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池
澤 

優

死
生
学
再
考

―
フ
ラ
ン
ク
ル
と
ベ
ッ
カ
ー
を
軸
に
し
て

一
　
は
じ
め
に
　
死
生
学
に
お
け
る
古
典
の
読
ま
れ
方

改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
死
生
学
・
応
用
倫
理
セ
ン
タ
ー
の
前
身
で
あ
る
東
京
大
学
文
学
部
の
死
生
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は

二
〇
〇
二
年
の
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
共
に
始
ま
っ
た
。
筆
者
は
そ
の
時
か
ら
死
生
学
と
つ
き
あ
っ
て
い
る
の
で
、

十
七
年
が
経
過
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
間
、
数
多
く
の
死
生
学
の
文
献
を
読
ん
で
き
た
が
、
次
第
に
あ
る
思
い
が
去
来
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
死
生
学
で
は
先
行
す
る
文
献
、
特
に
死
生
学
成
立
上
に
お
い
て
重
要
で
あ
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
古
典
」
が
正

し
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
も
改
め
て
言
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
一
般
に
死
生
学
（
死
学
、
生
死
学
、
サ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
）
は
、
一
九
五
九
年
に
心
理
学

者
ノ
ル
マ
ン
・
フ
ェ
イ
フ
ェ
ル
が
論
文
集
『
死
の
意
味
す
る
も
の
』
を
刊
行
し
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る 1
。
そ
の
前

年
の
一
九
五
八
年
に
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
シ
ュ
ナ
イ
ド
マ
ン
の
自
殺
予
防
運
動
が
始
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
あ
た
り
を
起
源
と
す
る
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の
は
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
。
一
九
六
〇
～
七
〇
年
代
に
か
け
て
死
生
学
の
重
要
な
研
究
（
い
わ
ゆ
る
古
典
）
が
出
そ
ろ
っ
た
。
も

ち
ろ
ん
国
あ
る
い
は
個
人
に
よ
り
偏
差
が
あ
り
、
後
に
論
じ
る
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
ル
は
一
九
四
〇
年
代
の
後
半
か
ら

死
生
学
に
相
当
す
る
分
野
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
た
だ
、
彼
の
本
が
英
語
に
訳
さ
れ
広
く
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
や
は
り

一
九
六
〇
年
代
で
あ
る 2
。

こ
れ
ら
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
初
頭
に
現
れ
た
死
生
学
の
古
典
と
さ
れ
る
研
究
は
多
く
が
心
理
学
分
野
の
も
の
で
あ
り
、
そ

こ
で
主
題
化
さ
れ
た
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
は
死
の
恐
怖
／
不
安
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
欧
米
に
お
け
る
初
期
の
死
生
学
の
方
向
を

決
定
づ
け
た
と
さ
れ
る
。
死
生
学
の
教
科
書
で
あ
る
『
死
に
ゆ
く
こ
と

―
事
実
に
向
か
い
合
う
』
は
、
死
生
学
（
サ
ナ
ト
ロ

ジ
ー
）
は
社
会
現
象
／
運
動
と
し
て
の
「
死
の
認
知
運
動
」（death aw

areness m
ovem

ent

）
の
一
部
で
あ
っ
た
と
し 3
、
そ
こ
で

の
死
の
恐
怖
／
不
安
の
研
究
状
況
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。
西
洋
で
は
伝
統
的
に
死
は
恐
怖
、
恐
れ
、
不
安
を
引
き
起
こ

す
も
の
で
あ
る
と
い
う
通
念
が
支
配
し
て
お
り
、
そ
れ
が
普
遍
的
に
妥
当
す
る
の
か
は
疑
問
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
死
生
学

の
中
で
は
現
代
は
死
を
否
定
す
る
社
会
で
あ
る
の
で
、
た
と
え
当
人
が
意
識
し
な
く
と
も
、
潜
在
的
に
は
死
の
恐
怖
／
不
安
が
人

間
の
思
考
や
行
為
を
方
向
付
け
て
い
る
に
違
い
な
い
と
の
枠
組
み
の
中
で
、
死
の
恐
怖
／
不
安
を
精
緻
に
測
定
す
る
方
向
へ
研
究

が
展
開
し
て
い
っ
た
。
一
九
七
〇
年
代
に
質
問
紙
を
用
い
た
量
的
な
計
測
法
、D

eath A
nxiety Scale (D

A
S)

、T
hreat Index (T

I)

、

M
ultidim

ensional Fear of D
eath Scale (M

D
FO

D
S)

な
ど
が
考
案
さ
れ
る
と
、
七
〇
年
代
後
半
か
ら
死
の
恐
怖
／
不
安
に
関
す
る

心
理
学
的
研
究
が
爆
発
的
に
増
加
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
膨
大
な
研
究
は
相
当
の
混
乱
状
態
に
あ
る
。
そ
れ
は
、

死
の
恐
怖
／
不
安
と
は
何
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
合
意
が
存
在
し
な
い
こ
と
（
例
え
ば
、
消
滅
に
対
す
る
恐
怖
な
の
か
、
死
の
プ

ロ
セ
ス
に
対
す
る
不
安
な
の
か
、
死
後
に
対
す
る
恐
れ
な
の
か
）、
死
に
対
す
る
恐
れ
が
人
間
を
支
配
し
て
い
る
の
に
違
い
な
い

と
い
う
思
い
込
み
に
よ
り
研
究
の
プ
ロ
ト
コ
ル
が
作
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
実
証
的
か
つ
説
得
的
に
死
の
恐
怖
／
不
安
を
論
証
で

き
る
方
向
に
向
か
い
に
く
い
た
め
で
あ
る
（
も
っ
と
も
一
九
九
〇
年
代
に
な
り
研
究
が
良
い
方
向
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
兆
候
が
あ
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る
と
著
者
は
言
う
）。
サ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
の
中
で
死
の
不
安
を
除
去
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
定
さ
れ
た
実
践
的
な
活
動
が
死
の

準
備
教
育
（death education

）
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
死
の
不
安
を
下
げ
る
効
果
が
あ
っ
た
と
す
る
報
告
が
あ
る
一
方
で
、
変
わ

ら
な
い
、
あ
る
い
は
逆
に
死
の
不
安
を
増
大
さ
せ
た
と
い
う
報
告
も
あ
る
と
す
る 4
。

し
か
し
、
実
際
に
六
〇
～
七
〇
年
代
の
死
生
学
の
古
典
を
読
む
と
、
死
の
恐
怖
／
不
安
、
死
の
拒
絶
／
否
認
の
強
調
、
あ
る
い

は
死
を
受
容
す
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
ば
か
り
が
突
出
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
死
の

過
程
（dying

）
の
研
究
を
確
立
す
る
上
で
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
＝

ロ
ス
『
死
ぬ
瞬
間

―

死
と
そ
の
過
程
に
つ
い
て
』（
一
九
六
九
年
）
は
、
一
般
に
は
否
認
→
怒
り
→
取
り
引
き
→
抑
鬱
→
受
容
と
い
う
五
段
階
を
経

て
人
は
死
ん
で
行
く
と
い
う
理
論
を
提
示
し
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る 5
。
再
び
、

『
死
に
ゆ
く
こ
と

―
事
実
に
向
か
い
合
う
』
と
い
う
教
科
書
に
従
う
な
ら
、
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
＝

ロ
ス
の
書
は
死
に
ゆ
く
人
々
の

感
情
と
ニ
ー
ズ
を
明
ら
か
に
し
、
彼
ら
に
対
す
る
我
々
の
態
度
を
変
え
る
の
に
最
も
役
立
っ
た
出
版
だ
っ
た
が
、
欠
点
が
な
い
わ

け
で
は
な
く
、
そ
の
多
く
は
彼
女
の
理
論
が
無
反
省
に
受
容
さ
れ
、
応
用
さ
れ
る
中
で
起
こ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
問
題
点
を
五
点

に
要
約
し
て
い
る
。

一
．
五
段
階
の
区
分
が
存
在
す
る
明
瞭
な
証
拠
は
な
い
。
終
末
期
の
患
者
は
多
く
の
感
情
が
併
存
す
る
複
雑
状
態
に
あ
る
が
、

そ
れ
は
患
者
の
個
性
に
よ
る
も
の
で
、
一
人
一
人
が
ユ
ニ
ー
ク
な
存
在
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

二
．
仮
に
段
階
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
通
り
に
直
線
的
に
段
階
を
た
ど
る
証
拠
は
な
い
。

三
．
死
の
過
程
理
論
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
基
づ
く
が
、
そ
れ
は
一
人
の
人
間
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
、
解
釈
が
信
頼
す
る
に
足
り

る
こ
と
は
証
明
さ
れ
て
い
な
い
。

四
．
死
の
過
程
理
論
は
、
そ
の
性
格
上
、
記
述
的
で
あ
る
が
、
規
範
的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
患
者

が
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
通
り
に
あ
る
段
階
か
ら
次
の
段
階
に
進
む
よ
う
に
、
医
療
ス
タ
ッ
フ
が
強
制
す
る
よ
う
に
悪
用
さ
れ
か
ね
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な
い
。
し
か
も
、
死
の
過
程
理
論
を
規
範
的
に
解
釈
す
る
と
、
受
容
と
い
う
最
後
の
過
程
は
、
全
て
の
死
に
ゆ
く
者
の
普
遍

的
に
望
ま
し
い
結
果
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

五
．
こ
の
よ
う
な
理
論
を
一
般
化
し
応
用
す
る
こ
と
は
個
人
性
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
一
般
化
は
、
医
療
ス

タ
ッ
フ
が
終
末
期
患
者
と
親
密
な
交
流
を
行
う
こ
と
を
妨
害
す
る
障
碍
に
し
か
な
ら
な
い 6
。

し
か
し
、『
死
ぬ
瞬
間

―
死
と
そ
の
過
程
に
つ
い
て
』
を
読
め
ば
す
ぐ
に
気
が
つ
く
こ
と
だ
が
、
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
＝

ロ
ス
は

全
て
の
患
者
が
直
線
的
に
五
段
階
を
経
由
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
何
度
も
断
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
五
段
階
は
終
末
期
患
者

の
多
様
な
声
を
整
理
す
る
た
め
の
仮
の
「
箱
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
に
一
義
的
な
重
要
性
は
な
い
。
更
に
、「
受

容
」
と
い
う
最
終
段
階
は
、
衰
弱
し
、
感
情
が
欠
落
し
た
状
態
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
従
容
と
し
て
死
を
受
容
す
る
と
い
っ
た

理
想
的
（
と
周
囲
が
考
え
る
よ
う
な
）
な
状
態
で
は
な
い
。
堀
江
宗
正
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に 7
、
キ
ュ
ー
ブ

ラ
ー
＝

ロ
ス
が
本
当
に
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
、
医
療
従
事
者
を
含
め
、
患
者
の
周
囲
の
者
に
は
死
に
対
す
る
恐
怖
が
あ
る
た
め
、

終
末
期
患
者
か
ら
目
を
背
け
疎
外
す
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
患
者
は
孤
独
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
患
者
は
最
後
ま
で
正
直

に
自
分
の
声
を
発
す
る
べ
き
で
あ
り
、
周
囲
の
者
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

こ
の
事
例
は
、
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
＝

ロ
ス
の
書
は
完
全
に
誤
解
さ
れ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
、
誤
解
さ
れ
た
が
故
に
影
響
力
を

持
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。『
死
に
ゆ
く
こ
と

―
事
実
に
向
か
い
合
う
』
が
言
う
よ
う
に
、
初
期
の
死
生
学
が
「
死
の
認
知

運
動
」
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
、「
死
の
認
知
運
動
」
が
現
代
を
死
か
ら
目
を
背
け
拒
絶
す
る
社
会
で
あ
る
と
理
解
し
、
故
に
死

を
直
視
し
受
容
す
る
（
ま
た
は
乗
り
越
え
る
）
こ
と
を
目
指
し
た
と
い
う
の
は
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
キ
ュ
ー
ブ

ラ
ー
＝

ロ
ス
が
死
の
過
程
の
最
終
段
階
を
「
受
容
」
と
表
現
し
た
こ
と
は
魅
力
的
で
あ
り
、
誰
で
も
死
を
受
容
す
る
こ
と
は
可
能

な
の
だ
と
い
う
期
待
を
抱
か
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

死
は
人
間
の
情
動
を
鋭
く
刺
激
す
る
事
象
で
あ
る
。
研
究
者
を
含
め
、
そ
れ
に
客
観
的
、
平
静
に
対
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
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い
。
そ
の
た
め
、
死
に
か
か
わ
る
先
行
研
究
は
一
定
の
思
い
込
み
や
期
待
の
下
に
読
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
死
生
学
の
〝
研
究
史
〟
は
か
な
り
の
誤
解
の
上
に
構
築
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
で
て
く
る
。
死
生
学

と
い
う
学
問
の
性
格
を
正
し
く
理
解
し
て
い
く
た
め
に
は
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
古
典
を
再
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
よ

う
な
見
通
し
の
下
に
、
本
論
文
で
は
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
ル
と
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ベ
ッ
カ
ー
を
扱
い
た
い
。
な
ぜ
、
こ
の
両

者
を
扱
う
か
と
い
え
ば
、
次
節
で
示
す
よ
う
に
、
こ
の
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
意
味
管
理
理
論
と
恐
怖
管
理
理
論
と
い
う
全
く
対
照
的

な
理
論
の
首
唱
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
正
し
い
か
否
か
を
本
論
文
で
検
討
し
た
い
。
あ
ら
か
じ
め

筆
者
の
見
通
し
を
述
べ
て
お
く
な
ら
、
両
者
に
は
確
か
に
死
の
見
方
（
特
に
生
の
意
味
づ
け
）
に
つ
い
て
根
本
的
に
違
う
と
こ
ろ

が
あ
る
が
、
基
本
的
に
同
じ
こ
と
を
考
え
主
張
し
て
い
た
と
い
う
も
の
に
な
る
。

二
　
意
味
管
理
理
論
と
恐
怖
管
理
理
論

イ
ー
リ
ャ
・
ム
ス
リ
ン
は
、
北
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
死
生
学
（
サ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
）
に
は
ベ
ッ
カ
ー
に
淵
源
す
る
恐
怖
管
理
理

論
（terror m

anagem
ent theory, T

M
T

）、
フ
ラ
ン
ク
ル
に
淵
源
す
る
意
味
管
理
理
論
（m

eaning m
anagem

ent theory, M
M

T

）、

ジ
ョ
ン
・
ボ
ウ
ル
ビ
ィ
の
愛
着
理
論
（attachm

ent theory, A
T

）
の
三
本
柱
が
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
こ
れ
は
イ
メ
ー
ジ
と
し

て
は
意
味
管
理
理
論
と
恐
怖
管
理
理
論
が
鋭
く
対
立
し
、
間
に
愛
着
理
論
が
存
在
す
る
よ
う
な
布
置
に
な
る
。
先
述
の
よ
う
に
、

フ
ラ
ン
ク
ル
は
早
く
か
ら
活
動
し
て
い
る
の
だ
が
、
北
ア
メ
リ
カ
で
は
恐
怖
管
理
理
論
が
先
行
し
、
後
か
ら
そ
れ
に
対
す
る
意
味

