
 

ア
ー
ネ
ス
ト
・
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
最
初
期
の
短
編
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
キ
ャ
ン
プ
」
は
、
こ
れ
ま
で
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
作
品
の
中
で

も
も
っ
と
も
頻
繁
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
作
品
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
物
語
は
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
の
半
自
伝
的
登
場
人
物
で
あ
る
ニ
ッ
ク
・

ア
ダ
ム
ズ
の
目
を
通
し
て
語
ら
れ
る
。
ま
だ
幼
い
ニ
ッ
ク
は
父
親
の
ヘ
ン
リ
ー
・
ア
ダ
ム
ズ
医
師
と
叔
父
の
ジ
ョ
ー
ジ
に
連
れ
ら
れ
、

森
で
キ
ャ
ン
プ
を
し
て
い
た
が
、
突
然
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
１

女
性
の
出
産
を
手
助
け
す
る
た
め
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
キ
ャ
ン
プ
に
赴
く
こ

と
に
な
る
。
そ
の
女
性
は
子
供
を
産
む
こ
と
が
で
き
ず
に
二
日
間
も
悲
鳴
を
上
げ
続
け
て
い
た
。
ア
ダ
ム
ズ
医
師
は
そ
の
子
供
が
逆
子

で
あ
る
こ
と
を
知
る
と
、
麻
酔
を
か
け
る
こ
と
な
く
ジ
ャ
ッ
ク
ナ
イ
フ
で
帝
王
切
開
を
行
い
、
釣
り
用
の
針
と
糸
で
傷
口
を
縫
い
合
わ

せ
る
と
い
う
、
非
人
間
的
な
状
況
下
で
の
手
術
を
何
と
か
成
功
さ
せ
る
。
母
子
と
も
に
命
を
救
う
こ
と
の
で
き
た
医
師
は
、
得
意
げ
に

な
っ
て
隣
で
寝
て
い
た
夫
に
知
ら
せ
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
時
す
で
に
夫
は
剃
刀
で
喉
を
か
き
切
っ
て
自
殺
し
て
い
た
。
ニ
ッ
ク
に
そ

の
よ
う
な
場
面
を
見
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
意
気
消
沈
し
、
医
師
は
ニ
ッ
ク
を
連
れ
て
早
朝
の
湖
を
ボ
ー
ト
で
帰
っ
て
い
く
。
そ
の
時

ニ
ッ
ク
は
突
然
、
自
分
は
決
し
て
死
な
な
い
の
だ
と
い
う
確
信
を
抱
く
。 

 

こ
の
作
品
が
多
く
の
批
評
家
の
関
心
を
集
め
て
き
た
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
キ
ャ
ン
プ
」
に
は
い
く
つ
か
の
解
き

が
た
い
謎
が
潜
ん
で
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
２

。
批
評
家
た
ち
の
意
見
が
も
っ
と
も
分
か
れ
て
い
る
の
が
、
物
語
の
最
後
で
ニ
ッ
ク
が
抱

 

「イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・キ
ャ
ン
プ
」を
め
ぐ
る
帝
国
の
欲
望 

麻
酔
の
認
識
論
―
― 
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こ
の
作
品
に
は
も
う
ひ
と
つ
、
こ
れ
と
同
じ
く
ら
い
重
要
な
謎
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
一
九
八
八
年

の
論
文
で
指
摘
し
た
。
こ
れ
ま
で
批
評
家
た
ち
は
当
惑
を
感
じ
な
が
ら
も
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
夫
が
な
ぜ
自
殺
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
満
足
な
説
明
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
従
来
は
ア
ダ
ム
ズ
医
師
の
説
明
（
「
彼
は
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
ん
だ
と
思
う
よ
」

［H
em

ingw
ay: 69

］
）
か
ら
、
妻
の
上
げ
る
悲
鳴
を
聞
い
て
い
る
の
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
だ
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
母

く
、
自
分
は
決
し
て
死
な
な
い
と
い
う
確
信
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
伝
統
的
に
こ
の
作
品
は
ニ
ッ
ク
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
物
語
で
あ

る
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、
作
品
最
後
の
ニ
ッ
ク
の
確
信
に
対
す
る
解
釈
は
お
お
む
ね
ニ
ッ
ク
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
失
敗
に
終
わ

っ
た
の
だ
と
す
る
解
釈
と
、
成
功
し
た
と
す
る
解
釈
の
二
つ
に
分
か
れ
る
。
前
者
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
ひ
と
り
の
人
間
の
命
が
暴
力
的

に
絶
た
れ
た
の
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
な
お
か
つ
死
な
な
い
こ
と
を
確
信
す
る
の
は
現
実
か
ら
目
を
そ
ら
し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
（
「
非
現
実
的
で
子
ど
も
っ
ぽ
い
」
［D

eFalco: 32

］
、
「
子
ど
も
ら
し
い
幻
想
」
［G

riffin: 68

］
、
「
希
望
に
基
づ
い
た
、
自

己
防
衛
的
な
」［Spilka: 194
］
）
。
そ
の
一
方
で
後
者
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
ニ
ッ
ク
の
死
な
な
い
と
い
う
確
信
は
な
ん
ら
か
の
条
件
に
限

定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ニ
ッ
ク
の
通
過
儀
礼
は
果
た
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
「
い
く
ぶ
ん
子
ど
も
ら
し
い
非
現
実
的
な
不
死
の
感
覚

で
あ
る
が
、
こ
の
主
張
は
決
意
で
も
あ
る
の
だ
。（
中
略
）
彼
は
自
分
が
決
し
て
死
な
な
い
だ
ろ
う
と
決
意
す
る
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
自
分

