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哀
歌
の
哲
学
的
理
解
に
向
け
て

田
　
島
　
　
卓

問
題
設
定

　

本
稿
の
主
た
る
目
的
は
、近
年
の
「
哀
歌
」
研
究
に
お
い
て
、文
芸
学
的
研
究
の
試
み
と
し
て
一
つ
の
傾
向
を
形
成
し
て
い
る
「
生

き
延
び
の
文
学
」
と
し
て
の
哀
歌
研
究
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
に
含
ま
れ
る
問
題
群
の
う
ち
、
未
決
性
と
復
讐
と
い
う
概
念
に
注
目

し
、
こ
れ
ら
の
概
念
が
与
え
る
示
唆
に
つ
い
て
展
開
を
試
み
る
こ
と
、
お
よ
び
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
「
生
き
延
び
」
概
念
そ
れ
自
体
へ
の
反
省
を
踏
ま
え
て
、「
生
き
延
び
の
文
学
」
と
し
て
の
哀
歌
を
再
考
す
る
た
め
の
条
件

を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。

哀
歌
の
未
決
性

　

近
年
の
哀
歌
研
究
の
動
向
に
お
い
て
は
、
文
学
批
評
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
解
釈
が
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ホ

ロ
コ
ー
ス
ト
に
代
表
さ
れ
る
二
〇
世
紀
か
ら
二
一
世
紀
に
か
け
て
の
種
々
の
苦
難
の
体
験
を
主
要
な
問
題
意
識
と
し
、
テ
ク
ス
ト
と
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の
対
話
に
臨
む
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

　

全
体
的
に
陰
鬱
な
色
彩
で
語
ら
れ
る
哀
歌
に
あ
っ
て
、
第
三
章
19
‐
24
、
25
‐
39
節
に
は
例
外
的
に
希
望
が
語
ら
れ
る
。
全
五
章

か
ら
成
る
哀
歌
の
中
心
に
置
か
れ
た
こ
の
箇
所
を
も
っ
て
、
神
に
あ
る
希
望
を
釈
義
の
肯
綮
と
し
、
一
世
代
前
の
注
解
者
た
ち
が
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
穏
健
に
神
へ
の
信
頼
や
信
仰
を
な
ん
と
か
読
み
取
ろ
う
と
し
て
き
た
と
す
れ
ば
、
近
年
の
研
究
に
お
い
て
は
、

む
し
ろ
そ
う
い
っ
た
神
学
に
挑
戦
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
哀
歌
を
読
む
も
の
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、
近
年
の
哀
歌
研
究
に
お
い
て
注

目
さ
れ
る
も
の
は
、
神
義
論
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
反
神
義
論
や
、
悪
の
問
題
、
神
の
暴
力
、
神
の
不
在
と
い
う
問
題
群
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
先
に
例
外
的
と
述
べ
た
第
三
章
19
‐
24
、
25
‐
39
節
に
見
ら
れ
る
希
望
の
表
白
な
ど
を
素
朴
に
読
む
限
り
、
か
な
り

率
直
な
信
仰
の
告
白
に
も
見
え
、
ま
た
第
一
章
、
第
三
章
、
第
四
章
の
そ
れ
ぞ
れ
の
末
尾
に
置
か
れ
た
復
讐
表
現
は
、
世
界
と
歴
史

の
主
な
る
神
に
よ
る
、
エ
ル
サ
レ
ム
を
破
壊
し
た
敵
に
対
す
る
報
復
へ
の
信
頼
を
歌
っ
た
も
の
と
読
む
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
は

ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
素
朴
な
信
仰
、
応
報
原
理
に
訴
え
る
よ
う
な
読
み
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
何
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
疑
問
に
対
す
る
回
答
の
一
例
と
し
て
、
T
・
リ
ナ
フ
ェ
ル
ト1

に
よ
る
哀
歌
五
章
22
節
、
す
な
わ
ち
哀
歌
全
体
の
末
尾
に
置

か
れ
た
節
の
読
み
に
つ
い
て
の
提
案
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
節
は
「
キ
ー
・
イ
ム
」
と
い
う
形
で
、「
理
由
」
や
「
強
調
」
な

ど
を
表
す
接
続
詞
「
キ
ー
」
と
「
条
件
」
を
提
示
す
る
接
続
詞
「
イ
ム
」
と
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
こ
と
ば
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
箇
所
の
解
釈
に
つ
い
て
、
翻
訳
者
た
ち
は
一
致
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
に
提
案
さ
れ
て
き
た
解
釈
と
し
て
は
、「
そ
れ

と
も
」「
し
か
し
」「
た
と
え
〜
と
し
て
も
」
な
ど
根
拠
に
乏
し
い
も
の
を
い
わ
ば
苦
肉
の
策
と
し
て
採
用
す
る
も
の
が
あ
る2

。
文

法
上
最
も
説
得
力
の
あ
り
そ
う
な
も
の
は
、「
キ
ー
・
イ
ム
」
を
「
も
し
〜
で
な
い
か
ぎ
り
」
と
し
て
21
節
と
関
連
づ
け
る
も
の
だ
。

し
か
し
、
こ
の
意
味
で
の
「
キ
ー
・
イ
ム
」
に
は
否
定
的
な
言
明
か
質
問
が
先
行
し
て
い
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
の
に
、
哀
歌
五
章

22
節
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
先
行
節
が
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
、
リ
ナ
フ
ェ
ル
ト
の
提
案
は
、「
キ
ー
・
イ
ム
」
を
素
直
に
「for if

…
」
と
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る3

。
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す
な
わ
ち
、
リ
ナ
フ
ェ
ル
ト
自
身
に
よ
る
哀
歌
五
章
22
節
の
英
訳
は
「For if truly you have rejected us, raging bitterly against 

us̶
」4

と
な
り
、
哀
歌
全
体
の
末
尾
は
「
帰
結
節
な
き
条
件
節
」
を
提
示
し
て
、
最
終
的
な
結
論
に
対
し
、
意
図
的
に
開
か
れ
た

状
態
の
ま
ま
で
終
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

リ
ナ
フ
ェ
ル
ト
の
提
案
は
、
哀
歌
全
体
の
構
成
意
図
を
考
え
る
と
き
、
整
合
性
の
取
れ
る
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、

中
心
部
に
置
か
れ
た
第
三
章
の
、
し
か
も
そ
の
中
ほ
ど
に
は
希
望
の
表
白
と
そ
の
黙
想
が
書
き
込
ま
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
第
三

章
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
・
ア
ク
ロ
ス
テ
ィ
ー
ク5

は
希
望
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
れ
を
溢
れ
出
て
、
悔
い
改
め
に
も
か
か
わ
ら
ず
神
が

赦
さ
な
か
っ
た
と
い
う
嘆
き
と
告
発
、
哀
願
と
復
讐
へ
と
流
れ
落
ち
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
・
ア
ク
ロ
ス
テ
ィ
ー
ク

の
形
式
が
導
く
こ
の
流
れ
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
神
に
お
け
る
希
望
や
神
の
摂
理
を
こ
と
ご
と
く
退
け
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
第

三
章
の
形
式
が
意
図
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
、
嘆
き
を
あ
る
神
学
的
秩
序
の
う
ち
に
落
ち
着
か
せ
る
こ
と
へ
の
拒
否
だ
と
い
う
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
同
様
に
、
哀
歌
全
体
の
末
尾
を
形
成
す
る
五
章
22
節
も
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
神
学
的
言
説
に
反

し
て
、
最
後
の
言
葉
を
語
る
こ
と
へ
の
抵
抗
を
示
し
て
い
る
と
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
哀
歌
の
持
つ
未
決
性
が
あ
る
。

　

こ
の
未
決
性
か
ら
与
え
ら
れ
る
示
唆
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
よ
う
。
第
一
に
、
哀
歌
の
語
る
苦
難
を
何
ら
か
の
形
で
決
着
さ
せ
よ

う
と
し
た
り
、
あ
る
い
は
何
か
別
の
要
素
へ
と
還
元
し
た
り
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
罪
の

報
い
と
し
て
苦
難
を
解
釈
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
苦
難
を
通
じ
て
の
人
間
的
成
長
・
社
会
的
発
展
を
認
め
る
よ
う
な
、
苦
難
に
教
育

的
機
能
を
付
与
し
た
り
す
る
道6

は
退
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
時
と
し
て
、
神
の
絶
対
性
の
表
現
が
人
間
に
よ

る
あ
ら
ゆ
る
自
己
中
心
化
を
砕
く
聖
性
と
し
て
あ
り
う
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
、
哀
歌
に
お
い
て
、

神
の
絶
対
性
を
持
ち
込
ん
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
哀
歌
の
嘆
き
の
中
核
を
逸
し
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
。

