
死と
い
う
悪
に
死
者
は
抗
議
で
き
る
の
か

　
　ー
神
義
論
の
宗
教
哲
学
へ
の
基
礎
的
考
察
1

佐　
藤
　
啓
　
介

一　
問
題
の
背
景

　
二
十
世紀
、
そ
し
て
二
十
一
世
紀
に
起
こ
っ
た
数
々
の
災
厄
や
災
害
、
そ
し
て
人
為
的
惨
事
に
真
摯
に
向
き
合
お
う
と
す
る
な
ら
ば
、

一
神
教
的な
宗
教
思
想
の
分
野
に
お
い
て
は
、
悪
（
す
な
わ
ち
、
非
人
為
的
な
自
然
悪
と
、
人
為
的
な
道
徳
悪
）
の
存
在
に
対
し
て
、
世

界を
創
造
し
た
神
の
善
性
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
「
神
義
論
」
（
昏
Φ
o
亀
o
団
）
は
、
そ
の
力
を
す
っ
か
り
失
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

　
思
想
史
家S
・
ニ
ー
マ
ン
は
、
リ
ス
ボ
ン
地
震
以
降
の
近
代
哲
学
の
発
展
の
背
後
に
、
「
悪
」
と
い
う
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
が
存
在
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
さ

た
と
指
摘
し
た
が
、
二
つ
の
世
界
大
戦
を
は
じ
め
、
二
十
世
紀
の
数
々
の
出
来
事
は
、
そ
の
悪
を
思
索
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
巨
大
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
E
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
二
十
世
紀
の
数
々
の
出
来
事
と
と
も
に
、
道
徳
悪
に
対
す
る
神
義
論
は
終
焉
を

　
　
　
　
　
　
ぞ
り

迎え
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
自
然
悪
に
対
す
る
神
義
論
に
つ
い
て
い
え
ば
、
自
然
悪
の
「
存
在
理
由
」
（
な
ぜ
そ
れ
が
起
こ
っ
た
の
か
）
を

問
う
思
考
は
、
自
然
災
害
の
「
原
因
」
（
ど
の
よ
う
に
そ
れ
が
起
こ
っ
た
の
か
）
を
明
ら
か
に
す
る
自
然
科
学
的
研
究
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

そ
う
し
た
神
義
論
的
な
思
考
の
意
義
自
体
が
失
わ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
仮
に
そ
う
し
た
神
義
論
的
思
考
の
役
割
が
論
じ
ら
れ
る
と
し
て
も
、

死と
い
う
悪
に
死
者
は
抗
議
で
き
る
の
か
1
神
義
論
の
宗
教
哲
学
へ
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考
察
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佐
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二
七
四

古く
は
ル
ソ
ー
に
も
そ
の
論
じ
方
の
典
型
が
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
二
十
一
世
紀
の
自
然
災
害
を
め
ぐ
る
宗
教
的
言
説
を
分
析
し
た
藤
原

の言
葉
を
借
り
れ
ば
、
そ
の
役
割
は
「
災
害
と
い
う
自
然
現
象
を
、
倫
理
的
な
問
題
に
置
き
換
え
る
た
め
に
、
神
義
論
的
問
い
が
要
請
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

れた
」
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
悪
の

存
在
に

抗し
て
、
そ
の
悪
を
創
造
し
た
神
を
正
当
化
す
る
こ
と
を
第
一
目
標
と
す
る
神
義
論
を
「
狭
義
の
神
義
論
」
と
呼
ぶ
と
す

る
な
ら
、
確
か
に
そ
の
役
割
は
非
常
に
弱
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
狭
義
の
神
義
論
は
、
創
造
論
や
神
の
全
能
性
な
ど
、
数
多
く
の
論
理

的
前提
の
も
と
で
は
じ
め
て
成
立
す
る
議
論
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
的
神
学
言
説
の
普
遍
性
が
自
明
視
で
き
ず
、
そ
れ
ら
の
前
提
の
一
つ

ひと
つ
に
検
証
が
必
要
と
な
っ
た
現
代
に
お
い
て
は
、
神
義
論
の
直
接
的
な
意
義
を
論
じ
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
困
難
で
あ
ろ
う
。

　し
か
し
、
他
方
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
時
に
悪
に
直
面
し
た
と
き
、
も
は
や
そ
の
問
い
が
ほ
と
ん
ど
無
意
味
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
が
？
」
と
い
う
「
嘆
き
」
の
声
、
あ
る
い
は
、
誰
に
向
け
て
よ
い
の
か
す
ら
わ
か
ら
な
い
、
宛
て
先
の
な
い
「
抗
議
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

の

声を
あ
げ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
、
悪
の
存
在
に
対
す
る
宛
て
先
す
ら
わ
か
ら
な
い
抗
議
の
声
に
は
じ
ま
る
思
索
を
、

「広
義
の
神
義
論
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
思
索
の
端
緒
は
な
お
根
強
く
私
た
ち
の
感
情
に
埋
も
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
そ
れ
は
悪
に
よ
る
苦
し
み
を
、
「
今
後
、
こ
の
よ
う
な
悲
し
い
事
態
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
よ
う
」

と
い
っ
た
、
何
ら
か
の
「
教
訓
」
と
し
て
有
効
活
用
さ
せ
る
よ
う
な
思
索
で
は
な
い
（
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
神
義
論
を
批
判
し
た
と
き
念
頭
に

あ
っ
た
の
も
、
こ
う
し
た
「
有
用
性
」
の
議
論
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
議
論
は
、
悪
に
よ
る
被
害
者
た
ち
の
苦
し
み
を
、
他
の
者
た
ち
の

た
め
の
「
道
徳
的
な
糧
」
へ
と
転
化
さ
せ
、
そ
の
死
を
活
用
し
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
、
死
者
た
ち
の
徹
底
的
な
収
奪
な
い
し
搾
取
で

あ
ろ
う
）
。
そ
の
よ
う
に
悪
の
道
徳
的
・
教
訓
的
な
目
的
を
問
う
わ
け
で
も
な
く
、
さ
ら
に
は
、
悪
の
存
在
理
由
を
問
う
の
で
す
ら
な
い
「
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

ぜ
悪
が？
」
と
い
う
問
い
、
あ
る
い
は
「
抗
議
」
（
只
0
8
ω
け
）
の
も
つ
力
は
、
な
お
一
考
に
価
す
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
世
俗
社
会
の



「セ
ラ
ピ
ー
的
転
回
」
（
㎝
・
テ
イ
ラ
ー
）
に
よ
っ
て
も
な
お
癒
さ
れ
な
（
呪
、
「
正
当
化
し
え
な
い
悪
」
や
「
耐
え
が
た
い
悪
」
の
存
在
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　

する
「
抗
議
の
神
義
論
」
の
役
割
は
、
二
十
一
世
紀
に
お
い
て
も
宗
教
哲
学
の
大
き
な
主
題
で
あ
ろ
う
。

　し
か
し
、
そ
う
し
た
抗
議
の
神
義
論
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
筆
者
に
は
、
一
つ
大
き
な
困
難
が
存
在
す
る
と
思
わ
れ
た
。

そ
れ
は
、
悪
（
自
然
悪
、
道
徳
悪
）
に
よ
っ
て
「
死
」
を
被
っ
た
者
の
存
在
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
他
者
に
死
を
も
た
ら
す
よ
う
な
出
来

事は
、
ま
さ
に
「
悪
」
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
そ
れ
こ
そ
が
、
考
え
る
べ
き
悪
で
あ
ろ
う
。
だ
淋
、
そ
の
悪
に
、
死
者
は
「
抗
議
」
で
き
る

の

だろ
う
か
？
　
生
き
て
い
る
側
は
、
悪
に
抗
議
の
声
を
挙
げ
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
う
し
て
抗
議
し
て
い
る
の
は
、
結
局
、
生
き
て
い
る

私
たち
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
　
で
は
、
死
者
は
？
　
本
稿
で
考
察
し
た
い
の
は
、
こ
の
「
死
者
に
よ
る
悪
へ
の
抗
議
は
可
能
か
？
」

