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一
、
問
題
設
定

一
九
八
三
年
一
一
月
か
ら
一
九
八
五
年
一
〇
月
に
か
け
て
、『
文
学
界
』

『
へ
る
め
す
』
『
新
潮
』
に
分
載
さ
れ
た
大
江
健
三
郎
の
短
編
連
作
集
の

長
編
小
説
『
河
馬
に
噛
ま
れ
る
』
は
、
核
状
況
と
障
害
児
と
い
う
公
私
両

面
の
〈
共
生
〉
を
と
も
に
意
識
し
、
か
つ
そ
れ
を
ポ
ス
ト
戦
後
期
の
日
本

社
会
に
お
け
る
重
大
な
挫
折
と
思
わ
れ
る
連
合
赤
軍
事
件
と
全
共
闘
運
動

を
題
材
と
す
る
。
こ
の
小
説
に
お
け
る
も
っ
と
も
顕
著
な
特
異
性
と
い
え

ば
、
ウ
ガ
ン
ダ
で
河
馬
に
噛
ま
れ
た
連
合
赤
軍
事
件
の
元
メ
ン
バ
ー
で
あ

る｢

河
馬
の
勇
士｣

を
契
機
と
し
、
事
件
の
還
元
と
変
容
を
と
お
し
て
人
間

へ
の
捉
え
直
し
と
時
代
へ
の
把
握
を
披
露
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

同
時
代
評
を
見
る
限
り
、
本
作
へ
の
解
読
は
、
事
実
と
虚
構
の
錯
綜
、

文
体
的
特
徴
、
青
年
の
再
生
と
い
う
三
つ
の
断
面
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
山
田
有
策
は
事
件
に
対
す
る｢

文
学
的
〈
処
理
〉｣

に
着
目

し
、
河
馬
の
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
て
短
編
連
作
を
ま
と
め
る
こ
と
で
〈
奇
〉

の
形
を
見
せ
た
と
提
示
し
た

。
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
調
で
、｢

想
像
力
に
よ
る

(1)

大
江
健
三
郎
『
河
馬
に
噛
ま
れ
る
』
に
み

る
多
義
的
な
人
間
と
〈
共
生
〉
の
道
程

―
ポ
ス
ト
ヒ
ュ
ー
マ
ン
を
図
る
た
め
に

―
林

欣

彤

R
I

N
K

i
n

t
o

u

物
語
で
あ
っ
て
、
現
実
を
再
現
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い｣

、
ま
た
河
馬

(2)

に
噛
ま
れ
る
よ
う
に｢

滑
稽
（
こ
っ
け
い
）
な
ば
か
げ
た
事
故
と
し
か
み

ら
れ
ま
い
が
、
噛
ま
れ
た
当
人
に
と
っ
て
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
生
身

の
痛
み
、
叫
び
う
め
き
な
が
ら
耐
え
る
よ
り
ほ
か
な
い
苦
痛｣

と
い
っ
た

(3)

指
摘
も
あ
る
。
こ
の
事
件
を
表
現
す
る
た
め
の
文
体
的
工
夫
と
い
え
ば
、

作
者
自
身
を
彷
彿
さ
せ
る
よ
う
な
文
体
を
意
識
し
た
論
が
た
く
さ
ん
あ

る
。
た
と
え
ば
、
白
川
正
芳
は
作
品
を｢

作
者
の
声
が
直
接
と
ど
く
小
説｣

、

｢

私
小
説
に
な
る
と
こ
ろ
を
、
翻
訳
調
の
文
体
と
知
識
を
駆
使
し
、
高
度

な
知
の
生
産
物
と
し
て
い
る｣

と
評
し
、
筒
井
康
隆
も｢

自
己
照
射
と
い

(4)

う
大
き
な
意
図｣

を
表
現
し
、｢

意
識
的
に
笑
い
を
追
究
す
る｣

手
法
を
述

(5)

べ
た
。

多
く
同
時
代
評
に
よ
れ
ば
、
こ
う
い
う
作
者
自
身
の
声
に
よ
っ
て
際
立

た
さ
れ
た
の
は
、
革
命
で
傷
つ
い
た
青
年
た
ち
の
再
生
で
あ
る
と
い
う
。

た
と
え
ば
、
竹
田
青
嗣
は
、｢

当
時｢

革
命
左
派｣

が
抱
い
た
理
想
と
そ
の

〈
死
〉
を
、
現
在
に
〈
再
生
〉
し
よ
う
と
い
う
強
い
情
熱｣

を
論
じ
、｢

〈
死
〉

の
不
安
を
、
社
会
あ
る
い
は
世
界
の
理
想
と
い
う｢

共
同
性｣

を
梃
子
に
し

て
救
済
す
る｣

と
い
う
意
味
を
捉
え
た
。
牛
久
保
健
男
も｢

個
が
死
ん
で

(6)

も
共
同
体
が
残
れ
ば
無
駄
死
に
で
は
な
い
」
と
解
釈
し
、｢

連
合
赤
軍｣

の

｢

再
生｣

こ
そ｢

そ
の
死
の
意
味
を
無
意
味
か
ら
意
味
あ
る
も
の
へ
と｢

再

生｣

で
き
る｣

と
主
張
し
た
。
ま
た
、
物
語
を｢

全
共
闘
運
動
で
傷
つ
い
た

(7)

少
年
の
再
生
の
物
語｣

、｢

新
し
い
若
者
の
生
き
方
を
見
い
だ
し
た｣

物

(8)

(9)

語
と
し
て
位
置
づ
け
た
論
も
あ
っ
た
。

最
近
の
先
行
研
究
は
、
こ
う
し
た
同
時
代
評
を
一
層
発
展
し
、
独
自
な

観
点
を
示
す
傾
向
が
あ
る
が
、
管
見
の
限
り
、
本
作
に
お
け
る
〈
共
生
〉

の
問
題
に
触
れ
た
こ
と
が
な
い
。
上
村
文
人
は
山
田
有
策
と
同
じ
く
と
り
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わ
け
事
件
と
の
関
係
を
取
り
上
げ
た
が
、｢

連
合
赤
軍
事
件
と
い
う
、｢

欠

落
部
分
の
あ
る
、
あ
る
い
は
伝
わ
る
過
程
で
歪
ま
ざ
る
を
得
ぬ
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
、
い
か
に
全
体
的
に
復
原
・
修
復
し
て
よ
く
読
み
と
る
か
、
そ
の
た

め
の
能
力
を
ど
う
つ
く
り
だ
す
か｣

と
い
う
方
法
意
識｣

に
注
目
し
、
連
合

赤
軍
事
件
を｢
別
の
有
り
様｣

で
読
者
に
示
し
た
い
と
い
う
本
作
の
意
図

(10)

性
を
分
析
し
た
。
尾
崎
真
理
子
は
上
述
の
白
川
や
筒
井
と
同
じ
く
文
体
に

注
意
を
払
っ
た
が
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
連
作
の
筋
書
き
を｢

徹
底
し

て
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
読
ま
れ
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
た
メ
タ
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン｣

と
、
事
件
関
係
者
の｢
行
動
を
中
継
す
る
よ
う
に｣

書
く
主
人

(11)

公
の
存
在
を
説
明
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
作
を
論
じ
た
い
以
上
は
、
連
合
赤
軍
事
件
と
の
関

連
性
を
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
捉
え
る
こ
と
は
不
可
避
的
な
一
環
だ
と
い
え

る
。
た
し
か
に
、
事
件
関
係
者
の
青
年
た
ち
に
つ
い
て
、〈
死
と
再
生
〉

の
テ
ー
マ
は
繰
り
返
し
て
言
及
さ
れ
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
ぜ

事
件
を
記
録
す
る
た
め
に
河
馬
と
い
う
動
物
の
表
象
を
用
い
ね
ば
な
ら
な

い
の
か
。
本
作
が
事
件
を
物
語
化
す
る
際
に
、
と
り
わ
け
事
件
に
お
け
る

赤
軍
女
性
と
作
者
の
障
害
者
息
子
と
虐
待
さ
れ
た
動
物
と
い
っ
た
弱
者
を

焦
点
化
す
る
こ
と
は
、
弱
者
た
ち
の
権
利
を
強
調
し
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
先
行
研
究
が
示
し
た
青
年
の
再
生
は
、

こ
れ
ら
の
動
物
的
他
者
を
視
野
に
入
れ
て
再
考
す
る
と
き
に
、
本
作
の
生

命
倫
理
に
対
す
る
解
釈
と
し
て
は
や
は
り
不
十
分
で
あ
り
、
む
し
ろ
弱
者

を
め
ぐ
る
〈
共
生
〉
の
意
識
へ
と
発
展
す
べ
き
で
あ
る
。
も
う
一
方
で
、

こ
の
作
品
が
書
か
れ
た
一
九
八
〇
年
代
に
お
け
る
大
江
の
言
説
を
同
時
に

考
え
る
と
、
人
間
を
含
め
た
核
状
況
下
の
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
も
ま
た
弱
者

で
あ
り
、
弱
者
同
士
の
〈
共
生
〉
を
図
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題

も
浮
上
す
る
。

以
上
の
観
点
の
も
と
で
、
本
稿
で
は
、
暴
力
の
根
源
と
し
て
の
人
間
と

弱
者
と
し
て
の
人
間
な
ど
の
人
間
の
多
義
性
に
基
づ
い
て
、弱
者
と
の
〈
共

生
〉
お
よ
び
弱
者
同
士
の
〈
共
生
〉
を
描
き
出
す
本
作
の
仕
組
み
を
検
討

し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
は
、
河
馬
の
イ
メ
ー
ジ
が
本
作
に
お
い
て
ど
の
よ

う
に
事
件
と
関
わ
っ
て
い
く
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
象
徴
性
を
も
つ
か
を

き
っ
か
け
に
、
赤
軍
メ
ン
バ
ー
た
ち
へ
の
追
究
に
内
在
す
る
事
件
と
の
和

解
的
志
向
を
分
析
す
る
。
続
い
て
、
連
合
赤
軍
の
女
性
隊
員
と
作
者
の
障

害
者
息
子
と
い
っ
た
弱
者
を
庇
護
す
る
語
り
を
取
り
上
げ
、
周
縁
化
さ
れ

た
弱
者
の
人
間
の
権
利
を
主
張
す
る
試
み
を
読
み
解
く
。
最
後
に
、
そ
う

い
っ
た
経
緯
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
き
た
〈
共
生
〉
の
意
識
に
つ
い
て
、

一
九
八
〇
年
代
の
核
状
況
を
踏
ま
え
て
考
察
し
、
強
き
暴
力
の
脅
威
的
秩

序
に
抑
圧
さ
れ
た
生
命
に
対
し
て
、
核
時
代
の
エ
コ
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
か

ら
延
長
す
る
批
評
の
地
平
を
開
き
た
い
。

二
、
多
義
的
な
人
間
と
の
和
解
を
め
ぐ
っ
て

本
節
で
は
、
先
行
研
究
で
す
で
に
指
摘
さ
れ
た
、
連
合
赤
軍
事
件
を
題

材
と
し
た
八
つ
の
短
編
を
リ
ン
ク
し
た
う
え
で
、
緊
密
に
統
括
し
て
い
る

｢

河
馬｣

の
動
物
表
象
と
い
う
記
号
の
内
包
的
意
味
合
い
、
ま
た
そ
こ
か
ら

見
え
て
き
た
事
件
と
の
和
解
と
い
う
作
品
の
趣
旨
を
見
て
い
き
た
い
。

作
中
で
も
明
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
深
瀬
基
寛
著
『
エ
リ
オ
ッ
ト
』
に
お

け
る
ト
ー
マ
ス
・
ス
タ
ー
ン
ズ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
詩
文
の
訳
詩｢

河
馬｣

か

ら
援
用
さ
れ
た｢

河
馬｣

は
、
連
合
赤
軍
事
件
の
経
緯
を
あ
ぶ
り
出
し
、
人

間
の
限
界
性
と
生
命
力
と
い
っ
た
多
義
性
を
提
示
し
た
い
意
図
を
呈
し
て
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い
る
。

