
誕
生
以
前
と
死
後
の
非
存
在
の
非
対
称
性

鶴
　
田
　
尚
　
美

序

　
あ
る
日
突
然
、
不
治
の
病
の
た
め
余
命
い
く
ぼ
く
も
な
い
と
医
師
か
ら
宣
告
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
わ
た
し
に
と
っ
て
こ
の
上
な
く

不
幸
な
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
し
に
は
、
ま
だ
知
り
た
い
こ
と
が
あ
る
し
、
聴
き
た
い
音
楽
や
読
み
た
い
本
、
行
っ
て
み
た
い
場
所
、
見
て
お

き
た
い
景
色
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
人
間
は
不
死
で
は
な
い
の
で
、
た
と
え
健
康
に
恵
ま
れ
た
と
し
て
も
望
み
の
す
べ
て
が
叶
う
わ
け
で
は
な

い
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
自
分
は
ま
だ
数
十
年
は
生
き
ら
れ
る
は
ず
だ
と
今
の
わ
た
し
は
信
じ
て
い
る
。
そ
の
時
間
が
も
う
ご
く
僅
か
し

か
な
い
と
知
ら
さ
れ
た
な
ら
、
わ
た
し
は
ひ
ど
く
シ
ョ
ッ
ク
を
う
け
自
分
の
不
幸
を
嘆
く
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
自
分
の
死
を
人
生

最
大
の
不
幸
と
捉
え
、
そ
れ
を
嘆
い
た
り
避
け
た
い
と
願
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
文
化
や
時
代
と
は
関
わ
り
な
く
大
多
数
の
人
間
に
共
通
す

る
特
徴
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
ご
く
当
た
り
前
と
思
わ
れ
る
考
え
方
に
は
、
解
明
す
べ
き
多
く
の
哲
学
的
な
問
題
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿

で
は
現
代
英
米
圏
の
死
の
悪
さ
に
関
す
る
議
論
を
ふ
ま
え
、
特
に
、
自
分
の
死
後
の
非
存
在
性
と
誕
生
以
前
の
非
存
在
と
い
う
二
種
類
の
非

存
在
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
を
検
討
す
る
。

誕
生
以
前
と
死
後
の
非
存
在
の
非
対
称
性

二
三
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二
四

二
　
な
ぜ
死
は
災
厄
な
の
か

　
二
・
一
　
ネ
ー
ゲ
ル
の
剥
奪
説

　
一
九
七
〇
年
の
論
文
「
死
」
に
お
い
て
ネ
ー
ゲ
ル
は
、
生
は
善
で
あ
り
、
そ
し
て
死
は
、
知
覚
、
欲
求
、
活
動
、
思
考
な
ど
人
聞
の
生
を

構
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
善
を
剥
奪
す
る
が
ゆ
え
に
、
死
者
本
人
に
と
っ
て
災
厄
（
鄭
ロ
一
ω
｛
○
掃
け
蒲
コ
①
）
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　
ネ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
死
が
悪
で
あ
る
の
は
、
単
に
、
死
の
時
点
で
そ
の
人
の
生
に
含
ま
れ
て
い
る
善
を
奪
う
か
ら
と
い
う
だ
け
で
な
く

「
そ
の
時
に
死
な
ず
に
も
っ
と
長
く
生
き
ら
れ
た
な
ら
、
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
善
」
を
も
奪
う
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
わ
た
し
に
㈲
五

〇
歳
で
死
ぬ
、
㈲
八
五
歳
で
死
ぬ
と
い
う
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
と
仮
定
し
よ
う
。
こ
の
時
、
㈲
は
㈲
と
比
べ
る
と
、
三
五
年
分
の
欲
求
や

活
動
や
計
画
が
達
成
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
経
験
や
活
動
は
、
必
ず
し
も
そ
れ
自
体
が
快
い
も
の
で
あ
る
と
は
前
提
さ
れ
て
い

な
い
。
欲
求
が
満
た
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
計
画
が
挫
折
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
ネ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
そ

れ
ら
す
べ
て
を
含
め
て
「
生
き
て
い
る
扁
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
が
善
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
生
を
成
り
立
た
せ
る
善
を
剥
奪
す
る
が
ゆ
え
に

死
を
悪
で
あ
る
と
み
な
す
ネ
ー
ゲ
ル
の
主
張
は
、
一
般
的
に
「
剥
奪
説
（
留
嘆
ぞ
薮
§
9
⑦
o
蔓
）
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
こ
の
説
は
、
わ
れ
わ
れ
が
通
常
考
え
て
い
る
死
の
悪
さ
の
理
由
と
お
お
む
ね
一
致
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
多
く
の
入
々
が
他
者
の
死
を

災
厄
と
見
な
す
理
磁
は
、
死
に
至
る
ま
で
に
そ
の
人
が
直
接
に
経
験
す
る
心
身
の
苦
痛
を
除
外
す
る
と
、
ま
ず
な
に
よ
り
「
死
ん
で
し
ま
っ

た
ら
、
も
は
や
ど
の
よ
う
な
経
験
も
で
き
な
い
」
こ
と
、
つ
ま
り
経
験
を
成
り
立
た
せ
る
基
盤
と
し
て
の
生
が
奪
わ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
だ
け
で
な
い
。
特
に
死
者
が
ま
だ
幼
い
子
供
や
若
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
究
が
早
す
ぎ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
も
っ
と
長
く
生

き
て
、
幸
不
幸
い
ず
れ
に
し
て
も
、
も
っ
と
多
様
で
数
多
く
の
経
験
を
す
べ
き
な
の
に
、
十
分
に
経
験
せ
ぬ
ま
ま
生
が
構
わ
れ
た
こ
と
を

人
々
は
悲
し
み
悼
む
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
逆
に
、
一
〇
〇
歳
近
く
ま
で
健
康
で
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
た
人
が
死
を
迎
え
た
時
に

は
、
遺
族
は
「
も
う
十
分
に
生
き
た
“
つ
ま
り
人
生
で
そ
の
入
が
な
す
べ
き
経
験
を
し
尽
く
し
た
だ
ろ
う
、
と
い
う
見
方
を
し
、
そ
の
よ
う



な
人
が
苦
し
む
こ
と
な
く
穏
や
か
に
亡
く
な
っ
た
な
ら
「
大
往
生
だ
っ
た
」
と
語
ら
れ
さ
え
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
二
・
二
　
剥
奪
説
の
問
題
点
…
二
種
類
の
非
対
称
性

　
し
か
し
、
剣
奪
説
は
い
く
つ
か
の
難
問
を
抱
え
て
い
る
。
最
大
の
問
題
点
は
、
二
種
類
の
非
存
在
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
が
非
対
称
的
な
態

度
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
し
ば
し
ば
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
が
指
摘
し
た
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

　
エ
ピ
ク
ロ
ス
に
深
く
傾
倒
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
と
同
様
に
、
死
は
感
覚
の
喪
失
で
あ
る
と
同
時
に

魂
の
分
解
で
も
あ
り
、
ゆ
え
に
死
は
恐
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
雷
う
。
さ
ら
に
、
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
死
に
よ
っ
て
わ
れ
わ

れ
が
消
滅
し
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
自
身
に
と
っ
て
不
幸
で
は
な
い
の
は
、
こ
の
世
に
一
度
も
誕
生
し
た
こ
と
が
な
い
人
聞
が
不
幸
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
と
、
ま
さ
に
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
消
滅
し
た
人
と
、
い
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
人
の
ど
ち
ら
も
感
覚
を
も

ち
え
ず
、
そ
も
そ
も
不
幸
に
な
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

明
ら
か
に
、
死
の
中
に
は
恐
れ
る
べ
き
も
の
は
何
も
な
い
し
、

存
在
し
な
い
人
が
不
幸
と
な
り
う
る
こ
と
も
な
い
し
、
ま
た
そ
の
人
が
、

こ
れ
ま
で
一
度
も
生
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
は
何
ら
問
題
に
な
ら
な
い
。

な
ぜ
な
ら
死
す
べ
き
生
を
不
死
な
る
死
が
奪
い
去
っ
た
の
だ
か
ら
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス

『
事
物
の
本
性
に
つ
い
て
』
第
三
巻
、
三
五
〇
頁
）

し
た
が
っ
て
、
「
わ
れ
わ
れ
が
死
後
に
存
在
し
な
く
な
っ
た
後
の
長
い
時
間
」
と
「
誕
生
に
先
立
つ
長
い
時
間
」

蔓
）
な
関
係
に
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
綴
っ
て
い
る
。

誕
生
以
前
と
死
後
の
非
存
在
の
非
対
称
性

は
、
対
称
的
（
ω
団
ヨ
ヨ
①
¢

二
五
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二
六

私
た
ち
の
生
れ
る
前
に
過
ぎ
さ
っ
た
、
永
劫
の
時
間
の
古
い
幾
年
代
が

ど
れ
ほ
ど
私
た
ち
に
と
っ
て
無
で
あ
る
か
、
も
う
一
度
顧
み
る
が
よ
い
。

さ
れ
ば
こ
れ
こ
そ
、
私
た
ち
の
死
後
に
来
る
べ
き
時
間
を
う
つ
す
鏡
と
し
て

自
然
が
私
た
ち
に
差
し
だ
し
て
み
せ
る
も
の
な
の
だ
。

一
体
そ
こ
に
何
か
恐
ろ
し
い
も
の
が
う
つ
っ
て
い
る
の
か
、
何
か
悲
し
い
こ
と
が

見
え
る
の
か
P
　
ど
ん
な
眠
り
よ
り
も
安
ら
か
な
も
の
で
は
な
い
の
か
P

（
同
書
、
三
五
二
頁
）

し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
翼
々
が
示
す
態
度
を
考
え
て
み
よ
う
。
た
と
え
、
こ
の
詩
が
描
き
だ
す
よ
う
に
「
自
分
が
実
際
に
こ
の
世
に
誕
生

