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大
江
健
三
郎
「
死
者
の
奢
り
」
論

―｢

奢
り｣

に
つ
い
て

―

田

泉

は
じ
め
に

「
死
者
の
奢
り
」
は
昭
和
三
二
（
一
九
五
七
）
年
『
文
学
界
』
の
八

月
号
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
第
三
十
八
回
芥
川
賞
の
候
補
作
に

選
ば
れ
、
一
票
の
差
で
開
高
健
の
『
裸
の
王
様
』
に
受
賞
を
奪
わ
れ
た

が
（
１
）
、
本
作
品
は
大
江
の
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
（
２
）

と
し
て
広
く
認
知

さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
梗
概
を
確
認
し
て
お
く
。
「
僕
」
と
女
子
学
生
は
管
理
人
の
指

導
の
も
と
に
、
死
体
運
搬
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
す
る
。
仕
事
中
「
僕
」
は

死
者
と
ス
ム
ー
ズ
に
「
架
空
の
対
話
」（
３
）

を
交
わ
す
よ
う
に
な
る
が
、

生
き
て
い
る
人
間
た
ち
と
の
交
流
で
は
挫
折
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
よ

う
や
く
一
段
落
し
た
仕
事
は
、
事
務
室
の
手
違
い
で
、
結
局
無
駄
に
な

っ
た
こ
と
を
医
学
部
の
助
教
授
か
ら
伝
え
ら
れ
る
。
中
絶
の
手
術
料
の

た
め
に
仕
事
を
受
け
た
女
子
学
生
は
、
死
者
に
か
か
わ
っ
た
こ
と
で
子

供
を
生
も
う
と
意
志
を
変
え
る
が
、
仕
事
中
に
滑
っ
て
転
ん
だ
こ
と
に

よ
り
流
産
の
危
機
に
襲
わ
れ
る
。
管
理
人
も
仕
事
の
過
ち
の
責
任
を
問

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
僕
」
は
、
報
酬
を
も
ら
え
る
か
ど
う
か
も
分

か
ら
な
い
ま
ま
、
再
び
始
ま
っ
た
死
体
運
搬
を
「
今
夜
ず
っ
と
」
続
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

初
期
の
大
江
作
品
に
関
し
て
は
、
作
家
自
身
の
言
説
を
辿
っ
て
読
む

か
、
あ
る
い
は
時
代
の
反
映
と
し
て
捉
え
る
か
と
い
う
二
つ
の
方
向
か

ら
論
じ
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
（
４
）
。「
死
者
の
奢
り
」
に
つ
い
て
の
先
行

論
も
そ
の
よ
う
な
傾
向
か
ら
逸
脱
し
て
は
い
な
い
。
例
え
ば
、｢

監
禁

さ
れ
て
い
る
状
態
、
閉
ざ
さ
れ
た
壁
の
な
か
に
生
き
る
状
態
を
考
え
る

こ
と
が
、
一
貫
し
た
僕
の
主
題
で
し
た｣

（
５
）

と
い
う
作
家
自
ら
の
言

説
を
受
け
て
、
登
場
人
物
の｢

僕｣

を
作
家
自
身
の
投
影
と
し
て
、｢

監

禁
状
態｣

の
モ
チ
ー
フ
や
他
者
と
の
関
係
を
論
じ
る
も
の
（
６
）

や
、
当

時
の
大
江
と
同
世
代
の
戦
後
青
年
を
描
く
も
の
と
し
て
作
品
を
捉
え
る

論
（
７
）

が
そ
れ
に
あ
た
る
。

こ
れ
ま
で
の
先
行
論
の
中
で
は
、
作
品
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る｢

奢
り｣

に
つ
い
て
、｢

生
き
て
い
る
も
の
に
対
し
て
死
者
が
、
そ
の
存
在
の
不

動
性
を
誇
示
し
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
な
い｣

（
８
）

と
す
る
も
の
や
、｢

生
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者
に
『
奢
り
』
の
内
実
が
な
く
、
死
者
に
明
白
に
『
奢
り
』
の
内
実
が

認
め
ら
れ
る｣

（
９
）

と
す
る
も
の
な
ど
、
作
中
の｢

僕｣

に
よ
っ
て
捉
え

ら
れ
た
死
者
た
ち
の
、《
物
》
と
し
て
の
存
在
の｢

確
か
さ｣

、｢

固
定
し

た
感
じ｣

を
そ
の
ま
ま
「
奢
り
」
の
意
味
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
焼
却
処
分
を
死
者
の｢

〈
不
動
的
存
在
の
誇
示
〉
の
不
在｣

と
し
て
受
け
止
め
、｢

｢
死
者
の
奢
り｣

と
は
不
可
能
な
こ
と
を
希
求
し

た｢

僕
」
の
裏
返
し
の
奢
り
（
＝
贅
沢
さ
）
」
で
あ
っ
た｣

（

）

と
論
じ

10

ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
死
者
に｢
奢
り｣

の
内
実
が
あ
る
か
な
い
か
が
両

者
の
論
点
の
違
い
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
存
在
と
し
て
の｢

不
動
性｣

を｢

奢
り｣

と
す
る
こ
と
で
両
者
は
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
の
ほ

と
ん
ど
は
「
僕
」
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
「
僕
」
と
女
子
学
生

と
管
理
人
と
の
間
に
あ
る
共
通
点
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
追
及
さ
れ
て
い

な
い
。
作
品
に
お
け
る
三
人
の
登
場
人
物
は
、
死
者
の
存
在
に
動
揺
さ

せ
ら
れ
る
と
い
う
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
、
作
品
内
の
死
者
と
生
者
の
あ
り
様
に
注
目
す
る
。
登
場

人
物
ら
の
死
者
に
対
す
る
認
識
や
、
生
き
て
い
る
人
間
た
ち
の
お
互
い

の
か
か
わ
り
方
を
見
る
と
同
時
に
、
未
だ
十
分
に
読
み
込
ま
れ
て
い
な

い
と
思
わ
れ
る
細
部
に
つ
い
て
分
析
し
な
が
ら
、
最
後
に
死
者
の｢
奢

り｣

の
意
味
へ
の
追
究
を
試
み
た
い
。

一
．
生
き
て
い
る
人
間
の
見
る
死
者

作
品
の
冒
頭
で
は
水
槽
一
面
に
浸
っ
て
い
る
死
者
た
ち
の
あ
り
様
が

次
の
よ
う
に
記
し
て
あ
る
。

死
者
た
ち
は
、
濃
褐
色
の
液
に
浸
っ
て
、
腕
を
絡
み
あ
い
、
頭

を
押
し
つ
け
あ
っ
て
、
ぎ
っ
し
り
浮
か
び
、
ま
た
半
ば
沈
み
か
か

っ
て
い
る
。
彼
ら
は
淡
い
褐
色
の
柔
軟
な
皮
膚
に
包
ま
れ
て
、
堅

固
な
、
馴
じ
み
に
く
い
独
立
感
を
持
ち
、
お
の
お
の
自
分
の
内
部

に
向
っ
て
凝
縮
し
な
が
ら
、
し
か
し
執
拗
に
躰
を
す
り
つ
け
あ
っ

て
い
る
。
彼
ら
の
躰
は
殆
ど
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
か
す

か
に
浮
腫
を
持
ち
、
そ
れ
が
彼
ら
の
瞼
を
硬
く
閉
じ
た
顔
を
豊
か

に
し
て
い
る
。
発
揮
性
の
臭
気
が
激
し
く
立
ち
の
ぼ
り
、
閉
ざ
さ

れ
た
部
屋
の
空
気
を
濃
密
に
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
音
の
響
き
は
、
粘

つ
く
空
気
に
ま
と
い
つ
か
れ
て
、
重
お
も
し
く
な
り
、
量
感
に
満

ち
る
。
／

死
者
た
ち
は
、
厚
ぼ
っ
た
く
重
い
声
で
囁
き
つ
づ
け
、

そ
れ
ら
の
数
か
ず
の
声
は
交
じ
り
あ
っ
て
聞
き
と
り
に
く
い
。
時

ど
き
、
ひ
っ
そ
り
し
て
、
彼
ら
の
全
て
が
黙
り
こ
み
、
そ
れ
か
ら

た
だ
ち
に
、
ざ
わ
め
き
が
回
復
す
る
。
ざ
わ
め
き
は
苛
立
た
し
い

緩
慢
さ
で
盛
上
り
、
低
ま
り
、
ま
た
急
に
ひ
っ
そ
り
す
る
。
死
者

た
ち
の
一
人
が
、
ゆ
っ
く
り
躰
を
回
転
さ
せ
、
肩
か
ら
液
の
深
み

へ
沈
み
こ
ん
で
行
く
。
硬
直
し
た
腕
だ
け
が
暫
く
液
の
表
面
か
ら

差
出
さ
れ
て
い
、
そ
れ
か
ら
再
び
彼
は
静
か
に
浮
か
び
あ
が
っ
て

来
る
。

死
者
の
様
子
を
描
く
こ
の
書
き
出
し
は
、｢

名
文｣

（

）

と
い
う
評
価

11

を
受
け
て
い
る
。｢

濃
褐
色
の
液｣

に｢

淡
い
褐
色｣

の
皮
膚
、
か
す
か
な

浮
腫
に
よ
っ
て｢

瞼
を
硬
く
閉
じ
た
顔｣

の
豊
か
さ
を
持
つ
死
者
た
ち
が

絡
み
合
っ
て
い
る
と
い
う
そ
の
様
子
が
視
覚
に
訴
え
る
作
用
、｢

柔
軟
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な
皮
膚｣

と
い
う
触
覚
に
関
す
る
作
用
、｢

発
揮
性
の
臭
気｣

の
嗅
覚
、

｢

厚
ぼ
っ
た
く
重
い
声
で
囁
き
つ
づ
け｣

、｢

ひ
っ
そ
り
数
か
ず｣

交
じ
り

あ
っ
た｢

聞
き
と
り
に
く
い｣

声
の
聴
覚
、
と
い
う
よ
う
に
、
様
々
な
身

体
感
覚
で
捉
え
ら
れ
、
死
者
た
ち
が
実
在
感
を
持
つ
存
在
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
。
特
に
二
段
落
目
の
死
者
の
様
子
は
、
囁
い
た
り
「
躰
」
を

回
転
さ
せ
た
り
と
、
ま
る
で
死
ん
だ
人
間
が
蘇
っ
た
か
の
よ
う
な
、
異

世
界
の
ご
と
き
印
象
を
読
む
者
に
抱
か
せ
る
。
冒
頭
だ
け
を
読
ん
で
も
、

誰
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
作
品
を
読
み
続
け

れ
ば
、
こ
の
場
面
は
明
ら
か
に｢
僕｣
が
見
た
光
景
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。
そ
れ
は
、
死
体
の
こ
と
を
「
死
者
」
と
呼
ぶ
の
が
「
僕
」
に
し
か

見
ら
れ
な
い
記
述
で
あ
る
こ
と
や
、
死
体
処
理
室
に
残
さ
れ
た
「
僕
」

の
見
た
「
濃
褐
色
の
溶
液
に
浸
」
っ
た
、
「
一
様
に
褐
色
を
し
て
い
」

る
死
者
た
ち
の
様
子
や
、
死
体
を
「
軽
く
叩
い
て
み
」
た
と
き
の
「
弾

性
の
な
い
、
し
か
し
柔
軟
な
抵
抗
感
を
持
」
つ
死
体
の
触
感
な
ど
の
記

述
が
、
冒
頭
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
断
定
で
き
る
。
作
品
の
冒
頭

に
あ
る
た
め
に
時
系
列
と
し
て
は
主
人
公
た
ち
が
死
体
処
理
室
に
入
る

以
前
の
様
子
に
一
見
思
え
る
も
の
の
、
実
際
に
は
処
理
室
に
入
っ
て
か

ら
の
「
僕
」
の
認
識
を
通
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
野
氏
が
「
言
表
の
主

