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現
状
と
行
方

―
中
国
に
お
け
る
死
の
哲
学
、
三
十
年
間
の
研
究
状
況

靳
鳳
林
｜
中
央
党
校
教
授

死
と
は
、
人
類
に
と
っ
て
永
遠
の
謎
で
あ
り
、
宇
宙
の
あ
ら
ゆ
る
謎
の
な
か
で
も
最
も
難
解
な
謎
で
、
人
類
文
明
が
歩
む
道
に

高
く
そ
び
え
た
つ
難
攻
不
落
の
要
害
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
類
は
誕
生
の
日
か
ら
、
す
ぐ
に
死
へ
の
思
索
を
は
じ
め
た―

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
哲
学
を
死
の
練
習
と
定
義
し
た
し
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
こ
の
世
に
も
し
死
と
い
う
出
来
事
が
な
か
っ
た
と

し
た
ら
、
宗
教
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
、
と
断
言
し
た
。
ま
た
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
死
と
は
哲
学
に
霊
感
を
与
え
る
守
護

神
で
あ
る
と
言
っ
た
。
中
国
の
儒
学
派
は
、
身
を
殺
し
て
仁
を
成
す
・
生
を
舎
て
て
義
を
取
る
・
終
を
慎
し
み
遠
を
追
う
、
と
主

張
し
た
が
、
そ
の
核
心
的
な
思
想
は
、
孔
子
の
「
未
だ
生
を
知
ら
ず
、
焉
ぞ
死
を
知
ら
ん
や
」
で
あ
る
。
宇
宙
の
本
質
は
「
生

生
」
で
あ
り
、
天
地
に
は
「
好
生
之
徳
」
が
あ
り
、
万
物
を
創
生
し
、
ま
た
万
物
を
長
養
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
人
も

「
生
生
に
し
て
息や

ま
ざ
る
」
精
神
を
も
っ
て
、
生
命
を
大
切
に
し
、
人
事
を
重
視
し
て
、
心
性
を
修
養
す
る
こ
と
で
、
天
徳
に
そ

ぐ
う
べ
き
で
あ
る
、
こ
れ
が
彼
ら
の
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
道
家
も
同
様
で
あ
り
、
老
子
と
荘
子
と
は
「
生
を
出
で
死
に
入

る
」、「
方
に
死
す
れ
ば
方
に
生
ず
」
と
強
調
し
て
は
い
る
も
の
の
、
道
家
の
出
発
点
は
「
生
を
全
う
し
害
を
避
く
」
で
あ
る
。
こ
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こ
で
い
う
「
生
を
全
う
し
」
と
は
、
つ
ま
り
生
命
を
保
つ
こ
と
で
あ
り
、「
害
を
避
く
」
と
は
、
生
命
を
脅
か
す
各
種
の
力
を
排

除
す
る
こ
と
で
あ
る
。
東
西
の
悠
久
な
る
学
問
発
展
史
上
に
お
い
て
は
、
生
死
の
問
題
を
直
接
議
論
し
た
り
、
ま
た
は
そ
れ
に
触

れ
て
い
る
論
著
・
経
巻
は
大
量
に
あ
る
が
、
本
当
に
死
と
い
う
現
象
を
ひ
と
つ
の
専
門
的
学
術
問
題
と
し
て
系
統
的
に
研
究
し
た

哲
学
著
作
は
、
実
は
夜
明
け
の
星
の
ご
と
く
少
な
い
の
で
あ
る
。
哲
学
の
一
分
野
と
し
て
の
死
の
哲
学
は
、
二
十
世
紀
後
半
に

な
っ
て
よ
う
や
く
世
界
的
に
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、
中
国
の
学
術
界
に
お
い
て
死
の
哲
学
に
た
い
す
る
系
統
的
な
研

究
が
は
じ
ま
っ
た
の
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
本
論
文
は
、
こ
こ
三
十
年
間
の
中
国
に
お
け
る
死
の
哲
学
研

究
の
基
本
的
な
状
況
に
つ
い
て
、
マ
ク
ロ
の
レ
ベ
ル
か
ら
俯
瞰
的
な
理
解
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

一
．
改
革
開
放
以
来
、
中
国
に
お
い
て
死
の
哲
学
研
究
が
興
起
し
た
社
会
・
歴
史
的
背
景

周
知
の
よ
う
に
、
建
国
よ
り
後
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
中
国
社
会
の
主
導
的
地
位
を
占
め
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
理
論
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
本
質
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
人
類
解
放
の
社
会
条
件
に
関
す
る
学
説
で
あ
り
、
死
の
問
題
に
つ
い
て
の

研
究
は
、
人
類
が
自
ら
を
解
放
す
る
条
件
と
し
て
、
必
然
的
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
視
野
の
内
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ

長
い
間
、
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
に
た
ず
さ
わ
る
者
は
、
大
部
分
が
こ
の
問
題
の
研
究
に
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
に
は
、

以
下
の
も
の
が
あ
る
。
ひ
と
つ
め
の
理
由
は
、
認
識
上
の
困
惑
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
創
始
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
群
衆
の

革
命
運
動
と
い
う
問
題
が
彼
ら
の
理
論
の
な
か
で
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
て
、
し
か
も
そ
れ
に
彼
ら
の
全
精
力
が
費
や
さ
れ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
個
人
の
生
死
と
い
う
問
題
は
二
次
的
な
も
の
と
な
り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
創
始
者
は
こ
の
問
題
に
気
を
配
っ
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
印
象
を
人
に
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
後
世
の
人
は
そ
の
な
か
か
ら
関
連
す
る
理
論
根
拠
を
探
し
出
せ

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
二
つ
め
の
理
由
は
、
そ
の
複
雑
な
理
論
背
景
で
あ
る
。
新
中
国
建
国
か
ら
「
文
革
」
が
終
わ
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る
ま
で
の
二
十
数
年
と
い
う
時
間
の
な
か
で
、「
左
」
傾
思
潮
が
終
始
、
学
術
界
に
お
け
る
理
論
研
究
の
内
容
と
形
式
に
影
響
を

及
ぼ
し
つ
づ
け
て
お
り
、
西
洋
学
術
界
の
死
の
問
題
に
関
す
る
研
究
は
、
資
産
階
級
の
腐
朽
没
落
思
想
の
具
体
的
な
体
現
と
見
な

さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
学
術
界
の
禁
忌
に
敢
え
て
手
を
だ
そ
う
と
す
る
人
は
と
て
も
少
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

人
大
十
一
届
三
中
全
会
の
後
、
中
国
社
会
の
経
済
・
政
治
・
文
化
な
ど
の
各
領
域
で
は
、
天
地
が
ひ
っ
く
り
返
る
ほ
ど
の
大
き

な
変
化
が
生
じ
た
。
過
去
に
そ
れ
に
手
を
だ
し
た
人
も
お
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
が
憚
ら
れ
て
も
い
た
学
術
界
に
お
け
る
多
く
の
禁

忌
が
、
今
日
の
学
界
で
は
衆
目
を
集
め
る
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
死
の
哲
学
も
ま
さ
し
く
そ
の
な
か
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
以

上
の
こ
と
か
ら
言
え
る
の
が
、
死
の
哲
学
の
研
究
を
中
国
改
革
開
放
後
の
総
体
的
な
背
景
の
下
に
お
さ
め
て
検
討
し
な
い
か
ぎ
り
、

そ
れ
を
生
み
、
発
展
さ
せ
、
絶
え
ず
成
長
さ
せ
る
社
会
歴
史
的
根
源
を
正
し
く
解
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。第

一
に
、
社
会
主
義
的
市
場
経
済
の
大
規
模
な
実
施
に
よ
っ
て
、
中
華

民
族
の
生
存
と
発
展
の
社
会
心
理
的
環
境
は
極
め
て
大
き
な
変
化
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
死
の
哲
学
研
究
の
興
起
に
と
っ
て
、
有
利
な
学

術
的
契
機
と
な
っ
た
。

改
革
開
放
の
後
、
中
国
社
会
の
経
済
発
展
は
、
計
画
経
済
か
ら
計
画
的

商
品
経
済
、
そ
し
て
、
今
日
に
い
た
る
社
会
主
義
的
市
場
経
済
と
い
っ
た
、

い
く
つ
か
の
異
な
る
発
展
段
階
を
経
て
き
た
。
中
国
大
地
の
上
で
な
さ
れ
る

市
場
経
済
と
い
う
偉
大
な
実
践
は
、
あ
た
か
も
山
を
ゆ
さ
ぶ
る
台
風
の
ご
と

く
、
人
々
を
平
静
な
生
活
か
ら
は
っ
と
飛
び
起
き
さ
せ
、
無
数
の
人
は
茫

靳鳳林氏
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然
自
失
に
陥
っ
た
。
一
九
八
〇
年
の
第
五
期
『
中
国
青
年
』
と
い
う
雑
誌
に
潘
暁
と
い
う
名
で
発
表
さ
れ
た
「
人
生
の
路
よ
、
ど

う
し
て
歩
く
ほ
ど
せ
ま
く
な
る
の
か
…
…
」﹇
人
生
的
路
呵
，
怎
麽
越
走
越
窄
…
…
﹈
と
い
う
文
章
に
よ
っ
て
、
改
革
開
放
初
期
の
中
国

社
会
に
お
い
て
、
人
の
生
死
観
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
た
、
か
の
有
名
な
「
潘
暁
大
討
論
」
が
巻
き
お
こ
っ
た
。
討
論

の
内
容
が
日
ま
し
に
深
く
な
る
に
つ
れ
て
、
殊
に
改
革
開
放
の
歩
み
が
絶
え
ず
加
速
す
る
に
つ
れ
て
、
人
々
は
、
市
場
経
済
の
客

観
的
必
然
性
が
示
す
、
現
代
経
済
生
活
に
お
け
る
な
に
が
し
か
の
共
通
的
特
徴
に
、
少
し
ず
つ
気
が
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

そ
の
特
徴
と
は
、
能
力
・
競
争
・
機
会
・
激
変
で
あ
る
。
個
人
の
天
賦
の
才
能
と
本
人
の
努
力
の
程
度
に
関
係
す
る
こ
の
よ
う
な

社
会
の
往
来
形
式
は
、
各
レ
ベ
ル
か
ら
現
代
社
会
に
お
け
る
ひ
と
り
ひ
と
り
の
生
活
面
で
の
心
理
的
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
増
大
さ
せ
、

か
つ
て
の
田
園
牧
歌
的
な
自
然
経
済
の
な
か
で
の
貧
し
い
な
が
ら
も
そ
れ
に
甘
ん
じ
る
憂
い
無
き
生
活
に
、
緊
張
・
焦
慮
・
不
安

に
つ
つ
ま
れ
た
生
活
が
と
っ
て
か
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
社
会
全
体
の
財
産
の
増
長
と
物
質
的
生
活
水
準
の
向
上
は
、
人
生
の
孤

独
・
憂
悶
・
喪
失
感
を
取
り
除
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
逆
に
、
各
人
が
社
会
生
活
に
参
与
す
る
際
の
競
争
性

