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ノ
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バ
タ
イ
ユ
は
一
九
四
七
年
に
奇
妙
な
文
章
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ
は
「
実
存
主
義
か
ら
経
済
の
優
位
性
へ
」
と
い
う
標
題
を
も
ち
、
そ

こ
で
は
四
人
の
著
作
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
盧
。
そ
の
う
ち
の
一
冊
が
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
と
い
う

作
品
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
バ
タ
イ
ユ
独
自
の
「
生
産
的
消
費
」
と
「
非
生
産
的
消
費
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ

て
な
さ
れ
る
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
瞬
間
」、
あ
る
い
は
「
現
在
」
の
概
念
に
関
す
る
分
析
で
あ
る
。
こ
の
バ
タ
イ
ユ
の
書
評
論
文
は
、
一

九
四
七
年
か
ら
四
八
年
に
か
け
て
、『
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
』
誌
に
二
回
に
分
け
て
発
表
さ
れ
た
。

一
体
、
何
が
奇
妙
な
の
か
。
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
実
存
あ
る
い
は
存
在
の
問
題
が
経
済
学
の
用
語
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、「
消
費
」

や
「
生
産
」
と
い
っ
た
用
語
に
よ
っ
て
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
。
も
う
一
つ
は
、
存
在
論
や
実
存
主
義
に
対
す
る
経
済
の
優
位
性
が
方
法

の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
点
。
な
ぜ
、
存
在
論
や
実
存
主
義
の
問
題
と
経
済
学
が
結
び
つ
く
の
か
。
な
ぜ
、
経
済
の
優
位
性
が
言

わ
れ
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
バ
タ
イ
ユ
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
共
通
の
土
俵
で
取
り
上
げ
、
両
者
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
概

念
に
問
い
か
け
る
必
要
が
あ
る
。
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し
た
が
っ
て
、
問
題
は
、
バ
タ
イ
ユ
の
「
普
遍
経
済
論
（économ

ie
générale

）」
の
構
想
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
存
在
の
一
般
的
経
済

（économ
ie
générale

de
l’être

）」
及
び
「
経
済
の
時
間
」
の
考
え
方
に
見
ら
れ
る
両
者
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
概
念
を
検
討
し
、
そ
の
意
味
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
両
者
を
直
接
つ
な
ぐ
、
バ
タ
イ
ユ
の
「
実
存
主
義
か
ら
経
済
の
優
位
性
へ
」
を
取
り

上
げ
る
。
こ
こ
で
は
、
主
に
バ
タ
イ
ユ
に
よ
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
あ
る
（il

y
a

）」
の
理
解
が
問
題
に
な
る
。
次
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
著

作
『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
に
従
っ
て
、
彼
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
概
念
を
検
討
し
、
さ
ら
に
そ
れ
に
続
い
て
、
根
本
的
に
区
別
さ
れ
る
二
つ
の

時
間
、「
正
義
の
時
間
（tem

ps
de
la
justice

）」
と
「
贖
罪
の
時
間
（tem

ps
de
la
rédem

ption

）」
と
、
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
問
題
と
が
ど
の

よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
バ
タ
イ
ユ
に
よ
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
瞬
間
」
の
概
念
の
検
討

を
見
た
の
ち
、
今
度
は
彼
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
概
念
を
検
討
し
、
二
つ
の
概
念
の
区
別
、「
生
産
的
消
費
」
と
「
非
生
産
的
消
費
」
の
概
念
の

区
別
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
二
つ
の
時
間
の
区
別
に
基
づ
く
エ
コ
ノ
ミ
ー
概
念
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の

際
、
バ
タ
イ
ユ
の
普
遍
経
済
論
に
お
け
る
、
見
返
り
を
求
め
な
い
純
粋
な
贈
与
や
損
失
や
消
尽
の
問
題
の
重
要
性
に
触
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
結
論
と
し
て
次
の
こ
と
を
手
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
、
バ
タ
イ
ユ
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
概
念
は
、
経
済

の
現
象
を
生
の
活
動
全
体
に
ま
で
拡
げ
、
そ
れ
を
物
質
か
ら
精
神
に
ま
で
及
ぶ
普
遍
的
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
い
う
点
で
、
等
価
交