管
理
理
論
の
批
判
が
現
れ
る
と
い
う
構
図
と
な
っ
た 8
。

恐
怖
管
理
理
論
と
は
、
人
間
に
は
本
能
的
に
死
の
恐
怖
の
感
情
が
あ
り
、
そ
れ
を
意
識
的
・
無
意
識
的
に
抑
圧
し
よ
う
と
し
て

い
る
と
考
え
る
理
論
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
な
ら
、
文
化
も
「
象
徴
的
な
不
死
」
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
死
の
恐
怖
を
回
避
す
る
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シ
ス
テ
ム
に
他
な
ら
な
い
。
個
人
は
文
化
が
提
供
す
る
価
値
に
貢
献
す
る
こ
と
で
自
尊
心
を
保
ち
、
そ
れ
が
死
の
恐
怖
を
低
下
さ

せ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
死
の
恐
怖
は
人
間
の
創
造
性
の
源
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
自
文
化
へ
の
固
執
と
な
り
、
他
文
化
に
対
す
る

攻
撃
性
と
な
っ
て
現
れ
る
と
す
る
。
恐
怖
管
理
理
論
で
は
宗
教
も
死
の
恐
怖
を
抑
え
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
に
過
ぎ
な
い
。
宗
教
は

精
神
的
な
る
も
の
の
永
遠
性
と
肉
体
的
な
も
の
の
忌
避
を
主
張
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
こ
に
は
死
ぬ
運
命
に
あ
る
肉
体
を
拒
絶

し
、
霊
魂
と
し
て
の
永
生
を
保
証
す
る
こ
と
で
、
死
の
不
安
を
緩
和
す
る
効
果
が
あ
る
と
す
る
。
恐
怖
管
理
理
論
の
具
体
的
な
研

究
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
被
験
者
に
自
尊
心
を
高
め
る
よ
う
な
介
入
を
行
い
、
そ
れ
が
死
の
恐
怖
を
低
め
る
か
否
か
、「
死
の
不

安
尺
度
」（D

A
S

）
を
用
い
て
、
統
計
的
に
明
ら
か
に
す
る
、
宗
教
信
仰
を
持
つ
グ
ル
ー
プ
と
持
た
な
い
グ
ル
ー
プ
の
間
で
死
の

不
安
の
強
度
を
測
定
す
る
と
い
っ
た
も
の
に
な
る 9
。

一
方
、
意
味
管
理
理
論
は
、
人
間
を
生
き
る
意
味
を
追
究
す
る
存
在
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
こ
の
世
の
不
条
理
は
不
安
や
苦
悩

を
生
む
が
、
生
き
る
意
味
は
そ
れ
を
緩
和
す
る
。
だ
か
ら
、
有
限
な
生
に
死
を
越
え
る
意
義
づ
け
を
与
え
る
こ
と
で
、
死
の
恐
怖

を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
生
き
る
意
味
は
価
値
観
に
基
づ
く
の
で
、
死
を
越
え
る
生
き
る
意
味
を
獲
得
す
る
た

め
に
は
、
何
の
た
め
に
生
き
る
の
か
、
い
か
に
生
き
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
価
値
観
が
定
ま
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
具

体
的
な
研
究
と
し
て
は
、
人
生
の
意
義
に
関
す
る
質
問
紙
調
査
を
行
っ
て
、「
個
人
意
味
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
」
と
い
う
尺
度
を
作
成

し
、
そ
れ
に
基
づ
き
死
に
対
す
る
態
度
（
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
）
を
類
型
化
す
る
。
そ
こ
に
は
、
死
の
不
安
／
恐
怖
を
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ

に
捉
え
る
こ
と
を
批
判
し
、
死
を
受
け
入
れ
て
有
意
義
な
生
き
方
を
す
る
「
成
長
志
向
」
が
濃
厚
で
あ
る 10
。

意
味
管
理
理
論
と
恐
怖
管
理
理
論
の
違
い
の
一
つ
は
宗
教
の
扱
い
に
表
れ
る
。
恐
怖
管
理
理
論
で
は
宗
教
は
死
の
恐
怖
を
緩
和

す
る
一
方
、
自
己
の
価
値
観
へ
の
固
執
や
他
者
へ
の
攻
撃
性
と
な
っ
て
表
れ
る
と
し
た
。
意
味
管
理
理
論
は
人
間
は
本
質
的
に
世

界
の
究
極
的
意
味
を
与
え
る
超
越
性
を
志
向
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
と
考
え
、
人
間
に
は
普
遍
的
な
宗
教
心
が
あ
る
と
す
る
。
但

し
、
生
き
る
意
味
は
何
で
も
よ
い
の
で
は
な
く
、
普
遍
的
で
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
破
壊
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的
・
攻
撃
的
な
世
界
観
が
生
き
る
意
味
に
な
り
得
る
こ
と
に
は
懐
疑
的
で
あ
る 11
。

愛
着
理
論
は
、
子
ど
も
は
成
長
の
過
程
の
中
で
親
に
依
存
し
、
そ
れ
が
特
定
の
存
在
に
認
知
的
、
情
緒
的
に
愛
着
す
る
こ
と
で

安
全
感
を
獲
得
す
る
と
い
う
心
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
生
み
出
し
た
と
考
え
る
。
死
の
不
安
の
本
質
は
愛
着
対
象
と
の
離
別
へ
の
恐
れ

な
の
で
あ
り
、
代
替
的
な
愛
着
対
象
を
得
る
な
ら
ば
死
の
不
安
を
和
ら
げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
場
合
の
愛
着
対

象
と
は
典
型
的
に
は
人
格
神
に
な
る
。
愛
着
対
象
と
の
関
係
（
成
長
過
程
に
お
け
る
親
と
の
関
係
）
に
よ
り
、
人
間
の
性
格
は
安

定
型
、
不
安
定
型
、
両
価
型
、
回
避
型
な
ど
に
類
型
化
で
き
る
。
安
定
型
の
性
格
で
は
愛
着
対
象
に
強
い
信
頼
を
持
ち
、
死
の
不

安
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
他
の
類
型
よ
り
も
容
易
で
あ
る
（
具
体
的
に
は
敬
虔
な
信
仰
を
持
つ
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
） 12
。

恐
怖
管
理
理
論
と
意
味
管
理
理
論
は
、
前
者
が
人
間
と
は
死
の
恐
怖
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
存
在
で
あ
る
と
し
、
後
者
が
人
間

は
死
を
越
え
る
意
味
を
求
め
る
存
在
で
あ
る
と
し
て
、
確
か
に
対
照
的
な
も
の
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
違
い
は
死
に
対
す
る

態
度
を
防
御
と
す
る
か
、
超
克
と
す
る
か
の
違
い
で
あ
り
、
死
と
生
を
対
立
と
す
る
二
元
的
枠
組
み
を
前
提
と
す
る
点
で
は
同
じ

で
あ
る
と
も
言
え
る
。
ベ
ッ
カ
ー
が
本
当
に
死
に
対
す
る
防
御
機
構
と
し
て
生
を
捉
え
て
い
た
の
か
ど
う
か
（
そ
れ
だ
け
な
の
か

ど
う
か
）、
実
際
に
彼
の
本
を
読
ん
で
み
る
と
、
か
な
り
違
う
印
象
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
恐
怖
管
理
理
論
の
論
者
が
本
当
に

ベ
ッ
カ
ー
の
趣
旨
を
正
し
く
理
解
し
て
い
た
の
か
、
疑
問
を
抱
い
た
の
が
本
稿
執
筆
の
動
機
で
あ
る
。

三
　
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
ル

但
し
、
ベ
ッ
カ
ー
の
書
は
高
度
に
難
解
で
あ
り
、
恐
怖
管
理
理
論
の
論
者
た
ち
が
誤
解
し
た
と
し
て
も
、
も
っ
と
も
な
と
こ
ろ

も
あ
る
。
そ
こ
で
最
初
に
比
較
的
理
解
す
る
の
が
容
易
な
フ
ラ
ン
ク
ル
か
ら
要
約
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
ル
（
一
九
〇
五
～
一
九
九
七
）
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
精
神
科
医
で
あ
り
、
ロ
ゴ
テ
ラ
ピ
ー
と
い
う
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名
で
知
ら
れ
る
心
理
療
法
の
創
始
者
と
し
て
名
高
い
。
ウ
ィ
ー
ン
の
ユ
ダ
ヤ
人
家
庭
に
生
ま
れ
、
ウ
ィ
ー
ン
大
学
で
は
精
神
分
析

と
神
経
学
を
専
攻
し
、
フ
ロ
イ
ト
、
ア
ド
ラ
ー
と
も
交
流
が
あ
っ
た
。
一
九
四
一
年
に
結
婚
す
る
が
、
翌
年
、
家
族
と
共
に
ナ
チ

ス
統
治
下
で
ユ
ダ
ヤ
人
ゲ
ッ
ト
ー
に
収
監
さ
れ
、
一
九
四
四
年
に
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
、
更
に
ダ
ッ
ハ
ウ
強
制
収
容
所
に
移
送
さ
れ

る
。
一
九
四
五
年
に
彼
は
救
出
さ
れ
る
が
、
家
族
は
助
か
ら
な
か
っ
た
。
戦
後
、
神
経
科
の
医
師
を
勤
め
な
が
ら
、
一
九
五
五
年

に
ウ
ィ
ー
ン
大
学
の
神
経
学
の
教
員
に
な
り
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
は
ハ
ー
バ
ー
ド
を
始
め
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
多
く
の
大
学

で
非
常
勤
講
師
を
務
め
た
。
強
制
収
容
所
で
の
体
験
を
綴
っ
た
『
夜
と
霧
』（
原
題
は
「
心
理
学
者
、
強
制
収
容
所
を
体
験
す
る
」、

一
九
四
七
年
初
刊
、
一
九
七
七
年
改
訂
新
版
）
は
著
名
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
同
時
期
に
書
か
れ
た
『
死
と
愛

―
実
存
分
析
入

門
』（
一
九
四
六
年
初
刊
、
一
九
五
二
年
再
刊
）
を
主
に
用
い
る 13
。
こ
の
二
つ
の
書
を
用
い
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
出
発
点
に

収
容
所
体
験
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
そ
の
体
験
に
最
も
近
い
時
期
の
彼
の
考
え
方
を
見
て
み
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

『
死
と
愛
』
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ク
ル
は
先
ず
先
行
す
る
心
理
学
説
（
フ
ロ
イ
ト
、
ア
ド
ラ
ー
）
の
批
判
か
ら
出
発
す
る
。
フ

ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
は
無
意
識
的
な
欲
動
の
抑
圧
に
精
神
病
理
の
原
因
を
求
め
、
無
意
識
を
意
識
化
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
ア

ド
ラ
ー
の
個
人
心
理
学
は
人
間
と
は
責
任
を
回
避
し
、
自
己
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
存
在
で
あ
る
と
し
て
、
自
己
を
正
確
に
理

解
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
れ
ら
は
精
神
的
な
る
も
の
を
心
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
還
元
し
て
理
解
し
、
極
め
て
矮
小
な
人
間
観
し

か
提
供
し
な
い
。
そ
れ
は
近
代
の
断
片
化
し
た
人
間
像

―
人
間
は
生
物
的
・
社
会
的
・
心
理
的
な
制
約
の
下
に
置
か
れ
て
お
り
、

精
神
も
形
成
物
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
学
問
的
見
方

―
を
反
映
す
る
。
人
間
が
諸
々
の
制
約
下
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ

が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
は
自
分
の
人
生
を
選
択
す
る
自
由
を
有
す
る
。
自
分
で
判
断
し
て
選
択
す
る
か
ら
、
責
任
が
生
じ

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
道
徳
的
な
生
に
他
な
ら
な
い
。
生
き
方
の
選
択
は
価
値
観
に
基
づ
く
が
、
全
て
の
価
値
観
が
正
し
い
訳
で

は
な
い
。
患
者
の
誤
っ
た
価
値
観
に
対
峙
し
、
正
し
い
価
値
観
を
も
た
ら
す
心
理
療
法
が
彼
の
主
張
す
る
ロ
ゴ
テ
ラ
ピ
ー
で
あ
る
。

生
き
る
目
的
と
価
値
観
の
関
係
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ク
ル
の
基
本
的
な
見
方
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
生
き
方
の
選
択
は
、
当
人
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が
何
を
生
き
る
こ
と
の
目
的
・
使
命
と
す
る
か
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
、
目
的
・
使
命
を
有
す
る
こ
と
で
そ
の
人
の
生
命
は
意
義
を

有
す
る
。
い
か
な
る
人
生
も
独
自
で
一
回
的
で
あ
る
か
ら
、
い
か
な
る
使
命
も
独
自
で
絶
対
的
で
あ
る
が
、
生
き
る
こ
と
の
目

的
・
使
命
の
選
択
は
価
値
観
に
基
づ
き
、
価
値
観
の
基
盤
は
世
界
の
意
味
（
世
界
は
何
の
た
め
に
存
在
す
る
か
）
に
あ
り
、
世
界

の
意
味
は
究
極
的
に
は
「
世
界
を
越
え
る
も
の
」（
超
越
的
な
委
託
者
）
に
基
づ
く
。
こ
の
点
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
普
遍

的
な
価
値
は
客
観
的
に
実
在
す
る
と
フ
ラ
ン
ク
ル
が
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
人
間
が
目
を
つ
ぶ
ろ
う
が
開

け
よ
う
が
、
ラ
ン
プ
が
実
在
す
る
よ
う
な
も
の
で
、
個
人
が
認
識
し
よ
う
が
し
ま
い
が
、
世
界
の
意
味
は
実
在
す
る
。
し
か
し
、

一
人
の
人
間
は
そ
れ
を
全
面
的
に
把
握
で
き
ず
、
そ
の
一
部
し
か
理
解
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
自
ら
実
存
的
に
価
値
を
選
択
し
、

そ
れ
に
よ
り
生
き
る
目
的
を
定
め
、
実
践
の
中
で
自
分
独
自
の
生
命
の
意
味
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
生
命

の
意
味
は
あ
ら
か
じ
め
定
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
生
き
る
意
味
は
何
か
と
問
う
の
は
意
味
が
な
い
。
意
味
は
発
見
さ
れ
る
の

を
待
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
生
命
の
方
が
人
間
に
生
き
る
意
味
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
意
味
は
、
人
間
の
側
が
実
存
的
に

選
択
す
る
も
の
で
あ
る
と
、
フ
ラ
ン
ク
ル
は
主
張
す
る
。

死
も
生
き
る
意
味
を
無
化
す
る
こ
と
は
な
い
。
人
生
が
有
限
で
一
回
的
だ
か
ら
こ
そ
、
生
き
る
意
味
は
絶
対
的
に
な
る
。
も
し

生
命
が
無
限
で
あ
っ
た
ら
、
生
き
る
意
味
の
選
択
は
無
限
に
延
期
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
生
命
が
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の

一
回
的
機
会
を
利
用
し
て
、
生
き
る
意
味
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通
常
、
生
き
る
意
味
は
共
同
体
に
対
す
る
責
任
（
労