す
る
前
に
、
何
世
代
も
の
人
々
が
通
り
過
ぎ
て
い
く
ほ
ど
の
長
い
時
間
が
存
在
し
て
お
り
、
自
分
は
そ
の
時
間
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
」
こ
と
が
事
実
だ
と
知
っ
た
と
し
て
も
、
人
々
は
そ
の
こ
と
に
関
心
を
持
た
ず
、
誕
生
以
前
の
自
分
の
非
存
在
を
決
し
て
死
と
等
し
い

災
厄
と
は
見
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
仮
に
そ
う
だ
と
す
れ
ぽ
、
な
ぜ
人
は
「
死
」
と
い
う
一
方
の
非
存
在
だ
け
を
不
幸
だ
と
見
な
し
、
そ
れ

を
自
分
の
消
滅
と
し
て
恐
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
単
純
に
「
自
分
が
世
界
に
存
在
し
て
い
な
い
時
間
」
と
し
て
だ
け
考
え
れ
ば
、

そ
の
状
態
を
想
像
す
る
こ
と
や
比
較
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
要
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
生
ま
れ
る
前
の
「
い
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
」
蒋

間
は
、
死
後
の
「
自
分
が
も
は
や
存
在
し
て
い
な
い
」
時
間
と
岡
じ
く
ら
い
長
い
か
も
し
れ
ず
、
絶
対
的
な
自
己
の
非
存
在
と
い
う
点
に
お

い
て
も
変
わ
り
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
な
ら
、
自
分
が
誕
生
す
る
前
の
時
問
に
つ
い
て
真
剣
に
考
え
、
自
分
の
非
存
在
を
も
っ
と
恐

れ
た
り
残
念
に
思
っ
た
り
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
し
て
ま
た
、
剥
奪
説
の
立
場
か
ら
は
、
誕
生
以
前
の
非
存
在
は
「
も
っ
と
早
く
生
ま
れ
て
い
た
ら
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
善
」
の
剥
奪
で

あ
り
、
死
に
よ
る
非
存
在
は
「
も
っ
と
長
く
生
き
ら
れ
た
な
ら
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
善
」
の
剥
奪
な
の
だ
か
ら
、
ど
ち
ら
の
非
存
在
も
等
し



く
善
の
剥
奪
だ
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
死
は
悪
で
あ
る
」
と
剥
奪
説
論
者
が
主
張
す
る
の
な
ら
、
誕

生
に
先
立
つ
非
存
在
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
対
称
性
に
つ
い
て
ネ
！
ゲ
ル
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
べ
ー
ト
！
ヴ
ェ
ソ
に
子
供
が
な
か
っ
た
」
と
い
う
事
実
は
、
ベ

ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
自
身
に
と
っ
て
残
念
な
こ
と
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
彼
の
才
能
を
受
け
継
ぐ
者
が
い
な
い
と
い
う
意
昧
で
世
界
に
と
っ

て
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
生
ま
れ
て
来
な
か
っ
た
子
供
自
身
に
と
っ
て
の
不
幸
と
し
て
記
述
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
な
ぜ
な
ら
「
生
ま
れ
て
来
な
か
っ
た
こ
と
」
を
不
幸
だ
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
人
の
死
後
の
時
間
は
「
も
し
そ

の
時
死
ん
で
い
な
か
っ
た
な
ら
、
ま
だ
生
き
て
い
た
で
あ
ろ
う
時
間
」
の
喪
失
、
す
な
わ
ち
死
に
よ
っ
て
剥
奪
さ
れ
た
時
間
で
あ
る
。
こ
の

場
合
、
そ
の
時
聞
を
奪
わ
れ
な
け
れ
ば
こ
の
人
の
以
後
の
人
生
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
を
十
分
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
肉
置
を
剥
奪
さ

れ
る
被
害
者
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
誕
生
す
る
前
の
向
腹
を
「
も
っ
と
早
く
生
ま
れ
て
い
た
な
ら
ば
生
ぎ
て
い
た
で
あ
ろ
う

時
間
」
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
も
そ
も
「
も
っ
と
早
く
生
ま
れ
る
」
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
実
際
に
生

ま
れ
た
よ
り
も
早
く
一
た
と
え
ば
二
〇
〇
八
年
忌
は
な
く
二
〇
〇
五
年
置
…
ひ
と
り
の
子
供
が
生
ま
れ
る
と
す
れ
ぽ
、
二
〇
〇
八
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

生
ま
れ
る
子
供
と
は
別
の
人
間
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
誕
生
の
時
期
が
早
い
か
遅
い
か
と
い
う
問
題
は
死
の
場
合
と
根
本
的
に
異

な
っ
て
お
り
、
既
に
存
在
し
て
い
た
誰
か
か
ら
、
さ
ら
に
生
き
ら
れ
た
は
ず
の
年
月
を
剥
奪
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
二

種
類
の
非
存
在
を
区
別
し
、
異
な
る
態
度
を
と
る
こ
と
は
理
に
か
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
三
四
α
q
①
＝
Φ
刈
O
も
や
評
。
。
）
。

　
さ
て
、
こ
の
二
種
類
の
非
存
在
に
対
し
て
と
る
べ
き
態
度
と
し
て
、
一
般
に
三
つ
の
選
択
肢
が
考
え
ら
れ
る
。
e
二
つ
の
非
存
在
を
対
称

的
に
考
え
、
か
つ
、
ど
ち
ら
の
非
存
在
も
等
し
く
悪
で
は
な
い
と
主
張
す
る
、
口
二
つ
の
非
存
在
を
対
称
的
に
考
え
、
か
つ
、
ど
ち
ら
の
非

存
在
も
等
し
く
悪
で
あ
る
と
主
張
す
る
、
口
二
つ
の
非
存
在
の
対
称
性
を
否
定
し
、
死
後
の
非
存
在
は
善
の
剥
奪
で
あ
り
悪
で
あ
る
が
、
誕

生
以
前
の
非
存
在
は
悪
で
は
な
い
と
・
王
張
す
る
、
の
三
つ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
e
は
エ
ピ
ク
露
ス
や
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
と
っ
た
選
択
肢
で
あ
る
。
㈲
は
上
に
挙
げ
た
ネ
ー
ゲ
ル
の
主
張
が
そ
の
～
例
で
あ
り
、
誕
生
以

誕
生
以
前
と
死
後
の
非
存
在
の
非
対
称
性

二
七
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二
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

前
と
死
後
の
対
称
性
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
。
剥
奪
説
を
と
る
像
と
ん
ど
の
論
者
も
ま
た
選
択
肢
日
を
支
持
し
て
お
り
、
こ
れ
は
ネ
ー
ゲ
ル

以
降
、
有
力
視
さ
れ
て
い
る
選
択
肢
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
日
の
中
か
ら
二
種
類
の
解
釈
を
検
討
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
議
論
は
、
パ
ー
フ
ィ

ッ
ト
（
℃
餌
目
暁
陣
け
　
一
〇
〇
Q
偽
）
の
思
考
実
験
を
元
に
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
糞
虫
と
未
来
の
快
苦
に
対
す
る
態
度
、
あ
る
い
は
現
在
存
在
し
て
い
る

自
分
に
対
す
る
態
度
な
ど
を
、
死
後
の
非
存
在
や
誕
生
以
前
の
非
存
在
と
関
連
づ
け
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
て
い
る
。
だ
が
、
彼
ら

の
議
論
に
は
興
味
深
い
点
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
根
本
的
な
難
点
が
い
く
つ
か
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三
　
対
称
性
の
問
題
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
答
え
る
べ
き
か

　
三
・
一
　
未
来
に
対
す
る
関
心

　
ブ
ル
ッ
ク
ナ
ー
と
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
（
じ
d
三
①
。
ξ
興
雪
血
鴬
ω
o
滞
鴨
お
。
。
ρ
薯
』
N
？
・
。
・
。
り
）
は
、
ネ
！
ゲ
ル
の
説
を
支
持
し
、
対
称
性
の
問
題

を
以
下
の
よ
う
に
論
じ
る
。
た
し
か
に
剥
奮
説
は
、
誕
生
以
前
の
非
存
在
と
死
後
の
非
存
在
に
対
し
て
異
な
る
態
度
を
と
る
こ
と
が
適
切
で

あ
る
と
直
観
的
に
思
わ
せ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
「
死
は
善
の
剥
奮
だ
」
と
襲
え
る
と
し
て
も
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
や
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
見
解

が
正
し
け
れ
ば
、
死
と
は
一
切
の
経
験
の
喪
失
あ
る
い
は
存
在
の
消
滅
な
の
だ
か
ら
、
死
に
ゆ
く
人
自
身
が
善
の
剥
奪
を
経
験
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。

　
一
般
的
に
「
善
を
奪
わ
れ
る
」
と
調
う
時
に
は
、
あ
る
人
が
当
該
の
善
を
既
に
経
験
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
そ
の
快
を
知
っ
て
お
り
、
そ
し

て
そ
の
快
が
経
験
で
き
な
い
た
め
に
不
在
を
嘆
く
と
い
う
事
態
が
発
生
し
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
常
日
頃
か
ら
素
晴
ら
し
い
ワ
イ
ン
を
楽
し
ん

で
い
た
人
が
、
よ
い
ワ
イ
ン
が
季
に
入
ら
な
か
っ
た
日
に
味
覚
の
快
を
経
験
で
き
ず
、
「
よ
い
ワ
イ
ン
」
と
い
う
善
の
不
在
に
嘆
く
と
い
っ

た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
で
は
言
わ
れ
た
、
あ
る
い
は
不
在
の
善
を
容
易
に
特
定
で
き
る
。
他
方
、
死
の
場
禽
は
死
者
本
人
が
死

後
の
善
の
剥
奪
を
ま
っ
た
く
経
験
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
　
般
的
な
剥
奪
の
事
例
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
で
は
、
な
ぜ
死
者
本
人
が
善
の
剥
奪
を
経
験
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
死
を
悪
と
み
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
上
、