と
い
う
問
題
で
あ
る
。

二
　悪
へ
の
抗
議
と
死
者

　
近年
の
宗
教
哲
学
に
お
い
て
は
、
「
死
者
」
と
私
た
ち
と
の
倫
理
的
・
存
在
論
的
関
係
を
ど
う
考
え
る
か
が
、
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て

　
バ
リ
　い

る
。
通
常
の
倫
理
学
に
お
い
て
は
考
察
か
ら
外
れ
る
よ
う
な
死
者
を
、
記
憶
の
彼
方
へ
忘
れ
去
っ
た
り
、
単
に
葬
ら
れ
る
べ
き
存
在
と

し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
「
他
者
」
と
し
て
位
置
づ
け
、
い
か
に
私
た
ち
の
生
と
関
係
を
切
り
結
ん
で
い
る
存
在
と
し
て
考

察
で
き
る
か
。
先
に
ふ
れ
た
「
死
者
に
よ
る
悪
へ
の
抗
議
は
可
能
か
？
」
と
い
う
問
い
は
、
こ
う
し
た
現
代
の
宗
教
哲
学
の
問
題
圏
に
お

い
て
、
一
定
の
意
義
を
有
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
だが
、
当
然
な
が
ら
、
死
者
が
何
ら
か
の
言
葉
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
残
し
て
い
な
い
場
合
、
死
者
自
身
の
声
で
悪
に
抗
議
す
る
こ
と
は
で

死と
い
う
悪
に
死
者
は
抗
議
で
き
る
の
か
1
神
義
論
の
宗
教
哲
学
へ
の
基
礎
的
考
察
1
（
佐
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
五



，
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六

き
な
い
。
そ
こ
で
、
た
い
て
い
の
場
合
、
生
き
て
い
る
側
が
そ
の
記
憶
を
引
き
継
ぎ
、
そ
の
声
を
代
弁
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ

こ
で
困
難
が
発
生
す
る
。
悪
を
被
っ
た
こ
と
に
よ
る
自
ら
の
死
を
、
死
者
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
は
、
私
た
ち
に
は
結
局
の
と

こ
ろ
わ
か
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
死
者
が
徹
底
し
て
他
者
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
私
た
ち
は
、
死
者
の
記
憶
を
引
き
継
ぐ
な
ど
、
と
う
て
い

な
し
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
死
を
引
き
起
こ
し
た
悪
へ
の
抗
議
と
は
、
生
者
の
側
が
、
死
者
に
成
り
代
わ
り
、
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

者
の
立
場
を
占
有
す
る
行
為
と
同
義
で
は
な
い
の
か
。
死
者
が
自
ら
を
死
に
追
い
や
っ
た
そ
の
悪
（
自
然
悪
で
あ
れ
道
徳
悪
で
あ
れ
）
を

ど
う
理
解
し
、
そ
れ
に
ど
う
向
き
合
っ
た
の
か
（
抗
議
し
た
の
か
、
受
け
入
れ
た
の
か
、
赦
し
た
の
か
、
な
ど
）
を
、
死
者
と
は
異
な
る

存
在者
で
あ
る
私
た
ち
が
う
か
が
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
に
は
、
死
を
挟
ん
だ
決
定
的
な
断
絶
が
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
そ

う
し
た
断
絶
を
乗
り
越
え
て
死
者
に
「
代
わ
っ
て
」
悪
に
抗
議
す
る
こ
と
は
、
死
者
を
他
者
と
し
て
尊
重
し
な
い
裏
切
り
で
は
な
い
の
だ

ろ
う
か
。

　こ
こ
に
逆
説
が
発
生
す
る
。
人
に
死
を
も
た
ら
す
ほ
ど
の
悪
は
、
ま
さ
に
抗
議
す
べ
き
悪
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
悪
に
直
接
抗
議

でき
る
死
者
は
も
は
や
存
在
し
な
い
た
め
、
生
者
が
代
わ
っ
て
抗
議
す
る
こ
と
が
、
死
者
を
裏
切
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
自
分
自
身

が被
っ
た
悪
、
す
な
わ
ち
自
分
に
死
を
も
た
ら
さ
な
い
程
度
の
悪
で
あ
れ
ば
、
そ
の
害
に
対
し
て
自
身
が
正
当
に
抗
議
で
き
る
の
に
、
そ

の

悪
の

大き
さ
が
死
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
る
と
、
逆
に
抗
議
す
る
「
資
格
」
「
権
利
」
す
ら
も
奪
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　こ
う
し
た
場
合
、
既
存
の
宗
教
文
化
に
お
い
て
は
、
文
化
的
想
像
力
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
死
者
自
身
の
（
も
の
と
さ
れ
る
）
抗
議
の
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声を
救
い
上
げ
よ
う
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
（
た
と
え
ば
、
降
霊
な
ど
の
儀
礼
を
想
起
せ
よ
）
。
ま
た
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
や
デ
リ
ダ
の

よ
う
に
、
徹
底
し
て
死
者
と
し
て
の
他
者
の
思
考
を
練
り
上
げ
、
そ
れ
に
対
す
る
倫
理
的
責
任
が
発
生
す
る
原
初
へ
と
立
ち
戻
る
宗
教
哲

学
的
考
察も
あ
り
え
よ
う
。
し
か
し
、
以
下
で
は
、
そ
う
し
た
回
路
と
は
異
な
る
仕
方
で
、
死
者
自
身
に
よ
る
悪
へ
の
抗
議
が
可
能
に
な



る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
方
法
が
あ
る
の
か
、
そ
の
基
礎
的
な
考
察
を
し
て
み
た
い
。
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
近
年
、
分
析
哲

学
に
お
い
て
一
つ
の
潮
流
を
な
し
つ
つ
あ
る
「
死
の
害
の
哲
学
」
（
冒
巨
o
ω
o
嘗
団
o
h
些
Φ
げ
p
同
§
o
h
α
Φ
鋤
昏
）
で
あ
る
。

三
　
生
の

剥奪
と
し
て
の
死
の
害

分
誓
学
に
お
け
る
「
死
の
害
の
哲
学
」
は
・
一
九
七
〇
年
代
盆
・
ネ
歩
ル
に
よ
る
考
察
が
・
そ
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
縫
。
ネ
ー

ゲ
ル
の
立
て
た
問
題
は
、
次
の
よ
う
に
定
式
化
で
き
る
。
私
た
ち
の
直
観
に
お
い
て
は
、
死
は
悪
い
こ
と
で
あ
り
、
死
は
人
に
害
を
も
た

ら
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
死
は
不
幸
で
あ
る
。
し
か
し
、
死
を
被
っ
た
死
者
は
、
も
は
や
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
、
死
の
害
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り

帰属
さ
せ
る
べ
き
主
体
が
存
在
し
な
い
と
い
う
意
味
で
、
死
は
害
で
す
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
直
観
と
背
馳
す
る
事
態
を
、
ど
う

考え
た
ら
よ
い
の
か
。

　こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
「
死
と
い
う
害
」
を
考
察
す
る
以
前
に
、
そ
も
そ
も
「
死
は
害
で
あ
る
」
と
ど
の
よ
う
に
し
て
い
い
う
る

の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
害
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
そ
れ
を
誰
が
被
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
確
か
に
、
そ
の
問
題
を
ク
リ
ア
で
き

な
い
な
ら
、
「
死
を
も
た
ら
す
悪
に
対
す
る
死
者
の
抗
議
」
と
い
っ
た
宗
教
哲
学
的
課
題
も
、
当
然
問
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
哲
学

者
た
ち
は
（
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
一
般
の
人
々
の
多
く
も
）
、
死
は
恐
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
避
け
た
い
も
の
、
あ
っ
て
欲
し
く
な
い
も
の

だと
考
え
、
そ
れ
が
「
人
に
襲
っ
て
く
る
害
（
な
い
し
悪
）
」
で
あ
る
と
イ
メ
ー
ジ
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
死
へ
の
不
安
を
語
っ
て
き
た
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
本
当
に
、
死
は
害
な
の
だ
ろ
う
か
。
ど
う
し
て
そ
う
い
い
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