　

第
二
に
、
神
と
の
和
解
も
、
軽
々
し
く
述
べ
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
苦
難
を
報
い
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
と
同
様
、
苦
難
か

ら
の
救
い
の
到
来
に
希
望
を
置
く
こ
と
も
ま
た
困
難
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
た
し
か
に
哀
歌
の
章
句
に
希
望
の
か
け
ら
を
見
つ
け
る
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こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
最
終
的
な
希
望
で
は
あ
り
え
な
い
。
む
し
ろ
、
哀
歌
に
お
い
て
、
神
は
つ
ね
に
不

在
で
あ
る
。
希
望
の
か
け
ら
の
よ
う
な
表
現
が
垣
間
見
ら
れ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
が
最
終
的
な
強
調
点
で
は
あ
り
え
な
い
。

　

哀
歌
に
お
け
る
希
望
が
最
終
的
な
強
調
点
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
は
、
哀
歌
の
文
学
類
型
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
F
・
W
・
ダ
ブ
ス

＝
オ
ル
ソ
ッ
プ
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
通
り
、
哀
歌
は
、
元
来
、
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
流
布
し
て
い
た
都
市
滅
亡
歌
と
い

う
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
影
響
を
受
け
、
こ
れ
を
改
変
し
て
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る7

。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
都
市
滅
亡
歌
に
お
い
て
は
、「
神

（
々
）
の
帰
還
」
と
「
都
市
の
復
興
」
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
構
成
要
素
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
都
市
滅
亡
歌
に
お
い
て
中
心
的
な
役

割
を
果
た
し
て
い
た
こ
れ
ら
の
希
望
的
要
素
は
、
哀
歌
で
は
意
図
的
に
削
が
れ
て
い
る8

。
と
す
れ
ば
、
い
か
に
断
片
的
に
希
望
的

な
語
句
が
見
え
よ
う
と
も
、
そ
の
主
題
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
「
神
の
帰
還
」
と
「
都
市
の
復
興
」
の
希
望
の
不
在
こ
そ
が
目
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
希
望
の
不
在
を
儚
い
希
望
の
断
片
に
よ
っ
て
置
き
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
の
未
決
性
、
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
嘆
き
の
ゆ
え
に
、
哀
歌
は
軽
々
し
く
癒
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
傷
を
持
っ
て
い
る
。

そ
し
て
次
な
る
問
題
は
、
こ
の
傷
を
癒
す
こ
と
が
、
あ
る
い
は
癒
そ
う
と
す
る
こ
と
が
、
果
た
し
て
適
切
な
態
度
で
あ
る
の
か
ど
う

か
、
と
い
う
こ
と
だ
。

　

T
・
リ
ナ
フ
ェ
ル
ト
が
W
・
ブ
ル
ッ
ゲ
マ
ン
か
ら
受
け
た
学
恩
を
振
り
返
り
つ
つ
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
あ
ま
り
に
性
急
に
第
二

イ
ザ
ヤ
に
お
け
る
あ
の
答
え
〔
イ
ザ
ヤ
書
四
九
15
〕
に
移
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
。
哀
歌
の
著
者
（
た
ち
）
は
あ
れ
ら
の
最
後
の
問

い
を
答
え
の
な
い
ま
ま
に
し
て
お
く
と
決
め
た
こ
と
。
そ
し
て
我
々
は
読
者
と
し
て
、
あ
れ
ら
の
問
い
を
前
に
し
て
の
神
の
完
全
な

沈
黙
と
賛
美
へ
と
移
行
す
る
こ
と
を
こ
の
書
が
拒
む
こ
と
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
信
仰
の
危
機
に
敬
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
」9

に
、
我
々
も
留
意
し
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

も
し
、
安
易
に
回
答
を
与
え
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
哀
歌
が
語
ろ
う
と
し
て
い
る
事
柄
に
対
す
る
背
信
と
な
る
だ
ろ
う
。
む

し
ろ
、
我
々
は
、
答
え
な
き
そ
の
嘆
き
の
微
細
な
襞
に
と
ど
ま
り
続
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
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と
は
い
え
、
嘆
き
に
と
ど
ま
り
続
け
る
こ
と
は
、
我
々
に
と
っ
て
い
か
に
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も
哀

歌
の
嘆
き
に
接
近
す
る
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
我
々
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
嘆
き
を
理
解
す

る
こ
と
で
す
ら
な
い
は
ず
だ
。
も
し
も
、
未
曾
有
の
破
局
を
生
き
残
っ
た
記
憶
に
対
し
て
、
安
易
に
理
解
と
共
感
を
示
す
こ
と
が
あ

り
う
る
と
す
れ
ば
、
未
決
の
ま
ま
に
留
め
置
か
れ
た
、
癒
し
難
い
は
ず
の
開
か
れ
た
傷
跡
を
や
は
り
安
易
に
癒
そ
う
と
す
る
暴
挙
に

他
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
嘆
き
に
接
近
し
て
ゆ
く
た
め
の
道
が
探
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
左
近
豊
に
よ
る
分

析
を
参
照
し
よ
う
。

哀
歌
に
お
け
る
復
讐
の
願
望

　

左
近
豊
は
哀
歌
に
関
す
る
文
芸
学
的
分
析
を
行
っ
た
論
文
「
嘆
き
の
果
て
に
―
―
哀
歌
に
お
け
るim

precation

に
つ
い
て
」
に

お
い
て
、
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。

　

哀
歌
に
は
第
一
章
、
第
三
章
、
第
四
章
末
尾
に
復
讐
の
願
望
を
あ
り
あ
り
と
示
す
、im

precation

と
呼
ば
れ
る
箇
所
が
存
在

す
る
。
左
近
に
よ
る
説
明
を
引
用
す
る
な
ら
、「im

precation

は
、
嘆
き
の
詩
編
、
あ
る
い
は
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
都
市
滅
亡
哀
歌

に
も
散
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
旧
約
詩
編
で
は
、
単
に
感
情
的
に
報
復
を
願
う
だ
け
で
は
な
く
、
神
に
よ
る
秩
序
の
回
復
（
詩

五
八
11
‐
12
、
五
九
14
）、
敵
か
ら
の
解
放
（
詩
七
17
、
三
五
8 
、
26
）、
そ
し
て
神
の
正
義
の
実
現
（
詩
七
）
を
願
う
言
葉
と
し

て
理
解
さ
れ
て
き
た
」10

も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
、
詩
編
と
も
共
通
に
存
在
す
る
復
讐
表
現
の
形
式
が
、
し
か
し
、
左
近
に
よ
れ
ば
、
哀
歌
の
場
合
に
は
独
特
の
効
果

を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
詩
編
の
場
合
で
い
え
ば
、「
詩
一
〇
九
編
で
は
、
哀
歌
一
21
‐
22
の
場
合
と
異
な
っ
て
、
詩
人

が
苛
ま
れ
て
い
る
苦
難
を
、
自
ら
の
犯
し
た
罪
と
関
連
づ
け
る
こ
と
は
な
い
。
す
な
わ
ち
苦
難
に
あ
る
者
た
ち
は
義
人
で
あ
り
、
彼
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ら
の
過
ち
や
罪
責
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
詩
人
は
、
自
ら
を
貧
し
い
者
と
同
定
し
、
義
人
の
苦
難
を
強
調
す
る
」11

。
と
こ

ろ
が
、「
哀
歌
のim

precation

に
お
い
て
シ
オ
ン
は
、
自
分
の
犯
し
た
罪
責
に
言
及
し
、
詩
編
詩
人
の
よ
う
な
苦
し
み
に
あ
る
義
人

と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
表
明
さ
れ
な
い
。
哀
歌
詩
人
は
苦
し
み
に
あ
る
罪
人
で
あ
る
が
ゆ
え
に
単
純
明
快
に
敵
対
者
の

非
の
み
を
問
題
に
は
で
き
な
い
。
罪
を
犯
し
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
報
い
で
あ
る
苦
し
み
を
受
忍
し
つ
つ
、
シ
オ
ン
に
対
す
る
神
の
仕

打
ち
が
度
を
越
し
て
い
る
こ
と
を
訴
え
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
（
哀
歌
一
8
、
14
を
参
照
）。
そ
し
て
神
は
裁
き
手
で
あ
ら
れ
る

と
同
時
に
訴
え
る
者
と
な
ら
れ
、
さ
ら
に
は
敵
と
な
ら
れ
た
（
二
4
‐
5
）
と
こ
ろ
に
哀
歌
詩
人
の
深
い
苦
悩
と
哀
し
み
が
あ
る
」12

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
哀
歌
に
お
け
る
罪
責
と
報
い
の
応
報
関
係
は
い
さ
さ
か
歪
ん
だ
形
を
し
め
す
。
罪
責
に
対
す
る
報
い
と
し
て