誕
生
以
前
の
非
存
在
は
悪
で
は
な
い
と
み
な
し
て
、
二
種
類
の
非
存
在
を
非
対
称
的
に
扱
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ブ
ル
ッ
ク
ナ
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
パ
！
フ
ィ
ッ
ト
の
事
例
「
過
去
の
手
術
と
未
来
の
手
術
」
（
勺
p
。
『
陣
お
。
。
心
も
p
♂
α
山
O
①
）
を
改
変
し
た
事
例
を
挙
げ

て
説
明
す
る
。

　
あ
な
た
が
、
あ
る
薬
の
実
験
の
た
め
に
病
院
に
入
院
し
て
い
る
と
想
像
し
て
み
よ
う
。
こ
の
薬
は
一
時
間
の
強
烈
な
快
を
生
じ
さ
せ
、
次

い
で
記
憶
喪
失
が
起
き
る
。
あ
な
た
は
ベ
ッ
ド
の
上
で
目
覚
め
、
看
護
師
に
自
分
の
状
況
を
尋
ね
る
と
、
彼
女
は
「
あ
な
た
は
昨
日
、
薬
の

実
験
を
受
け
た
か
、
明
日
、
実
験
を
受
け
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
す
」
と
答
え
た
。
あ
な
た
は
明
日
実
験
を
受
け
、
快
を
経
験
す
る
方
を
望
ん

で
い
る
。

　
快
に
対
す
る
こ
の
態
度
も
ま
た
非
対
称
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
既
に
自
分
が
経
験
し
た
快
に
対
し
て
も
は
や
関

心
を
も
た
な
く
な
っ
て
い
る
の
に
、
こ
れ
か
ら
経
験
す
る
で
あ
ろ
う
未
来
の
快
は
期
待
し
て
い
る
。

　
ブ
ル
ッ
ク
ナ
ー
と
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
れ
ぽ
、
死
が
悪
で
あ
る
の
は
、
そ
の
人
自
身
が
そ
れ
ま
で
の
人
生
の
中
で
既
に
善
と
し
て
経
験
し

た
こ
と
が
あ
り
、
そ
し
て
将
来
も
経
験
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
も
の
が
、
死
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
わ

れ
わ
れ
は
過
去
の
善
の
経
験
に
は
現
在
も
は
や
関
心
を
も
た
ず
、
そ
の
剥
奪
を
悪
だ
と
は
見
な
さ
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
誕
生

以
前
の
善
は
、
仮
に
そ
れ
が
善
で
あ
る
と
仮
定
し
て
も
、
当
人
に
よ
っ
て
ま
だ
一
度
も
経
験
さ
れ
こ
と
が
な
い
善
で
あ
り
、
か
つ
て
経
験
し

た
こ
と
が
あ
る
善
と
同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
誕
生
以
前
の
非
存
在
が
な
ん
ら
か
の
善
の
剥
奪
で
あ
り
う
る

と
仮
定
し
て
も
、
死
後
の
非
存
在
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
態
度
と
誕
生
以
前
の
非
存
在
に
対
す
る
態
度
と
は
大
き
く
異
な
る
。
か
く
し
て
、

二
種
類
の
非
存
在
の
非
対
称
性
を
適
切
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
未
来
へ
の
関
心
と
い
う
点
か
ら
、
ブ
ル
ッ
ク
ナ
ー
と
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
次
の
よ
う
な
事
例
を
考
案
す
る
（
以
下
「
誕
生
日

　
　
　
　
　
（
5
V

の
事
例
」
と
呼
ぶ
）
。
あ
な
た
は
八
○
年
の
生
涯
を
送
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
現
在
は
二
〇
〇
八
年
で
あ
り
、
あ
な
た
に
は
㈲

　
九
三
五
年
に
生
ま
れ
て
二
〇
一
五
年
に
死
ぬ
と
い
う
八
○
年
と
、
㈲
一
九
四
五
年
に
生
ま
れ
て
二
〇
二
五
年
に
死
ぬ
と
い
う
八
○
年
の
、

誕
生
以
前
と
死
後
の
非
存
在
の
非
対
称
性

二
九
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三
〇

一一

ﾂ
の
選
択
肢
が
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
㈹
と
㈲
の
聞
に
は
一
〇
年
の
ず
れ
が
あ
る
。
こ
の
時
、
あ
な
た
が
㈲
の
方
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
は

明
ら
か
だ
、
と
ブ
ル
ッ
ク
ナ
ー
と
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
述
べ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
先
の
薬
の
実
験
の
事
例
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
に
は

未
来
に
期
待
さ
れ
る
善
に
対
し
て
非
対
称
的
な
態
度
を
と
り
、
過
去
よ
り
も
よ
り
未
来
へ
向
か
う
方
を
選
択
す
る
と
い
う
バ
イ
ア
ス
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。

　
三
・
二
「
保
存
の
要
求
」
と
現
在
の
わ
た
し
の
同
一
性

　
た
し
か
に
、
わ
れ
わ
れ
に
は
既
に
経
験
し
た
過
去
の
快
苦
に
無
関
心
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
経
験
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
将
来
の
快
（
あ

る
い
は
経
験
す
る
こ
と
を
恐
れ
る
将
来
の
苦
）
へ
強
い
関
心
を
も
つ
と
い
う
バ
イ
ア
ス
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
薬
の
実
験
の

事
例
で
、
こ
れ
か
ら
実
験
を
う
け
る
こ
と
（
つ
ま
り
快
を
感
じ
る
こ
と
）
を
期
待
す
る
と
い
う
わ
た
し
の
態
度
は
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
や
す

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
二
番
匿
の
「
誕
生
日
の
事
例
」
に
お
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
明
白
に
ほ
と
ん
ど
の
人
た
ち
が
㈲
を
選
ぶ
と
予
想
で

き
る
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
㈲
を
選
ぶ
こ
と
が
合
理
的
な
選
択
だ
と
明
雷
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
人
聞
は
将
来
を
見
通
し
、
予
測
を
す
る
こ
と

が
で
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
長
期
的
な
計
画
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
自
分
が
い
っ
か
死
ぬ
と
知
り
つ
つ
も
、
そ
の
正
確
な
日
蒔
を
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

っ
て
い
る
入
は
い
な
い
と
い
う
点
で
、
人
聞
に
と
っ
て
常
に
未
来
は
開
か
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
八
○
年
と
い
う
生
存
年
数
が
二
つ
の
選

択
肢
の
双
方
で
同
じ
だ
と
仮
定
さ
れ
て
お
り
、
生
の
内
側
か
ら
自
分
の
人
生
と
し
て
見
て
い
る
の
で
は
な
く
外
側
か
ら
客
観
的
に
眺
め
て
選

択
す
る
と
い
う
状
況
に
お
い
て
、
㈲
を
選
択
す
べ
き
だ
と
い
う
強
力
で
説
得
力
の
あ
る
根
拠
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ベ

ル
シ
ョ
ウ
も
ま
た
こ
の
事
例
に
関
し
て
「
彼
ら
は
こ
の
事
例
が
明
白
だ
と
言
う
が
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
否
定
す
る
」
と
異
議
を
唱
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

（
じ
」
餓
ω
冨
≦
お
O
ω
も
」
O
切
）
。

　
さ
て
、
ブ
ル
ッ
ク
ナ
ー
と
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
に
対
す
る
反
論
と
し
て
ベ
ル
シ
ョ
ウ
が
指
摘
す
る
の
は
、
第
　
に
、
わ
れ
わ
れ
は
過
去
の
快
に

対
し
て
実
際
に
は
無
関
心
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
（
じ
ご
Φ
『
冨
≦
H
O
㊤
。
。
”
馨
し
8
山
8
）
。
人
は
し
ぼ
し
ぼ
過
去
の
楽
し
か
っ
た
経
験
を



思
い
出
し
、
そ
の
記
憶
を
失
い
た
く
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
特
別
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ほ
と
ん
ど
の
人
々
に
と
っ
て
、
幼

い
頃
か
ら
の
自
分
の
人
生
の
経
験
と
そ
の
記
憶
は
、
年
齢
を
重
ね
て
も
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
人
の
性
格
や
価
値
観
な
ど
を
形
成
す
る

も
の
で
も
あ
る
。

　
第
二
の
指
摘
は
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
「
過
去
の
手
術
と
未
来
の
手
術
」
は
非
常
に
説
得
力
が
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
突
飛
す
ぎ
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
こ
の
事
例
が
示
す
の
は
、
過
玄
の
快
調
が
、
㈲
完
全
に
忘
れ
去
ら
れ
、
㈲
現
在
に
対
し
て
な
ん
ら
重
要
な
影
響
を
も
た
な
い
、
と

い
う
条
件
を
満
た
し
て
い
る
時
、
わ
れ
わ
れ
は
過
去
の
快
苦
に
関
心
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
種
の
過
去
の
快
苦

と
未
来
の
快
苦
の
間
で
選
択
を
す
る
時
、
人
は
未
来
の
快
（
あ
る
い
は
苦
の
回
避
）
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。

　
で
は
、
「
誕
生
日
の
事
例
」
を
、
正
し
く
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
か
。
ベ
ル
シ
ョ
ウ
は
、
こ
の
事
例
は
奇
怪
す
ぎ
る
と
言
う
。

な
ぜ
な
ら
「
自
分
が
い
つ
生
ま
れ
て
く
る
か
を
選
ぶ
」
な
ど
と
い
う
こ
と
が
現
実
の
人
間
に
で
き
る
は
ず
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

こ
の
事
例
を
以
下
の
よ
う
に
改
訂
し
て
み
よ
う
。

　
あ
な
た
は
記
憶
喪
失
に
苦
し
ん
で
い
る
。
医
師
は
、
あ
な
た
が
一
九
二
五
年
生
ま
れ
で
二
〇
〇
五
年
ま
で
生
き
る
こ
と
が
あ
る
確
率
で
予