が
自
殺
を
す
る
こ
と
は
な
い
と
確
信
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
失
意
の
父
親
が
死
ん
だ
よ
う
に
は
決
し
て
死
な
な
い
だ
ろ
う
、
と

考
え
て
い
る
の
だ
」［M

onteiro: 154

］
、「
早
朝
に
、
か
つ
、
、
湖
の
上
で
、
か
つ
、
、
ボ
ー
ト
の
船
尾
に
腰
掛
け
て
、
か
つ
、
、
父
親
が
漕
い
で
い
る

と
き
に
だ
け
、
、
、
ニ
ッ
ク
は
「
自
分
は
決
し
て
死
な
な
い
だ
ろ
う
と
す
っ
か
り

、
、
、
、
確
信
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
」
［Sm

ith: 39

］
）
。 
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ま
た
、
帝
国
の
欲
望
は
作
品
解
釈
に
も
現
れ
る
。「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
キ
ャ
ン
プ
」
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
頻
繁
に
論

じ
ら
れ
て
き
た
作
品
で
あ
る
が
、
特
に
二
〇
世
紀
後
半
の
批
評
で
こ
の
作
品
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
見
る
こ
と
で
、
作
品

が
書
か
れ
た
時
代
の
帝
国
の
欲
望
が
そ
の
ま
ま
姿
を
変
え
て
再
演
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
二
一
世
紀
の
今
日
、
我
々
は

こ
れ
以
上
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
キ
ャ
ン
プ
」
に
秘
め
ら
れ
た
帝
国
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
再
生
産
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で

あ
る
。 

 

本
論
考
は
こ
の
二
つ
の
謎
の
う
ち
、
特
に
後
者
を
中
心
的
に
論
じ
、
そ
の
過
程
で
こ
の
作
品
を
め
ぐ
る
帝
国
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
問
題
を
考
察
す
る
。
作
品
が
書
か
れ
た
一
九
二
〇
年
代
は
帝
国
主
義
的
拡
大
政
策
を
続
け
る
米
国
が
第
一
次
世
界
大
戦
で
戦
勝
国
に

な
る
こ
と
で
、
国
際
的
に
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
始
め
た
時
期
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
外
交
政
策
を
支
え
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
当

時
書
か
れ
た
作
品
に
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
た
。
一
見
、
非
政
治
的
に
見
え
る
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
キ
ャ
ン
プ
」
も
そ
の
例
外
で
は
な

く
、
上
に
述
べ
た
作
品
に
含
ま
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
謎
も
、
単
に
美
学
的
問
題
と
し
て
の
み
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。 

親
は
麻
酔
の
な
い
状
況
で
激
し
い
苦
痛
を
経
験
し
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
を
見
続
け
る
の
は
苦
痛
で
あ
ろ
う
が
、
母
子
と
も
に
助
か
っ

た
以
上
、
妻
の
苦
痛
に
対
す
る
反
応
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も
極
端
す
ぎ
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
こ
の
謎
を
作
品

解
釈
を
す
る
上
で
中
心
的
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
、「
な
ぜ
夫
は
妻
が
二
日
間
も
叫
び
続
け
て
い
た
間
小
屋
の
寝
台
に
と
ど
ま
り
続
け
た

の
か
、
妻
の
苦
悶
に
満
ち
た
痛
み
と
悲
鳴
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
な
ら
、
な
ぜ
部
屋
を
立
ち
去
ら
な
か
っ
た
の
か
」
［M

eyers: 211

］

を
解
き
明
か
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。 
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ま
ず
は
「
未
開
」
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
キ
ャ
ン
プ
に
や
っ
て
き
た
白
人
医
師
の
行
う
治
療
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
見
て
み

た
い
。
患
者
の
苦
し
み
を
前
に
し
て
、
ア
ダ
ム
ズ
医
師
は
息
子
の
ニ
ッ
ク
に
淡
々
と
「
医
学
的
説
明
」
を
加
え
て
い
く
。 

医
者
が
女
性
の
痛
み
に
対
し
て
無
関
心
な
の
は
、
近
代
医
学
の
身
体
観
が
典
型
的
な
機
能
主
義

フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

う
い
っ
た
機
能
主
義
的
観
点
か
ら
見
る
限
り
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
女
性
が
悲
鳴
を
上
げ
る
の
は
分
娩
を
促
そ
う
と
し
て
筋
肉
を
よ
り
柔

  

「
分
か
っ
て
な
い
よ
」
と
父
親
は
言
っ
た
。
「
聞
き
な
さ
い
。
こ
の
女
性
が
今
経
験
し
て
い
る
の
は
分
娩
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
。

赤
ん
坊
が
生
ま
れ
た
が
っ
て
い
て
、
彼
女
も
生
ま
れ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
ん
だ
。
筋
肉
を
す
べ
て
使
っ
て
何
と
か
赤
ん
坊
を

生
も
う
と
し
て
い
る
。
彼
女
が
悲
鳴
を
上
げ
る
と
き
に
起
こ
っ
て
い
る
の
は
そ
う
い
う
状
態
な
ん
だ
」 

「
い
や
。
麻
酔
を
持
っ
て
い
な
い
ん
だ
」
と
父
親
は
言
っ
た
。「
し
か
し
彼
女
の
悲
鳴
は
重
要
で
は
な
い
ん
だ
。
重
要
で
は
な
い

か
ら
私
に
は
聞
こ
え
な
い
よ
」
［H

em
ingw

ay: 68
］ 

ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
女
性
が
悲
鳴
を
上
げ
た
。 

「
ね
え
パ
パ
、
何
か
あ
げ
て
悲
鳴
を
止
め
て
や
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
？
」
と
ニ
ッ
ク
は
聞
い
た
。 