格
と
し
て
の
「
僕
」
の
不
在
」
と
論
じ
て
い
る
（

）

が
、
「
僕
」
の
排

12

除
は
あ
く
ま
で
外
見
上
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
冒
頭
部
は
「
僕
」
に
よ

っ
て
統
御
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
の
だ
。
そ
れ
は
、
死
者
た
ち
を
実
在
感

の
あ
る
存
在
と
し
て
際
立
た
せ
、
し
か
も
「
僕
」
の
主
観
に
よ
る
光
景

と
し
て
で
は
な
く
、
読
者
が
死
者
た
ち
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
よ

う
に
示
そ
う
と
す
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

作
中
、
生
き
て
い
る
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
な
り
に
死
者
の
存
在
を

捉
え
て
い
る
。
例
え
ば
「
僕
」
は
自
分
の
意
思
を
死
者
に
仮
託
し
、
死

者
と
「
架
空
の
会
話
」
を
し
た
り
、
死
者
の
「
物
」
と
し
て
の
存
在
に

「
感
動
」
を
覚
え
も
す
る
が
、
助
教
授
か
ら
一
日
の
仕
事
が
無
駄
に
な

っ
た
と
教
え
ら
れ
た
時
に
、
再
び
死
体
処
理
室
に
戻
っ
て
見
た
死
者
を
、

「
電
灯
の
光
の
下
で
は
」
そ
の
皮
膚
が
「
硬
く
引
き
し
ま
っ
た
感
じ
を

失
」
い
、「
天
窓
か
ら
の
光
よ
り
」「
ず
っ
と
醜
く
よ
そ
よ
そ
し
」
く
捉

え
る
よ
う
に
な
る
。
「
も
っ
と
臭
う
か
と
思
っ
た
」
と
最
初
死
者
の
臭

い
を
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
と
言
っ
た
女
子
学
生
は
、
死
者
と
か
か
わ
っ

て
い
く
過
程
で
様
々
な
事
象
に
翻
弄
さ
れ
た
あ
げ
く
、「
臭
い
が
嫌
な

の
よ
」
と
耐
え
き
れ
な
い
ほ
ど
に
死
者
へ
の
嫌
悪
感
を
表
し
て
い
る
。

管
理
人
は
「
僕
」
や
雑
役
夫
に
死
者
を
大
事
に
扱
う
よ
う
に
要
求
し
な

が
ら
、
自
分
は
い
い
か
げ
ん
に
取
り
扱
う
。
彼
ら
の
死
者
に
対
す
る
捉

え
方
は
生
き
て
い
る
人
間
の
不
安
定
さ
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
の
ち
に
分
析
す
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
登
場

人
物
の
死
者
に
対
す
る
捉
え
方
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

以
下
に
作
中
登
場
人
物
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
死
者
を
見
て

い
る
の
か
を
詳
し
く
考
察
し
て
い
く
。

（
一
）「
僕
」
の
見
る
死
者

死
体
処
理
室
で
死
者
を
見
て
い
た
「
僕
」
の
内
面
は
以
下
の
通
り
で

あ
る
。
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こ
れ
ら
の
死
者
た
ち
は
、
死
後
た
だ
ち
に
火
葬
さ
れ
た
死
者
と

は
ち
が
っ
て
い
る
、
と
僕
は
考
え
た
。
水
槽
に
浮
か
ん
で
い
る
死

者
た
ち
は
、
完
全
な
《
物
》
の
緊
密
さ
、
独
立
し
た
感
じ
を
持
っ

て
い
た
。
死
ん
で
す
ぐ
に
火
葬
さ
れ
る
死
体
は
、
こ
れ
ほ
ど
完
璧

に
《
物
》
で
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
僕
は
思
っ
た
。
あ
れ
ら
は
物
と

意
識
と
の
曖
昧
な
中
間
状
態
を
ゆ
っ
く
り
推
移
し
て
い
る
の
だ
。

そ
れ
を
急
い
で
火
葬
し
て
し
ま
う
。
あ
れ
ら
に
は
、
す
っ
か
り
物

に
な
っ
て
し
ま
う
時
間
が
な
い
。
僕
は
水
槽
を
う
ず
め
た
、
完
全

に
そ
の
危
険
な
推
移
を
終
え
た
《
物
》
た
ち
を
見
守
っ
た
。
そ
れ

ら
は
確
か
な
感
じ
、
固
定
し
た
感
じ
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、

床
や
水
槽
や
天
窓
の
よ
う
に
硬
く
て
安
定
し
た
《
物
》
だ
と
僕
は

考
え
、
小
さ
い
震
え
の
よ
う
な
感
動
が
躰
を
走
る
の
を
感
じ
た
。

「
僕
」
は
水
槽
の
中
の
死
者
た
ち
の
「
物
」
と
し
て
の
存
在
感
に
感

動
す
る
。
し
か
し
、｢

床
や
水
槽
や
天
窓｣

も｢
硬
く
て
安
定
し
た

《
物
》｣

で
は
あ
る
。
感
動
を
覚
え
る
こ
と
が
な
い
の
は
、
そ
れ
ら
の

も
の
は
最
初
か
ら
物
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
死
者
た
ち
の

存
在
感
に
感
動
を
覚
え
る
の
は
、
物
と
し
て
の
死
者
が
か
つ
て｢
物
と

意
識
と｣

の
混
合
体
＝
生
き
て
い
る
人
間
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
死
者

は
か
つ
て
は
今
の
「
僕
」
の
よ
う
に
生
き
て
い
る
存
在
だ
っ
た
し
、

｢

僕
も
こ
の
水
槽
に
沈
む
か
な｣

と
、
自
分
も
い
ず
れ
は
死
者
と
な
る
こ

と
を
知
っ
て
い
る
「
僕
」
は
、
こ
の
よ
う
な
死
者
と
生
者
と
の
関
係
性

に
気
付
い
て
い
る
。
「
死
体
」
あ
る
い
は
「
こ
い
つ
ら
」
と
言
う
管
理

人
や
教
授
ら
、
及
び
雑
役
夫
の
言
い
方
に
対
し
て
、
死
体
の
こ
と
を

｢

僕｣

が｢

死
者｣

と
呼
ぶ
の
は
、
物
と
し
て
の
死
体
を
人
間
だ
っ
た
存
在

と
意
識
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
中
年
の
女
や
脱
走
兵
ら
死
者
と
会
話

を
交
し
た｢

僕｣

が
、
彼
ら
の
生
き
て
い
た
時
の
様
子
ま
で
想
像
す
る
記

述
も
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
死
者
の
「
物
」
と
し
て
の
存
在
感
に
感
動
す
る
「
僕
」
は
、

生
き
て
い
る
人
間
に
は
そ
の
よ
う
な
存
在
感
が
欠
如
し
て
い
る
と
感
じ

取
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
死
ん
で
す
ぐ
に
火
葬
さ
れ
る
死

体
」
を
「
曖
昧
な
中
間
状
態
」
で
あ
り
、
水
槽
の
死
者
ほ
ど
「
完
璧
に

《
物
》
で
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
「
僕
」
は
、
意
識
と
肉
体
を
同
時

に
持
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
生
き
て
い
る
人
間
の
方
が
「
物
」
と
し
て
の

「
安
定
し
た
」
存
在
感
に
欠
け
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

「
物
」
で
あ
る
と
い
う
水
槽
の
死
者
に
対
す
る
「
僕
」
の
認
識
は
死
者

た
ち
と
の｢

声｣

を
通
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
と
も
、
俺
た
ち
は
《
物
》
だ
。
し
か
も
、
か
な
り
精
巧
に

で
き
た
完
全
な
《
物
》
だ
。
死
ん
で
す
ぐ
火
葬
さ
れ
た
男
は

《
物
》
の
量
感
、
ず
っ
し
り
し
た
感
覚
を
し
ら
な
い
ね
。
／

そ

う
い
う
事
だ
、
と
僕
は
思
っ
た
。
死
は
《
物
》
な
の
だ
。
と
こ
ろ

が
僕
は
死
を
意
識
の
面
で
し
か
捉
え
は
し
な
か
っ
た
。
意
識
が
終

っ
た
後
で
《
物
》
と
し
て
の
死
が
始
ま
る
。
う
ま
く
始
め
ら
れ
た

死
は
、
大
学
の
建
物
の
地
下
で
ア
ル
コ
ー
ル
漬
け
に
な
っ
た
ま
ま

何
年
も
耐
え
ぬ
き
、
解
剖
を
待
っ
て
い
る
。

傍
線
を
付
し
た
箇
所
は
、
い
か
に
も
死
者
の｢

奢
り
た
か
ぶ
っ
た｣

口

調
（

）

の
よ
う
で
あ
る
が
、
結
局｢

僕｣

の
内
面
（

）

と
し
て
し
か
あ
り

13

14
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得
な
い
死
者
の｢

声｣

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
よ
う
な
死
者
た
ち
の

｢

奢
り
た
か
ぶ
っ
た｣

様
子
は
死
者
の
存
在
感
に
感
動
を
覚
え
た｢

僕｣

の

内
面
の
高
揚
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
「
死
を
意
識
の
面
で
し
か
捉

え
は
し
な
か
っ
た
」
「
僕
」
は
、「
精
巧
に
で
き
た
完
全
な
《
物
》」
と

し
て
の
「
量
感
、
ず
っ
し
り
し
た
感
覚
」
を
持
つ
死
者
を
通
し
て
死
者

た
ち
の
死
を
再
認
識
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
死
者
の
捉
え
方
は

「
僕
」
の
み
な
ら
ず
女
子
学
生
に
も
見
ら
れ
る
。

（
二
）
女
子
学
生
の
見
る
死
者

女
子
学
生
に
お
け
る
死
者
の
捉
え
方
は
、
仕
事
の
息
抜
き
の
時
の
彼

女
と｢

僕｣

と
の
会
話
か
ら
窺
え
る
。

・｢

私
の
お
腹
の
皮
膚
の
厚
み
の
下
に
い
る
、
軟
骨
と
粘
液
質
の
肉

の
か
た
ま
り
、
肉
の
紐
に
つ
な
が
っ
て
肥
っ
て
い
る
小
さ
い
か
た

ま
り
が
、
こ
の
水
槽
の
人
た
ち
と
似
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
く
る

の
よ
。｣

・｢

両
方
（
筆
者
注

:

死
者
と
胎
児
）
と
も
人
間
に
ち
が
い
な
い
け

ど
、
意
識
と
肉
体
と
の
混
合
で
は
な
い
で
し
ょ
？

人
間
で
は
あ

る
け
れ
ど
、
肉
と
骨
の
結
び
つ
き
に
す
ぎ
な
い｣

死
者
と
胎
児
と
の
類
似
性
を
見
出
し
て
い
る
女
子
学
生
の
「
意
識
と

肉
体
と
の
混
合
で
は
な
い
」
と
い
う
認
識
は
、「
死
は
物
だ
」
、
「
意
識

が
終
っ
た
後
で
《
物
》
と
し
て
の
死
が
始
ま
る
」
と
い
う｢

僕｣

の
認
識

と
共
通
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
女
子
学
生
の
死
者
の
「
躰
」
へ
の
注

目
は
彼
女
の
次
の
よ
う
な
発
話
か
ら
確
認
で
き
る
。

「
（
前
略
）
今
ね
、
私
は
赤
ち
ゃ
ん
を
生
ん
で
し
ま
お
う
と
思
い

始
め
て
い
た
と
こ
ろ
な
の
よ
。
あ
の
水
槽
の
中
の
人
た
ち
を
見
て

い
る
と
ね
、
一
度
生
ま
れ
て
、
は
っ
き
り
し
た
皮
膚
を
持
っ
て
か

ら
で
な
く
ち
ゃ
、
収
拾
が
つ
か
な
い
と
い
う
気
が
す
る
の
よ
」

女
子
学
生
の
内
面
で
ど
の
よ
う
な
葛
藤
を
経
て
子
供
を
生
む
決
心
に

至
っ
た
か
は
作
品
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、｢

水
槽
の
中
の

人
た
ち
を
見
て
い
る
と｣

と
あ
る
よ
う
に
、
死
者
と
胎
児
と
の
間
に

「
肉
と
骨
の
結
び
つ
き
に
す
ぎ
な
い｣

と
い
う
類
似
性
を
女
子
学
生
は

見
出
す
と
共
に
、｢

は
っ
き
り
し
た
皮
膚｣

を
持
つ
死
者
か
ら
胎
児
を
連

想
し
、
傍
線
に
あ
る
よ
う
な
認
識
に
達
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
死
者
の