僕
も
あ
ら
た
め
て
、
深
瀬
基
寛
著
『
エ
リ
オ
ッ
ト
』
で｢

河
馬｣

の

く
だ
り
を
読
む
。
そ
し
て
い
ま
ほ
そ
み
さ
ん
が
ど
の
よ
う
な
思
い
入

れ
を
、
こ
の
詩
に
託
し
て
い
る
か
理
解
す
る
よ
う
に
感
じ
る
の
で
あ

る
。
さ
き
に
引
用
し
た
河
馬
と
教
会
と
の
対
比
を
続
け
た
の
ち
、
突

然
エ
リ
オ
ッ
ト
は
次
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
。《
河
馬
に
羽
生
え
湿

地
原
よ
り/

天
翔
り
ゆ
く
を
わ
れ
は
見
た
、/

天
使
は
ま
は
り
を
と
り

ま
い
て/

神
の
讃
美
の
合
唱
に
余
念
が
な
い
。// ｢

小
羊｣

の
血
潮
は
河

馬
を
洗
ひ/

天
使
の
も
ろ
腕
、
此
奴
を
抱
か
ん/

聖
人
さ
ま
に
仲
間
入

り
し
て/

黄
金
の
竪
琴
を
掻
き
な
ら
さ
ん
。//

雪
の
白
さ
に
さ
つ
ぱ
り

洗
は
れ/

殉
教
の
処
女
ら
は
接
吻
せ
ん
、/
真
の
教
会
は
下
界
を
根
城

に
い
つ
か
な
動
ぜ
ぬ
、
相
ひ
も
変
わ
ら
ぬ
瘴
気
の
霧
に
包
ま
れ
な
が

ら
。》

こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、｢
河
馬
の
勇
士｣

の
あ

り
よ
う
と
、
Ｍ
・
Ｔ
氏
の
革
命
思
想
の｢

教
会｣

と
、
愛
ら
し
く
若
い

娘
ほ
そ
み
さ
ん
の
役
割
と
を
、
三
者
三
様
、
端
的
に
表
現
す
る
も
の

で
は
な
い
か
？
ほ
そ
み
さ
ん
に
し
て
み
れ
ば
、
当
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を

自
分
の
身
の
上
に
引
き
つ
け
て
読
み
と
ら
ぬ
こ
と
が
難
か
し
い
ほ
ど

の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
？
(12)

上
の
段
で
の
訳
詩
の
引
用
は
、
初
版
一
九
六
八
年
一
月
の
筑
摩
書
房
刊

行
の
深
瀬
基
寛
著
『
エ
リ
オ
ッ
ト
』
の
訳
詩｢

河
馬｣

最
後
の
三
節
そ
の
ま

ま
で
あ
る
。
深
瀬
自
身
の
解
説
で
は
、
エ
リ
オ
ッ
ト
の｢

河
馬｣

と
い
う
詩

は
、｢

前
半
に
お
い
て
は
河
馬
は
一
見
頑
丈
に
見
え
て
も
生
き
身
の
も
の
、

そ
の
か
た
わ
ら
教
会
は
厳
の
う
え
に
毅
然
と
し
て
立
つ
不
動
の
も
の
と
し

て
、
ゆ
る
ぎ
な
き
教
会
を
讃
美
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
後
半
に
な
る

と
河
馬
は
昇
天
す
る
が
、
教
会
は
下
界
で
瘴
癘
の
気
に
包
ま
れ
た
ま
ま
残

っ
て
い
る
と
述
べ
、
そ
の
奇
抜
な
想
像
の
大
胆
さ
で
読
者
を
驚
か
す｣

も

の
で
あ
る
。
本
作
の
第
四
章
で
あ
り
、
短
編
連
作
集
四
番
目
短
編
で
あ
る

｢

河
馬
の
昇
天｣

の
タ
イ
ト
ル
が
エ
リ
オ
ッ
ト
の｢

河
馬｣

後
半
か
ら
引
用
し

た
イ
メ
ー
ジ
だ
と
推
定
で
き
る
と
同
時
に
、
作
中
の
連
合
赤
軍
事
件
の
脈

絡
も
こ
の
詩
文
の
内
容
に
相
即
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に

み
れ
ば
、｢

河
馬
の
勇
士
」
を
は
じ
め
と
す
る
赤
軍
メ
ン
バ
ー
が
入
獄
し
、

詩
文
中
の｢

昇
天
」
を
果
た
す
と
き
に
、
連
合
赤
軍
に
擁
護
さ
れ
た｢

革
命

思
想
の｢

教
会｣

｣

は
崩
壊
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
連
合
赤
軍
の｢

革
命
思
想｣

と｢

教
会｣

の
宗
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

が
同
一
化
さ
れ
、
と
も
に
人
間
の
限
界
性
を
示
す
こ
と
を
確
認
し
て
み
よ

う
。エ
リ
オ
ッ
ト
が
描
い
た｢

教
会｣

が
既
成
価
値
に
安
住
し
切
る
せ
い
で
、

批
判
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
と
類
似
的
に
、
連
合
赤
軍
の｢

革
命
思
想｣

も

極
め
て
限
界
性
を
露
出
し
た
こ
と
は
、
指
導
者
Ｍ
・
Ｔ
が
自
死
す
る
前
に

赤
軍
同
士
へ
の
手
紙
に
お
け
る
自
己
反
省
か
ら
読
み
取
れ
る
。
作
中
で
引

用
さ
れ
た
Ｍ
・
Ｔ
の
自
己
反
省
の
内
容

は
、
現
実
の
連
合
赤
軍
指
導
者

(13)

森
恒
夫
が
自
死
す
る
前
に
書
い
た
、
最
後
の
坂
東
国
男
宛
の
書
簡
に
よ
る

も
の
で
あ
る

。
森
は
坂
東
へ
の
書
簡
に
お
い
て
、｢

権
力
へ
の
敗
北｣

を
、

(14)

｢
反
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
、
反
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
の
純
化
か
ら
の
必
然
的
思
想
的
解
体｣

だ
と
帰
結
し
、
彼
自
身
の｢

余
り

の
ハ
レ
ン
チ
さ
、
傲
慢
さ｣

を
反
省
し
、｢

自
己
嫌
悪
と
絶
望｣

の
感
覚
を

(15)

披
露
し
た
。
作
中
で
は
、
連
合
赤
軍
の｢

革
命
思
想｣

は
訳
詩｢

河
馬｣

に
お

け
る｢

教
会｣
の
イ
メ
ー
ジ
に
仮
託
さ
れ
、
そ
の
聖
性
に
隠
蔽
さ
れ
た
欺
瞞
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性
を
露
呈
し
た
。

一
方
で
、
Ｍ
・
Ｔ
の｢

革
命
思
想｣

が
代
弁
す
る｢

教
会｣

と
の｢

対
比｣

と

し
て
、
同
じ
元
連
合
赤
軍
メ
ン
バ
ー
の｢

河
馬
の
勇
士｣

は
詩
中
の｢

河
馬｣

に
擬
せ
ら
れ
、
人
間
の
生
命
力
を
象
徴
す
る
。
処
刑
さ
れ
た
赤
軍
メ
ン
バ

ー
の
妹
で
あ
る
石
垣
ほ
そ
み
に
よ
る
と
、エ
リ
オ
ッ
ト
の
詩
の
な
か
の｢

河

馬｣

を｢
The

H
ippopotam

us
｣

と
い
う
定
冠
詞
つ
き
大
文
字
で
表
す
書
き

方
は
、｢

河
馬
の
勇
士｣
を
噛
ん
だ
特
定
の
河
馬
を
指
し
示
す
読
み
方
を
提

示
し
て
い
る
。
ほ
そ
み
は
、
生
き
延
び
た｢

河
馬
の
勇
士｣

を｢

水
の
な
か

を
猛
然
と
泳
い
で
い
る
河
馬
の
眺
め｣

と
重
ね
合
わ
せ
、｢

つ
ま
りThe

H
ippopotam

us

は
、
あ
な
た
自
身
の
こ
と
で
あ
り
う
る｣

と
語
り
、｢

河

馬
の
勇
士｣

と｢

河
馬｣

の
生
態
を
同
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
作

中
で
は
、連
合
赤
軍
の｢

革
命
思
想｣

が
も
た
ら
す
死
の
結
果
と
相
対
的
に
、

｢

河
馬
の
勇
士｣

は
生
の
希
望
を
現
出
す
る
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る

の
だ
。
こ
こ
で
は
、
現
実
世
界
の
連
合
赤
軍
を
統
御
す
る｢

革
命
思
想｣

の

負
性
を
、
物
語
世
界
で
創
出
し
た｢

河
馬
の
勇
士｣

と
い
う
仮
想
の
赤
軍
メ

ン
バ
ー
に
よ
っ
て
解
消
し
、
動
物
の
生
命
力
を
内
包
す
る
人
間
の｢

生
き

方｣

を
模
索
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
垣
間
見
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
か
ら
明
白
に
な
っ
た
の
は
、
作
者
の
大
江
は
む
ろ
ん
現
実
の
事
件

を
と
お
し
て
人
間
の
暴
力
的
な
一
面
、
そ
の
思
想
的
な
限
界
性
と
そ
れ
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
消
極
的
な
結
果
に
気
づ
き
、
そ
し
て
作
品
に
お
い

て
詳
し
く
詩
文
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
投
影
し
た
が
、
た
だ
ひ
た
す
ら
否

定
し
て
批
判
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
物
語
化
を
と
お
し
て
こ
う
し
た

限
界
性
の
な
か
で
メ
ン
バ
ー
一
人
の
生
命
力
と
い
う
積
極
的
な
一
面
を
発

見
し
よ
う
と
し
、
多
義
的
な
人
間
の
本
質
と
和
解
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い

る
。
そ
う
い
う
姿
勢
は
作
中
の
も
う
一
人
の
登
場
人
物
で
あ
る
タ
ケ
チ
ャ

ン
に
対
す
る
描
写
か
ら
も
分
か
る
。

タ
ケ
チ
ャ
ン
は
、
死
ぬ
前
の
肉
体
的
な
苦
痛
を
な
に
よ
り
恐
怖
し
て

い
た
人
で
し
た
。
キ
イ
ッ
チ
ャ
ン
を
殺
す
時
と
、
自
分
が
癌
で
死
ぬ

時
と
、
タ
ケ
チ
ャ
ン
は
死
ぬ
前
の
肉
体
的
な
苦
痛
の
怖
し
さ
を
、
二

度
経
験
し
た
こ
と
に
な
る
の
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
が
可
哀

相
で
憐
れ
で
な
り
ま
せ
ん
…
…
（
中
略
）
殺
す
人
間
が
、
殺
さ
れ
る

人
間
と
同
じ
死
の
苦
痛
を
味
わ
う
、
そ
ん
な
ば
か
な
こ
と
が
あ
る
も

の
か
と
…
…
し
か
し
タ
ケ
チ
ャ
ン
は
そ
う
い
う
人
間
で
は
な
か
っ
た

で
し
ょ
う
か
？
(16)

タ
ケ
チ
ャ
ン
は
、
も
と
も
と｢

セ
ッ
ク
ス
の
偏
執
家
」
で
あ
り
、｢

僕｣

と

ホ
モ
的
な
関
係
を
保
ち
つ
つ
、｢

僕｣

と
同
じ
女
性
を
共
有
し
、
大
学
闘
争

の
神
話
的
人
物
と
し
て
数
え
ら
れ
る
が
、
そ
ん
な
性
的
規
範
に
囚
わ
れ
な

い
屈
託
も
な
く
、
党
内
で
も
多
数
派
代
表
者
の
人
物
で
も
あ
る
。
性
的
に

積
極
的
な
タ
ケ
チ
ャ
ン
は
肉
体
の
快
楽
を
堪
能
し
た
も
の
の
、｢

肉
体
的
な

苦
痛
を
な
に
よ
り
恐
怖
し
て
い
た
人｣

で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、
彼
は
組

織
の
政
治
的
な
構
想
の
統
率
者
で
あ
り
、｢

政
治
的
な
具
体
性
、
戦
術
性
、

戦
略
性｣

を
原
理
的
に
指
導
す
る
者
で
も
あ
る
。そ
う
い
う
タ
ケ
チ
ャ
ン
か

ら
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
た
大
江
作
品
に
お
け
る
〈
性
的
人
間
〉
と
〈
政