の
苦
し
み
を
甘
受
し
つ
つ
も
、
し
か
し
、
苦
し
み
が
過
剰
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
る
こ
と
に
お
い
て
、「
哀
歌
テ
ク
ス
ト
は
、
罪
責
と

苦
難
を
因
果
関
係
に
置
く
こ
と
も
、
苦
難
の
い
か
な
る
正
当
化
も
、
理
由
づ
け
も
拒
む
」13

。

　

哀
歌
第
一
章
の
提
起
す
る
問
題
は
応
報
思
想
に
対
す
る
拒
絶
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
左
近
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
お
り
、
こ
の
苦

し
み
や
哀
し
み
は
す
ぐ
れ
て
伝
達
不
可
能
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
哀
歌
第
一
章
の
表
現
は
強
調
し
て
い
る14

。「
私
の
敵
」（
21

節
）
は
詩
人
の
苦
し
み
を
聞
い
て
喜
ぶ
が
、
そ
れ
は
単
に
敵
対
者
で
あ
る
詩
人
の
苦
難
を
見
て
溜
飲
を
下
げ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
神
が
そ
の
わ
ざ
わ
い
を
下
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
か
ら
の
苦
し
み
の
承
認
と
い
う
、
敵
た
ち
に
有
利
な
正
当
化
が

下
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
（
21
節
）。
敵
だ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
愛
人
た
ち
や
友
人
た
ち
も
シ
オ
ン
を
裏
切
っ
て
い
る
（
2
、19
節
）。

お
そ
ら
く
は
共
感
を
求
め
て
、
関
係
の
な
い
は
ず
の
道
ゆ
く
人
々
に15

さ
え
訴
え
か
け
る
が
（
12
節
）、
当
然
の
よ
う
に
応
答
は
な
い
。

苦
難
の
最
後
の
砦
で
あ
る
は
ず
の
神
に
「
見
よ
」（
9
、
11
、
20
節
）、「
直
視
せ
よ
」（
11
節
）
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
、
神
も
ま

た
こ
の
苦
し
み
を
理
解
し
て
い
な
い
か
の
ご
と
く
嘆
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
こ
の
苦
し
み
、
こ
の
哀
し
み
は
共
有

さ
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
伝
達
不
可
能
な
苦
し
み
の
経
験
を
、
か
ろ
う
じ
て
伝
え
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
が
、
左
近
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
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im
precation

と
い
う
復
讐
表
現
に
他
な
ら
な
い
。「
人
知
も
表
現
も
超
え
た
峻
厳
な
神
の
裁
き
に
よ
る
苦
し
み
と
痛
み
を
、
自
分
同

様
に
、
そ
れ
を
受
け
る
に
相
応
し
い
敵
も
ま
た
味
わ
う
こ
と
で
、
罪
責
と
苦
難
を
共
有
し
、
痛
み
の
共
感
を
得
る
」16

こ
と
を
復
讐

表
現
は
求
め
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

で
は
、
そ
の
よ
う
な
、
お
よ
そ
伝
達
不
可
能
な
痛
み
の
内
実
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
精
緻
化
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
左
近

が
手
掛
か
り
と
す
る
の
は
哀
歌
三
章
65
節
「
メ
グ
ナ
ー
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
旧
約
中
一
度
し
か
用
い
ら
れ
な
い
単
語
で
あ

り
、解
釈
が
難
し
い
。
解
釈
の
方
向
性
と
し
て
は
、第
一
に
「
恥
知
ら
ず
」
と
す
る
も
の
、第
二
に
「（
心
の
）
覆
い
」
と
す
る
も
の
、

第
三
に
保
護
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
閉
ざ
さ
れ
た
状
態
、
す
な
わ
ち
心
の
頑
な
さ
を
示
す
も
の
が
あ
る17

。

　

既
存
の
邦
訳
で
は
第
二
、
第
三
の
意
味
で
訳
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
こ
の
語
に
つ
い
て
、
左
近
は
積
極
的
に
文
芸
学
的
な
読
み
込
み

を
行
う
。
す
な
わ
ち
、
広
島・長
崎
や
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
生
き
延
び
た
人
々
の
「
心
」
の
状
態
か
ら
示
唆
さ
れ
る
よ
う
な
、「
恥

も
外
聞
も
か
な
ぐ
り
捨
て
て
生
き
延
び
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
罪
責
」18

、
あ
る
い
は
「
生
き
延
び
る
た
め
に
助
け
を
求
め

る
声
や
手
を
振
り
払
い
、
見
殺
し
に
し
、
露
に
さ
れ
た
『
剥
き
出
し
の
生
』
を
、
そ
し
て
内
な
る
獣
性
を
、
す
な
わ
ちsham

eless

に
生
き
延
び
た
こ
と
へ
の
「
恥
ず
か
し
さ
」
を
抱
え
て
崩
壊
後
生
き
延
び
て
い
る
こ
と
へ
の
深
い
嘆
き
」19

を
、
エ
ル
サ
レ
ム
崩
壊

後
に
こ
の
詩
を
語
る
「
男
」（
三
1
）
が
経
験
し
た
も
の
に
読
み
込
み
、「
メ
ギ
ッ
ナ
ー
・
レ
ー
ブ
」
をsham

elessness of heart

と

解
釈
す
る
提
案
を
彼
は
行
っ
て
い
る20

。

　

哀
歌
第
一
章
末
尾
、
第
三
章
末
尾
の
復
讐
表
現
に
加
え
て
、
第
四
章
末
尾
に
置
か
れ
た
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
兄
弟
関
係
に
あ
る
民

族
エ
ド
ム
へ
の
復
讐
表
現
も
同
様
に
、
伝
達
不
可
能
な
も
の
の
伝
達
を
願
う
も
の
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
近
し
い

は
ず
の
人
々
も
ま
た
シ
オ
ン
の
苦
し
み
を
理
解
せ
ず
、
エ
ド
ム
が
シ
オ
ン
の
苦
し
み
を
理
解
す
る
の
は
た
だ
、「
あ
な
た
に
も
ま
た
」

（
四
21
）
回
っ
て
く
る
は
ず
の
苦
難
の
杯
を
味
わ
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
の
と
き
、
か
ろ
う
じ
て
「
シ
オ
ン
は
も
は
や
独
り

恥
じ
る
も
の
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
」21

。
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以
上
の
よ
う
に
見
て
き
た
左
近
に
よ
る
研
究
か
ら
学
ぶ
べ
き
視
点
と
し
て
、
第
一
に
、
一
見
、
応
報
思
想
に
基
づ
く
も
の
と
見
ら

れ
る
哀
歌
の
復
讐
表
現
は
、
し
か
し
、
苦
難
の
過
剰
さ
を
訴
え
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
ま
さ
に
そ
の
嘆
き
と
い
う
表
出
形
態
に

お
い
て
、
応
報
思
想
の
内
部
か
ら
応
報
思
想
自
体
を
転
倒
さ
せ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
持
っ
て
い
る
。

　

第
二
に
、
応
報
思
想
的
な
表
現
、
と
り
わ
け
エ
ド
ム
へ
の
審
判
の
宣
告
に
付
し
て
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
シ
オ
ン
の
苦
し
み
の
完
結

（
四
22
）
を
、
救
済
の
託
宣
の
よ
う
に
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
文
脈
上
の
唐
突
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
復
讐
表
現
の
求
め
る
も

の
が
伝
達
不
可
能
な
苦
難
の
伝
達
と
い
う
あ
た
り
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
復
讐
表
現
は
神
学
的
秩
序
の
維
持
や
こ
の
秩
序
へ
の

信
頼
な
ど
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
第
一
の
点
と
し
て
確
認
し
た
よ
う
に
応
報
思
想
内
部
か
ら
の
転
倒
が
考
え
ら
れ
る
限

り
、
こ
の
復
讐
表
現
に
救
済
へ
の
希
望
を
読
み
取
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、
神
学
的
秩
序
を
取
り
繕
う
解
釈
を
選
択
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。
も
し
そ
こ
に
救
済
ら
し
き
も
の
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
裏
切
っ
た
愛
人
た
ち
、
友
人
た
ち
、
敵
や
傍

観
者
た
ち
（
あ
る
い
は
神
も22

）
が
同
じ
苦
し
み
を
得
て
、
共
苦
の
共
同
性
が
開
か
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
い
う
、
儚
く
、
し
か

も
不
道
徳
な
期
待
と
い
う
か
た
ち
の
救
済
が
か
ろ
う
じ
て
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