換
や
有
用
性
や
生
産
の
原
理
に
基
づ
く
既
成
の
経
済
学
へ
の
根
本
的
な
批
判
と
拒
絶
と
を
共
有
す
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、「
あ
る
」

の
問
題
を
は
じ
め
と
し
て
、
い
く
つ
か
無
視
で
き
な
い
違
い
も
見
ら
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
違
い
は
単
に
存
在
論
の
問
題
だ
け
で
は
な

く
、
時
間
論
や
エ
ロ
ス
論
に
お
け
る
我
と
汝
の
関
係
を
は
じ
め
と
し
て
哲
学
的
な
重
大
な
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
哲
学
的
な
パ

ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
の
問
題
で
あ
る
。

バ
タ
イ
ユ
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
問
題

― ２ ―



一

ガ
リ
マ
ー
ル
社
版
の
全
集
で
二
十
七
頁
に
も
及
ぶ
、
バ
タ
イ
ユ
の
書
評
論
文
「
実
存
主
義
か
ら
経
済
の
優
位
性
へ
」
は
、
次
の
書
き
出

し
か
ら
始
ま
る
。「
今
日
、
哲
学
の
領
域
に
お
い
て
、
実
存
主
義
に
対
し
て
事
実
上
の
支
配
的
地
位
を
認
め
な
い
者
は
誰
も
い
な
い
。
一

般
に
と
て
も
正
し
く
認
識
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
こ
の
学
説
は
、
か
つ
て
な
い
流
行
に
与
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
地
位
は
通
俗

的
な
好
奇
心
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
明
ら
か
に
、
今
日
の
哲
学
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
も
つ
実
存
に
つ
い
て
の
概
念
を
更
新
し
よ
う

と
望
む
一
学
派
の
仕
事
に
対
抗
で
き
る
よ
う
な
も
の
は
何
一
つ
な
い
」盪
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
で
「
一
学
派
の
仕
事
」
と
あ
る
の

は
、
い
わ
ゆ
る
実
存
主
義
者
た
ち
の
仕
事
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
論
文
で
言
及
さ
れ
る
哲
学
者
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
や
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
を
は
じ
め
多
岐
に
わ
た
る
。
一
読
し
て
解
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
文
章
を
読
む
に
は
一
九
四
七
年
と
い
う
時
代
の
雰
囲
気
を
考

慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
わ
れ
わ
れ
は
、
実
存
主
義
を
め
ぐ
る
細
か
い
議
論
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
深
入
り
せ
ず

に
、
誤
解
の
な
い
限
り
で
、
直
接
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
関
す
る
論
考
に
触
れ
よ
う
と
思
う
。

紙
数
の
半
分
以
上
に
も
わ
た
っ
て
、
な
ぜ
バ
タ
イ
ユ
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
著
作
『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
を
取
り
上
げ
た
の
か
。
バ
タ
イ

ユ
は
、
実
存
主
義
の
根
本
的
な
問
題
が
普
遍
的
な
も
の
と
個
別
的
な
も
の
と
の
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
哲
学
の
中
心
問
題
で
も
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
た
の
ち
、
次
の
よ
う
な
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
葉
を
引
用
す
る
。「
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
の
新
し
い

貢
献
は
、『
存�

在�

と
存�

在�

者�

と
の
区
別
に
あ
り
、
そ
れ
ま
で
実
存
者
に
あ
っ
た
関
係
、
運
動
、
実
効
性
を
存
在
へ
と
移
し
替
え
た
こ
と
に

あ
る
』」蘯
。
こ
こ
で
「
実
存
者
」
と
あ
る
の
は
「
存
在
者
」
の
こ
と
で
あ
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
存
在
と
存
在
者
と
の
有
名
な
存
在
論
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的
差
異
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
で
は
「
実
存
（existence

）」
と
「
実
存
者
（existant

）」
と
の
区
別
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と

言
っ
て
、
存
在
論
的
差
異
の
概
念
に
関
し
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
誤
解
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
バ
タ
イ
ユ
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
。「
実
存

と
実
存
者
と
の
対
立
は
、
存
在
と
存
在
者
と
の
そ
れ
と
異
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
存
は
非
人
称
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
普
遍
的
で
あ
る
。