想
さ
れ
う
る
ピ
ル
と
、
一
九
一
五
年
生
ま
れ
で
一
九
九
五
年
ま
で
生
き
る
こ
と
が
同
じ
確
率
で
予
想
さ
れ
て
い
る
ベ
ン
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る

か
を
知
っ
て
い
る
。

　
さ
て
、
あ
な
た
は
自
分
が
ビ
ル
で
あ
る
こ
と
を
望
む
だ
ろ
う
、
と
明
言
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ベ
ル
シ
ョ
ウ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
事
例
で
は
、

記
憶
喪
失
が
治
癒
可
能
か
ど
う
か
で
判
断
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
他
の
条
件
が
等
し
く
、
そ
し
て
記
憶
喪
失
が
生
涯
治
ら
な
い
の
な
ら
、

わ
た
し
は
ピ
ル
で
あ
る
こ
と
を
望
む
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
未
来
へ
の
バ
イ
ア
ス
が
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
単
純
に
、
ビ

ル
の
方
が
よ
り
長
く
生
き
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
で
、
よ
り
多
く
の
快
を
得
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
と
い
う
理
由
の
た
め
で
あ
る
。
「
過

去
の
手
術
と
未
来
の
手
術
」
の
事
例
も
同
様
に
、
わ
た
し
は
圏
覚
め
た
時
点
で
手
術
の
記
憶
を
失
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
単
純
に
快
苦
の
量

だ
け
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
手
術
を
受
け
た
い
と
は
思
わ
な
い
。
こ
れ
も
未
来
へ
の
バ
イ
ア
ス
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
は
全
く
無
関

誕
生
以
前
と
死
後
の
非
存
在
の
非
対
称
性

一
三
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O

係
に
説
明
で
き
る
。

　
で
は
次
に
、
わ
た
し
の
記
憶
が
戻
る
と
仮
定
し
て
み
よ
う
。
こ
の
場
合
は
、
ビ
ル
の
方
を
選
ぶ
べ
き
だ
と
簡
単
に
は
答
え
ら
れ
な
い
。
そ

し
て
、
記
憶
が
戻
る
、
つ
ま
り
過
去
に
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
は
重
要
で
あ
る
。
た
と
え
期
待
余
命
が
短
く
て
も
、
過
去
の
記
憶

を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
、
自
分
が
ベ
ン
で
あ
る
と
確
信
で
き
る
の
な
ら
、
そ
れ
が
真
実
な
の
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
ベ
ン
で
あ
る
方
を
望

ん
だ
と
し
て
も
ま
っ
た
く
お
か
し
な
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
過
去
の
記
憶
を
取
り
戻
し
自
分
が
ペ
ン
で
あ
る
こ
と
を
思
い

出
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
長
生
き
を
し
た
い
か
ら
自
分
は
ピ
ル
で
あ
り
た
い
」
と
い
う
理
由
で
ピ
ル
と
し
て
生
き
よ
う
と
し
た
な
ら
、

そ
れ
に
気
づ
い
た
人
は
彼
の
行
為
を
現
実
逃
避
と
呼
び
非
難
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
ブ
ル
ッ
ク
ナ
ー
と
フ
ィ
ッ
シ
ャ

ー
が
想
定
し
た
よ
う
に
、
単
純
に
よ
り
未
来
へ
長
く
生
き
る
方
を
人
々
は
望
む
と
は
窪
い
切
れ
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
ベ
ル
シ
ョ
ウ
は
二
種
類
の
非
存
在
の
非
対
称
性
の
悶
題
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
つ
も
り
だ
ろ
う
か
。
彼
は
ネ
！
ゲ
ル
が
示

唆
し
た
「
仮
に
自
分
が
現
に
生
ま
れ
た
時
点
よ
り
も
前
に
生
ま
れ
る
と
し
た
な
ら
、
生
ま
れ
て
く
る
の
は
自
分
で
は
な
い
別
の
人
間
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
、
自
己
の
同
～
性
が
損
な
わ
れ
る
」
と
い
う
説
明
を
ベ
ー
ス
に
し
て
は
い
る
が
、
若
干
異
な
る
ア
プ
ロ
：
チ
を
と
る
（
b
づ
⑦
∵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
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。

　
彼
の
見
解
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
人
々
は
、
今
あ
る
自
分
の
存
在
は
一
自
分
が
あ
る
種
の
関
心
や
、
特
定
の
性
格
、
計

画
、
友
人
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
な
ど
を
も
つ
人
格
で
あ
る
こ
と
は
一
過
ま
に
依
存
し
て
お
り
、
過
去
と
因
果
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
信

じ
て
い
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
が
特
定
の
熱
量
に
生
ま
れ
た
こ
と
は
、
大
部
分
、
今
あ
る
自
分
の
原
因
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
し
、

違
う
真
鶴
に
生
ま
れ
た
人
は
自
分
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
「
違
う
時
点
に
生
ま
れ
た
か
っ
た
」
と
望
む
こ
と
は
、
今
の
自
分
が
存
在
し

な
い
こ
と
を
望
む
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
望
む
人
な
ど
ほ
と
ん
ど
い
な
い
だ
ろ
う
。
大
多
数
の
人
々
は
、
現
に
存
在
し
て
い

る
自
分
が
そ
の
ま
ま
に
存
在
す
る
こ
と
を
望
み
、
そ
し
て
今
あ
る
自
分
に
影
響
を
与
え
さ
せ
な
い
た
め
に
、
自
分
の
誕
生
の
時
点
や
そ
れ
に

関
わ
る
諸
事
実
を
現
実
の
ま
ま
に
保
っ
て
お
く
こ
と
を
求
め
る
。
ベ
ル
シ
ョ
ウ
は
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
欲
求
を
「
保
存
の
要
求
（
o
§
ω
2
〈
禦



臨
O
O
色
m
凶
H
目
〉
」
と
呼
ぶ
。

　
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
人
々
は
、
自
分
の
死
後
の
非
存
在
を
悪
だ
と
考
え
る
の
に
、
誕
生
以
前
の
非
存
在
は
悪
だ
と
考
え
な
い
と
い
う
非
対
称

的
な
態
度
を
と
る
の
か
。
ベ
ル
シ
ョ
ウ
は
、
非
対
称
的
な
態
度
を
拒
絶
し
て
自
分
の
死
に
無
関
心
な
人
や
、
「
も
っ
と
早
く
生
ま
れ
た
か
っ

た
」
と
思
う
入
が
い
る
可
能
性
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
保
存
の
要
求
」
の
弱
点
で
は
な
く
、
入
々
の
欲
求
が
そ

の
人
の
置
か
れ
た
状
況
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
だ
と
指
摘
す
る
。
た
と
え
ば
、
強
烈
な
身
体
的
苦
痛
や
精
神
的
な
病
の
た
め

に
生
き
る
こ
と
が
苦
し
み
で
し
か
な
い
人
に
と
っ
て
死
は
歓
迎
す
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
人
類
の
未
来
が
と
て
つ
も
な
く
悲
惨
に
な

る
と
予
測
さ
れ
る
な
ら
…
酸
性
雨
が
降
り
、
大
気
が
汚
染
さ
れ
、
人
口
過
密
が
急
速
に
進
行
す
る
と
予
測
さ
れ
る
な
ら
　
　
自
分
が
実
際

に
生
ま
れ
た
時
代
よ
り
も
も
っ
と
昔
の
快
適
だ
っ
た
頃
に
生
ま
れ
た
か
っ
た
と
思
う
人
が
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

　
ベ
ル
シ
ョ
ウ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
非
対
称
的
な
態
度
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
理
由
は
、
こ
の
態
度
が
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
心
理
に

関
す
る
、
同
じ
よ
う
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
別
の
態
度
に
付
随
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
態
度
と
は
、
「
自
分
自
身
の
今
あ
る

心
理
状
態
（
欲
求
、
価
値
観
、
性
格
、
計
画
な
ど
）
に
、
過
去
か
ら
未
来
へ
の
因
果
的
関
連
性
が
あ
る
と
信
じ
る
の
が
合
理
的
だ
」
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
信
じ
る
こ
と
が
合
理
的
な
ら
ば
、
非
対
称
的
な
態
度
も
ま
た
合
理
的
で
あ
る
と
言
い
う
る
。
こ
の
相
互
依
存

性
こ
そ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
対
称
性
に
対
す
る
態
度
の
合
理
性
を
考
え
る
時
に
重
要
と
な
る
点
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
と
ま
っ
た
く
違
う
ス
タ
イ
ル
の
生
活
を
営
む
人
々
を
想
像
す
る
こ
と
は
、
論
理
的
に
不
可
能
で
は
な
い
。

あ
る
可
能
世
界
の
人
々
は
、
数
年
ご
と
に
住
む
場
所
も
職
業
も
友
人
も
完
全
に
入
れ
替
わ
り
、
自
分
の
関
心
や
価
値
観
も
が
ら
り
と
変
わ
っ

て
し
ま
う
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
人
々
は
、
過
去
の
追
憶
に
ひ
た
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
し
、
過
去
の
経
験

が
現
在
の
人
格
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
可
能
世
界
で
は
、
過
去
は
も
は
や
何
の
重
要
性
も
も
た
な
く
な

る
だ
ろ
う
。

　
だ
が
、
現
在
我
々
の
世
界
で
は
、
多
く
の
人
々
は
自
分
の
過
張
の
経
験
に
愛
着
を
も
ち
、
そ
れ
ら
の
経
験
と
現
在
の
自
分
に
因
果
的
な
関

誕
生
以
前
と
死
後
の
非
存
在
の
非
対
称
性

三
三
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連
が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
世
界
で
は
、
人
々
は
今
あ
る
白
分
か
ら
自
分
が
誕
生
し
た
時
点
ま
で
因
果
的
な
関
連
性
を
遡
り
、