第
三
に
注
目
す
る
べ
き
は
、
哀
歌
に
お
け
る
復
讐
表
現
は
、
復
讐
へ
の
思
い
で
は
な
く
、
む
し
ろ
伝
達
不
可
能
な
事
柄
を
伝
達
す

る
こ
と
へ
の
願
望
で
あ
り
、
そ
の
底
に
は
む
し
ろ
哀
し
み
が
流
れ
て
い
る
と
い
う
左
近
の
指
摘
で
あ
る
。
現
代
の
崩
壊
を
生
き
延
び

た
者
た
ち
の
「
証
言
」
テ
ク
ス
ト
と
共
鳴
し
つ
つ
、「
生
き
延
び
た
者
た
ち
は
未
曾
有
の
共
同
体
崩
壊
を
経
て
罪
責
、
恥
、
そ
し
て

孤
高
を
抱
え
て
お
り
、
言
葉
を
超
え
た
極
限
体
験
を
味
わ
っ
た
哀
し
み
が
他
者
に
伝
わ
る
こ
と
の
困
難
を
味
わ
っ
て
き
た
。
そ
の
哀

し
み
が
沈
黙
を
破
っ
て
溢
れ
出
す
か
の
よ
う
に
『
原
爆
が
も
う
一
度
お
ち
れ
ば
い
い
』『
も
う
一
度
津
波
が
来
て
、
み
ん
な
が
俺
た

ち
と
同
じ
目
に
遭
っ
て
ほ
し
い
』
と
い
うim

precation

と
な
っ
て
表
出
す
る
。
そ
れ
は
恨
み
や
報
復
を
願
う
言
葉
で
は
な
く
、
む

し
ろ
不
当
な
苦
し
み
へ
の
共
感
を
求
め
る
叫
び
と
な
っ
て
崩
壊
を
生
き
延
び
た
幾
多
の
、
そ
し
て
代
々
に
わ
た
る
テ
ク
ス
ト
の
間
に

響
き
あ
う
の
で
あ
る
」23

。

92



犠
牲
者
意
識
の
連
帯

　

未
曾
有
の
犯
罪
・
災
害
の
あ
と
で
、
犠
牲
者
た
ち
の
苦
し
み
を
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
困
難
さ
は
何
よ
り
も
、
犠

牲
者
た
ち
の
共
感
を
求
め
る
声
が
、
し
か
も
お
そ
ら
く
は
そ
れ
ら
の
う
ち
の
最
も
真
正
な
声
が
復
讐
や
報
復
の
嘆
き
で
あ
る
こ
と
に

端
的
に
現
れ
て
い
る
。
復
讐
や
報
復
の
願
い
は
、
そ
れ
自
体
、
不
可
避
的
に
暴
力
を
内
在
さ
せ
て
し
ま
う
し
、
新
た
な
犠
牲
者
と
新

た
な
排
斥
を
産
み
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
非
倫
理
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
が
、
こ
の
復
讐
や
報
復
と
い
う
表
現
形

式
で
し
か
苦
し
み
や
哀
し
み
と
い
う
伝
達
不
可
能
な
も
の
の
伝
達
が
な
さ
れ
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
不
可
避
的
に
次
の
よ

う
な
逆
説
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
者
を
傷
つ
け
よ
う
と
す
る
暴
力
に
お
い
て
し
か
、
苦
し
み
へ
の
共
感
の
途
が
開
か
れ
て
こ

な
い
と
い
う
逆
説
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
犠
牲
者
た
ち
に
慰
め
を
与
え
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と
い
う
絶
望
的
な
認
識
に
逢
着
す
る
ほ
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

必
ず
し
も
そ
う
で
な
く
、
か
え
っ
て
別
の
仕
方
の
開
け
を
可
能
に
す
る
と
本
稿
は
主
張
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
現
代
に
お
け
る
犠

牲
者
の
記
憶
の
問
題
に
つ
い
て
瞥
見
し
て
お
き
た
い
。

　

哀
歌
や
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
や
テ
ロ
リ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
三
・
一
一
と
い
っ
た
、
本
来
容
易
に
共
有
さ
れ
な
い
は
ず

の
犠
牲
者
の
記
憶
は
、
し
か
し
、
現
実
に
は
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
安
易
に
結
び
つ
き
あ
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
態
を
イ
ム・

ジ
ヒ
ョ
ン
（
林
志
弦
）24

は
い
く
つ
か
報
告
し
て
い
る
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
も
た
ら
し
た
予
想
外
の
帰

結
と
し
て
、「
歴
史
の
展
開
過
程
の
な
か
で
は
互
い
に
無
関
係
に
か
け
離
れ
て
い
た
記
憶
が
、（
…
）
特
定
の
国
家
や
集
団
の
境
界
の

内
側
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
破
片
化
し
た
記
憶
が
、
移
住
し
た
異
郷
の
地
で
め
ぐ
り
合
い
、
競
合
し
た
り
、
励
ま
し
合
い
和
解
し
共
存

し
た
り
し
な
が
ら
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
記
憶
空
間
で
結
び
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」25

。
こ
の
現
象
を
イ
ム
は
「
内

面
的
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ンinternal globalization

」
と
呼
ぶ
が
、こ
れ
は
さ
ら
に
対
照
的
な
二
つ
の
結
果
を
招
く
。
一
つ
に
は
、
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あ
る
一
つ
の
国
家
の
内
側
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
記
憶
を
「
脱
領
土
化
」
す
る
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
苦
し
み
の
記
憶
は
あ
る
固
有

の
共
同
体
に
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、世
界
に
開
か
れ
た
も
の
に
な
る
。も
う
一
つ
に
は
、異
な
る
共
同
体
の
記
憶
が
出
会
う
と
、

そ
の
共
同
体
を
超
え
る
連
帯
意
識
が
働
き
、「
再
領
土
化
」
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
他
者
の
犠
牲
者
意

識
（V

ictim
hood

）
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
高
揚
し
た
自
己
の
犠
牲
者
意
識
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
再
領
土
化
」
を
促

す
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
際
社
会
の
世
論
形
成
に
お
い
て
、
無
辜
の
被
害
者
に
対
し
て
世
論
は
よ
り
同
情
的
に
な
る
と
い
う
傾

向
を
逆
手
に
取
り
、「
民
族
言
説
の
中
心
が
英
雄
主
義
か
ら
犠
牲
者
意
識
へ
と
移
っ
た
脱
英
雄
時
代
に
、
自
民
族
の
道
徳
的
真
正
性

を
泣
い
て
訴
え
、
国
際
社
会
に
認
め
て
も
ら
お
う
と
す
る
努
力
の
産
物
」26

と
し
て
「
だ
れ
が
よ
り
多
く
苦
痛
を
受
け
た
か
と
い
う

い
や
ら
し
い
競
争
」27

が
行
わ
れ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
犠
牲
者
と
い
う
立
場
を
利
用
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
「
事
実

か
否
か
を
問
わ
ず
『
犠
牲
者
』
と
い
う
崇
高
な
歴
史
的
地
位
を
歴
史
的
行
為
者
た
ち
に
付
与
し
、
そ
の
記
憶
を
通
じ
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
を
正
当
化
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
」28

が
「
犠
牲
者
意
識
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（victim

hood nationalism

）」
と
呼
ば
れ
る
。

　

イ
ム
に
よ
れ
ば
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
第
二
次
大
戦
後
、
犠
牲
者
意
識
を
必
要
と
し
た
の
は
戦
勝
国
で
は
な
く
、
む
し
ろ
枢
軸
国

の
国
民
で
あ
っ
た
と
い
う
。
勝
者
の
記
憶
文
化
に
お
い
て
は
、
戦
争
の
英
雄
を
讃
え
る
と
い
う
、
い
わ
ば
英
雄
主
義
的
な
傾
向
が
強

く
、
こ
の
英
雄
主
義
は
「
戦
後
ユ
ダ
ヤ
人
の
公
的
な
記
憶
を
支
配
す
る
コ
ー
ド
で
も
あ
っ
た
」29

が
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
こ
の
英
雄

主
義
の
ゆ
え
に
犠
牲
者
た
ち
の
記
憶
は
抑
圧
さ
れ
、
周
辺
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
と
は
対
照
的
に
「
戦
後
の
最
初
の
十
数
年
間
、
み
ず
か
ら
を
犠
牲
者
と
み
な
す
語
り
は
、
枢
軸
国
の
平
凡
な
人
び
と
の
戦
争

と
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
そ
の
他
の
残
虐
行
為
に
対
す
る
責
任
を
無
化
し
、
か
れ
ら
の
過
去
の
お
こ
な
い
に
免
罪
符
を
与
え
る
機
能
を
果
た

し
た
」30

の
で
あ
る
。
免
罪
符
と
し
て
の
犠
牲
者
意
識
に
休
心
し
よ
う
と
す
る
人
々
に
と
っ
て
、
そ
の
加
害
者
性
、
共
犯
性
を
暴
こ