「
分
か
っ
て
る
よ
」
と
ニ
ッ
ク
は
言
っ
た
。 

「
こ
の
ご
婦
人
は
子
供
を
産
も
う
と
し
て
い
る
ん
だ
よ
、
ニ
ッ
ク
」
と
彼
は
言
っ
た
。 
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そ
れ
は
当
時
ア
メ
リ
カ
で
原
始
主
義

プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム

が
流
行
し
て
い
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
で
喧
伝
さ
れ
て
い
た
原
始
主
義

で
は
、
痛
み
の
感
覚
と
は
そ
も
そ
も
文
明
世
界
の
便
利
さ
に
甘
ん
じ
て
い
る
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
、「
未
開
民
族
」
に
は
痛
み
の
感
覚

は
な
い
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、「
痛
み
を
感
じ
な
い
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
の
伝
説
が
ま
こ
と
し
や
か
に
流
布
さ
れ
、
賞
賛
の
対

象
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
３

。
堕
落
し
た
文
明
世
界
の
悪
影
響
か
ら
免
れ
た
原
始
的
な
「
未
開
民
族
」
の
純
粋
さ
を
表
向
き
賞
賛
し

 

し
か
し
こ
の
作
品
で
繰
り
返
し
描
か
れ
る
、
医
者
の
患
者
に
対
す
る
無
配
慮
と
、
痛
み
に
対
す
る
無
関
心
は
、
単
に
こ
の
よ
う
な
医

学
的
身
体
観
を
描
き
出
す
も
の
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
そ
れ
以
上
に
ア
ダ
ム
ズ
医
師
の
人
種
的
偏
見
を
あ
ぶ
り
出
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
患
者
で
あ
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
女
性
を
常
に
「
ご
婦
人
」（lady

）
と
呼
び
、
一
見
敬
意
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら

も
、
自
分
の
幼
い
息
子
に
出
産
を
「
見
学
」
さ
せ
、
父
親
と
し
て
の
威
厳
を
示
そ
う
と
す
る
か
の
よ
う
な
俗
物
的
な
態
度
は
、
患
者
が

白
人
で
あ
れ
ば
お
そ
ら
く
あ
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
設
備
の
整
っ
て
い
な
い
状
態
で
困
難
な
手
術
を
や
っ
て
の
け
、
母
子
の
生
命

を
救
っ
た
こ
と
は
確
か
に
賞
賛
に
値
す
べ
き
功
績
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
困
難
な
手
術
を
麻
酔
な
し
で
耐
え
抜
い
た
患
者

に
対
し
て
ま
っ
た
く
配
慮
し
よ
う
と
せ
ず
に
、「
こ
れ
は
医
学
雑
誌
も
の
だ
ぞ
」
と
浮
か
れ
て
自
分
の
手
柄
を
自
慢
し
て
い
る
様
子
は
む

し
ろ
醜
悪
で
す
ら
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
医
者
は
、
自
分
で
も
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
患
者
が
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
で
あ
る
こ
と
を

念
頭
に
置
き
、
そ
の
た
め
に
患
者
の
痛
み
に
対
し
て
共
感
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
。 

軟
に
す
る
た
め
で
あ
り
、
出
産
の
た
め
の
正
常
な
身
体
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。
痛
み
や
苦
し
み
の
た
め
で
は
な
く
、
単
に
自

然
な
生
理
学
的
現
象
な
の
で
あ
る
か
ら
、「
彼
女
の
悲
鳴
は
重
要
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
。 
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こ
う
い
っ
た
原
始
主
義
は
、
当
時
世
界
中
の
列
強
を
植
民
地
獲
得
へ
と
駆
り
立
て
て
い
た
帝
国
主
義
の
欲
望
が
生
ん
だ
副
産
物
で
あ

る
。
第
一
次
世
界
大
戦
以
後
ま
す
ま
す
大
国
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
米
国
も
ま
た
、
自
分
た
ち
が
紛
れ
も
な
く
米
国
人

で
あ
る
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
た
る
も
の
と
す
る
た
め
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
を
後
進
的
な
民
族
と
規
定
し
、
米
国

の
構
成
要
素
か
ら
彼
ら
を
除
外
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
。
文
化
的
他
者
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
す

る
こ
の
方
法
を
、
ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
は
「
否
定
に
よ
る
直
示
的
自
己
定
義
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
」(“the technique of ostensive 

self-definition by negation”)

と
呼
ん
で
い
る
。 

な
が
ら
、
結
局
は
彼
ら
を
「
他
者
」
と
し
て
囲
い
込
み
、
自
ら
の
文
化
的
優
越
を
示
す
と
い
う
点
で
、
こ
の
原
始
主
義
は
単
な
る
人
種

的
偏
見
の
裏
返
し
に
す
ぎ
な
い
。
凶
暴
で
野
性
的
で
、
動
物
的
身
体
能
力
が
高
い
と
い
っ
た
、
自
分
た
ち
の
中
に
認
め
た
く
な
い
側
面

を
、
自
ら
の
文
明
的
生
活
に
対
す
る
対
立
概
念
と
し
て
、「
遅
れ
た
」
民
族
に
押
し
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
自
分
た
ち
は
進
歩

的
な
生
活
を
獲
得
し
た
代
償
を
払
っ
て
い
る
の
だ
と
主
張
す
る
こ
と
で
、
逆
説
的
に
自
ら
の
文
化
的
優
位
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

社
会
文
化
的
に
緊
迫
し
た
時
代
に
、
肯
定
的
に
自
己
定
義
を
す
る
必
要
が
生
じ
な
が
ら
も
、
自
分
を
定
義
す
る
た
め
の
説
得
力
の

あ
る
よ
り
ど
こ
ろ
が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
、
常
に
こ
ん
な
風
な
い
い
方
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
「
自
分
自
身
の
人
間
性