　こ
の
問
題
を
ど
う
考
え
れ
ば
い
い
の
か
。
一
番
簡
単
な
の
は
、
死
の
害
を
被
る
主
体
を
、
生
き
て
い
る
側
へ
と
限
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。

死と
い
う
悪
に
死
者
は
抗
議
で
き
る
の
か
1
神
義
論
の
宗
教
哲
学
へ
の
基
礎
的
考
察
1
（
佐
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
七



二
七
八

あ
の
人
が
死
ん
で
（
生
き
て
い
る
側
で
あ
る
）
私
は
悲
し
い
、
だ
か
ら
、
死
は
害
で
あ
る
、
と
。
お
そ
ら
く
、
こ
う
し
た
死
の
経
験
は
、

そ

れ
は
そ
れ
で
私
た
ち
の
死
の
害
の
直
観
の
一
部
を
な
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
私
た
ち
の
日
常
的
な
経
験
に
即
し
て
も
、
死
に

つ
い
て

の

最も
身
近
な
経
験
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
も
な
い
。
死
は
存
在
し
て
い
た
他
者
を
非
存
在
へ
と
変
え
る
か
ら
、
だ
か
ら
そ
の

他
者を
失
っ
た
「
私
た
ち
に
と
っ
て
」
死
は
害
で
あ
る
、
と
考
え
る
の
は
極
め
て
自
然
な
議
論
で
あ
る
。
だ
が
、
死
者
自
身
に
よ
る
悪
へ

の

抗
議を
問
い
た
い
私
た
ち
は
、
そ
う
し
た
解
決
法
を
と
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
「
死
者
に
と
っ
て
」
の
害
を
、
「
私
た
ち
に
と
っ
て
」
の

害
へ
と
限
定
し
て
変
換
す
る
こ
と
は
、
先
に
み
た
「
記
憶
の
占
有
」
と
い
う
裏
切
り
に
連
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
が
悲
し
い
か

ら
と
い
っ
て
、
死
を
被
っ
た
死
者
自
身
が
そ
の
自
ら
の
死
を
憤
り
、
そ
れ
に
傷
つ
い
た
と
す
る
根
拠
は
ど
こ
に
も
な
い
。
繰
り
返
す
が
、

他者
が
存
在
し
な
く
な
る
こ
と
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
害
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
否
定
し
な
い
。
だ
が
、
死
が
害
で
あ
る
根
拠
を
、
そ
の

こ
と
の
み
に
限
定
し
、
死
者
自
身
に
と
っ
て
の
害
で
あ
る
と
規
定
し
な
い
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
死者
に
と
っ
て
の
死
が
害
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
次
に
簡
単
な
方
法
と
は
、
私
た
ち
の
直
観
に
逆
ら
い
、
死
は
死
者
に
と
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

て

害
では
な
い
、
と
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
こ
う
し
た
思
考
を
お
こ
な
っ
た
古
代
の
代
表
者
が
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
で
あ
っ
た
。

エピ
ク
ロ
ス
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
、
死
は
被
ら
な
い
。
だ
が
、
死
を
被
る
と
き
、
私
た
ち
は
存
在
し
な
い
。
だ
か

ら
、
死
は
、
生
前
の
私
た
ち
に
と
っ
て
は
幸
で
も
不
幸
で
も
な
い
（
つ
ま
り
害
で
は
な
い
）
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
の
『
主
要
教
説
』

から
引
用
し
て
み
よ
う
。
「
死
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
何
も
の
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
〔
死
は
生
物
の
原
子
的
要
素
へ
の
分
解
で
あ
る
が
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
　

分解
し
た
も
の
は
感
覚
を
も
た
な
い
、
し
か
る
に
、
感
覚
を
も
た
な
い
も
の
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
何
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。

　
直観
に
反
す
る
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
立
場
に
も
立
つ
こ
と
な
く
、
「
死
が
害
で
あ
る
」
と
い
う
た
め
に
は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。
さ
ら
に

思
い
つく
一
つ
の
方
法
は
、
「
死
は
人
の
存
在
を
無
に
帰
す
か
ら
、
害
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ネ
ー
ゲ
ル
は
、
死
が
人
を
無



に

帰
すと
い
う
見
込
み
が
、
積
極
的
な
仕
方
で
人
に
恐
れ
・
不
安
を
も
た
ら
す
こ
と
は
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
直
接
、
死

の

害
だ
と
は
考
え
な
い
。
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
人
が
無
に
帰
す
と
き
に
も
う
そ
の
人
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
エ
ピ
ク
ロ
ス
的
難
問
か

ら
い
つ
ま
で
も
抜
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
主
張
の
前
提
に
は
、
「
存
在
H
善
」
と
い
う
等
式
が
ス
ト
レ
ー

ト
に
持
ち
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
点
も
、
直
ち
に
首
肯
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
（
た
だ
し
、
次
に
み
る
よ
う
に
、
「
存
在
旺
善
」
と

いう
こ
と
を
ネ
ー
ゲ
ル
も
最
終
的
に
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
て
い
る
）
。

　そ
こ
で
ネ
ー
ゲ
ル
は
、
死
を
存
在
と
無
と
い
う
問
題
か
ら
慎
重
に
切
り
離
し
た
う
え
で
、
生
き
て
い
る
人
が
受
け
る
危
害
と
、
死
と
い

う
害
（
不
幸
と
い
っ
て
も
い
い
）
と
は
、
区
別
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
後
者
が
害
な
い
し
不
幸
と
呼
び
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
、
肉
体
的
・
精
神
的
に
直
接
的
危
害
を
被
っ
た
と
い
う
よ
り
も
（
そ
れ
を
被
る
時
点
で
、
そ
の
人
は
存
在
し
な
い
）
、
将
来
得
ら
れ
た
は

ず
の
幸
福
が
死
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
か
ら
、
消
極
的
な
意
味
に
お
い
て
、
害
な
い
し
不
幸
な
の
だ
、
と
主
張
す
る
。
「
死
ぬ
こ
と
は
悪
い
こ

と
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
生
は
善
で
あ
り
死
は
そ
の
善
の
剥
奪
あ
る
い
は
喪
失
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
死
が
悪
で
あ
る
の
は
、
死
の
も
つ
積
極
的
な
特
質
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
死
が
奪
い
去
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

の

の

望ま
し
さ
に
よ
っ
て
で
あ
る
」
。
死
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
ネ
ー
ゲ
ル
の
主
張
は
、
一
般
に
「
剥
奪
説
」
（
α
Φ
隅
貯
p
鉱
8
些
Φ
o
蔓
）
と

も
呼
ば
れ
て
い
る
。
一
見
、
常
識
的
な
指
摘
に
も
思
え
る
が
、
こ
の
ネ
ー
ゲ
ル
の
考
察
は
、
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
死

を
「
消
極
的
な
害
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
死
の
特
異
性
を
特
徴
づ
け
つ
つ
、
な
お
、
死
を
生
者
で
は
な
く
死
者
自
身
に
と
っ
て

の害
と
し
て
説
明
す
る
道
が
開
か
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

死と
い
う
悪
に
死
者
は
抗
議
で
き
る
の
か
1
神
義
論
の
宗
教
哲
学
へ
の
基
礎
的
考
察
ー
（
佐
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
九
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四　
死
は
死
者
か
ら
何
を
奪
う
の
か

　し
か
し
、
ネ
ー
ゲ
ル
の
考
察
に
対
し
て
も
、
批
判
は
あ
る
。
そ
れ
は
、
死
が
そ
の
後
の
生
の
可
能
性
の
剥
奪
と
い
う
意
味
に
お
い
て
害

であ
る
と
し
て
、
そ
の
害
を
「
い
つ
」
「
誰
」
が
被
る
の
か
、
と
い
う
点
が
ネ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
ま
だ
定
か
で
は
な
い
と
い
う
批
判
で

あ
る
。　こ

う
し
た
問
題
に
対
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
修
正
案
・
代
替
案
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
「
い
つ
」
害
を
被
る
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