自
分
が
誕
生
し
た
時
点
を
変
え
た
く
な
い
と
強
く
望
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
昨
日
、
わ
た
し
が
午
後
五
時
半
の
電
車
に
乗
っ
て
い
な
か
っ

た
な
ら
ぽ
、
今
の
わ
た
し
は
現
在
の
わ
た
し
と
異
な
る
経
験
を
し
て
、
違
う
わ
た
し
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
も
し
も

現
在
住
ん
で
い
る
部
屋
を
三
年
前
に
選
ば
な
か
っ
た
な
ら
、
今
の
わ
た
し
は
三
年
の
問
に
現
在
の
わ
た
し
と
異
な
る
経
験
を
積
み
重
ね
、
違

う
人
た
ち
と
出
会
っ
て
い
た
だ
ろ
う
し
、
今
の
親
友
と
は
出
会
わ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
そ
し
て
今
の
こ
の
わ
た
し
と
は
違
う
わ
た
し

に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
遡
り
、
二
〇
年
前
に
あ
の
大
学
を
受
験
し
入
学
し
な
か
っ
た
な
ら
、
わ
た
し
の
入
間
関
係
や
知
識
は
ま
っ

た
く
現
在
と
は
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
わ
た
し
の
関
心
の
あ
り
か
た
は
ま
っ
た
く
現
在
と
は
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ

な
い
。
さ
ら
に
遡
り
…
…
と
時
間
を
遡
っ
て
い
き
、
中
学
生
の
頃
、
小
学
生
の
頃
、
最
終
的
に
は
自
分
の
誕
生
の
時
点
ま
で
、
わ
た
し
の
過

去
は
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
突
き
詰
め
る
と
、
も
し
も
わ
た
し
の
誕
生
日
が
一
五
早
か
っ
た
な
ら
ぽ
、
わ
た
し
は
今
あ
る
わ
た
し

と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
経
験
を
重
ね
、
異
な
る
入
生
を
歩
み
、
そ
し
て
異
な
る
人
問
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
、
と
い
う
考
え
ま
で
到
達
す
る

　
　
　
（
9
）

わ
け
で
あ
る
。

　
ゆ
え
に
、
　
方
で
「
自
分
の
死
」
と
い
う
、
い
っ
た
ん
人
生
が
始
ま
っ
た
後
の
霞
分
の
非
存
在
に
関
し
て
は
「
よ
り
長
く
生
き
た
い
偏
あ

る
い
は
「
早
く
死
に
た
く
な
い
」
と
願
う
こ
と
が
合
理
的
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
他
方
で
誕
生
以
前
の
非
存
在
に
対
し
て
は
「
自
分
が

現
実
に
生
ま
れ
た
時
点
よ
り
も
早
く
生
ま
れ
た
か
っ
た
と
は
願
わ
な
い
偏
と
い
う
非
対
称
的
な
態
度
を
と
る
こ
と
が
不
合
理
で
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。四

　
非
対
称
性
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
か

四
・
【
　
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
と
ス
ピ
ー
ク
の
批
判

ベ
ル
シ
ョ
ウ
の
議
論
は
成
功
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
と
ス
ピ
ー
ク
に
よ
る
「
保
存
の
要
求
」
批
判
の
概
略
を
見
て
み
よ
う
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0
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第
一
に
、
ベ
ル
シ
ョ
ウ
に
よ
れ
ぽ
「
現
実
に
自
分
が
生
ま
れ
た
の
と
は
別
の
時
点
に
生
ま
れ
た
い
と
い
う
欲
求
」
は
「
現
在
の
自
分
と
は

ま
っ
た
く
別
の
入
格
に
な
り
た
い
」
と
い
う
欲
求
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
欲
求
を
も
つ
人
は
現
実
に
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
彼
は
考
え
て
い

る
。
さ
ら
に
「
ほ
と
ん
ど
の
人
々
は
、
人
生
の
最
初
期
（
性
格
特
性
や
欲
求
な
ど
を
自
分
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
時
期
）
か
ら
、
現
在
の

自
分
を
変
え
た
く
な
い
と
い
う
欲
求
を
持
っ
て
い
る
」
と
ベ
ル
シ
ョ
ウ
は
前
提
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
非
常
に
保
守
的
な
前
提
で
あ
り
、

正
し
い
か
ど
う
か
は
ま
っ
た
く
明
ら
か
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
困
窮
や
虐
待
な
ど
悲
惨
な
環
境
の
中
に
生
ま
れ
、
蚕
い
よ
う
の
な
い
不
幸

に
苦
し
ん
で
育
っ
た
人
々
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
が
過
去
を
そ
の
ま
ま
に
保
存
し
て
お
き
た
い
な
ど
と
思
う
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
彼
ら

は
生
ま
れ
た
街
を
一
刻
も
早
く
出
る
こ
と
だ
け
を
願
っ
て
育
ち
、
幼
少
期
の
辛
い
趨
走
は
完
全
に
忘
れ
て
し
ま
お
う
と
し
て
残
り
の
人
生
を

生
き
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。
ゆ
え
に
、
「
人
は
過
去
の
記
憶
を
覚
え
て
お
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
」
と
い
う
ベ
ル
シ
ョ
ウ
の
前
提
に
は
ま

っ
た
く
根
拠
が
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
第
二
に
、
「
自
分
の
誕
生
し
た
時
点
を
不
変
の
ま
ま
に
し
て
お
き
た
い
と
い
う
欲
求
は
普
遍
的
で
あ
る
」
と
ベ
ル
シ
ョ
ウ
は
信
じ
て
い
る

の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
普
遍
的
な
欲
求
が
あ
る
と
い
う
主
張
に
説
得
力
は
な
い
。
人
々
の
現
実
の
欲
求
や
、
非
対
称
性
に
対
す
る
態
度
は
、

も
っ
と
複
雑
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
二
つ
の
批
判
点
は
、
ど
ち
ら
も
そ
れ
ほ
ど
有
効
で
あ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
本
稿
第
三
節
で
既
に
述
べ
た
よ
う

に
、
ベ
ル
シ
ョ
ウ
自
身
が
、
人
々
の
欲
求
に
あ
る
程
度
の
幅
や
環
境
に
よ
る
相
対
性
を
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
フ
ィ
ヅ
シ
ャ
ー
と

ス
ピ
ー
ク
の
挙
げ
た
反
例
が
あ
ま
り
に
極
端
な
事
例
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
虐
待
に
苦
し
ん
だ
り
、
生
育
環
境
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
り

し
た
入
た
ち
は
、
自
分
の
過
去
を
忘
れ
た
い
と
思
う
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
は
「
過
去
だ
か
ら
」
忘
れ
た
い
わ
け
で
は
な
く
「
辛
い
記
憶
だ

か
ら
」
忘
れ
た
い
の
で
あ
る
。
彼
ら
も
そ
の
環
境
か
ら
救
い
出
さ
れ
、
あ
る
い
は
自
分
自
身
の
努
力
に
よ
っ
て
幸
福
に
な
る
こ
と
が
で
き
た

な
ら
、
そ
れ
以
降
の
幸
せ
な
人
生
の
記
憶
は
、
人
生
の
初
め
か
ら
幸
せ
な
環
境
に
生
ま
れ
つ
い
た
人
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
む
し
ろ
忘
れ
て

誕
生
以
前
と
死
後
の
非
存
在
の
非
対
称
性

三
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し
ま
わ
な
い
よ
う
に
大
事
に
し
、
時
々
追
憶
に
耽
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
も
し
こ
の
推
測
が
正
し
け
れ
ば
、
経
験
自
体
が
苦
痛
に
満
ち
た

も
の
で
あ
っ
た
か
楽
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
違
い
だ
け
が
人
々
を
分
け
る
の
で
あ
り
、
不
幸
な
環
境
に
生
ま
れ
つ
い
た
入
と
生
ま
れ

た
と
き
か
ら
幸
福
だ
っ
た
人
と
で
、
過
去
の
記
憶
に
無
関
心
で
は
な
い
と
い
う
心
理
的
特
徴
そ
の
も
の
に
変
更
不
可
能
な
違
い
が
あ
る
わ
け

で
は
な
い
。

　
四
・
二
　
「
死
の
悪
さ
」
を
論
じ
る
時
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
か

　
こ
こ
ま
で
の
ベ
ル
シ
ョ
ウ
の
議
論
に
は
あ
る
程
度
の
説
得
力
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
種
の
議
論
で
は
未
来
へ
の
バ
イ
ア
ス
ぽ
か

り
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
未
来
ぽ
か
り
を
見
て
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
現
在
の
自
分
と
、
そ
れ
を

形
成
し
た
過
玄
の
経
験
や
記
憶
の
重
要
性
に
つ
い
て
も
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
讐
過
玄
の
手
術
と
未
来
の
手

術
」
を
は
じ
め
と
す
る
数
多
く
の
思
考
実
験
は
奇
抜
さ
に
園
を
奪
わ
れ
が
ち
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
各
事
例
に
対
す
る
整
合
的
な
説
明
が
軽
視

さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
点
、
わ
れ
わ
れ
の
時
点
へ
の
バ
イ
ア
ス
に
依
存
ぜ
ず
、
そ
の
人
に
期
待
さ
れ
る
快
苦
の
総
量
に
訴
え
か
け
る
ベ
ル

シ
ョ
ウ
の
解
釈
は
、
全
体
と
し
て
整
合
的
な
解
釈
を
導
く
も
の
に
な
り
う
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
彼
の
議
論
に
は
さ
ら
に
根
本

的
な
問
題
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
「
保
存
の
要
求
」
を
正
当
化
す
る
根
拠
は
何
か
　
　
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
と
ス
ピ
…
ク
の
「
保
守
的
だ
偏
と
い
う
批
調
を
劉
の
側
面
か
ら
考
え
て

み
た
い
。
ご
く
単
純
な
問
い
と
し
て
、
な
ぜ
ベ
ル
シ
ョ
ウ
は
、
「
上
そ
う
で
あ
る
自
分
翫
で
あ
る
こ
と
に
、
そ
れ
ほ
ど
強
く
執
着
す
る
の
だ