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ

に

関
し
て
は
は
っ
き
り
と
分
か
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
間
違
い
な
く
言
え
る
の
は
自
分
は
あ
ん
な
風
で
は
な
い

、
、
、
、
と
い
う
こ

と
だ
」
、
そ
う
言
っ
て
辺
り
を
見
回
し
、
自
分
た
ち
と
は
明
ら
か
に
違
う
も
の
を
指
し
示
す
だ
け
で
よ
い
の
だ
。
［W

hite: 151

］ 
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医
学
の
言
説
も
ま
た
、
こ
の
否
定
的
自
己
規
定
を
再
生
産
し
続
け
た
。「
痛
み
を
感
じ
な
い
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
の
伝
説
は
、
科
学
的
客

観
性
の
名
の
下
に
「
立
証
」
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
当
然
医
学
的
に
は
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
出
産
に
は
痛
み
が
伴
わ
な

い
と
さ
れ
た
の
だ
。
以
下
の
引
用
は
、
米
国
で
の
出
産
の
歴
史
研
究
の
一
節
で
あ
り
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の

出
産
の
手
引
き
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。 

第
一
次
世
界
大
戦
を
終
え
、
次
の
大
戦
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
時
代
に
あ
っ
て
、
帝
国
の
欲
望
に
取
り
憑
か
れ
た
米
国
は
、
原
始
主
義
の

名
を
借
り
な
が
ら
「
自
分
た
ち
と
は
明
ら
か
に
違
う
」
後
進
的
な
民
族
を
捜
し
求
め
て
い
た
の
だ
。 

  

 

し
か
し
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
女
性
は
両
刃
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
手
引
き
が
指
し
示
し
て
い
る
の
は
、「
文
明
」
が
出
産

の
際
の
恐
ろ
し
い
痛
み
を
感
じ
る
原
因
で
あ
り
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
女
性
は
そ
れ
以
前
の
、
自
然
の
中
で
の
原
始
的
な
状
態
に
お
け

る
出
産
の
実
例
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
痛
み
を
感
じ
な
か
っ
た
女
性
は
、
痛
み
を
感
じ
た
隣
人
た
ち
よ
り
も
文
明

化
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
非
難
を
被
る
可
能
性
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
痛
み
は
文
明
の
代
償
で
あ
っ
た
だ
け
で
は

痛
み
の
な
い
出
産
の
も
う
ひ
と
つ
の
よ
く
あ
る
説
明
は
、
お
な
じ
み
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
女
の
話
で
あ
る
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
女
は
文

明
の
害
を
受
け
て
い
な
い
自
然
児
な
の
で
、
妊
娠
に
は
特
別
な
注
意
や
心
配
を
す
る
必
要
は
な
い
し
、
出
産
直
前
ま
で
普
段
の
雑

用
を
こ
な
す
の
だ
。 
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ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
痛
み
を
軽
視
し
て
い
た
ア
ダ
ム
ズ
医
師
は
、
こ
の
後
麻
酔
な
し
で
帝
王
切
開
手
術
を
行
う
こ
と
を
た

め
ら
わ
な
い
。
ユ
ル
ゲ
ン
・
Ｃ
・
ウ
ォ
ル
タ
ー
は
、
帝
王
切
開
（C

aesarean

）
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
が
「
単
に
外
科
の
専
門
用
語
で

あ
る
だ
け
で
な
く
、
権
威
、
帝
国
主
義
、
権
力
の
掌
握
、
専
制
的
独
裁
を
暗
に
意
味
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
［W

olter: 92

］
。
こ

う
い
っ
た
こ
と
を
考
え
て
も
、
こ
の
作
品
で
帝
王
切
開
が
指
し
示
す
権
力
構
造
は
植
民
地
主
義
の
そ
れ
に
酷
似
し
て
い
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
つ
ま
り
支
配
者
の
残
忍
さ
が
概
念
上
、
被
支
配
者
に
転
嫁
さ
れ
、
残
忍
で
あ
る
と
さ
れ
る
「
野
蛮
人
」
こ
そ
が
し
ば
し
ば
文
明

の
名
の
下
に
行
使
さ
れ
る
残
忍
さ
の
犠
牲
と
な
る
の
で
あ
る
。
痛
み
を
感
じ
な
い
と
さ
れ
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
女
性
の
身
体
は
、
「
未
開
」

で
あ
る
自
然
の
領
域
を
侵
犯
す
る
白
人
た
ち
に
よ
っ
て
切
り
裂
か
れ
、
蹂
躙
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
作
品
出
版
当
時
、
急
激
に
発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
医
学
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
こ
の
作
品
に
現
れ
て
こ
な

い
の
に
も
理
由
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ニ
ッ
ク
た
ち
は
釣
り
を
し
に
森
で
キ
ャ
ン
プ
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
、
女
性
の
出
産

「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
キ
ャ
ン
プ
」
の
ア
ダ
ム
ズ
医
師
が
、
患
者
の
痛
み
に
無
頓
着
で
あ
っ
た
こ
と
に
、
こ
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

な
背
景
が
影
響
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
い
わ
ば
帝
国
の
欲
望
が
、
民
族
的
他
者
の
痛
み
を
覆
い
隠
し
て
い
る
の
で
あ

る
。 

 
な
く
、
不
幸
に
し
て
進
歩
の
し
る
し
で
あ
り
、
産
業
化
以
前
の
社
会
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
雑
用
か
ら
免
れ
た
こ
と
の
し

る
し
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
［W

ertz and W
ertz: 113-14

］ 
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を
手
助
け
す
る
た
め
に
近
く
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
部
落
へ
と
呼
ば
れ
た
。
し
た
が
っ
て
最
先
端
の
医
療
機
器
を
持
ち
込
め
な
い
の
は
当