え
ば
、
生
前
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
被
る
と
す
る
立
場
も
あ
れ
ば
（
フ
ァ
イ
ン
バ
ー
グ
）
、
死
の
害
は
死
後
も
存
続
し
、
死
後
に
お
い
て
被
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

と
す
る
立
場
も
あ
る
（
福
間
）
。
前
者
は
、
死
が
人
の
欲
求
充
足
を
妨
げ
る
た
め
、
生
き
る
者
は
死
ぬ
前
の
時
点
で
す
で
に
死
の
害
を
被
っ

て

いる
、
と
す
る
主
張
で
あ
る
。
こ
の
考
え
に
立
つ
な
ら
ば
、
人
は
生
を
送
っ
て
い
る
時
点
で
つ
ね
に
す
で
に
死
の
害
を
被
っ
て
い
る
こ

と
に
な
り
、
い
わ
ば
生
そ
の
も
の
が
死
の
害
に
覆
わ
れ
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
た
議
論
は
、
実
存
的
カ
テ
ゴ
リ
ー

と
し
て
の
「
不
安
」
の
問
題
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
後
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
死
者
は
過
去
の
あ
る
時

点
に
お
い
て
存
在
し
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
死
者
に
つ
い
て
の
後
世
の
人
々
に
よ
る
語
り
、
評
価
は
そ
の
後
も
変
化
す
る
。
そ
う
し
た

「語ら
れ
た
者
」
と
「
生
き
て
い
る
人
々
」
と
の
間
に
発
生
す
る
「
関
係
の
変
化
」
に
お
い
て
、
死
の
害
は
「
関
係
的
に
」
存
続
し
う
る
、

と
い
う
考
え
方
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
死
者
を
高
度
に
不
可
知
的
に
他
者
化
す
る
の
で
は
な
く
、
生
者
と
死
者
と

を
関
係
的
に
捉
え
、
そ
の
な
か
か
ら
死
者
へ
の
悪
を
つ
む
ご
う
と
す
る
宗
教
的
・
文
化
的
想
像
力
と
近
い
位
置
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　ま
た
、
「
誰
」
が
害
を
被
る
の
か
、
と
い
う
点
に
関
し
て
い
え
ば
、
生
前
と
か
死
後
と
か
い
っ
た
あ
る
時
点
に
お
け
る
個
人
を
想
定
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
　

の

では
な
く
、
そ
の
人
生
を
全
体
と
し
て
生
き
た
人
に
と
っ
て
の
害
で
あ
る
と
考
え
る
立
場
や
（
フ
ェ
ル
ド
マ
ン
、
金
杉
）
、
死
者
を
、
生



ま
れ
て
い
な
い
者
や
可
能
世
界
、
過
去
や
未
来
同
様
の
「
非
存
在
の
対
象
」
（
8
昌
①
改
ω
け
Φ
9
0
9
Φ
9
）
と
し
て
、
つ
ま
り
、
「
存
在
す
る

対象
」
（
碧
Φ
臥
ω
賦
ロ
ぴ
q
o
9
Φ
o
け
）
で
は
な
い
が
「
対
象
で
あ
る
」
（
び
Φ
ぎ
σ
q
摯
。
口
0
9
Φ
9
）
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
、
死
者
を
形
而
上
学
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

な

仕
方
で
害
の

主体
と
み
な
す
立
場
も
あ
る
（
ユ
ア
グ
ロ
ー
）
。
後
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
非
存
在
の
対
象
を
め
ぐ
る
形
而
上
学
に
も
と
つ

く
宗
教
哲
学
的
考
察
へ
の
道
も
開
か
れ
う
る
が
、
前
者
の
害
を
被
る
立
場
を
「
全
体
と
し
て
の
人
生
」
と
し
て
捉
え
る
だ
け
で
も
、
死
の

害
の

「
誰
」
を
議
論
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　こ
う
し
た
死
の
害
を
被
る
「
い
つ
」
、
そ
し
て
死
の
害
の
主
体
と
し
て
の
「
誰
」
と
い
う
問
題
は
、
今
後
さ
ら
に
精
緻
に
考
察
す
べ
き
問

　
　
　
ま
　

題
であ
る
。
そ
の
詳
細
な
検
討
は
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
大
筋
と
し
て
ネ
ー
ゲ
ル
の
剥
奪
説
に
依
拠
じ
つ
つ
、

「
死者
に
よ
る
死
の
害
へ
の
抗
議
」
を
考
え
る
土
台
を
、
も
う
少
し
具
体
的
に
考
え
て
み
た
い
。

　そ
の
主
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ネ
ー
ゲ
ル
の
議
論
の
前
提
に

あ
る
「
死
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
幸
福
」
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
繰
り
返
せ
ば
、
死
は
、
本
来
人
が
享
受
し
え
た
か
も
し
れ
な
い
幸
福
を
奪

う
か
ら
、
消
極
的
な
意
味
で
害
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
ネ
ー
ゲ
ル
の
主
張
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
の
「
幸
福
の
剥
奪
」
と
い
う
箇
所
が
死
を

害と
み
な
す
根
拠
と
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
こ
の
点
に
は
慎
重
を
要
す
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
を
無
批
判
に
受
け
い
れ
る
こ
と
は
、
「
存
在
H
善
」

と
い
う
古
曲
ハ
的
な
等
式
の
代
わ
り
に
「
生
H
幸
福
」
と
い
う
等
式
を
置
き
換
え
た
に
等
し
く
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
場
合
、
幸
福
の
剥
奪

説は
、
「
存
在
1
1
善
」
説
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
「
死
は
存
在
を
無
に
帰
す
か
ら
悪
」
と
い
う
主
張
に
対
す
る
本
質
的
な
優
位
が
失
わ
れ
て
し

ま
う
。
ネ
ー
ゲ
ル
も
ま
た
そ
の
点
は
慎
重
で
、
死
が
幸
福
を
奪
う
消
極
的
な
悪
で
あ
る
ケ
ー
ス
と
は
逆
に
、
死
が
不
幸
を
減
ら
す
消
極
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
タ

な善
で
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
ケ
ー
ス
に
も
言
及
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
幸
福
を
減
ら
す
死
（
と
い
う
害
）
だ
け
で
な
く
、
不
幸
を
減

ら
す
死
（
と
い
う
善
）
も
あ
り
う
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ネ
ー
ゲ
ル
が
も
ち
だ
す
の
は
、
次
の
よ
う
な
事
例
で
あ
る
。
あ
る
人
が
火
事

死と
い
う
悪
に
死
者
は
抗
議
で
き
る
の
か
ー
神
義
論
の
宗
教
哲
学
へ
の
基
礎
的
考
察
1
（
佐
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
一
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二

の
ビ

ル
に閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
、
そ
の
人
の
頭
上
か
ら
石
材
が
お
ち
て
き
て
、
そ
の
人
は
即
死
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
場
合
、

火事
で
苦
し
む
苦
痛
と
い
う
積
極
的
な
害
を
減
ら
し
た
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
死
は
消
極
的
な
善
（
な
い
し
幸
福
）
と
言
い
う
る
と
ネ
ー

ゲ
ル
は
考
え
て
い
る
。

　し
か
し
、
当
然
、
そ
う
し
た
ケ
ー
ス
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
安
易
に
安
楽
死
や
自
殺
を
容
認
し
か
ね
な
い
リ
ス
ク
を
負
う
こ
と
に
も
な

る
。
何
よ
り
、
そ
う
し
た
倫
理
的
判
断
の
以
前
の
問
題
と
し
て
、
そ
も
そ
も
、
死
が
奪
う
幸
福
（
不
幸
）
の
「
量
」
を
当
て
込
ん
だ
仕
方

で
死
の

害を
論
じ
る
こ
と
に
は
、
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
当
然
な
が
ら
、
死
が
な
か
っ
た
場
合
に
得
ら
れ

る
（
な
い
し
減
少
す
る
）
幸
福
や
不
幸
の
量
な
ど
、
容
易
に
計
算
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
人
は
長
く
生
き
る
こ
と
で
、
自
身
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま

経
験し
た
過
去
の
出
来
事
の
解
釈
に
つ
い
て
物
語
的
に
捉
え
返
し
、
そ
の
意
味
を
受
け
取
り
直
し
て
い
く
。
そ
の
な
か
で
、
過
去
の
出
来

事
が
そ
の
後
の
幸
福
や
不
幸
の
源
泉
と
し
て
、
新
た
に
役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
死
の
後
に
起
こ
る
で
あ
ろ
う
出

来事
が
幸
福
（
不
幸
）
の
量
の
根
拠
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
死
の
前
に
す
で
に
起
こ
っ
て
い
た
出
来
事
も
ま
た
、
死
の
後
の
幸
福
（
不
幸
）

の

量
の

変化
を
生
む
要
因
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
複
雑
な
構
造
に
あ
り
、
計
算
な
ど
ほ
ぼ
見
込
み
が
た
い
生
の
幸
福
（
不
幸
）
の
「
量
」

次
第
で
、
そ
の
人
に
と
っ
て
の
死
が
害
に
な
っ
た
り
な
ら
な
か
っ
た
り
す
る
の
は
、
死
の
性
格
づ
け
を
未
決
定
に
し
て
し
ま
う
。

　そ
れ
で
は
、
そ
う
し
た
幸
福
（
不
幸
）
の
「
量
」
に
依
拠
し
な
い
、
よ
り
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
仕
方
で
の
死
の
害
の
論
じ
方
は
あ
り
う
る

だろ
う
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
死
は
人
か
ら
「
何
」
を
奪
う
の
だ
ろ
う
か
？
　
こ
こ
で
は
、
フ
ァ
イ
ン
バ
ー
グ
や
吉
沢
が
挙
げ
る
「
欲
求
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま

な
い
し
「
願
望
」
の
実
現
の
可
能
性
が
、
そ
の
一
つ
の
解
決
法
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
人
は
、
そ
の
内
容
を
問
わ
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
欲
求

や

願
望を
も
っ
て
生
き
、
そ
の
実
現
を
願
っ
て
い
る
。
死
は
、
そ
れ
ら
生
前
の
欲
求
や
願
望
に
見
合
う
物
事
と
実
際
に
出
合
う
将
来
の
可

能性
を
奪
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
死
は
害
で
あ
る
と
い
え
る
。



　ま
た
、
吉
沢
は
、
も
う
｝
つ
死
が
奪
う
も
の
と
し
て
「
能
力
」
を
挙
げ
て
い
る
。
筆
者
に
は
、
こ
の
「
能
力
の
剥
奪
」
と
し
て
死
の
害

を
規
定
す
る
方
法
こ
そ
が
、
も
っ
と
も
適
切
な
規
定
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
死
は
、
あ
ら
ゆ
る
身
体
的
・
精
神
的
な
能
力
を
働
か
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

可
能
性を
失
わ
せ
る
。
人
間
の
根
本
的
な
あ
り
方
を
「
な
し
う
る
人
間
」
（
一
げ
o
日
日
Φ
S
b
四
窪
Φ
）
と
形
容
し
た
の
は
リ
ク
ー
ル
で
あ
る
が
、

人間
か
ら
行
為
し
意
志
す
る
あ
ら
ゆ
る
能
力
を
剥
奪
す
る
死
は
、
ま
さ
に
そ
の
人
間
の
本
源
的
な
「
何
か
を
な
し
う
る
可
能
性
」
を
損
な

う
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
害
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　な
ぜ
、
「
幸
福
の
剥
奪
」
よ
り
も
「
能
力
の
剥
奪
」
こ
そ
が
、
死
が
害
で
あ
る
根
拠
の
最
も
適
切
な
規
定
だ
と
い
え
る
の
か
。
そ
の
理
由

は
、
本
稿
の
最
終
的
な
目
的
で
あ
る
「
死
者
に
よ
る
死
へ
の
抗
議
」
と
い
う
点
に
も
関
係
す
る
。
単
純
に
い
え
ば
、
死
は
、
死
者
自
身
が

そ
の
死
に
抗
議
す
る
「
能
力
」
を
奪
う
か
ら
、
害
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
理
由
づ
け
は
、
そ
も
そ
も
死
が
抗
議
す
べ
き
も
の
で

あ
る
（
つ
ま
り
、
害
で
あ
る
）
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
し
て
い
る
以
上
、
循
環
論
法
で
し
か
な
い
。
死
に
抗
議
し
な
い
死
者
の
あ
り
方
も

あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
死
の
容
認
、
甘
受
、
受
容
、
場
合
に
よ
っ
て
は
感
謝
…
…
、
さ
ま
ざ
ま
な
死
に
対
す
る
死
者
の
反
応
の
仕
方
が
あ
り

う
る
。
し
か
し
、
そ
の
い
ず
れ
の
反
応
で
あ
っ
て
も
、
そ
う
す
る
能
力
、
そ
う
す
る
可
能
性
を
死
は
奪
う
の
で
あ
る
。
死
は
、
死
が
な
け

れば
人
が
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
の
能
力
を
奪
う
。
こ
れ
だ
け
で
も
十
分
に
「
害
」
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
が
、

の

みな
ら
ず
、
特
に
そ
う
し
た
行
為
の
な
か
で
も
、
死
と
い
う
直
近
の
出
来
事
に
対
し
て
お
こ
な
い
え
た
反
応
（
こ
こ
に
は
、
具
体
的
な

身

体
的
動作
の
み
な
ら
ず
、
意
志
や
思
惟
な
ど
も
含
ま
れ
る
）
の
た
め
の
能
力
が
奪
わ
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
害
な
の
で
あ
る
。
通

常
の
危
害
（
他
人
に
殴
ら
れ
る
、
罵
倒
さ
れ
る
、
な
ど
）
で
あ
れ
ば
、
私
た
ち
は
そ
れ
に
何
ら
か
の
反
応
を
す
る
こ
と
で
、
そ
の
危
害
状

況を
少
し
で
も
改
善
し
た
り
、
減
少
し
た
自
己
評
価
を
回
復
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
死
は
、
そ
う
し
た
機
会
を
奪
っ
て
し
ま

う
。
す
な
わ
ち
、
死
は
、
単
純
な
害
の
一
回
的
被
害
と
は
異
な
る
、
「
被
っ
た
状
態
の
固
定
化
」
に
こ
そ
、
そ
の
害
た
る
ゆ
え
ん
が
あ
る
と

死と
い
う
悪
に
死
者
は
抗
議
で
き
る
の
か
1
神
義
論
の
宗
教
哲
学
へ
の
基
礎
的
考
察
1
（
佐
藤
）
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いえ
る
だ
ろ
う
。

　こ
う
し
た
死
へ
の
反
応
能
力
の
剥
奪
と
い
う
概
念
は
、
ネ
ー
ゲ
ル
が
規
定
し
た
よ
う
な
剥
奪
さ
れ
る
「
幸
福
の
量
」
と
は
関
係
な
く
論

じ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
先
に
み
た
よ
う
に
、
ネ
ー
ゲ
ル
の
議
論
で
は
、
死
が
人
の
幸
福
を
奪
う
の
で
は
な
く
、
（
あ
ま
り
多
く
は
な
い

だろ
う
が
）
死
が
人
の
不
幸
を
減
少
さ
せ
る
よ
う
な
場
合
、
死
が
害
で
は
な
く
な
る
。
確
か
に
そ
の
よ
う
な
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
幸

福

（不幸
）
の
量
の
計
算
が
害
か
否
か
の
判
断
基
準
と
な
っ
て
は
、
死
が
害
で
あ
る
と
い
い
う
る
か
ど
う
か
が
未
決
定
と
な
っ
て
し
ま
う

の

だ
った
。
そ
う
で
は
な
く
、
確
か
に
死
が
人
の
不
幸
を
減
少
さ
せ
る
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
つ
ま
り
、
死
が
当
人
に
と
っ
て
の
「
幸

福
」
と
な
り
う
る
よ
う
な
場
合
が
仮
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
、
そ
う
し
た
幸
福
（
不
幸
）
の
総
量
と
は
別
に
、
や
は
り
死
は
、