と
変
動
性
の
激
化
に
よ
っ
て
、
現
代
人
が
も
つ
個
人
の
生
命
価
値
へ
の
関
心
は
、
そ
れ
ま
で
の
い
か
な
る
時
代
よ
り
も
よ
り
敏
感

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
の
事
実
が
こ
の
点
に
関
し
て
充
分
な
説
明
を
与
え
て
く
れ
る
。
唯
物
論
と
無
神
論
と
は
、
中
国
社
会

の
広
範
に
わ
た
っ
て
伝
播
し
た
が
、
一
般
大
衆
の
不
死
な
る
霊
魂
へ
の
欲
求
に
打
ち
勝
つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
祈
祷
師
や
巫

女
の
類
か
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
占
い
に
い
た
る
ま
で
の
封
建
的
な
迷
信
活
動
は
な
か
な
か
取
り
締
ま
り
き
れ
な
か
っ
た
。
先
に
豊

か
に
な
っ
た
人
た
ち
の
な
か
で
は
、
墓
の
修
復
、
先
祖
の
祭
祀
、
死
者
の
供
養
、
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
、
極
め
て
一
般
的
に

見
ら
れ
る
。
イ
ン
テ
リ
層
が
怪
奇
現
象
に
夢
中
に
な
る
の
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
近
年
来
、
社
会
の
各
階
層
で
、
精

神
疾
患
と
鬱
病
の
た
め
に
自
殺
に
走
る
人
数
が
急
激
に
増
え
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
・
仏
教
・
イ
ス
ラ
ム
教
な
ど
の
各
種
宗
教
の

信
者
が
す
さ
ま
じ
い
勢
い
で
増
え
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
人
民
寺
院
教
や
日
本
の
オ
ウ
ム
真
理
教
と
同
質
の
法
輪
功
な
ど
非
合
法

な
カ
ル
ト
団
体
が
し
ば
し
ば
現
れ
、
し
か
も
根
絶
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
す
べ
て
、
生
と
死
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と
い
う
両
極
に
た
い
す
る
人
々
の
思
考
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
市
場
経
済
に
よ
り
引
き
お
こ
さ
れ
た
競
争

の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
、
現
代
人
に
と
っ
て
最
大
の
精
神
的
抑
圧
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
現
代
科
学
技
術
の
長
足
の
進
歩
は
、
一
方
で
は
人
類
の
生
死
と
い
う
現
象
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
容
易
に
し
た
が
、
も

う
一
方
で
は
、
人
類
の
生
と
死
の
本
質
に
た
い
す
る
認
識
を
、
憂
慮
と
困
惑
で
満
た
し
も
し
た
。

最
近
の
数
十
年
間
で
、
人
々
が
見
聞
き
し
た
科
学
技
術
の
進
歩
の
成
果
は
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
特
に
、
人
類
の
生

死
と
緊
密
に
関
連
す
る
生
物
医
学
技
術
の
成
果
に
は
、
目
を
奪
う
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
も
の
が
多
く
あ
る
。
遺
伝
子
ク
ロ
ー
ン
・
臓

器
移
植
・
性
別
選
択
・
試
験
管
ベ
ビ
ー
等
等
、
こ
の
ほ
か
に
も
い
く
ら
で
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
い
ず
れ
の
技
術
の
発

明
・
応
用
も
、
す
べ
て
人
類
の
生
命
と
生
活
に
驚
き
と
喜
び
、
そ
し
て
快
楽
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
れ

ら
の
技
術
成
果
は
人
類
の
生
死
を
無
限
の
憂
い
と
困
惑
と
で
満
た
す
諸
刃
の
剣
で
も
あ
る
。
遺
伝
子
ク
ロ
ー
ン
技
術
を
例
と
し
よ

う
。「
ド
リ
ー
羊
」
が
世
に
問
わ
れ
た
時
、
国
際
社
会
に
広
範
な
争
議
が
巻
き
お
こ
っ
た
。
こ
れ
を
支
持
す
る
者
の
考
え
か
た
は
、

遺
伝
子
ク
ロ
ー
ン
技
術
は
、
人
類
の
生
命
が
優
れ
た
も
の
に
な
る
と
い
う
希
望
を
も
た
ら
し
、
人
類
の
生
殖
技
術
の
選
択
に
多
元

的
な
道
を
提
供
し
て
く
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
反
対
す
る
者
の
考
え
か
た
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
遺

伝
子
ク
ロ
ー
ン
技
術
を
人
類
に
応
用
す
れ
ば
、
必
然
的
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
危
機
・
人
倫
関
係
の
混
乱
・
家
庭
構
造
の
瓦

解
な
ど
数
多
く
の
社
会
倫
理
と
法
律
の
問
題
を
も
た
ら
す
。
ま
た
、
臓
器
移
植
技
術
は
、
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
に
巨
大
な
生
命
空
間
を

提
供
し
、
死
の
脅
威
か
ら
救
っ
て
く
れ
る
も
の
の
、
生
体
移
植
の
場
合
、
ド
ナ
ー
に
も
た
ら
さ
れ
る
生
命
健
康
・
生
活
の
質
・
心

理
的
な
圧
力
は
巨
大
な
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
生
体
の
臓
器
で
あ
れ
、
死
体
の
臓
器
で
あ
れ
、
世
界
各
国
で
非
合
法
的

臓
器
売
買
が
行
わ
れ
、
様
々
な
社
会
問
題
を
引
き
お
こ
す
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
法
律
を
無
視
し
て
、
浮
浪
者
を
拘

禁
し
そ
の
臓
器
を
摘
出
し
た
り
、
死
刑
犯
の
臓
器
を
ひ
そ
か
に
盗
み
と
っ
た
り
、
経
済
的
に
貧
窮
し
た
家
庭
が
臓
器
を
売
る
こ
と

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
り
と
、
世
人
の
心
胆
を
一
層
さ
む
か
ら
し
め
る
も
の
が
あ
る
。
妊
娠
の
前
、
或
い
は
後
に
性
別
選
択
技
術
を
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施
す
こ
と
は
、
性
別
の
影
響
を
う
け
る
病
気
の
抑
制
・
家
庭
に
お
け
る
幸
福
の
促
進
・
出
生
率
の
低
下
な
ど
の
い
ず
れ
に
た
い
し

て
も
、
重
要
な
積
極
的
意
義
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
そ
の
一
方
で
、
男
女
比
の
不
均
衡
・
男
尊
女
卑
と
い
う
観
念
の
強
化

を
社
会
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
あ
る
研
究
に
よ
る
と
、
ひ
と
つ
の
社
会
に
お
い
て
、
男
性
比
が
女
性
比
よ
り
も
一
〇
％
以
上

高
く
な
っ
た
場
合
に
、
男
性
の
同
性
愛
、
お
よ
び
一
妻
多
夫
（
そ
れ
が
公
的
の
も
の
で
あ
れ
、
私
的
な
も
の
で
あ
れ
）
な
ど
の
現

象
が
増
加
し
て
、
そ
れ
に
よ
り
、
社
会
の
安
定
と
伝
統
的
な
法
律
・
道
徳
規
範
は
危
機
に
瀕
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
以
上
か

ら
、
次
の
こ
と
が
容
易
に
わ
か
る
だ
ろ
う
。
現
代
科
学
技
術
の
著
し
い
進
歩
が
人
類
の
生
死
観
に
与
え
る
影
響
は
極
め
て
大
き
い

も
の
で
あ
り
、
人
類
が
ど
の
よ
う
に
し
て
前
述
の
様
々
な
二
律
背
反
的
生
存
上
の
苦
境
か
ら
脱
出
す
る
の
か
、
こ
れ
に
は
疑
い
な

く
現
代
的
意
義
に
た
っ
た
生
死
哲
学
に
よ
っ
て
心
配
を
除
き
困
難
を
解
決
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。

第
三
に
、
自
然
災
害
・
生
態
系
の
バ
ラ
ン
ス
崩
壊
・
原
因
不
明
の
難
病
な
ど
、
各
種
の
大
規
模
な
天
災
人
災
の
発
生
が
日
ま
し

に
人
類
生
存
上
の
強
力
な
敵
と
な
っ
て
お
り
、
人
類
と
死
と
の
戦
い
を
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
へ
と
お
し
あ
げ
て
い
る
。

自
然
災
害
と
は
、
人
の
力
で
は
如
何
と
も
し
が
た
い
各
種
の
自
然
界
の
力
が
、
尋
常
な
ら
ざ
る
か
た
ち
で
、
人
類
の
生
命
・
財

産
に
も
た
ら
す
災
害
を
さ
す
。
水
災
・
風
災
・
震
災
・
干
魃
・
津
波
・
雪
崩
・
土
石
流
・
火
山
噴
火
な
ど
が
そ
う
で
あ
り
、
自

然
災
害
の
形
成
は
天
文
・
地
理
・
人
類
な
ど
の
多
く
の
要
因
が
重
な
っ
た
結
果
で
あ
る
。
人
類
誕
生
の
日
か
ら
、
各
種
の
自
然
災

害
が
人
類
に
つ
き
ま
と
っ
て
き
た
が
、
現
代
社
会
の
各
種
の
災
害
現
象
の
膨
大
・
複
雑
さ
は
顕
著
な
特
徴
を
呈
し
て
い
る
、
す
な

わ
ち
、
自
然
災
害
が
発
生
す
る
原
因
は
人
類
の
社
会
活
動
の
影
響
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
進
国
・
発
展
途
上
国

に
か
か
わ
ら
ず
、
工
業
の
発
展
・
城
市
の
繁
栄
・
経
済
の
成
長
の
過
程
で
、
大
量
の
固
形
廃
棄
物
・
廃
ガ
ス
・
廃
液
が
排
出
さ
れ
、

全
地
球
規
模
的
な
各
種
の
環
境
問
題
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
温
室
効
果
・
オ
ゾ
ン
ホ
ー
ル
・
海
水
面
の
上
昇
な
ど
が
そ
う
で
あ
り
、

こ
れ
ら
す
べ
て
が
人
類
の
未
来
の
命
運
に
大
き
な
脅
威
を
与
え
て
い
る
。
洪
水
と
冠
水
・
干
魃
・
暴
雨
と
い
っ
た
、
過
去
に
は
純

粋
に
自
然
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
災
害
現
象
も
、
今
日
の
眼
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
ら
が
生
じ
る
過
程
に
も
、
現
代
人
が
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見
境
な
く
自
然
を
改
造
し
よ
う
と
す
る
不
適
切
な
行
為
と
の
関
連
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
森
林
の
濫
伐
・
草
原

の
破
壊
・
湖
の
田
地
化
な
ど
で
あ
り
、
さ
ら
に
ス
モ
ッ
グ
・
酸
性
雨
・
砂
嵐
と
い
っ
た
も
の
は
、
人
為
的
要
素
が
直
接
つ
く
り
だ

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
に
よ
っ
て
人
類
は
、
自
己
の
生
命
に
た
い
す
る
大
自
然
の
無
情
な
る
罸
・
報
復
を
招
く
の
で

あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
伝
染
病
の
爆
発
的
発
生
も
や
は
り
人
類
の
健
康
に
と
っ
て
敵
で
あ
り
、
歴
史
上
、
ペ
ス
ト
・
ハ
ン
セ
ン
病
・

ジ
フ
テ
リ
ア
・
肺
結
核
な
ど
が
人
類
の
生
存
に
と
っ
て
大
敵
で
あ
っ
た
。
一
九
七
〇
年
代
以
後
は
、
さ
ら
に
Ｈ
Ｉ
Ｖ 

・
鳥
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
・
狂
牛
病
な
ど
が
人
類
の
生
命
に
大
き
な
脅
威
を
与
え
た
。
ま
た
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
人
の
移
動
の
激
化
・
交

通
の
加
速
に
よ
っ
て
、
新
旧
の
伝
染
病
は
絶
え
間
な
く
発
生
し
蔓
延
す
る
で
あ
ろ
う
。
Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
以
下
の
よ
う
に
警
告
し
て
い
る
。

Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
の
流
行
は
、
人
類
が
す
で
に
全
地
球
規
模
的
な
伝
染
病
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
人
類
は
で
き
る

だ
け
早
く
全
地
球
規
模
で
新
し
く
発
生
す
る
伝
染
病
の
予
防
と
検
疫
の
体
系
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
ま
た
、
ア
メ

リ
カ
の
有
名
な
『
サ
イ
エ
ン
ス
』
誌
に
発
表
さ
れ
た
論
文
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
人
類
は
各
種
の
大
規
模
な
伝

染
病
と
闘
う
過
程
で
、
数
多
く
の
有
効
な
方
法
を
見
つ
け
て
き
た
。
そ
れ
は
伝
染
病
の
原
因
の
管
理
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
伝
染

ル
ー
ト
の
遮
断
・
特
定
の
伝
染
病
に
か
か
り
や
す
い
人
々
の
保
護
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
類
が
短
期
間
で
は
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
で
き
な
い
要
因
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
こ
数
年
に
全
地
球
規
模
で
爆
発
的
に
発
生
し
た
五
十
あ
ま
り
の
伝
染
病
は
、
み

な
気
温
の
上
昇
と
関
係
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
地
球
温
暖
化
に
よ
っ
て
、
数
多
く
の
ウ
イ
ル
ス
・
病
源
菌
の
活
動
が
活
発
に
な
り
、

ま
た
蚊
な
ど
の
媒
介
生
物
が
大
量
に
繁
殖
し
た
か
ら
で
あ
る
。
人
類
と
死
と
の
戦
い
が
今
ま
さ
に
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
へ
お
し
す
す

め
ら
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
死
を
招
く
災
難
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
感
じ
る
不
可
避
な
恐
怖
も
、
現
代
の
人
類
に
と
っ
て
精

神
的
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
の
ひ
と
つ
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
こ
れ
ら
の
現
象
は
示
し
て
い
る
。

第
四
に
、
高
齢
化
社
会
の
到
来
に
よ
り
、
健
康
長
寿
が
指
向
さ
れ
、
人
類
は
「
死
の
質
を
向
上
さ
せ
る
」
と
い
う
全
く
新
し
い

課
題
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
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統
計
に
よ
る
と
、
現
在
、
わ
が
国
の
六
十
歳
以
上
の
高
齢
者
の
人
口
は
約
一
億
四
四
〇
〇
万
人
で
、
総
人
口
の

一
一
・
〇
三
％
を
占
め
て
い
る
。
そ
し
て
高
齢
者
人
口
は
、
二
〇
二
〇
年
に
は
二
億
四
三
〇
〇
万
、二
〇
三
〇
年
に
は

三
億
五
一
〇
〇
万
、二
〇
五
〇
年
ま
で
に
は
四
億
五
〇
〇
〇
万
に
増
え
、
そ
の
時
に
は
総
人
口
の
三
〇
％
を
占
め
、
ピ
ー
ク
に
達

す
る
と
い
う
。
高
齢
者
人
口
の
急
激
な
増
加
は
中
国
社
会
の
発
展
に
と
っ
て
、
大
き
な
負
担
と
な
る
だ
ろ
う
。
老
人
介
護
政
策
・

医
療
保
障
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
で
あ
る
。
だ
が
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
人
口
構
造
の
持
続
的
な
変
動
に
と
も
な
い
、

高
齢
者
の
死
と
い
う
個
人
に
と
っ
て
の
意
味
と
、
社
会
へ
の
影
響
と
は
、
よ
り
深
刻
な
変
化
を
生
む
こ
と
で
あ
る
。
伝
統
的
な
優

生
学
は
、
こ
れ
か
ら
は
子
ど
も
の
出
産
と
育
成
の
優
化
選
択
に
限
る
こ
と
が
で
き
ず
、
高
齢
者
の
生
活
環
境
と
死
亡
の
制
御
と
に

ま
で
そ
の
範
囲
を
拡
張
し
、
出
産
と
育
成
だ
け
で
な
く
、「
死
の
質
を
向
上
さ
せ
る
」
と
い
う
全
く
新
し
い
課
題
を
解
決
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
特
に
核
家
族
化
と
一
人
っ
子
家
庭
の
普
遍
化
に
よ
り
、
病
死
・
非
正
常
死
と
い
う
衝
撃
に
耐
え
る
家
庭
の

力
は
弱
く
な
る
だ
ろ
う
。
各
種
の
死
が
家
庭
に
も
た
ら
す
強
烈
な
衝
撃
を
減
ら
す
た
め
に
、
死
に
瀕
し
た
高
齢
の
患
者
の
み
な
ら

ず
、
家
庭
を
構
成
す
る
う
ち
の
、
青
年
か
ら
青
少
年
に
い
た
る
層
に
ま
で
、
死
に
た
い
し
て
心
の
準
備
を
す
る
よ
う
な
教
育
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時
に
は
、
す
で
に
学
術
界
で
広
く
議
論
さ
れ
て
き
た
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
や
安
楽
死
な
ど
の
問
題
は
、

必
ず
や
、
わ
が
国
の
未
来
に
お
い
て
哲
学
・
倫
理
学
・
医
学
・
社
会
学
・
教
育
学
・
宗
教
学
な
ど
多
く
の
学
術
分
野
が
と
も
に
注

目
す
る
問
題
と
な
り
、
ま
た
立
法
と
公
共
政
策
が
考
慮
す
る
重
要
な
対
象
の
ひ
と
つ
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

二
．
最
近
三
十
年
間
の
中
国
に
お
け
る
死
の
哲
学
研
究
の
基
本
的
現
状

死
の
医
学
・
死
の
心
理
学
・
死
の
教
育
学
・
死
の
社
会
学
な
ど
、
死
に
か
ん
す
る
実
証
科
学
と
は
異
な
り
、
死
の
哲
学
が
注
意

を
払
い
重
視
し
て
き
た
の
は
、
呼
吸
死
・
心
臓
死
・
脳
死
と
い
っ
た
具
体
的
な
死
の
基
準
で
は
な
く
、
ま
た
自
殺
・
他
殺
・
死
亡
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率
と
い
っ
た
死
の
事
実
的
な
問
題
で
も
な
い
。
死
の
哲
学
が
探
求
し
て
き
た
核
心
的
問
題
と
は―

死
の
本
質
・
死
の
価
値
・
死

の
意
義
・
人
類
が
死
と
向
き
合
う
態
度
・
人
類
が
死
を
克
服
超
越
す
る
方
式
と
い
っ
た
類
の
、
い
ず
れ
も
超
経
験
的
か
つ
重
要
な

理
論
的
問
題
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
死
の
哲
学
と
は
、
人
類
の
死
と
い
う
現
象
に
た
い
し
て
形
而
上
の
レ
ベ
ル
か
ら
思
弁
的

研
究
を
行
う
哲
学
内
の
一
分
野
で
あ
る
。
最
近
三
十
年
間
の
中
国
に
お
け
る
死
の
哲
学
研
究
の
基
本
的
現
状
を
俯
瞰
す
る
と
、
そ

の
主
な
内
容
は
以
下
の
五
つ
の
領
域
に
概
括
・
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一―
 

マ
ル
ク
ス
主
義
的
死
の
哲
学
研
究

伝
統
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
は
普
通
、
唯
物
論
・
弁
証
法
・
認
識
論
・
唯
物
史
観
を
そ
の
主
要
な
研
究
内
容
と
見
な
し
、
人

の
生
死
観
と
い
う
問
題
は
そ
の
視
野
に
は
ほ
と
ん
ど
含
ま
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
改
革
開
放
以
来
、
学
術
界
が
マ
ル
ク
ス
主
義

哲
学
の
研
究
に
日
ま
し
に
没
頭
し
て
い
く
に
し
た
が
っ
て
、
す
で
に
多
種
多
様
な
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
の
形
態
が
、
そ
の
誕
生
の

日
か
ら
伝
播
と
変
遷
の
過
程
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
、
人
々
は
段
々
と
気
づ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
本
質
的
に
い
え
ば
、

マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
と
は
一
種
の
非
教
条
的
・
開
放
的
・
質
実
的
・
批
判
的
な
哲
学
で
あ
る
。
近
年
来
、
一
部
の
学
者
が
生
死
学

の
視
点
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
に
た
い
す
る
研
究
を
展
開
し
、
す
ば
ら
し
い
研
究
成
果
を
お
さ
め
て
き
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
的

死
の
哲
学
に
た
い
す
る
国
内
の
学
者
の
研
究
は
、
以
下
の
三
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ひ
と
つ
め
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
死
の
哲
学
史
研
究
で
あ
る
。
は
た
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
に
は
、
死
の
哲
学
に
か
ん
す

る
内
容
は
含
ま
れ
る
の
か
ど
う
か
？　

こ
れ
は
か
な
り
の
長
期
間
に
わ
た
っ
て
多
く
の
議
論
が
さ
れ
て
き
た
話
題
で
あ
っ
た
。
国

内
外
の
多
く
の
学
者
の
考
え
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
主
要
な
精
力
を
社
会
発
展
の
規
律
と
社
会
変
革
の
問
題
に
注
い
で
い
て
、

そ
れ
と
比
べ
て
個
人
の
死
の
問
題
は
注
意
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
段
徳
智
は
『
死
の
哲
学
』﹇
死
亡
哲
学
﹈
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と
い
う
本
の
な
か
で
、
こ
れ
と
は
全
く
逆
の
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。
ま
ず
、
彼
は
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
・
レ
ー
ニ
ン
・

毛
沢
東
ら
無
産
階
級
革
命
家
の
死
に
た
い
す
る
見
方
に
つ
い
て
、
個
別
的
な
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
人
の
有
死
性
と
不
朽
性
の
弁

証
法
的
連
結
・
個
人
の
生
命
の
有
限
性
と
群
集
の
生
命
の
無
限
性
の
弁
証
法
的
連
結
・
個
人
の
死
の
価
値
と
人
類
の
解
放
と
い
う

大
事
業
の
弁
証
法
的
連
結
な
ど
の
問
題
に
触
れ
、
経
験
の
レ
ベ
ル
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
死
の
哲
学
は
一
種
の
無
産
階
級
に
よ