こ
と
を
絶
対
に
「
死
体
」
と
言
わ
ず
に
、
「
死
ん
だ
人
た
ち
」
あ
る
い

は
「
水
槽
の
人
た
ち
」
と
称
す
る
女
子
学
生
は
、「
僕
」
と
同
じ
く
死

者
を
生
の
歴
史
を
持
っ
て
い
た
人
間
で
あ
る
と
意
識
し
て
い
る
。
女
子

学
生
は
、
生
き
方
に
お
い
て
、
そ
し
て
、
管
理
人
な
ど
の
他
者
へ
の
か

か
わ
り
方
に
お
い
て
も
「
僕
」
と
い
う
学
生
と
共
通
性
が
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
彼
女
の
認
識
に
は
自
分
の
女
性
と
い
う
性
別
や
妊
娠
し
た
事

情
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、

こ
こ
で
は
「
僕
」
と
女
子
学
生
に
見
ら
れ
る
共
通
性
に
つ
い
て
強
調
し

て
お
き
た
い
。

（
三
）
管
理
人
の
見
る
死
者

続
い
て
、
管
理
人
が
死
者
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
の
か
を
確
認
す

る
。
次
の｢
僕｣

と
管
理
人
と
の
会
話
か
ら
、
死
者
に｢

躰｣

が
残
さ
れ
て
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い
る
こ
と
を
「
立
派
」
で
あ
る
と
捉
え
る
管
理
人
の
認
識
が
見
ら
れ
る
。

「
死
体
が
何
年
間
も
し
っ
か
り
し
て
医
学
部
の
地
下
に
沈
ん
で
い

る
と
い
う
の
は
、
な
ん
だ
か
定
ま
り
の
つ
か
な
い
感
じ
だ
ろ
う
な
、

当
人
に
と
っ
て
は｣

／｢

定
ま
り
は
つ
い
て
い
る
よ｣

と
管
理
人
は

い
っ
た
。｢
定
ま
り
は
つ
い
て
い
る
ん
だ
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
水

槽
で
何
年
も
浮
か
ん
だ
り
沈
み
こ
ん
だ
り
し
て
い
る
の
は
悪
い
感

じ
で
は
な
い
な
。
躰
が
あ
る
と
い
う
の
は
立
派
な
こ
と
だ
よ｣

死
者
に
「
躰
が
あ
る
」
こ
と
、
存
在
し
続
け
る
こ
と
を
管
理
人
は
評

価
す
る
。
右
の
傍
線
部
の
管
理
人
の
発
言
に
は
何
が
示
さ
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
生
者
で
あ
る
管
理
人
自
身
も
肉
体
の
持
ち
主
で
あ
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
死
者
の
「
躰
が
あ
る
」
点
を
評
価
し
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
は
、
水
槽
の
中
の
死
者
た
ち
が
存
在
し
続
け
る
の
に
対
し
て
、
自

分
を
含
め
て
多
く
の
者
は
死
後
火
葬
さ
れ
る
な
ど
し
て
そ
の
存
在
が
無

く
な
る
と
、
こ
の
管
理
人
が
考
え
て
い
る
と
判
断
で
き
る
の
で
は
な
い

か
。
す
な
わ
ち
、
管
理
人
に
と
っ
て
本
来
死
者
は
無
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
水
槽
の
中
の
彼
ら
は
実
体
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、

自
ら
も
「
躰
」
の
持
ち
主
で
あ
り
な
が
ら
、
死
者
の
「
躰
が
あ
る
」
点

を
評
価
す
る
の
だ
。
し
か
し
、
管
理
人
の
こ
の
よ
う
な
評
価
は
、
死
体

そ
の
も
の
に
対
し
て
で
は
な
く
、
死
後
「
躰
」
が
残
さ
れ
た
こ
と
に
対

し
て
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
と

い
う
の
も
、
死
体
を
こ
う
評
価
し
な
が
ら
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
管
理

人
は
死
体
を
適
当
に
扱
っ
て
い
る
場
面
も
見
ら
れ
、
死
体
そ
の
も
の
へ

の
尊
厳
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
四
）
他
の
登
場
人
物
ら
の
見
る
死
者

死
者
の
存
在
に
目
を
配
る
「
僕
」・
女
子
学
生
・
管
理
人
に
対
し
て
、

作
品
に
お
い
て
、
死
者
た
ち
が｢

物｣

と
し
て
存
在
し
続
け
、｢

躰｣

を
持

っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
重
要
視
し
な
い
登
場
人
物
た
ち
も
い
る
。
医

学
部
の
学
生
や
教
授
ら
は
、
単
に
死
者
を
実
験
の
対
象
と
し
て
扱
っ
て

い
る
し
、
助
教
授
は｢

医
学
的
な
見
地
か
ら｣

「
使
え
な
い
」
と
水
槽
の

死
者
の
医
学
上
で
の
価
値
を
否
定
す
る
。
ま
た
、｢

手
を
滑
ら
せ
床
の

上
へ
死
者
の
一
人
を
横
転
さ
せ
た｣

こ
と
で
、｢

大
切
に
あ
つ
か
っ
て
く

れ｣

と
管
理
人
に
怒
ら
れ
た
雑
役
夫
の｢

ぜ
い
た
く
な
も
の
だ
な
、
こ
い

つ
ら｣

と
い
う
文
句
に
は
、
管
理
人
の
求
め
る
扱
い
方
を
死
者
の
存
在

に
相
応
し
く
な
い｢

ぜ
い
た
く
な
も
の｣

だ
と
否
定
し
、
死
者
を
軽
視
す

る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
登
場
人
物
の
態
度
に
は

死
者
の
存
在
に
何
の
拘
り
も
見
ら
れ
な
い
。

で
は
、｢

僕｣

、
女
子
学
生
、
そ
し
て
管
理
人
は
何
故
死
者
の｢

躰｣

、

そ
の
存
在
の
強
固
さ
に
拘
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
読
み
解
く
鍵
は
作

品
に
描
か
れ
て
い
る
彼
ら
の
生
き
方
に
あ
り
、
彼
ら
自
身
の
存
在
感
の

欠
如
に
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
次
章
か
ら
作
品

に
描
か
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
登
場
人
物
を
詳
細
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

二
．
生
き
て
い
る
人
間
の
不
安
定
さ

（
一
）「
希
望
を
持
っ
て
い
な
い
」「
曖
昧
」
な
心
情
の｢

僕｣

「
死
者
の
奢
り
」
で
は
、「
僕
」
は
二
十
歳
の
青
年
で
、
ラ
シ
ー
ヌ
を
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卒
業
論
文
に
書
く
フ
ラ
ン
ス
文
学
科
の
学
生
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
大

学
生
で
あ
る
「
僕
」
が｢

ア
ル
バ
イ
タ
ー
を
募
集
し
て
い
る
掲
示
を
見

る
と
す
ぐ｣
に
応
募
に
行
き
、「
自
分
が
文
学
部
の
学
生
で
あ
る
こ
と
を

不
利
な
条
件
だ
と
考
え
て
い
た
」
こ
と
か
ら
、
死
体
運
搬
の
ア
ル
バ
イ

ト
を
「
僕
」
が
自
ら
進
ん
で
引
き
受
け
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

仕
事
中
「
僕
」
は
死
者
た
ち
と
ス
ム
ー
ズ
に
「
対
話
」
を
行
う
。
死

者
と
の｢

対
話｣

に
つ
い
て
、
野
口
武
彦
氏
は
「
架
空
の
対
話
」
と
す
る

が
、
柴
田
勝
二
氏
は
「
僕
」
の
「
内
省
意
識
」（

）

の
表
現
と
し
て
受

15

け
止
め
、
安
藤
始
氏
は
そ
れ
を
「
僕
」
が
死
者
た
ち
と
「
心
の
内
で
語

り
合
い
、
理
解
し
合
っ
て
共
存
し
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
感
覚
の
交
わ

り
」
で
あ
る
「
交
感
」（
）

と
し
て
捉
え
て
い
る
。「
僕
」
の
内
面
に
お

16

け
る
現
象
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
先
行
論
に
は

差
異
は
見
ら
れ
な
い
。
「
僕
」
が
死
者
と
交
わ
し
た
「
対
話
」
に
は
、

生
き
て
い
る
人
間
と
の
会
話
と
違
っ
て
か
ぎ
括
弧
が
付
か
ず
（

）
、
ま

17

た
、
死
者
に
対
し
て
「
言
っ
た
」
、「
話
し
た
」
な
ど
、
話
を
交
わ
し
て

い
る
よ
う
な
表
現
を
用
い
て
い
る
箇
所
は
一
カ
所
も
見
ら
れ
な
い
。
そ

の
か
わ
り
に
、
例
え
ば
死
者
た
ち
が
「
物
」
と
し
て
の
存
在
を
誇
り
、

高
ぶ
っ
て
い
る
声
の
後
に
「
そ
う
い
う
事
だ
、
と
僕
は
思
っ
た
」
、
ま

た
、
中
年
の
女
の
死
者
の
話
の
後
に
「
良
く
で
き
た
櫂
の
よ
う
だ
と
僕

は
思
い
な
が
ら
、
そ
の
女
が
軽
い
布
地
の
服
を
着
こ
ん
で
舗
道
を
歩
く

姿
勢
に
つ
い
て
考
え
た
」
、
脱
走
兵
の
死
者
と
の
「
対
話
」
に
お
い
て

も
「
信
じ
な
い
な
、
と
僕
は
考
え
た
」
な
ど
あ
る
よ
う
に
、「
僕
」
と

死
者
と
の
「
対
話
」
に
お
い
て
、
常
に
「
思
う
」
「
考
え
る
」
な
ど
の

表
現
が
伴
っ
て
い
る
（

）
。
死
者
と
の
「
対
話
」
で
は
、「
僕
」
が
脱
走

18

兵
と
交
わ
し
た
「
対
話
」
が
最
も
多
い
。
次
の
箇
所
は
脱
走
兵
が

「
僕
」
と
交
わ
し
た
話
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

君
は
戦
争
の
頃
、
ま
だ
子
供
だ
っ
た
ろ
う
？
／
成
長
し
続
け
て

い
た
ん
だ
。
長
い
戦
争
の
間
、
と
僕
は
考
え
た
。
戦
争
の
終
る
こ

と
が
不
幸
な
日
常
の
唯
一
の
希
望
で
あ
る
よ
う
な
時
期
に
成
長
し

て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
希
望
の
兆
候
の
氾
濫
の
中
で
窒
息
し
、

僕
は
死
に
そ
う
だ
っ
た
。
戦
争
が
終
り
、
そ
の
死
体
が
大
人
の
胃

の
よ
う
な
心
の
中
で
消
化
さ
れ
、
消
化
不
能
な
固
型
物
や
粘
液
が

排
泄
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
僕
は
そ
の
作
業
に
は
参
加
し
な
か
っ
た
。

そ
し
て
僕
ら
に
は
、
と
て
も
う
や
む
や
に
希
望
が
融
け
て
し
ま
っ

た
も
の
だ
っ
た
。

「
戦
争
の
終
る
こ
と
」
が
「
唯
一
の
希
望
」
で
あ
る
と
い
う
が
、
し

か
し
、
実
際
「
僕
」
が
迎
え
た
終
戦
は
大
人
た
ち
に
よ
っ
て
無
理
矢
理

「
消
化
」
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
く
、「
と
て
も
う
や
む
や
に
希
望
が