治
的
人
間
〉
の
特
徴
が
見
え
る
。
ブ
シ
マ
キ
・
ハ
ジ
ム
が
論
じ
た
と
お
り

に
、
こ
の
両
者
へ
の
関
心
は
大
江
の
小
説
作
品
『
セ
ヴ
ン
テ
ー
ン
』（
一
九

六
一
年
一
月
）
『
政
治
少
年
死
す
』（
一
九
六
三
年
五
月
）｢

性
的
人
間｣

（
一
九
六

三
年
九
月
）
や
エ
ッ
セ
イ
集
『
厳
粛
な
綱
渡
り
』

（
一
九
七
五
年
六
、
七
月
）

(17)

に
所
収
さ
れ
た
六
〇
年
代
の
エ
ッ
セ
イ
群
か
ら
容
易
に
推
察
で
き
る
。
多
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く
の
先
行
論
を
踏
ま
え
た
ハ
ジ
ム
の
論
で
は
、
大
江
作
品
に
お
け
る
〈
性

的
人
間
〉
と
〈
政
治
的
人
間
〉
は｢

対
立
と
闘
争
の
過
程
を
通
じ
て
発
展
的

に
統
一
す
る｣

と
い
う
い
わ
ば
〈
止
揚
〉
関
係
に
あ
り
、｢

互
い
を
必
要
と

し｣

、
静
態
的
で
は
な
い｢

移
動｣

し
て
い
る
状
態
に
置
か
れ
て
い
る

。
(18)

だ
が
、
こ
う
し
た
〈
性
的
人
間
〉
と
〈
政
治
的
人
間
〉
に
対
す
る
検
討

は
、｢

統
一｣

と
い
い
な
が
ら
も
突
き
詰
め
た
と
こ
ろ
で
、
両
者
を
分
立
さ

せ
、
そ
の
関
係
へ
の
考
察
だ
と
見
な
さ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の

両
者
の
統
合
体
だ
と
見
な
さ
れ
て
き
た
人
間
の
実
態
は
い
っ
た
い
何
な
の

か
。
こ
の
問
題
意
識
を
も
っ
て
、｢

河
馬｣

の
記
号
で
貫
か
れ
た
本
作
を
読

み
直
す
と
、
動
物
を
擬
態
す
る
人
間
の
有
り
様
、
さ
ら
に
い
え
ば
政
治
的

動
物
と
し
て
の
人
間
の
実
相
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
こ
で
デ
ィ
ネ
シ
ュ
・
Ｊ
・
ワ
デ
ィ
ウ
ェ
ル
の｢

政
治
的
動
物｣

論

に
か
か
わ
せ
て
み
た
い
。
ワ
デ
ィ
ウ
ェ
ル
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
解
釈
を

も
と
に
、｢

動
物
生
命
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
超
越
的
存
在
で
は
な
く
、
追
加

の
能
力
に
よ
っ
て
他
の
動
物
生
命
を
超
え
る
一
動
物｣
と
し
て
の
人
間
の
位

置
づ
け
を
提
起
し
た
。
そ
の
見
方
に
よ
れ
ば
、｢

人
外
の
動
物
と
人
間
と
い

う
動
物
の
《
溝
》
は
、
便
宜
（
な
い
し
合
理
性
）
と
正
義
に
関
係
す
る
原

則
を
言
葉
に
で
き
る
能
力
の
有
無
に
あ
り
、
こ
の
溝
が
事
実
上
、
政
治
学

の
意
味
、
少
な
く
と
も｢

人｣

の
手
で
完
成
さ
れ
る
そ
れ
の
意
味
を
規
定
す

る｣

と
い
う
。
す
な
わ
ち
、｢

政
治
的
動
物｣

と
い
う
概
念
は
、
人
間
の
基

(19)

盤
を
動
物
に
置
く
と
い
う
点
で
人
間
の
動
物
性
を
承
認
し
つ
つ
、
政
治
性

と
い
う｢

追
加
の
能
力｣

に
よ
っ
て
超
越
性
を
帯
び
る
点
で
、
人
間
の
多
義

性
を
裏
付
け
た
と
い
え
る
。

｢

僕｣

が
連
合
赤
軍
メ
ン
バ
ー
を
語
る
以
上
、そ
の
政
治
的
な
一
面
に
注
目

せ
ざ
る
を
え
な
い
。
キ
イ
ッ
チ
ャ
ン
を
処
刑
す
る
タ
ケ
チ
ャ
ン
に
対
す
る

叙
述
も
上
述
の
Ｍ
・
Ｔ
と
同
質
的
だ
と
い
え
る
。
だ
が
、｢

僕｣

が
と
り
わ

け
タ
ケ
チ
ャ
ン
が｢

キ
イ
ッ
チ
ャ
ン
を
殺
す
時
と
、
自
分
が
癌
で
死
ぬ
時｣

の
、｢

死
ぬ
前
の
肉
体
的
な
苦
痛
の
怖
し
さ｣

を
強
調
し
、｢

そ
れ
が
可
哀
相

で
憐
れ
で
な
り
ま
せ
ん｣

と
、
同
情
な
視
線
で
評
価
を
与
え
、
タ
ケ
チ
ャ
ン

を
め
ぐ
る
人
間
の
生
命
を
凝
視
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
人
間
た
ち
は
、
た

と
え
政
治
的
な
一
面
を
も
っ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
生
死
の
宿
命
か
ら
逃

れ
き
れ
な
い
。
そ
れ
は
、｢

河
馬
の
勇
士｣

に
対
す
る
描
写
に
よ
っ
て
表
現

さ
れ
た
動
物
と
共
有
す
る
属
性
と
一
貫
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
本
作
は
こ
う

し
て
人
間
の
政
治
的
動
物
と
し
て
の
側
面
を
炙
り
出
し
、
そ
こ
か
ら
連
合

赤
軍
事
件
と
の
和
解
を
図
ろ
う
と
す
る
。
そ
う
い
う
和
解
は
、
複
層
的
な

理
解
に
基
づ
く
人
間
自
身
の
多
義
性
と
の
和
解
で
も
あ
る
。
次
節
は
こ
う

い
う
結
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
さ
ら
に
事
件
と
人
間
の
強
弱
の
序
列
と
の
関

連
性
に
触
れ
て
い
く
。

三
、
弱
者
を
庇
護
す
る
〈
共
生
〉
の
意
志

こ
う
し
て｢

河
馬｣

の
表
象
を
と
お
し
て
、
生
命
に
対
す
る
探
求
を
一
貫

に
し
て
施
し
た
本
作
は
、
人
間
社
会
に
お
け
る
弱
者
た
ち
、
と
り
わ
け
連

合
赤
軍
女
性
、
障
害
者
息
子
と
動
物
の
生
き
様
に
注
視
し
て
い
る
。

ま
ず
は
赤
軍
女
性
に
つ
い
て
、｢

僕｣

は
赤
軍
の
山
岳
ベ
ー
ス
で
の
武
闘

訓
練
に
か
か
わ
る
女
性
た
ち
を
想
起
し
、
そ
の｢

不
幸
な
亡
く
な
り
方
同

様
に
不
幸
な
生
き
延
び
方｣

を
し
た
、
妹
同
然
の
女
性
タ
カ
チ
ャ
ン
へ
の

思
い
出
話
を
語
り
始
め
る
。

そ
し
て
い
ま
僕
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
西
陽
が
柔
か
く
照
り
わ
た
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ら
せ
る
交
河
故
城
の
土
塁
の
上
に
立
ち
、
河
岸
段
丘
の
谷
底
を
眺
め

わ
た
し
、
こ
の
ト
バ
く
ち
を
通
り
抜
け
る
道
さ
え
見
つ
け
れ
ば
、
タ

カ
チ
ャ
ン
が
正
気
と
健
康
を
恢
復
し
て
い
る
時
と
場
所
、
さ
ら
に
は

汚
辱
と
恐
怖
と
絶
望
の
う
ち
に
殺
さ
れ
た
娘
た
ち
の
、
死
そ
の
も
の

が
正
し
く
、
か
つ
人
間
的
に
美
し
く
、
殺
し
た
者
・
殺
さ
れ
た
者
と

も
に
、
意
味
の
あ
る
生
き
方
を
つ
ら
ぬ
い
た
と
証
明
さ
れ
て
い
る
、

そ
の
よ
う
な
時
と
場
所
が
実
在
し
て
お
り
、
娘
た
ち
は
清
ら
か
に
よ

み
が
え
っ
て
さ
え
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
安
ら
ぎ
の
土
地
か
ら
あ

お
ぎ
見
れ
ば
、
ほ
か
な
ら
ぬ
自
分
こ
そ
凶
ま
が
し
い
雲
間
の
鬼
さ
な

が
ら
こ
の
土
塁
に
立
っ
て
、
担
っ
て
い
る
苦
し
み
か
ら
自
分
を
解
き

は
な
ち
え
ず
に
い
る
の
だ
ろ
う
と
、
そ
の
よ
う
な
夢
想
の
段
階
に
到

っ
て
い
た
。
(20)

こ
こ
の｢

僕｣

の
語
り
は
、｢

汚
辱
と
恐
怖
と
絶
望
の
う
ち
に
殺
さ
れ
た

娘
た
ち｣

の｢

死｣

を｢

正
し
く
、
か
つ
人
間
的
に
美
し
く｣
と
弁
護
し
、
事

件
の
批
判
に
執
着
す
る
よ
り
、｢

殺
し
た
者
・
殺
さ
れ
た
者
と
も
に
、
意

味
の
あ
る
生
き
方
を
つ
ら
ぬ
い
た｣

と
、
彼
女
ら
の｢

清
ら
か｣
さ
と｢

安
ら

ぎ｣

を
願
う
。
現
実
の
連
合
赤
軍
女
性
に
つ
い
て
、
上
野
千
鶴
子
は
彼
女

ら
の｢

加
害
と
被
害
の
二
重
性｣

、
つ
ま
り
暴
力
を
振
る
う
と
同
時
に
、
性

差
別
の
暴
力
を
も
受
け
て
い
る
側
に
立
つ
こ
と
を
述
べ
た
。｢

非
正
統
化

さ
れ
た
対
抗
暴
力｣

を
行
使
す
る
女
テ
ロ
リ
ス
ト
で
あ
る
一
方
で
、
党
内

の
激
し
い｢

ミ
ソ
ジ
ニ
ー
（
女
性
嫌
悪
）｣

が
原
因
で
、
一
部
の
メ
ン
バ
ー

は
強
姦
を
受
け
た
り
子
供
を
中
絶
さ
れ
た
り
し
た

。
こ
う
い
う
ミ
ソ
ジ

(21)

ニ
ー
は
、
男
に
よ
る｢

他
者
嫌
悪｣

と
女
自
身
の｢

自
己
嫌
悪｣

の
両
方
を
意

味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
女
ら
の
実
体
験
に
よ
っ
て
反
映
さ
れ
た
加
害

と
被
害
の
錯
綜
し
た
状
況
は
、
リ
ブ
（
女
性
解
放
）
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
問

題
と
つ
な
が
り
、
持
続
的
に
検
討
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
。

つ
ま
り
、赤
軍
女
性
は
い
く
ら
対
外
的
に
侵
略
性
を
示
し
た
と
し
て
も
、

党
内
で
は
紛
れ
も
な
く
弱
者
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
他
者
に
よ
る
排
除