然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
作
品
に
お
け
る
「
麻
酔
の
不
在
」
に
は
、
患
者
の
置
か
れ
た
地
理
的
条
件
と
い
う
問
題
以
上
に
、
よ

り
深
い
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
麻
酔
と
は
そ
も
そ
も
「
文
明
化
さ
れ
た
人
種
」
を
対
象
に
し
て
発
明
さ
れ
た

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
麻
酔
」
（anaesthesia

）
と
い
う
言
葉
を
考
え
出
し
た
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
ウ
ェ
ン
デ
ル
・
ホ
ー
ム
ズ
は
、
麻
酔
技

術
の
発
明
者
と
さ
れ
て
い
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｔ
・
Ｇ
・
モ
ー
ト
ン
に
宛
て
た
手
紙
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

強
調
部
分
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
麻
酔
が
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
に
使
用
さ
れ
る
可
能
性
な
ど
、
そ
も
そ
も
ホ
ー
ム
ズ
の
頭
に
は

ま
る
で
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
麻
酔
と
は
「
人
類
の
あ
ら
ゆ
る
文
明
化
さ
れ
た
人
種
」
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
人
類
の
あ
ら

ゆ
る
文
明
化
さ
れ
た
人
種
」
の
中
に
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

  

こ
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
女
性
の
出
産
と
『
武
器
よ
さ
ら
ば
』
の
キ
ャ
サ
リ
ン
の
出
産
と
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
よ
り
一
層
ヘ
ミ
ン
グ
ウ

そ
の
状
態
は
「
麻
酔
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
。
こ
の
言
葉
は
無
感
覚
を
、
も
っ
と
は
っ
き
り
言
え
ば
（
中
略
）
触
れ
る

対
象
に
対
す
る
無
感
覚
を
意
味
し
て
い
る
。
（
中
略
） 

早
い
う
ち
に
呼
び
名
が
ほ
し
い
の
だ
。
そ
し
て
（
中
略
）
一
流
の
学
者
に
相
談
し
て
人
類
の
あ
ら
ゆ
る
文
明
化
さ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
れ
た
人
種
の

、
、
、
、
、

口
で
、
、
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
な
言
葉
に
落
ち
着
き
た
い
も
の
だ
。
［W

arren: 79

］ 
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ア
ダ
ム
ズ
医
師
に
批
判
的
な
目
を
向
け
る
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
西
洋
人
に
特
有
の
、
他
者
の
痛
み
に
鈍
感
で
自
己

の
痛
み
に
敏
感
な
「
麻
酔
の
認
識
論
」
に
あ
る
程
度
気
づ
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
が
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
カ
ー
ン
に
よ
る
と
、
麻
酔
が
発
明
さ
れ
、
痛
み
を
取
り
除
く
可
能
性
を
い
っ
た
ん
知
っ
て
し
ま
っ
て
以
来
、
白
人

は
も
は
や
そ
れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
痛
み
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
［K

ern: 78

］
。
未
開
の
地
で
適
切
な
設
備
の
な

い
状
態
で
手
術
を
受
け
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
女
性
で
は
な
く
、
医
療
機
器
の
そ
ろ
っ
た
中
で
手
厚
く
看
護
さ
れ
た
キ
ャ
サ
リ
ン
の
方
が

死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
結
末
は
皮
肉
で
は
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
手
術
の
間
に
横
た
わ
る
大
き
な
差
異
の
背
後
に
は
、
無
意
識
の
う
ち

に
抱
か
れ
た
人
種
的
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
構
図
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
構
図
に
お
い
て
、
白
人
は
痛
み
に
敏
感
で
耐
性
が
な

く
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
身
体
は
た
ん
に
生
命
を
維
持
す
る
た
め
に
機
械
的
に
機
能
す
る
シ
ス
テ
ム
に
過
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
身
体
的
痛

み
は
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
、
医
者
の
側
で
考
慮
に
入
れ
る
必
要
の
な
い
要
素
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る

と
、
自
己
の
痛
み
を
鮮
鋭
に
し
、
他
者
の
痛
み
を
不
可
視
に
す
る
と
い
う
点
で
、
麻
酔
と
は
帝
国
の
欲
望
を
体
現
す
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

ェ
イ
の
思
考
に
お
け
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
占
め
る
位
置
が
は
っ
き
り
と
し
て
く
る
。
キ
ャ
サ
リ
ン
も
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
女
性
も
帝
王
切

開
手
術
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
前
者
の
場
合
は
最
新
の
設
備
の
整
っ
た
ス
イ
ス
の
病
院
で
手
厚
い
看
護
を
う
け
な
が
ら
、
手
術
以

前
の
陣
痛
の
段
階
か
ら
麻
酔
漬
け
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
彼
女
の
痛
み
は
何
を
お
い
て
も
抑
え
つ
け
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、

そ
し
て
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。 
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文
化
人
類
学
に
造
詣
が
深
く
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
に
関
し
て
も
多
く
の
資
料
を
収
集
し
て
い
た
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
は
、
当

然
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
の
概
念
を
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
概
念
を
前
提
と
す
る
と
、「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
キ
ャ
ン
プ
」

と
い
う
作
品
は
こ
れ
ま
で
と
は
少
し
違
っ
て
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
本
論
考
の
冒
頭
で
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
夫
が
妻
の
悲
鳴
に
耐

え
き
れ
ず
に
自
殺
し
た
と
い
う
解
釈
に
、
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
ズ
が
疑
問
を
呈
し
た
こ
と
に
触
れ
た
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
夫
は
脚