融
け
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
現
実
は
自
分
の

「
希
望
」
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。「
大
人
の
胃
の
よ
う

な
心
の
中
で
消
化
さ
れ
、
消
化
不
能
な
固
型
物
や
粘
液
が
排
泄
さ
れ

た
」
と
い
う
戦
争
の
処
理
の
仕
方
は
、
作
家
自
身
が
同
時
代
に
書
い
た

エ
ッ
セ
ー
（

）

を
想
起
さ
せ
る
。
そ
の
中
で
は
、
戦
争
の
終
り
を
か
つ

19

て
神
の
よ
う
で
あ
っ
た
天
皇
に
よ
っ
て
「
人
間
の
声
」
で
告
げ
ら
れ
、

「
日
本
が
戦
争
に
敗
け
た
と
思
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
」（

）

と
、
「
敗

20

戦
」
の
か
わ
り
に
「
終
戦
」
と
い
う
曖
昧
な
名
称
を
大
人
か
ら
押
し
つ
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け
ら
れ
る
な
ど
、
大
人
に
よ
る
戦
争
の
「
消
化
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
死
者
の
奢
り
」
に
お
い
て
、
大
人
に
よ
っ
て
「
消
化
」
さ

れ
て
い
く
終
戦
と
い
う
現
実
は
、
自
分
と
は
無
関
係
に
行
わ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
「
僕
は
そ
の
作
業
に
は
参
加
し
な
か
っ
た
」
。
こ
こ
で

「
参
加
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
表
現
が
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意

し
て
お
き
た
い
。
終
戦
当
時
に
お
い
て
年
齢
の
た
め
に
「
参
加
で
き
な

か
っ
た
」
の
で
は
な
く
、
「
参
加
し
な
か
っ
た
」
の
で
あ
り
、
こ
こ
か

ら
は
「
僕
」
が
そ
の
よ
う
な
現
実
に
か
か
わ
る
意
欲
を
持
っ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
「
消
化
」
が
進
行
し
て
い
く
現
実
は
、

「
僕
」
に
疎
外
感
を
与
え
る
も
の
だ
ろ
う
。「
僕
ら
」
の
「
希
望
」
は
、

大
人
に
よ
っ
て
「
消
化
」
さ
れ
た
あ
と
の
現
実
の
な
か
で
、「
う
や
む

や
に
」「
融
け
て
し
ま
っ
た
」、
す
な
わ
ち
、
曖
昧
な
ま
ま
に
そ
の
「
希

望
」
と
現
実
と
が
食
い
違
っ
た
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
も
「
僕
ら
」
と
い
う
複
数
形
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と

は
「
僕
」
一
個
人
の
こ
と
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
「
僕
ら
」
の
世
代

が
共
有
す
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
作
中
「
僕
ら
と
は
関
係
な

し
に
、
又
そ
い
つ
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
て
、
僕
ら
は
今
度
こ
そ
、
希

望
の
空
し
い
氾
濫
の
中
で
溺
死
し
そ
う
で
す
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
歴

史
の
流
れ
や
状
況
に
流
さ
れ
て
し
ま
う
自
分
を
「
僕
」
が
認
識
し
て
い

る
の
が
分
か
る
。
具
体
的
に
は
、
そ
れ
は
戦
後
日
本
の
民
主
主
義
の
発

展
と
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
中
村
泰
行
氏
の
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
不
徹
底
に
終
っ
た
日
本
の
社

会
の
民
主
化
の
過
程
の
中
で
、
再
び
戦
争
の
準
備
が
国
民
の
反
対
を
押

し
切
っ
て
強
引
に
す
す
め
ら
れ
た
が
、
こ
こ
に
は
そ
れ
ら
が
青
年
の
希

望
を
奪
う
も
の
と
し
て
、
批
判
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
」（
）
。「
僕
」
は
自
分
の
生
き
方
を
次
の
よ
う
に
語
る
。

21
・

「
希
望
を
持
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
ぐ
ら
ぐ
ら
し
な
い
か
？

あ
れ
（
筆
者
注
：
死
体
）
を
見
る
と
」
／

「
僕
は
希
望
を
持
っ

て
い
な
い
」
と
僕
は
低
く
い
っ
た
。
／

「
希
望
が
な
い
な
ら
」

と
激
し
て
管
理
人
が
い
っ
た
。
「
ど
う
し
て
学
校
へ
な
ん
か
行
っ

て
い
る
ん
だ
。
こ
こ
は
競
争
が
激
し
く
て
難
し
い
だ
ろ
う
。
そ
の

学
校
に
入
っ
て
、
し
か
も
こ
ん
な
ア
ル
バ
イ
ト
ま
で
し
て
、
な
ぜ

勉
強
し
て
い
る
ん
だ
」

・
「
希
望
を
持
つ
必
要
が
な
い
ん
だ
。
僕
は
き
ち
ん
と
し
た
生
活
を

し
て
、
よ
く
勉
強
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
毎
日
な
ん
と

か
充
実
し
て
や
っ
て
い
る
ん
だ
。
僕
は
怠
け
る
方
じ
ゃ
な
い
し
、

学
校
の
勉
強
を
き
ち
ん
と
や
れ
ば
時
間
も
つ
ぶ
れ
る
し
ね
。
僕
は

毎
日
、
睡
眠
不
足
で
ふ
ら
ふ
ら
し
て
い
る
け
れ
ど
勉
強
は
よ
く
す

る
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
生
活
に
は
希
望
が
い
ら
な
い
。
僕
は

子
供
の
時
の
他
は
希
望
を
持
っ
て
生
き
た
事
が
な
い
し
、
そ
の
必

要
も
な
か
っ
た
ん
だ
」

・

「
僕
は
い
ち
ば
ん
よ
く
勉
強
す
る
学
生
だ
。
僕
に
は
希
望
を
持

っ
た
り
、
絶
望
し
た
り
し
て
い
る
暇
が
な
い
」

作
中
「
僕
」
が
「
希
望
を
持
っ
て
い
な
い
」、
ま
た
、「
希
望
を
持
つ

必
要
が
な
い
」
と
繰
り
返
し
述
べ
る
の
は
、
競
争
の
激
し
い
大
学
に
入
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学
し
た
学
生
で
あ
る
と
い
う
恵
ま
れ
た
位
置
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
将

来
が
あ
る
か
ら
と
一
面
で
は
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
歴
史
や
状
況
に

自
分
た
ち
は
介
入
で
き
な
い
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
よ
り
大
き
な
原

因
だ
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
「
僕
」
の
内
面
に
か
か
わ
る
問

題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
「
子
供
の
時
の
他
は
希
望
を
持
っ
て
生
き
た

事
が
な
い
」「
僕
」
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
そ
の
「
希
望
」
が
「
う
や

む
や
に
」
「
融
け
て
し
ま
っ
た
」
り
、
ま
た
「
希
望
の
空
し
い
氾
濫
の

中
で
溺
死
し
そ
う
」
だ
っ
た
り
と
、「
僕
ら
と
は
関
係
な
し
に
」
事
態

が
「
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
」
る
、
歴
史
や
状
況
に
流
さ
れ
て
し
ま
う
自

分
の
生
の
窮
屈
さ
を
感
じ
取
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
希
望
に
対
し

て
は
「
必
要
が
な
い
」「
い
ら
な
い
」
と
「
僕
」
は
言
う
わ
け
で
あ
ろ

う
。
そ
の
よ
う
な
「
僕
」
の
日
常
生
活
は
用
事
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て

時
間
を
潰
す
に
留
ま
る
。
「
毎
日
な
ん
と
か
充
実
し
て
や
っ
て
い
る
」

と
「
僕
」
本
人
は
述
べ
て
い
る
が
、「
な
ん
と
か
」
と
「
充
実
し
て
い

る
」
と
い
う
、
本
来
あ
ま
り
一
緒
に
使
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
表
現
を
繋

げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
僕
」
本
人
が
そ
の
「
充
実
」
に
違
和
感
を
抱

い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
死
体
運
搬
の
仕
事
に
携
わ
っ
た
の

も
、
用
事
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
日
そ
の
日
「
な
ん
と
か
」
満

た
そ
う
と
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
生
き
方
は

「
僕
」
自
身
に
お
い
て
も
曖
昧
な
も
の
で
あ
り
、
は
っ
き
り
と
説
明
し

う
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
「
希
望
を
持
っ
て
い
な
い
」
こ
と
を

「
ど
う
し
て
」
と
管
理
人
に
聞
か
れ
た
時
、「
自
分
が
ひ
ど
く
曖
昧
で
、

ま
ず
自
分
自
身
を
説
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
厄
介
な
仕
事
が
置
き
っ

ぱ
な
し
に
な
っ
て
い
る
」
と
思
う
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、

「
僕
」
は
自
分
の
生
き
方
に
対
し
て
「
曖
昧
」
な
心
情
で
い
る
。
自
ら

の
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
「
置
き
っ
ぱ
な
し
に
な
っ
て
い
る
」
の
を

自
覚
し
て
い
る
時
の
「
や
り
き
れ
な
い
、
慢
性
の
消
化
不
良
の
よ
う
な

感
情
」
か
ら
は
、
自
ら
の
生
き
方
に
対
し
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
考

え
る
よ
う
な
心
情
も
窺
え
る
。「
僕
」
の
生
に
対
す
る
曖
昧
な
心
情
と

似
た
よ
う
な
内
面
は
女
子
学
生
や
管
理
人
に
も
見
ら
れ
る
。
次
節
で
は

女
子
学
生
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

（
二
）
自
分
の
生
に
「
曖
昧
」
な
感
情
を
抱
い
て
い
る
女
子
学
生

同
じ
大
学
で
「
英
文
学
の
教
室
で
度
た
び
会
っ
た
事
の
あ
る
」

「
僕
」
よ
り
二
つ
年
上
だ
ろ
う
女
子
学
生
も
、
一
緒
に
死
体
運
び
の
ア

ル
バ
イ
ト
に
従
事
す
る
。
死
体
運
び
の
仕
事
は
男
女
を
問
わ
ず
気
軽
に

引
き
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
類
の
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
女

子
学
生
に
お
い
て
は
こ
の
仕
事
に
か
か
わ
る
や
む
を
得
な
い
事
情
を
抱

え
て
い
る
。
そ
れ
が
、
堕
胎
の
手
術
料
を
稼
ぐ
と
い
う
目
的
で
あ
る
。

本
作
品
よ
り
二
年
前
の
石
原
慎
太
郎
の
『
太
陽
の
季
節
』（
『
文
学
界
』

昭
和
三
〇
（
一
九
五
五
）・
七
）
に
は
、
恋
人
の
妊
娠
に
無
責
任
な
青

年
が
登
場
し
て
お
り
、
そ
の
自
由
奔
放
な
青
年
像
は
作
品
の
題
名
か
ら

「
太
陽
族
」
と
呼
ば
れ
た
。
女
子
学
生
の
相
手
と
し
て
「
太
陽
族
」
の

よ
う
な
青
年
が
存
在
し
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
「
死

者
の
奢
り
」
で
は
そ
の
相
手
で
あ
る
男
に
つ
い
て
は
一
言
も
触
れ
ら
れ

な
い
。
女
子
学
生
は
妊
娠
に
ま
つ
わ
る
す
べ
て
を
そ
の
一
身
で
受
け
る
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こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
利
沢
行
夫
氏
は｢