ろ
う
か
。

　
た
し
か
に
過
去
の
記
憶
を
遡
っ
て
い
け
ぽ
、
今
の
自
分
が
い
く
つ
も
の
偶
然
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

と
は
い
え
、
霞
分
が
過
去
に
経
験
し
て
来
た
偶
然
の
出
来
事
や
行
為
の
す
べ
て
に
等
し
い
価
値
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、
過
去
数
十



年
に
渡
る
霧
し
い
数
の
経
験
の
大
部
分
は
、
熟
慮
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
く
、
自
発
的
に
決
定
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
く
、
た
ま

た
ま
選
ば
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も
選
択
の
余
地
す
ら
自
分
に
な
か
っ
た
出
来
事
や
、
決
定
や
選
択
の

対
象
で
は
な
い
出
来
事
も
数
多
く
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
出
来
事
や
自
分
の
行
為
に
何
か
見
い
だ
す
べ
き
価
値
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ

ん
、
そ
れ
ら
の
些
細
な
経
験
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
現
在
の
自
分
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
わ
た
し
は
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
が
自
分
の
過
去
を
変
え
た
く
な
い
と
い
う
欲
求
を
正
当
化
す
る
だ
ろ
う
か
。

　
仮
に
、
今
日
の
わ
た
し
が
午
後
五
時
の
電
車
に
乗
ら
ず
、
五
時
十
五
分
の
電
車
に
乗
っ
た
と
す
る
。
わ
た
し
は
そ
れ
が
も
と
で
思
い
も
よ

ら
ぬ
経
験
を
し
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
長
期
的
に
見
れ
ば
「
午
後
五
時
に
電
車
に
乗
っ
た
わ
た
し
」
と
は
別
の
自
分
に
な
っ
て
い

く
か
も
し
れ
な
い
。
わ
た
し
は
電
車
に
乗
る
疇
、
そ
の
可
能
性
を
考
え
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
そ
の
可
能
性
に
対
し
て
い
ち
い
ち
特
別
な

関
心
は
持
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
た
し
に
と
っ
て
自
分
が
関
心
を
持
つ
べ
き
選
択
と
は
、
自
分
の
人
生
に
対
し
て
自
発
的
に
何
か
影
響
を

及
ぼ
し
う
る
よ
う
な
選
択
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
今
が
転
機
だ
と
自
覚
し
た
時
に
熟
慮
を
重
ね
て
下
す
決
定
や
、
完
全
に
自
分
の
状

況
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
て
も
後
か
ら
思
い
出
し
た
と
し
て
も
後
悔
し
な
い
よ
う
な
決
定
な
ど
、
自
分
の
重
大
な
関
心
の

対
象
に
な
る
よ
う
な
決
定
が
、
わ
た
し
に
と
っ
て
重
要
な
選
択
や
決
定
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
出
来
事
や
経
験
は
、
因
果
的
に
後
の
自

分
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
知
り
つ
つ
も
、
そ
の
時
点
で
は
そ
の
よ
う
な
影
響
が
予
測
不
可
能
な
決
定
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
あ
る
出
来
事
や
過
去
の
選
択
の
結
果
、
後
に
自
分
が
違
う
人
間
に
な
っ
て
い
く
と
し
て
も
、
一
体
そ
れ
を
何

と
「
比
較
す
る
」
の
だ
ろ
う
か
。
比
較
自
体
が
そ
の
時
点
の
わ
た
し
に
と
っ
て
は
不
可
能
で
あ
る
し
、
何
ら
か
の
意
味
で
「
そ
う
で
あ
り
え

た
自
分
」
と
違
う
自
分
に
な
っ
た
と
言
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
わ
た
し
は
そ
れ
に
気
づ
く
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
仮
に

別
の
選
択
の
結
果
と
し
て
翔
の
自
分
に
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
実
際
に
選
択
さ
れ
た
時
に
は
単
な
る
潜
在
的
な
可
能
性
で
は
な
く
現
実
の

選
択
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
選
択
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
後
の
わ
た
し
は
、
い
ず
れ
「
現
在
の
わ
た
し
」
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
幾
人
か
の
論
者
た
ち
が
試
み
て
い
る
よ
う
に
（
ご
σ
毎
①
o
冨
興
。
巳
欝
ω
冨
「
H
8
。
。
”
男
①
冠
ヨ
讐
お
り
押
お
㊤
ぴ
。
）
、
い
く
つ
も
の
可
能
世
界
の
わ

誕
生
以
前
と
死
後
の
非
存
在
の
非
対
称
性
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た
し
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
可
能
世
界
の
わ
た
し
は
、
現
実
の
わ
た
し
と
は
異
な
る
経
験
を
し
、
異
な
る
属
性
を
持
ち
、

あ
る
い
は
現
実
の
わ
た
し
が
自
分
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
だ
と
信
じ
て
い
る
属
性
を
持
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の

可
能
世
界
の
わ
た
し
で
あ
る
こ
と
は
、
現
実
世
界
の
わ
た
し
で
あ
る
よ
り
も
悪
い
こ
と
で
あ
っ
た
り
嫌
悪
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
り
す
る
だ

ろ
う
か
。
わ
た
し
自
身
に
は
、
「
可
能
世
界
の
わ
た
し
」
の
生
の
状
態
そ
れ
自
体
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
今
の
自
分
よ
り
も
さ
ら
に
悲
惨
な

生
活
を
し
て
い
な
い
の
な
ら
、
仮
に
あ
る
可
能
世
界
の
自
分
が
現
実
の
わ
た
し
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
自
体
に
悪
い
こ
と
は
何
も

な
い
と
思
う
。
そ
れ
で
は
、
「
今
現
に
そ
う
で
あ
る
自
分
」
に
特
別
の
地
位
を
与
え
る
べ
き
理
由
は
柔
な
の
だ
ろ
う
。
ベ
ル
シ
ョ
ウ
は
こ
の

点
に
対
し
て
、
単
に
「
わ
れ
わ
れ
は
今
あ
る
自
分
で
い
た
い
と
思
い
、
他
の
人
に
は
な
り
た
く
な
い
と
思
う
」
と
わ
れ
わ
れ
の
欲
求
に
訴
え

か
け
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
の
自
分
と
何
一
つ
似
て
い
な
い
他
人
に
な
る
こ
と
と
、
あ
る
可
能
世
界
の
自
分
に
な
る
こ
と
と
は
ま
っ

た
く
意
味
が
異
な
り
、
こ
れ
だ
け
で
は
論
証
が
不
十
分
で
あ
る
と
雷
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
誰
の
視
点
か
ら
問
題
を
見
る
べ
き
な
の
か
　
　
最
期
に
、
死
の
議
論
魚
体
に
関
わ
る
問
題
点
と
し
て
、
「
い
っ
た
い
誰
の
視
点
か
ら
事
態
を

晃
る
べ
き
な
の
か
」
と
い
う
問
い
が
あ
る
。
死
の
悪
さ
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
あ
る
入
の
生
の
外
側
か
ら
客
観
的
に
見
る
べ
き
な
の
か
、

そ
れ
と
も
、
ほ
か
な
ら
ぬ
自
分
自
身
の
存
在
に
関
わ
る
問
い
と
し
て
主
観
的
な
一
人
称
の
視
点
か
ら
見
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
実
際
、

数
々
の
思
考
実
験
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
あ
る
事
態
が
自
分
自
身
の
身
に
起
こ
る
こ
と
か
、
そ
れ
と
も
箸
入
の
身
に
起
こ
る
こ
と
と
し

て
毘
る
の
か
に
よ
っ
て
答
え
が
ま
っ
た
く
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
死
後
と
誕
生
以
前
と
い
う
蒔
問
を
ど
の
よ
う
に
晃
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

か
と
い
う
こ
と
自
体
も
、
ど
の
視
点
に
立
つ
か
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
見
え
方
が
異
な
っ
て
く
る
。

　
客
観
的
な
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
受
精
の
時
点
か
ら
誕
生
、
そ
し
て
死
の
時
点
ま
で
を
完
結
し
た
ひ
と
つ
の
入
生
と
し
て
眺
め
る
こ
と
が
可

能
で
あ
り
、
複
数
の
選
択
肢
を
比
較
す
る
こ
と
も
容
易
に
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
分
自
身
が
今
実
際
に
生
き
て
い
て
継
続
中
の
生
の

内
側
か
ら
考
え
る
と
な
る
と
、
事
態
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
わ
た
し
の
主
観
的
な
視
点
で
は
、
自
分
の
人
生
は
一
回
き



り
の
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
自
分
が
誕
生
し
た
時
点
な
ど
直
接
に
記
憶
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
人
々

に
と
っ
て
、
人
生
の
最
古
の
記
憶
と
は
幼
児
期
の
も
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
人
は
自
分
の
人
生
の
始
ま
り
に
つ
い
て
確
固
た
る
記
憶
を
持
た

な
い
。
ま
た
自
分
の
死
が
い
つ
訪
れ
る
の
か
も
正
確
に
は
知
ら
な
い
。
そ
し
て
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
が
論
じ
た
よ
う
に
、
死
が
現
実
に
訪
れ
た
時

に
は
自
分
は
も
う
世
界
に
存
在
し
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
わ
た
し
は
自
分
の
死
そ
れ
自
体
を
経
験
す
る
こ
と
が
な
い
。
た
と
え
死
が

「
も
っ
と
長
く
生
き
ら
れ
た
な
ら
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
善
の
剥
奪
扁
で
あ
る
と
し
て
も
、
死
後
の
わ
た
し
自
身
が
そ
の
剥
奪
を
悪
と
し
て
経

験
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
主
観
的
な
視
点
か
ら
二
つ
の
非
存
在
の
対
称
性
の
問
い
を
考
え
て
み
よ
う
。
す
る
と
、
死
の
悪
さ
に
つ
い
て
は
ま
だ
想
像
可
能
で