働
）
と
い
う
形
を
と
る
（
創
造
価
値
）。
し
か
し
、
創
造
す
る
と
い
う
価
値
は
常
に
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
。
何
も
創
造
で
き
な

く
な
る
状
況
が
あ
り
得
る
。
そ
の
状
況
で
も
、
何
か
を
体
験
す
る
と
い
う
価
値
は
実
現
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
（
体
験
価
値
）、

何
も
体
験
で
き
な
く
な
っ
て
も
、
残
さ
れ
た
生
命
に
い
か
な
る
態
度
を
と
る
か
を
示
す
こ
と
で
生
命
に
対
す
る
責
任
を
果
た
す
こ

と
が
で
き
る
（
態
度
価
値
）。

そ
の
例
が
強
制
収
容
所
で
の
生
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
自
由
が
著
し
く
制
限
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
生
命
に
対
す
る
態
度
を
示
す
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最
後
の
自
由
は
存
し
て
い
る
。
通
常
、
人
間
は
未
来
を
志
向
す
る
こ
と
で
生
を
形
成
す
る
が
、
収
容
所
で
は
未
来
が
見
え
な
い
た

め
、
精
神
的
な
拠
り
所
が
し
ば
し
ば
失
わ
れ
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
心
理
的
な
崩
壊
は
実
際
の
死
に
直
結
し
た
（
一
九
四
五
年
三
月

三
〇
日
に
戦
争
が
終
わ
る
と
い
う
夢
を
見
た
囚
人
が
、
戦
争
が
終
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
失
望
か
ら
、
実
際
に
三
月
三
〇
日
に

死
亡
し
た
例
） 14
。
し
か
し
、
苦
悩
の
中
に
お
い
て
も
最
後
の
瞬
間
ま
で
自
分
の
人
生
を
高
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
苦
悩
の
中

で
成
長
し
、
生
き
生
き
と
生
き
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
或
る
女
性
は
収
容
所
で
病
気
に
な
り
、
衰
弱
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の

ベ
ッ
ド
か
ら
見
え
る
樹
を
唯
一
の
友
達
と
し
て
会
話
し
て
い
た
。
彼
女
は
言
っ
た
、「
こ
の
木
は
私
の
孤
独
に
お
け
る
唯
一
の
友

で
す
。
こ
の
木
と
私
は
話
を
す
る
の
で
す
。
樹
は
言
っ
た
の
で
す
。
…
…
私
は
こ
こ
に
い
る
。
…
…
私
は
こ
こ
に
い
る
。
…
…
私

は
生
命
だ
、
永
遠
の
生
命
だ
…
…
」
と 15
。

だ
か
ら
、
い
か
な
る
状
況
に
お
い
て
も
、
自
分
の
選
択
に
よ
り
生
き
る
こ
と
に
意
味
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
神
経
症
、

鬱
病
、
統
合
失
調
症
は
心
理
や
生
理
に
基
づ
く
病
気
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
有
意
義
な
生
を
送
る
こ
と
は
可
能
で

あ
る
。

さ
て
、
フ
ラ
ン
ク
ル
は
人
生
に
意
味
を
与
え
る
目
的
の
一
つ
と
し
て
愛
を
重
視
す
る
。
そ
の
議
論
は
か
な
り
長
い
の
だ
が
、
で

き
る
限
り
簡
単
に
ま
と
め
た
い
。
先
述
の
よ
う
に
、
共
同
体
は
人
間
の
生
に
意
味
を
与
え
る
が
、
そ
れ
が
最
も
顕
著
に
な
る
の

は
我
と
汝
の
共
同
体
、
即
ち
愛
に
お
い
て
で
あ
る
。
愛
は
人
間
の
人
格
に
応
じ
、
身
体
的
な
性
、
他
者
の
心
を
求
め
る
「
エ
ロ

テ
ィ
ッ
ク
な
態
度
」、
相
手
の
精
神
的
人
格
（
本
質
）
を
直
接
に
志
向
す
る
本
当
の
意
味
で
の
愛
の
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
思
春
期
の
性
的
衝
動
は
生
理
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
成
熟
が
進
む
に
つ
れ
、
特
定
の
対
象
を
志
向
す
る
「
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な

態
度
」
に
発
展
す
る
。
そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
の
は
友
情
、
信
頼
、
相
互
理
解
、
つ
ま
り
他
者
と
の
つ
な
が
り
で
あ
る
（
だ
か
ら
異

性
に
向
か
う
と
は
限
ら
な
い
）。
こ
の
段
階
を
経
る
こ
と
で
、
性
欲
は
相
手
の
人
格
を
志
向
す
る
精
神
的
な
も
の
に
向
か
う
。
精

神
的
人
格
を
志
向
す
る
と
は
、
相
手
の
本
質
（「
で
あ
る
」
と
こ
ろ
の
も
の
）
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
可
能
性
（「
あ
り
得
る
」
と
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こ
ろ
の
も
の
、
理
念
、
理
想
）
を
含
め
て
愛
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
格
は
超
時
間
的
で
あ
る
（
人
格
は
生
身
の
人
間
が
実
現
す
る

も
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
人
格
は
唯
一
無
二
の
も
の
と
し
て
、
そ
れ
が
存
在
し
た
と
い
う
事
実
は
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う

意
味
で
あ
ろ
う
）
の
で
、
人
格
に
対
す
る
愛
は
愛
す
る
対
象
の
死
を
越
え
て
永
遠
で
あ
る
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
ル
は
収
容
所
の
或

る
囚
人
の
例
を
挙
げ
る
。
そ
の
囚
人
は
母
に
対
す
る
愛
ゆ
え
に
、
自
分
の
苦
し
み
が
母
に
対
し
て
意
味
が
あ
る
こ
と
を
願
い
、
も

し
自
分
が
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
な
ら
、
そ
れ
が
母
に
生
を
も
た
ら
す
よ
う
に
と
祈
り
、
そ
の
こ
と
で
収
容
所
の
生
活
に
耐

え
る
こ
と
が
で
き
た
。
但
し
、
彼
は
そ
の
時
、
母
が
生
き
て
い
る
の
か
死
ん
で
い
る
の
か
、
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る 16
。
そ
の
よ

う
な
愛
に
お
い
て
は
相
手
が
そ
こ
に
い
る
か
ど
う
か
は
関
係
な
く
、
現
世
的
な
時
間
を
超
越
し
、
ま
だ
実
現
し
て
い
な
い
未
来
を

も
把
握
し
、
故
に
愛
に
お
い
て
生
は
創
造
的
、
生
産
的
に
な
る
、
と
言
う
。

本
書
の
後
半
で
フ
ラ
ン
ク
ル
は
ロ
ゴ
テ
ラ
ピ
ー
の
具
体
的
な
方
法
論
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
部
分
の
詳
細
は
省
略
し
た
い
。

重
点
は
神
経
症
に
は
生
理
的
、
心
理
的
、
社
会
的
、
実
存
的
原
因
が
あ
り
、
生
理
的
原
因
（
体
質
や
遺
伝
）
は
ロ
ゴ
テ
ラ
ピ
ー
の

対
象
で
は
な
い
。
ロ
ゴ
テ
ラ
ピ
ー
は
実
存
的
問
題
、
即
ち
人
間
の
精
神
と
自
由
の
レ
ベ
ル
を
扱
う
。
例
え
ば
、
不
安
神
経
症
は
生

理
的
体
質
に
過
度
の
不
安
を
持
つ
こ
と
が
原
因
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
体
質
が
あ
る
と
客
観
視
す
る
こ
と
で
克
服
す
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
通
常
の
心
理
療
法
で
あ
っ
て
、
ロ
ゴ
テ
ラ
ピ
ー
で
は
な
い
。
不
安
が
、
例
え
ば
癌
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合

に
、
生
に
対
す
る
不
安
が
死
に
対
す
る
恐
怖
と
し
て
投
影
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
生
の
一
回
的
な
価
値
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
治
療
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
ロ
ゴ
テ
ラ
ピ
ー
に
な
る
。
そ
の
他
の
精
神
疾
患
、
例
え
ば
統
合
失
調
症
は
人
間
存
在
自

体
が
罹
患
し
て
い
る
（
生
理
的
原
因
に
よ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
）
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
運
命
と
病
気
に
対
し
て
自
ら
の

意
思
で
人
生
を
選
択
す
る
自
由
は
存
し
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ク
ル
は
患
者
の
悩
み
が
世
界
観
に
関
わ
る
場
合
、
医
師
は
ど
う
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
の
下
で
、
精
神
療
法
に
宗
教
を

含
め
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
通
常
の
精
神
療
法
が
「
～
か
ら
の
自
由
」
を
求
め
る
の
に
対
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し
、
ロ
ゴ
テ
ラ
ピ
ー
は
「
～
へ
の
自
由
」
を
求
め 17
、
患
者
が
人
生
を
選
択
し
、
責
任
を
引
き
受
け
る
能
力
を
与
え
よ
う
と
す
る
。

そ
こ
で
は
患
者
の
価
値
観
、
世
界
観
か
ら
目
を
背
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
と
よ
り
医
師
が
世
界
観
を
押
し
つ
け
る
の
は
良
く

な
い
が
、
治
療
と
い
う
行
為
は
そ
も
そ
も
価
値
観
に
基
づ
く
か
ら
（
健
康
と
い
う
概
念
は
価
値
観
だ
か
ら
）、
人
間
と
し
て
の
あ

る
べ
き
理
念
（
宗
教
的
世
界
観
）
が
治
療
に
効
果
が
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
彼
の
立
場
で

あ
る
。

フ
ラ
ン
ク
ル
の
考
え
方
に
お
い
て
最
も
特
徴
的
な
と
こ
ろ
は
、
生
き
る
意
味
を
定
め
る
た
め
に
究
極
的
価
値
観
を
主
体
的
に
選

択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
よ
く
知
ら
れ
た
主
張
自
体
よ
り
も
、
生
の
絶
対
的
価
値
は
客
観
的
に
実
在
す
る
と
考
え
て
い

る
点
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
各
人
が
自
ら
の
生
き
る
意
味
を
選
択
す
る
と
い
う
だ
け
な
ら
、
そ
れ
は
主
観
的
な
も

の
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
が
実
在
す
る
か
否
か
は
問
題
に
な
り
得
な
い
の
に
対
し
、
生
の
意
味
が
実
在
す
る
と
す
る
な
ら
（
も
ち
ろ

ん
人
間
に
は
そ
れ
を
全
面
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
各
人
各
様
の
視
点
か
ら
解
釈
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な

る
が
）、
人
間
に
外
在
す
る
視
点
（
人
間
を
超
え
る
存
在
）
を
設
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
フ
ラ
ン
ク
ル
の
生
き
る
価
値
は

超
越
者
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
（
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
特
定
宗
教
の
神
で
あ
る
必
要
は
な
い
）、
そ
の
背
景
に
彼
自
身
の

信
仰
が
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
そ
れ
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
の
は
『
夜
と
霧
』
の
中
の
フ
ラ
ン
ク
ル
自
身
の
体
験

で
あ
る
。
そ
れ
は
収
容
所
で
ジ
ャ
ガ
イ
モ
が
盗
ま
れ
る
事
件
が
お
き
、
収
容
所
当
局
は
全
収
容
者
に
一
日
の
絶
食
を
課
し
た
。
そ

の
夜
、
病
死
や
自
殺
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
危
惧
し
た
班
長
は
、
フ
ラ
ン
ク
ル
に
皆
に
話
を
す
る
よ
う
に
求
め
た
。
フ
ラ
ン

ク
ル
は
自
分
た
ち
の
最
期
は
近
い
こ
と
、
そ
の
中
で
自
分
た
ち
は
「
だ
れ
か
の
促
す
よ
う
な
ま
な
ざ
し
に
見
下
ろ
さ
れ
て
」
お
り
、

そ
の
者
は
「
失
望
さ
せ
な
い
で
ほ
し
い
…
…
誇
り
を
も
っ
て
苦
し
み
、
死
ぬ
こ
と
に
目
覚
め
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
る
」
と
述
べ

る 18
。
彼
の
言
う
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」（
生
き
る
意
味
は
人
間
に
発
見
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
生
命
の
方

が
人
間
に
問
い
を
発
し
て
い
る
）
の
議
論
も
、
そ
の
よ
う
な
〝
見
下
ろ
す
眼
差
し
〟
を
前
提
に
理
解
す
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
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一
方
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
議
論
の
問
題
点
は
先
ず
、「
愛
」
に
関
す
る
議
論
が
長
く
、
か
つ
意
味
／
価
値
に
関
す
る
議
論
と
旨
く

接
続
せ
ず
、
バ
ラ
ン
ス
が
悪
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ク
ル
の
収
容
所
生
活
の
体
験
に
由
来
す

る
も
の
で
、『
夜
と
霧
』
の
中
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
そ
こ
に
は
い
な
い
妻
の
存
在
を
感
じ
る
こ
と
で
、
収
容
所

に
あ
り
な
が
ら
も
生
き
る
こ
と
の
意
義
を
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た 19
。
お
そ
ら
く
死
を
越
え
る
愛
（
愛
す
る
者
の
人
格
を
指
向
す

る
こ
と
）
に
よ
り
生
を
意
義
づ
け
る
の
と
、
何
ら
か
の
価
値
を
実
現
す
る
こ
と
で
生
を
意
義
づ
け
る
の
は
、
論
理
と
し
て
は
異
な

る
レ
ベ
ル
に
属
す
る
が
、
そ
れ
ら
が
共
に
フ
ラ
ン
ク
ル
に
と
っ
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
っ
た
以
上
、
そ
の
二
つ
の
並
立
は
致
し
方

な
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
フ
ラ
ン
ク
ル
は
患
者
に
価
値
を
指
向
さ
せ
て
も
、
そ
の
価
値
の
内
容
を
押
し
つ
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
そ

れ
は
特
定
の
世
界
観
の
押
し
つ
け
に
な
ら
な
い
と
言
う
が
、
特
定
の
世
界
観
を
排
除
す
る
危
険
性
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
何
度
か
「
涅
槃
」
に
つ
い
て
触
れ
る
が
、
そ
れ
は
全
て
否
定
的
な
文
脈
で
あ
る 20
。
彼
が
仏
教
を
正

確
に
理
解
し
て
い
た
か
ど
う
か
、
心
許
な
い
が
、
少
な
く
と
も
彼
が
人
間
の
運
命
（
生
老
病
死
）
を
受
け
身
的
に
受
容
す
る
生
き

方
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
が
文
化
の
問
題
に
な
る
場
合
、
特
定
の
文
化
の
価
値
観
を
悲
観
的
・
消
極

的
で
あ
る
と
し
て
否
定
す
る
論
理
に
な
る
危
険
性
は
あ
る
。

四
　
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ベ
ッ
カ
ー

ア
ー
ネ
ス
ト
・
ベ
ッ
カ
ー
（
一
九
二
四
～
一
九
七
四
）
は
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
ス
プ
リ
ン
グ
フ
ィ
ー
ル
ド
に
生
ま
れ
る
。
両