生
ま
れ
よ
う
と
す
る
子
供｣

に

対
す
る
女
子
学
生
の｢

決
断
ゆ
え
に｣

、
彼
女
は｢

積
極
的
に
、
世
界
に

か
か
わ
っ
て
生
き
よ
う
と
す
る｣

と
指
摘
す
る
（

）
。
確
か
に
、
作
品
で

21

は
女
子
学
生
が
胎
児
に
対
し
て
自
ら
の
意
志
で
中
絶
の
手
術
を
す
る
か

し
な
い
か
決
定
す
る
が
、
そ
の
決
断
は
常
に
そ
の
よ
う
に
決
め
ざ
る
を

得
な
い
状
況
の
中
で
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
都
度
女
子
学

生
に
大
き
な
動
揺
が
見
ら
れ
る
。
女
子
学
生
が
一
旦
は
堕
胎
を
決
め
た

原
因
や
、
子
供
を
産
む
よ
う
に
意
志
を
変
え
た
時
の
状
況
を
見
て
み
よ

う
。女

子
学
生
が
中
絶
の
手
術
料
の
た
め
に
死
体
運
搬
に
か
か
わ
っ
た
こ

と
を
「
僕
」
に
打
ち
明
け
る
場
面
に
お
い
て
、
そ
の
生
に
対
す
る｢

曖

昧｣

な
感
情
を
吐
露
す
る
。

「
私
が
も
し
、
こ
の
ま
ま
じ
っ
と
し
て
い
た
ら
、
ど
う
な
る
と

思
う
？｣

と
女
子
学
生
が
い
っ
た
。｢

十
箇
月
私
が
何
も
し
な
い
で

い
た
ら
、
そ
れ
だ
け
で
私
は
、
ひ
ど
い
責
任
を
負
う
の
よ
。
私
は

自
分
が
生
き
て
行
く
こ
と
に
、
こ
ん
な
に
曖
昧
な
気
持
な
の
に
、

新
し
く
そ
の
上
に
別
の
曖
昧
さ
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
人
殺

し
と
同
じ
く
ら
い
に
重
大
な
こ
と
だ
わ
。
唯
じ
っ
と
し
て
何
も
し

な
い
で
い
る
こ
と
で
、
そ
う
な
の
よ

彼
女
は
堕
胎
の
理
由
と
し
て
、
経
済
的
な
原
因
や
相
手
と
の
関
係
の

悪
化
な
ど
の
外
的
要
因
で
は
な
く
、
自
ら
の
生
に
対
す
る｢

曖
昧
な
気

持｣

と
い
う
、
彼
女
自
身
の
心
理
を
挙
げ
て
い
る
。
子
供
を
生
む
こ
と

を｢

人
殺
し｣

と
同
等
に
「
重
大
」
な
も
の
と
見
な
し
て
い
る
女
子
学
生

は
、
自
ら
の
生
を
「
曖
昧
」
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
女
子
学
生
に
は｢

僕｣

の
生
き
方
と
通
じ
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
し
か

し
、
手
術
を
受
け
る
つ
も
り
で
い
る
女
子
学
生
は
平
常
心
で
は
い
ら
れ

な
い
。
次
の
引
用
の
場
面
か
ら
は
、
堕
胎
に
対
し
て
逡
巡
す
る
女
子
学

生
の
姿
が
窺
え
る
。

「
私
は
そ
の
人
物
を
抹
殺
し
た
と
い
う
責
任
を
ま
ぬ
が
れ
な
い

わ
。
彼
は
レ
ス
ラ
ー
み
た
い
に
巨
き
く
な
る
権
利
を
持
っ
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
の
事
が
む
だ
な
こ
と
だ
と
定
め
る
資
格

が
私
に
あ
る
か
し
ら
ね
。
私
は
ま
ち
が
っ
た
事
を
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
」

彼
女
の
中
に
あ
る
動
揺
が
明
ら
か
で
あ
る
。
生
む
か
生
ま
な
い
か
、

ど
ち
ら
を
選
ぶ
に
し
て
も
彼
女
は
落
ち
着
い
て
は
い
ら
れ
な
い
。
女
子

学
生
は
自
分
の
立
場
を
次
の
よ
う
に
も
語
る
。

・

「
そ
れ
が
殺
さ
れ
た
り
、
育
ち
つ
づ
け
た
り
す
る
の
は
、
私
の

下
腹
部
の
中
で
な
の
よ
。
私
は
今
も
、
そ
れ
に
し
つ
こ
く
吸
わ
ぶ

ら
れ
て
い
る
の
よ
。
傷
み
た
い
に
そ
れ
の
痕
が
残
る
の
は
私
に

よ
」

・

「
私
は
や
り
き
れ
な
い
ど
ん
づ
ま
り
に
落
ち
こ
ん
で
し
ま
っ
た

わ
。
自
分
が
無
傷
で
そ
こ
か
ら
這
い
出
る
方
法
は
あ
り
は
し
な
い

の
よ
。
私
は
も
う
自
分
で
気
に
い
っ
た
や
り
方
を
選
ぶ
自
由
な
ん

か
な
い
」

自
分
の
性
別
ゆ
え
に
選
択
の
自
由
の
な
い
無
力
さ
を
、
女
子
学
生
が

苛
立
つ
ほ
ど
に
感
じ
て
い
る
こ
と
が
あ
ら
わ
に
な
っ
て
い
る
。
彼
女
は
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自
分
の
陥
っ
た
ジ
レ
ン
マ
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
、
そ
の
よ
う
な
窮
屈

な
境
地
に
陥
っ
た
の
は
自
分
が
女
性
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え

て
い
る
。｢
男
の
子
に
は
、
私
の
感
情
は
分
か
ら
な
い｣

と
い
う
女
子
学

生
は
、
妊
娠
に
よ
る｢

厭
ら
し
い
期
待
に
日
常
が
充
満｣

し
、｢

生
活
は

ぎ
っ
し
り
満
ち
て
い
て
重
た
い
く
ら
い｣

と
い
う
心
情
を
打
ち
明
け
る
。

生
む
つ
も
り
が
な
け
れ
ば｢

簡
単
だ｣

と
す
る｢

僕｣

の
話
に
、｢

男
に
と

っ
て
は
ね｣

と
「
激
し
く
」
言
っ
た
女
子
学
生
の
反
発
が
強
く
表
れ
て

お
り
、
そ
こ
に
女
性
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
理
不
尽
さ
が
理
解

さ
れ
な
い
こ
と
に
対
す
る
彼
女
の
苛
立
ち
が
明
ら
か
で
あ
る
。
女
子
学

生
が
用
を
足
し
、
そ
の
間
待
っ
て
い
た｢
僕｣

に
、｢

男
の
子
は
良
い
わ

ね｣

、｢

簡
単
に
で
き
る
で
し
ょ
。
女
だ
と
面
倒
で
厭
に
な
る
わ｣

と
語

る
そ
の
会
話
か
ら
も
、
自
分
の
性
別
に
対
す
る
嫌
悪
感
の
片
鱗
が
明
ら

か
に
見
て
取
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
女
子
学
生
は
自
ら
の
生
に
不
安
を
感

じ
て
お
り
、
不
安
定
な
存
在
で
あ
る
。「
自
分
で
気
に
い
っ
た
や
り
方

を
選
ぶ
自
由
な
ん
か
な
い
」
と
い
う
女
子
学
生
と
、
歴
史
や
状
況
が

「
僕
ら
と
は
関
係
な
し
に
」
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
「
僕
」
は
、
二
人

と
も
自
ら
の
存
在
を
受
動
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、

二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
己
の
存
在
を
考
え
る
場
合
、
女
子
学
生
に
は
自
分
ひ

と
り
だ
け
で
は
な
く
、
必
然
的
に
お
腹
の
胎
児
も
か
か
わ
っ
て
く
る
こ

と
は
無
視
で
き
な
い
。
で
は
、
女
子
学
生
が
子
供
を
産
も
う
と
決
め
た
、

そ
の
決
断
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

前
述
の
よ
う
に
、
女
子
学
生
は
死
者
と
か
か
わ
っ
て
い
る
う
ち
に
、

胎
児
と
死
者
と
が｢

肉
と
骨
の
結
び
つ
き
に
す
ぎ
な
い｣

存
在
と
い
う
点

で
共
通
し
て
い
る
と
い
う
認
識
に
達
す
る
。
し
か
も
、
死
後
も
死
者
が

「
躰
」
を
保
っ
て
い
る
の
を
見
た
女
子
学
生
は
、
胎
児
も
「
は
っ
き
り

し
た
皮
膚
を
持
っ
て
か
ら
で
な
く
ち
ゃ
、
収
拾
が
つ
か
な
い
」
と
意
志

を
変
え
る
。
彼
女
は
死
者
た
ち
の
「
躰
」
か
ら
彼
ら
の
生
き
て
い
た
歴

史
＝
存
在
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
見
出
し
、
胎
児
の
「
レ
ス
ラ
ー
み

た
い
に
巨
き
く
な
る
権
利
」
を
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
女
子
学
生
を｢

真
に
他
者
に
か
か
わ
っ
て｣

お
り
、

｢

内
面
の
成
長
を
と
げ｣

、｢

決
断
に
よ
っ
て
生
き
る
人
間
の
モ
ラ
ル
を

示
し
え
た｣

（

）

と
利
沢
行
夫
氏
は
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
作
品
に
お

22

い
て
そ
の
よ
う
な
女
子
学
生
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を

確
か
め
る
に
は
、
女
子
学
生
が
決
断
を
遂
げ
る
、
そ
の
都
度
の
様
子
を

見
る
必
要
が
あ
る
。

当
初
「
自
分
が
生
き
て
行
く
こ
と
に
、
こ
ん
な
に
曖
昧
な
気
持
な
の

に
、
新
し
く
そ
の
上
に
別
の
曖
昧
さ
を
生
み
出
す
こ
と
」
に
耐
え
ら
れ

な
い
た
め
、
女
子
学
生
は
中
絶
の
手
術
を
受
け
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ

は
作
品
に
お
け
る
彼
女
の
最
初
の
決
断
と
言
え
よ
う
が
、
「
私
は
ま
ち

が
っ
た
事
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
自
分
の
決
断

を
疑
っ
て
も
い
る
。
女
子
学
生
は
手
術
料
を
稼
ぐ
つ
も
り
で
死
体
運
搬

の
ア
ル
バ
イ
ト
に
従
事
し
た
が
、
か
え
っ
て
死
者
の
存
在
か
ら
影
響
を

与
え
ら
れ
て
子
供
を
生
む
決
断
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
が
、
仕
事
中
の

事
故
に
よ
っ
て
彼
女
は
流
産
の
恐
れ
が
迫
る
事
態
に
陥
る
。
こ
の
よ
う

に
、
女
子
学
生
は
常
に
状
況
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
自

分
の
置
か
れ
た
状
況
を
「
お
と
し
穴
」
だ
と
愚
痴
を
こ
ぼ
し
た
女
子
学
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生
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
生
に
対
す
る
「
曖
昧
」
な
感
情
が
一
層
深
ま

る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
女
子
学
生
の
存
在
は
、
自
ら
の
生
に
対
す
る

認
識
の
深
ま
り
自
体
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
よ
り
も
生
き

て
い
る
人
間
の
不
安
定
さ
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
、
「
僕
」
と
女
子
学
生
は
共
に
不
安
定
な
存
在
と
し

て
描
か
れ
て
は
い
る
が
、
常
に
歴
史
や
状
況
に
流
さ
れ
て
し
ま
う
と
考

え
る
「
僕
」
と
、
女
性
と
い
う
性
別
に
起
因
す
る
無
力
感
を
抱
く
女
子

学
生
と
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
抱
え
て
い
る
問
題
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を

明
記
し
て
お
き
た
い
。

（
三
）
曖
昧
な
生
き
方
を
す
る
管
理
人

管
理
人
の
場
合
、
そ
の
不
安
定
さ
は
日
常
に
お
い
て
死
者
と
の
接
触

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
管
理
人
が
ど

の
よ
う
な
生
き
方
を
し
て
い
る
の
か
も
見
て
お
こ
う
。

「
広
い
マ
ス
ク
を
つ
け
、
ゴ
ム
び
き
の
黒
い
作
業
衣
を
着
こ
ん
」
で
、

「
小
柄
で
ず
ん
ぐ
り
し
て
、
骨
格
が
逞
し
」
い
五
十
歳
の
男
で
、
三
十

年
も
死
体
処
理
室
で
働
い
て
い
る
管
理
人
は
、「
僕
」
と
女
子
学
生
を

指
導
し
て
仕
事
を
進
め
る
。
そ
の
熟
練
し
た
仕
事
ぶ
り
に｢

僕｣

は
驚
く
。

｢

死
体
を
手
元
に
引
き
寄
せ
る
の
に
使
う｣

竹
竿
を｢

丁
寧
に
立
て
か
け

て
い
る｣

管
理
人
と
、｢

そ
れ
を
解
剖
台
に
投
げ
だ
し
た｣

女
子
学
生
と

の
姿
勢
の
明
ら
か
な
違
い
か
ら
は
、
彼
の
仕
事
に
対
す
る
真
剣
さ
が
見

て
取
れ
る
。
一
見
こ
れ
は
死
体
を
い
い
加
減
に
扱
っ
た
り
す
る
彼
の
行

動
と
は
齟
齬
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
の
整
合
性
の
な
さ
こ
そ
管
理