あ
る
。
死
後
の
非
存
在
は
、
既
に
存
在
し
、
現
に
生
き
て
い
る
自
分
の
死
が
早
ま
る
か
遅
く
な
る
か
と
い
う
問
い
な
の
で
、
今
、
現
に
存
在

し
て
い
る
自
分
自
身
の
こ
と
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
誕
生
以
前
の
非
存
在
を
想
像
す
る
こ
と
は
か
な
り
困

難
で
あ
る
し
、
自
分
は
既
に
存
在
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
問
い
自
体
が
意
味
を
な
さ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
上
、
仮
に
現
実

よ
り
も
早
い
誕
生
が
起
こ
り
う
る
と
想
定
す
る
と
、
実
際
に
生
ま
れ
て
い
た
わ
た
し
と
は
異
な
る
人
間
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
そ

の
よ
う
な
事
態
が
現
実
に
起
こ
っ
た
と
す
れ
ぽ
、
「
今
現
に
存
在
し
て
い
る
こ
の
自
分
」
は
そ
の
世
界
に
は
存
在
し
な
く
な
る
。
わ
た
し
に

と
っ
て
死
と
等
し
い
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ら
ぽ
、
現
実
よ
り
も
早
く
誕
生
す
る
こ
と
な
ど
起
こ
ら
ず
、
現
実
そ
の
ま
ま
に
自
分

が
こ
の
世
に
存
在
す
る
方
が
よ
り
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
観
的
な
視
点
か
ら
対
称
性
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
死
後
の

非
存
在
は
悪
い
が
誕
生
以
前
の
非
存
在
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
非
対
称
的
な
態
度
を
取
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
客
観
的
視
点
に
圏
を
転
じ
て
み
れ
ぽ
、
わ
た
し
が
生
ま
れ
る
代
わ
り
に
誕
生
し
た
で
あ
ろ
う
人
の
観
点
か
ら
も
事
態
を

見
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
女
は
わ
た
し
が
誕
生
す
る
代
わ
り
と
し
て
し
か
こ
の
世
に
誕
生
し
え
な
か
っ
た
。
だ
が
仮
に
わ
た
し
の
代
わ

り
に
彼
女
が
生
ま
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
わ
た
し
が
現
に
そ
う
思
っ
て
い
る
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
、
彼
女
は
自
分
の
誕
生
を
よ
い
こ
と

だ
と
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
わ
た
し
で
あ
れ
わ
た
し
の
代
わ
り
に
誕
生
す
る
彼
女
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
、
わ
た
し
た
ち
の

誕
生
以
前
と
死
後
の
非
存
在
の
非
対
称
性

三
九
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代
わ
り
に
誕
生
し
た
か
も
し
れ
な
い
別
の
誰
か
で
あ
れ
、
実
際
に
世
界
に
誕
生
し
て
き
た
入
に
と
っ
て
、
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
よ

い
こ
と
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
る
の
な
ら
、
い
っ
た
ん
主
観
的
な
視
点
か
ら
離
れ
て
事
態
を
客
観
的
な
視
点
か
ら
考
え
る
と
、

わ
た
し
は
ま
っ
た
く
の
偶
然
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
界
に
生
ま
れ
て
き
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
誕
生
す
る
の
が
「
こ
の
わ
た
し
」
で
あ
ら
ね

ぽ
な
ら
な
か
っ
た
必
然
性
は
ど
こ
に
も
な
い
し
、
わ
た
し
だ
け
が
何
か
し
ら
特
別
な
地
位
を
も
つ
と
主
張
で
き
る
理
由
も
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
ま
た
、
生
ま
れ
て
く
る
の
が
誰
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
さ
え
も
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
と
さ
え
言
い
う
る
。
ゆ
え
に
、
客
観
的
な
視

点
か
ら
非
存
在
の
問
い
を
考
え
る
と
、
誕
生
が
現
実
よ
り
早
か
っ
た
と
し
て
も
悪
い
こ
と
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
も
し
誕
生
以
前
の
非
存
在
の
問
題
を
客
観
的
な
視
点
か
ら
見
る
と
す
れ
ぽ
、
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
よ
う
に
二
つ
の
非
存
在

を
完
全
に
対
称
的
な
も
の
と
と
ら
え
、
死
後
の
非
存
在
も
誕
生
以
前
の
非
存
在
も
等
し
く
悪
く
は
な
い
と
主
張
す
る
か
、
あ
る
い
は
や
は
り

完
全
な
対
称
性
を
と
る
が
剥
奮
説
を
支
持
し
、
死
後
の
非
存
在
は
悪
で
あ
る
と
・
王
難
し
、
そ
し
て
誕
生
以
前
の
非
存
在
も
ま
た
善
の
剥
奮
な

の
で
等
し
く
悪
い
と
主
張
す
る
、
と
い
う
二
種
類
の
い
ず
れ
か
を
整
合
的
な
解
釈
と
見
な
す
と
い
う
可
能
性
が
有
力
な
よ
う
に
思
わ
れ
て
く

る
。　

そ
れ
で
は
、
主
観
的
な
視
点
と
客
観
的
な
視
点
と
、
ど
ち
ら
の
視
点
か
ら
問
い
を
考
え
る
の
が
適
切
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
死
の
問
題
を
考

え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
こ
と
を
ま
ず
明
確
に
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
問
い
は
難
問
で
あ
り
、
ま
た

別
の
議
論
を
必
要
と
す
る
の
で
、
稿
を
改
め
て
再
考
し
た
い
。
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注

（
1
）
　
二
〇
〇
八
年
置
実
際
に
生
ま
れ
て
き
た
子
供
と
両
親
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
二
〇
〇
五
年
に
生
ま
れ
る
子
供
の
精
子
と
卵
子
の
組
み
合
わ
せ
と
、
二

　
〇
〇
八
年
に
生
ま
れ
る
子
供
の
精
子
と
卵
子
の
組
み
ム
ロ
わ
せ
は
異
な
る
。

（
2
）
　
現
代
の
論
者
で
は
、
菊
。
ω
窪
び
窪
ヨ
6
。
。
①
が
代
表
的
で
あ
る
。

（
3
）
　
選
択
肢
⇔
は
、
窟
分
の
生
涯
の
す
べ
て
の
時
点
の
利
害
や
快
苦
に
等
し
い
態
度
を
と
る
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
「
タ
イ
ム
レ
ス
偏
に
や
や
類
似
性
が
見
ら

　
れ
る
が
、
自
分
が
誕
生
す
る
以
前
の
罪
存
在
を
悪
だ
と
主
張
す
る
論
者
の
存
在
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
確
認
し
て
い
な
い
。

（
4
）
　
こ
れ
は
本
来
、
誕
生
以
前
と
死
後
で
は
な
く
、
講
親
と
未
来
に
対
す
る
人
々
の
態
度
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
事
例
で
あ
る
。
要
約
す
る
と

　
以
下
の
よ
う
な
内
容
に
な
る
。

　
わ
た
し
は
あ
る
季
術
を
受
け
る
た
め
病
院
に
入
院
し
て
い
る
。
手
術
中
、
外
科
医
に
協
力
せ
ね
ば
な
ら
な
い
た
め
、
麻
酔
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
わ
た
し
は
以
前
に
も
準
じ
手
術
を
う
け
た
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
が
非
常
に
痛
い
手
術
で
あ
る
と
知
っ
て
い
る
。
だ
が
痛
み
に
配
慮
し
て
、
現
在
で
は
患
者

　
は
手
衝
後
に
薬
で
痛
み
の
記
憶
を
除
去
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
わ
た
し
は
昌
覚
め
、
看
護
師
に
状
況
を
尋
ね
る
。
彼
女
は
「
わ
た
し
か
別
の
患
者
が
手

　
術
を
受
け
た
が
、
ど
ち
ら
が
受
け
た
の
か
思
い
幽
せ
な
い
」
と
答
え
る
。
わ
た
し
は
一
〇
時
間
の
手
術
を
昨
日
う
け
た
患
者
か
、
あ
る
い
は
一
時
聞
の
手

　
術
を
今
醗
う
け
る
患
者
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
わ
た
し
は
自
分
が
昨
日
手
術
を
う
け
た
患
者
で
あ
れ
ば
よ
い
と
願
う
。

　
こ
の
薯
例
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
惣
分
が
被
る
こ
と
に
な
る
痛
み
そ
の
も
の
が
た
と
え
大
き
く
な
ろ
う
と
も
、
既
に
過
曇
の
も
の
と
な
っ
た
自
分
の
痛

　
み
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
関
心
を
も
た
ず
、
そ
れ
よ
り
も
、
こ
れ
か
ら
先
に
自
分
が
受
け
る
よ
り
小
さ
な
苦
痛
を
回
避
す
る
こ
と
の
方
に
強
い
関

　
心
を
も
つ
こ
と
が
示
さ
れ
る
、
と
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
指
摘
す
る
。

（
5
）
　
原
論
文
が
発
衷
さ
れ
た
の
は
一
九
八
六
年
で
あ
り
、
こ
の
慕
例
の
門
現
在
」
は
～
九
八
五
年
に
設
定
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
、

　
当
時
は
未
来
で
あ
っ
た
は
ず
の
選
択
肢
が
、
現
在
で
は
過
去
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
点
を
考
慮
し
て
一
部
事
例
を
改
変
し
た
。

（
6
）
　
こ
れ
ら
の
点
は
Z
餌
ひ
q
色
一
り
唾
ρ
鴬
P
G
。
∴
O
で
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）
　
フ
ェ
ル
ヂ
マ
ソ
も
ま
た
非
対
称
性
を
支
持
す
る
が
、
そ
の
根
拠
は
「
過
去
の
世
界
よ
り
も
未
来
の
世
界
の
方
が
、
よ
り
よ
い
世
界
に
な
っ
て
お
り