親
は
ユ
ダ
ヤ
人
移
民
で
あ
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
中
は
従
軍
し
ド
イ
ツ
と
戦
う
。
シ
ラ
キ
ュ
ー
ズ
大
学
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
）
を

卒
業
し
、
パ
リ
の
ア
メ
リ
カ
大
使
館
に
勤
務
し
た
後
、
シ
ラ
キ
ュ
ー
ズ
大
学
で
人
類
学
で
学
位
を
取
得
し
た
（
学
位
論
文
は
禅
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に
関
す
る
も
の
）。
そ
の
後
、
シ
ラ
キ
ュ
ー
ズ
大
学
、
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
な
ど
で
教
鞭
を
執
る
が
、
学
問

と
学
生
運
動
に
対
す
る
リ
ベ
ラ
ル
な
ス
タ
ン
ス
の
た
め
に
解
雇
さ
れ
た
。
一
九
六
九
年
に
サ
イ
モ
ン
フ
レ
ー
ザ
ー
大
学
（
カ
ナ

ダ
・
ヴ
ァ
ン
ク
ー
ヴ
ァ
ー
）
の
教
授
に
な
っ
た
。
一
九
七
二
年
に
大
腸
癌
と
診
断
。
一
九
七
四
年
にT

he D
enial of D

eath

に
よ
り

ピ
ュ
ー
リ
ッ
ツ
ァ
ー
賞
を
受
賞
し
、
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
二
ヶ
月
後
に
死
亡
し
た
。
著
書
と
し
て
、Z

en: A
 R

ational 

C
ritique  (1961), T

he B
irth and D

eath of M
eaning: A

 Perspective in Psychiatry and A
nthropology (1962), R

evolution in Psychiatry: T
he 

N
ew

 U
nderstanding of M

an  (1964), B
eyond A

lienation: A
 Philosophy of Education for the C

risis of D
em

ocracy (1967), T
he Structure 

of Evil: A
n Essay on the U

nification of the Science of M
an  (1968), A

ngel in A
rm

or: A
 Post-Freudian Perspective on the N

ature of M
an 

(1969), T
he Lost Science of M

an  (1971), Escape from
 Evil ( 1975)

が
あ
る 21
。
こ
こ
で
は
主
著
で
あ
り
、
最
も
評
判
が
高
い
『
死
の
拒

絶
』（T

he D
enial of D

eath , T
he Free P

ress, 1973.  

今
防
人
訳
『
死
の
拒
絶
』、
平
凡
社
、
一
九
八
九
年
）
を
用
い
る
。

本
書
冒
頭
の
序
に
お
い
て
、
ベ
ッ
カ
ー
は
確
か
に
、
死
の
恐
れ
は
人
間
に
は
普
遍
的
に
存
在
し
、
人
間
の
活
動
は
死
が
最
終
的

な
運
命
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
克
服
す
る
た
め
の
も
の
と
言
う
。
し
か
し
、「
死
の
恐
怖
」
が
文
字
通
り
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
（
少
な
く
と
も
文
字
通
り
の
「
死
」
だ
け
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
）。
そ
れ
に
続
い
て
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
オ
ッ
ト
ー
・
ラ
ン
ク
（
初
期
の
フ
ロ
イ
ト
の
協
力
者
で
あ
っ
た
が
、
後
に
訣
別
。
精
神
分
析
を
文
化
史
・
神
話
に

も
適
用
し
た
と
さ
れ
る
）
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
心
理
学
と
宗
教
を
統
合
す
る
こ
と
を
本
書
は
目
指
す
と
す
る
が
、
後
述
す
る
中

で
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
彼
の
言
う
宗
教
は
一
般
に
言
う
と
こ
ろ
の
宗
教
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
。
彼
の
基
本
的
問
題
設
定
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

人
間
は
、
理
性
的
に
思
考
す
る
能
力
を
持
ち
、
自
己
の
意
識
を
持
つ
一
方
、
そ
の
意
識
は
年
老
い
、
病
み
、
死
ぬ
肉
体
に
捕

ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
二
元
的
な
存
在
で
あ
る
（「
蛆
虫
で
あ
る
と
同
時
に
神
」） 22
。
人
間
は
、
創
造
の
奇
跡
的
な
あ
り

方
（
こ
れ
は
食
い
食
わ
れ
る
と
い
う
世
界
の
恐
ろ
し
さ
だ
け
で
な
く
、
宇
宙
の
美
し
さ
、
崇
高
さ
な
ど
、
人
間
の
能
力
を
越
え
る
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全
て
の
あ
り
方
を
指
す
）
の
前
に
自
ら
の
卑
小
さ
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
肉
体
性
を
否
定
し
、
自
ら
が
独
自
の

人
格
で
あ
る
こ
と
を
確
立
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
抑
圧
し
超
克
し
よ
う
と
す
る
。
ベ
ッ
カ
ー
は
人
間
の
有
す
る
こ
の
指
向
性
を
自

己
原
因
的
投
企
、
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
と
呼
ぶ
。
自
己
原
因
的
投
企
は
様
々
な
形
態
を
と
る
が
、
社
会
の
シ
ス
テ
ム
（
立
身
、
名
声
）
も

文
化
的
価
値
観
（
倫
理
、
道
徳
）
も
そ
の
手
段
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
の
営
為
が
死
を
越
え
る
永
遠
の
価
値
と
意
味
を
持
っ
て
ほ

し
い
と
い
う
願
望
に
基
づ
い
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
に
し
て
生
を
意
味
づ
け
て
も
、
死
な
な
く
な
る
訳
で
は
な
い
の
で
、
そ

れ
は
一
種
の
嘘
、
幻
想
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
自
分
の
生
に
意
味
づ
け
を
行
う
パ
タ
ー
ン
が
、
そ
の
人
の
性
格
に
な

る
。
以
上
の
基
本
的
問
題
設
定
を
ベ
ッ
カ
ー
は
「
実
存
的
枠
組
み
」
と
称
す
る
。「
死
の
恐
怖
」
と
は
人
間
と
は
如
何
な
る
存
在

で
あ
る
か
と
い
う
現
実
、
人
間
の
あ
り
方
（hum

an conditions

）
を
表
す
た
め
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
り
、
人
間
の
あ
り
方
を
象

徴
す
る
の
が
死
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
死
の
恐
怖
が
生
得
的
に
存
在
す
る
か
否
か
、
そ
の
恐
怖
が
抑
圧
さ
れ
て
い
る
の
か
に
関
し

て
、
ベ
ッ
カ
ー
は
そ
の
証
明
は
最
終
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
証
明
さ
れ
る
べ
き
事
実
の
レ
ベ
ル
の
問
題
で
は
な

く
、
人
間
と
は
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
認
識
し
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
知
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
り
、「
死
の
恐
怖
」
が

存
在
す
る
客
観
的
証
拠
は
あ
ま
り
問
題
に
な
っ
て
い
な
い 23
。

人
間
の
二
元
性
に
お
け
る
自
己
原
因
的
投
企
に
お
い
て
、
人
間
は
二
つ
の
相
反
す
る
衝
動
を
持
つ
。
こ
の
世
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ

を
前
に
し
て
自
ら
の
卑
小
さ
を
感
じ
る
人
間
は
、
そ
の
恐
怖
を
抑
圧
す
る
た
め
に
、
自
分
は
強
く
、
価
値
（
意
味
）
が
あ
り
、
ユ

ニ
ー
ク
で
、
自
分
で
自
分
を
支
配
し
て
い
る
と
信
じ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
自
己
原
因
的
投
企
は
他
者
と
の
断
絶
、

孤
独
を
も
た
ら
し
、
そ
の
よ
う
な
孤
独
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
感
情
を
呼
び
起
こ
す
。
恐
る
べ
き
世
界
に
自
分
一
人

で
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
誰
か
偉
大
な
人
格
に
包
み
込
ま
れ
る
こ
と
で
守
ら
れ
た
い
、
屈
服
し
た
い
と
い
う
欲
求

が
起
こ
る
。
そ
も
そ
も
自
分
の
生
が
価
値
が
あ
る
も
の
（
道
徳
的
な
意
味
を
含
め
）
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
他
者
に
よ
り
評

価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
価
値
を
特
定
の
人
物
に
集
中
さ
せ
、
そ
れ
を
内
面
化
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
生
を
高
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め
よ
う
と
す
る
の
が
「
転
移
」
で
あ
る
。

転
移
は
子
ど
も
の
時
に
親
を
全
能
と
感
じ
る
感
情
に
遡
る
。
そ
れ
は
世
界
の
畏
怖
す
べ
き
あ
り
方
に
対
抗
す
る
す
る
力
を
特
定

の
人
物
に
賦
与
す
る
こ
と
で
、
恐
怖
を
取
り
除
く
方
法
で
あ
る
が
、
子
ど
も
は
自
立
の
た
め
に
尊
敬
す
べ
き
両
親
の
力
と
闘
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
そ
の
力
と
同
一
化
し
て
、
そ
の
不
滅
性
に
あ
ず
か
ろ
う
と
す
る
。
人
が
強
力
な
指
導
者
を
待
望
し
、
そ

れ
を
転
移
対
象
と
す
る
の
も
、
子
ど
も
の
時
の
親
の
投
影
で
あ
る
。
転
移
は
人
間
の
弱
さ
で
あ
り
、
真
実
の
歪
曲
で
あ
る
が
、
人

間
が
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
歪
曲
で
あ
り
、
転
移
対
象
が
象
徴
す
る
道
徳
性
や
正
し
さ
へ
の
あ
こ
が
れ
で
も
あ
る
。
通
常
は
、

世
間
的
な
価
値
と
評
価
に
よ
り
自
分
の
生
を
意
義
づ
け
よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
は
自
分
の
生
を
世
間
的
評
価
の
桎
梏
の
中
に
置
く

こ
と
に
つ
な
が
る
。
一
方
、
特
定
の
他
者
を
神
格
化
す
る
こ
と
で
生
を
意
義
づ
け
よ
う
と
し
て
も
（
愛
）、
そ
の
他
者
は
不
滅
で

は
な
い
の
で
、
早
晩
破
綻
す
る
運
命
に
あ
る
。
伝
統
的
な
宗
教
に
お
け
る
神
も
一
種
の
転
移
対
象
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

つ
ま
り
、
人
間
に
は
自
分
を
類
い
稀
で
ユ
ニ
ー
ク
な
存
在
に
し
た
い
と
い
う
欲
求
と
、
他
者
（
自
然
・
宇
宙
）
と
繋
が
り
た

い
、
他
者
に
よ
り
価
値
を
与
え
ら
れ
た
い
と
い
う
欲
求
が
存
在
す
る
。
ベ
ッ
カ
ー
は
前
者
を
エ
ロ
ス
（
生
の
欲
求
）、
後
者
を
ア

ガ
ペ
ー
と
呼
び
、
人
間
は
こ
の
相
反
す
る
二
つ
の
欲
求
の
間
で
引
き
裂
か
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
考
え
た
。
エ
ロ
ス
を
実
現
す

れ
ば
、
他
者
と
の
分
離
と
い
う
罪
悪
感
を
生
じ
、
ア
ガ
ペ
ー
を
実
現
す
れ
ば
、
自
己
を
実
現
し
て
い
な
い
と
い
う
罪
悪
感
が
生
じ

る
。
通
常
の
場
合
、
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
生
き
て
い
く
が
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
る
の
が
精
神
疾
患
で
あ
る
。
例
え

ば
、
鬱
病
は
社
会
的
な
価
値
や
評
価
に
よ
っ
て
生
を
意
義
づ
け
る
「
嘘
」
を
充
分
に
信
じ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自
分
を
評
価
で
き

な
く
な
る
状
態
で
あ
る
。
統
合
失
調
症
は
自
分
の
作
り
上
げ
た
空
想
の
中
で
自
分
が
不
滅
の
存
在
で
あ
る
と
信
じ
る
も
の
で
、
そ

の
結
果
、
身
体
と
精
神
が
分
離
し
て
、
身
体
が
外
部
存
在
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
（
靴
や
衣
裳
）
は
身

体
的
な
る
も
の
を
特
定
の
事
物
に
投
影
す
る
こ
と
で
、
身
体
性
を
制
御
下
に
置
く
と
感
じ
る
状
態
で
あ
る
。
神
経
症
は
生
を
意
義
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づ
け
る
「
嘘
」
に
よ
り
圧
迫
さ
れ
、
自
己
が
窒
息
し
た
状
態
で
あ
る
。
人
は
文
化
的
象
徴
に
依
存
し
て
自
分
は
価
値
が
あ
る
と
信

じ
る
の
だ
か
ら
、
誰
で
も
神
経
症
的
な
の
で
あ
り
、
正
常
と
病
気
の
境
界
は
相
対
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。
一
つ
に
は
近
代
の
学

問
（
特
に
心
理
学
）
は
伝
統
的
な
神
や
魂
の
存
在
を
否
定
し
、
そ
れ
は
人
間
の
心
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
作
り
上
げ
た
も
の
だ
と
し
た
。

そ
の
た
め
に
近
代
人
は
宗
教
的
な
生
の
意
味
づ
け
に
頼
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
過
剰
に
社
会
的
な
価
値
観
に
依
存
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
て
い
る
。
神
経
症
は
世
俗
的
な
近
代
が
作
り
出
し
た
病
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
治
療
す
る
た
め
に
は
肯
定
的
な
世
界

観
（「
神
話
―

儀
礼
複
合
」） 24

が
必
要
な
の
で
あ
る
。

人
生
を
意
義
づ
け
る
価
値
は
「
嘘
」
で
し
か
な
い
が
、
そ
れ
が
生
き
る
上
で
は
必
要
な
嘘
で
あ
る
以
上
、
人
間
は
自
立
す
る
と

同
時
に
、
被
造
物
性
を
認
め
屈
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
る
な
ら
、
最
高
の
存
在
を
転
移
対
象
と
し
、
そ
れ
に
屈
服
す
る

こ
と
で
、
自
立
も
可
能
に
な
る
と
い
う
あ
り
方
以
外
に
は
な
い
。
そ
の
最
高
の
存
在
が
伝
統
的
な
宗
教
の
神
で
あ
る
。
宗
教
に
お

け
る
神
と
は
至
高
の
転
移
対
象
で
あ
り
、
神
に
包
摂
さ
れ
、
神
が
体
現
す
る
倫
理
性
を
実
現
す
る
こ
と
で
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
を
満
足
さ

せ
、
人
間
の
生
に
死
を
越
え
る
意
味
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
代
の
科
学
に
よ
り
神
が
否
定
さ
れ
て
し

ま
っ
た
以
上
、
現
在
で
は
宗
教
の
神
は
既
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
た
な
い
。
精
神
分
析
は
宗
教
的
な
死
の
超
克
を
心
理
メ
カ
ニ
ズ
ム

に
「
科
学
的
に
」
還
元
し
て
否
定
し
て
し
ま
っ
た
。
精
神
分
析
は
生
を
意
義
づ
け
る
文
化
装
置
（
価
値
）
が
「
嘘
」
で
あ
る
と
暴