う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
試
み
が
不
当
な
も
の
に
映
り
、
こ
れ
を
徹
底
的
に
排
除
し
よ
う
と
す
る
力
学
が
働
く
こ
と
は
、
極
め
て
見
て
取

り
や
す
い
道
理
で
あ
る
だ
ろ
う
。
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こ
こ
に
、
犠
牲
者
た
ち
の
苦
し
み
に
対
す
る
安
易
な
共
感
が
避
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
存
在
す
る
。
自
己
正
当
化
を

底
意
に
持
っ
た
犠
牲
者
意
識
は
、
犠
牲
者
の
苦
し
み
に
安
易
に
共
感
し
た
態
度
を
示
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
我
々
は
哀
歌
の
復
讐
表
現
に
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
被
害
者
た
ち
に
よ
る
、
復
讐
へ
の
思
い
に
肉
薄

す
る
嘆
き
が
、
我
々
に
共
感
す
る
こ
と
を
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
共
苦
を
求
め
て
い
る
と
し
て
も
、
し
か
し
我
々
に
は
、
短
絡
的
に
共

感
し
、
と
も
に
苦
し
む
こ
と
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る31

。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
は
哀
歌
詩
人
に
と
っ
て
、
端
的
に
傍
観
者
で
あ
り
共
犯
者

で
あ
る
か
ら
だ
。
彼
ら
の
苦
し
み
も
嘆
き
も
我
々
に
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
も
し
、
我
々
が
彼
ら
と
の
共
苦
の
コ
ン
ム
ニ
オ
に
参
与

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
参
与
の
仕
方
は
復
讐
の
思
い
を
哀
し
み
と
い
う
感
情
や
共

感
の
求
め
と
い
っ
た
か
た
ち
に
和
ら
げ
る
こ
と
な
く
、
我
々
に
こ
そ
向
け
ら
れ
た
復
讐
の
思
い
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
で
し
か
な

い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
の
受
け
た
傷
を
我
々
が
受
け
る
こ
と
、
同
じ
被
害
に
遭
い
、
か
つ
、
彼
ら
と
同
じ
よ
う
に
、
死
ん
で

い
く
他
者
た
ち
を
押
し
の
け
て
自
ら
の
た
め
に
命
を
奪
い
取
る
と
い
う
生
き
延
び
の
暴
力
と
罪
責
を
経
由
す
る
こ
と
で
し
か
あ
り
え

な
い
は
ず
だ
。

　

暗
く
自
閉
し
た
復
讐
の
思
い
を
通
し
て
し
か
共
苦
の
コ
ン
ム
ニ
オ
は
開
か
れ
て
こ
な
い
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
は
、
自
己
正
当
化
の

た
め
の
犠
牲
者
意
識
と
い
う
欺
瞞
を
砕
き
う
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
逆
説
的
な
開
け
を
可
能
に
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　

さ
て
、
と
は
い
え
、
犠
牲
者
が
共
感
を
求
め
る
声
が
復
讐
の
思
い
を
通
し
て
の
み
聞
か
れ
る
、
と
い
う
の
は
や
は
り
行
き
過
ぎ
で

は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
素
朴
で
ナ
イ
ー
ヴ
な
同
情
と
共
感
の
呼
び
声
を
考
え
て
も
良
い
は
ず
で
な
い
か
、
と
い
う
異
論
は
当

然
考
え
う
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
善
意
の
犠
牲
者
の
声
を
信
じ
る
こ
と
は
で
き
る
。
だ
が
、
し
か
し
、
我
々
は
あ
ま
り
に
性

急
に
犠
牲
者
を
無
条
件
的
に
善
な
る
も
の
と
し
て
同
定
し
て
き
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か32

。
そ
の
こ
と
自
体
は
限
り
な

い
共
感
と
同
情
へ
の
思
い
ゆ
え
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
し
か
し
、
そ
の
同
定
は
、
結
果
的
に
、
犠
牲
者
た
ち
の
率
直
な
復
讐
の
思
い

と
そ
の
表
白
を
抑
圧
し
て
き
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
、「
犠
牲
者
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
、
本
質
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的
に
意
味
を
持
た
な
い
は
ず
の
苦
し
み33

を
被
っ
た
「
被
害
者
」
を
英
雄
的
に
祭
り
上
げ
、
何
ら
か
の
目
的
・
秩
序
の
も
と
に
配
置

し
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
犠
牲
と
な
っ
た
死
者
た
ち
こ
そ
が
、
我
々
、
あ
る
い
は
我
々
の
社
会
が
招
い
た
犯

罪
と
災
害
の
ゆ
え
に
苦
し
み
を
被
っ
た
も
の
た
ち
で
あ
る
以
上
、
我
々
の
社
会
に
仇
な
す
悪
霊
と
な
る
こ
と
が
彼
ら
の
本
懐
で
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
の
に
、
彼
ら
を
「
犠
牲
者
」
と
呼
び
習
わ
す
無
意
識
的
な
鎮
魂
に
よ
っ
て
、
生
者
の
世
界
の
中
で
は
善
な
る
死
者

と
し
て
し
か
記
憶
さ
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
犠
牲
者
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、「
死
者
」
と
「
生
き
延
び
た
者
」
が
混
同
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
死
者
た
ち
の

言
葉
が
ほ
と
ん
ど
接
近
不
可
能
な
も
の
と
な
る
以
上
、
こ
こ
で
は
と
も
か
く
生
き
延
び
た
者
た
ち
の
言
葉
を
手
掛
か
り
と
し
て
考
察

を
進
め
る
ほ
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
哀
歌
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
て
も
、
結
局
は
「
生
き
延
び
た
者
」
が
書
き
残
し
た
テ
ク
ス

ト
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
「
生
き
延
び
」
の
結
果
、
現
在
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。

生
き
延
び
の
文
学
と
し
て
の
哀
歌
の
展
開
可
能
性

　

リ
ナ
フ
ェ
ル
ト
や
左
近
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
哀
歌
は
「
生
き
延
び
の
文
学
」
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
。
と
は
い
え
、
旧
約
に

お
け
る
生
き
延
び
の
文
学
は
哀
歌
だ
け
に
は
限
ら
な
い
だ
ろ
う
。
同
様
の
主
題
を
取
り
扱
う
、嘆
き
の
詩
篇
、エ
レ
ミ
ヤ
の
告
白
録
、

あ
る
い
は
ヨ
ブ
記
で
さ
え
も
、
生
き
延
び
の
文
学
と
し
て
解
釈
さ
れ
直
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
生
き
延
び
の
文
学
」
は
短
絡
的
に
肯
定
さ
れ
る
よ
う
な
、
無
垢
な
も
の
で
は
あ

り
え
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
も
ち
ろ
ん
、哀
歌
に
お
け
るim

precation
は
、報
復
へ
の
思
い
で
は
な
い
と
分
析
し
た
左
近
は
正
し
い
。

な
ぜ
な
ら
、
哀
歌
詩
人
は
絶
対
者
た
る
神
の
報
復
を
信
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
だ
。
彼
ら
の
報
復
の
思
い
は
応
報
信
仰
で
は

な
く
、
む
し
ろ
伝
達
不
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
の
伝
達
へ
の
希
望
（
あ
る
い
は
む
し
ろ
欲
望
）
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
左
近
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に
反
論
し
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
報
復
へ
の
思
い
を
表
白
す
る
者
た
ち
自
身
が
、
癒
し
が
た
い
傷
を
負
っ
た
存
在
で
あ
る
と

い
う
点
に
お
い
て
も
、
左
近
の
洞
察
に
同
意
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
復
讐
を
願
う
者
た
ち
の
復
讐
の
思
い
が
深
い
哀
し
み
で

あ
る
と
い
う
表
現
に
お
い
て
、
見
逃
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
、
あ
る
い
は
緩
和
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
が
あ
る
。
復
讐
を
願
う
者
た
ち
の

復
讐
の
思
い
を
哀
し
み
に
還
元
し
て
し
ま
う
な
ら
、
実
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
傷
を
受
け
な
か
っ
た
者
た
ち
、
す
な
わ
ち
共
犯
者
、

傍
観
者
た
ち
の
充
実
し
た
生
の
世
界
に
資
す
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
、
彼
ら
の
充
実
し
た
生
の
世
界
に
受
け
容
れ
ら
れ
や
す
く
す
る

た
め
に
、
生
き
延
び
た
者
た
ち
の
一
面
を
切
り
捨
て
る
暴
力
を
犯
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
生
き
延
び
た
者
た
ち
の
全
体
性
と
未
決

