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死
は
存
在
せ
ず
、
死
が
存
在
す
る
と
き
、
私
は
も
は
や
存
在
し
て
い
な
い
」
が
あ
る
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
、
私
達
は
い
ず
れ
に
し
て
も

死
を
生
き
な
が
ら

0

0

0

0

0

経
験
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
死
は
無
い
も
同
然
の
出
来
事
で
あ
る
か
ら
そ
れ
を
恐
れ
る
必

要
は
な
い
、
と
考
え
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
社
会
学
者
ジ
グ
ム
ン
ト
・
バ
ウ
マ
ン
は
異
を
唱
え
、「
私
が
存
在
す
る
と
き
、
私
は
い
つ
で
も
、
遅
か
れ
早
か

れ
死
が
私
の
存
在
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い

0

0

0

0

0

0

と
い
う
認
識
0

0

と
と
も
に
あ
る
」
と
述
べ
、
こ
の
「
認
識
」
か
ら
滲
み
出

る
不
安
が
、
社
会
生
活
の
基
層
に
存
在
す
る
と
論
じ
る
（Baum

an 2006=2012: 50 

―51 

）。
確
か
に
私
達
は
生
き
て
い
る
状
態
で
直

接
的
に
「
私
自
身
の
死
」
を
経
験
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
達
は
、
自
分
が
い
ず
れ
確
実
に
死
ぬ
こ
と
、
死
を

回
避
す
る
手
段
は
ま
っ
た
く
な
い
こ
と
を
「
知
識
」
と
し
て
知
っ
て
い
る
。

　

私
達
は
、
自
ら
の
死
を
直
接
体
験
す
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
、「
知
識
」
や
「
認
識
」
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、「
情

報
」
と
し
て
経
験
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
一
口
に
情
報
と
い
っ
て
も
、
そ
の
内
実
は
多
様
で
あ
る
。
哲
学
者
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ

の
周
知
の
分
類
を
も
と
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
一
人
称
の
死
」、
つ
ま
り
私
の
死
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
た
り
、「
二
人
称
の
死
」、

つ
ま
り
家
族
や
友
人
な
ど
直
接
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
る
者
の
死
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
た
り
、
さ
ら
に
は
「
三
人
称
の

死
」、
つ
ま
り
直
接
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
な
い
も
の
の
知
っ
て
い
る
著
名
人
、
あ
る
い
は
、
報
道
さ
れ
た
災
害
・
事
件
・

事
故
な
ど
で
犠
牲
と
な
っ
た
他
者
の
死
で
あ
っ
た
り
す
る
（Jankélévitch 1966=1978

）。
ま
た
、
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ど
う
い
っ
た

側
面
に
関
す
る
も
の
か
に
よ
っ
て
、
情
報
の
内
容
は
さ
ら
に
多
様
な
も
の
と
な
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
多
様
性
を
ふ
ま
え
つ
つ
も
、

こ
の
「
情
報
と
し
て
の
死
」
が
ど
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
か
、
そ
こ
に
は
そ
れ
が
生
起
す
る
社
会
・
時
代
の
特
徴
が
色
濃
く

反
映
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

本
稿
の
目
的
は
、
こ
れ
ま
で
死
の
社
会
学
に
お
い
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
、
ま
た
、
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
る
諸
議
論
を
、
以
上
で
述
べ

た
「
情
報
と
し
て
の
死
」
と
い
う
観
点
か
ら
再
構
成
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
際
と
り
わ
け
問
題
と
な
る
の
が
、
一
九
九
〇
年
代
以
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降
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
、
ま
た
、
二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
以
降
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
普
及
に
よ
る
変
化
で
あ
る
。
こ
の

変
化
の
特
徴
を
お
さ
え
る
た
め
に
、
以
下
で
は
ま
ず
、
一
九
九
〇
年
代
前
半
ま
で
の
古
典
的
議
論
を
整
理
す
る
。

Ⅰ　

死
の
情
報
化
を
め
ぐ
る
古
典
的
議
論

　

従
来
、
例
え
ば
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
提
示
す
る
情
報
に
お
け
る
死
の
表
象
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て

き
た
。
た
だ
必
ず
し
も
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
て
も
、
前
述
の
よ
う
に
、
広
義
の
「
情
報
」
と
し
て
の
死
が
ど
の

よ
う
に
社
会
的
・
文
化
的
に
処
理
さ
れ
て
い
る
か
を
問
題
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
以
下
で
は
死
の
社
会
学

に
お
け
る
古
典
的
議
論
を
再
整
理
し
て
い
く
。

1　

情
報
管
理
と
し
て
の
「
死
の
タ
ブ
ー
化
」

　

お
お
よ
そ
一
九
八
〇
年
代
ま
で
、
様
々
な
領
域
で
死
と
社
会
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
る
際
、
近
代
社
会
を
、
死
を
タ
ブ
ー
視
す
る
社

会
、
つ
ま
り
、
死
を
隠
蔽
、
隔
離
、
排
除
す
る
社
会
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
最
も
代
表

的
と
い
え
る
歴
史
家
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
の
「
飼
い
な
ら
さ
れ
た
死
」「
己
の
死
」「
汝
の
死
」「
タ
ブ
ー
視
さ
れ
る
死
」
の
四

類
型
を
概
観
し
て
お
く
（A

riès 1975=1983

）
1
（

）。
と
い
う
の
も
、
後
に
検
討
す
る
ヤ
コ
ブ
セ
ン
や
ウ
ォ
ル
タ
ー
と
い
っ
た
論
者
の
議

論
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
状
況
を
と
ら
え
る
た
め
に
、
ア
リ
エ
ス
の
四
類
型
に
続
く
第
五
の
類
型
を
提
示
す
る
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
。
ま
た
、
ア
リ
エ
ス
も
「
タ
ブ
ー
視
さ
れ
る
死
」
の
説
明
の
中
で
依
拠
し
て
お
り
、
か
つ
、
死
の
社
会
学
の
古
典
的
研
究
で
も

あ
る
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ゴ
ー
ラ
ー
の
議
論
に
も
簡
潔
に
ふ
れ
て
お
く
（Gorer 1965=1986

）。

　

さ
て
、
ア
リ
エ
ス
の
四
類
型
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
死
を
め
ぐ
る
心
性
の
変
化
を
、
基
本
的
に
は
時
代
順
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
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（A
riès 1975=1983; 1977=1990

）。
と
は
い
え
四
類
型
は
時
代
別
に
排
他
的
に
区
分
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
時
代
的
に
も

重
な
り
合
う
四
つ
の
類
型
で
あ
る
。
ま
ず
「
飼
い
な
ら
さ
れ
た
死
」
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
五
世
紀
頃
か
ら
一
八
世
紀
末
頃

ま
で
存
在
し
た
と
さ
れ
る
心
性
で
あ
る
。「
飼
い
な
ら
さ
れ
た
」
と
は
、
野
犬
を
手
な
ず
け
て
飼
い
犬
と
し
て
身
近
に
お
く
よ
う
に
、

人
々
が
死
を
、
非
常
に
身
近
な
も
の
と
感
じ
、
日
常
生
活
の
一
部
と
し
て
受
容
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
死
は
、
自
然
の

摂
理
、
人
間
と
い
う
種
の
集
合
的
運
命
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
淡
々
と
受
容
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
共
有
さ
れ
た
信
仰

を
基
盤
と
し
、
あ
る
い
は
、
血
縁
・
地
縁
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
た
共
同
体
が
、
個
々
の
成
員
の
死
を
温
か
く
迎
え
入
れ
共
に
す
る
と

い
う
、
い
わ
ば
「
死
の
共
同
性
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
感
じ
ら
れ
る
。
続
く
「
己
の
死
」
と
は
、
中
世
中
期
以
降
の
心
性
で
、「
自
己
の

死
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
現
代
社
会
の
「
死
の
自
己
決
定
」
と
は
大
き
く
異
な
る
。「
己
の
死
」
と
は
、
基
本
的
に
は
宗
教
的

な
共
同
性
が
維
持
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
共
同
性
の
枠
内
で
、
個
々
人
の
死
の
個
別
性
へ
の
関
心
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
状
況
を

指
す
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
教
会
の
敷
地
内
の
墓
所
に
自
分
の
こ
と
を
記
し
た
墓
碑
や
肖
像
を
掲
げ
る
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
こ
こ
で
い
う
「
己
の
死
」
は
、「
死
の
共
同
性
」
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
六
世
紀
以
降
、
宗

教
の
力
が
弱
体
化
す
る
に
つ
れ
て
、「
飼
い
な
ら
さ
れ
て
い
た
」
死
は
、
ア
リ
エ
ス
の
表
現
で
い
え
ば
、
徐
々
に
「
野
性
化
」
し
始

め
る
。
死
は
、
暴
力
的
で
人
に
不
安
を
抱
か
せ
る
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
一
九
世
紀
以
降
、
死
は
、
親
し
い
者
と
の
耐
え
難
い
、
激

情
を
伴
う
別
れ
と
し
て
死
別
を
経
験
す
る
者
を
襲
う
断
絶
、
つ
ま
り
「
汝
の
死
」
と
し
て
顕
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、

二
〇
世
紀
に
は
、
死
は
タ
ブ
ー
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
「
タ
ブ
ー
視
さ
れ
る
死
」
に
つ
い
て
、
ア
リ
エ
ス
は
主
に
、
死
に
ゆ
く
過
程
、
お
よ
び
、
死
別
に
関
わ
る
事
柄
を
論
じ
て
い

る
。
死
に
ゆ
く
過
程
に
つ
い
て
描
か
れ
る
の
は
、
死
の
場
所
が
、
慣
れ
親
し
ん
だ
家
や
家
族
・
近
隣
と
の
関
係
か
ら
切
り
離
さ
れ
、

非
日
常
的
な
病
院
へ
と
隔
離
さ
れ
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
病
院
で
は
、
死
を
公
然
と
認
め
口
に
す
る
こ
と
が
回
避
さ
れ
、
患
者
は