き
、
そ
れ
に
直
面
し
て
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
主
張
し
た
が
、
自
然
そ
れ
自
体
の
中
に
生
き
る
意
味
は
存

在
せ
ず
、
人
間
に
は
世
界
観
と
い
う
「
嘘
」
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

科
学
を
用
い
て
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
究
極
的
に
は
技
術
を
用
い
て
身
体
に
介
入
し
、
人
間

を
「
人
間
の
あ
り
方
」(hum

an conditions )

か
ら
解
放
す
る
こ
と
を
志
向
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
間
の
意
思
を
実
現
す
る

た
め
に
科
学
を
用
い
て
自
分
を
改
造
す
る
こ
と
は
、
人
間
を
人
間
以
下
の
も
の
に
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
あ
り
方
を

根
源
的
に
変
え
よ
う
と
す
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
ニ
ズ
ム
が
誤
っ
て
い
る
の
は
、
人
間
に
は
（
死
の
恐
怖
だ
け
で
な
く
）
倫
理
的
な
欲
求
、
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世
界
と
未
来
の
世
代
の
た
め
に
貢
献
す
る
こ
と
で
自
ら
の
生
を
意
義
づ
け
よ
う
と
す
る
欲
求
が
存
在
し
、
そ
れ
こ
そ
が
人
間
性
で

あ
る
こ
と
を
見
失
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。
人
間
が
何
を
な
す
に
せ
よ
、
そ
れ
は
人
間
的
な
感
情
に
お
い
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

人
間
は
自
立
す
る
と
共
に
屈
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
至
高
の
転
移
対
象
が
必
要
な
の
だ
と
し
た
ら
、
精
神
分
析
が

排
除
し
よ
う
と
し
た
幻
想
、
即
ち
宗
教
に
生
き
る
以
外
に
な
い
。
確
か
に
そ
れ
は
嘘
で
あ
る
が
、
文
化
的
幻
想
を
失
っ
て
は
人
間

は
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
嘘
が
避
け
得
な
い
な
ら
、
最
高
の
嘘
に
よ
っ
て
人
間
性
と
尊
厳
を
高
め
る
の
が
最

善
で
あ
る
。
し
か
し
、
伝
統
的
な
宗
教
の
神
は
既
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
失
っ
て
お
り
、
国
家
や
独
裁
者
を
転
移
対
象
と
す
る
こ
と
は

破
滅
に
至
る
危
険
性
が
あ
る
以
上
、
転
移
の
対
象
を
既
存
の
宗
教
の
神
で
は
な
く
、
宇
宙
の
本
源
的
な
創
造
的
な
力
に
ま
で
広
げ
、

そ
の
力
の
超
越
性
を
個
人
的
に
、
孤
独
に
信
じ
る
（
屈
服
す
る
）
こ
と
で
、
理
想
の
価
値
観
を
目
指
し
、
自
由
に
創
造
的
に
生
き

る
し
か
あ
る
ま
い
。
つ
ま
り
、
人
間
は
卑
小
で
弱
い
死
す
べ
き
存
在
だ
が
、
宇
宙
的
な
力
に
よ
り
自
由
を
有
す
る
存
在
と
し
て
存

在
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
故
に
、
理
想
の
嘘
と
歪
曲
と
は
ポ
ー
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
言
っ
た
よ
う
な
宗
教
、
至
高
の
存
在
に
屈
服
し

つ
つ
も
、
至
高
の
存
在
の
意
図
に
服
従
し
て
生
き
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
で
考
え
て
生
き
、
現
実
に
向
か
い
合
い
、
そ
れ
を
良
い

も
の
に
変
え
て
い
く
た
め
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
宇
宙
の
創
造
的
な
力
を
実
現
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
生
か
す
こ

と
で
あ
る
。
人
間
に
は
究
極
的
に
は
何
が
良
い
こ
と
で
あ
る
の
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
分
の
信
じ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て

最
善
を
尽
く
し
、
最
終
的
に
は
そ
の
正
否
の
判
断
は
超
越
的
存
在
に
委
ね
る
し
か
な
い
。
自
分
が
何
を
為
す
に
せ
よ
、
そ
れ
は
宇

宙
的
力
の
現
れ
で
あ
り
、
故
に
自
分
の
為
す
こ
と
に
よ
り
宇
宙
の
生
命
力
に
貢
献
で
き
る
と
信
じ
る
し
か
な
い
。

ま
と
め
る
な
ら
、
ベ
ッ
カ
ー
は
確
か
に
「
死
の
恐
怖
」
を
語
っ
た
が
、
そ
れ
は
精
神
性
と
身
体
性
を
兼
ね
備
え
る
二
元
的
存

在
と
し
て
の
「
人
間
の
あ
り
方
」
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、「
死
」
だ
け
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
客
観
的
・
科
学
的

に
「
死
の
恐
怖
」
を
証
明
す
べ
き
だ
と
も
言
っ
て
い
な
い
。
中
心
点
は
、
人
間
の
生
が
死
を
越
え
る
意
義
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、

自
分
が
宇
宙
で
唯
一
無
二
の
ユ
ニ
ー
ク
な
存
在
で
あ
る
こ
と
（
自
立
）
と
、
自
然
を
含
め
た
他
者
と
の
つ
な
が
り
（
屈
服
）
の
両
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方
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
点
に
あ
る
。
近
代
的
人
間
の
悲
劇
は
、
人
間
の
生
を
意
義
づ
け
て
き
た
価
値
観
が
相
対
的
な

も
の
で
し
か
な
い
と
悟
っ
て
し
ま
っ
た
点
に
あ
る
。
そ
の
状
況
で
自
立
と
屈
服
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
る
こ
と
で
精
神
疾
患
が
生
じ

る
。
一
方
、
自
立
だ
け
を
目
指
し
、
身
体
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
「
人
間
の
あ
り
方
」
を
掘
り
崩
し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、

自
立
と
屈
服
の
両
方
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
、「
嘘
」

―
近
代
に
見
合
っ
た
新
し
い
「
宗
教
」

―
が
必
要
で
あ
る
と
論
じ
ら

れ
る
訳
だ
が
、
こ
の
「
宗
教
」
は
人
間
自
体
も
そ
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
宇
宙
の
創
造
的
な
力
を
信
じ
、
そ
れ
と
つ
な
が
っ
て
い

る
と
感
じ
て
、
創
造
的
に
生
き
、
そ
れ
に
よ
り
宇
宙
に
貢
献
で
き
る
と
信
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
現
存
す
る
特
定

の
宗
教
を
指
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
凡
そ
宗
教
と
言
え
る
も
の
で
は
な
い
と
言
え
る
（
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
も
の

と
は
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
） 25
。

一
方
、
ど
う
し
て
も
違
和
感
が
残
る
の
は
、
宇
宙
・
自
然
に
対
す
る
恐
怖
と
畏
敬
の
念
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
自
然
に
対
す
る

畏
敬
の
念
は
何
度
も
繰
り
返
し
言
わ
れ
る
の
で
、
ベ
ッ
カ
ー
は
そ
の
感
情
は
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
も
の
（
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
）
と
し
て

捉
え
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
な
ぜ
そ
こ
か
ら
人
間
は
自
己
の
卑
小
さ
を
感
じ
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
で
認
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
い
う
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
議
論
に
な
る
の
か
、
よ
く
理
解
で
き
な
い
。
自
然
に
対
す
る
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
感
情
は
、

恐
怖
と
共
に
美
し
さ
、
あ
こ
が
れ
、
崇
拝
の
感
覚
を
も
生
み
、
そ
れ
が
生
命
力
を
転
移
対
象
と
す
る
指
向
性
に
つ
な
が
る
と
し
た

方
が
、
彼
の
論
理
に
も
合
致
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
ベ
ッ
カ
ー
は
何
箇
所
か
で
現
実
の
宗
教
に
つ
い
て
触
れ
る
が
、
多
く
は
キ
リ
ス
ト
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ

に
つ
い
て
で
、
具
体
的
に
諸
宗
教
に
つ
い
て
論
じ
る
わ
け
で
は
な
い
（
現
代
に
ふ
さ
わ
し
い
「
宗
教
」
を
主
張
す
る
割
に
現
実
の

宗
教
に
は
そ
れ
程
関
心
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
）。
彼
は
最
終
章
で
「
東
洋
の
神
秘
主
義
」
に
触
れ
、
そ
れ
を
人
間
の
あ
り
方
を

諦
め
受
け
入
れ
る
、
主
体
性
が
欠
如
し
た
態
度
と
描
写
す
る
が 26
、
充
分
に
深
い
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
。
も
し
そ
れ
が
例
え
ば
中

国
の
道
家
思
想
の
よ
う
な
も
の
を
指
し
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
端
的
に
無
理
解
で
あ
る
。
道
家
思
想
は
自
然
と
人
間
の
自
然
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の
あ
り
方
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
べ
き
こ
と
（
無
為
自
然
）
を
主
張
す
る
が
、
そ
れ
は
自
然
の
ま
ま
の
あ
り
方
こ
そ
尊
ぶ
べ
き

価
値
で
あ
り
、
文
化
的
価
値
観
（
社
会
道
徳
）
は
そ
れ
を
歪
曲
す
る
が
故
に
批
判
し
た
の
で
あ
っ
て
、
自
然
の
あ
り
方
（
人
間
の

あ
り
方
）
を
変
更
す
る
よ
う
な
行
為
に
対
し
て
は
、
極
め
て
強
い
批
判
を
行
う
。
そ
の
底
に
あ
る
の
は
、
宇
宙
の
万
物
に
存
在
す

る
生
命
力
へ
の
畏
敬
の
念
に
他
な
ら
ず
、
ベ
ッ
カ
ー
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
と
、
実
は
変
わ
ら
な
い 27
。

も
う
一
つ
の
欠
点
は
、
ベ
ッ
カ
ー
は
人
間
の
道
徳
性
に
対
す
る
衝
動
を
言
う
が
、
そ
の
内
容
（
何
が
尊
ぶ
べ
き
道
徳
性
で
あ
る

の
か
）
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
科
学
に
よ
り
「
人
間
の
あ
り
方
」
を
改
変
す
る
こ
と
を
批
判
す
る

議
論
は
穏
当
で
あ
る
が
、
で
あ
る
な
ら
、「
人
間
の
あ
り
方
」
の
ど
の
部
分
を
何
故
尊
ぶ
べ
き
で
あ
る
の
か
の
議
論
は
必
要
だ
し
、

そ
れ
は
文
化
的
・
時
代
的
な
価
値
観
の
議
論
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
一
般
に
科
学
技
術
は
歴
史
的
に
「
人
間

の
あ
り
方
」
を
変
え
て
き
た
が
、
ベ
ッ
カ
ー
が
科
学
技
術
を
全
面
的
に
廃
棄
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
な
い
以
上
、「
人
間
の
あ

り
方
」
の
或
る
部
分
に
は
手
を
触
れ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
議
論
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
、
そ
の
部
分
と
は
何
で
あ

り
、
如
何
な
る
理
由
で
手
を
触
れ
て
は
い
け
な
い
の
か
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
議
論
は
各
文
化
が
有
す
る
価
値
観

に
依
拠
す
る
も
の
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、
彼
は
エ
ロ
ス
と
ア
ガ
ペ
ー
と
い
う
二
面
性
を
有
す
る
存
在
と
し
て
人
間
を
捉

え
、
そ
れ
は
首
肯
で
き
る
が
、
エ
ロ
ス
と
は
自
由
、
人
格
の
尊
厳
の
理
念
、
ア
ガ
ペ
ー
は
連
帯
、
ケ
ア
の
理
念
で
あ
っ
て
、
そ
れ

は
特
定
の
文
化
的
・
時
代
的
背
景
か
ら
生
じ
た
概
念
で
あ
り
、
文
化
的
・
時
代
的
に
相
対
的
で
あ
る
。
文
化
的
・
時
代
的
に
相
対

的
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
失
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
理
念
で
あ
る
と
い
っ
た
議
論
が
、
恐
ら
く
は
必
要
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

五
　
カ
ス
テ
ン
バ
ウ
ム
の
ベ
ッ
カ
ー
批
判

ベ
ッ
カ
ー
の
言
う
「
死
の
恐
怖
」
と
は
、
人
間
の
二
元
的
構
造
（「
実
存
的
枠
組
み
」）
を
表
現
す
る
メ
タ
フ
ァ
ー
に
他
な
ら
ず
、
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「
死
の
恐
怖
」
が
低
い
方
が
望
ま
し
い
と
も
言
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ベ
ッ
カ
ー
と
フ
ラ
ン
ク
ル
の
対
立
と
い
う
図
式
も
殆

ど
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い 28
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
議
論
は
生
き
る
こ
と
を
意
義
づ
け
る
た
め
の
価
値
観
の
選

択
に
関
わ
る
が
、
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
を
ベ
ッ
カ
ー
は
死
（
よ
り
正
確
に
は
、
死
に
よ
り
象
徴
さ
れ
る
人
間
の
身
体
的
あ
り
方
）
を
乗

り
越
え
る
た
め
の
生
き
方
（
自
ら
を
確
立
し
つ
つ
屈
服
す
る
）
と
し
て
語
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
両
者
の
方
向
性
は
実
は
大
差
が

な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
フ
ラ
ン
ク
ル
は
価
値
観
の
主
体
的
選
択
を
言
う
の
に
対
し
、
ベ
ッ
カ
ー
は
宇
宙
的
生
命
力
と
の
つ
な
が
り
と

い
う
価
値
観
を
選
択
す
べ
き
こ
と
を
言
う
点
で
、
内
容
は
異
な
る
。
た
だ
、
最
も
大
き
く
違
う
の
は
、
意
味
管
理
理
論
の
論
者
が

言
う
よ
う
に
、
死
の
恐
怖
を
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
評
価
す
る
か
否
か
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ク
ル
は
絶
対
的
価
値
観
の
実
在
を
信
じ
、
そ

れ
が
本
質
的
に
は
宗
教
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
ベ
ッ
カ
ー
は
そ
の
よ
う
な
絶
対
的
価
値
は
「
嘘
」
で
あ
る
と
見
抜
い
た
上

で
、
そ
れ
で
も
人
間
が
生
き
て
い
く
上
で
は
そ
の
よ
う
な
価
値
観
は
必
要
で
あ
り
、
よ
っ
て
現
代
に
適
合
し
た
価
値
観
の
再
構
築

を
主
張
し
た
点
に
あ
る
。
ベ
ッ
カ
ー
の
議
論
が
す
ぐ
れ
て
い
た
の
は
、
人
間
の
本
源
的
あ
り
方
（「
実
存
的
枠
組
み
」）
を
文
明
史

的
理
解
（
科
学
の
興
起
と
信
仰
の
衰
退
）
の
中
に
置
い
て
、
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
に
関
す
る
実
存
的
な
主
張
を
展
開
し
た
点
に

あ
る
。
も
し
ベ
ッ
カ
ー
の
理
解
が
近
視
眼
的
に
死
の
恐
怖
／
不
安
に
限
定
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
、
ベ
ッ

カ
ー
の
視
野
の
広
い
展
望
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
損
失
だ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
死
生
学
者
た
ち
は
揃
い
も
揃
っ
て
ベ
ッ
カ
ー
を
誤
読
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
学
問
の
中
で
重