る
革
命
の
実
践
に
と
も
な
い
、
絶
え
ず
深
化
し
か
つ
発
展
す
る
動
的
な
系
統
で
あ
る
と
説
明
し
た
。
そ
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的

死
の
哲
学
と
人
類
の
死
の
哲
学
史
の
関
係
と
い
う
角
度
か
ら
見
て
、
彼
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
死
の
哲
学
は
開
放
的
な
心
理
状
態

と
止
揚
的
な
原
則
に
よ
っ
て
歴
史
上
の
各
種
の
死
の
哲
学
に
向
き
合
い
、
そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
ほ
ど
豊
富
で
、
他
に
比
べ
る
も

の
が
な
い
ほ
ど
の
深
い
内
容
を
含
み
、
無
産
階
級
の
革
命
と
建
設
事
業
へ
の
奉
仕
と
い
う
強
烈
な
属
階
級
的
・
実
践
的
特
徴
を
も

つ
と
表
現
し
た
。
最
後
に
、
現
代
の
他
の
哲
学
各
流
派
と
の
比
較
か
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
的
死
の
哲

学
は
、
現
代
無
産
階
級
の
階
級
特
性
と
歴
史
的
使
命
を
自
覚
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
自
ら
の
物
質
武
器
と
す
る
唯
一
の
死
の

哲
学
で
あ
る
。
そ
し
て
、
我
々
が
生
き
る
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
今
後
も
最
高
の
死
の
哲
学
で
あ
り
つ
づ
け
る
に
ち
が
い
な
い
、
と
。

以
上
が
本
書
の
内
容
で
あ
る
。

二
つ
め
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
死
亡
の
哲
学
に
か
ん
す
る
特
定
の
テ
ー
マ
の
研
究
で
あ
る
。
生
と
死
と
い
う
矛
盾
す
る
統
一
体

の
な
か
で
、
人
々
は
死
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
ど
う
し
て
も
で
き
な
い
が
、
生
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

そ
こ
で
、
生
存
論
の
視
点
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
死
の
哲
学
に
対
す
る
特
定
の
テ
ー
マ
の
研
究
が
行
わ
れ
、
改
革
開
放
以
来
の

わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
死
の
哲
学
研
究
の
別
の
景
観
が
生
み
だ
さ
れ
て
き
た
。
文
革
の
時
期
に
「
階
級
闘
争
」
と
「
全
面
専

政
」
と
い
う
大
義
名
分
の
も
と
で
熱
狂
的
に
進
め
ら
れ
た
異
端
迫
害
の
数
々
の
暴
行
が
、
一
九
七
〇
年
代
の
終
わ
り
か
ら
八
〇
年

代
の
初
め
に
か
け
て
摘
発
さ
れ
る
に
つ
れ
、
人
間
性
の
な
か
に
潜
む
各
種
の
非
人
道
的
な
罪
悪
の
一
面
に
、
人
々
は
驚
き
と
恐

怖
感
を
お
ぼ
え
、
人
道
主
義
と
疎
外
の
問
題
と
が
哲
学
界
の
議
論
の
焦
点
と
な
り
、
人
の
生
と
死
の
尊
厳
と
い
う
問
題
が
一
時
、
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人
々
の
心
を
と
ら
え
た
。
人
道
主
義
の
問
題
を
め
ぐ
る
討
論
が
少
し
ず
つ
深
化
す
る
に
つ
れ
て
、
人
に
か
か
わ
る
問
題
は
、
主
体

的
な
論
題
と
し
て
洗
練
し
た
も
の
に
し
な
け
れ
ば
、
理
論
的
に
深
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
人
々
は
気
づ
い
た
。
か

く
し
て
、
九
〇
年
代
の
初
期
と
中
期
に
、
主
体
と
客
体
の
関
係
と
い
う
問
題
・
主
体
と
実
践
の
問
題
が
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
の
な

か
で
広
く
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
主
体
性
と
い
う
問
題
が
議
論
さ
れ
る
な
か
、
人
類
の
死
の
意
識
の
生
成
と
主
体
性
の
確
立

と
い
う
問
題
が
一
部
の
学
者
の
関
心
を
ひ
い
た
。
人
々
は
、
主
体
性
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
研
究
す
る
な
か
で
、
主
体
性
の
問
題

が
認
識
論
の
領
域
を
突
破
し
、
さ
ら
に
広
い
価
値
論
の
領
域
に
向
か
わ
な
い
か
ぎ
り
、
人
の
需
要
・
実
現
と
意
義
と
い
う
問
題
を

全
面
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
価
値
哲
学
が
九
〇
年
代
末
の
学
界
で
問
題
の
焦
点

と
な
り
、
価
値
哲
学
に
ま
つ
わ
る
議
論
の
な
か
で
、
人
の
生
死
の
価
値
と
い
う
問
題
が
人
々
の
広
い
関
心
を
集
め
た
。
人
々
は
人

道
主
義
・
主
体
性
・
価
値
哲
学
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
長
期
間
に
わ
た
っ
て
議
論
す
る
う
ち
に
、
人
に
関
す
る
多
く
の
問
題
を
包

括
す
る
こ
と
の
で
き
る
ひ
と
つ
の
哲
学
を
う
ち
た
て
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
切
実
に
感
じ
る
に
い
た
っ
た
。
そ
こ
で
必
要
に
応
じ

て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
人
文
科
学
の
理
論
が
生
ま
れ
、
人
の
生
死
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
議
論
は
、
人
文
科
学
理
論

と
い
う
範
囲
に
お
い
て
、
さ
ら
に
深
化
し
た
。
最
近
の
三
十
年
間
に
お
け
る
、
中
国
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
理
論
の
焦
点
の
変
遷
は
、

社
会
歴
史
の
レ
ベ
ル
の
大
規
模
な
事
柄
の
記
述
か
ら
個
人
の
生
活
世
界
へ
と
徐
々
に
接
近
す
る
過
程
を
経
て
お
り
、
人
の
死
と
い

う
問
題
は
、
主
題
を
変
え
な
が
ら
も
、
常
に
人
々
の
高
い
関
心
を
集
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
つ
め
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
生
死
哲
学
体
系
の
樹
立
で
あ
る
。
人
の
生
活
世
界
で
最
も
根
本
的
な
問
題
と
は
何
で
あ
ろ
う

か
？　

そ
れ
は
疑
い
な
く
切
実
な
回
答
を
必
要
と
す
る
問
題
で
あ
り
、
近
年
来
、
一
部
の
中
年
・
若
年
層
の
学
者
が
そ
の
樹
立
を

試
み
た
マ
ル
ク
ス
主
義
的
生
死
哲
学
の
体
系
が
、
こ
の
問
題
に
初
歩
的
な
回
答
を
与
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
張
曙
光
の
『
生
存

哲
学
』
は
、
生
存
哲
学
の
命
題
・
生
存
哲
学
の
定
義
・
生
存
の
不
確
定
論
と
そ
の
超
越
・
生
命
機
能
と
生
存
法
則
・
人
の
生
存
方

式
と
そ
の
変
移
・
生
存
の
意
義
と
そ
の
明
察
な
ど
の
各
レ
ベ
ル
か
ら
、
彼
が
理
解
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
生
存
哲
学
体
系
が
内
包
す
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る
主
要
な
も
の
を
紹
介
し
て
い
る
。
鄒
詩
鵬
の
『
実
践
生
存
論
』
は
、
実
践
生
存
論
が
何
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
か
・
人
の
生
存

の
意
義
の
説
明
・
人
の
生
存
に
内
在
す
る
矛
盾
と
そ
の
止
揚
な
ど
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
賀
来
の
『
弁
証
法
的
生
存
論
基
礎
』

は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
の
核
心
概
念―

弁
証
法
に
注
目
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
生
存
哲
学
の
本
体
論
の
基
礎
を
構
築
し
、
人

の
本
源
的
生
存
方
式
と
弁
証
法
の
真
実
基
礎
・
弁
証
法
が
人
の
生
存
に
か
ん
す
る
と
い
う
こ
と
に
内
包
す
る
論
理
・
マ
ル
ク
ス
弁

証
法
的
生
存
論
の
趣
旨
・
弁
証
法
的
生
存
論
の
基
礎
の
異
在
化
表
現
な
ど
の
重
要
な
内
容
を
扱
っ
て
い
る
。

二―
 

中
国
に
お
け
る
伝
統
的
な
死
の
哲
学
研
究

最
近
三
十
年
間
に
、
中
華
民
族
の
生
生
に
し
て
息や

ま
ざ
る
無
尽
の
動
力
は
、
中
国
伝
統
文
化
中
の
死
に
ま
つ
わ
る
哲
学
思
想
を

深
く
掘
り
お
こ
し
た
。
中
華
文
化
と
は
、
そ
う
し
た
営
み
が
構
築
し
た
、
中
国
の
死
の
哲
学
研
究
に
お
け
る
、
も
う
ひ
と
つ
の
重

要
な
領
域
で
あ
る
。
学
術
界
に
お
い
て
中
国
伝
統
の
死
の
哲
学
に
た
い
す
る
研
究
は
、
主
に
以
下
の
二
つ
の
方
面
に
集
中
し
て
い

る
。ひ

と
つ
め
は
、
中
国
の
伝
統
的
な
死
の
思
想
史
に
か
ん
す
る
系
統
的
研
究
と
時
代
的
研
究
で
あ
る
。
こ
の
領
域
の
代
表
的
な

著
作
は
、
鄭
暁
江
の
『
中
国
生
命
学―

中
華
賢
哲
の
生
死
の
智
慧
』﹇
中
国
生
命
学―

中
華
賢
哲
之
生
死
智
慧
﹈
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
中
国
の
様
々
な
時
代
の
、
そ
れ
ぞ
れ
代
表
的
な
思
想
家
の
生
死
観
に
つ
い
て
系
統
的
研
究
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
陶

淵
明
・
周
敦
頤
・
陸
九
淵
・
文
天
祥
・
王
船
山
と
い
っ
た
人
物
の
生
死
の
智
慧
に
つ
い
て
微
に
入
り
細
を
穿
つ
分
析
を
し
て
い

る
。
ま
た
、『
人
生
を
つ
ら
ぬ
く
』﹇
穿
透
人
生
﹈・『
死
の
超
越
』﹇
超
越
死
亡
﹈・『
善
き
死
と
善
き
終
焉
』﹇
善
死
与
善
終
﹈・『
宗
教
生

死
書
』・『
中
国
の
死
の
文
化
大
観
』﹇
中
国
死
亡
文
化
大
観
﹈
と
い
っ
た
彼
の
他
の
著
作
も
、
各
時
代
の
各
種
の
思
想
流
派
に
見
ら
れ

る
生
死
観
に
つ
い
て
深
く
調
べ
て
い
る
。
改
革
開
放
の
後
、
鄭
暁
江
は
中
国
学
界
の
生
死
哲
学
研
究
の
先
駆
者
と
し
て
、
長
い
間
、
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中
国
の
伝
統
的
な
生
死
文
化
の
資
料
発
掘
に
尽
力
し
、
そ
の
研
究
に
特
筆
す
べ
き
貢
献
を
果
し
た
。
こ
の
ほ
か
に
取
り
あ
げ
る
に

