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を
生
か
さ
な
か
っ
た
り
︑
追
い
つ
め
て
い
っ
た
り
︑
人
を
非
人

間
的
な
生
活
に
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
が
法
に
な
っ
た
時
に
︑
実

定
法
で
考
え
る
な
ら
ば
︑
法
学
者
は
そ
れ
に
従
わ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
出
て
き
ま
す
︒
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
南
野
先
生
︑
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
︒

南
野

は
い
︑
非
常
に
重
要
な
問
題
だ
と
思
い
ま
す
︒
現
実
に

ナ
チ
ズ
ム
の
時
代
︑
そ
れ
が
グ
ロ
テ
ス
ク
な
形
で
顕
在
化
し
ま

し
た
︒
も
と
も
と
近
代
立
憲
主
義
の
興
隆
期
︑
す
な
わ
ち
一
九

世
紀
後
半
以
降
︑
自
然
法
論
の
考
え
方
が
徐
々
に
下
火
に
な
っ

て
い
き
︑
実
定
法
主
義
︑
実
証
主
義
︑
ま
た
価
値
相
対
主
義
が

有
力
に
な
っ
て
い
く
と
︑
国
会
︑
国
王
が
作
っ
た
も
の
が
法
で

あ
り
︑
神
様
と
か
︑
心
の
中
の
良
心
と
か
︑
そ
う
い
う
こ
と
は

関
係
が
な
い
と
い
う
考
え
方
が
支
配
的
に
な
る
わ
け
で
す
が
︑

し
か
し
︑
と
ん
で
も
な
い
悪
法
が
目
の
前
に
出
現
す
る
よ
う
に

な
る
と
︑
今
度
は
�
悪
法
も
法
か
�
と
い
う
︑
ま
さ
に
森
島
先

生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
問
題
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
︒

ナ
チ
ズ
ム
は
極
悪
非
道
の
限
り
を
尽
く
す
の
で
す
が
︑
実
は

法
律
を
使
っ
て
そ
れ
を
行
う
わ
け
で
す
︒
国
会
で
い
ち
お
う
正

式
の
法
律
を
作
っ
て
︑
た
と
え
ば
全
権
委
任
法
の
よ
う
な
も
の

を
作
り
ヒ
ト
ラ
ー
が
権
力
を
獲
得
し
て
い
く
︑
そ
う
い
う
意
味

で
は
悪
法
だ
が
違
法
で
な
い
︑
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
︑
適
法
だ

が
完
全
に
悪
だ
︑
と
い
う
事
態
が
現
出
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で

す
︒
そ
の
と
き
裁
判
官
は
︑
�
こ
ん
な
ふ
う
に
法
を
適
用
し
て

こ
の
人
を
死
刑
に
す
る
の
は
ど
う
考
え
て
も
正
義
に
反
す
る
け

れ
ど
も
︑
現
に
有
効
な
実
定
法
で
あ
る
か
ら
こ
の
法
を
適
用
せ

ざ
る
を
得
な
い
�
と
い
っ
た
事
例
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
︒
し
か
し
︑
実
証
主
義
者
に
と
っ
て
は
︑
�
き
ち
ん
と
手
続

き
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
た
法
な
ら
ば
そ
の
内
容
の
良
し
悪
し
に

は
関
係
な
く
法
と
し
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
�
と
い
う
こ

と
に
な
る
た
め
︑
と
ん
で
も
な
い
非
正
義
︑
反
正
義
に
対
し
て

法
律
家
と
し
て
何
も
で
き
な
い
︑
と
い
う
悲
し
い
結
果
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
︒