性
を
容
易
に
解
消
し
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
試
み
に
注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
の
う
え
で
、
一
方
で
は
深
い
哀
し
み
を
内
に
秘
め
、
そ
れ
に
対
す
る
共
感
を
求
め
つ
つ
も
、
他
方
で
は
復
讐
は
共
感
を
拒
み
、

自
閉
し
、か
つ
暴
力
を
行
使
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
十
分
な
注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、「
生
き
延
び
」

は
本
質
的
に
暴
力
を
内
在
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
点
が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。「
生
き
延
び
」
の
概
念
を
用
い
、
と
り
わ
け
デ

リ
ダ
の
翻
訳
論
を
参
照
し
つ
つ
、
聖
書
学
へ
の
適
用
可
能
性
を
論
じ
た
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
的
な
試
み
に
お
い
て
も
、「
生
き
延
び
」

に
内
在
す
る
暴
力
性
と
罪
性
を
見
逃
し
て
し
ま
い
、「
生
き
延
び
」
を
楽
観
的
な
希
望
と
し
て
見
な
し
て
し
ま
っ
た
例
が
あ
る
。

「
生
き
延
び
」
へ
の
楽
観
的
態
度

　

文
芸
批
評
的
な
読
み
、
ま
た
は
ポ
ス
ト
構
造
主
義
的
な
読
解
に
お
け
る
「
生
き
延
び
」
に
つ
い
て
は
、
リ
ナ
フ
ェ
ル
ト
以
前
に
、

R
・
デ
ト
ワ
イ
ラ
ー34

に
よ
る
議
論
が
あ
る
。
デ
ト
ワ
イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、「
生
き
延
び(survival)

は
実
際
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
に

内
包
さ
れ
た
主
題
（subtext

）
な
の
で
は
な
く
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
超
テ
ク
ス
ト(supertext)

」35

な
の
で
あ
り
、
ま
す
ま
す
危

急
の
度
を
増
し
て
い
く
世
界
の
環
境
の
中
で
い
か
に
生
き
残
る
か
と
い
う
問
題
に
お
い
て
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
中
核
的
な
も
の
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と
し
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
デ
ト
ワ
イ
ラ
ー
が
「
生
き
延
び
」、
あ
る
い
は
「
生
き
残
り
」
を
「Survival. Sur-vival. Ü

berleben. 

O
verliving. To live above. To live again.

」36

と
言
い
換
え
て
い
く
と
き
、
彼
は
、
天
国
や
生
ま
れ
変
わ
り
と
い
っ
た
神
話
的
な

概
念
を
ポ
ス
ト
構
造
主
義
的
な
仕
方
で
翻
案
し
、
生
き
延
び
の
思
考
が
止
む
を
得
ず
表
現
さ
れ
、
抑
圧
さ
れ
た
文
脈
に
お
い
て
、
い

か
に
人
間
お
よ
び
地
球
環
境
の
生
き
残
り
を
考
え
る
か
と
い
う
問
題
を
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
ト
ワ
イ
ラ
ー
の
目
指
そ
う
と

す
る
と
こ
ろ
は
、「
テ
ク
ス
ト
の
生
き
残
り
に
つ
い
て
反
省
す
る
こ
と
で
生
き
残
り
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
」37

な
の
で
あ
り
、
西

欧
文
明
に
お
け
る
聖
な
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
や
新
約
聖
書
の
生
き
残
り
（survival

）、
生
き
延
び
（overliving

）

を
確
証
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
翻
訳
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
我
々
が
ど
う
に
か
生
き
残
る
こ
と
な
の
で
あ
る38

。

　

こ
う
し
て
デ
ト
ワ
イ
ラ
ー
の
戦
略
は
生
き
残
り
概
念
を
聖
書
テ
ク
ス
ト
の
翻
案
と
し
て
の
翻
訳
作
業
と
し
て
解
し
て
い
く
こ
と
で

あ
る
が
、
そ
こ
で
の
理
論
的
支
柱
は
デ
リ
ダ
的
な
散
種
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
絶
対
的
な
も
の
の
意
味
は
痕
跡
に
お
い
て
し
か
看
取

さ
れ
な
い
が
、
し
か
し
痕
跡
を
表
現
す
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
絶
え
ざ
る
追
加
＝
代
補
に
よ
る
散
種
に
よ
っ
て
繁
殖
し
て
い
く39

。

こ
の
繁
殖
と
し
て
の
翻
訳
・
翻
案
は
も
ち
ろ
ん
過
剰
な
も
の
だ
が
、
デ
ト
ワ
イ
ラ
ー
の
見
る
か
ぎ
り
、
生
き
残
り
と
は
こ
の
過
剰
さ

な
の
で
あ
る40

。

　

こ
う
見
て
ゆ
く
と
き
、
デ
ト
ワ
イ
ラ
ー
の
生
き
残
り
概
念
の
問
題
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
彼
自
身
が
自
覚
的
に
撰

択
し
て
い
る
よ
う
に41

、
発
掘(Freilegung)

や
釈
義
（A

uslegung

）
よ
り
も
、
堆
積(A

uflegung)

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て

読
み
込
み
を
行
う
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
し
か
し
、
ま
さ
に
テ
ク
ス
ト
の
発
掘
や
釈
義
と
い
う
内
在
的
契
機
を
軽
視
し
て
し
ま
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
の
内
包
し
て
い
る
世
界
を
拡
張
す
る42

と
い
う
彼
の
意
図
に
反
し
て
、
単
な
る
牽
強
付
会
に
堕
し
て
し

ま
う
。
そ
し
て
、
第
二
に
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
デ
ト
ワ
イ
ラ
ー
の
視
野
に
は
、「
生
き
残
り
」「
生
き
延
び
」
概
念
そ
れ
自
体
の

吟
味
が
不
在
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
テ
ク
ス
ト
が
生
き
残
る
こ
と
を
考
察
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
考
察
が
、
彼
に
お
い
て
は
結
局
我
々

の
生
き
残
り
の
た
め
と
い
う
目
的
に
帰
着
し
て
し
ま
う
が
、
そ
の
よ
う
な
生
き
残
り
は
果
た
し
て
無
条
件
に
肯
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
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だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
そ
れ
こ
そ
が
批
判
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

デ
ト
ワ
イ
ラ
ー
の
考
え
る
生
き
残
り
概
念
に
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
生
命
の
充
実
し
か
な
い
。
そ
し
て
、
彼
に
お
い
て
、
生
命
の

充
実
は
不
死
性
と
ほ
と
ん
ど
等
価
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
た
し
か
に
生
き
残
り
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
場

面
で
は
、危
機
も
ま
た
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、デ
ト
ワ
イ
ラ
ー
の
こ
の
議
論
に
お
い
て
、危
機
は
外
在
的
な
次
元
に
留
ま
っ

て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
危
機
に
対
し
て
、
生
き
残
り
は
自
ら
の
純
粋
な
生
存
を
主
張
す
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
よ
う
な
生
き
残

り
は
あ
ら
ゆ
る
死
な
る
も
の
を
排
し
た
、
充
実
し
た
生
そ
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
充
実
し
た

生
こ
そ
は
、
デ
リ
ダ
に
お
い
て
絶
対
悪
（m

al absolu

）43

と
な
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。「
生
き
延
び
」
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、

生
の
充
実
と
は
ま
っ
た
く
別
の
仕
方
が
模
索
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
生
き
延
び
」
の
悪
性

　
「
生
き
延
び
」
の
暴
力
性
を
極
端
な
形
で
描
き
出
し
た
の
は
や
は
り
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
自
身
の
収
容
所
体
験
を
踏

ま
え
た
上
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
生
き
残
っ
た
者
た
ち
こ
そ
が
、
死
ん
で
い
っ
た
者
た
ち
を
押
し
の
け
て
生
き
延
び
た
罪
人

な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
存
在
は
み
ず
か
ら
の
限
界
と
無
以
外
に
悪
性
を
抱
え
て
は
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
存
在
の
積
極
性

そ
の
も
の
の
う
ち
に
何
か
し
ら
根
本
的
な
禍
悪
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」44

。
あ
る
い
は
端
的
に
「
存
在
と
は
、
存
在
す
る

と
い
う
禍
い
な
の
だ
」45

。

　

生
き
延
び
の
事
実
は
無
垢
な
る
祝
福
と
憐
憫
の
享
受
で
は
な
く
、む
し
ろ
生
き
延
び
た「
わ
た
し
」へ
の
責
め
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