実
存
者
は
個
体
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
詞
で
あ
り
、
実
存
は
そ
の
動
詞
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
存
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、

『
純
粋
な
動
詞
』
で
あ
り
、
そ
れ
が
実
詞
に
移
行
す
る
こ
と
が
実
詞
化
（hypostase

）
な
の
で
あ
る
」盻
。

バ
タ
イ
ユ
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
対
す
る
関
心
は
、
こ
の
実
存
と
実
存
者
と
の
結
び
つ
き
に
あ
る
。
彼
は
そ
こ
に
こ
こ
で
彼
自
身
が
提
出
し

た
問
題
、
個
別
的
な
も
の
と
普
遍
的
な
も
の
と
の
関
係
の
問
題
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
バ
タ
イ
ユ
は
全
面
的
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

に
同
意
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
バ
タ
イ
ユ
か
ら
見
る
と
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
こ
の
個
別
と
普
遍
と
の
結
び
つ
き
が
、
す
な
わ
ち

実
存
者
と
実
存
と
の
結
合
が
、
一
回
限
り
の
決
定
的
な
出
来
事
と
し
て
あ
る
点
に
、
違
い
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
実
存
に

お
け
る
実
存
者
の
誕
生
と
し
て
の
実
詞
化
は
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
も
の
と
は
言
え
ず
、
そ
こ
に
は
「
混
乱
」
も
「
悲
痛
」
も
見
ら
れ
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
バ
タ
イ
ユ
に
よ
れ
ば
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
関
心
が
も
っ
ぱ
ら
実
詞
化
の
可
能
性
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
に
は
少
し
無
理
が
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
実
存
と
実
存
者
と
の
関
係
は
、
単
に
個
別
と

普
遍
と
の
結
合
で
は
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
実
存
と
実
存
者
と
の
区
別
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
的
差
異
に
基
づ
く
も
の
で
は
あ
る
が
、

そ
こ
に
は
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
実
存
は
「
実
存
者
な
き
実
存
」
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
存
在
者
の
存
在
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
存
在
と
存
在
者
と
の
結
び
つ
き
を
可
能
な
限
り
分
離
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
分
離
の
果
て
に
見
出
さ
れ
た
の
が
「
あ
る
」
の

概
念
、
す
な
わ
ち
、「
実
存
者
な
き
実
存
」
と
い
う
概
念
な
の
で
あ
る
。
こ
の
実
存
の
概
念
、
こ
の
「
あ
る
」
の
概
念
の
理
解
に
お
い

て
、
バ
タ
イ
ユ
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
決
定
的
に
異
な
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
「
あ
る
」
の
記
述
の
解
釈
を
め
ぐ
る

バ
タ
イ
ユ
と
レ
ヴ
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ナ
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け
る
エ
コ
ノ
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両
者
の
対
立
点
で
も
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
は
、
実
存
と
実
存
者
と
の
関
係
に
お
い
て
、「
あ
る
」
に
回
帰
す
る
こ
と
の
な
い
、

実
詞
化
の
逃
走
が
問
題
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
バ
タ
イ
ユ
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
こ
の
関
係
に
お
け
る
陶
酔
や
熱
狂
が
重
要
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
違
い
は
、
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
問
題
を
経
由
し
て
後
々
、
よ
り
明
確
な
形
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
バ
タ
イ
ユ
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
理
解
に
は
見
る
べ
き
多
く
の
点
が
あ
る
。
例
え
ば
そ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
と
の
「
存
在
」
を
め
ぐ
る
対
立
に
関
し
て
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
不
安
は
無
と
結
び
つ
く
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
場
合
は
存
在
と
結
び

つ
く
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
場
合
は
む
し
ろ
、「
恐
怖
」
と
い
う
語
が
よ
り
正
確
だ
が
、
バ
タ
イ
ユ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
死
へ
の
存
在
（Sein

zum
T
od

）」
と
い
う
概
念
に
触
れ
た
の
ち
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
し
か
し
、
こ
の
対
立
は
こ
の
よ
う
に
た
て
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、『
存

在
の
恐
怖
と
無
の
恐
怖
』
と
の
対
立
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
不
安
が
『
死
へ
の
存
在
』
を
成
立
さ