だ
け
で
な
く
、
内
発
的
な
認
識
に
も
よ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
本
作
の
語
り

手
で
あ
り
、
こ
の
事
件
を
記
録
す
る
書
き
手
で
も
あ
る｢

僕｣

は
、
赤
軍
女

性
の
現
実
的
な
負
性
を
い
っ
た
ん
棚
に
上
げ
て
、
赤
軍
女
性
の
格
闘
と
結

末
を
美
学
的
な
レ
ン
ズ
で
濾
過
し
た
と
見
え
る
。
そ
の
た
め
に
、
男
性
で

あ
る｢

僕｣

自
身
を｢

凶
ま
が
し
い
雲
間
の
鬼｣

に
す
ら
喩
え
、
彼
女
た
ち
の

女
性
と
し
て
の
聖
性
を
際
立
た
せ
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
が
自
分

を
解
放
し
よ
う
と
す
る｢

夢
想
の
段
階｣

だ
と
自
覚
し
た
と
し
て
も
。

他
方
で
、
障
害
者
の
息
子
に
対
す
る
タ
ケ
チ
ャ
ン
の
言
い
分
に
対
す
る

｢

僕｣

の
抵
抗
は
、
い
っ
そ
う
弱
者
へ
の
庇
護
を
強
化
し
た
よ
う
に
読
み
取

れ
る
。
タ
ケ
チ
ャ
ン
は
、｢

僕｣

が｢

畸
型
の
あ
る
赤
ち
ゃ
ん
を
殺
し
て
、
そ

れ
を
ス
プ
リ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
に
、
社
会
の
通
念
と
は
絶
縁
し
た｢

新
生
活｣

に
跳
び
こ
む
こ
と｣

を
希
望
し
、｢

意
識
の
は
っ
き
り
成
長
せ
ぬ
段
階
の
赤

ん
ぼ
う
の
死
は
、死
の
苦
し
さ
と
い
う
こ
と
で
は
一
等
耐
え
や
す
い｣

と
弁

解
す
る
。
タ
ケ
チ
ャ
ン
の
言
い
分
は
、
明
ら
か
に
現
実
社
会
の
障
害
者
差

別
を
よ
り
増
強
し
た
も
の
に
違
い
な
い
。
し
か
し｢

僕｣

は
タ
ケ
チ
ャ
ン
の

障
害
児
殺
し
の
勧
め
に
逆
行
し
、｢

不
幸
な
出
産｣

を
受
け
止
め
、
障
害
児

と
の
共
同
生
活
を
図
る
。
作
中
で
は
、
障
害
児
と
正
面
か
ら
向
き
合
う
こ

と
を
主
題
と
し
た
作
者
大
江
の
別
作
『
個
人
的
な
体
験
』
が
引
用
さ
れ
る
。

《
旧
石
器
時
代
の
人
類
の
生
き
方
に
お
い
て
す
ら
も
、
ひ
と
り
の
人

間
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
生
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
取
り
消
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さ
れ
え
ぬ
。
そ
こ
か
ら
光
を
み
ち
び
い
て
見
れ
ば
、
現
代
の
い
か
に

悲
惨
な
生
に
し
て
も
、
当
の
個
人
の
存
在
に
は
、indestructibility

と
呼
ぶ
ほ
か
に
な
い
も
の
が
あ
る
。（
中
略
）
最
初
の
子
供
が
、
障
害

を
持
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
時
の
こ
と
で
、
毎
日
の
よ
う
に
病
院
に
通

っ
て
は
、
保
育
器
の
赤
ん
ぼ
う
を
覗
い
て
い
た
際
、
不
意
に
そ
う
感

じ
た
の
で
し
た
。
―
―
こ
の
哀
れ
な
一
個
の
生
き
も
の
が
い
る
、
と

い
う
こ
と
は
誰
に
も
取
り
消
せ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
僕
は
こ

の
子
供
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
に
す
る
し
、
か
つ
は
か
れ
が
生
き
て

い
る
こ
と
を
書
き
記
す
こ
と
に
も
し
よ
う
。》
(22)

タ
ケ
チ
ャ
ン
は
、｢

死
後
の
虚
無
の
想
念
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、

肉
体
と
し
て
虚
弱
で
、
ほ
と
ん
ど
抵
抗
力
を
持
た
ぬ
ま
ま
、
た
い
し
た
苦

痛
な
し
に
生
命
を
消
滅
さ
せ
う
る｣

よ
う
な
赤
ん
坊
の
死
亡
を
想
像
し
、彼

自
身
の
暴
力
性
を
根
拠
に
何
度
も｢

僕｣

を
障
害
児
殺
し
の
方
向
へ
と
誘
惑

す
る
。
だ
が｢

僕｣

は
、
ど
の
よ
う
な
生
命
で
あ
れ
、｢
人
間
が
生
き
て
い
る

と
い
う
こ
と
、
生
き
た
と
い
う
こ
と｣

は
抹
消
で
き
な
い
と
反
論
す
る
。
た

し
か
に
、｢

僕｣

も
障
害
児
を｢

哀
れ
な
一
個
の
生
き
も
の｣

と
し
て
規
定
し

た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
存
在
自
体
が｢

誰
に
も
取
り
消
せ
な
い｣

と

い
う
不
可
避
的
な
事
実
を
も
見
極
め
た
。
ど
ん
な
人
間
で
あ
っ
て
も
、
ど

ん
な
時
代
で
あ
っ
て
も
、｢

取
り
消
せ
ぬ｣

と
い
う｢

indestructibility
｣

と

い
う
不
滅
な
生
命
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
連
合
赤
軍
事
件
の
メ
ン
バ

ー
へ
の
評
価
と
直
結
し
て
い
る
。

北
山
敏
秀
は
『
個
人
的
な
体
験
』
に
お
け
る
障
害
者
の
赤
ん
坊
を
、
主

人
公
を｢

社
会
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
妨
げ
る
他
者｣

、
ま
た
は
主
人
公

の｢

社
会
的
正
統
化
の
失
敗｣

と
し
て
評
し
、
主
人
公
が
赤
ん
坊
を
育
て
る

こ
と
を
選
ぶ
こ
と
を
、｢

社
会
の
主
流
に
あ
る
言
説｣

を｢

差
異
化｣

し
て｢

揺

さ
ぶ
る｣

こ
と
と
し
て
帰
結
し
た
。
そ
れ
を
本
作
と
繋
げ
れ
ば
、
タ
ケ
チ

(23)

ャ
ン
の
言
い
分
が｢

社
会
的
正
統
化｣

を
擁
護
す
る｢

社
会
の
主
流
的
な
言

説｣

で
あ
れ
ば
、
障
害
児
も
ま
た｢

僕｣

に
と
っ
て
、
同
じ
く
社
会
の
正
統

的
規
範
を
逸
脱
す
る｢

他
者｣

と｢

失
敗｣

と
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
障
害
児
の

場
合
、こ
う
い
う
正
統
的
規
範
に
対
抗
す
る
術
を
持
っ
て
い
な
い
ゆ
え
に
、

疎
外
さ
れ
て
周
縁
化
さ
れ
た
弱
者
で
も
あ
る
。｢

僕｣

が｢

子
供
と
と
も
に

生
き｣

、｢

か
れ
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
書
き
記
す｣

の
は
、
弱
者
と
し
て

の｢

他
者｣

を
迎
え
入
れ
、
彼
ら
を
庇
護
す
る
た
め
よ
り
ほ
か
な
ら
な
い
。

ま
た
、
本
作
に
は
人
間
と
動
物
と
の
関
連
性
を
抽
出
し
、
人
間
と
い
う

中
心
的
な
特
権
を
解
体
し
よ
う
と
試
み
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
地
方
で

動
物
シ
ョ
ー
を
や
る
た
め
の
場
所
で
、
動
物
へ
の
虐
待
と
死
体
の
投
棄
を

目
撃
し
た｢

僕｣

は
、
そ
れ
ら
の
行
為
を
思
わ
ず
批
判
し
、
同
情
の
意
思
を

示
す
。死

ん
だ
動
物
は
、
県
の
許
可
も
な
く
、
そ
こ
い
ら
に
大
き
い
穴
を
掘

っ
て
投
げ
込
ん
で
い
る
始
末
。病
気
の
動
物
も
ゾ
ロ
ゾ
ロ
い
る
の
に
、

正
規
の
獣
医
は
い
な
い
。
む
し
ろ
新
し
く
入
る｢

河
馬
の
勇
士｣

が
、

獣
医
の
役
割
を
期
待
さ
れ
て
す
ら
い
た
の
ら
し
い
…
…

―
ど
ん
な
悲
惨
な
人
間
よ
り
も
、
あ
れ
は
ひ
ど
い
。
動
物
だ
か
ら

人
間
よ
り
悲
惨
で
あ
た
り
ま
え
と
い
う
の
な
ら
ば
、
ま
ち
が
い
だ
。

動
物
に
人
間
の
自
意
識
は
な
い
か
ら
、
悲
惨
と
な
る
と
底
な
し
に
悲

惨
に
な
る
。
猿
の
め
ず
ら
し
い
種
類
が
犬
の
よ
う
に
、
そ
れ
も
狂
犬

か
な
に
か
の
よ
う
に
あ
つ
か
わ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
批
判
を
た
て

つ
づ
け
に
し
て
、
ガ
ッ
ク
リ
黙
り
こ
ん
で
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。
(24)
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こ
こ
で
現
前
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、｢

河
馬｣

の
イ
メ
ー
ジ
を
推
重
す
る
理

念
と
背
反
す
る
よ
う
な
、
人
間
が
動
物
に
対
し
て
過
剰
行
使
し
て
い
る
暴

力
が
摘
発
さ
れ
る
現
場
で
あ
る
。｢

死
ん
だ
動
物｣

と｢

病
気
の
動
物｣

に
対

し
て
、
人
間
だ
っ
た
ら
決
し
て
許
さ
れ
な
い
行
為
が
施
さ
れ
た
。
動
物
が

｢

ど
ん
な
悲
惨
な
人
間｣

よ
り
も
な
お｢

ひ
ど
い｣

状
況
に
い
て
、
動
物
が
人

間
社
会
の
ど
ん
底
に
排
除
さ
れ
て
圧
迫
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
は
動
物

を
自
分
の
支
配
下
に
置
き
、
自
分
で
作
っ
た
位
階
秩
序
で
動
物
を
規
定
す

る
こ
と
で
、人
間
に
よ
る
搾
取
と
危
害
と
動
物
の｢

悲
惨｣

さ
を｢

あ
た
り
ま

え｣

の
よ
う
に
正
当
化
す
る
か
ら
だ
。

こ
こ
で
動
物
へ
の
支
配
を
健
常
者
中
心
主
義
の
視
野
で
考
察
し
た
ス
ナ

ウ
ラ
・
テ
イ
ラ
ー
の
動
物
倫
理
を
取
り
上
げ
た
い
。テ
イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、

｢

健
常
者
中
心
主
義
は
種
差
別
主
義
と
密
接
に
絡
ま
り
あ
っ
て
い
る
た
め
、

人
間
以
外
の
動
物
が
ど
の
よ
う
に
判
断
お
よ
び
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
さ
れ
、
搾

取
さ
れ
る
の
か
を
思
考
す
る
の
に
欠
か
せ
な
い｣

。
人
間
以
外
の
動
物
は

人
間
の｢

特
徴
お
よ
び
能
力
を
欠
く
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
責
任

の
外
部
に
存
在
し
て
お
り
、
よ
っ
て
人
間
が
動
物
た
ち
を
支
配
し
、
利
用

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る｣

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
動
物
支
配
の
根

(25)

源
に
は
障
害
者
差
別
の
健
常
者
中
心
主
義
が
存
在
し
て
い
る
。
人
間
は
自

ら
の
能
力
や
力
量
を
も
っ
て
、
動
物
を
凌
駕
し
、
自
身
と
動
物
と
の
境
界

線
を
よ
り
強
固
な
も
の
に
し
た
。
障
害
者
と
人
間
以
外
の
動
物
を
抑
圧
す

る
共
通
の
シ
ス
テ
ム
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
こ
う
い
う
強
弱
秩
序
に
基
づ