値
す
る
の
が
、
韓
国
の
学
者
、
具
聖
姫
が
中
国
大
陸
で
完
成
さ
せ
た
『
漢
代
人
の
生
死
観
』﹇
漢
代
人
的
生
死
観
﹈
と
い
う
一
書
で

あ
る
。
本
書
は
考
古
学
・
文
献
学
の
方
法
を
利
用
し
て
、
中
国
漢
代
人
の
死
に
た
い
す
る
態
度
を
明
ら
か
に
し
、
中
国
の
死
の
思

想
に
お
け
る
時
代
史
的
研
究
の
端
緒
を
開
い
た
と
い
う
に
た
る
も
の
で
あ
る
。

二
つ
め
は
、
中
国
伝
統
文
化
の
主
軸―

儒
・
仏
・
道
の
死
の
思
想
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。
こ
の
類
の
研
究
は
、
さ
ら
に

総
合
的
研
究
と
分
類
的
研
究
の
二
つ
に
分
か
れ
る
。
総
合
的
研
究
に
は
、
袁
陽
の
『
生
死
事
大
』
が
あ
り
、
儒
家
に
お
け
る
生
死

の
超
越
・
道
家
に
お
け
る
生
死
の
逍
遥
・
道
教
に
お
け
る
不
死
の
希
求
・
仏
教
に
お
け
る
生
死
の
寂
滅
と
い
っ
た
内
容
を
扱
っ
て

い
る
。
筆
者
の
『
生
死
線
を
窺
う
』﹇
窺
視
生
死
線
﹈
は
、
儒
家
が
死
を
超
越
す
る
た
め
に
行
っ
た
道
徳
の
開
拓
・
道
家
の
生
死
と

い
う
命
題
に
た
い
す
る
美
醜
を
見
分
け
る
観
照
・
道
教
の
生
命
の
無
限
へ
の
執
着
と
追
求
・
仏
教
の
涅
槃
と
い
う
世
界
に
お
け
る

人
生
へ
の
希
望
、
お
よ
び
中
国
の
幽
霊
文
化
・
葬
礼
文
化
・
死
を
扱
う
文
学
な
ど
に
深
く
踏
み
込
ん
で
い
る
。
特
定
の
テ
ー
マ
を

も
っ
た
研
究
著
作
に
は
、
趙
有
生
・
劉
明
華
ら
の
『
生
死
・
享
楽
・
自
由
』
と
、
李
霞
の
『
生
死
の
智
慧―

道
家
の
生
命
観
の

研
究
』﹇
生
死
智
慧―

道
家
生
命
観
研
究
﹈
が
あ
り
、
彼
ら
は
道
家
と
道
教
の
生
死
観
の
問
題
に
深
く
取
り
組
ん
で
い
る
。
と
り
わ

け
李
霞
の
道
家
の
生
死
観
に
た
い
す
る
研
究
は
、
道
家
の
、
道
生
じ
て
徳
成
る
と
い
う
生
命
の
本
源
観
・
陰
陽
の
気
が
化
す
と
い

う
生
命
の
構
造
観
・
肉
体
と
精
神
と
が
互
い
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
生
命
の
構
成
観
・
生
と
死
と
が
交
替
す
る
と
い
う
生
命
の

過
程
観
・
人
を
重
ん
じ
生
を
貴
ぶ
と
い
う
生
命
の
価
値
観
・
自
然
に
し
て
素
朴
と
い
う
生
命
の
本
質
観
な
ど
の
多
く
の
内
容
を

扱
っ
て
お
り
、
道
家
の
生
死
観
に
か
ん
す
る
研
究
の
水
準
を
大
幅
に
引
き
あ
げ
た
。
ま
た
、
陳
兵
の
『
生
と
死―

仏
教
の
輪
廻

観
』﹇
生
与
死―

仏
教
輪
回
観
﹈
と
ソ
ギ
ャ
ル
・
リ
ン
ポ
チ
ェ
の
『
チ
ベ
ッ
ト
死
者
の
書
』﹇
西
蔵
生
死
書
﹈
は
、
仏
教
の
生
死
観
に

つ
い
て
深
い
レ
ベ
ル
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
特
に
『
チ
ベ
ッ
ト
死
者
の
書
』
は
生
・
死
・
再
生
と
い
う
三
つ
の
レ
ベ
ル
か
ら
チ

ベ
ッ
ト
に
伝
わ
る
仏
教
の
生
死
の
修
習
方
法
に
つ
い
て
深
く
解
き
明
か
し
て
い
て
、
社
会
の
広
い
反
響
を
よ
び
、
仏
教
に
お
け
る



総括

248

生
死
と
い
う
問
題
に
た
い
す
る
人
々
の
強
い
興
味
を
引
き
お
こ
し
た
。

三―
 

西
洋
の
死
の
哲
学
と
死
の
神
学
の
研
究

十
年
間
に
お
よ
ぶ
文
化
大
革
命
は
中
国
人
に
巨
大
な
精
神
的
傷
跡
を
残
し
た
。
こ
の
大
災
難
が
終
結
し
た
後
、
多
く
の
人
が
人

生
や
社
会
に
た
い
し
て
虚
し
さ
を
感
じ
、
伝
統
的
な
価
値
に
た
い
し
て
深
い
懐
疑
の
態
度
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
人
々
は
も
は
や

政
府
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
社
会
体
制
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
第
一
次
・
第
二
次
世
界
大
戦

後
の
西
洋
人
の
心
が
た
ど
っ
て
き
た
道
と
よ
く
似
て
お
り
、
か
く
し
て
、
そ
の
一
時
代
に
生
ま
れ
た
西
洋
の
実
存
主
義
哲
学
が
中

国
社
会
で
急
速
に
流
行
し
だ
し
た
。
古
い
生
の
哲
学
派
に
属
す
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
・
ニ
ー
チ
ェ
・
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
著
作

が
人
口
に
膾
炙
し
た
だ
け
で
な
く
、
新
し
い
実
存
主
義
哲
学
の
代
表
的
人
物
で
あ
る
サ
ル
ト
ル
・
フ
ロ
イ
ト
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
ら
の

作
品
も
人
々
の
好
評
を
博
し
た
。『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』﹇
作
為
意
志
和
表
象
的
世
界
﹈・『
権
力
の
意
志
』﹇
権
力
意
志
﹈・『
存

在
と
虚
無
』﹇
存
在
与
虚
無
﹈・『
存
在
と
時
間
』﹇
存
在
与
時
間
﹈、
お
よ
び
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
『
神
・
死
・
時
間
』﹇
上
帝
・
死
亡
和
時
間
﹈、

シ
ェ
ー
ラ
ー
の
『
死
・
永
生
・
神
』﹇
死
、
永
生
、
上
帝
﹈
な
ど
の
著
作
の
翻
訳
出
版
は
、
西
洋
哲
学
に
お
い
て
生
死
と
い
う
問
題

を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
探
求
に
た
い
し
て
、
よ
り
深
い
認
識
を
人
々
に
も
た
ら
し
た
。
実
存
主
義
的
生
死
観
の
学
術
的
研
究
著
作

が
陸
続
と
出
版
さ
れ
た―

周
国
平
の
『
ニ
ー
チ
ェ―
歴
史
の
転
換
点
に
お
い
て
』﹇
尼
采―

在
歴
史
的
転
折
点
上
﹈・『
詩
人
哲

学
家
』
は
、
そ
の
当
時
多
く
の
人
の
心
を
激
し
く
ゆ
さ
ぶ
っ
た
。
葉
秀
山
の
『
思
・
史
・
詩
』、
杜
小
真
の
『
あ
る
絶
望
し
た
者

の
希
望
』﹇
一
個
絶
望
者
的
希
望
﹈、
何
懐
宏
の
『
生
命
と
自
由
』﹇
生
命
与
自
由
﹈、
彭
富
春
の
『
無
の
無
化
』﹇
無
之
無
化
﹈、
黄
裕
生
の

『
時
間
と
永
遠
』﹇
時
間
与
永
恒
﹈
な
ど
の
著
作
は
、
み
な
実
存
主
義
哲
学
の
核
心
問
題―

す
な
わ
ち
、
死
を
、
深
く
探
求
し
て
い

る
。
特
に
段
徳
智
の
『
死
の
哲
学
』﹇
死
亡
哲
学
﹈
は
、
さ
ら
に
広
い
視
野
に
立
っ
て
、
西
洋
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
中
世
か
ら
近
現
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代
に
い
た
る
ま
で
の
著
名
な
哲
学
家
の
死
の
思
想
に
た
い
し
て
、
系
統
的
な
整
理
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
構
想
は
高
邁
、
史
料

は
詳
細
か
つ
正
確
で
、
わ
が
国
に
お
け
る
西
洋
の
死
の
思
想
史
研
究
に
重
要
な
貢
献
を
果
し
た
。
ま
た
畢
治
国
の
『
死
の
哲
学
』

﹇
死
亡
哲
学
﹈・『
死
の
芸
術
』﹇
死
亡
芸
術
﹈
は
、
西
洋
哲
学
家
が
死
と
い
う
問
題
に
関
連
し
て
論
述
し
た
多
く
の
資
料
を
、
系
統
的

に
整
理
し
て
い
る
。

西
洋
の
死
の
哲
学
研
究
に
と
も
な
っ
て
生
ま
れ
た
の
が
、
西
洋
の
死
の
神
学
思
想
研
究
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
多
大
な
影
響

力
を
も
つ
世
界
宗
教
で
あ
り
、
歴
代
の
神
学
思
想
家
は
み
な
、
生
死
と
い
う
問
題
に
た
い
し
て
、
深
く
思
索
し
て
き
た
。
と
り

わ
け
、
現
代
の
実
存
主
義
的
神
学
は
、
こ
の
問
題
に
た
い
し
て
、
さ
ら
に
多
く
の
精
力
を
注
い
で
き
た
。
ブ
ル
ト
マ
ン
の
『
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
と
神
話
』﹇
耶
蘇
基
督
与
神
話
﹈、
ユ
ン
ゲ
ル
の
『
死
論
』、
オ
ッ
ト
ー
の
『
思
想
と
存
在
』﹇
思
想
与
存
在
﹈
な
ど
の
著

作
は
、
個
人
の
生
存
と
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
・
個
人
の
生
存
の
質
の
内
在
構
造
と
神
臨
在
の
本
体
論
の
関
連
な
ど
の
諸
問
題
を
、
追

求
し
て
い
る
。
ま
た
、
マ
リ
タ
ン
の
『
存
在
と
存
在
者
』﹇
存
在
与
存
在
者
﹈、
ニ
ー
バ
ー
の
『
人
の
本
性
と
運
命
』﹇
人
的
本
性
及
其

命
運
﹈、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
『
存
在
の
勇
気
』﹇
存
在
的
勇
気
﹈、
モ
ル
ト
マ
ン
の
『
神
の
来
臨
』﹇
上
帝
的
来
臨
﹈
な
ど
の
著
作
は
、
系
統

的
神
学
の
重
要
論
題―

末
世
論
に
注
目
し
、
個
人
の
死
・
人
類
の
滅
亡
・
宇
宙
の
終
結
と
い
っ
た
重
大
な
問
題
に
つ
い
て
の

考
察
を
重
ね
、
人
類
の
主
体
性
の
終
極
的
存
在
・
人
類
の
生
命
の
有
限
性
と
依
存
性
・
人
類
は
い
か
に
し
て
生
活
の
深
度
を
追
求

す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
ホ
ス
ピ
ス
の
視
点
に
立
っ
た
見
方
を
提
出
し
て
い
る
。

こ
れ
以
外
に
も
、
近
年
来
、
国
内
で
は
哲
学
・
神
学
な
ど
の
異
な
る
角
度
か
ら
死
と
い
う
問
題
を
考
え
る
西
洋
の
学
術
的
も

し
く
は
一
般
向
け
の
書
籍
が
大
量
に
翻
訳
・
出
版
さ
れ
て
い
る
。
代
表
的
な
作
品
と
し
て
は
、
ポ
イ
マ
ン
（Loius P

. P
ojm

an

）

の
『
生
と
死　

現
代
道
徳
の
苦
境
と
挑
戦
』﹇
生
与
死
：
現
代
道
徳
困
境
的
挑
戦
﹈、
シ
ェ
ル
ウ
ィ
ン
・
ノ
ー
ラ
ン
ド
（Sherw

in B
. 