せ
る
の
だ
が
、
…
…
│
│
そ
れ
に
対
し
て
『
出
口
の
な
い
』
そ
し
て
『
応
答
の
な
い
』
夜
の
お
ぞ
ま
し
さ
が
仮
借
な
き
実
存
な
の
で
あ

る
。『
あ
あ
、
明
日
も
ま
た
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』、
今
日
の
無
限
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
明
日
を
。
死
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
恐
怖
さ

せ
る
の
で
は
な
く
、『
死
の
不
可
能
性
』
が
彼
を
恐
怖
さ
せ
る
の
で
あ
る
」眈
。「
あ
る
」
と
し
て
の
実
存
の
「
存
在
」
と
存
在
者
の
存
在

の
「
存
在
」
と
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
は
無
が
不
安
で
あ
り
恐
怖
な
の
で
あ
る
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
場
合

に
は
死
ね
な
い
こ
と
が
、
死
の
不
可
能
性
が
、
つ
ま
り
存
在
し
て
い
る
も
の
が
何
も
な
い
、
実
存
者
な
き
実
存
が
、
そ
の
よ
う
な
不
在
の

現
前
が
、「
あ
る
」
と
し
て
の
「
存
在
」
こ
そ
が
、
恐
怖
な
の
で
あ
る
。
こ
の
逃
げ
場
の
な
い
、
出
口
の
な
い
、
応
答
の
な
い
夜
の
恐
怖

か
ら
い
か
に
し
て
逃
走
す
る
か
。
そ
れ
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
哲
学
の
課
題
と
な
る
。

も
う
少
し
だ
け
、
こ
の
「
実
存
者
な
き
実
存
」
と
し
て
の
「
あ
る
」
の
問
題
に
こ
だ
わ
っ
て
み
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
両
者
に
と
っ
て

エ
コ
ノ
ミ
ー
の
概
念
が
導
入
さ
れ
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
は
、
こ
の
「
あ
る
」
に
お
け
る
実
存
者
の
誕
生
、
す
な
わ
ち
、
実
詞
化
の
出
来

― ５ ―
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事
に
お
い
て
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
今
度
は
「
瞬
間
」
の
概
念
が
問
題
に
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

実
詞
化
の
出
来
事
と
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
を
使
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
内
部

と
外
部
の
誕
生
で
あ
る
か
ら
、
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
双
方
に
関
わ
り
、
現
在
、
主
体
、
自
我
、
知
、
光
、
世
界
の
誕
生
な
ど

で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
一
つ
一
つ
厳
密
な
概
念
規
定
を
必
要
と
す
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
特
に
こ
こ
で
重
要
な

概
念
は
「
瞬
間
」
あ
る
い
は
「
現
在
の
瞬
間
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。「
瞬
間
」
の
誕
生
は
も
ち
ろ
ん
、
実
詞
化
と
同
じ
事
態
、
要
す
る

に
、
非
人
称
的
で
無
名
の
存
在
一
般
、「
実
存
者
な
き
実
存
」
に
お
い
て
特
定
の
何
も
の
か
が
誕
生
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、

こ
の
「
瞬
間
」
の
誕
生
に
お
い
て
問
題
に
な
る
の
が
時
間
で
あ
る
。
実
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
の
は
、

二
つ
の
時
間
の
区
別
、「
正
義
の
時
間
」
と
「
贖
罪
の
時
間
」
の
区
別
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。

再
び
バ
タ
イ
ユ
の
「
あ
る
」
の
理
解
に
戻
る
が
、
彼
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
文
章
の
な
か
か
ら
次
の
一
節
を
引
く
。「
存
在
の
非
人
称
的
で

無
名
の
、
し
か
し
消
え
る
こ
と
の
な
い
『
消
尽
（consum

ation

）』、
無
そ
の
も
の
の
根
底
で
つ
ぶ
や
い
て
い
る
こ
の
消
尽
、
そ
れ
を
わ

れ
わ
れ
は
、
あ�

る�

と
い
う
用
語
で
定
め
る
。
あ�

る�

は
、
人
称
の
形
式
を
取
ら
な
い
こ
と
に
お
い
て
、『
存
在
一
般
』
で
あ
る
」眇
。
あ
え
て

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
バ
タ
イ
ユ
の
引
用
で
は
、
も
ち
ろ
ん
「
消
尽
」
に
強
調
点
が
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
あ
る
」
を
存
在
の
消
尽
と