く
思
考
回
路
で
あ
る
。

実
は
、
本
作
の
作
中
で
も
提
示
さ
れ
た
大
江
の
論
集
『
生
き
方
の
定
義

再
び
状
況
へ
』
に
お
い
て
も
、
人
間
の
み
の
特
権
性
を
解
体
し
、
異
種

と
の
共
存
を
提
唱
す
る
論
考
が
見
ら
れ
る
。

も
と
よ
り
人
類
の
生
命
が
重
要
で
あ
る
よ
う
に
、動
物
や
、
鳥
に
虫
、

魚
、
微
生
物
の
生
命
は
重
要
で
す
。
僕
と
し
て
は
そ
れ
に
樹
木
や
草

の
生
命
も
、
と
つ
け
加
え
た
い
と
思
い
ま
す
。（
中
略
）
人
間
が
生

き
る
こ
と
が
で
き
、
動
物
や
、
鳥
に
虫
、
魚
、
微
生
物
、
そ
し
て
樹

木
や
草
が
生
き
つ
づ
け
う
る
地
球
的
環
境
を
た
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
、

と
い
う
考
え
方
に
い
た
る
の
こ
そ
、
ま
と
も
な
筋
み
ち
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
し
て
す
で
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
破
壊
か
ら
、
地
球
的
環
境
を

再
生
の
方
向
に
ひ
き
戻
す
こ
と
も
ふ
く
め
て
、
な
ん
と
か
生
き
う
る

場
所
と
し
て
保
ち
つ
づ
け
る
た
め
に
、
核
状
況
の
今
日
の
あ
り
よ
う

を
突
き
崩
し
、
核
権
力
の
独
占
者
ら
を
、
核
の
廃
絶
に
い
た
ら
ざ
る

を
え
ぬ
方
向
へ
追
い
つ
め
る
、
世
界
的
な
世
論
を
つ
く
る
こ
と
こ
そ

必
要
な
の
で
す
。
そ
こ
に
今
日
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
立
つ
想
像
力

の
到
達
点
が
あ
る
と
考
え
る
と
、
僕
は
全
的
滅
亡
を
見
す
え
つ
つ
の

対
話
が
、
い
ま
武
田
泰
淳
と
の
間
に
あ
り
う
る
と
し
て
、
あ
の
優
れ

た
認
識
者
・
預
言
者
だ
っ
た
人
の
魂
に
答
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
(26)

大
江
は
、
地
球
全
体
の｢

破
壊｣

と｢

再
生｣

を
論
じ
る
際
に
、｢

人
類
の
生

命｣

と｢

動
物
や
、
鳥
に
虫
、
魚
、
微
生
物
の
生
命｣

と｢

樹
木
や
草
の
生
命｣

を
等
置
さ
せ
、
生
命
を
人
間
だ
け
の
枠
組
み
に
格
納
す
る
の
で
は
な
く
、

人
間
以
外
の
生
き
物
を
も
視
野
に
入
れ
、あ
る
種
の｢

新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム｣
を
模
索
し
よ
う
と
し
た
。そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
生
き
る
環
境
に
お
い

て
、
単
一
的
で
特
権
的
な
種
と
い
う
よ
り
も
、
複
数
の
異
種
と
の
共
存
を

維
持
で
き
る
よ
う
な
存
在
と
し
て
の
、人
間
の
役
割
が
更
新
さ
れ
て
い
る
。
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こ
う
い
う
人
間
と
そ
れ
以
外
の
一
切
な
他
者
的
存
在
と
の
共
存
こ
そ
が
、

｢
す
で
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
破
壊｣

か
ら
、｢

再
生
の
方
向
に
ひ
き
戻｣

し
、

｢

核
状
況｣
と｢

核
権
力｣

の
局
面
を
打
開
す
る
鍵
で
あ
る
。

以
上
は
核
時
代
と
い
う
公
的
な
視
座
か
ら
の
検
討
で
あ
れ
ば
、
一
九
八

五
年
二
月
の
大
江
に
よ
る
障
害
児
へ
の
言
説
は
私
的
な
視
座
か
ら
の
検
討

と
い
え
る
。
大
江
は
、
障
害
児
を
主
題
に
し
た
短
編
連
作
集
『
新
し
い
人

よ
眼
ざ
め
よ
』
へ
の
感
想
と
し
て
、｢

死
と
再
生
の
主
題
は
、
も
ち
ろ
ん
時

代
・
世
界
の
死
と
再
生
と
い
う
課
題
に
展
開
す
る
わ
け
で
す
が
、
根
底
に

は
、
こ
こ
に
個
人
的
な
感
懐
を
語
っ
た
と
お
り
に
、
自
分
の
個
人
と
し
て

の
死
と
再
生
へ
の
思
い
が
あ
り
ま
す｣

と
述
懐
し
た
。
こ
こ
で
は
、〈
死

(27)

と
再
生
〉
が｢

時
代
・
世
界｣

の
審
級
か
ら｢

個
の
再
生｣

へ
の
移
行
、
あ
る

い
は
公
私
の
領
域
で
の
双
方
向
の
連
動
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
の
記
述
の
原
点
で
あ
る
障
害
児
の
問
題
自
身
は
、
異
質
な
他
者
と

の
〈
共
生
〉
を
照
射
し
て
い
る
。

テ
イ
ラ
ー
が
障
害
が｢

差
異
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
構
造
化
す
る
の
に
中
心

的
な
役
割
を
果
た
し
」、｢

人
種
、
階
級
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、
そ
し
て

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
っ
た
諸
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー｣

と
い
っ
た
相
互
的
に｢
意
味
を

か
た
ち
づ
く
る｣

と
主
張
し
た
。
そ
う
い
う
説
に
従
え
ば
、
人
間
社
会
を

(28)

包
摂
し
、
そ
れ
よ
り
も
っ
と
広
範
的
な
自
然
界
で
も
、
障
害
者
問
題
に
埋

め
ら
れ
た
弱
者
の
生
命
倫
理
も
、
人
間
だ
け
で
な
い
異
種
た
ち
の
差
異
と

統
合
し
て
相
互
機
能
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
作
は
こ
う
し

て
、
人
間
社
会
に
お
け
る
弱
者
た
ち
、
と
り
わ
け
連
合
赤
軍
女
性
、
障
害

者
息
子
と
動
物
を
庇
護
し
、
支
配
や
排
除
で
は
な
い
〈
共
生
〉
の
道
程
を

図
っ
て
い
る
。

四
、
核
時
代
の
エ
コ
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
か
ら
ポ
ス
ト
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ

大
江
文
学
に
お
け
る
〈
死
と
再
生
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
一
九
八
〇

年
代
以
降
の
大
江
研
究

で
よ
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
問
題

(29)

は
大
江
の
複
数
の
作
品
に
わ
た
っ
て
検
討
さ
れ
て
、
決
し
て
等
閑
視
す
る

こ
と
の
で
き
な
い
領
域
で
あ
る
。
今
井
清
人
に
よ
れ
ば
、
死
あ
る
い
は
死

の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
い
っ
た
も
の
は
、｢

大
江
健
三
郎
の
小
説
の
す
べ
て
に
み

ら
れ
る｣

が
、
そ
れ
は｢

た
ん
な
る
日
常
の
生
の
終
焉
で
は
な｣

く
、
む
し
ろ

｢

我
々
の
日
常
が
隠
蔽
し
て
き
た
個
体
の
限
界
と
矛
盾
を
露
呈
さ
せ
る｣

一

方
で
、｢

自
己
放
棄
す
る
と
い
う
倒
錯
、
あ
る
い
は
自
己
の
生
の
確
認
の
た

め
に
自
殺
・
自
己
破
壊
す
る
と
い
う
背
理｣

へ
と
発
展
す
る
。そ
し
て
今
井

は
そ
こ
か
ら
の｢

再
生｣

と
い
う
も
の
を
、｢

こ
の
よ
う
に
限
界
と
矛
盾
を
露

わ
に
さ
れ
た
個
を
越
え
る
試
み
と
し
て
要
請
さ
れ
た｣

と
論
じ
た

。
た
し

(30)

か
に
、
そ
の
問
題
は
よ
く
個
人
的
な
体
験
に
よ
る
反
映
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
が
、
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
の
大
江
の
言
説
を
見
れ
ば
、

そ
れ
は
米
ソ
冷
戦
期
間
中
に
お
け
る
核
実
験
の
多
発
と
い
う
時
代
状
況
と

か
か
わ
り
、
時
代
的
な
意
義
を
付
与
さ
れ
る
ゆ
え
に
、
広
範
的
な
解
釈
の

可
能
性
を
示
す
よ
う
に
な
る

。
作
中
で
は
、
原
爆
体
験
に
対
す
る｢

僕｣

(31)

の
講
演
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

世
界
を
覆
う
核
権
力
は
、
西
の
そ
れ
も
東
の
そ
れ
も
、
巨
大
を
き
わ

め
て
い
ま
す
。
広
島
・
長
崎
の
被
爆
者
た
ち
、
か
れ
ら
と
協
力
す
る

市
民
・
学
生
の
数
も
力
も
、
そ
れ
に
く
ら
べ
れ
ば
、
小
さ
い
も
の
で

す
。
し
か
し
僕
は
小
さ
な
野
草
の
力
が
巨
大
な
樹
木
の
力
に
よ
く
対

抗
し
う
る
こ
と
を
夢
見
る
人
間
で
す
。
レ
ッ
ド
ウ
ッ
ド
・
ス
ミ
レ
の
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学
名
はV

iola
sem

pervirens

で
し
た
。Sem

pervirens

は
レ
ッ
ド

ウ
ッ
ド
の
学
名
か
ら
き
い
て
い
る
は
ず
で
す
が
、
こ
の
ラ
テ
ン
語
の

意
味
はevergreen

。
そ
こ
で
自
然
に
浮
か
ん
で
く
る
の
はever-

green
violet

と
い
う
呼
び
名
で
す
。｢

広
島
週
間｣

の
思
い
出
の
た

め
に
、
か
た
ち
の
良
い
レ
ッ
ド
ウ
ッ
ド
・
ス
ミ
レ
を
採
取
し
、
今
度

は
う
ま
く
乾
か
し
て
、
標
本
紙
に
はevergreen

violet,santacruz

と
書
き
こ
も
う
と
思
い
ま
す
。
(32)

世
界
レ
ベ
ル
の｢

核
権
力｣
と
対
峙
す
る
脆
弱
な
人
間
の
姿
は
、｢

野
草
の

力
が
巨
大
な
樹
木
の
力｣

に
対
抗
す
る
形
象
に
擬
せ
ら
れ
る
。レ
ッ
ド
ウ
ッ

ド
・
ス
ミ
レ
の
学
名
の
意
味
は
、｢

evergreen
｣

、｢
evergreen

violet

」
、

｢
evergreen

violet,santacruz
｣

と
い
う
三
つ
の
単
語
で
表
現
さ
れ
る
。

こ
の
三
つ
の
単
語
に
お
い
て
共
通
し
て
反
復
さ
れ
る
の
は｢

evergreen

」
、

す
な
わ
ち
植
物
の
屈
強
な
生
命
力
を
表
す
常
緑
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
植

物
を
含
め
た
自
然
環
境
へ
の
描
写
は
大
江
文
学
全
般
に
お
け
る
顕
著
な
特

徴
と
し
て
、
し
ば
し
ば
中
国
側
の
先
行
研
究
で
エ
コ
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の

観
点
と
か
か
わ
さ
れ
て
提
示
さ
れ
る
。

趙
春
秋
に
よ
る
と
、
大
江
が
描
く
自
然
が
多
く
の
文
学
作
品
が
自
然
を

｢

人
間
や
社
会
の
引
き
立
て
役｣

と
異
な
り
、｢

自
在
で
原
始
的
で
非
人
工

的｣

な
も
の
と
し
て
、｢

自
然
と
人
間
の
平
等｣

意
識
を
内
包
す
る
。
馮
立

(33)