そ
の
よ
う
な
強
烈
な
経
験
を
踏
ま
え
︑
戦
後
ド
イ
ツ
で
は
︑

自
然
法
の
復
権
と
い
う
思
想
的
な
潮
流
が
生
ま
れ
ま
す
︒
悪
法

は
法
で
は
な
い
の
だ
︑
と
い
う
わ
け
で
︑
正
義
に
反
す
る
法
が

現
に
作
ら
れ
て
し
ま
っ
た
時
︑
そ
れ
に
は
従
う
義
務
が
な
い
︑

さ
ら
に
は
抵
抗
す
る
義
務
さ
え
あ
る
︑
な
ど
と
す
る
主
張
が
有

力
に
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒

自
然
法
論
の
出
番
が
な
い

南
野

し
か
し
日
本
で
は
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
︒
そ

こ
は
非
常
に
難
し
い
と
こ
ろ
な
の
で
す
が
︑
ナ
チ
ズ
ム
な
ど
の

自
然
法
論
の
出
番
が
復
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
る
節
が
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
は
何
か
と
い
う
と

�
憲
法
が
改
正
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
�
と
い
う
問
題
で
す
︒

も
し
改
正
さ
れ
た
時
に
︑
決
め
ら
れ
た
法
に
従
う
実
定
法
の
論

理
だ
け
で
い
く
と
︑
そ
れ
が
良
か
っ
た
の
か
︑
そ
れ
と
も
戻
し

た
方
が
い
い
の
か
︑
判
断
が
難
し
く
な
る
と
思
う
の
で
す
︒
い

っ
た
ん
決
め
ら
れ
た
憲
法
を
元
に
戻
す
と
い
う
時
に
も
︑
法
学

者
の
判
断
基
準
が
実
定
法
な
ら
ば
︑
戻
す
と
い
う
方
向
に
向
か

う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
︒

例
え
ば
︑
憲
法
九
条
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
︒
憲
法
九
条
は

戦
後
の
日
本
人
が
戦
争
体
験
の
反
省
か
ら
平
和
を
決
意
し
た
素

晴
ら
し
い
も
の
で
す
が
︑
今
︑
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
ロ
シ
ア
が
侵
攻

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
国
民
の
考
え
方
が
揺
ら
い
で
い
る
よ
う

に
感
じ
ま
す
︒
�
他
国
か
ら
攻
撃
さ
れ
た
時
に
憲
法
九
条
で
は

ど
う
し
よ
う
も
な
い
じ
ゃ
な
い
か
�
と
︒
だ
か
ら
�
時
代
に
合

わ
せ
て
そ
ろ
そ
ろ
変
え
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
�
と
考
え

る
人
だ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
う
の
で
す
︒
憲
法
九
条
と
い

う
考
え
方
を
支
え
た
世
代
が
い
な
く
な
り
︑
そ
し
て
憲
法
九
条

を
支
え
た
理
念
が
共
有
さ
れ
な
い
時
代
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い

ま
す
︒
そ
の
よ
う
な
時
代
に
何
が
平
和
を
支
え
る
の
か
︑
も
し

改
正
し
た
ら
ど
の
よ
う
に
こ
の
理
念
を
取
り
戻
せ
る
の
か
︒
こ

極
端
な
悪
法
の
例
を
見
る
と
︑
一
〇
人
中
九
人
ま
で
が
�
こ
れ

は
悪
法
だ
�
と
言
え
る
で
し
ょ
う
が
︑
現
に
日
本
社
会
に
あ
る

法
を
考
え
た
場
合
︑
�
こ
れ
を
悪
法
と
思
う
か
�
と
聞
い
た
時

に
︑
一
〇
人
中
六
人
が
悪
法
だ
と
言
っ
て
も
︑
四
人
は
悪
法
で

は
な
い
と
言
う
な
ど
︑
善
悪
の
判
断
が
容
易
に
は
つ
か
な
い
こ

と
の
方
が
む
し
ろ
普
通
で
す
︒
そ
れ
は
つ
ま
り
︑
国
家
が
ナ
チ

ス
ほ
ど
に
は
悪
逆
で
は
な
く
︑
そ
れ
な
り
に
民
主
主
義
的
で
自

由
主
義
的
に
な
る
と
︑
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
悪
法
と
い
う
も