「
死
な
な
い
ふ
り
を
す
る
瀕
死
者
」
と
い
う
役
割
を
精
神
的
孤
独
の
内
に
演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
人
は
も
は
や
、
わ
が
家
で
、
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家
族
の
者
達
の
ま
ん
中
で
死
ん
で
は
い
か
ず
、
病
院
で
、
し
か
も
ひ
と
り
で
死
ぬ
の
で
す
」（A

riès 1975=1983: 71 

）。
そ
し
て
死

別
に
つ
い
て
は
、
ア
リ
エ
ス
も
依
拠
し
て
い
る
ゴ
ー
ラ
ー
の
議
論
を
み
て
お
く
。
ゴ
ー
ラ
ー
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
に
て
、

親
し
い
者
と
死
別
し
た
者
を
対
象
に
量
的
・
質
的
調
査
を
行
っ
た
。
そ
れ
に
基
づ
き
ゴ
ー
ラ
ー
は
、
一
定
期
間
、
喪
服
・
喪
章
を
身

に
つ
け
た
り
、
娯
楽
を
慎
ん
だ
り
と
い
っ
た
社
会
的
に
共
有
さ
れ
た
服
喪
・
哀
悼
の
儀
礼
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
る
社
会
的
支
援
が
衰

退
し
た
こ
と
が
、
悲
嘆
を
個
人
的
に
引
き
受
け
る
と
い
う
社
会
状
況
を
生
み
出
し
て
い
る
と
論
じ
た
。
死
別
の
悲
し
み
を
公
然
と
表

出
す
る
こ
と
は
、
病
的
な
、
な
に
か
不
健
全
な
こ
と
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人
々
は
、
表
面
的
に
は
あ
た
か
も
何
事
も
な

か
っ
た
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
こ
と
を
暗
黙
の
う
ち
に
要
請
さ
れ
る
。「
だ
か
ら
人
々
は
、
他
人
の
心
を
害
さ
な
い
た
め
に
、
脱
衣

や
排
泄
の
時
と
同
じ
よ
う
に
、
一
人
き
り
で
嘆
き
悲
し
む
の
で
あ
る
」（Gorer 1965=1986: 178

）。

　

さ
て
以
上
で
、
死
の
タ
ブ
ー
化
を
め
ぐ
る
古
典
的
な
議
論
に
つ
い
て
、
ご
く
簡
単
に
で
は
あ
る
が
概
観
し
て
き
た）

2
（

。「
情
報
と
し

て
の
死
」
と
い
う
本
稿
の
観
点
か
ら
み
た
と
き
、
こ
う
し
た
議
論
は
ど
の
よ
う
に
再
整
理
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
こ
こ
で
問
題

に
な
っ
て
い
る
の
は
、
死
に
ゆ
く
者
の
ケ
ー
ス
に
せ
よ
死
に
別
れ
た
者
の
ケ
ー
ス
に
せ
よ
、
直
接
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と

る
こ
と
の
で
き
る
他
者
と
の
間
で
、
死
の
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
に
対
す
る
抵
抗
感
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、「
死
に
ゆ
く
」
に
し
ろ
「
死
に
別
れ
た
」
に
せ
よ
、
い
わ
ば
「
死
を
身
に
帯
び
た
他
者
」
と
、
周
囲
の
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
、
そ
の
他
者
を
め
ぐ
る
死
に
関
わ
る
情
報
（
周
囲
の
者
か
ら
す
る
と
「
二
人
称
の
死
」
の
情
報
）
を
開
示
し
共

有
す
る
こ
と
、
そ
う
し
た
関
係
性
を
結
ぶ
こ
と
自
体
が
忌
避
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
形
で
死
を
め
ぐ
る
情
報
が
管
理
さ
れ
、
ま
た
、

そ
れ
を
可
能
に
す
る
よ
う
に
社
会
的
活
動
が
編
成
さ
れ
て
い
る
の
が
、
こ
こ
で
い
う
死
を
タ
ブ
ー
視
す
る
社
会
で
あ
る
。

2　

情
報
開
示
と
「
死
の
自
己
決
定
」

　

以
上
の
よ
う
な
死
の
情
報
統
制
に
変
化
の
兆
し
が
見
え
始
め
る
の
が
、
一
九
六
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
。
当
時
の
ア
メ
リ
カ
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で
は
、
人
種
差
別
反
対
運
動
な
ど
一
連
の
公
民
権
運
動
が
社
会
的
に
大
き
な
潮
流
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
流
れ
の
中
で
、
医
療
サ
ー

ビ
ス
の
消
費
者
と
し
て
の
患
者
に
も
、
専
門
家
と
し
て
の
医
師
に
口
出
し
の
で
き
な
い
「
素
人
」
と
し
て
支
配
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

自
ら
の
医
療
や
「
生
き
死
に
」
に
つ
い
て
決
定
権
が
保
証
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
考
え
方
が
生
じ
て
き
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

「
患
者
の
自
己
決
定
権
」
を
保
証
す
る
た
め
に
、
い
わ
ゆ
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
、
す
な
わ
ち
患
者
に
病
状
や
治
療
に

つ
い
て
の
情
報
を
提
供
し
合
意
を
う
る
、
と
い
う
動
き
も
広
が
っ
て
い
く
。
例
え
ば
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、

が
ん
告
知
を
し
な
い
こ
と
が
む
し
ろ
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
医
師
が
原
則
と
し
て
告
知
に

賛
成
の
立
場
を
と
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
告
知
に
は
、
治
癒
の
見
込
み
が
な
い
と
い
う
情
報
を
伝
え
る
こ
と
、
言
い

換
え
れ
ば
、
死
の
情
報
を
患
者
に
開
示
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
。

　

死
の
社
会
学
の
古
典
と
し
て
知
ら
れ
る
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
サ
ド
ナ
ウ
の
『
病
院
で
つ
く
ら
れ
る
死
』（Sudnow

 1967=1992

）
や

バ
ー
ニ
ー
・
Ｇ
・
グ
レ
イ
ザ
ー
と
ア
ン
セ
ル
ム
・
Ｌ
・
ス
ト
ラ
ウ
ス
の
『「
死
の
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス
理
論
」
と
看
護
』（Glaser &

 

Strauss 1965=1988

）
も
、
こ
の
過
渡
期
に
あ
る
一
九
六
〇
年
代
ア
メ
リ
カ
の
病
院
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
基
づ
く
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
後
者
の
グ
レ
イ
ザ
ー
と
ス
ト
ラ
ウ
ス
の
死
の
「
認
識
文
脈
」
に
関
す
る
議
論
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く）

3
（

。

　

患
者
と
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
相
互
作
用
の
中
で
、
患
者
の
死
を
め
ぐ
る
情
報
が
い
か
に
統
制
ま
た
は
開
示
さ
れ
る
か
を
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
注
目
し
て
分
析
し
た
こ
の
議
論
で
は
、「
閉
鎖
認
識
」、「
疑
念
認
識
」、「
相
互
虚
偽
認
識
」、

「
オ
ー
プ
ン
認
識
」
と
い
う
四
つ
の
認
識
文
脈
が
提
示
さ
れ
た
。
閉
鎖
認
識
と
は
、
患
者
以
外
の
医
師
や
看
護
師
な
ど
す
べ
て
の
医

療
ス
タ
ッ
フ
が
差
し
迫
っ
た
患
者
の
死
を
知
っ
て
い
る
の
に
、
患
者
本
人
だ
け
が
そ
れ
を
知
ら
な
い
と
い
う
文
脈
で
あ
る
。
疑
念
認

識
と
は
、
患
者
の
病
態
に
つ
い
て
病
院
の
ス
タ
ッ
フ
が
何
か
知
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
患
者
が
疑
問
を
感
じ
、
そ
れ
を
確
認
し

よ
う
と
試
み
る
と
い
う
文
脈
で
あ
る
。
相
互
虚
偽
認
識
と
は
、
患
者
と
ス
タ
ッ
フ
双
方
が
死
が
間
近
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て

い
な
が
ら
も
、
あ
え
て
そ
れ
を
明
言
せ
ず
、
互
い
に
相
手
は
事
実
を
知
ら
な
い
で
い
る
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
と
い
う
文
脈
で
あ
る
。
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そ
し
て
最
後
に
オ
ー
プ
ン
認
識
は
、
患
者
と
ス
タ
ッ
フ
の
双
方
が
差
し
迫
る
死
と
い
う
事
実
を
認
め
、
そ
の
共
有
認
識
に
も
と
づ
い

て
比
較
的
オ
ー
プ
ン
に
会
話
・
行
為
す
る
文
脈
で
あ
る
。

　

こ
の
最
後
の
オ
ー
プ
ン
認
識
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
死
の
情
報
の
開
示
へ
の
動
き
の
高
ま
り
は
、
ア
メ
リ
カ
以
外
の
他
の
先
進

諸
国
、
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
や
日
本
で
も
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
顕
著
な
動
き
と
な
る
。
そ
こ
で
は
死
に
ゆ
く
過
程
の
み
な
ら
ず
、
葬

儀
や
葬
法
、
死
別
の
悲
嘆
を
め
ぐ
っ
て
も
、
従
来
の
慣
習
に
と
ら
わ
れ
ず
、
自
由
に
、
自
分
ら
し
く
考
え
る
と
い
う
動
き
が
一
般
化

し
て
い
っ
た
。
死
の
社
会
学
の
代
表
的
論
者
と
し
て
知
ら
れ
る
ト
ニ
ー
・
ウ
ォ
ル
タ
ー
は
、
こ
う
し
た
動
き
を
「
死
の
リ
バ
イ
バ

ル
」
と
表
現
し
た
（W

alter 1994

）。
日
本
で
二
〇
一
〇
年
代
以
降
盛
ん
に
な
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
終
活
」
の
動
き
も
、
基
本
的
に
は