華
は｢

頭
の
い
い
雨
の
樹
」
と
『
晩
年
様
式
集
』
に
お
け
る｢

樹
」
の
イ
メ

ー
ジ
を
取
り
上
げ
、
核
の
放
射
能
が｢

樹｣

の
脅
威
で
あ
る
こ
と
を
分
析
し

た
。
馮
は
大
江
が
『
広
島
の｢

生
命
の
木｣

』
で
記
し
た
論
調

を
引
用
し
、

(34)

｢

国
家
の
境
界
を
越
え
て
人
類
全
体
の
生
態
に
関
心
を
向
け
て
い
る｣

大
江

の
反
核
思
想

を
述
べ
た
。

(35)

伊
藤
詔
子
に
よ
れ
ば
、
エ
コ
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
世
界
総
体
を
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
と
し
、｢

文
化
と
自
然
を
二
項
対
立
の
よ
う
な
単
純
な
関
係｣

で
は

な
く
、｢

両
者
の
相
互
作
用｣

を
重
視
す
る
。
エ
コ
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は｢

自

己
を
世
界
の
一
部
と
感
じ
」、｢

地
球
的
全
体
性
の
回
復
の
な
か
で
自
己
を

取
り
戻
し
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
を
め
ざ
す｣

意
味

で
、｢

一
種
〈
希
望
の
批
評
〉
と
し
て
の
特
質
が
潜
ん
で
い
る
」

。
大
江

(36)

文
学
が
核
時
代
の
制
度
と
自
然
環
境
を
と
も
に
検
討
し
、
人
間
と
自
然
の

境
界
を
抹
消
す
る
よ
う
な
仕
組
み
は
エ
コ
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
批
評
性
を

呼
び
寄
せ
た
の
も
当
然
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
人
間
は
ど
の
よ
う
に
従
来
の
確
固
た
る
分
断
を
解

除
し
、〈
共
生
〉
の
道
程
を
模
索
す
る
の
か
。
そ
の
問
題
を
解
く
た
め
に
、

作
中
で
引
用
さ
れ
た
、
一
九
七
七
年
の
小
原
秀
雄
の
著
書
『
境
界
線
の
動

物
誌
』
の｢

河
馬｣

研
究
に
対
す
る｢

僕｣

の
評
述
を
見
て
み
よ
う
。

《
河
の
な
か
に
緑
の
植
生
の
か
た
ま
り
が
で
き
る
と
、
河
は
氾
濫
す

る
。
水
中
で
盛
ん
に
活
動
す
る
河
馬
は
、
植
生
の
か
た
ま
り
に
通
路

を
開
き
、
水
の
流
れ
を
回
復
さ
せ
る
働
き
を
す
る
。
河
馬
に
は
ま
た
、

ラ
ベ
オ
と
い
う
魚
が
ま
つ
わ
り
つ
い
て
お
り
、
河
馬
が
陸
上
か
ら
お

と
し
こ
む
植
物
や
、
河
馬
自
体
の
糞
を
食
べ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て

河
馬
は
、
ア
フ
リ
カ
の
自
然
の
生
物
の
、
食
物
連
鎖
に
機
能
を
は
た

し
て
い
る
。
小
原
氏
の
記
述
に
僕
は
誘
わ
れ
る
。
ラ
ベ
オ
と
呼
ぶ
魚

の
群
を
ま
つ
わ
り
つ
か
せ
つ
つ
、
水
流
を
と
ざ
す
緑
の
植
生
の
か
た

ま
り
に
通
路
を
あ
け
る
べ
く
、
猛
然
と
泳
ぐ
河
馬
の
あ
り
よ
う
が
、

有
用
な
も
の
と
し
て
排
泄
さ
れ
る
そ
い
つ
の
糞
便
と
も
ど
も
、
人
を

励
ま
す
眺
め
で
は
な
い
か
？

お
そ
ら
く
は
気
の
荒
い
牡
の
若
い
河
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馬
に
噛
み
つ
か
れ
る
ほ
ど
ま
ぢ
か
か
ら
、
活
動
を
見
ま
も
っ
て
い
た

者
に
と
っ
て
、
河
馬
の
働
き
は
い
か
に
も
勇
ま
し
く
奮
い
た
た
し
め

る
て
い
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
？
》
(37)

｢

僕｣

の
記
述
を
鑑
み
れ
ば
、｢

河
馬｣

は｢

水
の
流
れ
を
回
復
さ
せ
る
働

き｣

を
し
、｢

糞
を
食
べ
る｣

な
ど
、｢

自
然
の
生
物
の
、
食
物
連
鎖
に
機
能｣

し
、
自
然
の
全
体
に
お
け
る
物
質
循
環
、
さ
ら
に
い
え
ば
異
種
の
〈
共
生
〉

に
貢
献
し
て
い
る
。
小
原
秀
雄
の
原
文
で
は
、｢

自
然
界
の
中
に
そ
の
動
物

が
い
る
こ
と
、
く
ら
し
て
い
る
こ
と
は
こ
う
し
た
様
々
な
自
然
の
中
で
の

生
物
の
食
物
連
鎖
に
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
生
物
界
の
中
に

生
物
が
い
る
、
生
物
が
生
物
界
を
作
っ
て
い
る
と
い
う
し
く
み
の
一
部
な

の
で
あ
る｣

と
記
さ
れ
る
。
こ
う
い
う｢

食
物
連
鎖｣

の
中
枢
役
を
果
た
す

｢

河
馬
」
を
、
小
原
が｢

巨
大
な
水
と
陸
と
の
境
界
に
あ
る
動
物｣

、
つ
ま

(38)

り
自
然
界
の
隔
て
り
を
横
断
し
て
リ
ン
ク
す
る
越
境
的
な
動
物
と
し
て
認

定
す
る
。
こ
の
段
落
が
第
二
章
と
第
八
章
の
末
尾
に
お
い
て
二
度
も
作
者

に
意
識
的
に
引
用
さ
れ
、
物
語
を
収
束
す
る
た
め
の
結
末
と
も
さ
れ
て
い

る
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、｢

河
馬
に
噛
ま
れ
る｣

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
記

号
性
を
読
み
解
く
た
め
の
核
心
的
な
手
が
か
り
だ
と
推
定
で
き
る
。

小
原
の
記
述
に
対
し
て
、｢

僕｣

は｢
｢

河
馬
の
勇
士｣

の
批
判
ど
お
り
に
、

僕
も
二
十
年
ほ
ど
、
時
に
自
分
内
部
の
河
馬
に
噛
み
つ
か
れ
て
、
ワ
ー
ッ
、

ワ
ー
ッ
と
叫
び
な
が
ら
も
、
な
ん
と
か
生
き
延
び
て
き
た
の
だ
っ
た｣

と

告
白
し
、｢

河
馬
の
勇
士｣

と
同
じ
く｢

河
馬｣

の
生
態
を
内
面
化
す
る
こ
と

で
、
自
ら
の｢

生
き
延
び｣

る
術
を
発
見
し
よ
う
と
し
た
。｢

気
の
荒
い
牡

の
若
い
河
馬
に
噛
み
つ
か
れ
る｣

と
い
う
画
面
は
一
見
、
動
物
と
人
間
を

恣
意
的
に
組
み
合
わ
せ
、
標
題
の
イ
メ
ー
ジ
を
繰
り
返
し
て
表
面
化
す
る

ま
で
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
よ
く
読
め
ば
そ
こ
に
は｢

勇
ま
し
く
奮
い
た

た
し
め
る｣

若
者
の
気
質
を｢

河
馬｣

に
託
し
、
動
物
の
不
変
的
な
表
象
を

よ
り
可
変
的
で
多
義
的
に
変
容
さ
せ
る
擬
人
法
が
伏
在
し
て
い
る
。

矢
野
智
司
は
動
物
と
人
間
と
の
か
か
わ
り
を
取
り
結
ぶ
技
法
を｢

｢

生
の

技
法｣

と
し
て
の
擬
人
法
（anthropom

orphism

）｣

と
呼
び
、
そ
れ
を｢

動
物

や
異
類
の
存
在
者
が
も
つ
異
質
性
を
、
理
解
可
能
な
同
質
性
へ
と
変
換
さ

せ
る
魔
術
的
な
手
法｣

だ
と
理
解
し
た
。｢

河
馬｣

を
人
間
化
し
、
そ
の
青

(39)

年
の
よ
う
な
生
態
を
描
く
こ
と
は
、
動
物
と
人
間
の｢

同
質
性｣

を
強
調
す

る
と
同
時
に
、
そ
の
同
一
化
あ
る
い
は
平
等
化
を
根
拠
に
両
者
の
差
異
を

よ
り
受
け
入
れ
や
す
い
も
の
に
し
た
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
な
く
、｢

河
馬

の
力
を
さ
ず
か
っ
た｣

｢

河
馬
の
勇
士｣

に
対
す
る
叙
述
も
、
そ
う
い
う
擬

人
法
が
逆
転
す
る
よ
う
な
逆
擬
人
法
の
試
み
と
し
て
読
め
る
の
で
は
な
い

か
。
矢
野
に
よ
る｢

逆
擬
人
法
と
い
う
名
の
擬
人
法｣

は
、｢

動
物
が
人
間

の
世
界
に
回
収
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
が
動
物
た
ち
の
世
界
へ
と
開

か
れ
」、
人
間
を｢

世
界
化｣

か
つ｢

脱
人
間
化｣

を
も
す
る
。
そ
う
い
う
意

(40)

味
で
は
、｢

河
馬
の
勇
士｣

は
人
間
の
自
己
解
体
や
脱
人
間
中
心
主
義
の
象

徴
性
を
帯
び
る
こ
と
に
な
り
、た
だ
の
比
喩
に
と
ど
ま
る
呼
称
で
は
な
い
。

上
記
の
小
原
の
論
述
と
か
か
わ
れ
ば
、
そ
も
そ
も｢

河
馬｣

と
い
う
動
物
は

自
然
界
の
中
枢
役
を
果
た
す
点
で
越
境
的
な
動
物
で
あ
る
。
そ
れ
を
さ
ら

に
動
物
と
人
間
の
中
枢
役
と
し
て
物
語
化
す
る
作
者
の
意
図
は
、
動
物
と

人
間
の
双
方
向
的
な
連
動
を
読
者
に
彷
彿
さ
せ
、
核
時
代
の
人
間
の
あ
り

よ
う
を
再
考
さ
せ
る
た
め
に
違
い
な
い
。

ケ
ア
リ
ー
・
ウ
ル
フ
は
、｢

動
物
学
と
障
害
学
は
と
も
に
そ
の
モ
デ
ル
自

身
の
限
界
性
を
わ
れ
わ
れ
に
示
し
、
わ
れ
わ
れ
に
こ
れ
ら
の
倫
理
的
か
つ

政
治
責
任
的
な
問
題
を
私
が
提
示
し
た
ポ
ス
ト
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
立
場
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か
ら
再
考
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
。
そ
の｢

ポ
ス
ト｣

を
き
っ
か
け
に
、
人

間
と
非
人
間
の
異
な
っ
た
生
命
様
式
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
共
鳴
、類
似
性
、

尊
重
は
、
リ
ベ
ラ
ル
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
た
ち
に
と
っ
て
解
釈
不
能
な
形
式

で
理
解
さ
れ
る｣

と
述
べ
た
。
そ
れ
は
文
学
テ
ク
ス
ト
が｢

人
間
が
非
人

(41)

間
を
含
む
が
ゆ
え
に
人
間
で
あ
る
こ
と｣

を
示
し
始
め
た
と
い
う
プ
ラ
モ

(42)

ッ
ド
・
ナ
ヤ
ー
の
主
張
と
響
き
合
っ
て
い
る
。
ポ
ス
ト
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