人
の
曖
昧
な
生
き
方
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
管
理
人
に
も
、

｢

僕｣

と｢

女
子
学
生｣

に
通
じ
る
曖
昧
さ
が
あ
る
の
だ
。
次
の
引
用
は
管

理
人
が｢

僕｣

と
女
子
学
生
に
自
分
の
心
情
を
打
ち
明
け
る
箇
所
で
あ
る
。

・

「
俺
に
最
初
の
子
供
が
生
ま
れ
た
時
に
は
、
不
思
議
な
感
情
だ

っ
た
な
」
と
管
理
人
が
い
っ
た
。

・

「
毎
日
死
ん
だ
人
間
を
、
何
十
人
も
見
廻
っ
て
歩
い
た
り
、
新

し
い
の
を
収
容
し
た
り
す
る
の
が
俺
の
仕
事
だ
。
そ
の
俺
が
新
し

い
人
間
を
一
人
生
む
と
い
う
の
は
不
思
議
だ
な
、
む
だ
な
こ
と
を

し
て
い
る
よ
う
な
気
持
だ
っ
た
。
俺
は
死
体
を
い
つ
だ
っ
て
見
て

い
る
の
だ
か
ら
、
い
ろ
ん
な
事
の
む
だ
さ
が
、
は
っ
き
り
分
っ
て

ね
。
子
供
が
病
気
に
な
っ
て
も
医
者
に
か
け
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ

が
子
供
は
頑
丈
に
育
つ
。
そ
し
て
、
そ
の
子
供
が
又
、
子
供
を
生

む
と
な
る
と
、
俺
は
時
ど
き
、
ど
う
し
て
い
い
か
分
ら
な
い
。

・

「
え
？
い
ろ
ん
な
死
ん
だ
の
を
見
て
い
る
と
ね
、
子
供
の
成
長

に
熱
中
で
き
な
い
ね
」

・

「
ど
ち
ら
に
も
熱
中
で
き
な
い
よ
」
と
管
理
人
は
い
っ
た
。

管
理
人
は
死
者
に
か
か
わ
っ
て
い
る
日
常
か
ら
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
、

生
に
対
す
る
「
ど
う
し
て
い
い
か
分
ら
な
い
」
苛
立
た
し
い
心
情
を
語

る
。
「
時
に
は
生
き
が
い
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
」
が
、
結
局
死
者
を

見
て
い
る
う
ち
に
、
子
供
の
成
長
に
も
仕
事
に
も｢

熱
中｣

で
き
な
く
な

る
。
こ
の
よ
う
な
管
理
人
は
、
死
者
の
存
在
か
ら
人
間
の
生
を
死
に
繋

が
っ
て
い
く
こ
と
＝
無
と
見
抜
い
て
い
る
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
い
る
た

め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
子
供
の
成
長
に
も
仕
事
に
も｢

熱
中｣

で
き
な
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く
な
る
管
理
人
の
中
に
、
生
活
に
対
す
る
諦
念
を
認
め
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。
「
い
ろ
ん
な
事
の
む
だ
さ
が
、
は
っ
き
り
分
っ
て
」
い
る
と

言
う
管
理
人
で
は
あ
る
が
、
「
最
初
の
子
供
」
と
い
う
記
述
か
ら
は

「
最
初
の
子
供
」
の
あ
と
に
ま
た
子
供
が
出
来
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

つ
ま
り
、
「
最
初
の
子
供
」
の
誕
生
に
「
不
思
議
な
感
情
」
を
抱
え
な

が
ら
も
、
次
の
子
供
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
拒
否
し
た
り
せ
ず
、
状
況
に

流
さ
れ
る
ま
ま
で
い
る
。

仕
事
に
対
し
て
も
、
前
述
の
よ
う
に
真
剣
さ
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、

い
い
加
減
に
す
る
場
面
も
あ
る
。
「
赤
い
正
確
な
活
字
体
」
で
注
意
を

喚
起
し
て
い
る
「
禁
煙
」
の
文
字
を
無
視
し
て
、
死
体
処
理
室
で
も
平

気
で
煙
草
を
吸
う
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
は
朝
か
ら
電
燈
を
つ
け
る
こ

と
を
事
務
所
が
嫌
が
る
と
い
う
理
由
で
つ
け
て
い
な
い
。
当
局
に
対
す

る
態
度
は
一
貫
し
て
い
な
い
。
死
者
を
「
手
荒
く
あ
つ
か
う
と
い
け
な

い
ん
だ
」
と
他
人
に
要
求
し
な
が
ら
、
仕
事
の
便
宜
の
た
め
に
自
分
は

「
水
槽
の
縁
に
載
っ
て
い
る
死
体
の
腕
」
を｢

木
の
よ
う
な
音
を
立
て

て｣

折
り
ま
げ
る
。
仕
事
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
一
貫
し
な
い
姿
勢
か

ら
、
管
理
人
の
生
き
方
は
曖
昧
で
、
あ
え
て
言
え
ば
で
た
ら
め
な
と
こ

ろ
が
見
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
管
理
人
の
存
在
は
、
「
ど

う
し
て
い
い
か
分
ら
な
い
」
と
彼
自
身
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
自
分

の
生
に
対
す
る
無
力
感
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
作
中
の
三
人
の
登
場
人
物
は
そ
の
生
の
曖

昧
さ
と
い
う
点
で
相
通
ず
る
。
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
生
に
曖
昧
な
心
情
を

抱
い
て
い
る
生
者
た
ち
は
、
「
固
定
」
し
て
い
る
水
槽
の
死
者
の
存
在

に
較
べ
て
、
不
安
定
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
生
き
方

に
は
窮
屈
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
の
窮
屈
さ
は
そ
れ
ぞ
れ

の
生
き
方
に
止
ま
ら
ず
、
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
次

章
か
ら
登
場
人
物
ら
の
人
間
関
係
へ
の
考
察
に
移
っ
て
行
こ
う
。

三
．
生
き
て
い
る
人
間
の
互
い
の
関
係
性

「
死
者
の
奢
り
」
で
は
、「
僕
」
と
女
子
学
生
は
管
理
人
の
指
導
の
下

で
三
人
共
同
し
て
死
体
運
搬
の
作
業
を
す
る
。
し
か
し
、
仕
事
中
三
人

が
仲
間
同
士
の
連
帯
を
持
つ
ま
で
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
お
互
い
の
意

思
疎
通
が
ス
ム
ー
ズ
な
も
の
と
し
て
は
描
か
れ
て
い
な
い
。

作
中
で
、「
僕
」
は
管
理
人
を
次
の
よ
う
に
見
る
。

僕
は
、
一
度
立
て
か
け
た
竹
竿
を
取
り
あ
げ
、
両
手
を
軽
く
支

え
て
水
槽
を
見
つ
め
て
い
る
管
理
人
が
、
技
術
者
の
よ
う
に
自
信

に
満
ち
た
感
じ
、
熟
練
し
た
感
じ
を
持
っ
て
い
る
の
を
驚
き
な
が

ら
認
め
た
。
こ
の
仕
事
に
誇
り
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
子
供

た
ち
に
時
に
は
特
別
見
学
許
可
を
取
っ
て
や
る
か
も
し
れ
な
い
、

と
僕
は
思
っ
た
。
し
か
し
人
間
は
、
い
ろ
ん
な
事
に
誇
り
を
持
つ

こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
な
。

前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
「
僕
」
は
管
理
人
の
仕
事
に
対
す
る｢

自

信｣

と｢

熟
練｣

を｢

驚
き
な
が
ら
認
め｣

る
。
し
か
し
、
管
理
人
の
仕
種

を
皮
肉
る
よ
う
な
口
調
か
ら
は
、
管
理
人
に
対
す
る
「
僕
」
の
優
越
感

が
窺
え
る
。
自
分
の｢

希
望
を
持
っ
て
い
な
い｣

生
活
を
管
理
人
に
説
明

す
る
時
に
お
い
て
も
、｢

こ
う
い
う
男
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い｣

、
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｢

こ
う
い
う
男
を
説
得
し
よ
う
と
し
て
、
頭
が
歌
い
す
ぎ
た
喉
の
よ
う

に
乾
い
て
ほ
て
る
ま
で
議
論
し
続
け
た
あ
と
、
僕
は
自
分
自
身
に
帰
っ

て
く
る｣

な
ど
、「
厄
介
」
な
心
情
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。｢

説
得
力
の

あ
る
言
葉
が
見
つ
か
ら
な
い
と
い
う
事
で
も
な
さ
そ
う
だ｣

が
、
自
分

の
こ
と
を
管
理
人
に
「
分
か
ら
な
い
な
」
と
言
わ
れ
た
「
僕
」
は
、

「
話
し
よ
う
が
な
い
」
無
力
さ
に
捕
え
ら
れ
、「
口
を
噤
」
む
こ
と
で
、

相
手
に
理
解
を
求
め
る
こ
と
を
諦
め
る
。｢

僕｣

と
管
理
人
と
の
間
の
、

意
思
疎
通
の
で
き
な
い
懸
隔
が
描
か
れ
て
い
る
。

「
僕
」
と
女
子
学
生
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
仕
事
中
、

「
僕
」
は
進
ん
で
女
子
学
生
の
手
伝
い
を
し
、
ま
た
、
妊
娠
と
い
う
彼

女
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
も
共
有
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
女
子
学

生
と
話
し
て
い
る
中
で
、
「
僕
」
は
彼
女
と
の
間
に
横
た
わ
っ
て
い
る

｢

溝｣

の
存
在
を
発
見
す
る
。
前
述
し
た
、
女
子
学
生
が
女
性
で
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
生
じ
る
理
不
尽
さ
が
「
僕
」
に
理
解
さ
れ
な
い
場
面
に
お

い
て
、
「
僕
」
は
彼
女
の
苛
立
ち
を
「
手
で
掴
め
る
物
の
よ
う
に
僕
に

向
っ
て
押
し
よ
せ
る
」
と
感
じ
て
お
り
、
「
僕
に
は
理
解
で
き
な
い
部

分
が
根
深
く
、
こ
の
女
子
学
生
の
意
識
の
中
に
居
す
わ
っ
て
い
る
」
と
、

女
子
学
生
と
の
意
思
疎
通
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。

仕
事
中
の
三
人
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、｢

僕
ら
は
黙
り
こ
ん
で
熱

心
に
や
り
続
け
た｣

、｢

僕
ら
は
黙
り
こ
ん
で
、
働
き
続
け
た｣

、｢

食
後

の
時
間
を
黙
っ
て
す
ご
し
た｣

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
沈
黙
の
時

間
が
多
く
見
ら
れ
る
。
死
体
処
理
室
と
い
う
環
境
が
そ
う
さ
せ
て
い
る

原
因
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
作
中
で
は
三
人
の
登
場
人
物

が
お
互
い
の
話
を
無
視
す
る
／
さ
れ
る
記
述
が
散
見
す
る
。

・

僕
は
管
理
人
の
言
葉
が
聞
え
な
い
ふ
り
を
し
て
、
水
槽
に
近
づ

い
た
。

・

｢

深
い
の
か
し
ら｣

と
女
子
学
生
が
死
体
た
ち
の
間
の
濃
褐
色
の

ア
ル
コ
ー
ル
溶
液
を
見
つ
め
て
い
っ
た
。｢

ひ
ど
く
深
そ
う
ね｣

／

管
理
人
は
そ
れ
に
答
え
な
い
で
解
剖
台
か
ら
下
り
、
ゴ
ム
手
袋

を
し
た
太
い
両
掌
を
打
ち
合
わ
せ
て
、
だ
ぶ
だ
ぶ
し
た
奇
妙
な
音

を
た
て
た
。

・

女
子
学
生
は
、
管
理
人
の
子
供
の
話
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
ふ