　
（
た
と
え
ば
、
　
一
九
～
五
塵
に
生
ま
れ
る
よ
り
も
～
九
五
〇
年
に
生
ま
れ
る
方
を
選
択
す
る
な
ら
、
世
界
恐
慌
を
経
験
せ
ず
、
麻
疹
や
百
日
咳
な
ど
当
時

蔓
延
し
て
い
た
感
染
症
に
も
か
か
ら
ず
に
済
む
）
、
よ
り
幸
福
な
生
涯
が
期
待
で
き
る
の
で
、
仮
に
い
つ
生
ま
れ
る
か
を
選
択
で
き
る
と
し
た
な
ら
ば
、

　
人
は
、
よ
り
未
来
に
生
き
る
方
を
選
ぶ
だ
ろ
う
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
男
色
9
5
讐
ち
り
ド
鳴
①
罷
ヨ
簿
降
ち
8
）
。
フ
ェ
ル
ド
マ
ン
は
快
楽
説
の
立
場
か



　
ら
説
明
す
る
の
で
ブ
ル
ッ
ク
ナ
ー
と
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
と
は
理
論
的
に
は
異
な
る
が
、
実
質
的
に
は
類
似
性
が
見
ら
れ
る
。
だ
が
、
フ
ェ
ル
ド
マ
ン
の
想
定

　
は
経
験
的
な
内
容
に
依
存
し
て
い
る
部
分
が
大
き
く
、
一
一
〇
世
紀
ま
で
の
世
界
に
は
当
て
は
ま
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
後
岡
じ
こ
と
が
い
え
る
か
ど
う

　
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
ベ
ル
シ
ョ
ウ
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
し
て
多
く
の
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
小
説
に
描
か
れ
る
よ
う
に
、
今
後
の
世
界
環
境
や
経
済
が

　
悪
化
し
て
い
き
「
昔
の
世
界
は
よ
か
っ
た
」
と
人
々
は
当
然
の
よ
う
に
思
う
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
彼
ら
が
暗
黙
の
う
ち
に
共
有

　
し
て
い
る
「
未
来
は
今
よ
り
も
常
に
よ
い
扁
と
い
う
価
値
観
も
通
用
し
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

（
8
）
　
日
の
立
場
を
人
格
の
同
一
性
と
関
連
づ
け
て
論
じ
よ
う
と
す
る
同
様
の
試
み
と
し
て
、
カ
ウ
フ
マ
ソ
が
「
形
而
上
学
的
本
質
で
し
か
な
い
『
薄
い

　
昏
凶
畠
自
己
が
実
際
に
生
ま
れ
た
時
点
よ
り
も
早
く
誕
生
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
が
、
欲
求
や
記
憶
な
ど
か
ら
成
る
『
厚
い
酔
三
〇
鼠
自
己
が
実
際
の
誕

　
生
よ
り
も
早
く
生
ま
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
論
じ
て
お
り
（
内
p
鼠
ヨ
弩
巳
㊤
①
」
り
㊤
P
卜
。
8
0
）
、
フ
ィ
ヅ
シ
ャ
ー
ら
と
の
間
で
議
論
と
な
っ
て

　
い
る
（
じ
q
≡
①
野
曾
磐
匹
霊
ω
o
げ
Φ
「
一
8
。
。
”
霊
ω
0
7
興
動
巳
ω
℃
Φ
鉾
さ
。
0
8
）
。
ま
た
b
ご
①
一
ω
冨
≦
卜
。
O
O
O
鋤
で
も
彼
ら
の
論
争
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）
　
も
ち
ろ
ん
、
ネ
ー
ゲ
ル
流
に
考
え
れ
ば
、
さ
ら
に
遡
行
し
て
、
受
精
が
始
ま
っ
た
瞬
間
ま
で
が
わ
た
し
の
過
去
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
1
0
）
　
こ
れ
は
b
d
①
δ
簿
≦
卜
。
O
O
O
σ
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
b
u
器
Φ
o
冨
嘆
動
a
国
ω
o
ぽ
興
｝
㊤
り
。
。
で
も
b
σ
Φ
δ
審
≦
謬
り
ω
を
批
判
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ

　
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
の
彼
ら
の
ベ
ル
シ
ョ
ウ
の
議
論
の
理
解
は
「
大
多
数
の
人
々
は
自
分
の
過
去
に
無
関
心
で
は
な
い
」
と
い
う
主
張
を
直
ち
に
非

　
対
称
性
の
否
定
と
解
釈
す
る
な
ど
、
い
く
ぶ
ん
誤
解
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
1
）
　
客
観
性
と
主
観
性
の
視
点
の
違
い
に
つ
い
て
は
Z
p
α
q
の
一
巳
。
。
①
も
マ
b
。
b
。
。
。
－
卜
。
G
。
H
も
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
つ
る
た
・
な
お
み
　
立
命
館
大
学
産
業
社
会
学
部
非
常
勤
講
師
／
倫
理
学
）

誕
生
以
前
と
死
後
の
葬
存
在
の
非
対
称
性
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of　transmigration　（samsa－ra）　is　the　result　of　emptiness．　Therefore　he　advises　those

who　desire　to　stay　within　samsa－ra　for　the　benefit　of　others　to　meditate　on　empti－

ness．　This　is　worthy　of　notice　when　we　consider　the　relationship　between　empti－

ness　and　compassion．　Although　one　might　think　that　the　concept　of　emptiness　is

essential　to　treating　all　sentient　beings　equally，　the　Bha－vana－ferama　by　KamalaSila

only　suggests　the　simple　cause　of　regarding　all　sentient　beings　one’s　relatives　as

starting－point　of　the　Mahayana　path．

　　The　path　to　enlightenment　advocated　by　Atiga　（982－le54），　as　it　is　found　in　his

BodhipathaPradi－P’　a　and　other　minor　works　of　his，　also　refers　to　the　relationship

between　emptiness　and　compassion．　According　to　AtiSa，　one　who　desires　to　remove

all　the　suffering　of　others　is　qualified　for　Mahayana　Buddhism．　This　means　that

compassion　is　required　for　entering　the　Mahayana　path．　Skilful　means　must　be

employed　in　cooperation　with　the　wisdom　of　emptiness．　Although　AtiSa　clearly

does　not　mention　the　tensional　relationship　between　emptiness　and　compassion，　his

emphasis　on　practising　wisdom　and　skilful　means　as　a　pair　might　suggest　a

potential　tension．

　　It　is　true　that　some　passages，　not　mentioned　here，　apparently　say　that　compas－

sion　arises　from　the　wisdom　of　emptiness．　But　1　think　that　most　of　them　can　be

interpreted　as　reflecting　a　functional　aspect　of　emptiness．　Although　this　is　stilko

be　examined　in　more　detail，　since　the　present　article　does　not　deal　with　Mahayana

texts　exhaustively，　it　is　most　important　to　distinguish　emptiness　functioning　for　the

sake　of　compassion　from　emptiness　as　cause　of　compassion．

The　Asymmetry　of　Prenatal　and　Posthumous　Non－Existence

Naomi　TSuRuTA
　　Part－time　Lecturer

Ritsumeikan　University

　　Thomas　Nagel　suggests　that　death　is　an　evil　because　it　deprives　us　all　the　goods

that　human　life　contains．　This　idea　has　been　a　dominant　theory　in　the　literature　on

the　metaphysics　of　death，　but　have　some　difficulties．　One　of　them　is　the　asymmetry

argument　：　the　asymmetry　of　prenatal　non－existence　and　posthumous　non－exis－

tence．

　　If　Nagel’　s　theory　is　correct，　then　we　should　also　say　that　it　is　an　evil　for　a　person

2



to　be　born　the　time　she　actually　is　born，　because　she　was　deprived　the　goods　if　she

had　been　born　earlier．　However，　we　tend　to　consider　posthumous　non－existence　as

deprivation　of　goods　and　permanent　end　of　ourselves，　while　we　would　never

consider　of　prenatal　non－existence　as　similar　deprivation　or　badness，　and　we　are

indifferent　about　the　possibility　to　be　born　earlier．

　　In　this　paper，　I　will　ex3mine　Chlistopher　Be王shaw’s“Conservation　Claim”．　He

stresses　that　we　have　a　desire　to　keep　the　facts　of　our　past　just　as　they　were，　and

we　indeed　have　asymmetric　attitude　toward　prenatal　and　posthumous　non－exis－

tence．　Although　his　arguments　shed　light　on　the　problem，　1　will　argue　his　argu－

ments　should　be　rejected．

Rawls’　Second　Principle　aBd　its　Egalitarian　Character，　Part　1

　　　　　　　　　　b），

Yoshinori　HAyASBI

Project　Assistant　Professor

The　University　of　Tokyo

　John　Rawls’　theory　of　justice　as　fairness　has　often　been　regarded　as　an　origin　of

“luck　egalitarianism”　in　contemporary　political　philosophy．　This　paper　aims　to

argue　against　this　view　and　explore　the　true　egalitarian　character　underlying

Rawls’　theory　of　justice．　This　paper　is　divided　into　two　main　parts．　ln　this　first　part

Rawls’　argument　for　the　difference　principle　is　discussed．　While　Rawls　claims　that

social　contingencies　or　natural　chance　on　the　determination　of　distributive　shares

are　equally　arbitrary　from　moral　point　of　view，　it　is　uncertain　how　the　difference

principle，　which　requires　that　social　and　economic　inequa王ities　contribute　to　the

greatest　benefit　of　the　least　advantaged，　is　defended　by　this　claim．　Then　a　luck

egalitarian　interpretation　proposed　by　Brian　Barry　is　examined．　Even　though　this

interpretation　seems　to　illuminate　the　hidden　inference　unexplained　by　Rawls

himself　and　to　present　a　persuasive　argument　for　the　difference　principle，　it　turns

out　that　this　argument　itself　is　untenable　and　there　remains　a　need　for　an　alterna－

tive　interpretation．
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