を
怪
我
し
て
妻
の
す
ぐ
上
の
寝
台
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
だ
が
、「
た
と
え
脚
を
ひ
ど
く
負
傷
し
て
い
て
も
、
そ
う
し
た
け
れ
ば
足
を
引

キ
ャ
ン
プ
」
で
描
こ
う
と
し
た
の
は
、
こ
の
麻
酔
の
認
識
論
と
は
正
反
対
と
も
言
え
る
「
自
然
崇
拝
」
と
呼
ば
れ
る
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア

メ
リ
カ
ン
の
世
界
観
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
初
頭
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
は
自
己
と
他
者
の
区
別
が
限
り
な
く
曖
昧
で
あ
る
と
信

じ
ら
れ
て
い
た
。 

人
間
の
生
命
が
す
べ
て
自
然
の
一
部
で
あ
り
、
同
じ
自
然
の
一
部
で
あ
る
他
者
と
自
己
と
の
区
別
が
そ
も
そ
も
な
い
。
こ
れ
は
先
に
述

べ
た
西
洋
の
世
界
認
識
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

  

［
自
然
崇
拝
と
は
］
自
然
世
界
と
深
く
一
体
化
し
、
人
の
命
を
そ
の
自
然
の
一
部
で
あ
る
と
信
じ
、
し
た
が
っ
て
宇
宙
の
秩
序
が

道
徳
的
に
正
し
い
か
ど
う
か
に
疑
問
を
差
し
挟
ん
だ
り
は
し
な
い
、
そ
の
よ
う
な
知
覚
と
思
考
の
様
式
で
あ
る
。
一
歩
下
が
っ
て

自
分
た
ち
の
生
を
眺
め
る
よ
う
な
や
り
方
は
し
な
い
し
、
で
き
な
い
の
で
あ
る
。［B

ell: 11

］ 

 11



 

マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
夫
の
死
を
「
擬
娩
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
擬
娩
と
は
「
男
が
儀
式
と
し

て
妊
娠
の
兆
候
や
出
産
の
際
の
う
め
き
声
を
模
倣
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
白
人
た
ち
が
擬
娩
の
儀
式
に
侵
入
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
「
妻
の
純
潔
が
汚
さ
れ
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
の
ほ
う
が
悲
鳴
よ
り
も
は
る
か
に
我
慢
な
ら

な
か
っ
た
の
だ
」
と
結
論
づ
け
る
［M

eyers: 217, 219
］
。
白
人
が
儀
式
に
入
り
込
む
こ
と
が
妻
の
悲
鳴
よ
り
も
耐
え
難
い
こ
と
だ
と

す
る
マ
イ
ヤ
ー
ズ
の
指
摘
は
、
文
化
人
類
学
的
知
識
を
あ
ま
り
に
も
機
械
的
に
適
用
し
た
結
果
で
あ
る
。
擬
娩
と
い
う
儀
式
は
単
に
そ

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
構
成
員
が
盲
目
的
に
従
う
儀
式
な
ど
で
は
な
く
、
実
際
の
日
常
生
活
に
お
い
て
妻
の
感
じ
る
痛
み
に
共
感
す
る
こ

と
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
擬
娩
の
際
に
男
性
が
実
際
に
物
理
的
痛
み
を
感
じ
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
報
告
も
存
在
し
て
い
る

き
ず
り
な
が
ら
で
も
、
あ
る
い
は
運
び
出
し
て
も
ら
う
こ
と
で
悲
鳴
の
聞
こ
え
な
い
場
所
ま
で
行
く
こ
と
は
で
き
た
は
ず
だ
」［M

eyers: 

211
］
と
マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
述
べ
る
。
し
か
し
こ
の
夫
が
自
己
と
他
者
の
区
別
が
曖
昧
な
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
で
あ
る
こ
と
を
考
慮

に
入
れ
れ
ば
、
マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
根
本
的
に
的
は
ず
れ
の
指
摘
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ジ
ャ
ッ
ク
ナ
イ
フ
で
腹
を
切
り
裂

か
れ
、
そ
こ
を
釣
り
用
の
針
と
糸
で
縫
い
合
わ
さ
れ
る
と
い
う
暴
力
的
な
手
術
を
見
な
が
ら
、
そ
の
痛
み
を
「
他
者
」
の
痛
み
で
は
な

く
、
自
分
の
痛
み
と
し
て
感
じ
て
い
た
の
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
「
悲
鳴
の
聞
こ
え
な
い
場
所
ま
で
行
く
」
こ
と
な
ど
考
え
な
か
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
こ
の
時
彼
の
妻
が
経
験
し
て
い
た
痛
み
は
、
自
分
の
も
の
と
し
て

、
、
、
、
、
、
、
、
捉
え
る
に
は
あ
ま
り
に
も
激
し
す
ぎ
る
も
の
で
あ
っ
た

は
ず
だ
。
し
た
が
っ
て
そ
の
痛
み
を
自
分
の
生
命
を
絶
つ
こ
と
で
止
め
よ
う
と
す
る
の
は
さ
ほ
ど
「
極
端
な
反
応
」
と
は
言
え
な
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
れ
ま
で
も
っ
と
も
批
評
家
た
ち
を
悩
ま
せ
て
き
た
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
も
少
し
違
っ
て
見
え
て
く
る
は
ず

 

マ
イ
ヤ
ー
ズ
や
マ
イ
ヤ
ー
ズ
に
賛
同
す
る
他
の
批
評
家
た
ち
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
夫
の
自
殺
が
あ
ま
り
に
も
「
極
端
な
反
応
」
で

あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
読
み
方
を
す
れ
ば
ア
ダ
ム
ズ
医
師
と
同
様
の
帝
国
の
欲
望
を
再
演
し
て
い
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。