こ
の
延
長
線
上
に
あ
る
。

　

た
だ
、
こ
う
し
た
死
の
情
報
開
示
、
死
の
自
己
決
定
の
動
き
が
、
前
述
の
死
の
タ
ブ
ー
か
ら
の
解
放
を
即
座
に
意
味
す
る
の
か
ど

う
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
多
く
の
論
者
が
慎
重
で
あ
る
。
例
え
ば
、
グ
レ
イ
ザ
ー
ら
も
、
オ
ー
プ
ン
認
識
文
脈
の
「
あ
い
ま
い

さ
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
一
見
す
る
と
オ
ー
プ
ン
認
識
文
脈
で
は
、
死
の
情
報
を
え
た
患
者
が
、
死
に
い
た
る
ま
で
の
期
間
、

自
己
決
定
に
も
と
づ
い
て
そ
の
人
ら
し
く
過
ご
し
、
自
分
ら
し
い
死
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、

死
の
情
報
が
開
示
さ
れ
自
己
決
定
が
可
能
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
具
体
的
な
死
に
至
る
ま
で
の
あ
り
方
に
つ
い
て
定
ま
っ
た
形
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
文
脈
で
、
グ
レ
イ
ザ
ー
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
的
な
「
容
認
さ
れ
る
死
の
ス
タ
イ
ル
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
勇
気
あ
る
行
動
・
見
苦
し
く
な
い
行
動
に
関
す
る
非
常
に
一
般
的
な
ア
メ
リ
カ
人
の
価
値
観
と
関
連
し
た
「
暗
黙
の
基

準
」
と
し
て
は
た
ら
い
て
お
り
、
も
し
患
者
が
こ
の
基
準
に
そ
ぐ
わ
な
い
態
度
を
と
る
場
合
、
医
療
ス
タ
ッ
フ
は
、「
容
認
さ
れ
る

死
の
ス
タ
イ
ル
」
へ
と
患
者
を
誘
導
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
う
ま
く
な
だ
め
た
り
、
ち
ょ
っ
と
し
た
示
唆
を
与
え
た
り
と
い
っ

た
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
指
示
や
叱
責
、
諭
し
た
り
小
言
を
述
べ
た
り
と
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

は
「
容
認
さ
れ
る
死
の
ス
タ
イ
ル
」
へ
の
暗
黙
の
誘
導
、
い
わ
ば
自
発
性
の
強
制
と
も
表
現
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
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さ
て
以
上
の
グ
レ
イ
ザ
ー
ら
の
議
論
を
受
け
て
、
こ
こ
で
は
二
点
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
死
の
タ
ブ
ー
化
に
関
し
て
で
あ
る
。

グ
レ
イ
ザ
ー
ら
の
議
論
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
死
の
情
報
が
開
示
さ
れ
る
こ
と
が
、
先
に
ま
と
め
た
よ
う
な
「
死
を
身
に
帯
び
た
他

者
」
と
の
関
係
性
の
回
避
と
い
う
意
味
で
の
死
の
タ
ブ
ー
か
ら
の
解
放
に
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
情
報
を
開
示
し
本
人
の
自
己

決
定
に
委
ね
る
こ
と
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
極
端
に
い
え
ば
、
本
人
に
す
べ
て
任
せ
て
後
は
放
任
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か

ね
ず
、
そ
う
な
れ
ば
、
ノ
ル
ベ
ル
ト
・
エ
リ
ア
ス
が
指
摘
し
た
「
死
に
ゆ
く
者
の
孤
独
」
と
い
う
状
態
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い

（Elias 1982=1990
）。
重
要
で
あ
る
の
は
、
情
報
開
示
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
情
報
が
開
示
さ
れ
た
後
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
ど

の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
る
か
、
そ
の
内
容
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
様
相
次
第
で
は
、「
死
の
自
己
決
定
」
の

流
れ
と
「
死
の
タ
ブ
ー
化
」
が
並
存
す
る
こ
と
も
十
分
に
あ
り
う
る
。

　

次
に
、
死
の
共
同
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
グ
レ
イ
ザ
ー
ら
の
議
論
で
は
、
オ
ー
プ
ン
認
識
に
お
け
る
自
己
決
定
が
、
実
際
に
は
、

ア
メ
リ
カ
的
な
一
般
的
価
値
観
に
包
摂
さ
れ
て
い
く
と
い
う
事
態
が
描
か
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
自
己
決
定
と
い
う
原
則
が
基
本
と

な
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
個
々
人
が
好
き
な
よ
う
に
、
自
由
に
な
ん
で
も
決
め
て
い
る
と
い
う
事
態
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

グ
レ
イ
ザ
ー
ら
の
議
論
で
ア
メ
リ
カ
社
会
の
基
底
に
あ
る
価
値
シ
ス
テ
ム
が
生
成
さ
せ
る
共
同
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自

己
決
定
の
実
際
に
お
い
て
は
、
共
同
性
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
生
起
し
う
る
。
そ
れ
は
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
な
ど
専
門
家
に
よ
る
言
説
を

中
軸
と
し
た
共
同
性
で
も
あ
り
う
る
し
、
ま
た
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
情
報
空
間
の
中
で
の
共
同

性
で
も
あ
り
う
る
。

3　

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
・
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

　

さ
て
、
以
上
で
み
て
き
た
死
の
情
報
統
制
・
情
報
開
示
は
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
と
、
い
ず
れ
も
ほ
と
ん
ど
直
接
的
な
（
ほ

ぼ
対
面
的
な
）
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
の
情
報
で
あ
っ
た
。
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
リ
ッ
プ
マ
ン
の
古
典
的
な
分
類
を
借
り
て
い
え
ば
、
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そ
れ
は
「
現
実
環
境
」
に
お
け
る
情
報
で
あ
る
（Lippm

ann 1922=1987

）。
で
は
、
リ
ッ
プ
マ
ン
の
い
う
「
擬
似
環
境
」、
す
な
わ

ち
メ
デ
ィ
ア
が
形
作
る
情
報
環
境
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
先
に
言
及
し
た
ゴ
ー
ラ
ー
に
よ
る
「
死
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
」
と
い
う
古
典
的
議
論
が
あ
る
。
こ
の
概
念
を

ゴ
ー
ラ
ー
が
初
め
て
用
い
た
の
は
、
先
に
あ
げ
た
一
九
六
五
年
の
著
作
に
先
立
ち
、
一
九
五
五
年
に
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
「
死
の
ポ

ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
」
と
い
う
小
論
で
あ
っ
た
（Gorer 1965=1986: 203

―212

）。
先
に
み
た
よ
う
に
、
ゴ
ー
ラ
ー
は
一
方
で
、
死
別
の

悲
嘆
を
め
ぐ
る
死
の
タ
ブ
ー
化
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
。
他
方
、
ゴ
ー
ラ
ー
が
こ
の
死
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て

指
し
示
そ
う
と
し
た
の
は
、
メ
デ
ィ
ア
が
つ
く
る
情
報
空
間
に
出
現
す
る
、
暴
力
的
な
死
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
小
説
や
コ
ミ
ッ
ク
、

映
画
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
上
で
描
か
れ
る
、
事
故
や
犯
罪
、
戦
争
な
ど
に
よ
る
非
日
常
的
で
暴
力
的
な
死
の
イ
メ
ー
ジ
、
こ
れ
が
ゴ
ー

ラ
ー
の
い
う
死
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ゴ
ー
ラ
ー
の
議
論
の
特
徴
は
、
こ
の
死
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
を
死
の
タ

ブ
ー
化
の
も
た
ら
す
ひ
と
つ
の
帰
結
と
し
て
捉
え
る
点
に
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
と
は
、
性
に
ま
つ
わ
る
「
タ
ブ
ー
視
さ
れ
た
行
動
を
描
写
し
て
、
幻
想
・
妄
想
を
生
み
だ
そ
う
と
す

る
」
も
の
で
あ
っ
た
（Gorer 1965=1986: 205

）。
ゴ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
同
じ
よ
う
に
、
日
常
生
活
の
中
で
出
会
う
自
然
死
が
覆

い
隠
さ
れ
、
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
死
を
イ
メ
ー
ジ
化
し
よ
う
と
す
る
欲
望
を
う
み
だ
し
、
か
く
し
て
メ
デ
ィ
ア
に
お
い

て
死
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
が
、
ひ
そ
や
か
な
興
奮
と
快
楽
を
も
っ
て
享
受
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
ゴ
ー
ラ
ー
は
、
死
の
ポ
ル
ノ

グ
ラ
フ
ィ
の
内
容
に
関
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
興
奮
は
ど
こ
ま
で
も
高
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
死
に
関
わ
る
悲
し
み
や
愛
と
い
っ

た
感
情
に
は
ま
っ
た
く
注
意
が
む
け
ら
れ
ず
、
そ
こ
に
は
一
種
の
「
無
感
覚
さ
」
が
現
れ
れ
て
い
る
と
論
じ
た
。
確
か
に
、
ゴ
ー

ラ
ー
が
例
と
し
て
あ
げ
た
よ
う
な
、
架
空
の
、
暴
力
的
な
死
の
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る
限
り
、
こ
う
し
た
見
方
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
情
報
空
間
に
姿
を
現
し
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
死
ば
か
り
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
架
空
の
死
で
あ
っ
て
も
、
ド
ラ
マ
の
登

場
人
物
の
死
に
涙
す
る
と
い
っ
た
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
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こ
の
点
を
と
ら
え
て
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
ら
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ニ
ュ
ー
ス
報
道
、
と
り
わ
け
事
故
や
災
害
の
犠
牲
者
に
関
す
る
報
道
を

調
査
し
つ
つ
、
ゴ
ー
ラ
ー
を
批
判
し
て
い
る
（W

alter et al. 1995

）。
ウ
ォ
ル
タ
ー
ら
に
よ
れ
ば
、
こ
の
種
の
報
道
で
は
、
感
情
に

注
意
が
む
け
ら
れ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
と
り
わ
け
遺
族
の
悲
し
み
に
強
い
関
心
が
注
が
れ
る
。
こ
う
し
た
関
心
は
、
死
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ

フ
ィ
的
な
、
つ
ま
り
、
覗
き
見
趣
味
的
欲
望
、
あ
る
い
は
「
他
人
の
不
幸
は
蜜
の
味
」
と
形
容
し
う
る
よ
う
な
欲
望
に
由
来
す
る
と

解
釈
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
ら
は
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
視
聴
者
の
側
に
、
突
然
の
悲
劇
に
襲
わ
れ
た
普

通
の
人
々
で
あ
る
遺
族
と
の
同
一
視
、「
私
に
起
こ
っ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
こ
と
だ
」
と
い
っ
た
感
覚
が
生
じ
て
い
る
と
い

う
。
さ
ら
に
ま
た
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
ら
に
よ
れ
ば
、
遺
族
の
悲
し
み
の
描
写
や
映
像
は
、
服
喪
な
ど
の
儀
礼
が
失
わ
れ
た
現
代
で
は
、

死
別
の
悲
し
み
を
い
か
に
表
出
す
べ
き
か
を
教
示
す
る
、
一
種
の
モ
デ
ル
を
提
供
す
る
役
割
を
結
果
と
し
て
は
た
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
ウ
ォ
ル
タ
ー
ら
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
な
性
質
を
持
つ
情
報
を
、
死
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
と
対
比
さ
せ
て
、「
死
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
視
聴
者
に
報
道
対
象
と
の
同
一
視
を
誘
い
、
結
果
的
に
、
死
や
死
別
に
際
し
て
の
あ

る
べ
き
受
容
の
あ
り
方
や
行
動
様
式
を
教
示
す
る
よ
う
な
情
報
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
主
と
し
て
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
の
が
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
情
報
で
あ
る
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
で
取
り
上

げ
る
、
死
を
め
ぐ
る
情
報
は
、
主
と
し
て
政
治
家
や
芸
能
人
な
ど
著
名
人
の
死
、
お
よ
び
、
著
名
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
一
般
人
の
、

大
規
模
な
災
害
や
事
故
、
特
異
な
犯
罪
な
ど
に
よ
る
、
そ
の
意
味
で
非
日
常
的
な
死
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
一
般
人
の
日
常
的
な

死
、
典
型
的
に
は
、
高
齢
に
達
し
て
か
ら
の
、
病
院
で
の
、
生
活
習
慣
病
に
よ
る
死
は
、
通
常
ニ
ュ
ー
ス
に
は
な
ら
な
い
。
ニ
ュ
ー

ス
の
中
の
死
の
情
報
は
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
ら
が
い
う
よ
う
な
同
一
視
、
言
い
換
え
れ
ば
、
二
人
称
と
し
て
の
死
の
感
覚
を
視
聴
者
に
も

た
ら
し
、
あ
た
か
も
直
接
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
他
者
の
死
に
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
感
覚
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
も

あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
対
象
は
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
あ
く
ま
で
も
直
接
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
な
い
他
者
で
あ

り
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
、
そ
れ
こ
そ
次
の
ニ
ュ
ー
ス
に
切
り
替
わ
れ
ば
、
第
三
人
称
的
な
死
へ
の
感
覚
に
即
座
に
転
換
さ
れ
て
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し
ま
う
こ
と
も
多
々
あ
る
と
考
え
ら
れ
る）

4
（

。

　

と
は
い
え
こ
こ
で
は
、
ゴ
ー
ラ
ー
の
議
論
を
敷
衍
し
つ
つ
、
死
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
的
情
報
に
せ
よ
死
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
的
情
報

に
せ
よ
、
死
の
タ
ブ
ー
化
を
背
景
と
し
て
生
起
し
て
い
る
と
考
え
て
お
き
た
い
。「
死
を
身
に
帯
び
た
他
者
」
と
の
関
係
性
、
つ
ま

り
、
二
人
称
の
次
元
で
の
直
接
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
基
本
的
に
回
避
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
死
へ
の
感
覚
を
希
薄
化
さ
せ

る
。
し
か
し
死
す
べ
き
運
命
に
つ
い
て
は
誰
も
が
認
識
し
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
知
り
た
い
・
知
っ
て
お
き
た
い
と
い
う
ニ
ー
ズ

も
あ
る
。
こ
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
に
、
一
方
で
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
的
な
、
他
方
で
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
的
な
情
報
が
生
み
だ
さ
れ
る
。

こ
の
後
者
の
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
的
な
性
質
を
持
つ
情
報
が
、
情
報
空
間
に
広
が
る
こ
と
を
、
あ
る
意
味
で
は
、
死
の
タ
ブ
ー
か
ら
の

解
放
と
呼
び
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
情
報
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
情
報
を
受
け
て
死
や
死
別

に
か
ん
し
て
考
え
行
動
す
る
、
言
い
換
え
れ
ば
「
自
己
決
定
」
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
個
々
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た

「
死
の
自
己
決
定
」
の
一
般
化
が
即
座
に
死
の
タ
ブ
ー
化
か
ら
の
解
放
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、「
死
の

自
己
決
定
」
の
流
れ
と
「
死
の
タ
ブ
ー
化
」
が
並
存
し
う
る
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

Ⅱ　
「
デ
ジ
タ
ル
化
」
と
拡
散
す
る
死
の
情
報

　

以
上
で
、「
情
報
と
し
て
の
死
」
に
関
す
る
死
の
社
会
学
の
古
典
的
議
論
を
再
整
理
し
て
き
た
。
年
代
的
に
は
、
お
お
よ
そ
一
九

九
〇
年
代
初
頭
ま
で
の
状
況
を
前
提
と
し
た
議
論
で
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
一
九
九
〇
年
代
半
ば
以
降
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普

及
と
高
速
化
、
ケ
ー
タ
イ
・
ス
マ
ホ
の
普
及
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
普
及
と
い
っ
た
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
面
で
の
技
術
革
新
に
よ

り
、
私
達
を
取
り
巻
く
情
報
環
境
の
あ
り
方
は
一
変
し
た
し
、
現
在
も
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
死
を
め
ぐ
る
学
術
的
な
研
究
に
お
い
て

も
、
例
え
ば
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
関
し
て
言
え
ば
、Facebook

で
の
死
や
死
別
に
関
わ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
、
世
界
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的
な
ユ
ー
ザ
ー
数
の
多
さ
を
背
景
と
し
て
、
英
語
圏
で
は
領
域
横
断
的
に
研
究
対
象
と
な
り
、
と
り
わ
け
二
〇
一
〇
年
代
以
降
、
多

く
の
成
果
を
生
み
だ
し
つ
つ
あ
る（

（
（

。

　

以
下
で
は
、
死
の
社
会
学
の
領
域
で
の
理
論
的
研
究
に
焦
点
を
絞
り
、
一
方
で
古
典
的
な
議
論
の
流
れ
を
ふ
ま
え
、
他
方
で
は
、

二
〇
一
〇
年
代
以
降
の
代
表
的
な
研
究
を
整
理
し
つ
つ
、
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
行
す
る
社
会
で
の
「
情
報
と
し
て
の
死
」
の
変
容
、
ま

た
そ
れ
が
、
死
を
め
ぐ
る
社
会
や
文
化
の
あ
り
方
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

1　

ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
し
て
の
死

　

ま
ず
、
ミ
カ
エ
ル
・
ヴ
ィ
ー
ド
・
ヤ
コ
ブ
セ
ン
の
議
論
を
批
判
的
に
検
討
し
て
お
き
た
い
。
ち
な
み
に
、
ヤ
コ
ブ
セ
ン
は
死
の
社

会
学
と
同
時
に
、
ジ
グ
ム
ン
ト
・
バ
ウ
マ
ン
の
社
会
理
論
の
研
究
者
と
し
て
も
広
く
知
ら
れ
た
存
在
で
あ
る（

（
（

。
ヤ
コ
ブ
セ
ン
は
、
本

稿
の
冒
頭
で
も
紹
介
し
た
ア
リ
エ
ス
の
四
類
型
に
後
続
す
る
類
型
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
し
て
の
死
（spectacular death

（」
を
、
現

代
社
会
の
死
の
あ
り
方
を
包
括
的
に
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
提
示
す
る
（Jacobsen 201（

（。
ア
リ
エ
ス
が
四
類
型
を
提
起
し
た

の
は
一
九
七
〇
年
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
八
四
年
に
ア
リ
エ
ス
は
逝
去
し
て
い
る
。
ヤ
コ
ブ
セ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
一
九
八

〇
年
代
半
ば
か
ら
一
九
九
〇
年
代
に
か
け
て
社
会
の
あ
り
方
は
大
き
く
変
化
し
た
。
社
会
理
論
に
お
い
て
も
、
お
お
よ
そ
一
九
九
〇

年
代
を
節
目
と
し
て
、
近
代
社
会
は
質
的
に
変
容
し
た
と
す
る
議
論
が
、
例
え
ば
「
第
一
の
近
代
」
か
ら
「
第
二
の
近
代
」
へ

（
ベ
ッ
ク
（、「
ソ
リ
ッ
ド
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
」
か
ら
「
リ
キ
ッ
ド
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
」
へ
（
バ
ウ
マ
ン
（、「
再
帰
的
近
代
化
」（
ギ
デ
ン
ズ
（

な
ど
、
多
く
な
さ
れ
て
い
る
。
死
の
社
会
学
に
お
い
て
も
同
様
に
、
理
論
的
な
図
式
の
更
新
が
必
要
だ
と
の
主
張
で
あ
る
。

　
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
」
と
は
、
ギ
ー
・
ド
ゥ
ボ
ー
ル
が
そ
の
著
書
『
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
社
会
』
の
中
で
現
代
社
会
を
特
徴
づ
け
た
概