の
は
作
ら
れ
な
く
な
り
︑
あ
と
は
価
値
観
の
違
い
に
な
る
と
い

う
こ
と
で
す
︒
そ
う
な
る
と
自
然
法
論
の
出
番
が
な
く
な
っ
て

く
る
︑
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒

憲
法
が
改
正
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
時
に

森
島

な
る
ほ
ど
︒
実
定
法
が
直
面
す
る
問
題
に
関
し
て
法
学

者
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
い
う
こ
と
を
確

認
し
ま
し
た
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
も
う
少
し
日
本
の
問
題
に

引
き
寄
せ
て
お
尋
ね
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒

な
ぜ
な
ら
ば
︑
こ
れ
か
ら
日
本
に
お
い
て
大
き
な
ト
ピ
ッ
ク

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
問
題
が
あ
る
か
ら
で
す
︒
実
定
法
と
自

然
法
の
ど
ち
ら
も
良
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
が
︑
実
定
法
を

重
ん
じ
る
法
学
者
も
自
然
法
を
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
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の
問
題
に
対
し
て
法
学
者
に
何
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を

問
う
た
時
に
実
定
法
と
い
う
の
は
危
な
い
の
で
は
な
い
か
︑
と

い
う
の
が
法
学
者
で
な
い
立
場
か
ら
見
て
い
る
私
の
感
想
で
す
︒

南
野
先
生
は
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
︒

南
野

非
常
に
よ
く
分
か
り
ま
す
︒
自
民
党
の
二
〇
一
二
年
の

改
憲
案
を
見
て
も
如
実
に
そ
の
問
題
点
が
出
て
い
ま
す
︒
九
条

も
然
り
で
す
が
︑
個
人
の
尊
重
と
い
う
こ
と
も
消
え
て
い
る
の

で
す
︒
�
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
�
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ

っ
て
︑
わ
ざ
わ
ざ
�
個
人
�
の
�
個
�
を
取
る
と
い
う
こ
と
は

非
常
に
意
味
深
長
だ
と
思
い
ま
す
︒
�
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
�

と
言
わ
れ
る
と
�
動
物
で
は
な
い
ん
だ
よ
�
︑
と
い
う
こ
と
で
︑

個
人
︑
ペ
ル
ソ
ナ
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
わ
ざ
と

消
し
て
い
る
︒
非
常
に
恐
ろ
し
い
と
感
じ
ま
す
︒

教
派
の
意
見
の
不
一
致
︑
神
々
の
争
い

南
野

そ
れ
は
そ
う
な
の
で
す
が
︑
非
常
に
身
も
ふ
た
も
な
い

言
い
方
を
し
て
し
ま
う
と
︑
国
民
が
そ
れ
を
よ
し
と
し
て
し
ま

う
の
で
あ
れ
ば
︑
し
か
た
が
な
い
︑
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
と
思
い
ま
す
︒
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
の
法
学
者
︑
市

民
が
発
言
を
す
る
わ
け
で
︑
私
な
ら
ば
�
そ
う
い
う
改
憲
案
は

ダ
メ
だ
�
と
反
対
す
る
で
し
ょ
う
が
︑
最
終
的
に
国
会
の
三
分

の
二
︑
そ
し
て
国
民
投
票
の
過
半
数
が
そ
れ
を
よ
し
と
す
る
の

で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
は
そ
の
よ
う
に
決
ま
る
と
い
う
話
に
な
り
ま

す
︒
森
島
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
︑
そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教

的
な
価
値
観
︑
あ
る
い
は
自
然
法
的
な
考
え
方
が
一
定
の
力
を

持
っ
て
い
れ
ば
大
丈
夫
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
︑
そ
の
よ
う
な

発
想
は
よ
く
わ
か
る
の
で
す
が
︑
し
か
し
そ
こ
で
言
わ
れ
る
自

然
法
の
考
え
方
の
具
体
的
な
中
身
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
︑
容
易
に
は
一
致
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
千
差
万
別
と