要
な
著
作
が
実
は
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
珍
し
く
は
な
い
。
で
あ
る
が
故
に
研
究
者
は
通
説
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と

な
く
、
自
分
で
判
断
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
重
要
な
の
は
、
読
み
間
違
い
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
原
因
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
読
み
間
違
え
た
側
の
バ
イ
ア
ス
が
入
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
既
に
触
れ
た

よ
う
に
、
ベ
ッ
カ
ー
の
書
は
極
度
に
思
弁
的
で
難
解
で
あ
り
、
ピ
ュ
ー
リ
ッ
ツ
ァ
ー
賞
と
い
う
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
賞
を
受
け
る
こ
と

自
体
、
理
解
し
が
た
い
。「
死
の
恐
怖
」
と
い
う
問
題
設
定
自
体
が
「
う
け
る
」
背
景
が
あ
っ
て
、
そ
の
背
景
に
沿
っ
て
一
面
的
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に
理
解
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
最
後
に
ベ
ッ
カ
ー
の
書
が
死
生
学
の
中
で
ど
う
読
ま
れ
た
の
か
を
考
え
る
た
め
に
、
ロ
バ
ー
ト
・
カ
ス
テ
ン
バ
ウ
ム

（
一
九
三
二
～
二
〇
一
三
）
に
よ
る
ベ
ッ
カ
ー
批
判
を
検
討
し
て
み
た
い
。
カ
ス
テ
ン
バ
ウ
ム
は
ア
リ
ゾ
ナ
州
立
大
学
人
間
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
教
授
で
あ
り
、
一
九
六
六
年
に
ウ
ェ
イ
ン
州
立
大
学
に
死
と
死
に
ゆ
く
こ
と
に
関
す
る
最
初
の
研
究
・

教
育
機
関
を
設
立
し
、
一
九
七
〇
年
にInternational Journal of A

ging and H
um

an D
evelopm

ent

とOm
ega: Journal of D

eath and 

D
ying

を
創
刊
、
死
生
学
を
ア
メ
リ
カ
で
創
設
し
た
最
大
の
功
労
者
の
一
人
で
あ
る
。

カ
ス
テ
ン
バ
ウ
ム
は
『
死
ぬ
瞬
間
の
心
理
』（
井
上
勝
也
訳
、
西
村
書
店
、
二
〇
〇
二
年
。R

obert K
astenbaum

, T
he 

Psychology of D
eath , Springer, 

一
九
七
二
年
初
版
、
一
九
九
二
年
再
版
）
の
中
で
三
箇
所
に
わ
た
り
ベ
ッ
カ
ー
に
言
及
す
る
。
そ

の
う
ち
二
箇
所
は
実
質
的
に
同
内
容
な
の
で
、
ベ
ッ
カ
ー
批
判
は
二
点
に
な
る
。

①
死
に
関
す
る
基
本
的
な
理
論
を
類
型
化
し
て
説
明
す
る
部
分
（
第
五
章
）
で
、
多
く
の
人
が
人
間
は
死
を
ど
う
捉
え
て
い
る

の
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
を
〝
人
間
は
死
へ
の
不
安
を
持
っ
て
い
る
の
か
〟
と
い
う
問
題
に
す
り
替
え
て
理
解
し
て
い
る
と

し
た
上
で
、
フ
ロ
イ
ト
が
人
間
は
死
の
意
識
を
持
た
ず
（
自
分
の
死
を
信
じ
な
い
）、
意
識
の
上
で
死
へ
の
恐
怖
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
深
層
意
識
の
何
か
別
の
不
安
・
葛
藤
の
投
影
で
あ
る
と
し
た
説
に
、
ベ
ッ
カ
ー
の
理
論
を
対
置
し
、
ベ
ッ
カ
ー
は
全

て
の
個
人
の
生
活
と
社
会
の
背
後
に
は
死
の
不
安
が
存
在
す
る
と
考
え
て
い
る
と
す
る
。
人
間
は
死
を
恐
れ
る
た
め
に
、
自
分
た

ち
を
守
る
法
制
度
を
作
り
、
宗
教
の
教
義
に
頼
る
が
、
そ
れ
で
も
十
全
に
は
死
の
不
安
を
抑
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う

な
状
況
で
は
「
お
互
い
に
対
す
る
相
互
支
援
（
幻
想
な
の
だ
が
）
の
か
弱
い
シ
ス
テ
ム
を
立
て
直
す
か
、
あ
る
い
は
弱
さ
を
自
覚

し
た
個
人
と
し
て
死
に
立
ち
向
か
う
と
い
う
試
練
に
直
面
す
る
」
と
い
う
の
が
、
ベ
ッ
カ
ー
の
考
え
で
あ
る
と
い
う
（「
相
互
支

援
」
は
ベ
ッ
カ
ー
の
「
屈
服
」
に
、「
立
ち
向
か
う
」
と
い
う
の
が
「
自
己
原
因
的
投
企
」
に
相
当
す
る
の
だ
ろ
う
）。
そ
の
上
で
、

「
ベ
ッ
カ
ー
の
考
え
方
を
敷
衍
す
れ
ば
」
と
断
っ
た
上
で
、
死
に
対
し
て
弱
い
人
格
の
持
ち
主
な
ら
死
の
恐
怖
は
閉
じ
こ
も
り
を
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強
め
る
マ
イ
ナ
ス
の
力
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
成
熟
し
た
人
格
の
持
ち
主
な
ら
ば
自
分
自
身
の
不
安
を
認
め
、
死
の
脅
威
に
鋭
い

感
覚
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
フ
ロ
イ
ト
が
人
間
は
死
の
意
識
を
持
た
な
い
と
主
張
し
た
と
き
に
、
彼
が
意
図
し

て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
両
者
は
本
質
的
に
は
変
わ
ら
な
い
と
す
る 29
。
な
お
、
フ
ロ
イ
ト
、
ベ
ッ
カ
ー
以
外
の
基
本
理
論
と
し
て
カ

ス
テ
ン
バ
ウ
ム
が
あ
げ
る
の
は
、
死
を
永
遠
の
生
の
入
口
と
す
る
宗
教
の
考
え
方
、
死
が
運
命
で
あ
る
以
上
、
考
え
て
も
仕
方
が

な
い
と
す
る
運
命
論
、
成
長
の
過
程
の
中
で
人
間
は
死
へ
の
対
応
を
学
ん
で
い
く
と
い
う
発
達
心
理
学
の
考
え
方
で
あ
る
。
カ
ス

テ
ン
バ
ウ
ム
に
よ
れ
ば
、
こ
の
最
後
の
考
え
方
が
現
代
の
心
理
学
に
適
し
て
い
る
唯
一
の
方
法
で
あ
り
、
そ
れ
は
根
源
的
で
普
遍

的
な
死
の
恐
怖
と
い
う
ベ
ッ
カ
ー
の
考
え
方
に
は
関
心
を
持
た
ず
、
い
か
な
る
状
況
で
い
か
な
る
タ
イ
プ
の
死
の
不
安
が
存
在
す

る
の
か
し
な
い
の
か
、
そ
れ
が
い
か
な
る
結
果
を
引
き
起
こ
す
の
か
に
の
み
関
心
を
持
つ
と
し
て
、
以
下
、D

A
S

を
始
め
と
す

る
死
の
不
安
の
計
測
方
法
の
話
に
な
る
。
最
終
的
に
、
不
安
を
引
き
起
こ
す
出
来
事
の
中
で
死
の
占
め
る
位
置
は
一
定
し
て
お
ら

ず
（
何
ら
か
の
不
安
を
死
と
い
う
言
葉
で
語
る
場
合
も
、
本
当
に
生
命
の
危
機
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
）、
死
の
不

安
が
存
在
す
る
こ
と
は
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
な
い
、
フ
ロ
イ
ト
の
理
論
と
ベ
ッ
カ
ー
の
理
論
の
ど
ち
ら
が
正
し
い
か

は
ま
だ
決
定
さ
れ
て
い
な
い
と
結
論
さ
れ
る 30
。

別
の
箇
所
（
第
三
章
）
で
も
、
人
間
は
死
の
意
識
を
持
た
な
い
（
死
の
恐
れ
は
何
か
別
の
不
安
の
投
影
で
あ
る
）
と
い
う
フ
ロ

イ
ト
の
説
を
ベ
ッ
カ
ー
は
批
判
す
る
が
、
人
間
が
「
死
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
常
に
生
物
体
と
し
て
の

死
を
意
味
し
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
死
が
全
て
の
問
題
の
根
底
に
必
ず
存
在
し
、
そ
れ
が
常
に
直
接
的
に
人
を
動
揺
さ
せ
て
い
る

と
す
る
の
は
、
一
方
的
な
決
め
つ
け
で
あ
る
と
論
じ
る 31
。

②
カ
ス
テ
ン
バ
ウ
ム
は
フ
ロ
イ
ト
晩
年
の
「
死
の
本
能
」
を
論
じ
た
第
六
章
に
お
い
て
、
ベ
ッ
カ
ー
が
フ
ロ
イ
ト
の
人
生
を
吟

味
し
て
「
死
の
本
能
」
は
フ
ロ
イ
ト
自
身
が
持
っ
て
い
た
死
の
恐
怖
を
回
避
す
る
た
め
に
作
り
上
げ
た
方
便
で
あ
っ
た
と
断
じ
た

と
論
ず
る
。
そ
れ
は
フ
ロ
イ
ト
の
偏
っ
た
一
面
だ
け
を
取
り
出
し
て
「
支
配
性
過
剰
で
衝
動
に
駆
り
立
て
ら
れ
た
人
」
と
い
う
像
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を
作
り
出
し
た
「
人
身
攻
撃
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
ベ
ッ
カ
ー
は
「
そ
の
理
論
は
捨
て
去
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
結
論

を
下
し
た
の
だ
」。
し
か
し
、
理
論
を
首
唱
し
た
者
の
性
格
や
動
機
を
知
る
こ
と
が
理
論
を
判
断
す
る
の
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
か
、

と
カ
ス
テ
ン
バ
ウ
ム
は
そ
の
議
論
の
有
効
性
自
体
を
否
定
す
る 32
。

カ
ス
テ
ン
バ
ウ
ム
の
批
判
を
先
ず
②
か
ら
検
討
し
た
い
。
こ
の
批
判
は
『
死
の
拒
絶
』
第
六
章
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
こ
の
章
で
ベ
ッ
カ
ー
は
フ
ロ
イ
ト
の
人
生
上
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
利
用
し
て
、「
死
の
本
能
」
は
リ
ビ
ド
ー
理
念
の
破
綻

を
取
り
繕
う
試
み
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、「
死
の
本
能
」
理
論
は
廃
棄
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
但
し
、
カ
ス
テ
ン
バ
ウ
ム
に
よ

る
ベ
ッ
カ
ー
の
要
約
は
ポ
イ
ン
ト
を
大
き
く
は
ず
し
て
い
る
。
ベ
ッ
カ
ー
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
点
は
「
フ
ロ
イ
ト
が
…
…
屈

服
す
る
の
が
き
わ
め
て
苦
手
だ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る 33
。
フ
ロ
イ
ト
に
と
っ
て
精
神
分
析
は
、
自
分
の
「
死
の
恐
怖
」（
言

う
ま
で
も
な
い
が
、
生
物
的
な
死
で
は
な
く
、
自
己
の
卑
小
さ
と
し
て
の
死
で
あ
る
）
を
克
服
す
る
た
め
の
「
自
己
原
因
的
投

企
」
で
あ
っ
た
。
普
通
の
人
は
両
親
と
両
親
が
体
現
す
る
超
自
我
を
内
在
化
し
、
そ
れ
に
屈
服
す
る
が
、
天
才
は
自
分
の
仕
事
に

よ
り
死
を
越
え
る
不
滅
性
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
彼
を
孤
独
に
し
、
孤
独
で
あ
る
と
い
う
罪
悪
感
を
感
じ
さ
せ

る
。
ベ
ッ
カ
ー
は
フ
ロ
イ
ト
の
二
度
の
失
神
事
件
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
は
彼
の
屈
服
へ
の
憧
れ
を
表
し
て
い
る
と
考
え
た
（「
自

己
を
支
配
…
…
す
る
と
い
う
巨
大
な
重
荷
を
肩
か
ら
降
ろ
し
…
…
屈
服
す
る
の
は
、
と
て
も
い
い
気
持
ち
に
違
い
な
い
」） 34
。
し
か

し
、
屈
服
す
れ
ば
、
自
分
で
自
分
の
運
命
を
支
配
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
屈
服
を
退
け
つ
つ
、
自
分
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
か
け
て
自
分
の
自
己
原
因
的
投
企
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
の
が
ベ
ッ
カ
ー
の
読
み
で
あ
る
。
極
め
て
明

瞭
に
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
ベ
ッ
カ
ー
は
フ
ロ
イ
ト
を
天
才
と
し
て
最
高
度
に
尊
敬
し
て
い
る
。
し
か
し
、
誰
も
が
フ
ロ
イ
ト
の

よ
う
に
強
い
わ
け
で
は
な
く
、
精
神
分
析
は
人
々
を
孤
独
な
戦
い
に
追
い
込
ん
で
し
ま
う
と
い
う
の
が
、
ベ
ッ
カ
ー
の
フ
ロ
イ
ト

批
判
の
要
諦
で
あ
ろ
う
。

続
い
て
①
の
批
判
で
あ
る
が
、
実
は
カ
ス
テ
ン
バ
ウ
ム
が
ベ
ッ
カ
ー
の
ど
の
文
言
を
批
判
し
て
い
る
の
か
、
明
瞭
で
な
い
と
こ
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ろ
が
あ
る
。
例
え
ば
、
人
間
は
死
の
意
識
を
持
た
な
い
と
い
う
フ
ロ
イ
ト
の
説
を
ベ
ッ
カ
ー
は
批
判
し
て
い
る
と
す
る
が
、
ベ
ッ

カ
ー
は
引
用
し
て
い
る
だ
け
で
、
特
に
批
判
は
し
て
い
な
い 35
。
よ
っ
て
、
カ
ス
テ
ン
バ
ウ
ム
が
本
当
に
ベ
ッ
カ
ー
を
真
面
目
に
読

ん
だ
の
か
、
根
本
的
に
疑
問
視
で
き
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
措
い
て
お
く
と
し
て
も
、
ベ
ッ
カ
ー
と
カ
ス
テ
ン
バ
ウ
ム
の
間
に
は
根

本
的
な
ね
じ
れ
が
あ
る
。
カ
ス
テ
ン
バ
ウ
ム
は
死
の
不
安
／
恐
怖
（
も
し
く
は
そ
の
抑
圧
）
を
現
実
的
に
存
在
す
る
心
理
的
な

力
（
欲
動
）
と
し
て
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
が
存
在
す
る
の
か
否
か
、
存
在
す
る
な
ら
い
か
な
る
種
類
の

不
安
が
存
在
す
る
の
か
、
そ
れ
が
存
在
す
る
こ
と
を
ど
う
や
っ
て
証
明
す
る
か
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
り
、
最
終
的
に
そ
れ
が
死