り
を
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を
聞
い
て
は
い
な
く
て
、
自
分
だ
け
の

考
え
に
ふ
け
っ
て
い
る
様
子
だ
っ
た
。

・

女
子
学
生
は
黙
っ
て
い
た
。
管
理
人
は
欠
伸
を
し
、
眼
を
涙
で

う
る
ま
せ
て
、
ひ
ど
く
が
っ
か
り
し
た
表
情
を
僕
に
む
け
た
。

・

｢

虚
無
的
か
ど
う
か
知
ら
な
い
が｣

と
僕
は
、
女
子
学
生
が
僕
ら

に
全
く
無
関
心
で
黙
っ
て
い
る
事
に
、
苛
立
ち
な
が
ら
い
っ
た
。

登
場
人
物
た
ち
は
沈
黙
な
ど
に
よ
っ
て
相
手
の
話
を
遮
断
す
る
。
死

体
処
理
室
に
入
っ
た
時
の
「
僕
」
の
取
り
乱
し
よ
う
に
、
管
理
人
か
ら

は
冷
や
か
さ
れ
、
女
子
学
生
か
ら
は
「
意
地
悪
な
眼
」
を
当
て
ら
れ
る
。

「
あ
の
時
計
は
誰
の
た
め
だ
ろ
う
。
こ
の
部
屋
に
運
び
こ
ま
れ
る
死
体

の
た
め
だ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
な
」
と
呟
い
た｢

僕｣

を
、
三
十
年
も

の
職
歴
を
誇
り
に
す
る
管
理
人
は
「
む
だ
口
」
だ
と
ま
と
も
に
取
り
合

わ
な
い
。
仕
事
中
、
管
理
人
は
「
僕
」
に
対
し
て
、
「
お
ど
ろ
か
す
よ

う
に
」
注
意
し
た
り
、
「
僕
」
の
ミ
ス
に
「
む
っ
と
」
し
た
り
す
る
。
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死
体
処
理
室
の
臭
い
を
「
も
っ
と
臭
う
の
か
と
思
っ
た
」
と
言
う
女
子

学
生
を
、
「
今
の
う
ち
は
ね
」
と
経
験
不
足
と
し
て
管
理
人
は
批
判
す

る
。
三
人
の
登
場
人
物
に
お
け
る
意
志
疎
通
は
常
に
ス
ム
ー
ズ
な
も
の

と
し
て
で
は
な
く
、
隔
た
り
の
生
じ
や
す
い
も
の
と
し
て
書
か
れ
て
い

る
。例

え
ば
、
作
中｢

僕｣
は
生
き
て
い
る
人
間
と
の
隔
た
り
を｢

粘
液
質

の
膜｣

と
し
て
捉
え
る
。｢
最
初
の
躓
き｣

で
は
、
中
年
患
者
を
少
年
と

間
違
っ
た
の
を
自
分
の
「
軽
率
過
失
」（

）

と
は
思
わ
ず
、
男
と
の
隔

23

た
り
を
「
生
き
て
い
る
人
間
、
意
識
を
そ
な
え
て
い
る
人
間
は
躰
の
周

り
に
厚
い
粘
液
質
の
膜
を
持
っ
て
い
」
る
た
め
だ
と
認
め
る
。
中
年
の

教
授
と
の
会
話
に
お
い
て
は
、｢

教
授
の
躰
の
周
り
の
粘
膜
を
つ
き
ぬ

け
て
、
し
っ
か
り
そ
の
脂
肪
に
富
ん
だ
躰
に
手
を
触
れ
る
こ
と
は
、
極

め
て
難
し
い｣

と
、
再
び
生
き
て
い
る
人
間
の｢
躰
の
周
り
の
粘
膜｣

の

存
在
を｢

僕｣

は
確
認
す
る
。
こ
の
よ
う
な
「
僕
」
は
他
者
と
ぶ
つ
か
り

が
ち
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。「
僕
」
と
女
子
学
生
、
管
理
人

と
の
間
に
も
、
前
述
の
よ
う
な
隔
た
り
は
あ
る
が
、
死
体
運
搬
と
い
う

共
同
作
業
を
行
っ
た
り
、
お
互
い
に
自
分
の
内
面
を
打
ち
明
け
合
う
会

話
を
交
わ
し
た
り
し
て
、
「
粘
液
質
の
膜
」
と
は
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ

ん
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
る
登
場
人
物
の
お
互
い
の
関
係
性
は
「
僕
」

の
目
を
通
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
す
べ
て
「
僕
」
の
主
観
で
あ
る
可

能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
作
中
他
者
を
排
斥
す
る
よ
う
な
管
理
人
や
女

子
学
生
自
身
の
発
言
な
ど
か
ら
、
「
僕
」
を
通
し
て
見
た
登
場
人
物
の

お
互
い
の
関
係
性
に
つ
い
て
も
、
客
観
性
は
保
証
さ
れ
て
い
る
と
言
え

よ
う
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
登
場
人
物
た
ち
は
人
間
的
な
つ
な
が

り
の
温
か
さ
が
き
わ
め
て
希
薄
な
中
で
生
き
て
お
り
、
常
に
苛
立
ち
を

覚
え
が
ち
で
、
不
安
定
な
も
の
と
し
て
、
水
槽
の
死
者
の
「
確
か
な
感

じ
、
固
定
し
た
感
じ
」
と
対
照
的
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
作
品
の
タ
イ
ト
ル
に
よ
っ
て
「
奢
り
」
を
持
っ
て
い
る
よ
う

に
読
者
に
思
わ
せ
る
死
者
た
ち
が
、
最
終
的
に
は
焼
却
処
分
に
な
る
と

い
う
結
末
は
、
死
者
た
ち
が
必
ず
し
も
安
定
的
な
存
在
と
は
言
え
な
い

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
、
そ
の
安
定
さ
ゆ

え
の
「
奢
り
」
で
あ
っ
た
は
ず
の
死
者
た
ち
が
不
安
定
な
存
在
で
あ
っ

た
場
合
、
そ
の
「
奢
り
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
最
後
に
死
者
の
「
奢
り
」
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
よ
う
。

四
．
死
者
の｢

奢
り｣

に
つ
い
て

結
局
事
務
室
の
手
違
い
で
、
一
日
の
仕
事
が
無
駄
に
な
り
、
死
者
を

焼
却
処
分
す
る
こ
と
に
な
る
。
や
り
直
し
作
業
の
た
め
、
再
び
死
体
処

理
室
に
降
り
た｢

僕｣

の
見
た
死
者
の
様
子
は
次
の
よ
う
に
変
わ
る
。

電
燈
の
光
の
下
で
は
、
新
し
い
水
槽
に
浮
か
ん
だ
死
者
た
ち
の
皮

膚
は
、
硬
く
ひ
き
し
ま
っ
た
感
じ
を
失
っ
て
、
ぶ
よ
ぶ
よ
し
脹
れ

ぼ
っ
た
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
天
窓
か
ら
の
光
で
見
る
よ

り
、
ず
っ
と
醜
く
よ
そ
よ
そ
し
か
っ
た
。

死
者
が
奢
っ
て
い
る
様
子
は
微
塵
も
見
ら
れ
な
い
。「
天
窓
の
光
」

か
ら
「
電
灯
の
光
」
に
変
わ
っ
た
こ
と
で
視
覚
的
効
果
の
差
異
に
よ
る
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も
の
と
し
て
も
考
え
ら
れ
る
が
、
現
実
に
お
い
て
死
者
そ
の
も
の
に
変

化
が
起
こ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

で
は
、
そ
の
日
の
午
前
「
僕
」
が
見
て
認
識
し
た
、
死
者
に
あ
る

｢

確
か
な
感
じ
、
固
定
し
た
感
じ｣

、
そ
し
て｢

安
定
し
た｣

存
在
か
ら
、

「
硬
く
ひ
き
し
ま
っ
た
感
じ
を
失
」
い
、「
脹
れ
ぼ
っ
た
」
く
、「
ず
っ

と
醜
く
よ
そ
よ
そ
し
」
く
な
っ
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
変
化
は
何
を
意

味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
元
々
死
者
た
ち
の
皮
膚
は
「
ぶ
よ
ぶ
よ
し

脹
れ
ぼ
っ
た
」
い
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、「
硬
く
引
き
し

ま
っ
た
感
じ
を
失
っ
」
た
の
は
実
際
に
失
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
死
体

処
理
室
の
光
線
の
変
化
と
事
態
の
変
化
に
伴
う
「
僕
」
の
心
情
変
化
に

よ
っ
て
生
じ
た
そ
の
あ
ま
り
の
落
差
か
ら
、
「
僕
」
に
と
っ
て
は
ま
る

で
失
わ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の

落
差
は
、
「
僕
」
に
と
っ
て
死
者
た
ち
を
「
ず
っ
と
醜
く
よ
そ
よ
そ

し
」
い
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
心
情
変
化
と
し
て
も
表
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
死
者
た
ち
自
体
に
は
電
燈
が
つ
け
ら
れ
る
以
前
と

以
後
で
は
変
化
は
な
い
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
そ
も
そ
も
死
者
に
は｢

奢

り｣

な
ど
な
い
こ
と
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
焼

却
処
分
に
よ
っ
て
死
者
の
存
在
も
無
に
帰
す
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い

る
。
死
者
の｢

奢
り｣

は
、
生
き
て
い
る
人
間
と
し
て
の
存
在
感
の
欠
如

と
い
う
「
僕
」
自
ら
の
観
念
を
主
観
的
に
死
者
に
投
影
し
、
自
ら
の
存

在
の
不
安
定
さ
、
窮
屈
さ
に
よ
っ
て
倒
錯
的
に
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。

「
僕
」
が
倒
錯
的
に
捉
え
た
死
者
の｢

奢
り｣

に
対
し
て
、
作
品
の
結
末

で
は
生
き
て
い
る
人
間
の
窮
屈
な
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

僕
は
管
理
人
が
追
い
つ
め
ら
れ
た
小
動
物
の
よ
う
に
、
激
し
い

絶
望
的
な
敵
意
に
み
ち
た
眼
で
助
教
授
を
睨
み
つ
け
る
の
を
見
た
。

管
理
人
は
、
唇
の
周
り
に
唾
液
を
い
っ
ぱ
い
た
め
て
拳
を
硬
く
握

り
、
唸
る
よ
う
な
声
で
言
っ
た
。

長
年
の
職
歴
を
誇
り
に
す
る
管
理
人
が
、
仕
事
の
ミ
ス
で
自
分
の

｢

進
退
問
題｣

に
ま
で
発
展
す
る
ほ
ど
の
窮
地
に
陥
っ
た
そ
の
様
子
が
描

き
出
さ
れ
て
い
る
。
女
子
学
生
の
惨
め
な
状
態
も
次
の
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
。僕

は
女
子
学
生
の
頑
く
な
に
天
井
を
見
上
げ
た
ま
ま
の
、
逞
し

い
首
が
少
し
垢
じ
み
て
い
る
の
を
見
お
ろ
し
、
君
だ
っ
て
臭
う
よ
、

と
い
う
言
葉
を
噛
み
こ
ろ
し
た
。
／

女
子
学
生
は
非
常
に
老
け

た
、
疲
れ
き
っ
た
表
情
を
し
て
い
、
そ
れ
は
病
気
の
鳥
の
よ
う
な

感
じ
だ
っ
た
。
僕
自
身
が
、
こ
う
い
う
表
情
に
な
る
の
は
我
慢
で

き
な
い
。
／

「
出
て
行
っ
て
よ
、
臭
い
が
厭
な
の
よ
」
と
女
子

学
生
が
い
っ
た
。

仕
事
が
無
駄
に
な
り
、
報
酬
が
も
ら
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
分
か