N
uland

）
の
『
我
々
は
ど
の
よ
う
に
死
ぬ
か
』﹇
我
們
怎
様
死
﹈、
レ
ヴ
ィ
ン
（S. Levine

）
の
『
生
死
の
歌
』﹇
生
死
之
歌
﹈、
ジ
ェ
ー

ム
ズ
・
ヴ
ァ
ン
・
プ
ラ
グ
（Jam

es V
an P

raagh

）
の
『
天
国
と
の
対
話
』﹇
与
天
堂
対
話
﹈、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ベ
ッ
カ
ー
（E

rnest 
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B
ecker

）
の
『
死
の
拒
絶
』﹇
拒
斥
死
亡
﹈、
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ロ
ス
（E

lisabeth K
übler-R

oss

）
の
『
死
と
瀕
死
』﹇
死
亡
与
瀕
死
﹈、

ト
ゥ
ル
ニ
エ
（P

aul T
ournier

）
の
『
生
命
の
四
季
』﹇
生
命
的
四
季
﹈、
ク
ラ
マ
ー
（K

enneth P
aul K

ram
er

）
の
『
神
聖
な
る
死

の
芸
術
』﹇
神
聖
的
死
亡
芸
術
﹈、
テ
ィ
ー
リ
ケ
（H

elm
ut T

hielicke

）
の
『
死
と
生
』﹇
死
与
生
﹈、
ノ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
（N

orm
an 

O
. B

row
n

）
の
『
生
と
死
の
対
立
』﹇
生
与
死
的
対
抗
﹈、
デ
ュ
ル
ケ
ム
（E

m
ile D

urkeim

）
の
『
自
殺
論
』、
ベ
ク
ル
の
『
死
に
む

か
っ
て
生
き
る
』﹇
向
死
而
生
﹈、
ア
ッ
ト
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
『
人
生
の
変
奏
曲　

生
と
死
に
た
い
す
る
適
応
』﹇
人
生
変
奏
曲:

対
生
和
死

的
適
応
﹈
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

四―
 

死
の
哲
学
の
応
用
研
究

も
し
も
わ
が
国
の
学
術
界
に
お
い
て
、
国
内
・
国
外
の
死
の
哲
学
と
関
係
の
あ
る
研
究
が
、
主
に
形
而
上
の
角
度
か
ら
死
の
本

質
・
価
値
・
意
義
な
ど
の
問
題
を
探
求
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
死
の
哲
学
の
応
用
研
究
は
、
形
而
下
の
レ
ベ
ル

か
ら
の
現
実
の
生
活
、
お
よ
び
死
と
関
係
す
る
各
種
の
具
体
的
な
問
題
の
探
求
を
重
視
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
死
の
倫
理
学
・

死
の
美
学
・
死
の
社
会
学
・
死
の
心
理
学
・
死
の
教
育
学
・
葬
送
文
化
学
に
ま
で
お
よ
ぶ
。
た
と
え
ば
邱
仁
宗
・
王
延
光
・
孫
慕

義
ら
は
、
そ
の
生
命
倫
理
学
と
関
係
す
る
多
く
の
著
作
の
な
か
で
、
自
殺
・
安
楽
死
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
な
ど
の
問
題
に
た
い
し

て
、
詳
細
な
研
究
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
厳
翔
林
は
『
死
の
美
学
』﹇
死
亡
美
学
﹈
の
な
か
で
、
芸
術
的
主
体
の
死
の
克
服
・
生
命

力
を
あ
ら
わ
に
す
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
死
と
芸
術
美
と
の
関
係
を
追
求
し
て
い
る
。
楊
鴻
台
は
『
死
の
社
会
学
』﹇
死
亡
社
会
学
﹈

の
な
か
で
、
死
に
影
響
を
与
え
る
文
化
理
念
・
社
会
要
素
・
主
要
方
式
な
ど
の
問
題
に
、
社
会
学
の
角
度
か
ら
迫
っ
て
い
る
。
湯

笑
の
『
死
の
心
理
の
秘
密
を
探
る
』﹇
死
亡
心
理
探
密
﹈
は
、
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
が
引
き
お
こ
す
死
の
恐
怖
か
ら
説
き
お
こ
し
、
生
命
意
識
・

寿
命
の
長
短
・
瀕
死
時
の
心
理
状
態
・
不
死
へ
の
憧
憬
と
い
っ
た
死
の
心
理
的
な
問
題
を
探
求
し
て
い
る
。
郭
于
華
の
『
死
へ
の
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困
惑
と
生
へ
の
執
着
』﹇
死
的
困
擾
与
生
的
執
著
﹈
は
、
民
俗
学
の
視
点
か
ら
死
に
か
ん
す
る
習
俗
の
問
題
を
追
求
し
て
い
る
。
王
夫

子
の
『
葬
送
文
化
学
』﹇
殯
葬
文
化
学
﹈
は
、
あ
ら
ゆ
る
方
向
か
ら
死
の
文
化
を
読
み
解
い
て
お
り
、
死
の
文
化
大
全
と
い
う
に
た

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
提
唱
す
る
と
こ
ろ
の
、
中
国
に
特
徴
的
な
出
棺
・
喪
葬
・
祭
祀
文
化
モ
デ
ル
は
、
そ
の
後
の
葬
儀
の
行
い

方
に
指
針
を
与
え
た
も
の
で
、
人
々
が
中
国
の
伝
統
的
な
葬
送
文
化
の
歴
史
的
価
値
を
正
し
く
認
識
す
る
の
に
、
重
要
な
役
割
を

果
し
た
。
ま
た
、
彼
が
長
沙
職
業
技
術
学
院
で
創
立
し
た
殯
葬
礼
儀
系
も
、
死
の
哲
学
を
実
際
の
生
活
に
お
い
て
実
践
的
に
運
用

し
た
文
化
モ
デ
ル
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

死
の
哲
学
の
応
用
研
究
が
も
つ
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
内
容
は
、
死
と
い
う
現
象
に
た
い
す
る
個
人
の
実
証
と
実
感
で
あ
る
。

周
国
平
の
『
娘
よ―

ひ
と
り
の
父
親
の
札
記
』〔
妞
妞―

一
個
父
親
的
札
記
〕
は
、
ひ
と
り
の
哲
学
者
で
あ
る
父
親
が
愛
娘
を

失
っ
た
悲
し
み
に
沈
む
な
か
で
、
そ
の
心
の
軌
跡
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
物
悲
し
く
、
そ
し
て
人
の
心
を
う
つ
美
し
い

物
語
で
、
人
を
深
く
考
え
さ
せ
る
哲
理
に
富
ん
だ
物
語
で
も
あ
る
。
そ
の
な
か
の
生
死
と
い
う
問
題
に
た
い
す
る
思
考
は
、
無
数

の
読
者
の
魂
を
ゆ
さ
ぶ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
医
学
大
学
は
そ
れ
を
医
学
倫
理
学
の
必
読
書
の
リ
ス
ト
に
入
れ
て
い
る
。
陸
幼
青
の

『
死
の
日
記―

 

生
命
の
伝
言
』﹇
死
亡
日
記―

 
生
命
的
留
言
﹈
は
、
彼
自
身
が
癌
を
発
症
し
て
か
ら
世
を
去
る
数
ヶ
月
前
ま
で
の
、

生
死
の
縁
に
立
ち
心
の
奥
底
で
感
じ
た
こ
と
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
崔
永
元
・
白
岩
松
ら
メ
デ
ィ
ア
界
の
著
名
人
に
よ
る
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
の
報
道
を
経
て
、
社
会
の
広
い
関
心
を
当
時
集
め
た
も
の
で
、
生
死
と
い
う
一
大
事
を
人
々
は
深
く
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。
ま
た
、
瀋
英
甲
の
『
死
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
手
記
』﹇
采
訪
死
亡
手
記
﹈
は
、
記
者
と
い
う
身
分
と
視
点
に
よ
っ
て
、
葬

儀
の
執
行
・
人
体
解
剖
・
重
大
な
飛
行
機
事
故
の
内
に
潜
む
生
命
理
念
・
死
の
文
化
と
い
っ
た
問
題
に
た
い
し
て
、
立
ち
入
っ
た

報
道
を
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
死
と
関
係
の
あ
る
、
医
療
・
葬
送
・
安
全
な
ど
社
会
各
界
に
お
け
る
職
業
管
理
問
題
へ
の

認
識
が
強
ま
っ
て
い
る
。
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五―
 

台
湾
地
区
の
死
の
哲
学
研
究

死
の
問
題
に
た
い
す
る
台
湾
学
術
界
の
研
究
は
、
大
陸
よ
り
も
そ
の
歴
史
が
長
く
、
ま
た
専
門
学
術
機
構
も
す
で
に
成
立
し

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
仏
光
大
学
南
華
管
理
学
院
の
「
生
死
学
研
究
所
」
は
、
世
界
初
の
生
死
学
研
究
所
と
称
賛
さ
れ
て
い

る
。
台
湾
の
生
死
学
研
究
は
、
故
傅
偉
勲
氏
に
よ
る
全
力
の
推
進
活
動
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
そ
の
『
死
の
尊
厳
と
生
命
の
尊

厳
』﹇
死
亡
的
尊
厳
与
生
命
的
尊
厳
﹈
と
い
う
著
書
は
、「
生
死
学
」
に
よ
っ
て
「
死
亡
学
」
を
包
括
し
よ
う
と
尽
力
す
る
も
の
で
あ
り
、