当
人
が
そ
の
死
後
に
何
か
を
な
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
ま
た
そ
の
死
そ
の
も
の
に
反
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
点
に
お

い

ては
、
害
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

五
　再
び
、
死
を
も
た
ら
す
悪
に
対
す
る
抗
議
を
考
え
る

　
「
死
者
に
よ
る
悪
へ
の
抗
議
は
可
能
か
」
と
い
う
問
い
が
、
本
稿
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。
ネ
ー
ゲ
ル
に
は
じ
ま
る
死
の
害
の
哲
学
に
沿
う

なら
ば
、
次
の
よ
う
な
三
つ
の
主
張
を
す
る
点
ま
で
は
、
道
筋
が
た
ど
れ
た
だ
ろ
う
。

　
　

e　死
は
、
死
者
自
身
に
と
っ
て
、
少
な
く
と
も
そ
の
生
前
に
お
い
て
（
場
合
に
よ
っ
て
は
死
後
に
お
い
て
も
）
害
で
あ
る
。

　
　
⇔　
な
ぜ
な
ら
ば
、
死
は
、
そ
の
人
が
願
っ
て
い
た
欲
求
の
充
足
の
可
能
性
や
、
そ
の
人
が
そ
の
後
さ
ま
ざ
ま
な
能
力
を
行
使
す
る

　
　
　
可
能
性を
奪
う
か
ら
で
あ
る
。



　
　
㊨　
そ
し
て
、
死
は
、
そ
の
人
が
死
に
対
す
る
反
応
（
こ
こ
に
は
、
死
へ
の
抗
議
も
含
ま
れ
る
）
を
す
る
能
力
を
奪
う
と
い
う
点
に

　
　
　
お

い
て
、
特
に
も
害
で
あ
る
。

　特
に
⇔
の
主
張
を
鑑
み
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
暫
定
的
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
結論
A
　
死
は
、
生
者
に
と
っ
て
で
は
な
く
、
死
者
当
人
に
と
っ
て
、
行
為
す
る
能
力
を
剥
奪
す
る
か
ら
害
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
死

　
　
　
が
害
であ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
死
者
に
対
す
る
生
者
の
代
理
的
主
張
で
は
な
く
、
死
者
当
人
の
立
場
に
即
し
た
主
張
た
り
う

　
　
　る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
死
を
も
た
ら
す
出
来
事
が
、
そ
の
当
人
に
と
っ
て
「
不
幸
」
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
「
悪
」
で
あ
っ

　
　
　
たと
述
べ
る
こ
と
は
、
そ
の
本
人
以
外
の
人
で
あ
っ
て
も
可
能
で
あ
る
。

　
　
結論
B
　
し
か
し
、
そ
こ
で
剥
奪
さ
れ
る
能
力
に
は
、
死
に
対
す
る
抗
議
の
能
力
も
含
ま
れ
る
た
め
、
死
者
は
、
自
身
に
と
っ
て
害

　
　
　
であ
る
は
ず
の
死
に
抗
議
が
で
き
な
い
。

　こ
う
し
た
二
つ
の
結
論
A
、
B
を
通
し
て
み
え
て
く
る
の
は
、
本
稿
の
表
題
で
も
あ
る
「
死
と
い
う
悪
に
死
者
は
抗
議
で
き
る
の
か
」

と
い
う
問
い
に
は
、
二
つ
の
局
面
が
含
ま
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
遅
ま
き
な
が
ら
、
そ
の
二
つ
の
局
面
の
区
別
を

す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
死
者
本
人
に
と
っ
て
死
が
害
（
な
い
し
悪
）
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
こ
と
と
、
「
死

者
本
人
が

死と
い
う
害
に
抗
議
す
る
こ
と
」
の
可
能
性
を
考
え
る
、
と
い
う
二
つ
の
局
面
で
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
こ

の

二
つ
の

局
面を
明
確
に
分
け
な
い
ま
ま
に
筆
を
進
め
た
が
、
ネ
ー
ゲ
ル
の
剥
奪
説
に
対
す
る
考
察
（
特
に
、
何
淋
剥
奪
さ
れ
る
の
か
と

いう
問
題
の
考
察
）
を
通
し
て
、
そ
の
区
別
が
明
確
に
な
っ
た
こ
と
は
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
も
一
つ
の
成
果
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
神
義

論的
間
題
の
宗
教
哲
学
的
考
察
に
と
っ
て
、
予
備
的
な
が
ら
も
基
礎
と
な
る
知
見
で
あ
る
。

　し
か
し
、
同
時
に
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
死
と
い
う
事
象
の
害
（
な
い
し
悪
）
た
る
根
拠
の
根
深
さ
で
あ
る
。
本
稿
の
出
発
点
は
、

死と
い
う
悪
に
死
者
は
抗
議
で
き
る
の
か
i
神
義
論
の
宗
教
哲
学
へ
の
基
礎
的
考
察
ー
（
佐
藤
）
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死を
も
た
ら
さ
な
い
害
で
あ
れ
ば
当
人
が
抗
議
で
き
る
の
に
、
死
を
も
た
ら
す
害
に
は
当
人
が
抗
議
で
き
な
い
こ
と
の
不
条
理
な
ま
で
の

不
均衡
へ
の
不
満
に
あ
っ
た
。
だ
が
、
死
が
害
で
あ
る
根
拠
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
で
、
ま
さ
に
そ
の
不
均
衡
は
、
死
が
害
で
あ
る
こ
と
の

本
質
に

直
接
起因
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
「
死
者
は
死
と
い
う
害
に
抗
議
で
き
な
い
」
と
い
う
よ
り
は
、
「
死
者
が
死
に
抗
議
で

き
な
い
か
ら
、
死
は
害
で
あ
る
」
の
だ
。

　
であ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
結
局
、
私
た
ち
は
死
者
た
ち
の
た
め
に
、
害
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
死
に
対
し
、
死
者
に
代
わ
っ
て
抗

議す
べ
き
な
の
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
う
し
た
代
理
表
象
を
お
こ
な
わ
ず
に
、
死
が
害
で
あ
る
こ
と
の
み
を
確
言
し
、
抗
議
と
い
っ
た
反
応

を
控
え
る
べ
き
な
の
か
。
は
た
ま
た
、
そ
の
い
ず
れ
と
も
異
な
り
、
死
者
自
身
に
よ
る
死
へ
の
抗
議
と
い
う
法
外
な
あ
り
方
を
何
ら
か
の

仕
方
で
追
求し
て
い
く
べ
き
な
の
か
。
死
へ
の
抗
議
を
め
ぐ
っ
て
、
私
た
ち
が
宗
教
哲
学
的
に
考
察
す
べ
き
次
な
る
課
題
の
所
在
は
、
そ

う
し
た
問
い
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　　
註
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勺
四
鼠
ρ
ω
o
口
詳
b
。
0
8
°
ジ
ャ
ン
ー
ピ
エ
ー
ル
・
デ
ュ
ピ
ュ
イ
、
嶋
崎
正

（1
）
ω
ロ
ω
§
冥
Φ
ぎ
四
P
寒
馬
こ
蕊
さ
§
§
§
。
愚
汁
』
§
毎
ミ
ミ
犠
・
　
　
　
　
樹
訳
『
ツ
ナ
ミ
の
小
形
而
上
学
』
岩
波
書
店
、
二
〇
＝
年
。

　
導
鴨
§
貯
建
ミ
き
§
切
愚
電
”
℃
ユ
ロ
o
簿
o
ロ
d
°
℃
°
b
8
P
　
　
　
　
　
（
4
）
　
藤
原
聖
子
「
大
震
災
は
く
神
義
論
V
を
引
き
起
こ
し
た
か
」
『
現
代

（2
）
国
旨
B
雪
賃
包
ピ
曾
凶
轟
ρ
，
．
ピ
p
ω
o
ロ
穿
p
ロ
8
冒
仁
艶
Φ
．
、
噂
穿
言
　
　
　
　
宗
教
二
〇
＝
一
特
集
　
大
災
害
と
文
明
の
転
換
』
秋
山
書
店
、
二