念
で
あ
る
。
こ
の
書
の
冒
頭
で
、
ド
ゥ
ボ
ー
ル
は
「
か
つ
て
直
接
に
生
き
ら
れ
て
い
た
も
の
は
す
べ
て
、
表
象
の
う
ち
に
遠
ざ
か
っ

て
し
ま
っ
た
」（D

ebord 

［19（7

］1992=2003: 14 

（
と
述
べ
て
お
り
、
ヤ
コ
ブ
セ
ン
も
こ
の
言
を
引
き
つ
つ
、
現
代
社
会
に
お
い
て
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死
は
、「
安
全
な
距
離
を
と
り
つ
つ
目
を
向
け
る
も
の
の
、
直
接
的
に
は
ほ
と
ん
ど
経
験
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
」
も
の
と
な
っ
た
と

述
べ
る
（Jacobsen 201（: 10 

（。

　

ヤ
コ
ブ
セ
ン
は
、
こ
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
死
の
五
つ
の
次
元
・
様
相
を
あ
げ
て
お
り
、
以
下
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
。
①
メ
デ
ィ

ア
に
よ
り
可
視
化
さ
れ
た
死
。
ヤ
コ
ブ
セ
ン
が
あ
げ
て
い
る
の
は
、
戦
争
・
災
害
・
テ
ロ
な
ど
の
犠
牲
者
の
映
像
、
映
画
に
描
か
れ

る
死
、
セ
レ
ブ
リ
テ
ィ
の
死
な
ど
、
人
々
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
死
の
表
象
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
先
に
み
た
ゴ
ー
ラ
ー
の
死
の

ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
と
も
共
通
す
る
。
た
だ
ヤ
コ
ブ
セ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
表
象
は
、
ゴ
ー
ラ
ー
の
時
代
と
異
な
り
グ
ロ
ー
バ
ル

か
つ
高
速
で
拡
散
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
意
味
で
死
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
の
影
響
力
は
よ
り
強
化
さ
れ
た
。
②
死
の
商
業

化
。
こ
れ
は
①
と
も
連
動
し
つ
つ
、
文
字
ど
お
り
、
死
を
め
ぐ
る
表
象
が
、
葬
祭
業
は
も
と
よ
り
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
領
域
で
利
潤
を

あ
げ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
を
指
す
。
③
死
の
再
儀
礼
化
。
世
俗
化
に
よ
っ
て
宗
教
的
な
儀
礼
は
衰
退
し
た
も
の
の
、
代
わ
っ

て
個
人
の
よ
り
自
由
な
選
択
に
よ
る
そ
の
人
ら
し
い
儀
礼
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
傾
向
を
指
す
。
ヤ
コ
ブ
セ
ン
は
例
と
し
て
、

Facebook

の
追
悼
ア
カ
ウ
ン
ト
な
ど
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
の
新
し
い
喪
の
表
現
を
あ
げ
て
い
る
。
④
緩
和
ケ
ア
革
命
。
こ
れ
は
主
に
終

末
期
医
療
に
お
い
て
、
個
人
の
自
己
決
定
や
自
律
性
、「
尊
厳
あ
る
死
」
を
重
視
す
る
傾
向
、
そ
れ
に
関
す
る
情
報
が
増
加
す
る
傾

向
を
指
す
。
⑤
学
問
的
な
関
心
と
専
門
化
。
医
学
の
み
な
ら
ず
、
死
と
い
う
テ
ー
マ
が
多
様
な
学
問
領
域
に
て
関
心
の
対
象
と
な
っ

た
こ
と
を
指
す
。

　

ヤ
コ
ブ
セ
ン
は
、
以
上
の
よ
う
な
形
で
、
現
代
社
会
は
も
は
や
死
を
タ
ブ
ー
視
す
る
社
会
で
は
な
く
次
の
段
階
、
す
な
わ
ち
「
ス

ペ
ク
タ
ク
ル
と
し
て
の
死
」
の
段
階
に
あ
る
と
述
べ
る
。
た
だ
、
同
時
に
ヤ
コ
ブ
セ
ン
は
、
現
代
社
会
で
は
死
に
関
し
て
「
部
分
的

な
再
反
転
」
が
起
こ
っ
て
い
る
と
も
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
し
て
の
死
が
ど
れ
だ
け
拡
散
し
て
も
、
人
間
の
死
す
べ

き
運
命
が
消
散
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
死
の
タ
ブ
ー
化
へ
の
傾
向
は
依
然
と
し
て
存
続
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
以
上
で
ヤ
コ
ブ
セ
ン
の
議
論
を
概
観
し
て
き
た
が
、「
タ
ブ
ー
視
さ
れ
る
死
」
に
後
続
す
る
死
の
概
念
を
提
示
す
る
も
の
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と
し
て
、「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
し
て
の
死
」
は
確
か
に
包
括
的
で
は
あ
る
。
た
だ
包
括
的
で
あ
る
だ
け
に
、
多
様
な
要
素
が
整
理
さ

れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
並
列
さ
れ
て
い
る
と
の
印
象
は
否
め
な
い
。
こ
こ
で
は
、
す
で
に
み
た
古
典
的
議
論
を
念
頭
に
お
き
、
二
つ

の
論
点
に
関
し
て
ヤ
コ
ブ
セ
ン
の
議
論
を
批
判
的
に
検
討
し
つ
つ
、
こ
の
議
論
か
ら
取
り
出
す
べ
き
本
質
的
な
論
点
に
つ
い
て
考
え

た
い
。

　

第
一
に
、
死
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
を
め
ぐ
る
論
点
で
あ
る
。
ヤ
コ
ブ
セ
ン
は
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
し
て
の
死
全
体
を
、
死
の
ポ
ル

ノ
グ
ラ
フ
ィ
を
強
化
・
拡
大
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
ゴ
ー
ラ
ー
自
身
は
、
一
方
で
、
擬
似
環
境
で

の
死
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
、
他
方
で
現
実
環
境
で
の
死
の
タ
ブ
ー
化
を
、
連
動
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
。
ヤ
コ
ブ
セ
ン
も

ま
た
「
部
分
的
な
再
反
転
」
と
い
う
形
で
タ
ブ
ー
化
に
つ
い
て
付
言
し
て
は
い
る
が
、
む
し
ろ
こ
れ
は
、
ゴ
ー
ラ
ー
に
な
ら
っ
て
、

擬
似
環
境
に
お
け
る
三
人
称
の
死
を
め
ぐ
る
情
報
化
と
、
現
実
環
境
に
お
け
る
二
人
称
の
死
を
め
ぐ
る
タ
ブ
ー
化
の
連
動
す
る
関
係

と
し
て
捉
え
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う）

7
（

。

　

第
二
に
、
先
に
み
た
死
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
区
別
を
め
ぐ
る
論
点
で
あ
る
。
ヤ
コ
ブ
セ
ン
の
い
う
①
と
②
、

と
り
わ
け
①
は
、
ヤ
コ
ブ
セ
ン
も
い
う
よ
う
に
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
的
傾
向
を
帯
び
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
③
と
④

は
、
む
し
ろ
、
当
事
者
と
直
接
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
あ
る
い
は
、
自
分
自
身
が
当
事
者
で
あ
り
、
そ
の
中
で
情
報

を
利
用
し
て
い
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も
多
い
と
考
え
ら
れ
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
情
報
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
的
傾
向
を
帯
び
や
す
い
と
考
え

ら
れ
る
。
ヤ
コ
ブ
セ
ン
の
図
式
で
は
こ
れ
ら
す
べ
て
が
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
し
て
一
元
的
に
把
握
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
一
の

論
点
と
関
連
づ
け
れ
ば
、
擬
似
環
境
で
の
三
人
称
的
な
死
に
ま
つ
わ
る
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
的
情
報
の
流
布
と
、
現
実
環
境
で
の
二
人

称
あ
る
い
は
一
人
称
の
死
に
関
わ
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
的
情
報
の
利
用
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
形
で
あ
っ
て
も
、
情
報
の
性
質
の
質
的
差

異
に
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る）

8
（

。

　

た
だ
こ
こ
で
、
ヤ
コ
ブ
セ
ン
が
③
で
例
と
し
て
あ
げ
て
い
た
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
の
新
し
い
喪
の
形
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
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で
は
、
も
ち
ろ
ん
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
情
報
と
同
様
に
、
直
接
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
な
い
人
物
の
第
三
人
称
的
な
死
を
め
ぐ

る
情
報
が
流
通
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
直
接
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
る
人
物
の
死
や
死
別
を
め
ぐ
る
情
報

も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
現
実
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
連
動
し
つ
つ
や
り
と
り
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
後
者
の
場
合

で
も
、
死
の
情
報
や
「
や
り
と
り
」
自
体
が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
参
与
者
に
第
三
人
称
的
な
死
と
し
て
共
有
さ
れ
る
可
能
性
が
あ

る
。
こ
こ
に
は
、
現
実
環
境
と
擬
似
環
境
、
あ
る
い
は
二
人
称
の
死
と
三
人
称
の
死
と
い
う
二
分
法
的
な
区
別
で
は
十
分
に
捉
え
き

れ
な
い
、
独
特
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
が
現
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
以
下
で
み
て
い
く
よ
う
に
、
デ
ジ
タ
ル
化
す
る
死
の

情
報
を
め
ぐ
る
社
会
学
的
研
究
の
多
く
が
注
目
す
る
の
も
ま
た
、
こ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
な
の
で
あ
る
。

2　
「
共
感
の
共
同
体
」
の
拡
張
・
葛
藤
・
希
薄
化

　

死
を
め
ぐ
る
事
柄
に
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
利
用
す
る
こ
と
は
、
例
え
ば
墓
参
り
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
う
サ
ー
ビ
ス
な
ど
、
徐
々
に
身

近
な
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
ま
た
い
わ
ゆ
る
終
活
の
一
環
で
「
デ
ジ
タ
ル
遺
品
」
の
管
理
を
め
ぐ
る
実
務
的
な
関
心
も
高
ま
り
つ