に
関
す
る
不
安
な
の
か
、
何
か
別
の
不
安
の
投
影
な
の
か
は
多
様
で
あ
り
、
一
義
的
に
定
め
ら
れ
な
い
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
一

方
、
ベ
ッ
カ
ー
に
と
っ
て
は
死
の
不
安
と
は
事
実
レ
ベ
ル
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
、
人
間
と
し
て
の
あ
り
方
を
表
す
メ
タ
フ
ァ
ー

に
他
な
ら
ず
、
自
己
原
因
的
投
企
と
屈
服
と
い
う
相
矛
盾
す
る
心
理
的
な
力
が
成
立
す
る
前
提
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
カ
ス

テ
ン
バ
ウ
ム
は
、
ベ
ッ
カ
ー
が
死
（
生
物
と
し
て
の
死
）
が
人
間
の
全
て
の
問
題
の
背
景
に
あ
る
と
す
る
の
は
一
方
的
な
決
め
つ

け
で
あ
る
と
批
判
す
る
が
、
既
に
論
じ
た
よ
う
に
、
ベ
ッ
カ
ー
の
死
の
恐
れ
と
は
人
間
の
卑
小
さ
、
は
か
な
さ
の
こ
と
に
他
な
ら

ず
、
単
に
生
物
的
な
死
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

カ
ス
テ
ン
バ
ウ
ム
が
ベ
ッ
カ
ー
の
言
う
死
の
不
安
を
心
理
的
な
事
実
と
し
て
理
解
し
た
の
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
設
定
し
た
「
死
の

本
能
」
と
い
う
概
念
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
は
『
死
ぬ
瞬
間
の
心
理
』
第
六
章
で
「
死
の
本
能
」
が
存
在

す
る
か
否
か
を
執
拗
に
論
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る 36
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
カ
ス
テ
ン
バ
ウ
ム
は
死
の
不
安
と
い
う
概
念
を
事
実
命
題

で
あ
り
、
証
明
で
き
る
（
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
事
象
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ベ
ッ
カ
ー
が
意
味
し
て
い
た
こ
と
を
正
確

に
理
解
し
て
い
る
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
死
の
不
安
／
恐
怖
と
は
研
究
者
の
側
が
人
間
を
見
る
視
点
（
実
存
的
問
題

関
心
）
で
あ
る
と
す
る
ベ
ッ
カ
ー
の
枠
組
み
と
は
全
く
交
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
ベ
ッ
カ
ー
と
カ
ス
テ
ン
バ
ウ
ム
の
差
異
は
、
死

生
学
を
証
明
可
能
な
事
実
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
科
学
と
す
る
か
、
実
存
的
な
哲
学
と
す
る
か
の
違
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
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カ
ス
テ
ン
バ
ウ
ム
は
ア
メ
リ
カ
の
死
生
学
の
重
要
人
物
で
あ
り
、
そ
の
人
物
が
死
の
不
安
を
実
存
的
問
題
関
心
で
は
な
く
、
事
実

命
題
と
し
て
受
け
取
っ
た
こ
と
は
、
一
般
に
ベ
ッ
カ
ー
の
主
張
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い

る
。
既
に
論
じ
た
よ
う
に
、「
死
の
認
知
運
動
」
の
中
で
は
人
間
に
は
無
意
識
的
に
死
に
対
す
る
恐
怖
が
あ
り
、
そ
れ
が
死
を
直

視
す
る
こ
と
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
一
般
的
な
理
解
が
存
在
し
（
カ
ス
テ
ン
バ
ウ
ム
は
そ
の
よ
う
な
理
解
に
懐
疑
的
で
あ

る
が
）、
故
に
死
生
学
は
死
の
不
安
／
恐
怖
の
を
科
学
的
に
証
明
し
よ
う
と
試
み
た
。
ベ
ッ
カ
ー
の
書
は
そ
の
よ
う
な
一
般
的
風

潮
の
中
で
理
解
さ
れ
評
価
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
そ
れ
は
人
間
の
生
き
方
の
問
題
を
論
じ
よ
う
と
し
た

ベ
ッ
カ
ー
の
意
図
を
正
確
に
酌
み
取
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

六
　
結
論
に
代
え
て

著
者
は
『
死
生
学
・
応
用
倫
理
研
究
』
第
二
十
一
号
に
お
い
て
、
死
生
学
・
応
用
倫
理
セ
ン
タ
ー
が
目
指
す
死
生
学
を
三
つ
の

柱
か
ら
成
る
も
の
と
し
て
概
念
化
し
た
。
必
要
最
小
限
の
範
囲
で
そ
れ
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
三
つ
の
柱
と
は
、
①
死
生
の
文
化

の
比
較
研
究
、
②
死
生
の
哲
学
と
倫
理
に
関
す
る
理
論
的
考
察
、
③
現
在
の
臨
床
現
場
へ
の
実
践
的
関
与
で
あ
り
、
死
生
の
現
場

に
参
与
し
、
そ
の
変
化
を
知
る
こ
と
に
関
わ
る
部
分
が
③
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
知
見
を
過
去
の
歴
史
と
文
化
に
照
ら
し
て
理
解
し

意
味
づ
け
る
領
域
が
①
、
両
者
の
知
見
を
将
来
に
お
け
る
人
間
の
生
き
方
の
問
題
に
昇
華
さ
せ
る
領
域
が
②
と
な
る
。
東
京
大
学

文
学
部
の
死
生
学
は
、
現
在
か
ら
刺
激
を
受
け
つ
つ
、
そ
れ
を
人
文
学
が
蓄
積
し
て
き
た
過
去
の
知
に
位
置
づ
け
て
検
討
し
、
そ

れ
を
踏
ま
え
て
未
来
を
構
想
す
る
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る 37
。
著
者
の
こ
の
構
想
は
、
死
生
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
初

代
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
島
薗
進
の
考
え
に
基
づ
き
、
そ
れ
に
対
す
る
著
者
な
り
の
解
釈
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る 38
。

現
在
の
問
題
を
人
間
の
あ
り
方
に
関
す
る
洞
察
と
文
明
史
的
視
点
か
ら
捉
え
、
そ
れ
を
基
に
人
間
の
生
き
方
を
考
え
る
と
い
う
、
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こ
の
死
生
学
構
想
は
ベ
ッ
カ
ー
が
志
向
し
た
方
向
と
本
質
的
に
同
じ
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
、
自
立
（
意
思
の
実

現
）
と
屈
服
（
他
者
と
の
つ
な
が
り
）
を
同
時
に
求
め
る
と
い
う
人
間
の
本
源
的
な
二
元
性
を
踏
ま
え
、
前
者
を
一
方
的
に
優
先

さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
技
術
に
よ
る
人
間
身
体
へ
の
介
入
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
歴
史
認
識
に
基
づ
き
、
個
々
人
が
創
造

性
を
発
揮
す
る
こ
と
で
、
宇
宙
と
つ
な
が
っ
て
い
る
感
覚
を
獲
得
す
る
生
き
方
を
提
唱
し
た
。
ベ
ッ
カ
ー
の
議
論
に
は
必
ず
し
も

全
面
的
に
賛
同
す
る
訳
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
問
題
を
死
の
恐
怖
に
局
限
化
す
る
こ
と
な
く
、
広
い
視
野
か
ら
未
来
を
展

望
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
見
習
う
に
足
り
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
広
い
視
野
こ
そ
我
々
の
死
生
学
が
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

■
註

1 
 H

erm
an Feifel ed., T

he M
eaning of D

eath , M
cG

raw
-H

ill B
ook C

om
pany, 1959. 

（
大
原
健
士
郎
・
勝
俣
暎
史
訳
『
死
の
意
味
す
る
も
の
』、

岩
崎
学
術
出
版
社
、
一
九
七
三
年
。）
こ
の
論
文
集
は
一
九
五
六
年
の
ア
メ
リ
カ
心
理
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
で
あ
る
。

2 

一
九
六
二
年
に
彼
のE
in P

sycholog erlebt das K
onzentrationslager

（
一
九
四
六
年
刊
、
日
本
語
訳
『
夜
と
霧
』）
がM

an’s Search for 

M
eaning 

と
い
う
名
称
で
出
版
さ
れ
て
い
る
。

3 
W

ass, H
annelore &

 N
eim

eyer, R
obert A

., D
ying: F

acing the F
acts , T

aylor &
 Francis, 1995. 

4 

同
書
第
三
章
「
死
の
不
安
」（R

obert N
eim

eyer &
 D

avid V
an B

runt, “D
eath A

nxiety.”

）

5 
E

lisabeth K
übler-R

oss, O
n D

eath and D
ying , 1969.

（
鈴
木
晶
訳
『
死
ぬ
瞬
間

―
死
と
そ
の
過
程
に
つ
い
て
』
中
公
文
庫
、
二
〇
〇
一

年
）。

6 
W

ass, H
annelore &

 N
eim

eyer

前
掲
書
第
四
章
「
死
の
過
程
」（N

elda Sam
arel “T

he dying process,” pp. 93-95.

）

7 

堀
江
宗
正
「
死
に
ゆ
く
人
に
目
指
す
べ
き
「
モ
デ
ル
」
な
ど
な
い

―
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
＝

ロ
ス
に
お
け
る
「
受
容
」
と
「
正
直
さ
」」、
清

水
哲
郎
・
島
薗
進
編
『
ケ
ア
従
事
者
の
た
め
の
死
生
学
』、
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
ヒ
ロ
カ
ワ
、
二
〇
一
〇
年
。
堀
江
の
研
究
は
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
＝

ロ
ス
の
最
後
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
対
象
に
し
た
も
の
で
、
そ
れ
は
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
＝

ロ
ス
は
死
を
受
容
な
ど
し
て
い
な
い
し
、
死
の
受
容

を
重
要
だ
と
も
思
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
堀
江
は
彼
女
が
患
者
た
ち
に
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
自
分
自
身
の
感
情
に
正
直
で
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あ
っ
た
ま
で
だ
と
分
析
し
て
い
る
。
ま
た
、
田
口
ラ
ン
デ
ィ
（「
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
・
ロ
ス

―
そ
の
生
と
死
が
意
味
す
る

こ
と
」、
島
薗
進
・
竹
内
整
一
編
『
死
生
学
１
　
死
生
学
と
は
何
か
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）
は
、
同
じ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の

中
の
「
神
は
ヒ
ト
ラ
ー
だ
」
と
い
う
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
＝

ロ
ス
の
発
言
に
つ
い
て
、
彼
女
は
（
他
の
人
と
同
様
に
）
老
い
る
こ
と
も
、
障
害

を
持
つ
こ
と
も
嫌
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
感
情
を
正
直
に
は
き
出
さ
な
い
限
り
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
受
け
入
れ
る
こ
と
な
ど
で
き

な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
た
の
だ
と
分
析
し
て
い
る
。

8 
イ
ー
リ
ャ
・
ム
ス
リ
ン
『
近
年
の
北
米
心
理
学
理
論
に
お
け
る
死
と
宗
教

―
宗
教
学
・
死
生
学
の
立
場
か
ら
』、
二
〇
一
四
年
に
東
京

大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
に
提
出
さ
れ
た
学
位
論
文
。
な
お
、
ム
ス
リ
ン
は
恐
怖
管
理
理
論
、
意
味
管
理
理
論
、
愛
着
理
論
以

外
に
、「
宗
教
の
合
理
的
選
択
理
論
」（R

ational C
hoice T

heory, R
C

T

）
も
扱
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
死
生
学
の
範
疇
と
い
う
よ
り
、

宗
教
学
理
論
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

9 

ム
ス
リ
ン
前
掲
書
、
第
二
章
。

10 

ム
ス
リ
ン
前
掲
書
、
第
三
章
。

11 

ム
ス
リ
ン
前
掲
書
、
四
八
～
五
三
、
六
七
～
七
一
頁
。

12 

ム
ス
リ
ン
前
掲
書
、
第
五
章
。

13 
V

iktor E
. Frankl, A

erztliche Seelsorge , 1946.
（
霜
山
徳
爾
訳
『
死
と
愛

―
実
存
分
析
入
門
』、
み
す
ず
書
房
、
一
九
五
七
年
。）V

iktor E
. 

Frankl, “E
in P

sychologe E
rlebt das K

onzentrationslager,” ... T
rotzdem

 Ja zum
 L

eben , 1977.

（
池
田
香
代
子
訳
『
夜
と
霧
』、
み
す
ず
書

房
、
二
〇
〇
一
年
。）

14 

『
死
と
愛
』、
一
一
六
頁
。

15 

『
死
と
愛
』、
一
三
一
～
二
頁
。

16 

こ
の
部
分
を
フ
ラ
ン
ク
ル
は
自
分
の
こ
と
と
し
て
は
語
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、『
夜
と
霧
』
五
八
～
六
三
頁
の
記
載
に
依
る
な
ら
、
フ
ラ

ン
ク
ル
も
同
じ
体
験
を
し
て
い
る
。

わ
た
し
た
ち
が
朝
早
く
、
収
容
所
か
ら
「
工
事
現
場
」
へ
と
向
か
う
と
き
、
…
…
そ
の
と
き
、
わ
た
し
は
妻
の
姿
を
ま
ざ
ま
ざ
と

見
た
！
…
…
精
神
が
こ
れ
ほ
ど
い
き
い
き
と
面
影
を
想
像
す
る
と
は
、
以
前
の
ご
く
ま
っ
と
う
な
生
活
で
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
。
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わ
た
し
は
妻
と
語
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
妻
が
答
え
る
の
が
聞
こ
え
、
微
笑
む
の
が
見
え
た
。
ま
な
ざ
し
で
う
な
が
し
、
励

ま
す
の
が
見
え
た
。
…
…
そ
の
と
き
、
あ
る
思
い
が
わ
た
し
を
貫
い
た
。
…
…
愛
は
人
が
人
と
し
て
到
達
で
き
る
究
極
に
し
て
最
高

の
も
の
だ
…
…
こ
の
世
に
も
は
や
な
に
も
残
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
心
の
奥
底
で
愛
す
る
人
の
面
影
に
思
い
を
こ
ら
せ
ば
…
…
至
福

の
境
地
に
な
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
わ
た
し
は
理
解
し
た
の
だ
。
…
…
そ
の
と
き
、
あ
る
こ
と
に
思
い
至
っ
た
。
妻
が
ま
だ
生
き
て

い
る
か
ど
う
か
、
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
で
は
な
い
か
！
　
そ
し
て
わ
た
し
は
知
り
、
学
ん
だ
の
だ
。
愛
は
生
身
の
人
間
の
存
在
と

は
ほ
と
ん
ど
関
係
な
く
、
愛
す
る
妻
の
精
神
的
な
存
在
、
つ
ま
り
（
哲
学
者
の
い
う
）「
本

ゾ
ー
ザ
イ
ン

質
」
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
を
。
…
…
愛
す
る
妻
が
生
き
て
い
る
の
か
死
ん
で
い
る
の
か
は
、
わ
か
ら
な
く
て
も
ま
っ
た
く
ど
う
で
も
い
い
。
そ
れ
は