　
謹
謎
、
穿
駐
簑
、
隷
唐
蕊
睾
や
§
譜
”
Ω
轟
゜
。
ω
Φ
戸
H
O
O
H
°
エ
マ
ニ
ュ
　
　
　
　
〇
一
二
年
。

　　
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
合
田
正
人
ほ
か
訳
『
わ
れ
わ
れ
の
あ
い
だ
で
　
　
（
5
）
　
こ
の
よ
う
に
神
義
論
を
「
悪
に
対
す
る
嘆
き
や
抗
議
の
声
」
の
一

　1
「
他
者
に
向
け
て
思
考
す
る
こ
と
」
を
め
ぐ
る
試
論
』
法
政
大
学
　
　
　
　
形
態
と
し
て
捉
え
る
視
座
は
、
リ
ク
ー
ル
の
論
文
に
多
く
を
負
っ
て

　
出
版
局
、
一
九
九
三
年
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
る
。
℃
薗
巳
国
ざ
8
葺
．
臼
Φ
ヨ
p
。
一
”
d
ロ
叡
油
卿
冨
旨
ロ
o
ω
8
匡
0
9

（3
）
　
『
＄
早
国
Φ
員
Φ
U
ε
ξ
噂
譜
織
尉
§
§
憲
§
§
ぎ
ミ
§
登
　
　
　
　
鋤
冨
昏
0
9
0
α
q
凶
Φ
．
”
”
卜
象
ミ
§
9
卜
§
智
§
蔑
§
ミ
特
ミ
智
の
o
・



　　
特
ミ
♪
ω
Φ
ロ
昌
H
O
O
心
゜
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
、
久
米
博
訳
「
悪
－
哲
　
　
　
　
年
報
』
第
六
〇
号
、
日
本
倫
理
学
会
、
二
〇
＝
年
。

　
　学
と
神
学
へ
の
挑
戦
」
『
物
語
神
学
へ
ー
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
聖
書
　
　
　
（
9
）
　
な
お
、
筆
者
が
考
え
る
現
代
に
お
け
る
宗
教
哲
学
の
課
題
と
は
、

　
　
論
集　
三
』
新
教
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
。
た
だ
し
、
リ
ク
ー
ル
は
　
　
　
　
「
宗
教
概
念
を
捨
て
去
る
の
で
は
な
く
、
宗
教
概
念
や
そ
れ
に
準
じ
る

　
　そ
う
し
た
嘆
き
や
抗
議
を
、
最
終
的
に
は
、
心
理
学
的
・
精
神
分
析
　
　
　
　
諸
概
念
が
召
還
さ
れ
る
（
な
い
し
召
還
さ
れ
て
き
た
）
で
あ
ろ
う
人

　
　
学的
．
牧
会
的
な
セ
ラ
ピ
ー
的
次
元
と
、
悪
の
克
服
と
い
う
行
動
・
　
　
　
　
間
経
験
に
お
い
て
、
な
ぜ
そ
う
し
た
希
求
が
起
こ
る
の
か
、
そ
の
構

　
　
実
践
の

次
元
へと
送
り
込
む
こ
と
で
「
宥
和
」
さ
せ
る
道
を
選
ぶ
の
　
　
　
　
造
は
何
か
、
一
体
何
を
求
め
て
い
る
の
か
、
そ
う
し
た
問
い
を
宗
教

　　
だ
が
（
と
い
う
の
も
、
悪
の
存
在
の
問
い
は
本
質
的
に
ア
ポ
リ
ア
で
　
　
　
　
的
言
説
と
哲
学
的
言
説
の
双
方
を
参
照
し
な
が
ら
考
察
す
る
こ
と
」

　
　あ
り
、
ど
こ
に
も
帰
着
し
え
な
い
と
リ
ク
ー
ル
は
考
え
る
た
め
で
あ
　
　
　
　
　
と
定
義
し
て
お
き
た
い
。

　　
る
）
、
本
稿
は
、
そ
う
し
た
解
決
法
を
取
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
　
そ
の
代
表
的
な
例
を
一
つ
挙
げ
る
な
ら
ば
、
以
下
を
参
照
。
末
木

（6
）
　
そ
の
考
察
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
て
発
表
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
　
　
　
　
文
美
士
『
他
者
／
死
者
／
私
－
哲
学
と
宗
教
の
レ
ッ
ス
ン
』
岩
波

　
　
繰
り
返
さ
な
い
。
佐
藤
啓
介
「
自
然
悪
の
苦
し
み
と
宗
教
哲
学
－
　
　
　
　
書
店
、
二
〇
〇
七
年
。

　
　
神
義
論
的
問
題
の
再
編
成
に
向
け
て
」
『
宗
教
研
究
』
第
三
七
三
号
、
　
　
（
1
1
）
詳
述
は
省
く
が
、
「
死
者
の
記
憶
の
占
有
」
と
い
う
主
題
に
つ
い
て

　　
日
本
宗
教
学
会
、
二
〇
一
二
年
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
、
以
前
、
「
復
讐
」
と
い
う
主
題
を
め
ぐ
っ
て
考
察
し
た
こ
と
が
あ

（7
）
　
O
冨
二
Φ
ω
↓
餌
覧
o
J
留
§
ミ
、
愈
噂
缶
餌
黛
霞
α
d
°
℃
‘
b
。
8
8
や
　
　
　
　
る
の
で
、
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
佐
藤
啓
介
「
暗
い
記
憶
の
行
き
場

　
　
①
H
。
。
塗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
復
讐
か
ら
宗
教
と
倫
理
を
考
え
る
」
『
宗
教
と
倫
理
』
第
五
号
、

（8
）
　
こ
こ
で
い
う
「
抗
議
の
神
義
論
」
と
は
、
ロ
ス
を
念
頭
に
お
い
て
　
　
　
　
宗
教
倫
理
学
会
、
二
〇
〇
五
年
。

　　
い
る
。
H
o
げ
ロ
国
．
国
o
昼
、
、
諺
弓
冨
o
凸
o
嘱
o
h
中
o
け
Φ
ω
件
、
、
”
穿
＆
§
討
下
　
　
（
1
2
）
　
我
が
国
に
お
け
る
そ
う
し
た
文
化
的
想
像
力
を
描
い
た
研
究
と
し

　
　
帖
躇
野
隷
卜
画
竃
e
誉
蕊
§
§
S
§
％
臨
〉
耐
ミ
睾
き
§
　
　
　
　
て
、
以
下
を
参
照
。
池
上
良
正
『
死
者
の
救
済
史
－
供
養
と
慧
依

　
　
（
ω
8
曾
Φ
口
↓
°
U
帥
≦
ω
①
α
゜
）
噂
芝
Φ
ω
9
旨
段
霞
臼
o
巨
蚕
o
拷
勺
お
ω
ρ
　
　
　
　
の
宗
教
学
』
角
川
書
店
、
二
〇
〇
三
年
。

　
　
b
。
8
H
°
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
．
デ
イ
ヴ
ィ
ス
編
、
本
多
峰
子
訳
『
神
は
悪
の
　
　
　
（
1
3
）
　
日
ず
o
日
器
乞
餌
α
q
9
．
6
8
些
、
、
矯
ミ
q
§
N
◎
ミ
塁
§
蕊
h
国
喜
民
置
o
q
o

　
　
問
題
に
答
え
ら
れ
る
か
ー
神
義
論
を
め
ぐ
る
五
つ
の
答
え
』
教
文
　
　
　
　
d
．
勺
‘
H
㊤
謬
゜
ト
ー
マ
ス
・
ネ
ー
ゲ
ル
、
永
井
均
訳
『
コ
ウ
モ
リ
で

　館
、
二
〇
〇
二
年
。
抗
議
の
神
義
論
に
つ
い
て
は
、
以
下
も
参
照
。
　
　
　
　
　
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
』
勤
草
書
房
、
一
九
八
九
年
。
固
①
β