し
て
規
定
し
た
点
に
、
バ
タ
イ
ユ
は
彼
自
身
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
論
と
の
接
続
を
見
た
と
指
摘
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
「
消
尽
」
を
ど
の
よ
う
に
し
て
語
る
の
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、「
あ
る
」
は
内
面
性
も
外
在
性
も
超
越
し
て
い
る
。
む
し

ろ
、「
あ
る
」
は
そ
れ
ら
の
区
別
を
不
可
能
に
す
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
人
で
あ
れ
事
物
で
あ
れ
、
実
存
者
で
あ
れ
ば
、
主
客
の
区
別
か

ら
出
発
し
て
そ
れ
ら
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
存
在
一
般
に
関
し
て
は
、
そ
の
区
別
が
消
滅
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ

わ
れ
は
も
は
や
そ
れ
に
頼
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
事
態
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
も
バ
タ
イ
ユ
に
と
っ
て
も
深
刻

バ
タ
イ
ユ
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
問
題
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な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
こ
の
「
光
の
絶
対
的
排
除
で
あ
る
状
況
」
に
お
け
る
夜
の
経
験
を

「
あ
る
」
の
経
験
と
し
て
持
ち
出
す
が
、
他
方
バ
タ
イ
ユ
は
方
法
の
問
題
と
し
て
科
学
の
優
位
性
、
す
な
わ
ち
、
実
存
主
義
に
対
す
る

「
経
済
学
（science

économ
ique

）」
の
優
位
性
と
い
う
考
え
方
に
立
つ
。
こ
の
奇
妙
な
独
特
の
経
験
論
と
見
慣
れ
な
い
表
記
に
よ
る
奇

妙
な
科
学
主
義
。
一
体
、
何
が
問
題
だ
っ
た
の
か
。
な
ぜ
経
済
学
の
優
位
性
な
の
か
。
そ
の
根
拠
は
何
に
あ
る
の
か
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
バ
タ
イ
ユ
に
よ
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
瞬
間
」
の
概
念
の
問
題
と
と
も
に
第
四
節
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
て
、
ま

ず
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
お
け
る
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
問
題
の
検
討
か
ら
始
め
よ
う
。

二

わ
れ
わ
れ
の
知
り
う
る
限
り
、『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
と
い
う
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
著
作
に
お
い
て
、「
エ
コ
ノ
ミ
ー
（économ

ie

）」
あ

る
い
は
「
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
（économ

ique

）
と
い
う
語
に
は
、
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
一
つ
は
、
バ
タ
イ
ユ
が
伝
統
的
経
済
学
と
い
う
言

い
方
で
表
現
し
た
生
産
的
消
費
を
原
理
と
す
る
通
常
の
意
味
で
の
「
経
済
」
お
よ
び
「
経
済
的
」
と
い
う
用
語
の
使
い
方
。
も
う
一
つ

は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
独
自
の
「
経
済
」
と
い
う
用
語
の
使
い
方
。
前
者
は
後
で
バ
タ
イ
ユ
と
の
関
連
で
詳
し
く
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る

が
、
問
題
は
後
者
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、「
存
在
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
あ
る
い
は
「
存
在
の
一
般
的
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
と
い
う
表
現
に
お

い
て
現
れ
る
が
、
ほ
ん
の
数
例
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
を
同
時
期
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
作
品
、『
時
間
と
他
者
』
に
求
め
て
も
、
や
は
り
同
じ

く
数
例
で
あ
り
、
使
い
方
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

一
例
を
引
こ
う
。
ま
ず
『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
の
な
か
か
ら
。「
実
詞
化
（hypostase

）、
す
な
わ
ち
、
実
詞
（le

substantif

）
の
出
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現
は
、
単
に
新
し
い
文
法
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
出
現
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
無
名
の
あ�

る�

の
中
断
、
私
的
な
領
域
の
出
現
、
一
つ
の
名
前
の

出
現
を
意
味
し
て
い
る
。
あ�

る�

の
根
底
に
、
存
在
者
は
、
不
意
に
現
出
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
単
に
差
異
に
よ
っ
て
存
在
の
傍
ら
に
置
い