っ
た
女
子
学
生
は
、
こ
れ
以
上
死
者
の
臭
い
に
耐
え
ら
れ
な
い
の
だ
ろ

う
、
死
者
の
臭
い
が
す
る
「
僕
」
ま
で
排
除
す
る
。
そ
の
時
の｢

僕｣

が

捉
え
た
女
子
学
生
の
様
子
は
、
ま
さ
し
く
ゆ
と
り
の
な
い
人
間
の
存
在

そ
の
も
の
の
窮
屈
さ
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
「
僕
」
の
眼
を
通
し
て
示
さ
れ
た
作
品
世
界
で
は
、
死

者
の｢
奢
り｣

は
、｢

僕｣

を
始
め
と
し
た
生
き
て
い
る
登
場
人
物
ら
の
人

間
存
在
と
し
て
の
不
安
定
さ
と
は
対
照
的
に
描
か
れ
て
い
る
、「
独
立
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し
た
感
じ
」
、「
確
か
な
感
じ
、
固
定
し
た
感
じ
」
と
作
中
表
現
さ
れ
る

存
在
感
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
死
者
の
焼
却
処
分
は
、
死
者
に
は
本

来
そ
の
よ
う
な
「
奢
り
」
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
作
品
の
タ
イ

ト
ル
に
あ
る｢
奢
り｣

と
は
、
生
き
て
い
る
人
間
の
窮
屈
さ
、
不
安
定
さ

と
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
る
と
理
解
で
き
よ
う
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
作
品
に
描
か
れ
た
死
者
と
生
者
に
つ
い
て
考
察
し
、
死
者

の
「
奢
り
」
の
意
味
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。
作
中
で
は
、｢

僕｣

は

歴
史
や
状
況
に
流
さ
れ
て
し
ま
う
自
己
を
認
識
し
て
い
る
。「
生
活
に

希
望
が
い
ら
な
い
」
と
い
う
の
は
、「
僕
」
が
「
競
争
が
激
し
く
」、
優

れ
て
い
る
大
学
の
学
生
で
あ
る
と
い
う
自
分
の
恵
ま
れ
た
位
置
に
よ
っ

て
将
来
が
保
障
さ
れ
て
い
る
か
ら
そ
の
必
要
が
無
い
と
い
う
こ
と
だ
が
、

「
毎
日
な
ん
と
か
充
実
し
て
や
っ
て
」
い
る
も
の
の
、「
希
望
が
い
ら

な
い
」
自
ら
の
生
き
方
に
曖
昧
な
心
情
で
い
る
。
女
子
学
生
も
女
性
と

い
う
自
身
の
性
別
に
由
来
す
る
無
力
さ
な
ど
か
ら
、
自
分
の
生
を
曖
昧

な
も
の
と
認
識
す
る
。
管
理
人
は
長
年
死
者
に
か
か
わ
る
こ
と
で
子
供

に
も
仕
事
に
も
熱
中
で
き
な
く
な
り
、
曖
昧
な
心
情
で
い
る
。「
僕
」

に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
、
自
分
を
含
め
た
三
人
の
登
場
人
物
の
生
き
方
に

は
、
「
曖
昧
」
で
存
在
感
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
点
で
通
底
す
る
と

こ
ろ
が
あ
る
。
彼
ら
三
人
は
死
者
が｢

躰｣

を
持
ち
、
「
物
」
と
し
て
安

定
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
に
何
ら
か
の
形
で
影
響
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

「
僕
」
は
死
者
の
「
物
」
と
し
て
の
存
在
を｢

奢
り｣

と
し
て
認
め
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
死
者
の｢

奢
り｣

は
、
単
に
自
分
の
存
在
感
の
欠

如
や
、
自
ら
の
生
の
窮
屈
さ
、
不
安
定
さ
に
よ
る
倒
錯
的
な
捉
え
方
に

す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
本
作
品
の
タ
イ
ト
ル
に
提
示
さ
れ
て
い
る

死
者
の｢

奢
り｣

、
す
な
わ
ち
存
在
と
し
て
の
「
確
か
な
感
じ
、
固
定
し

た
感
じ
」
は
、「
僕
」
以
外
の
登
場
人
物
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て

感
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
生
き
て
い
る
人
間
の
存
在

の
窮
屈
さ
と
対
照
的
に
示
さ
れ
て
お
り
、
人
間
存
在
の
不
安
定
さ
を
際

だ
た
せ
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ

う
。

注
（
１
）｢

第
三
十
八
回
芥
川
賞
選
評｣

（
『
芥
川
賞
全
集
第
五
巻
』
文
芸
春
秋
、

一
九
八
二
）

（
２
）｢

大
江
健
三
郎
」（
『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』
講
談
社
、
一
九
七
七
）

（
３
）
野
口
武
彦
『
吠
え
声
・
叫
び
声
・
沈
黙
－
大
江
健
三
郎
の
世
界
』（
新

潮
社
、
一
九
七
一
）

（
４
）
桑
原
丈
和
『
大
江
健
三
郎
論
』（
三
一
書
房
、
一
九
九
七
）

（
５
）｢

後
記｣

（
『
死
者
の
奢
り
』（
文
芸
春
秋
新
社
、
一
九
五
八
）

（
６
）
松
原
新
一
『
大
江
健
三
郎
の
世
界
』
（
講
談
社
、
一
九
六
七
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、
諸
田

和
治｢

大
江
健
三
郎｢

死
者
の
奢
り｣

｣

（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
七

八
・
四
）
、
柴
田
勝
二
「
物
と
し
て
の
生
命

―
大
江
健
三
郎
の
出
発
」

（
『
大
江
健
三
郎
論

―
地
上
と
彼
岸
』
有
精
堂
、
一
九
九
二
）、
渡
部
広
士
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『
大
江
健
三
郎
（
増
補
新
版
）
』
（
審
美
社
二
〇
〇
五
・
十
二
）
、
安
藤
始

『
大
江
健
三
郎
の
文
学
』（
お
う
ふ
う
二
〇
〇
六
・
十
二
）

（
７
）
紅
野
敏
郎
「
第
一
創
作
集
『
死
者
の
奢
り
』
」
（
『
国
文
学
』
一
九
六

九
・
九
）
、
紅
野
敏
郎
「
作
品
論
・
大
江
健
三
郎
「
死
者
の
奢
り
」
」
（
『
国

文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九
七
一
・
一
）
、
利
沢
行
夫
「
大
江
健
三

郎
・
主
要
作
品
の
分
析
『
死
者
の
奢
り
』
」（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九

七
一
・
七
）、
松
本
健
一
「
『
死
者
の
奢
り
』

―
監
禁
さ
れ
た
青
春
」（
『
現

代
の
眼
（
戦
後
史
と
文
学
状
況
の
な
か
の
作
品

―<

特
集>

)

』
一
九
七

九
・
一
〇
）、
栗
坪
良
樹
「
作
品
と
そ
の
評
価
史
・
死
者
の
奢
り
」（
『
国
文

学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九
八
三
・
六
）、
黒
古
一
夫
『
作
家
は
こ
の
よ

う
に
し
て
生
ま
れ
、
大
き
く
な
っ
た

―
大
江
健
三
郎
伝
説
』
（
河
出
書
房

新
社
、
二
〇
〇
三
年
）

（
８
）
利
沢
行
夫
「
大
江
健
三
郎
・
主
要
作
品
の
分
析
『
死
者
の
奢
り
』
」

（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
七
一
・
七
）

（
９
）
紅
野
敏
郎
「
作
品
論
・
大
江
健
三
郎
「
死
者
の
奢
り
」
」（
『
国
文
学
解

釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九
七
一
・
一
）

（

）
趙
美
京｢

『
死
者
の
奢
り
』
に
お
け
る<

僕>

の
奢
り

―-

死
者
表
象
の

10転
換
を
通
し
て

―｣

（
『
文
学
研
究
論
集
』
一
九
九
九
）

（

）
中
条
省
平
『
小
説
の
解
剖
学
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
二
）

11
（

）
大
野
登
子｢

大
江
健
三
郎
「
死
者
の
奢
り
」
論｣

（
『
玉
藻
』
二
〇
〇

12〇
・
五
）

（

）
前
掲
８

13
（

）
本
論
後
述
の
よ
う
に
、
死
者
と
の｢

対
話｣

を
野
口
武
彦
氏
は
「
架
空

14

の
対
話
」（
前
掲
３
）
と
、
柴
田
勝
二
氏
は
「
僕
」
の
「
内
省
意
識
」（
「
物

と
し
て
の
生
命
－
大
江
健
三
郎
の
出
発
」
（
『
大
江
健
三
郎
論
－
地
上
と
彼

岸
』
有
精
堂
、
一
九
九
二
））
と
、
安
藤
始
氏
は
「
僕
」
が
死
者
た
ち
と
の

「
交
感
」
（
『
大
江
健
三
郎
の
文
学
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
六
・
一
二
）
と

し
て
捉
え
て
い
る
が
、「
僕
」
の
内
面
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
お

い
て
こ
れ
ら
の
先
行
論
に
は
実
質
的
な
差
異
は
見
ら
れ
な
い
。

（

）
前
掲

15

14

（

）
前
掲

16

14

（

）
磯
田
光
一
氏
に
よ
る
指
摘
で
あ
る
が
、
紅
野
敏
郎
氏
の
「
作
品
論
・

17大
江
健
三
郎
「
死
者
の
奢
り
」
」（
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九
七

一
・
一
）
か
ら
引
用
し
た
。

（

）
前
掲

18

10

（

）
大
江
健
三
郎

「
《
戦
後
世
代
の
イ
メ
ー
ジ
》
と
い
ち
ば
ん
は
じ
め

19の
２
９
篇
の
コ
ラ
ム
」
が
『
厳
粛
な
綱
渡
り
』（
文
芸
春
秋
新
社
、
一
九
六

五
）
に
所
収
、
書
籍
化
さ
れ
た
の
は
一
九
六
五
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
本

論
で
言
及
し
た
内
容
は
大
江
が
『
週
刊
朝
日
』
に
連
載
し
て
い
た
《
戦
後

世
代
の
イ
メ
ー
ジ
》
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
初
出
に
つ
い
て
は
「
ぼ

く
が
二
十
二
歳
か
ら
の
三
、
四
年
に
書
い
た
」
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、「
死
者
の
奢
り
」
と
同
時
代
に
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（

）『
厳
粛
な
綱
渡
り
』（
文
芸
春
秋
新
社
、
一
九
六
五
）

20
（

）
中
村
泰
行
『
大
江
健
三
郎
文
学
の
軌
跡
』（
新
日
本
出
版
社
、
一
九
九

21五
）
で
は
「
敗
戦
か
ら
こ
の
作
品
（
筆
者
注:

『
死
者
の
奢
り
』）
が
発
表

さ
れ
る
ま
で
の
十
二
年
間
に
、
レ
ッ
ド
・
パ
ー
ジ
や
朝
鮮
戦
争
を
経
て
、

javascript:Meta%28%278%27%29
http://opac.library.osaka-u.ac.jp/opac/books-query?mode=2&code=23162922&key=B129757906221180&TGSRC=0&IRKBN=0&REQAPP=
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サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
平
和
」
条
約
と
日
米
安
保
条
約
の
批
准
、
警
察
予

備
隊
の
創
設
と
そ
の
自
衛
隊
へ
の
昇
格
と
い
っ
た
再
軍
備
問
題
等
が
起
り
、

不
徹
底
に
終
っ
た
日
本
の
社
会
の
民
主
化
の
過
程
の
中
で
、
再
び
戦
争
の

準
備
が
国
民
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
強
引
に
す
す
め
ら
れ
た
が
、
こ
こ
に

は
そ
れ
ら
が
青
年
の
希
望
を
奪
う
も
の
と
し
て
、
批
判
的
に
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。

（

）
前
掲
８

22

（

）
前
掲
３

23
【
付
記
】
本
文
の
引
用
は
『
大
江
健
三
郎
全
作
品
１
』
（
新
潮
社
、
一
九
七

〇
・
六
）
に
よ
る
。
改
行
を
／
で
示
し
、
引
用
文
に
あ
る
傍
線
は
す
べ
て

筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
で
ん
・
せ
ん
／
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
・
天
津
外
国
語
大
学
講
師
）