つ
あ
る
（
例
え
ば
、
古
田 

二
〇
一
七
）。
た
だ
、
以
降
で
は
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
一
般
と
死
の
関
係
で
は
な
く
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
オ

ン
ラ
イ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
の
浸
透
が
、
人
々
の
死
の
受
容
の
あ
り
方
や
、
死
を
め
ぐ
る
意
識
、
さ
ら
に
は
死
生
観
と

い
っ
た
文
化
的
傾
向
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
つ
つ
あ
る
の
か
、
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
、
近
年
の
死
の
社
会
学
、
と
り
わ
け
そ

の
代
表
的
な
論
者
で
あ
る
ト
ニ
ー
・
ウ
ォ
ル
タ
ー
の
議
論
を
中
心
に
検
討
し
つ
つ
、
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
死
に
ゆ
く
過
程
に
関
し
て
言
え
ば
、
例
え
ば
闘
病
の
様
子
を
本
人
が
ブ
ロ
グ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
随
時
報
告
し
、
そ
れ
に
コ
メ
ン
ト

が
寄
せ
ら
れ
、
ま
た
本
人
も
そ
こ
か
ら
支
え
を
う
る
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
が
あ
る
（W

alter 2020: 67 

）。
あ
る
い
は
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
は
、

地
域
に
根
ざ
し
た
「
共
感
の
共
同
体
（com

passionate com
m

unity

）
9
（

）」、
す
な
わ
ち
家
族
、
友
人
、
隣
人
、
医
療
従
事
者
、
ス
ポ
ー

ツ
・
ク
ラ
ブ
、
美
容
師
、
仕
事
の
同
僚
、
信
仰
共
同
体
な
ど
、
患
者
を
大
な
り
小
な
り
支
援
す
る
人
々
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
、
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Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
通
じ
て
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
調
整
や
意
見
交
換
が
な
さ
れ
た
り
す
る
事
例
を
あ
げ
て
い
る
（W

alter 2017=2020: 146

）。
と
は

い
え
、
オ
ン
ラ
イ
ン
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
情
報
量
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
そ
の
多
く
は
、
死
に
ゆ
く
過
程
と
い
う
よ
り
は
、

死
後
の
死
者
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
（W

alter et al. 2011

―12: 4 

）。

　

先
に
あ
げ
た
「
共
感
の
共
同
体
」
の
例
も
、
基
本
的
に
は
地
域
に
根
ざ
し
た
共
同
体
が
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
っ
て
、
そ
の
範
囲
を
拡
張

さ
せ
た
例
と
も
と
れ
る
。
た
だ
、
死
者
に
関
し
て
は
、
こ
の
拡
張
の
範
囲
は
は
る
か
に
大
き
い
も
の
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
も
記
事
や
報
道
を
通
じ
て
死
を
伝
え
て
は
い
た
が
、
そ
れ
は
多
く
の
場
合
、
著
名
人
の
死
か
、
事
件
・
事
故
・
災
害
に
よ
る

非
日
常
的
な
死
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。Facebook

な
ど
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は
、
直
接
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
る
近
親
者
や
友

人
・
知
人
、
ま
た
「
友
人
の
友
人
」
の
死
の
情
報
を
日
常
的
に
拡
散
さ
せ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
対
し
て
追
悼
の
投
稿
や
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
送
る
こ
と
も
簡
単
に
で
き
る
。Facebook

に
は
死
者
の
ア
カ
ウ
ン
ト
を
「
追
悼
ア
カ
ウ
ン
ト
」
に
移
行
さ
せ
る
仕
組
み
が
あ
る

が
、
こ
う
し
た
サ
イ
ト
に
お
い
て
は
、
故
人
が
生
前
に
関
わ
っ
て
い
た
い
く
つ
か
の
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
し
か
し
な
が
ら
生
前

に
は
、
直
接
知
り
合
う
こ
と
の
な
か
っ
た
異
な
る
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
人
々
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
以
前
に
も
、
葬

儀
に
お
い
て
関
係
者
が
集
う
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
は
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
追
悼
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
は
こ
れ
を
持
続
可
能
な
も
の
と
し
、
な
お
か
つ
拡
張
さ
せ
て
い
く
（W

alter 2015: 4 

―5 

）。

　

と
は
い
え
、
こ
う
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
文
字
通
り
常
に
「
共
感
」
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
な
が
っ
て
い
て
も
、
個
々
の
関
係
者
の
悲
嘆
の
感
情
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
こ
れ
ま
で
、
葬
儀
や
墓
前
に
お
い

て
関
係
者
が
集
っ
て
も
、
そ
う
し
た
相
違
が
表
面
化
し
問
題
化
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
オ
ン
ラ
イ
ン

で
は
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
哀
悼
の
意
を
表
し
て
い
る
か
が
す
べ
て
可
視
的
に
な
る
が
故
に
、
そ
こ
に
現
れ
た
相
違
が
、
異
な

る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
間
、
さ
ら
に
は
個
々
人
の
間
に
緊
張
関
係
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
る
（W

alter 2015: 7 

―12 

）。
設
定
に
よ
っ
て
は
、

い
わ
ゆ
る
「
荒
ら
し
」
さ
え
呼
び
込
ま
れ
る
。
ま
た
、
哀
悼
の
内
容
だ
け
で
な
く
、
誰
が
そ
の
意
を
表
し
て
お
り
、
誰
が
表
し
て
い
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な
い
か
も
可
視
的
に
な
る
た
め
、
そ
こ
に
一
種
の
同
調
圧
力
が
は
た
ら
く
可
能
性
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
で
は
、
き
わ
め
て
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
悲
嘆
の
感
情
を
ど
こ
ま
で
、
ま
た
ど
れ
ほ
ど
吐
露
し
て
も
い
い
の
か
、
と
い
う
点
で
、
あ

る
種
の
暗
黙
の
内
に
形
成
さ
れ
る
規
範
の
よ
う
な
も
の
が
は
た
ら
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ウ
ォ
ル
タ
ー
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

「
オ
ン
ラ
イ
ン
で
は
、
悲
嘆
す
る
者
は
、
そ
の
悲
嘆
を
共
有
す
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
と
同
時
に
、
過
剰
に
共
有
し
て
し
ま
う
こ
と

に
不
安
を
感
じ
て
い
る
」（W

alter 2020: 68 

）。
そ
う
な
る
と
悲
嘆
す
る
者
、
と
り
わ
け
自
死
や
事
故
な
ど
、
や
や
特
殊
な
事
由
で

死
別
し
た
者
は
、
死
因
の
種
類
別
に
特
化
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
し
、
そ
れ
は
、
オ
フ
ラ
イ
ン
で
セ
ル
フ
ヘ
ル

プ
グ
ル
ー
プ
を
求
め
た
の
と
同
じ
形
と
な
る
。
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
、
従
来
な
か
っ
た
よ
う
な
、
死
者
を
め
ぐ
る
情
報

共
有
空
間
を
現
出
さ
せ
て
い
る
こ
と
自
体
は
疑
い
な
い）

（1
（

。

　

で
は
、
死
の
タ
ブ
ー
化
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
い
ま
や
死
を
め
ぐ
る
情
報
は
、
テ
レ
ビ
や
Ｐ
Ｃ
の
前
に
行
く
ま
で
も
な
く
、

私
達
が
携
え
て
い
る
ス
マ
ホ
な
ど
の
端
末
の
画
面
に
頻
繁
に
ポ
ッ
プ
ア
ッ
プ
す
る
。
ウ
ォ
ル
タ
ー
は
、
ア
リ
エ
ス
の
「
タ
ブ
ー
視
さ

れ
る
死
」
に
後
続
す
る
現
代
の
心
性
を
包
括
す
る
概
念
と
し
て
「
拡
散
す
る
死
者
（pervasive dead

）」
を
提
示
す
る
（W

alter 

2019: 399

―401

）。
ウ
ォ
ル
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
先
に
み
た
ヤ
コ
ブ
セ
ン
の
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
死
」
が
、
主
と
し
て
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
経

由
の
距
離
を
お
い
た
死
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
、
親
密
な
関
係
の
中
で
、
あ
る
い
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア

を
通
じ
て
知
っ
た
死
者
を
め
ぐ
る
日
常
的
な
経
験
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
が
こ
こ
で
拡
散
す
る
「
死
」
で
は

な
く
「
死
者
」
と
し
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
ウ
ォ
ル
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
拡
散
し
て
い
る
の
は
「
死
者
」
に
つ
い
て
の
「
表
象
」、

「
イ
メ
ー
ジ
」、
あ
る
い
は
関
連
「
情
報
」
で
あ
っ
て
、
古
典
的
議
論
で
指
摘
さ
れ
た
、
死
に
ゆ
く
過
程
や
死
別
の
悲
嘆
に
関
す
る
タ

ブ
ー
視
は
、
基
本
的
に
は
現
在
で
も
存
続
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、「
拡
散
す
る
死
者
は
、
死
の
否
定
と
並
存
し
う
る
」
も
の
で
あ
る

（W
alter 2019: 401

）。
ま
た
、
確
か
に
死
者
に
関
す
る
情
報
は
拡
散
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
死
者
が
ま
さ
に
死
ん
で
い
る
と
い
う

こ
と
を
強
調
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
あ
る
意
味
で
私
達
と
と
も
に
生
き
続
け
て
い
る
と
い
う
点
を
強
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調
す
る
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
拡
散
す
る
死
者
の
情
報
は
、
誰
も
が
死
す
べ
き
運
命
に
あ
る
と
い
う
事
実
、
そ
れ
が
も
た

ら
す
断
絶
を
突
き
つ
け
不
安
を
醸
成
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
要
素
を
濾
過
さ
れ
た
、
そ
の
意
味
で
希
薄
化
さ
れ

た
死
の
情
報
な
の
で
あ
る
。

3　

社
会
的
死
・
不
死
性
・
死
の
凡
庸
化

　