タ
ル
ム
ー
ド
の
メ
シ
ア
的
テ
ク
ス
ト
を
解
釈
す
る
中
で
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
代
理
贖
罪
と
い
う
犠
牲
理
解
を
退
け
な
が
ら
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
は
次
の
よ
う
に
も
語
っ
て
い
た
。「『
わ
た
し
』
と
し
て
の
『
わ
た
し
』
は
、
お
の
れ
の
身
に
『
世
界
』
の
苦
し
み
を
引
き
受
け
つ
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つ
、
そ
の
役
目
に
、
お
の
れ
た
だ
ひ
と
り
を
指
名
し
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
自
己
を
名
指
す
こ
と
、
決
し
て
責
務
を
逃
れ
る
こ
と
が
な

い
よ
う
に
、
呼
び
か
け
の
声
が
響
く
よ
り
先
に
す
で
に
返
答
を
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
『
わ
た
し
』
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
」46

。

　

そ
し
て
ま
た
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
正
義
の
到
来
を
素
朴
に
待
ち
望
む
者
た
ち
を
非
難
し
つ
つ
、
こ
う
語
る
。「
メ
シ
ア
の
到
来
の
夢
、

あ
る
い
は
単
に
人
間
た
ち
が
気
楽
に
待
ち
望
ん
で
い
る
正
義
の
夢
で
さ
え
、
そ
こ
に
は
必
ず
苦
い
目
覚
が
待
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う

の
は
、
人
間
は
不
正
の
犠
牲
者
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
原
因
で
も
あ
る
か
ら
で
す
」47

。

　

も
は
や
古
典
的
な
議
論
に
な
っ
た
感
も
あ
る
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
し
か
し
「
生
き
延
び
」
て
し
ま
っ
た
者
た
ち
に
与
え
ら
れ
が
ち

な
生
温
い
共
感
と
同
情
を
払
い
の
け
、
生
き
残
っ
た
後
で
の
苦
悩
の
深
淵
を
指
し
示
す
力
を
ま
だ
持
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
の
後
で
は
、「
生
き
延
び
」
を
楽
観
的
な
希
望
と
し
て
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
は
別
の
仕
方
で
生
き
延
び
の
暴
力
性
を
指
摘
し
て
い
る
近
年
の
研
究
と
し
て
、
M・ヘ
グ
ル
ン
ド
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ヘ
グ
ル
ン
ド
自
身
の
問
題
設
定
は
、
脱
構
築
を
否
定
神
学
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
K
・
ハ
ー
ト
や
J
‐
L
・
マ
リ
オ
ン
、
あ
る
い
は

後
期
デ
リ
ダ
に
宗
教
的
・
倫
理
的
転
回
を
認
め
よ
う
と
す
る
カ
プ
ー
ト
や
デ
・
ヴ
リ
ー
ス
ら
に
対
す
る
反
論
だ
が
、
ヘ
グ
ル
ン
ド
に

よ
る
こ
の
反
論
の
軸
と
な
る
論
点
の
う
ち
の
一
つ
が
、
ま
さ
に
「
生
き
延
び
」
な
の
で
あ
る
。

　

デ
リ
ダ
を
否
定
神
学
的
に
読
解
す
る
と
、
神
は
超
越
的
な
審
級
と
し
て
保
存
さ
れ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
超
越
的
な

審
級
と
い
う
概
念
は
す
で
に
、
時
間
的
な
有
限
性
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
倫
理
的
な
悪
が
混
入
し
て
お
り
、
む
し
ろ

死
す
べ
き
有
限
性
こ
そ
が
超
越
性
に
先
行
し
て
い
る
と
い
う
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
無
神
論
」
こ
そ
が
、
デ
リ
ダ
の
一
貫
し
た
問
題
意
識

だ
っ
た
と
ヘ
グ
ル
ン
ド
は
主
張
す
る
。「
ラ
デ
ィ
カ
ル
無
神
論
の
論
理
を
展
開
す
る
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
不
死
へ
の
欲
望
が
生
き
延

び[survival]

へ
の
欲
望
を
偽
装
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
よ
う
。
こ
の
生
き
延
び
へ
の
欲
望
は
、
不
死
の
欲
望
に
先
立
ち
、
内
側

か
ら
そ
れ
に
反
抗
し
て
い
る
の
で
あ
る
」48

。

　
「
無
限
な
有
限
性

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
言
い
方
で
、
徹
頭
徹
尾
時
間
的
有
限
性
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
無
神
論
に
と
っ
て
、
否
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定
神
学
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
否
定
神
学
の
表
現
に
お
い
て
、
神
に
あ
ら
ゆ
る
述
定
を
与
え
る
こ
と

を
避
け
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
時
間
的
・
空
間
的
・
存
在
論
的
規
定
を
超
え
て
い
る
神
の
超
越
性
を
保
証
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
か
ら
だ
。

こ
の
よ
う
な
否
定
神
学
的
な
表
現
系
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
「
神
は
死
ん
で
い
る
」
と
い
う
表
現
に
お
い
て
も
、
こ
の
有
限
な
言

語
を
超
え
て
、
む
し
ろ
神
が
不
死
で
あ
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
無
神
論
に

お
い
て
は
文
字
ど
お
り
「
神
と
は
死
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0( G
od is death)

」
す
な
わ
ち
「
不
死
性
と
い
う
理
念
―
―
マ
リ
オ
ン
の
言
葉
を
借
り

れ
ば
『「
神
」
に
つ
い
て
我
々
が
形
作
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
理
念
』
―
―
が
絶
対
的
な
死
と
い
う
理
念
と
不
可
分
で
あ
る
と
い
う

こ
と
」
が
主
張
さ
れ
る49

。

　

つ
ま
り
、
ヘ
グ
ル
ン
ド
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
無
神
論
に
お
い
て
、
神
に
お
け
る
不
死
と
は
「
死
す
べ
き
生
の
時
間
を
否
定
」50

し
て
し

ま
う
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
、
時
間
性
そ
れ
自
体
を
否
定
し
て
し
ま
う
絶
対
的
な
現
在
性
に
等
し
い
も
の
と
な
る
。
そ
う
し
て
、
こ

の
絶
対
的
な
現
在
性
に
お
い
て
は
、
時
間
は
流
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
不
可
避
的
に
時
間
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
は
ず
の
現
実
の

生
、
我
々
の
有
限
な
生
を
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
完
全
な
不
死
性
は
完
全
な
死
と
等
価
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
の

で
あ
る51

。

　

こ
う
し
て
、『
ラ
デ
ィ
カ
ル
無
神
論
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
生
き
延
び
と
い
う
観
念
は
「
不
死
と
相
容
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
こ
の
観
念
が
示
し
て
い
る
の
は
、
本
質
的
に
有
限
で
あ
り
、
時
間
に
よ
っ
て
内
在
的
に
分
割
さ
れ
て
い
る
生
だ
か
ら
だ
」52

。

　

そ
の
よ
う
な
ヘ
グ
ル
ン
ド
に
お
い
て
、「
生
き
延
び
」
は
次
の
よ
う
に
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
生
き
延
び
の
肯
定
は
決
し
て
無
垢

な
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
生
き
延
び
の
運
動
の
結
果
と
し
て
つ
ね
に
、
生
き
延
び
な
い

0

0

も
の
は
抹
消
な
い
し
根
絶
さ
れ
て

し
ま
う
か
ら
だ
」53

。

　

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
、「
わ
た
し
」
と
い
う
在
り
方
で
生
き
延
び
て
い
る
者
の
有
責
性
を
指
摘
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ヘ
グ
ル
ン
ド
は

不
死
性
と
い
う
概
念
自
体
が
「
生
き
延
び
」
と
い
う
概
念
に
先
行
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
「
生
き
延
び
」
自
体
に
内
在
的
に
有
限
性
と
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暴
力
性
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
「
生
き
延
び
」
は
、
不
死
性
と
い
う
言
葉
で
指

し
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
充
実
し
た
生
の
在
り
方
に
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
。
純
粋
無
垢
な
生
存
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
死
す
べ
き
生

で
あ
る
か
ら
こ
そ
初
め
て
可
能
に
な
る
よ
う
な
「
生
き
延
び
」
は
、
必
然
的
に
、
自
ら
を
死
す
べ
き
者
で
あ
る
と
告
白
す
る
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
こ
の
告
白
に
お
い
て
、
彼
岸
的
な
不
死
性
が
退
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
す
べ
き
者
の
「
生
き
延
び
」
は
未
決

性
の
う
ち
に
留
め
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ヘ
グ
ル
ン
ド
を
経
由
す
る
こ
と
で
見
え
て
き
た
「
生
き
延
び
」
の
思
考
は
、
楽
観
的
で
望
ま
し
い
も
の
と
し
て
の

生
の
在
り
方
な
ど
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
次
の
よ
う
な
こ
と
だ
。
生
き
延
び
る
こ
と
に
お
い
て
、
我
々
は
密
か
に
死
す
べ
き
も
の
と