彼
ら
西
洋
の
批
評
家
た
ち
は
、
こ
こ
に
描
か
れ
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
夫
婦
が
西
洋
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
同
じ
よ
う
に
「
極
端
な
反
応
」

で
あ
る
と
考
え
た
で
あ
ろ
う
か
。「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
キ
ャ
ン
プ
」
に
描
か
れ
る
声
な
き
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
た
ち
が
彼
ら
に
と
っ
て
文
化
的

他
者
で
し
か
な
い
た
め
に
、
他
者
の
痛
み
に
あ
ま
り
に
も
鈍
感
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
夫
の
自
殺
を
「
謎
」
で

あ
る
と
考
え
、
そ
の
「
謎
」
に
西
洋
の
合
理
的
説
明
を
加
え
る
こ
と
は
、
ア
ダ
ム
ズ
医
師
を
批
判
的
に
描
い
た
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
の
意

図
を
完
全
に
誤
読
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。 

 

西
洋
的
に
自
己
と
他
者
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
痛
み
の
共
有
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
、
イ
ン
デ

ィ
ア
ン
の
夫
の
自
殺
は
大
き
な
謎
と
見
え
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
そ
の
謎
の
背
景
に
、
そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
謎
め
い

た
理
由
―
―
未
開
人
の
理
解
不
能
な
儀
式
―
―
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
。
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
儀
式
は
マ
イ
ヤ
ー
ズ
に
と
っ
て
、

理
解
（
共
有
）
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
単
に
発
見
さ
れ
、
名
前
を
付
け
ら
れ
、
分
類
さ
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
文
化
的
他
者
の
不
合

理
さ
を
表
す
表
象
で
し
か
な
い
の
だ
。 

［M
orse and M

itcham
: 652

］
。
単
に
儀
式
の
場
に
侵
入
さ
れ
た
か
ら
自
殺
し
た
と
い
う
説
明
は
、
あ
ま
り
に
も
彼
ら
の
儀
式
を
不
可

解
な
も
の
と
し
て
外
面
的
に
捉
え
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 
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 で

あ
る
。
ニ
ッ
ク
は
一
晩
の
う
ち
に
、
新
し
い
命
の
誕
生
と
父
親
の
自
殺
が
同
時
に
起
こ
る
と
い
う
、
生
と
死
が
暴
力
的
に
結
び
つ
い

た
場
面
を
目
撃
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
夜
が
明
け
て
父
親
と
と
も
に
ボ
ー
ト
に
座
り
、
ニ
ッ
ク
は
周
囲
の
自
然
と
限
り
な
い
一
体
感
を

感
じ
な
が
ら
、
問
題
と
な
る
不
死
の
確
信
を
抱
く
の
で
あ
る
。 

こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
自
然
崇
拝
に
非
常
に
近
い
感
覚
で
あ
る
。
早
朝
の
冷
気
の
せ
い
で
暖

か
く
感
じ
ら
れ
る
湖
水
に
手
を
浸
す
こ
と
で
、
ニ
ッ
ク
の
身
体
は
周
囲
の
自
然
と
融
合
し
、
自
他
の
区
別
が
溶
解
し
て
い
く
か
の
よ
う

な
印
象
を
読
者
に
与
え
る
。
そ
し
て
そ
の
自
然
の
中
で
は
生
と
死
の
循
環
は
永
遠
に
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
自
然
と

一
体
化
し
た
ニ
ッ
ク
が
こ
こ
で
決
し
て
死
な
な
い
と
確
信
し
て
い
る
の
は
、
自
ら
の
一
回
限
り
の
生
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
永
遠
に
続
く
生
命
の
再
生
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
４

。 

 

 

早
朝
の
湖
で
、
父
親
の
漕
ぐ
ボ
ー
ト
の
船
尾
に
座
り
な
が
ら
、
彼
は
自
分
が
決
し
て
死
な
な
い
と
す
っ
か
り
確
信
し
て
い
た
。

［H
em

ingw
ay: 70

］ 

彼
ら
は
ボ
ー
ト
に
座
っ
て
い
た
。
ニ
ッ
ク
は
船
尾
に
腰
掛
け
、
父
親
が
漕
い
で
い
た
。
太
陽
が
丘
の
上
に
ま
で
昇
っ
て
き
た
。

バ
ス
が
飛
び
跳
ね
、
水
の
中
で
輪
を
描
い
た
。
ニ
ッ
ク
は
水
に
手
を
漂
わ
せ
て
み
た
。
朝
の
刺
す
よ
う
な
冷
気
の
中
で
、
水
は
温

か
く
感
じ
ら
れ
た
。 
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た
し
か
に
ロ
バ
ー
ト
・
Ｗ
・
ル
イ
ス
の
言
う
よ
う
に
、
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
は
い
く
つ
か
の
作
品
で
常
套
的
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
イ

ン
デ
ィ
ア
ン
像
を
破
壊
し
て
い
る
。「
原
始
的
自
然
に
住
む
勇
気
と
忍
耐
を
持
っ
た
高
貴
な
る
理
想
像
か
ら
は
ほ
ど
遠
く
、
実
際
の
イ
ン

デ
ィ
ア
ン
た
ち
は
他
の
誰
と
も
違
わ
な
い
男
や
女
た
ち
で
あ
り
、
そ
の
な
か
の
個
々
人
は
悲
鳴
を
上
げ
た
り
笑
っ
た
り
絶
望
し
て
死
ん

で
し
ま
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
」
［Lew

is: 202-203
］
。
し
か
し
エ
イ
ミ
ー
・
ス
ト
ロ
ン
グ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・

キ
ャ
ン
プ
」
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
た
ち
は
「
個
々
人
」
と
は
と
う
て
い
言
い
が
た
い
。「
医
師
と
医
師
の
妻
」
で
ア
ダ
ム
ズ
医
師
を
や
り
こ