ま
で
は
言
い
ま
せ
ん
が
︒
人
権
の
思
想
の
難
し
い
と
こ
ろ
︑
あ

る
い
は
そ
れ
を
憲
法
論
に
落
と
し
込
む
の
が
難
し
い
と
い
う
の

は
�
具
体
的
に
こ
う
い
う
改
正
案
︑
条
文
は
自
然
法
の
立
場
か

ら
し
て
良
い
か
悪
い
か
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
価
値
観
か
ら
見
て
良

い
か
悪
い
か
�
と
い
う
こ
と
を
誰
が
︑
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
決

め
る
の
か
と
い
う
問
題
で
す
︒
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
が
違
う
︑
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
何
々
派
と
何
々
派
が
違
う
︑

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
︑
や
は
り
�
神
々
の
争
い
�
に
な
っ
て

し
ま
い
︑
決
着
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
︒

現
代
日
本
人
が
向
き
合
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
課
題

森
島

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
︒
い
ま
︑
現
代
日
本
人
が
向

き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
を
︑
南
野
先
生
が
言
語
化
し

通
点
が
あ
り
ま
す
︒

聖
書
の
基
本
は
旧
約
聖
書
で
す
︒
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
が
使
う

旧
約
続
編
付
き
・
新
共
同
訳
聖
書
の
頁
数
は
約
二
四
〇
〇
頁
で

す
︒
そ
の
う
ち
約
一
五
〇
〇
頁
が
旧
約
聖
書
で
す
︒
新
約
聖
書

は
旧
約
聖
書
の
内
容
を
踏
ま
え
て
記
さ
れ
た
の
で
︑
旧
約
聖
書

が
全
体
の
主
要
部
分
な
の
で
す
︒
旧
約
聖
書
は
古
代
の
ユ
ダ
ヤ

教
知
識
人
の
何
世
代
に
も
わ
た
る
編
集
作
業
に
よ
っ
て
成
立
し

た
の
で
す
が
︑
全
体
が
ま
と
め
上
げ
ら
れ
て
い
く
契
機
に
な
っ

た
事
件
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
滅
亡
で
し
た
︒
イ
ス
ラ
エ
ル
の
国
家

体
制
が
敗
戦
で
消
滅
し
た
後
︑
こ
の
歴
史
的
惨
事
が
起
き
た
理

由
を
反
省
し
︑
イ
ス
ラ
エ
ル
復
興
に
向
け
て
自
分
た
ち
は
ど
う

生
き
る
べ
き
か
と
い
う
テ
ー
マ
を
共
同
で
追
求
し
た
ユ
ダ
ヤ
人

が
旧
約
聖
書
を
作
っ
た
の
で
す
︒
敗
戦
と
国
家
滅
亡
は
そ
れ
自

体
と
し
て
は
つ
ら
く
苦
し
い
経
験
で
す
︒
し
か
し
︑
そ
の
意
味

を
深
く
考
え
た
人
々
は
︑
イ
ス
ラ
エ
ル
復
興
に
必
要
な
生
き
方

の
理
想
を
言
語
化
し
︑
旧
約
聖
書
を
ま
と
め
ま
し
た
︒

日
本
国
憲
法
は
︑
二
〇
世
紀
の
二
度
の
世
界
大
戦
︑
明
治
期

以
降
の
日
本
が
繰
り
返
し
た
戦
争
︑
特
に
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦

争
に
お
け
る
日
本
の
敗
戦
を
背
景
に
記
さ
れ
ま
し
た
︒
そ
の
基

本
原
則
︵
国
民
主
権
・
平
和
主
義
・
基
本
的
人
権
の
尊
重
︶
の
い
ず

れ
も
が
︑
戦
争
を
止
め
ら
れ
ず
そ
の
被
害
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ

て
く
だ
さ
っ
た
と
思
い
ま
す
︒
す
な
わ
ち
︑
国
民
が
何
を
よ
し

と
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
事
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒

そ
う
す
る
と
や
は
り
法
や
憲
法
と
い
う
も
の
も
永
遠
不
変
の

も
の
で
は
な
く
︑
論
理
的
に
も
制
度
的
に
も
変
え
ら
れ
る
も
の

で
あ
り
ま
す
か
ら
︑
そ
こ
に
生
き
る
国
民
が
人
間
を
ど
の
よ
う

に
と
ら
え
︑
ど
の
よ
う
な
国
に
し
よ
う
と
し
︑
ど
う
い
う
人
間

を
人
間
ら
し
い
と
考
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
事

な
こ
と
に
な
る
と
思
う
の
で
す
︒

そ
こ
で
久
保
先
生
の
問
題
提
起
︑
要
す
る
に
人
間
の
尊
厳
と

い
う
理
解
に
キ
リ
ス
ト
教
が
社
会
の
中
で
貢
献
で
き
る
︑
あ
る

い
は
社
会
の
中
に
も
っ
と
キ
リ
ス
ト
教
的
な
価
値
観
や
考
え
方

が
広
く
受
容
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︑

そ
れ
が
な
ぜ
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
か
︑
と
い
う
問
題
提
起
に

つ
な
が
っ
て
く
る
と
感
じ
た
次
第
で
す
︒
久
保
先
生
︑
い
か
が

で
し
ょ
う
か
︒

共
通
点
︱
︱
戦
争
に
負
け
た
こ
と

久
保

私
は
一
人
の
日
本
人
と
し
て
聖
書
を
学
ぶ
中
で
︑
日
本

国
憲
法
と
の
関
わ
り
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
聖
書

と
日
本
国
憲
法
は
書
か
れ
た
時
代
と
場
所
が
異
な
り
ま
す
が
︑

戦
争
に
敗
北
し
た
国
家
の
歴
史
を
背
景
に
成
立
し
た
と
い
う
共
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せ
た
人
類
史
に
対
す
る
反
省
と
︑
日
本
を
平
和
国
家
と
し
て
復

興
さ
せ
る
課
題
と
結
び
つ
い
て
い
ま
す
︒
戦
争
で
壊
れ
た
社
会

の
復
興
を
課
題
と
す
る
と
い
う
点
で
︑
ま
た
復
興
後
の
新
し
い

社
会
の
土
台
に
人
間
の
尊
厳
と
い
う
価
値
を
据
え
た
点
で
︑
聖

書
と
日
本
国
憲
法
に
は
本
質
的
な
共
通
点
が
あ
り
ま
す
︒

一
般
に
聖
書
は
宗
教
書
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
た
め
か
︑

そ
の
内
容
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
は
な
い
日
本
人
の
生
き
方
に
は

あ
ま
り
関
係
が
な
い
と
受
け
取
ら
れ
が
ち
で
す
︒
し
か
し
︑
文

書
が
書
か
れ
た
時
代
背
景
を
念
頭
に
置
い
て
読
ん
で
み
ま
す
と
︑

聖
書
は
人
間
が
人
間
ら
し
く
生
き
る
た
め
の
原
理
原
則
を
探
り
︑

壊
れ
た
社
会
を
再
建
す
る
可
能
性
を
追
求
し
て
い
る
書
物
で
あ

る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
︒

あ
る
べ
き
社
会
と
は
何
か
︑
そ
の
よ
う
な
社
会
を
つ
く
る
に

ふ
さ
わ
し
い
人
間
の
生
き
方
と
は
何
か
を
考
え
る
上
で
︑
聖
書

は
万
人
に
有
用
な
参
考
書
で
す
︒
こ
れ
ら
の
問
い
を
き
ち
ん
と

考
え
︑
議
論
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
︒
考
え
て
議
論
す
る
習
慣

が
な
い
と
︑
森
島
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
�
他
国
の
攻

撃
が
怖
い
か
ら
自
分
た
ち
も
武
装
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
�
と

い
う
方
向
に
人
は
流
さ
れ
て
し
ま
う
と
思
い
ま
す
︒

︻
続
く
】

二
〇
二
二
年
一
〇
月
三
一
日
︑
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
に
て
実
施