し
て
の
告
白
を
伏
在
さ
せ
て
お
り
、
生
き
延
び
る
か
ぎ
り
、
逆
説
的
に
、
生
き
延
び
な
い
も
の
を
抹
消
し
つ
つ
生
き
て
し
ま
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、完
全
に
充
実
し
た
不
死
性
と
い
う
概
念
さ
え
も
が
、生
き
延
び
と
い
う
有
限
性
を
通
し
て
し
か
接
近
で
き
な
い
以
上
、

我
々
は
未
決
の
こ
の
生
き
延
び
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

　

そ
し
て
、
有
限
性
の
自
覚
が
有
限
な
存
在
と
し
て
の
「
わ
た
し
」
に
お
い
て
感
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
つ
と

に
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
有
限
な
生
き
延
び
に
備
わ
っ
て
い
る
暴
力
性
や
有
責
性
を
「
わ
た
し
」
は
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
な
る
。
我
々
は
す
で
に
生
き
延
び
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
生
き
延
び
て
い
る
限
り
、
我
々
は
死
者
た
ち
を
押
し
の

け
、
死
者
た
ち
の
遺
言
を
曲
解
し
て
和
ら
げ
、
平
和
や
慰
め
、
共
感
へ
の
願
い
求
め
と
し
て
改
鋳
し
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な
暴
力

性
を
帯
び
て
し
か
、
生
き
残
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。

む
す
び
に
か
え
て
、
哀
歌
と
生
き
延
び
の
思
考

　

で
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
や
ヘ
グ
ル
ン
ド
か
ら
示
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
「
生
き
延
び
」
概
念
は
、
果
た
し
て
、
リ
ナ
フ
ェ
ル
ト
や
左
近
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が
提
示
す
る
「
生
き
延
び
の
文
学
」
と
し
て
の
哀
歌
に
適
用
可
能
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

第
一
に
、
哀
歌
５
章
22
節
の
「
帰
結
節
な
き
条
件
節
」
の
存
在
と
そ
の
帰
結
は
、
神
の
絶
対
性
や
、
苦
難
を
罪
の
報
い
と
し
て
解

釈
す
る
こ
と
を
退
け
る
。
哀
歌
の
末
尾
の
開
か
れ
た
条
件
節
に
お
い
て
、
救
い
は
到
来
し
な
い
。
ま
た
、
苦
難
を
罪
の
報
い
と
し
て

解
釈
す
る
よ
う
な
応
報
原
理
の
拒
絶
は
、
苦
難
の
事
実
を
和
ら
げ
ず
、
む
し
ろ
、
苦
難
の
「
被
り
」
と
し
て
の
事
実
を
ど
こ
ま
で
も

突
き
つ
け
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
「
嘆
き
」
の
在
り
方
は
、
否
定
神
学
が
密
か
に
内
包
し
て
い
る
神
へ
の
讃
美
と
は
異
な
っ
て
、
こ

の
世
に
お
け
る
生
の
現
実
に
定
位
さ
れ
て
お
り
、
未
決
性
の
ま
ま
に
留
め
置
か
れ
て
い
る
。

　

第
二
に
、哀
歌
の
「
生
き
延
び
」
が
示
す
も
の
も
、レ
ヴ
ィ
ナ
ス
や
ヘ
グ
ル
ン
ド
が
指
摘
し
て
い
た
種
類
の
暴
力
性
な
の
で
あ
る
。

哀
歌
詩
人
に
お
い
て
、
擬
人
化
さ
れ
た
シ
オ
ン
が
か
ろ
う
じ
て
生
き
延
び
た
の
は
、「
自
分
の
宝
を
食
物
に
換
え
」（
一
11
）
て
い
た

か
ら
だ
が
、
宝
と
い
う
言
葉
の
内
実
に
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
言
え
ば
、「
自
分
の
胎
の
実
を
、
養
い
育
て
た
幼
子
を
食
べ
」（
二
20
）

た
か
ら
で
あ
る
。
我
々
が
ま
さ
に
生
き
延
び
て
い
る
と
い
う
事
実
の
背
後
に
、
こ
の
残
虐
な
過
去
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
哀
歌
は
突

き
つ
け
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
う
し
た
問
題
意
識
を
持
っ
て
哀
歌
に
対
峙
す
る
か
ぎ
り
、「
生
き
延
び
」
の
概
念
は
お
そ
ら
く
テ
ク
ス
ト
の
豊
穣
な
読
解
―
―

か
と
い
っ
て
一
方
的
で
牽
強
付
会
な
読
解
と
は
別
の
仕
方
で
―
―
に
資
す
る
も
の
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　
「
生
き
延
び
」
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
未
決
性
が
明
る
み
に
出
さ
れ
て
い
る
以
上
、
哀
歌
の
読
解
の
た
め
に
、
神
学
的
次
元
へ
と
飛

躍
す
る
こ
と
は
、改
め
て
戒
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
で
、「
生
き
延
び
」
に
有
限
性
と
暴
力
性
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
以
上
、

と
も
す
れ
ば
無
垢
な
者
の
嘆
き
と
し
て
こ
の
嘆
き
を
受
け
取
る
こ
と
も
差
し
控
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
限
り
で
、
哀
歌

は
神
義
論
に
異
を
唱
え
て
い
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
も
に
、
人
義
論
に
も
異
を
唱
え
て
い
る
テ
ク
ス
ト
で
も
あ
る
こ
と
に
注
意
が
喚

起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
の
う
え
で
、
さ
ら
に
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
生
き
延
び
た
は
ず
の
声
に
お
い
て
さ
え
、
実
は
死
者
の
声
は
響
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い
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
ど
れ
ほ
ど
凄
惨
な
犯
罪
・
災
害
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
消
息
を
伝
え
る
の
は
、
そ
の
場

を
生
き
延
び
て
し
ま
っ
た
者
の
証
言
で
し
か
な
い
。
そ
の
場
を
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
者
た
ち
の
声
は
、
端
的
に
我
々

に
は
伝
え
ら
れ
な
い
。
最
も
幸
福
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
灰
の
よ
う
な
痕
跡
で
し
か
伝
え
ら
れ
な
い
。
生
き
延
び
て
我
々
に
伝
え
ら

れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
テ
ク
ス
ト
は
、
忘
却
の
穴
の
な
か
に
落
ち
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
も
ま
た
可
能
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、

生
き
延
び
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
哀
歌
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
の
裏
面
で
、
生
き
延
び
る
こ
と
す
ら
許
さ
れ
な
か
っ
た
者
た

ち
の
灰
が
残
さ
れ
て
い
る（
あ
る
い
は
残
さ
れ
て
す
ら
い
な
い
）と
い
う
怖
れ
と
と
も
に
読
ま
ざ
る
を
え
ず
、生
き
延
び
た
者
に
よ
っ

て
成
立
し
た
テ
ク
ス
ト
も
、
ま
た
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
生
き
延
び
そ
れ
自
体
も
ナ
イ
ー
ヴ
に
寿
ぐ
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
洞
察
へ

も
導
か
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　

あ
る
い
は
、
ヘ
グ
ル
ン
ド
が
見
逃
し
た
神
の
姿
に
お
い
て
、
死
者
た
ち
の
証
言
と
出
会
う
場
所
が
か
ろ
う
じ
て
残
さ
れ
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
。
波
多
野
精
一
は
『
時
と
永
遠
』
の
な
か
で
、
永
遠
性
の
偽
り
の
形
態
と
な
る
「
無
終
極
性
」（
348
、
349
）
や
、
そ
の

変
種
と
し
て
の
「
不
死
性
」（
364
、
370
）、「
無
時
間
性
」（
389
、
407
）54

に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
が
、
ヘ
グ
ル
ン
ド
が
対
手
と
し
て
想

定
し
拘
泥
し
て
い
た
不
死
性
は
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
波
多
野
が
「
無
時
間
性
」
と
し
て
規
定
し
て
い
た
も
の
に
と
ど
ま
り
、
こ

の
無
時
間
性
は
、
波
多
野
の
見
る
限
り
、
身
体
性
の
捨
象
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
、
抽
象
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
も
そ

も
「
受
苦
」
や
「
被
り
」
の
基
礎
的
条
件
の
一
つ
に
身
体
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
ヘ
ブ
ラ
イ
的
思
惟
に
お
い
て
身
体
性
は
軽

視
す
べ
か
ら
ざ
る
重
み
を
持
っ
て
お
り55

、
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
さ
え
、
な
お
も
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
が
中
心
的
な
教
理
で

あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
ヘ
グ
ル
ン
ド
と
は
別
様
の
時
間
理
解
に
基
づ
い
て
、
別
様
の
「
生
き
延
び
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ

と
は
可
能
で
あ
る
だ
ろ
う
。
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