は
人
間
と
人
間
外
部
の
生
命
様
式
と
の
〈
共
生
〉
と
、
人
間
内
部
の
異
な

っ
た
生
命
様
式
の
〈
共
生
〉
を
と
も
に
示
し
、
つ
ま
り
人
間
全
体
お
よ
び

人
間
と
非
人
間
の
全
体
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
差
異
を
肯
定
的
に
承
認
し

た
。
本
作
に
お
い
て
も
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
人
間
と
非
人
間
と
の
連
動
に

よ
っ
て
人
間
内
部
に
お
け
る
強
者
と
弱
者
と
の
〈
共
生
〉
、
ま
た
弱
者
た
ち

の
〈
共
生
〉
が
示
唆
さ
れ
た
。

五
、
結
論

本
稿
は
、
大
江
健
三
郎
の
短
編
連
作
で
構
成
さ
れ
た
長
編
小
説
『
河
馬

に
噛
ま
れ
る
』
を
研
究
対
象
に
、
先
行
研
究
に
見
落
と
さ
れ
が
ち
だ
が
、

重
要
視
さ
れ
る
べ
き
〈
共
生
〉
の
主
題
に
焦
点
を
絞
り
、
作
者
の
同
時
代

言
説
お
よ
び
外
延
的
な
理
論
を
援
用
し
つ
つ
、全
体
的
な
解
読
を
施
し
た
。

ま
ず
、｢

河
馬｣

の
イ
メ
ー
ジ
と
連
合
赤
軍
事
件
と
の
関
連
性
、
お
よ
び
多

義
的
な
人
間
像
に
埋
め
ら
れ
た
政
治
的
動
物
の
属
性
に
注
目
し
、
そ
う
い

う
人
間
た
ち
と
の
多
重
な
和
解
を
解
い
て
み
た
。
続
い
て
は
、
連
合
赤
軍

女
性
、
障
害
者
息
子
と
動
物
と
い
っ
た
人
間
社
会
の
弱
者
を
取
り
上
げ
、

そ
れ
ら
の
生
態
に
貫
か
れ
た
障
害
者
学
の
生
命
倫
理
と
〈
共
生
〉
へ
の
模

索
を
分
析
し
た
。
最
後
に
、
大
江
文
学
に
対
す
る
生
死
の
問
題
、
お
よ
び

核
時
代
の
エ
コ
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
き
っ
か
け
に
、
本
作
が
動
物
と
人
間

と
の
境
界
を
解
消
す
る
こ
と
で
、
人
間
の
自
己
解
放
お
よ
び
人
間
と
非
人

間
と
の
あ
い
だ
の
複
層
的
な
〈
共
生
〉
を
論
じ
た
。

一
九
八
〇
年
代
と
い
う
時
点
は
日
本
に
と
っ
て
、
高
度
経
済
成
長
を
遂

げ
た
十
年
後
で
あ
る
一
方
で
、
東
西
冷
戦
を
背
景
に
世
界
中
で
終
末
論
が

隆
盛
し
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。郷
原
佳
以
は
こ
う
い
う
時
代
の
文
脈
を｢

オ

ー
ウ
ェ
ル
の
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
小
説
が
舞
台
に
設
定
し
た
年
を
現
実
に
迎

え
、
人
々
は
、
科
学
技
術
の
急
速
な
発
展
と
裏
腹
に
世
界
は
確
固
と
し
た

共
通
の
目
標
を
失
い
、
末
期
的
な
状
態
を
呈
し
て
い
る｣

と
読
み
解
き
、

(43)

一
九
五
〇
年
代
か
ら
続
い
て
き
た
そ
う
い
う
状
況
に
、
核
脅
威
の
課
題
が

切
羽
詰
ま
っ
て
き
た
と
指
摘
し
た
。
だ
が
、
核
戦
争
が
む
ろ
ん
人
間
に
と

っ
て
絶
大
な
恐
怖
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
間
外
部
の
動
物
や
植
物
に
対
し

て
も
全
く
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
時
代
背
景
に
本
作
を
置
き
直
し
て
考
え
る

と
、
核
脅
威
の
も
と
で
の
人
間
が
弱
者
で
あ
る
と
同
じ
よ
う
に
、
赤
軍
内

の
女
性
も｢

僕｣

の
障
害
児
も
動
物
シ
ョ
ー
の
動
物
も
、
強
者
か
ら
の
暴
力

に
抑
圧
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。

動
物
と
人
間
と
の
関
係
を
き
っ
か
け
に
、
本
作
は
連
合
赤
軍
事
件
や
核

脅
威
な
ど
の
複
数
の
暴
力
の
様
態
を
一
挙
に
取
り
上
げ
、
そ
う
い
う
状
況

下
の
弱
者
た
ち
の
〈
共
生
〉
を
め
ぐ
る
問
題
系
を
断
片
的
に
語
り
な
が
ら

整
合
し
、
人
間
の
本
質
と
発
展
に
と
っ
て
根
源
的
な
追
究
を
行
っ
た
。
大

江
が｢

最
初
に
書
い
た
、
こ
の
宇
宙
、
世
界
そ
し
て
人
間
の
社
会
、
個
の

内
部
へ
と
耳
を
澄
ま
し
、
眼
を
見
開
く
よ
う
に
し
て
、
そ
こ
を
み
た
し
て

い
る
沈
黙
と
測
り
あ
う
言
葉
を
探
す
自
分
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
立
ち
戻

る｣

と
自
己
解
釈
す
る
よ
う
に
、｢

宇
宙
、
世
界
」
か
ら｢

人
間
の
社
会
、

(44)

個
の
内
部｣
へ
と
、
つ
ま
り
巨
視
的
か
ら
微
視
的
な
視
点
へ
の
移
動
を
も



31

と
に
、〈
共
生
〉
を
め
ぐ
る
諸
問
題
が
複
層
的
に
表
現
さ
れ
た
。

【
注
記
】

山
田
有
策
：｢

『
河
馬
に
噛
ま
れ
る
』
事
実
と
虚
構
」
、『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研

1
究
』
三
五
（
八
）、
一
九
九
〇
年
七
月
、
八
五
頁
。

無
署
名
：｢

時
代
と
社
会
に
根
差
す

野
上
弥
生
子
氏

白
寿
記
念
の
特
集

大
江

2
健
三
郎
氏
『
河
馬
に
噛
ま
れ
る
』
」
、『
読
売
新
聞
』
一
九
八
五
年
五
月
二
四
日
。

無
署
名
：｢

連
合
赤
軍
事
件
と
の
格
闘

大
江
健
三
郎
著
『
河
馬
に
噛
ま
れ
る
』」、『
読

3
売
新
聞
』
一
九
八
六
年
一
月
一
三
日
。

白
川
正
芳
：｢

《
大
江
健
三
郎
『
河
馬
に
噛
ま
れ
る
』
他
を
読
む
》
″
文
体
の
魔
″

4
と
新
技
術
」
、『
三
田
文
学
』［
第

期
］
六
五
（
五
）、
一
九
八
六
年
五
月
、
一
八
五

3

頁
。筒

井
康
隆
：｢

新
し
い
自
己
照
射
の
試
み

―
大
江
健
三
郎
『
河
馬
に
噛
ま
れ
る
』」、

5
『
文
学
界
』
四
〇
（
三
）、
一
九
八
六
年
三
月
、
二
九
九
頁
。

竹
田
青
嗣
：｢

書
評

世
界
イ
メ
ー
ジ
を
耕
す
困
難

大
江
健
三
郎
『
河
馬
に
噛
ま

6
れ
る
』
」、『
群
像
』
四
一
（
三
）、
一
九
八
六
年
三
月
、
二
五
九
頁
。

牛
久
保
建
男
：｢

｢

悲
傷
感｣

を
さ
さ
え
る
も
の

―
大
江
健
三
郎
『
河
馬
に
噛
ま
れ

7
る
』
を
め
ぐ
っ
て
」
、『
民
主
文
学
』（
二
五
二
）
、
一
九
八
六
年
一
一
月
、
一
二
六
頁
。

無
署
名
：｢

時
代
と
社
会
に
根
差
す

野
上
弥
生
子
氏

白
寿
記
念
の
特
集

大
江

8
健
三
郎
氏
『
河
馬
に
噛
ま
れ
る
』
」
、『
読
売
新
聞
』
一
九
八
五
年
五
月
二
四
日
。

無
署
名
：｢

『
河
馬
に
噛
ま
れ
る
』
大
江
健
三
郎
著

新
し
い
若
者
の
生
き
方｣

、『
毎

9
日
新
聞
』
一
九
八
六
年
二
月
三
日
。

上
村
文
人
：｢

大
江
健
三
郎
『
河
馬
に
噛
ま
れ
る
』
論

―
連
合
赤
軍
事
件
と
の
関

10
係
性
を
中
心
に

―｣

、『
都
大
論
究
』
（
四
九
）、
二
〇
一
二
年
六
月
、
三
七
頁
。

尾
崎
真
理
子
：｢

青
年
の
夢
想
と
酷
た
ら
し
さ｣

、『
大
江
健
三
郎
全
小
説

』、
二
〇

11

11

一
九
年
七
月
、
六
八
四
頁
。

大
江
健
三
郎
：
『
河
馬
に
噛
ま
れ
る
』、『
大
江
健
三
郎
全
小
説

』、
講
談
社
、
二
〇

12

11

一
九
年
七
月
、
七
四
頁
。

｢

ぼ
く
は
す
で
に｢

証
拠｣

に
さ
れ
て
い
る
『
自
己
批
判
書
』
の
ま
き
ち
ら
し
た
毒
素
を

13
早
急
に
は
き
清
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
通
じ
て
『
自
己
批
判
書
』
の
デ

タ
ラ
メ
さ
、
反
動
性
、
反
階
級
性
、
反
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
グ
主
義
の
暴
露
を
通

し
て
、
権
力
に
よ
る
そ
の
利
用
を
粉
砕
す
る
中
で
、
自
己
の
根
底
的
な
自
己
批
判
を

行
な
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す｣

で
あ
る
。
同
一
二
、
七
三
頁
。

そ
の
こ
と
は
一
九
八
四
年
六
月
に
新
泉
社
出
版
さ
れ
た
、
森
恒
夫
の
『
銃
撃
戦
と
粛

14
清

森
恒
夫
自
己
批
判
書
全
文
』
の｢

解
説｣

に
も
提
示
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
作
品

分
載
の
期
間
と
『
銃
撃
戦
と
粛
清

森
恒
夫
自
己
批
判
書
全
文
』
発
行
の
時
期
か
ら

考
え
る
と
、
大
江
は
初
出
の｢

河
馬
に
噛
ま
れ
る｣

執
筆
時
に
は
『
銃
撃
戦
と
粛
清

森
恒
夫
自
己
批
判
書
』
を
読
ん
で
お
ら
ず
、
そ
の
後
の
連
作
連
載
中
に
、
同
書
を
読

ん
で
一
九
八
五
年
三
月
出
版
の｢

河
馬
の
昇
天｣

に
取
り
入
れ
た
と
推
定
で
き
る
。
高

沢
皓
司
：｢

解
説｣

、
高
沢
皓
司
編
、
森
恒
夫
：
『
銃
撃
戦
と
粛
清

森
恒
夫
自
己
批
判

書
全
文
』、
新
泉
社
、
一
九
八
四
年
六
月
、
二
九
一
頁
。

森
恒
夫
：｢

1973.1.1

坂
東
国
男
宛
書
簡
」、
高
沢
皓
司
編
：
『
連
合
赤
軍
の
軌
跡

15

獄
中
書
簡
集
』、
一
九
七
四
年
三
月
、
一
一
四
～
一
一
五
頁
。

同
一
二
、
一
四
四
頁
。

16
『
厳
粛
な
綱
渡
り
』
に
収
録
さ
れ
た｢

性
の
奇
怪
さ
と
異
常
と
危
険｣

一
文
に
お
い
て

17
大
江
は
、
自
ら
が
作
者
と
し
て
意
識
的
に
か
つ
独
自
的
に｢

性
的
な
る
も
の
」
を
創
作

に
取
り
入
れ
、
読
者
を｢

性
的
な
甘
い
匂
い
の
す
る
眠
り
に
さ
そ
う
か
わ
り
に
、
苛
酷

な
違
和
感
に
み
ち
た
覚
醒
へ
と
ひ
き
ず
り
だ
す
た
め
の
工
夫
に
す
ぎ
な
い｣

方
法
を
明

言
し
た
。
同
書
の｢

廿
世
紀
小
説
の
性｣

と｢

現
代
文
学
と
性｣

に
お
い
て
も
、
大
江
が

各
国
な
現
代
小
説
と
性
の
関
連
性
を
幅
広
く
網
羅
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の｢