め
た
混
血
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
、
デ
ィ
ッ
ク
・
ボ
ウ
ル
ト
ン
な
ど
と
比
べ
れ
ば
、
こ
の
作
品
で
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
た
ち
は
無
名
の
存
在
で

あ
り
、
そ
の
表
情
も
描
か
れ
ず
、
悲
鳴
や
笑
い
声
を
除
い
て
は
声
す
ら
持
た
な
い
の
で
あ
る
。 

 

白
人
た
ち
に
支
配
さ
れ
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
を
同
情
的
に
描
く
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
キ
ャ
ン
プ
」
に
お
い
て
、
い
っ
た
い
な
ぜ
彼
ら
は

マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
儀
式
を
表
面
的
に
し
か
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
あ
く
ま
で
描
か
れ
た
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・

ア
メ
リ
カ
ン
を
「
他
者
」
と
し
て
し
か
認
識
で
き
な
い
。
そ
の
一
方
で
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
は
、
自
ら
の
分
身
と
も
言
え
る
主
人
公
ニ
ッ

ク
に
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
自
然
崇
拝
を
実
体
験
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
こ
で
、
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
が
当
時
の
支

配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
捏
造
さ
れ
た
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
像
を
乗
り
越
え
て
い
る
と
主
張
し
た
い
の
で
は
な
い
。
自
然

崇
拝
と
い
う
概
念
自
体
も
ま
た
、
西
洋
の
学
問
体
系
に
よ
る
他
者
表
象
に
す
ぎ
な
い
か
ら
だ
。
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
も
当
然
、
当
時
の
ア

メ
リ
カ
を
席
巻
し
て
い
た
帝
国
の
欲
望
か
ら
無
縁
で
い
ら
れ
た
は
ず
も
な
く
、
そ
う
い
っ
た
時
代
の
制
約
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。 
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し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
作
品
を
単
に
帝
国
の
欲
望
を
体
現
し
た
作
品
で
あ
る
と
断
罪
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
我
々
に

と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
マ
イ
ヤ
ー
ズ
の
よ
う
に
作
品
を
帝
国
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
回
収
し
て
し
ま
う
こ
と
で
は
な
く
、
た
と
え

わ
ず
か
で
も
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
抵
抗
の
可
能
性
を
見
い
だ
す
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
ア
ダ
ム
ズ
医
師
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
女
性
に

対
す
る
姿
勢
の
中
に
、
単
に
医
師
の
個
人
的
人
種
偏
見
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
裏
側
に
潜
む
麻
酔
の
認
識
論
を
見
い
だ
し
、
そ
れ
に
批

判
を
加
え
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。 

声
を
持
た
な
い
の
か
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
に
は
実
際
に
彼
ら
が
声
を
奪
わ
れ
て
い
た
と
い
う
現
実
を
反
映
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
当
時
の

西
洋
文
化
に
お
い
て
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
た
ち
は
常
に
表
象
さ
れ
る
存
在
で
し
か
な
く
、
西
洋
の
ま
な
ざ
し
の
客
体
で
し
か
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
キ
ャ
ン
プ
」
は
当
時
の
白
人
に
よ
る
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
搾
取
の
現
実
を
そ
の
ま
ま
映
し
出
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
作
品
が
い
か
に
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
に
同
情
を
誘
っ
た
と
し
て
も
、
白
人
／
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア

メ
リ
カ
ン
の
支
配
構
造
は
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
し
ま
う
。
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
が
言
葉
を
持
た
な
い
以
上
、
読
者
は
西
洋
の

価
値
観
の
中
で
、
西
洋
の
ま
な
ざ
し
を
通
し
て
し
か
彼
ら
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

２ 

マ
シ
ュ
ー
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
は
、「
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
キ
ャ
ン
プ
」
は
こ
の
本
［
『
我
ら
の
時
代
』
］
の
最
高
の
作
品
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。
物
語
の
中
心
に
あ
る
謎
を
決
し
て
説
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
が
そ
の
大
き
な
理
由
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
［Stew

art: 38

］
。 

註 １ 

本
文
で
は
「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
」
と
呼
ぶ
が
、
作
品
中
で
は
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
と
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
、
作
中
人
物

を
さ
し
て
言
う
と
き
に
は
本
文
で
も
そ
れ
に
な
ら
う
こ
と
と
す
る
。 
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 ３ 
「
一
般
的
に
啓
蒙
思
想
家
た
ち
は
原
始
主
義
に
つ
い
て
述
べ
る
際
、
自
然
の
中
の
未
開
人
た
ち
が
痛
み
を
感
じ
な
い
こ
と
を
賞
讃
し

た
。
未
開
人
た
ち
は
「
過
敏
な
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
種
が
か
か
る
病
や
神
経
の
障
害
と
は
無
縁
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
て
自
分

た
ち
の
感
じ
る
痛
み
は
む
し
ろ
特
殊
な
も
の
だ
と
い
う
白
人
た
ち
の
信
念
は
、
知
識
人
旅
行
者
や
素
人
人
類
学
者
た
ち
が
広
く
世
間
に

公
表
し
て
い
た
観
察
記
に
よ
っ
て
追
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
世
紀
米
国
の
有
名
な
神
経
学
者
Ｓ
・
ウ
ィ
ア
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
、

「
我
々
は
文
明
化
さ
れ
る
課
程
で
、
苦
し
む
た
め
の
能
力
を
高
め
ら
れ
た
の
だ
。
未
開
人
た
ち
は
我
々
の
よ
う
に
痛
み
を
感
じ
た
り
し

な
い
の
だ
」
と
書
い
て
い
る
」
［M

orris: 39

］
。 
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