現
代
生
物
学
の
構
築
と
発
展
・
世
界
宗
教
と
死
の
超
越
・
古
今
の
中
国
国
内
外
に
お
け
る
生
死
に
つ
い
て
の
智
慧
・
文
学
芸
術
の

生
死
の
表
現
・
生
死
と
い
う
問
題
に
ま
つ
わ
る
科
学
と
実
際
の
整
合
と
い
っ
た
、
多
く
の
視
点
か
ら
生
死
と
い
う
問
題
を
検
討
し

て
お
り
、
台
湾
の
生
死
学
研
究
の
基
礎
を
構
築
し
、
そ
の
方
向
性
を
明
示
し
た
。
近
年
来
、
台
湾
の
学
術
界
に
お
け
る
生
死
学

研
究
は
活
発
さ
を
増
し
て
い
る
。
代
表
的
な
著
作
は
、
揚
国
枢
主
編
の
『
現
代
生
死
学
叢
書
序
列
』（
全
七
冊
）、
張
淑
美
の
『
死

亡
学
と
死
の
教
育
』﹇
死
亡
学
与
死
亡
教
育
﹈、
陶
在
樸
の
『
理
論
生
死
学
』、
林
綺
雲
の
『
生
死
学
』、
尉
遅
淦
の
『
生
死
学
概
論
』、

呂
応
鍾
の
『
現
代
生
死
学
』、
曾
煥
棠
の
『
生
死
学
の
実
務
検
討
』﹇
生
死
学
之
実
務
探
討
﹈、
鈕
則
誠
の
『
医
療
看
護
生
死
学
』﹇
医

護
生
死
学
﹈、『
生
命
教
育
概
論
』
の
数
十
種
で
あ
る1
。

生
死
と
い
う
問
題
に
か
ん
し
て
、
台
湾
の
研
究
状
況
を
概
観
す
る
と
、
二
つ
の
主
な
特
徴
を
指
摘
で
き
る
。
ひ
と
つ
に
は
生
死

哲
学
の
応
用
研
究
が
か
な
り
大
き
な
比
重
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
死
と
い
う
問
題
を
研
究
す
る
台
湾
地
区
の
学
者
の

多
く
は
、
医
療
看
護
と
の
関
係
が
密
接
な
医
学
大
学
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
彼
ら
の
生
死
の
問
題
に
た
い
す
る
研
究
は
、

い
や
お
う
に
も
生
死
に
か
ん
す
る
実
務
上
の
具
体
的
操
作
に
重
点
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
台
湾
の
教
育
主
管
部
門
が
生
死
へ

の
配
慮
と
い
う
問
題
を
、
初
・
中
・
高
等
教
育
の
必
修
内
容
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
か
ら
、
教
育
界
の
多
く
の
学
者
が
生
命
教

育
の
視
点
か
ら
生
死
と
い
う
問
題
の
研
究
に
集
中
的
に
取
り
組
み
、
多
く
の
研
究
成
果
を
お
さ
め
て
き
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
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台
湾
に
も
生
死
と
い
う
問
題
に
た
い
し
て
、
形
而
上
哲
学
の
レ
ベ
ル
か
ら
深
く
検
討
を
加
え
る
学
者
も
い
る
。
た
と
え
ば
、
陳
俊

輝
は
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
論
じ
る
存
在
と
死
』﹇
海
徳
格
爾
論
存
有
与
死
亡
﹈・『
生
命
思
想
VS.
生
命
意
義
』
な
ど
を
著
し
て
い
る
。
二
つ

に
は
、
西
洋
の
生
死
哲
学
、
お
よ
び
そ
の
応
用
研
究
の
成
果
の
積
極
的
な
取
り
入
れ
が
あ
る
。
傅
偉
勲
氏
が
台
湾
地
区
で
生
死
学

の
構
築
を
提
唱
し
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
台
湾
地
区
の
学
者
は
、
ず
っ
と
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
西
洋
各
国
の
関
連
す
る

研
究
成
果
を
極
め
て
重
視
し
て
お
り
、
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
出
版
物
が
用
い
て
い
る
資
料
の

種
類
を
見
れ
ば
わ
か
る
。
近
年
来
、
鈕
則
誠
を
代
表
と
す
る
一
部
の
学
者
が
「
華
人
の
生
死
学
」
の
構
築
を
強
調
し
て
お
り
、
中

国
の
豊
か
な
伝
統
文
化
の
基
礎
の
上
に
、
自
身
の
生
死
に
つ
い
て
の
智
慧
を
生
み
だ
そ
う
と
し
、
し
か
も
す
で
に
喜
ば
し
い
研
究

成
果
を
得
て
い
る
。
彼
ら
の
『
生
死
学
』
と
い
う
一
書
こ
そ
が
、
こ
の
こ
と
の
例
証
で
あ
る
。

三
．
中
国
に
お
け
る
死
の
哲
学
研
究
の
行
き
先

孔
子
は
か
つ
て
、「
故
を
温
め
て
而
し
て
新
を
知
れ
ば
、
以
て
師
為
る
可
し2
」
と
指
摘
し
た
。
ま
さ
し
く
、
ひ
と
り
の
人
間
が

た
ゆ
ま
ず
古
い
知
識
を
理
解
し
て
繰
り
返
し
学
習
し
さ
え
す
れ
ば
、
新
し
い
知
識
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
、
師
が
い
な
く
て
も

自
ら
物
事
に
通
じ
る
の
で
あ
る
。
死
の
哲
学
の
研
究
も
ま
た
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
死
の
哲
学
が
興
起
し
た
社

会
歴
史
背
景
と
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
現
状
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
我
々
は
、
さ
ら
に
中
国
に
お
け
る
死
の
哲
学
研
究
の
行
き
先
を

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
筆
者
が
思
う
に
、
中
国
の
死
の
哲
学
研
究
は
、
最
近
の
三
十
年
の
間
に
す
ば
ら
し
い
成
果

を
お
さ
め
て
き
た
が
、
さ
ら
な
る
研
究
の
余
地
は
い
ま
だ
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
死
の
哲
学
研
究
の
分
野
モ
デ
ル
の
確
立
が
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
近
年
来
、
国
内
の
学
界
に
お
い
て
、
死
と
い
う
問
題
に
関
す
る
論
著
は
す
で
に
数
多
く
あ
り
、
そ
の
多
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く
が
総
合
的
研
究
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
翟
暁
梅
の
『
死
の
尊
厳
』﹇
死
亡
的
尊
厳
﹈、
張
三
夕
の
『
死
に
た
い
す
る

思
い
』﹇
死
亡
之
思
﹈、
孟
憲
武
の
『
人
類
死
亡
学
論
綱
』、
黄
英
全
の
『
生
死
の
間
』﹇
生
死
之
間
﹈
な
ど
、
こ
れ
ら
の
著
作
は
死
の

哲
学
に
お
け
る
多
く
の
問
題
に
た
い
し
て
、
深
く
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
の
著
作
が
死
の
哲
学
の
特
定
の
領
域

に
た
い
し
て
行
っ
た
分
析
は
、
か
な
り
奥
深
い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
こ
れ
ら
の
著
作

は
、
中
国
的
な
特
色
を
も
つ
死
の
哲
学
の
体
系
を
構
築
す
る
と
い
う
方
面
に
お
い
て
は
、
明
確
な
分
野
の
意
識
は
な
く
、
研
究
対

象
・
研
究
方
法
・
基
本
内
容
と
い
っ
た
具
体
的
な
問
題
に
た
い
し
て
も
分
野
の
確
立
と
い
う
視
点
か
ら
の
踏
み
込
ん
だ
議
論
は
さ

れ
て
い
な
い
。

比
較
し
て
言
う
と
、
段
徳
智
は
『
死
の
哲
学
』﹇
死
亡
哲
学
﹈
の
は
し
が
き
の
部
分
で
、
上
述
の
問
題
に
た
い
し
て
初
歩
的
な
見

方
を
提
出
し
て
い
る
。
彼
は
、
哲
学
の
一
分
野
と
し
て
死
の
哲
学
が
死
亡
学
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
が
死
の
必
然
性
と
偶
然

性
・
死
の
終
極
性
と
非
終
極
性
・
人
生
の
有
限
性
と
無
限
性
・
死
と
永
遠
な
る
生
の
個
体
性
と
群
体
性
な
ど
の
問
題
の
研
究
を
重

視
す
べ
き
点
に
あ
る
と
考
え
る
。
鄭
暁
江
の
『
生
死
学
』
は
、
次
の
よ
う
に
強
調
し
て
い
る
。
生
死
哲
学
の
基
本
的
な
枠
組
み

は
、「
生
命
と
生
活
」
の
緊
張
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
生
活
と
生
命
を
、
人
生
と
い
う
統
一
体
の
な
か
の

切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
二
つ
の
主
要
な
部
分
と
見
な
し
、
さ
ら
に
「
生
と
死
の
滲
み
あ
い
」
を
、
生
死
哲
学
の
核
心
的
観

念
で
あ
る
と
見
る
。
か
く
し
て
、
生
と
死
と
が
相
即
不
離
で
あ
り
、
緊
密
に
連
関
す
る
と
い
う
意
識
を
樹
立
し
、
こ
れ
を
基
礎
に
、

「
死
の
超
越
」
を
生
死
哲
学
が
到
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
最
終
的
な
目
標
で
あ
る
と
見
る
。
こ
う
し
て
、
人
々
に
教
育
を
施
し

て
、
よ
り
幸
福
な
生
活
、
さ
ら
に
は
端
然
と
死
に
向
き
合
う
こ
と
を
会
得
さ
せ
る
の
で
あ
る
、
と
。
筆
者
の
『
死
、
そ
し
て
生
き

る―

死
の
現
象
学
の
視
野
に
お
け
る
生
存
倫
理
』﹇
死
，
而
後
生―
死
亡
現
象
学
視
域
中
的
生
存
倫
理
﹈
は
、
死
の
現
象
学
の
本
体

論
的
基
礎
・
主
要
な
研
究
方
法
・
基
本
体
系
の
構
築
に
た
い
し
て
深
い
レ
ベ
ル
で
の
哲
学
的
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で

「
人
は
、
死
と
い
う
意
識
に
基
づ
い
て
、
生
き
る
信
念
を
構
築
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
外
在
化
さ
せ
て
文
化
創
造
活
動
と
す
る
、
こ
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の
よ
う
な
総
合
統
一
の
歴
史
性
が
こ
こ
に
あ
る
」
と
い
う
概
念
を
提
出
し
て
い
る
。
人
類
は
ま
さ
に
自
己
の
死
と
い
う
必
然
性
を

意
識
し
て
こ
そ
、
肉
体
の
死
に
打
ち
勝
ち
、
超
越
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
引
き
お
こ
さ
れ
た
虚
無
感
と
恐
怖
感
を
克
服
す
る
た
め
に
、

真
・
善
・
美
・
聖
と
い
っ
た
各
種
の
生
き
る
信
念
を
構
築
で
き
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
生
き
る
信
念
を
外
在
化
さ
せ
て
様
々
な
形