性
的
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な
言
葉｣｢

性
的
イ
メ
ー
ジ｣

や｢

二
十
世
紀
人
間
の
孤
独
感
と
性
の
結
び
つ
き｣

と
い
っ

た
実
存
的
な
性
的
表
現
力
を
追
究
す
る
意
思
を
述
べ
た
。
大
江
健
三
郎
：
『
厳
粛
な
綱

渡
り

現
代
日
本
の
エ
ッ
セ
イ
』、
講
談
社
、
一
九
九
一
年
一
〇
月
。

ブ
シ
マ
キ
ン
・
バ
ジ
ム
：｢

大
江
健
三
郎
の
〈
政
治
的
人
間
〉
と
〈
性
的
人
間
〉
の

18
止
揚
」
、『
人
間
社
会
環
境
研
究
』（
二
五
）
、
二
〇
一
三
年
三
月
、
一
五
八
～
一
六
〇

頁
。デ

ィ
ネ
シ
ュ
・
Ｊ
・
ワ
デ
ィ
ウ
ェ
ル
著
、
井
上
太
一
訳
：
『
現
代
思
想
か
ら
の
動
物

19
論

戦
争
・
主
権
・
生
政
治
』
、
人
文
書
院
、
二
〇
一
九
年
一
〇
月
、
一
〇
三
頁
。

同
一
二
、
九
〇
～
九
一
頁
。

20

連
合
赤
軍
党
内
の
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
を
反
映
す
る
典
型
的
な
例
と
し
て
、
永
田
洋
子
が
指

21
導
者
と
仰
い
だ
男
に
強
姦
さ
れ
た
こ
と
や
坂
口
弘
と
の
子
供
を
中
絶
さ
れ
た
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。
永
田
自
身
も
最
高
指
導
者
で
あ
る
森
恒
夫
も
女
性
性
に
対
し
て
嫌
悪

な
態
度
を
示
し
た
。
上
野
千
鶴
子
：
『
生
き
延
び
る
た
め
の
思
想

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平

等
の
罠
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
二
月
、
九
一
～
一
一
〇
頁
。

同
一
二
、
一
〇
七
頁
。

22

北
山
敏
秀
：｢

｢

声
の
な
い｣

呼
び
か
け
を
聴
く

―
大
江
健
三
郎
『
個
人
的
な
体
験
』

23
に
お
け
る
規
範
へ
の
意
識
と
、
規
範
を
差
異
化
す
る
身
体

―｣

、『
社
会
文
学
』（
四

九
）、
二
〇
一
九
年
、
一
六
五
～
一
六
九
頁
。

同
一
二
、
一
九
二
～
一
九
三
頁
。

24

ス
ナ
ウ
ラ
・
テ
イ
ラ
ー
：
『
荷
を
引
く
獣
た
ち

動
物
の
解
放
と
障
害
者
の
解
放
』、

25
洛
北
出
版
、
二
〇
二
〇
年
九
月
、
一
〇
七
頁
。

大
江
健
三
郎
：｢

破
壊
し
て
い
い
最
後
の
も
の｣

、『
生
き
方
の
定
義

再
び
状
況
へ
』、

26
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
二
月
、
一
一
六
頁
。
初
出
：
『
世
界
』（
四
六
五
）、
一
九
八

四
年
八
月
。

大
江
健
三
郎
：｢

こ
の
項
つ
づ
く
」
、『
生
き
方
の
定
義

再
び
状
況
へ
』
、
岩
波
書
店
、

27

一
九
八
五
年
二
月
、
二
三
六
頁
。
初
出
：
世
界
（
四
七
一
）、
一
九
八
五
年
二
月
。

同
二
五
、
四
七
頁
。

28

た
と
え
ば
、
高
野
斗
志
美｢

大
江
健
三
郎
著
「
同
時
代
ゲ
ー
ム
」
自
由
を
め
ぐ
る
死

29
と
再
生
の
物
語
（
読
書
室
）｣

（
『
潮
』（
二
四
九
）
一
九
八
〇
年
二
月
）
、
森
与
志
男｢

神

話
的
世
界
に
お
け
る
死
と
再
生

―
大
江
健
三
郎
「
い
か
に
木
を
殺
す
か
」
を
読
む
」
、

（『
民
主
文
学
』（
二
三
五
）、
一
九
八
五
年
六
月
）、
榎
本
正
樹
：｢

大
江
健
三
郎
の
〈
キ

ー
ワ
ー
ド
〉

死
と
再
生
」、（
『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』、
一
九
九
〇
年
七

月
）、
川
本
三
郎｢

芸
術
家
の
自
死
と
再
生

―
大
江
健
三
郎
『
取
り
替
え
子
』（
チ
エ

ン
ジ
リ
ン
グ
）
を
読
む
」（
『
文
学
界
』
五
五
（
二
）、
二
〇
〇
一
年
二
月
）、
團
野
光

晴
：｢

〈
戦
後
日
本
〉
の
死
と
再
生
：
大
江
健
三
郎
『
懐
か
し
い
年
へ
の
手
紙
』
論｣

、

（
『
金
沢
大
学
国
語
国
文
』（
四
六
）、
二
〇
二
一
年
五
月
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
大

江
自
身
も｢

小
説
・
死
と
再
生
（
小
説
は
何
処
へ
ゆ
く
か
〈
特
集
〉）｣

（
『
群
像
』
四

八
（
一
）、
一
九
九
三
年
一
月
）
と
い
う
一
文
で
自
己
確
認
し
た
こ
と
が
あ
る
。

今
井
清
人
：｢

大
江
健
三
郎
の
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

死
と
再
生｣

、『
国
文
学

解
釈

30
と
教
材
の
研
究
』
三
五
（
八
）、
一
九
九
〇
年
七
月
、
一
三
三
頁
。

た
と
え
ば
、｢

核
時
代
の
日
本
人
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー｣

（
『
世
界
』（
四
二
二
）、

31
一
九
八
一
年
一
月
）
で
は
、
大
江
は
核
権
力
や
核
脅
威
に
抑
圧
さ
れ
た｢

人
間
的
悲
惨

の
経
験｣

を
踏
ま
え
、｢

核
兵
器
の
威
力
に
対
立
し
つ
づ
け
、
決
し
て
そ
の
前
に
屈
伏

し
な
い
と
い
う
態
度｣

へ
の
展
望
を
核
時
代
を
生
き
延
び
る｢

も
っ
と
も
現
実
的
な
戦

略
・
戦
術
論｣

と
し
た
。
同
じ
よ
う
な
意
思
表
明
は
、｢

核
状
況
の
カ
ナ
リ
ア
理
論｣

（
『
世

界
』（
四
三
二
）、
一
九
八
一
年
一
一
月
）
や
「
核
時
代
へ
の
想
像
力
」、（
『
核
時
代
の

想
像
力
』
新
潮
社
、
一
九
七
八
年
五
月
）
な
ど
の
論
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。

同
一
二
、
一
五
四
～
一
五
五
頁
。

32

赵
春
秋
：
《
大
江
健
三
郎
存
在
主
义
文
学
的
生
态
批
评
》，
沈
阳
师
范
大
学
学
报
（
社

33
会
科
学
版
），2010
年

月
，
第

页
。
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33

こ
の
本
で
記
録
さ
れ
た
大
江
の
主
張
に
よ
る
と
、
原
爆
問
題
を
た
だ
広
島
だ
け
に
制

34
限
す
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
。
問
題
の
核
心
に
突
き
詰
め
る
と
、
南
京
大
虐
殺
の
30

万
人
、
戦
争
中
で
死
ん
だ
百
万
の
ア
ジ
ア
人
、
挺
身
隊
や
強
引
に
連
行
さ
れ
た
人
々
、

原
爆
の
被
害
者
全
員
、
そ
れ
ら
の
人
間
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
江
健
三

郎
：
『
ヒ
ロ
シ
マ
の
「
生
命
の
木
」
』、
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
九
一
年
一
二
月
。

冯
立
华
：
《
生
态
批
评
视
域
下
的
大
江
健
三
郎
“
核
”
文
学
―
―
以
《
晚
年
样
式
集
》

35
为
中
心
》，
《
北
方
文
学
》，2019

年

月
，
第

页
。

12

61

本
作
が
書
き
始
め
ら
れ
た
五
年
前
の
一
九
七
八
年
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
リ
ュ
カ
ー
ト

36
が｢

文
学
と
エ
コ
ロ
ジ
ー

―
エ
コ
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
実
験｣

と
い
う
一
文
を
発
表

し
た
。
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
エ
コ
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
初
め
て
批
評
の
潮
流
と
し

て
登
場
し
、
そ
れ
ま
で
人
間
中
心
主
義
的
な
文
学
研
究
を
生
命
中
心
主
義
あ
る
い
は

環
境
中
心
主
義
的
な
も
の
へ
と
移
行
さ
せ
た
。
伊
藤
詔
子
：｢

緑
の
文
学
批
評
」、
ハ

ロ
ル
ド
・
フ
ロ
ム
ら
著
：
『
緑
の
文
学
批
評

エ
コ
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
』、
松
柏
社
、

一
九
九
八
年
一
〇
月
、
一
〇
～
一
三
頁
。

同
一
二
、
三
八
、
一
九
五
頁
。

37

小
原
秀
雄
：｢

第
三
章

ア
フ
リ
カ
の
旅

三

河
馬
の
は
な
し
」
、『
境
界
線
の
動

38

物
誌
』、
一
九
七
七
年
六
月
、
思
索
社
、
一
六
二
頁
。
初
出
は
『
現
代
思
想
』
一
九
七

五
年
一
月
号
か
ら
一
九
七
六
年
一
二
月
号
ま
で
連
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

矢
野
智
司
：
『
動
物
絵
本
を
め
ぐ
る
冒
険

動
物
－
人
間
学
の
レ
ッ
ス
ン
』、
勁
草
書

39
房
、
二
〇
〇
四
年
三
月
、
八
〇
頁
。

同
三
九
、
九
二
頁
。

40

Cary
W

olfe,W
hatis

Posthum
anism

?,M
inneapolis:U

niversity
ofM

innesota

41Press.2010.p127-128.

Pram
od

N
ayar,Posthum

anism
,Polity

press.2014.p2.

42

郷
原
佳
以
：｢

黙
示
な
き
破
局
の
寓
話

核
時
代
の
脱
構
築｣

、『
現
代
思
想
』
四
九

43
（
七
）、
青
土
社
、
二
〇
二
一
年
六
月
、
一
七
四
頁
。

大
江
健
三
郎
：｢

小
説
家
と
し
て
生
き
死
に
す
る
こ
と
」、『
私
と
い
う
小
説
家
の
作

44
り
方
』、
新
潮
社
、
一
九
九
八
年
四
月
、
一
九
八
頁
。

付
記
：
本
稿
は
、
二
〇
二
一
年
七
月
二
八
日
に
担
当
し
た
授
業
発
表
の
原
稿
を
も
と
に
、

度
重
な
る
加
筆
修
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
九
州
大
学
地
球
社
会
統
合
学
府
博
士
後
期
課
程
二
年
）