さ
て
、
拡
散
す
る
死
者
の
情
報
は
、「
死
者
が
私
達
と
と
も
に
生
き
続
け
て
い
る
」
こ
と
を
強
調
す
る
、
と
述
べ
た
が
、
こ
の
論

点
と
深
く
関
わ
る
の
が
「
社
会
的
死
」
の
概
念
で
あ
る
。
社
会
的
死
は
、
先
に
言
及
し
た
サ
ド
ナ
ウ
が
、
医
学
的
判
断
に
よ
る
「
臨

床
的
死
」
と
区
別
し
て
、
患
者
の
社
会
的
存
在
の
終
焉
が
そ
れ
に
先
だ
っ
て
起
こ
っ
て
し
ま
う
、
つ
ま
り
、
ま
だ
生
き
て
い
る
の
に

死
ん
で
い
る
か
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
る
事
例
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
「
社
会
的
死
」
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
（Sudnow

 

1967=1992: 128

））
（（
（

。
た
だ
、
サ
ド
ナ
ウ
の
場
合
は
、
社
会
的
死
が
臨
床
的
死
に
先
行
し
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
を
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ

と
は
逆
に
、
臨
床
的
死
（
あ
る
い
は
生
物
学
的
死
）
よ
り
も
後
に
社
会
的
死
が
起
こ
る
ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
前
近
代

社
会
に
お
い
て
、
死
者
は
、
生
物
学
的
な
死
を
迎
え
た
後
に
、
死
者
儀
礼
の
諸
段
階
を
経
て
、
徐
々
に
生
者
の
共
同
体
か
ら
離
脱
し

て
い
っ
た
。
そ
の
間
、
死
者
は
、
生
物
学
的
に
は
死
ん
で
い
て
も
、
霊
的
な
も
の
と
し
て
は
存
在
し
て
お
り
、
近
隣
や
山
河
に
あ
っ

て
生
者
に
は
た
ら
き
か
け
を
行
う
存
在
、
つ
ま
り
は
社
会
的
に
は
生
き
て
い
る
存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
前
近
代
社
会

の
み
な
ら
ず
、
近
代
以
降
に
お
い
て
も
社
会
的
死
が
後
続
す
る
ケ
ー
ス
は
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
欧
米
の
死
別
研
究
に
お
い
て
、

一
九
九
〇
年
頃
を
境
と
し
て
、
死
別
の
悲
嘆
を
め
ぐ
る
考
え
方
に
一
定
の
変
化
が
起
こ
っ
た
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
死
者

と
の
関
係
か
ら
「
離
脱
」
し
新
し
い
生
活
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
を
目
標
と
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
死
者
と
の
関
係
を
「
再
構
築
」

す
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
死
者
と
遺
さ
れ
た
者
の
あ
い
だ
に
維
持
さ
れ
る
「
継
続
す
る
絆
」
を
重
視
す
る
こ
と
へ
の
変
化
で
あ

る
（
ち
な
み
に
、
日
本
社
会
の
場
合
、
死
ん
で
も
近
隣
に
あ
り
お
盆
な
ど
時
を
定
め
て
生
者
の
も
と
に
か
え
っ
て
く
る
と
い
う
先
祖
祭
祀
的
な
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死
生
観
に
顕
著
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
「
継
続
す
る
絆
」
を
重
視
す
る
傾
向
は
も
と
も
と
伝
統
的
に
強
か
っ
た
）。

　

さ
て
以
上
の
社
会
的
死
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
先
に
み
た
死
者
を
め
ぐ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
生

者
と
死
者
と
の
「
継
続
す
る
絆
」
を
支
え
、
死
し
て
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
、
死
者
が
あ
る
意
味
生
き
続
け
る
、
言
い
換

え
れ
ば
、
社
会
的
死
を
迎
え
る
こ
と
な
く
生
き
続
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
（W

alter et al. 2011

―12: 15 

―18; A
rnold 

et al. 2018: 2-7
）。
と
り
わ
け
オ
ン
ラ
イ
ン
で
は
、
死
者
に
つ
い
て
語
る
の
み
な
ら
ず
、
死
者
へ
と
「
語
り
か
け
る
」
こ
と
が
よ
く

み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
近
親
者
や
関
係
者
が
死
者
の
ペ
ー
ジ
を
時
々
訪
れ
、
近
況
を
報
告
し
た
り
す
る
。
も
ち
ろ
ん
以
前
か
ら
、
墓

前
な
ど
で
死
者
に
語
り
か
け
る
こ
と
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
多
く
の
場
合
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
場
面
で
、
し
か
も
他
人
が
周

囲
に
い
た
り
す
れ
ば
心
の
中
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
は
、
他
の
人
が
み
て
い
る
こ
と
が
分

か
っ
て
い
て
も
そ
れ
に
困
惑
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
、
語
り
か
け
は
よ
り
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
形
で
行
わ
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の

際
、
語
り
か
け
て
い
る
者
は
、
多
く
の
場
合
、
死
者
が
そ
れ
を
「
聞
い
て
い
る
」
と
い
う
感
覚
を
覚
え
る
。
そ
こ
で
は
、
死
者
は
あ

る
種
独
特
な
存
在
感
を
帯
び
て
い
る
。
ア
ー
ノ
ル
ド
ら
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
オ
ン
ラ
イ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
死
者
の

「
間
主
観
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
作
り
出
し
、
そ
れ
を
維
持
し
て
い
る
（A

rnold et al. 2018: 74 

）。
あ
る
い
は
、
ウ
ォ
ル

タ
ー
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
死
者
は
そ
こ
で
「
拡
散
す
る
存
在
感
」
を
獲
得
し
て
い
る
（W

alter 2017=2020: 160

）。

　

以
上
の
よ
う
な
議
論
を
さ
ら
に
展
開
す
れ
ば
、
ひ
と
は
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
「
不
死
性
」
を
獲
得
で
き
る
と
さ
え
い
い
う
る
か
も
し

れ
な
い
。
た
だ
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
現
状
で
は
、
き
わ
め
て
限
定
的
で
あ
る
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
し
て
も
、
死

後
も
ア
カ
ウ
ン
ト
が
継
続
し
て
維
持
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
死
後
即
座
に
削
除
さ
れ
、
す
べ
て
の
情
報
が
一
瞬
で
失
わ
れ
て
し
ま

う
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
仮
に
ア
カ
ウ
ン
ト
が
維
持
さ
れ
た
と
し
て
も
、
先
に
述
べ
た
可
視
性
が
故
に
、
社
会
的
な
生
を
持
続
さ
せ

て
い
る
人
と
そ
う
で
な
い
人
の
差
、
い
わ
ば
、
そ
の
人
が
有
す
る
社
会
資
本
の
格
差
が
死
後
あ
か
ら
さ
ま
に
顕
在
化
す
る
と
い
う
こ

と
も
起
こ
り
う
る
。



20

法学研究 93 巻 12 号（2020：12）
　

む
し
ろ
、
こ
う
し
た
状
況
を
、
ジ
グ
ム
ン
ト
・
バ
ウ
マ
ン
の
い
う
「
不
死
の
脱
構
築
」（Baum

an 1992

）、
あ
る
い
は
「
死
の
凡

庸
化
」（Baum

an 2006=2012

）
と
い
う
観
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う）

（1
（

。
バ
ウ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
消
費
社
会
と
し
て

の
現
代
で
は
、
消
費
の
サ
イ
ク
ル
を
高
速
化
す
る
こ
と
で
利
潤
を
増
大
さ
せ
る
傾
向
が
顕
著
と
な
る
。
つ
ま
り
そ
こ
で
は
、
新
し
い

も
の
が
次
々
と
、
止
ま
る
こ
と
な
く
消
費
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
人
々
は
、
ひ
と
つ
の
も
の
で
満
足
す
る
こ
と

な
く
、
常
に
何
か
新
し
い
も
の
を
求
め
る
よ
う
誘
惑
さ
れ
て
い
く
。
購
入
し
た
商
品
を
次
々
と
新
し
い
商
品
と
取
り
替
え
て
手
放
す

こ
と
、
興
味
を
持
っ
て
い
た
情
報
を
新
し
い
情
報
が
入
る
と
同
時
に
忘
れ
て
い
く
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
バ
ウ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、

次
々
と
失
わ
れ
、
無
く
な
っ
て
い
く
こ
と
が
不
断
に
繰
り
返
さ
れ
る
こ
う
し
た
状
況
で
は
、
比
喩
的
に
い
え
ば
、「
可
逆
的
な
死
」

が
日
々
、
絶
え
る
こ
と
な
く
「
リ
ハ
ー
サ
ル
」
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
い
う
「
死
」
は
、
実
際
上
の
肉
体
的
な
死
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
む
し
ろ
、
実
際
の
死
に
も
付
随
す
る
、
何
か
を
喪
失
す
る
と
い
う
経
験
が
、
際
限
な
く
繰
り
返
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
リ
ハ
ー
サ
ル
の
結
果
と
し
て
、
人
々
は
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
根
本
的
な
喪
失
と
、

一
時
的
な
喪
失
の
差
を
感
じ
る
こ
と
に
徐
々
に
無
頓
着
と
な
っ
て
い
く
。
バ
ウ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
の
効
果
は
予
防
接
種
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
程
度
解
毒
さ
れ
薬
と
な
っ
た
毒
を
毎
日
注
入
す
る
こ
と
で
、
毒
に
た
い
す
る
免
疫
を
高
め
、
身
体
に

宿
る
毒
に
た
い
し
て
人
を
無
関
心
に
さ
せ
る
。
繰
り
返
さ
れ
る
喪
失
に
よ
っ
て
、
人
々
は
喪
失
そ
の
も
の
に
、
ま
た
、
生
の
途
上
に

現
れ
る
無
数
の
喪
失
と
、
人
生
の
最
後
に
訪
れ
る
「
本
番
」、
根
本
的
喪
失
の
差
異
に
、
さ
し
た
る
注
意
を
払
わ
な
く
な
る
。
結
果