い
っ
こ
う
に
、
わ
た
し
の
愛
の
、
愛
す
る
妻
へ
の
思
い
の
、
愛
す
る
妻
の
姿
を
心
の
な
か
に
見
つ
め
る
こ
と
の
妨
げ
に
は
な
ら
な

か
っ
た
。

17 

「
～
か
ら
の
自
由
」「
～
へ
の
自
由
」
の
概
念
は
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
に
由
来
す
る
。

18 

『
夜
と
霧
』
一
三
七
～
一
四
〇
頁
。
少
し
長
く
な
る
が
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
演
説
の
主
要
な
部
分
を
引
用
す
る
。

わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
に
、
自
分
が
生
き
延
び
る
蓋
然
性
は
き
わ
め
て
低
い
と
予
測
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
…
…
に
も
か
か
わ
ら

ず
わ
た
し
個
人
と
し
て
は
、
希
望
を
捨
て
、
投
げ
や
り
に
な
る
気
は
な
い
…
…
人
間
が
生
き
る
こ
と
に
は
、
つ
ね
に
、
ど
ん
な

状
況
で
も
、
意
味
が
あ
る
、
こ
の
存
在
す
る
こ
と
の
無
限
の
意
味
は
苦
し
む
こ
と
と
死
ぬ
こ
と
を
、
苦
と
死
を
も
ふ
く
む
の
だ

…
…
わ
た
し
た
ち
の
戦
い
が
楽
観
を
許
さ
な
い
こ
と
は
戦
い
の
意
味
や
尊
さ
を
い
さ
さ
か
も
貶
め
る
も
の
で
は
な
い
…
…
こ
の

困
難
な
と
き
、
そ
し
て
多
く
に
と
っ
て
最
期
の
時
が
近
づ
い
て
い
る
今
こ
の
と
き
、
だ
れ
か
の
促
す
よ
う
な
ま
な
ざ
し
に
見
下

ろ
さ
れ
て
い
る
…
…
わ
た
し
た
ち
を
見
下
ろ
し
て
い
る
者
は
、
失
望
さ
せ
な
い
で
ほ
し
い
と
、
惨
め
に
苦
し
ま
な
い
で
ほ
し
い

と
、
そ
う
で
は
な
く
誇
り
を
も
っ
て
苦
し
み
、
死
ぬ
こ
と
に
目
覚
め
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
る
の
だ
…
…
犠
牲
の
本
質
は
、
政

治
的
理
念
の
た
め
の
自
己
犠
牲
で
あ
れ
、
他
者
の
た
め
の
自
己
犠
牲
で
あ
れ
、
こ
の
空
し
い
世
界
で
は
、
一
見
な
に
も
も
た

ら
さ
な
い
と
い
う
前
提
の
も
と
に
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
…
…
も
ち
ろ
ん
、
わ
た
し
た
ち
の
な
か
の
信
仰
を
も
っ
て
い
る
者
に
は
、

そ
れ
は
自
明
の
こ
と
だ
ろ
う
し
、
わ
た
し
も
そ
の
ひ
と
り
だ
。
…
…
わ
た
し
は
ひ
と
り
の
仲
間
に
つ
い
て
語
っ
た
。
彼
は
収
容
所
に

入
っ
て
ま
も
な
い
こ
ろ
、
天
と
契
約
を
結
ん
だ
。
自
分
が
苦
し
み
、
死
ぬ
な
ら
、
代
わ
り
に
愛
す
る
人
間
に
は
苦
し
み
に
満
ち
た
死
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を
ま
ぬ
が
れ
さ
せ
て
ほ
し
い
、
と
願
っ
た
の
だ
。
…
…
彼
は
意
味
な
く
苦
し
ん
だ
り
死
ん
だ
り
す
る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
。
わ
た

し
た
ち
も
ひ
と
り
残
ら
ず
、
意
味
な
く
苦
し
み
、
死
ぬ
こ
と
は
欲
し
な
い
。
こ
の
究
極
の
意
味
を
こ
こ
、
こ
の
居
住
棟
で
、
今
、
実

際
に
は
見
込
み
な
ど
ま
る
で
な
い
状
況
で
、
わ
た
し
た
ち
が
生
き
る
こ
と
に
あ
た
え
る
た
め
に
こ
そ
、
わ
た
し
は
こ
う
し
て
言
葉
を

し
ぼ
り
だ
し
て
い
る
の
だ
、
と
わ
た
し
は
語
り
納
め
た
。
わ
た
し
の
努
力
が
報
わ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
ほ
ど
な
く

の
こ
と
だ
っ
た
。
居
住
棟
の
梁
に
電
球
が
ひ
と
つ
と
も
っ
た
。
そ
し
て
わ
た
し
は
、
涙
を
浮
か
べ
て
わ
た
し
の
ほ
う
へ
、
礼
を
言
お

う
と
よ
ろ
め
き
寄
っ
て
く
る
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
仲
間
の
姿
を
見
た
の
だ
。
…
…

 

「
犠
牲
の
本
質
は
…
…
こ
の
空
し
い
世
界
で
は
、
一
見
な
に
も
も
た
ら
さ
な
い
と
い
う
前
提
の
も
と
に
な
さ
れ
る
」
と
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
殉

教
の
こ
と
で
あ
り
、「
わ
た
し
も
そ
の
ひ
と
り
だ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
見
て
も
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
信
仰
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。

19 

註
12
参
照
。

20 

『
死
と
愛
』、
四
六
、
一
二
七
頁
。
後
者
で
は
涅
槃
を
不
幸
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
意
識
し
な
い
こ
と
と
し
、
精
神
的
死
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

21 

一
九
九
三
年
に
は
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ベ
ッ
カ
ー
基
金
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://ernestbecker.org/

）
に
依
る
と
「
無

意
識
の
死
の
否
定
が
人
間
の
行
動
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
か
に
関
す
る
研
究
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
」
を
目
的
と
す
る
と
言
う

が
、
死
後
約
二
十
年
後
の
設
立
で
あ
る
た
め
、
ベ
ッ
カ
ー
個
人
と
直
接
の
関
係
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

22 

こ
の
語
は
エ
イ
ブ
ラ
ハ
ム
・
マ
ズ
ロ
ー
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。『
死
の
拒
絶
』、
九
一
頁
。

23 

但
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
ベ
ッ
カ
ー
は
曖
昧
で
あ
る
。
彼
は
「
こ
の
議
論
（
註

：

死
の
恐
れ
が
存
在
す
る
か
否
か
）
に
は
っ
き
り
決
着
を

つ
け
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
不
可
能
で
あ
ろ
う
」、
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
死
の
恐
れ
が
存
在
し
な
い
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
れ
が
抑
圧
さ
れ

て
い
る
か
ら
だ
と
主
張
す
る
こ
と
は
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
と
言
う
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
あ
る
種
の
心
理
テ
ス
ト
を
用
い
て
死
の
恐
れ
を

測
定
す
る
研
究
が
増
え
て
い
る
こ
と
、
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
地
震
の
後
に
子
ど
も
た
ち
の
間
で
不
安
神
経
症
が
増
え
て
い
る
の
は
、
子

ど
も
は
死
の
恐
れ
の
抑
圧
が
充
分
に
発
達
し
て
い
な
い
た
め
、
そ
れ
が
パ
ニ
ッ
ク
と
な
っ
て
表
れ
た
と
い
う
解
釈
を
提
示
し
た
後
、「
し

か
し
、
も
っ
と
重
要
な
の
は
抑
圧
が
ど
の
よ
う
に
働
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
、
死
の
恐
れ
の
抑
圧
が
人
間
の
生
命
力
や
支
え

に
転
化
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
、「
ど
ん
な
角
度
を
と
ろ
う
と
も
現
実
の
死
の
恐
れ
に
は
到
達
し
え
な
い
」
と
結
論
す
る
（『
死
の
拒
絶
』、

四
七
～
五
二
頁
）。
つ
ま
り
ベ
ッ
カ
ー
本
人
は
、
人
間
に
は
死
の
恐
れ
が
生
得
的
に
存
在
す
る
と
信
じ
て
い
る
が
、
重
要
な
の
は
そ
れ
を



池澤優

死生学再考

39

証
明
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
見
方
で
人
間
の
生
を
理
解
す
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

24 

『
死
の
拒
絶
』、
三
一
五
頁
。

25 

た
だ
、
ベ
ッ
カ
ー
の
こ
の
「
宗
教
」
は
日
本
人
の
宗
教
観
・
世
界
観
と
親
和
的
か
も
し
れ
な
い
。
竹
内
整
一
に
依
る
な
ら
、
日
本
で
も
死

後
（
浄
土
）
を
信
じ
る
こ
と
は
死
を
克
服
す
る
一
つ
の
方
法
で
は
あ
っ
た
が
、
死
後
を
信
じ
て
死
を
悲
し
ま
な
い
の
は
不
自
然
で
あ
る
と

感
じ
る
感
性
が
日
本
人
に
は
存
在
し
た
。
死
別
の
悲
し
み
は
人
間
の
卑
小
さ
に
向
け
ら
れ
る
が
、
人
間
が
そ
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
お
い
て
、
人
間
は
宇
宙
の
摂
理
に
通
じ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
日
本
文
化
は
死
を
超
克
す
べ
き
対
象
と
せ
ず
、
そ
の
摂
理
を
認
め

て
悲
し
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
が
確
か
に
存
在
し
た
こ
と
と
、
死
に
よ
っ
て
も
生
が
無
意
味
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
そ
れ
に

よ
り
死
を
受
容
し
て
き
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
竹
内
整
一
『
花
び
ら
は
散
る
　
花
は
散
ら
な
い

―
無
常
の
日
本
思
想
』、
角
川
選
書
、

二
〇
一
一
年
）。

26 

「
自
由
と
い
う
理
想
を
す
す
ん
で
放
棄
す
る
と
同
時
に
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
実
が
ケ
ス
ト
ラ
ー

を
東
洋
か
ら
背
か
せ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
を
し
て
、
東
洋
の
神
秘
主
義
は
西
欧
の
人
間
に
は
向
か
な
い
と
鋭
く
論

じ
さ
せ
た
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
存
在
す
る
勇
気
の
回
避
で
あ
り
…
…
」（『
死
の
拒
絶
』、
四
三
四
頁
。）

27 
 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
井
筒
「
東
洋
哲
学
」
の
現
代
的
意
義

―
兼
ね
て
郭
店
『
老
子
』
と
『
太
一
生
水
』
を
論
ず
」、
澤
井
義

次
・
鎌
田
繁
編
『
井
筒
俊
彦
の
東
洋
哲
学
』、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

28 
 

両
者
の
も
う
一
つ
の
共
通
性
と
し
て
、
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
の
影
響
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ラ
ン
ク
ル
が
フ
ロ
ム
の
概
念

を
使
用
し
て
い
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
り
、
ベ
ッ
カ
ー
も
何
カ
所
か
で
フ
ロ
ム
を
引
用
し
て
お
り
、
創
造
的
に
生
き
る
と
い
う
ベ
ッ

カ
ー
の
理
念
は
フ
ロ
ム
に
基
づ
く
可
能
性
が
あ
る
。

29 

『
死
ぬ
瞬
間
の
心
理
』、
二
〇
一
～
二
〇
八
頁
。

30 

『
死
ぬ
瞬
間
の
心
理
』、
二
六
七
～
八
頁
。

31 

『
死
ぬ
瞬
間
の
心
理
』、
一
〇
八
～
一
一
一
頁
。

32 

『
死
ぬ
瞬
間
の
心
理
』、
三
〇
一
～
三
〇
三
、
三
二
二
頁
。

33 

『
死
の
拒
絶
』、
一
七
三
頁
。
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34 

『
死
の
拒
絶
』、
一
九
〇
頁
。

35 

『
死
の
拒
絶
』、
二
〇
～
二
一
頁
。
あ
る
い
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
死
の
恐
れ
を
去
勢
の
恐
れ
と
等
し
い
も
の
と
し
て
い
る
箇
所
の
引
用
（
九
四

頁
）
が
、
カ
ス
テ
ン
バ
ウ
ム
が
言
っ
て
い
る
部
分
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
こ
で
も
特
に
批
判
は
し
て
い
な
い
。

36 

『
死
ぬ
瞬
間
の
心
理
』、
二
九
三
～
三
三
四
頁
。
こ
の
部
分
で
カ
ス
テ
ン
バ
ウ
ム
は
「
死
の
本
能
」
理
論
に
対
す
る
多
く
の
批
判
を
取
り
上

げ
（『
死
ぬ
瞬
間
の
心
理
』、
二
九
三
～
三
一
〇
頁
）、
そ
れ
に
一
つ
一
つ
反
駁
す
る
形
で
コ
メ
ン
ト
す
る
（
三
一
一
～
三
二
八
頁
）。
そ
の

中
で
注
目
に
値
す
る
の
は
、
彼
が
「
死
の
本
能
」
は
「
洞
察
」
で
あ
り
、「
大
き
な
世
界
観
の
構
成
要
素
」
で
あ
っ
て
、
数
値
化
で
き
る

も
の
で
は
な
い
と
論
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
三
二
四
～
三
二
六
、
三
二
九
頁
）。
と
す
る
な
ら
、
カ
ス
テ
ン
バ
ウ
ム
も
心
理
的
な
事
実

（
数
値
化
で
き
る
も
の
）
と
仮
説
的
な
世
界
観
（
も
の
の
見
方
）
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
ベ
ッ
カ
ー
に
と
っ
て
の
死

の
不
安
と
は
後
者
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

37 

「
文
化
的
差
異
の
視
点
か
ら
死
生
学
を
考
え
る
」、『
死
生
学
・
応
用
倫
理
研
究
』
第
二
一
号
、
二
〇
一
六
年
。

38 

島
薗
進
「
死
生
学
試
論
（
一
）」、『
死
生
学
研
究
』
二
〇
〇
三
年
春
号
（
第
一
号
）。「
死
生
学
試
論
（
二
）

―
加
藤
咄
堂
と
死
生
観

の
論
述
」、『
死
生
学
研
究
』
二
〇
〇
三
年
秋
号
（
第
二
号
）。「
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
「
死
生
学
の
展
開
と
組
織
化
」
の
課
題
と
目
標
」、

http://w
w

w
.l.u-tokyo.ac.jp/shiseigaku/ja/gaiyou.htm

、
二
〇
〇
七
年
。「
死
生
学
と
は
何
か

―
日
本
で
の
形
成
過
程
を
顧
み
て
」、
島

薗
進
・
竹
内
整
一
編
『
死
生
学
と
は
何
か
』（
シ
リ
ー
ズ
『
死
生
学
』
第
一
巻
巻
頭
論
文
）、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
。「
死
生

学
の
課
題
」、
清
水
哲
郎
・
島
薗
進
編
『
ケ
ア
従
事
者
の
た
め
の
死
生
学
』、
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
ヒ
ロ
カ
ワ
、
二
〇
一
〇
年
。

（
い
け
ざ
わ
・
ま
さ
る

　
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
死
生
学
・
応
用
倫
理
セ
ン
タ
ー
長
）