　
　
小
笠
原
史
樹
「
抗
議
と
沈
黙
－
神
義
論
批
判
の
二
類
型
」
『
倫
理
学
　
　
　
　
、
、
U
Φ
p
昏
．
．
”
華
咋
b
o
禽
§
郎
鳶
ミ
町
§
、
卜
忘
建
留
o
§
§
き
－

死と
い
う
悪
に
死
者
は
抗
議
で
き
る
の
か
1
神
義
論
の
宗
教
哲
学
へ
の
基
礎
的
考
察
1
（
佐
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
七



二
八
八

　
　
§
ミ
§
討
き
§
°
。
愚
ミ
殖
O
×
h
o
目
α
q
°
勺
゜
』
㊤
゜
。
S
同
、
岡
本
裕
一
朗
　
　
　
（
1
8
）
　
周
Φ
貯
げ
興
o
q
H
O
。
。
恥
も
や
刈
O
－
。
。
ω
゜

　
　
ほ
か
訳
『
哲
学
っ
て
ど
ん
な
こ
と
？
1
と
っ
て
も
短
い
哲
学
入
　
　
（
1
9
）
　
福
間
、
二
〇
〇
九
年
、
一
三
五
頁
以
下
。

　
　
門
』
昭
和
堂
、
一
九
九
三
年
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
同
お
匹
国
Φ
匡
B
曽
P
、
、
ω
o
日
Φ
℃
口
N
巴
Φ
ω
魯
o
暮
夢
Φ
国
く
ロ
9

（1
4
）
　
死
の
害
の
哲
学
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
研
究
も
参
照
し
た
。
　
　
　
　
U
＄
昏
、
．
ぎ
国
ω
昌
興
H
8
ω
゜
金
杉
、
二
〇
〇
六
年
。

　
　
臼
0
9
聞
Φ
ぎ
げ
臼
o
Q
》
、
．
剛
口
N
N
罵
昌
槻
O
器
Φ
ω
り
．
ミ
§
討
O
ミ
恥
這
§
鳴
　
　
　
（
2
1
）
　
勺
巴
δ
磯
o
日
麟
茜
ニ
へ
晒
］
リ
げ
Φ
U
雷
山
、
．
ぎ
国
ω
魯
興
H
㊤
O
ω
b
ω
b
°
b
戸

　
　
§
ミ
、
卜
蟻
§
謎
ミ
き
恥
Q
§
§
ミ
ト
織
ミ
噂
O
×
h
o
a
d
°
℃
‘
H
O
o
。
ト
　
　
　
　
　
H
障
山
蔭
P

　
　
H
o
げ
口
］
≦
母
誠
口
国
ω
o
げ
臼
（
①
9
噂
§
鳴
§
§
霧
ミ
b
§
誉
　
　
　
（
2
2
）
　
た
だ
し
、
吉
沢
の
よ
う
に
、
こ
の
「
い
つ
」
と
「
誰
」
と
い
う
問

　
　
ω
冨
駄
o
a
d
°
剛
‘
H
㊤
㊤
゜
。
°
切
Φ
ロ
切
『
四
已
Φ
ざ
罫
N
萄
ミ
鳶
§
概
　
　
　
　
題
を
考
察
し
た
結
果
、
た
と
え
剥
奪
説
に
立
つ
と
し
て
も
、
死
者
自

　
　
b
§
誉
O
義
o
巳
d
°
勺
゜
b
O
H
H
°
金
杉
武
司
「
死
は
（
な
ぜ
）
不
幸
な
9
　
　
　
　
身
が
害
を
被
る
と
い
う
考
え
そ
の
も
の
が
成
り
立
た
な
い
と
主
張
す

　　
こ
と
な
の
か
？
」
『
高
千
穂
論
叢
』
第
四
〇
巻
第
三
号
、
高
千
穂
大
学
、
　
　
　
　
る
立
場
も
あ
る
。
吉
沢
、
二
〇
〇
九
年
、
吉
沢
、
二
〇
一
〇
年
。

　　
二
〇
〇
六
年
。
福
間
聡
「
「
死
者
に
鞭
打
つ
」
こ
と
は
可
能
か
1
死
　
　
　
（
2
3
）
　
累
四
α
q
巴
H
り
゜
。
8
噂
゜
り
P

　
　
者
に
対
す
る
危
害
に
関
す
る
一
考
察
」
『
死
生
学
研
究
』
第
＝
一
号
、
　
　
（
2
4
）
　
こ
う
し
た
物
語
的
な
（
な
い
し
解
釈
学
的
な
）
死
の
捉
え
方
に
つ

　
　
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
、
二
〇
〇
九
年
。
吉
沢
文
武
　
　
　
　
い
て
は
、
福
間
の
考
察
が
参
考
に
な
っ
た
。
福
間
、
二
〇
〇
九
年
。

　
　
「
死
に
よ
っ
て
誰
が
害
を
被
る
の
か
ー
剥
奪
説
を
批
判
す
る
ー
」
　
　
　
（
2
5
）
　
団
①
博
暑
臼
ぴ
q
H
O
°
。
声
，
°
。
恥
津
吉
沢
、
二
〇
〇
九
年
、
＝
二
七
－
一

　　
『
哲
学
の
探
求
』
第
三
六
号
、
哲
学
若
手
研
究
者
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
二
〇
　
　
　
　
三
八
頁
。

　
　
〇
九
年
。
同
「
終
焉
テ
ー
ゼ
の
二
つ
の
解
釈
」
『
千
葉
大
学
人
文
社
会
　
　
　
（
2
6
）
　
勺
9
巳
困
0
8
β
」
曽
脳
§
鋤
§
恥
8
§
§
鳴
§
§
譜
“
ω
o
口
芦
H
㊤
8
°

　
　
科
学
研
究
』
第
二
〇
号
、
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
、
　
　
　
　
久
米
博
訳
『
他
者
の
よ
う
な
自
己
自
身
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九

　　
二
〇
一
〇
年
。
鈴
木
生
郎
「
死
の
害
の
形
而
上
学
」
『
科
学
基
礎
論
研
　
　
　
　
九
六
年
。

　
　
究
』
第
三
九
巻
第
一
号
、
科
学
基
礎
論
学
会
、
二
〇
一
一
年
。

（1
5
）
　
出
隆
・
岩
崎
武
雄
訳
『
エ
ピ
ク
ロ
ス
ー
教
説
と
手
紙
』
岩
波
文
　
　
　
付
記
　
本
研
究
は
、
H
ω
℃
ω
科
研
費
「
幸
福
概
念
の
理
論
的
基
盤
の
再
構
築

　
　
庫
、
一
九
五
九
年
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
そ
の
文
化
的
多
様
性
と
歴
史
的
重
層
性
の
批
判
的
検
討
を
通
じ

（1
6
）
前
掲
書
、
七
五
頁
。
〔
〕
に
よ
る
補
足
は
邦
訳
書
記
述
の
ま
ま
。
　
　
　
て
」
（
課
題
番
号
b
。
α
ω
ざ
O
b
。
O
、
研
究
代
表
者
・
佐
藤
啓
介
）
お
よ
び
「
幸

（17
）
　
乞
臼
。
α
q
巴
H
竃
ρ
，
野
邦
訳
、
六
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
と
時
間
性
に
関
す
る
比
較
思
想
史
的
研
究
」
（
課
題
番
号
N
器
ざ
O
°
。
°
。
、



研
究
代
表者
・
森
川
輝
一
）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

本
研究
は
、
日
本
宗
教
学
会
第
七
二
回
学
術
大
会
（
二
〇
一
三
年
九
月
、

國
學
院
大
學
）
で
の
研
究
発
表
「
死
と
抗
議
と
神
義
論
－
宗
教
哲
学

的
考
察
」
に
加
筆
・
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
会
場
に
て
鋭
い
批

判を
寄
せ
て
い
た
だ
い
た
堀
江
宗
正
氏
（
東
京
大
学
）
に
、
特
に
感
謝

し
た
い
。

死と
い
う
悪
に
死
者
は
抗
議
で
き
る
の
か
ー
神
義
論
の
宗
教
哲
学
へ
の
基
礎
的
考
察
ー
（
佐
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
九