と
し
て
、
本
来
、
根
本
的
な
喪
失
で
あ
る
は
ず
の
死
も
、
他
の
幾
多
の
喪
失
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
、
凡
庸
な
喪
失
の
ひ
と
つ
と
し

て
感
じ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
う
し
て
死
へ
の
不
安
は
、
な
か
ば
無
意
識
的
に
緩
和
さ
れ
、
取
る
に
た
ら
な
い
、
あ
ら
た
め
て

問
題
化
す
る
必
要
も
な
い
も
の
と
し
て
感
知
さ
れ
う
る
よ
う
に
な
る
。

　

デ
ジ
タ
ル
・
デ
バ
イ
ス
の
画
面
上
で
日
々
接
す
る
死
者
の
情
報
に
も
、
同
様
の
作
用
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、

拡
散
す
る
死
者
の
情
報
は
、
む
し
ろ
、
現
実
の
死
の
存
在
感
を
希
薄
化
さ
せ
る
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
一
方
で
、
既
に
述
べ
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た
よ
う
に
、「
死
を
身
に
帯
び
た
者
」
と
の
直
接
的
な
「
関
係
性
の
回
避
」
と
い
う
意
味
で
の
死
の
タ
ブ
ー
化
は
、
依
然
と
し
て
存

続
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

と
は
い
え
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
進
歩
は
ハ
ー
ド
面
で
も
ソ
フ
ト
面
で
も
驚
く
ほ
ど
速
く
、
そ
の
速
度
は
加
速
化
し
て
い
る
よ
う
に

さ
え
み
え
る
。
ま
た
世
代
的
に
も
、
物
心
つ
い
た
時
か
ら
デ
ジ
タ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
存
在
し
た
「
デ
ジ
タ
ル
ネ
イ
テ
ィ
ブ
」
が

全
人
口
に
占
め
る
比
率
も
高
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
世
代
に
と
っ
て
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
デ
ー
タ
は
、
実
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と

同
等
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
リ
ア
ル
さ
を
帯
び
つ
つ
あ
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
そ
し
て
、
私
達
の
生
活
が
デ
ジ
タ
ル
・
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
組
み
込
ま
れ
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
私
達
の
行
動
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
膨
大
な
記
録
が
オ
ン
ラ
イ
ン
上
に
蓄
積
さ

れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
死
者
が
生
前
に
残
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
の
投
稿
を
Ａ
Ｉ
に
分
析
さ
せ
て
、
死
後
も
（
本
人
ら
し
き
Ａ
Ｉ
が
）
投
稿

を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
も
現
れ
始
め
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
サ
ー
ビ
ス
は
、
現
状
で
は
成
功
し
て
い
る

と
は
言
い
難
く
、
い
ま
だ
Ｓ
Ｆ
の
域
を
出
て
は
い
な
い
（W

alter 2020: 69 

―70 

）。
た
だ
Ｓ
Ｆ
小
説
・
映
画
・
ア
ニ
メ
な
ど
で
、
人

格
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
オ
ン
ラ
イ
ン
上
に
コ
ピ
ー
す
る
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
、
不
死
の
人
格
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
確
か
に
度
々
描

か
れ
て
き
た）

（1
（

。
そ
こ
ま
で
は
い
か
な
い
に
し
て
も
、
ひ
と
が
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
に
行
っ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
デ
ー
タ
の
総
体
を
Ａ
Ｉ
が
分
析
し
、
ひ
と
つ
の
人
格
（
少
な
く
と
も
実
の
本
人
と
同
じ
よ
う
な
受
け
答
え
を
す
る
人
格
）
を
再

構
成
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
将
来
、
実
現
す
る
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た
、
先
に
ふ
れ
た
追
悼
ア
カ
ウ
ン
ト
は
今
後
増
え

続
け
、
例
え
ば
現
在
二
〇
億
以
上
の
ユ
ー
ザ
ー
を
抱
え
るFacebook

で
は
、
二
一
世
紀
末
に
は
、
四
九
億
の
死
者
を
オ
ン
ラ
イ
ン
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上
に
抱
え
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
試
算
も
あ
る
（K

asket 2020: 32 

（。
そ
う
な
る
と
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は
、
一
種
の
巨
大
な
墓
所
の
よ
う

な
様
相
（
と
は
い
え
社
会
的
に
は
「
生
き
て
い
る
」
人
々
も
多
々
い
る
よ
う
な
？
（
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
デ
ジ
タ
ル
化
の
影
響
は
、
人
々
が
死
に
関
し
て
抱
く
意
識
や
死
に
対
処
す
る
行
動
に
も
大
き
な
変

化
を
も
た
ら
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
今
後
急
速
に
進
展
し
て
い
く
こ
う
し
た
動
き
を
、
学
術
的
な
研
究
も
注
視
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
1
（　

四
類
型
は
一
九
七
五
年
の
著
作
で
提
示
さ
れ
た
。
後
に
ア
リ
エ
ス
は
、
一
九
七
七
年
の
著
作
で
、
こ
の
四
類
型
の
「
己
の
死
」
と

「
汝
の
死
」
の
間
に
「
遠
く
て
近
い
死
」
を
設
定
し
五
類
型
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
本
文
で
も
述
べ
た
ヤ
コ
ブ
セ
ン
や
ウ
ォ
ル
タ
ー
の
議

論
と
の
関
係
で
（
い
ず
れ
も
ア
リ
エ
ス
の
四
類
型
を
採
用
し
て
い
る
（、「
遠
く
て
近
い
死
」
は
こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
（A

riès 
1977=1990

（。

（
2
（　
「
死
の
タ
ブ
ー
化
」
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
に
は
（
澤
井 

二
〇
〇
二
（
を
参
照
。

（
3
（　

グ
レ
イ
ザ
ー
と
ス
ト
ラ
ウ
ス
の
議
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
（
澤
井 

二
〇
一
〇
（
を
参
照
。

（
4
（　

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
死
の
表
象
の
こ
う
し
た
二
面
性
に
つ
い
て
は
、
小
林
直
毅
（
小
林 

一
九
九
九
（
や
中
筋
由
起
子
（
中
筋 

二
〇
一
五
（
の
議
論
が
大
い
に
参
考
に
な
る
。

（
（
（　

現
時
点
の
ユ
ー
ザ
ー
数
で
み
る
と
、
日
本
で
は
、Line

、T
w

itter

、Instagram

な
ど
の
方
が
多
い
が
、
世
界
的
に
はFacebook

が
最
多
で
あ
る
。

（
（
（　

バ
ウ
マ
ン
研
究
に
関
す
る
ヤ
コ
ブ
セ
ン
の
主
要
な
業
績
と
し
て
は
、（Jacobsen ed. 2017

（
を
参
照
。

（
7
（　

宗
教
学
者
の
堀
江
宗
正
も
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
の
訳
書
の
中
で
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
が
ヤ
コ
ブ
セ
ン
の
議
論
に
言
及
し
た
箇
所
に
訳
注
を
つ
け
、

ヤ
コ
ブ
セ
ン
が
依
拠
す
る
ド
ゥ
ボ
ー
ル
の
枠
組
み
（
す
べ
て
を
表
象
と
す
る
（
と
ゴ
ー
ラ
ー
の
枠
組
み
（
表
象
と
現
実
の
関
係
を
み
る
（

の
相
違
と
し
て
、
こ
の
点
に
言
及
し
て
い
る
（W

alter 2017=2020: 1（3
（。

（
8
（　

死
の
情
報
の
質
的
差
異
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
に
は
（
澤
井 

二
〇
〇
五
ａ
：
一
五
三
―
一
七
六
（
を
参
照
。

（
9
（　
「
慈
悲
共
同
体
」
と
も
訳
さ
れ
る
（W

alter 2017=2020

（。
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（
10
）　

た
だ
し
、
一
口
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
と
い
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ご
と
の
違
い
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ

る
。
こ
こ
で
は
紙
幅
の
関
係
で
詳
述
で
き
な
い
が
、
例
え
ば
、
以
上
の
ウ
ォ
ル
タ
ー
ら
の
記
述
は
、
英
語
圏
に
お
い
て
ユ
ー
ザ
ー
数
の
多

いFacebook

を
主
と
し
て
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
てT

w
itter

やInstagram

の
ユ
ー
ザ
ー
数
の
ほ
う
が
多
い
日
本
で
は
、

死
の
情
報
を
め
ぐ
る
様
相
も
い
さ
さ
か
異
な
っ
た
も
の
と
な
る
。
例
え
ば
、T

w
itter 

で
著
名
人
の
ア
カ
ウ
ン
ト
が
死
後
も
維
持
さ
れ
る

場
合
、
そ
こ
に
寄
せ
ら
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
作
り
出
す
共
同
体
は
、
確
か
に
「
共
感
の
共
同
体
」
的
な
性
質
を
有
す
る
と
同
時
に
、
む
し

ろ
、「
個
人
化
」
さ
れ
た
人
々
（
多
く
の
場
合
、
匿
名
の
）
が
自
分
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
す
る
た
め
に
利
用
す
る
、
バ
ウ

マ
ン
の
い
う
「
ク
ロ
ー
ク
ル
ー
ム
共
同
体
」
的
な
性
質
を
帯
び
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、（
澤
井　
二
〇
一
五
）
を
参

照
。

（
11
）　

社
会
的
死
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
に
は
（
澤
井 

二
〇
〇
五
ｂ
）
を
参
照
。

（
12
）　

バ
ウ
マ
ン
の
議
論
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
に
は
（
澤
井 

二
〇
一
五
）
を
参
照
。

（
13
）　

Ｓ
Ｆ
小
説
で
い
え
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
実
際
に
一
般
化
す
る
前
後
の
代
表
的
な
例
と
し
て
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
小
説
家
、

グ
レ
ッ
グ
・
イ
ー
ガ
ン
の
『
順
列
都
市
』
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
（Eagan 1994

）。
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