式
の
文
化
創
造
活
動
と
す
る
こ
と
で
、
有
限
の
生
命
を
し
て
無
限
の
価
値
と
意
義
と
を
顕
現
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
が

本
書
の
主
張
す
る
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
で
紹
介
し
た
学
者
が
構
築
・
描
写
し
た
死
の
哲
学
的
理
論
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
も
と
よ
り
死

の
哲
学
に
と
っ
て
唯
一
可
能
な
観
点
・
見
解
を
代
表
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
発
展
す
べ
き
各
種
の
可
能
性
を
な
お
も
残

し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
研
究
成
果
は
、
学
界
に
お
け
る
死
の
哲
学
の
理
想
的
な
分
野
の
タ
イ
プ
の
構
築
と
い
う
、
一
種
の

学
問
上
の
追
求
を
確
か
に
表
現
し
え
て
い
る
。

第
二
に
、
中
国
と
外
国
に
お
け
る
死
の
哲
学
に
か
ん
す
る
比
較
研
究
の
学
術
水
準
の
向
上
に
つ
い
て
、
で
あ
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
、
様
々
な
国
家
・
地
区
・
民
族
の
思
想
文
化
観
念
に
大
き
な
衝
撃
を
も
た
ら
し
、
そ
の
持
続
的
拡
張
に
よ
り
、

人
々
は
各
種
の
文
明
モ
デ
ル
の
優
劣
を
深
く
再
認
識
す
る
に
い
た
っ
た
。
そ
の
間
、
ヴ
ィ
ー
コ
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
・
ト
イ
ン
ビ
ー
・

コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
・
シ
ュ
ベ
ン
グ
ラ
ー
ら
を
代
表
と
す
る
文
化
平
行
比
較
モ
デ
ル
、
お
よ
び
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
を
代
表
と
す
る
文
化

衝
突
比
較
モ
デ
ル
な
ど
が
現
れ
た
。
歴
史
と
現
実
か
ら
見
れ
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
引
き
お
こ
し
た
文
明
比
較
ブ
ー
ム
は
す
で
に

世
界
各
国
が
真
剣
に
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
生
死
哲
学
と
比
較
し
て
い
う
と
、
近
年
来
、
中
国
で

は
一
部
の
国
内
外
の
生
死
哲
学
比
較
研
究
の
論
著
が
出
版
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
国
内
の
著
名
な
学
者
、
湯
一
介
と
フ
ラ
ン
ス
の

科
学
者
、
シ
ャ
ビ
エ
ー
ル
・
レ
・
ピ
シ
ョ
ン
と
の
共
著
『
生
死
』
と
い
う
本
は
、
中
国
国
学
の
大
家
と
フ
ラ
ン
ス
の
敬
虔
な
キ
リ

ス
ト
教
信
者
で
あ
る
科
学
者
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
個
人
的
な
生
死
の
体
験
を
描
写
し
て
い
て
、
東
の
文
明
を
代
表
す
る
儒
家
と
西

の
文
明
を
代
表
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
生
死
観
に
つ
い
て
、
躍
動
的
か
つ
直
観
的
に
叙
述
し
て
い
る
。
読
ん
で
み
る
と
、
味
わ
い
深

い
作
品
で
あ
る
。
張
祥
竜
の
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
思
想
と
中
国
の
天
道
』﹇
海
徳
格
爾
思
想
与
中
国
的
天
道
﹈
と
那
薇
の
『
道
家
と
ハ
イ
デ
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ガ
ー
の
相
互
解
釈
』﹇
道
家
与
海
徳
格
爾
相
互
詮
釈
﹈
は
、
多
く
の
章
節
を
用
い
て
、
中
国
伝
統
の
道
家
に
お
け
る
生
死
観
と
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
死
の
思
想
と
に
つ
い
て
、
比
較
研
究
し
て
い
る
。
劉
小
楓
の
『
救
済
と
逍
遥
』﹇
拯
救
与
逍
遥
﹈
は
、
多
く
の
レ
ベ
ル
か

ら
、
儒
・
道
・
仏
の
生
死
観
、
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
の
生
死
観
に
つ
い
て
、
深
い
解
釈
を
し
て
い
る
。
そ
の
論
述
は
詳
細
、
文
章

は
優
美
で
、
手
放
せ
な
い
一
冊
で
あ
る
。
高
旭
東
の
『
生
命
の
樹
と
知
識
の
樹
』﹇
生
命
之
樹
与
知
識
之
樹
﹈
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い

る
中
国
と
西
洋
の
生
死
観
の
比
較
研
究
も
、
か
な
り
特
色
が
あ
る
。

こ
の
三
十
年
来
の
中
国
学
界
に
お
け
る
生
死
哲
学
の
比
較
研
究
の
特
徴
を
ふ
り
か
え
る
と
、
ひ
と
つ
め
に
は
国
内
外
に
お
け
る

比
較
文
化
研
究
の
ブ
ー
ム
の
な
か
で
、
生
死
哲
学
比
較
研
究
の
著
作
は
、
と
て
も
少
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
筆
者
が
上
に

挙
げ
た
論
著
以
外
の
、
専
門
的
な
著
作
を
探
し
出
す
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
。
そ
し
て
二
つ
め
に
は
、
こ
の
少
な
い
比
較
研
究
の

成
果
の
な
か
で
、
マ
ク
ロ
の
レ
ベ
ル
か
ら
中
国
の
伝
統
的
な
儒
・
仏
・
道
と
西
洋
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
哲
学
、
お
よ
び
キ

リ
ス
ト
教
哲
学
、
そ
し
て
近
現
代
の
哲
学
を
比
較
し
た
論
著
が
占
め
る
比
重
が
や
や
大
き
く
、
反
対
に
、
ミ
ク
ロ
の
レ
ベ
ル
か
ら

深
層
的
な
研
究
を
行
っ
た
論
著
は
や
や
少
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
が
思
う
と
こ
ろ
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
波
が
絶

え
ず
高
ま
る
今
日
、
中
国
・
外
国
に
お
け
る
生
死
哲
学
の
比
較
研
究
は
、
事
の
趨
勢
か
ら
し
て
当
然
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
の
際
に
、
わ
が
国
の
生
死
哲
学
比
較
研
究
を
深
化
さ
せ
る
に
は
、
マ
ク
ロ
の
レ
ベ
ル
の
比
較
研
究
を
持
続
的
に
進
め
る
だ
け
で

な
く
、
ミ
ク
ロ
の
レ
ベ
ル
か
ら
も
、
中
国
・
外
国
の
伝
統
的
な
古
典
的
著
作
に
つ
い
て
個
別
の
比
較
研
究
を
進
め
る
必
要
が
大
い

に
あ
る
。
こ
う
し
て
は
じ
め
て
、
東
西
洋
の
生
死
文
化
の
本
質
的
な
差
異
を
正
確
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
儒
家
と

キ
リ
ス
ト
教
の
生
死
観
の
比
較
研
究
を
例
と
す
る
と
、『
論
語
』・『
孟
子
』
と
『
聖
書
』
中
の
四
福
音
書
・
パ
ウ
ロ
書
簡
な
ど
の

経
典
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
ミ
ク
ロ
の
レ
ベ
ル
で
の
比
較
を
行
う
こ
と
で
、
儒
家
と
キ
リ
ス
ト
教
の
生
死
観
の
異
同
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
そ
し
て
、
両
者
の
生
死
観
が
そ
れ
ぞ
れ
も
つ
特
徴
に
た
い
し
て
、
総
合
的
な
判
断
が
下
せ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
す

る
こ
と
で
、
中
国
と
西
洋
の
生
死
文
化
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
を
と
り
、
自
ら
に
足
り
な
い
部
分
を
補
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
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る
。第

三
に
、
死
の
哲
学
研
究
の
根
本
的
目
標
を
明
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。

死
の
哲
学
は
哲
学
の
一
分
野
と
し
て
、
も
と
よ
り
多
く
の
深
層
的
な
哲
学
上
の
理
論
的
な
問
題
に
触
れ
て
い
る
が
、
根
本
的
に

は
そ
れ
よ
り
も
、
極
め
て
重
要
で
と
て
も
切
迫
し
た
生
活
上
の
実
践
的
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
死
の
哲
学
を
研
究
す

る
過
程
で
、
死
と
い
う
問
題
に
形
而
上
的
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
、
全
人
類
文
明
の
成
果
か
ら
こ
の
問
題
に
関
連
す
る
各
種
の

偉
大
な
智
慧
を
広
く
と
り
い
れ
る
以
上
に
、
死
の
哲
学
の
応
用
研
究
を
強
化
し
、
人
々
が
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
際
に
、
死
の
哲

学
が
発
揮
す
る
実
務
的
指
導
作
用
を
高
め
る
こ
と
が
、
よ
り
重
要
で
あ
る
。
死
の
哲
学
の
目
標
で
あ
る
社
会
改
善
を
実
現
す
る
に

は
、
人
々
が
死
の
哲
学
の
性
質
を
、
正
確
か
つ
明
晰
に
認
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
死
の
哲
学
は
、
お
そ
ら
く
永
遠
に
科
学

の
程
度
に
は
到
達
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
死
の
哲
学
は
、
科
学
的
な
意
味
で
の
事
実
判
断
に
お
け
る
真
偽
を
旨
と

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
道
徳
面
で
美
醜
を
見
抜
く
と
い
う
意
味
で
の
価
値
の
判
断
に
お
け
る
善
悪
・
美
醜
を
核
心
と
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
す
る
と
、
各
種
の
宗
教
の
伝
統
が
人
類
に
提
供
し
て
い
る
、
死
を
超
越
す
る
方
法
は
、
科

学
の
レ
ベ
ル
か
ら
見
る
と
、
雲
を
つ
か
む
よ
う
な
実
体
の
な
い
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
さ
ら
に
は
、
唯
物
主
義
者
が
考

え
る
と
こ
ろ
の
迷
信
の
要
素
で
満
ち
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
が
一
般
大
衆
の
病
痛
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
、

人
々
が
死
に
恐
怖
す
る
心
を
克
服
す
る
の
に
有
効
な
手
助
け
と
な
る
こ
と
が
で
き
て
、
し
か
も
社
会
の
調
和
・
安
定
と
長
期
的
な

平
和
に
有
益
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
道
徳
倫
理
的
な
意
味
で
善
良
な
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
し
、
美
醜
を
見
分
け
る
判
断

と
い
う
意
味
で
、
美
し
い
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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註
﹈

1 

近
年
来
、
大
陸
の
学
者
で
あ
る
鄭
暁
江
氏
は
、
台
湾
の
生
死
学
学
界
と
幅
広
い
交
流
を
行
っ
て
い
る
。
台
湾
学
界
の
生
死
学
の
研
究
状

況
に
関
し
て
は
、
鄭
暁
江
著
『
生
死
学
』（
台
湾
揚
智
文
化
事
業
股
份
有
限
公
司
，
二
〇
〇
六
年
十
二
月
版
第
二
十
七
頁
）
を
参
照
。

2 

『
論
語
・
為
政
』

（
翻
訳　

柳
幹
康
）