た
だ
け
の
存�

在�

者�

の
存
在
論
的
意
味
は
、
存
在
の
一
般
的
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
演
繹
さ
れ
る
」眄
。
次
に
『
時
間
と
他

者
』
か
ら
。「
フ
ロ
イ
ト
自
身
も
リ
ビ
ド
ー
に
つ
い
て
は
、
快
楽
を
分
析
の
出
発
点
で
は
あ
っ
て
も
、
分
析
の
対
象
で
は
な
い
単
な
る
内

容
と
み
な
す
こ
と
で
、
そ
れ
を
快
楽
の
追
求
以
上
の
も
の
と
し
て
は
語
っ
て
い
な
い
。
彼
は
、
こ
の
快
楽
の
意
味
を
存
在
の
一
般
的
エ
コ

ノ
ミ
ー
に
お
い
て
探
究
す
る
こ
と
は
な
い
。
愛
欲
を
、
未
来
の
出
来
事
そ
の
も
の
、
何
ら
内
容
を
も
た
な
い
未
来
、
未
来
の
神
秘
そ
の
も

の
と
し
て
主
張
す
る
わ
れ
わ
れ
の
テ
ー
ゼ
は
、
愛
欲
の
も
つ
例
外
的
な
位
置
を
説
明
し
よ
う
と
努
め
る
も
の
で
あ
る
」眩
。
こ
の
二
つ
の

例
か
ら
解
る
よ
う
に
、「
存
在
の
一
般
的
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
と
し
て
使
わ
れ
る
エ
コ
ノ
ミ
ー
概
念
は
、
働
き
と
し
て
の
存
在
全
体
に
お
い
て

存
在
者
な
り
リ
ビ
ド
ー
な
り
を
位
置
づ
け
問
題
に
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
普
遍
存
在
論
の
構
想
に
基
づ
く
用
語
法
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う

で
あ
れ
ば
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
二
つ
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
概
念
は
、
バ
タ
イ
ユ
の
限
定
経
済
学
と
普
遍
経
済
論
と
の
区
別
に
対
応
し
て
い
る
と
考

え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
区
別
は
ま
た
、
生
産
的
消
費
を
原
理
と
す
る
伝
統
的
、
限
定
的
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
、
非

生
産
的
消
費
を
原
理
と
す
る
普
遍
経
済
と
の
区
別
と
も
対
応
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
経
済
論
と
存
在
論
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
成
立
す
る

と
仮
定
し
て
の
こ
と
だ
が
。
た
だ
、
そ
こ
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
は
た
し
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
、
バ
タ
イ
ユ
の

普
遍
経
済
論
の
よ
う
な
試
み
、
つ
ま
り
普
遍
存
在
論
の
試
み
が
ど
こ
ま
で
可
能
で
あ
っ
た
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
へ
の
解
答

は
、
実
存
か
ら
実
存
者
へ
と
向
か
う
こ
と
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
的
差
異
の
転
倒
を
は
か
る
と
い
う
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
試
み
が
全
体

と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
な
い
限
り
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、「
存
在
論
よ
り
も
古
い
倫
理
」

や
「
存
在
論
的
差
異
の
彼
方
の
意
味
」
と
い
っ
た
表
現
を
正
確
に
測
定
し
、
そ
の
真
の
狙
い
を
明
確
化
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ

バ
タ
イ
ユ
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
問
題
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は
し
か
し
、
別
の
大
き
な
論
考
を
必
要
と
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
ひ
と
ま
ず
、
バ
タ
イ
ユ
の
構
想
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
そ
れ
と
の
対
応

を
第
三
節
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
仮
説
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
問
題
に
と

り
か
か
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
一
節
で
バ
タ
イ
ユ
に
よ
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
あ
る
」
の
概
念
の
理
解
を
取
り
上
げ
た
が
、
そ
れ
を
逆
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
側
か
ら
照
ら

し
出
す
た
め
に
、
少
し
遠
回
り
を
し
よ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
第
四
節
で
の
バ
タ
イ
ユ
に
よ
る
「
瞬
間
」
の
概
念
に
関
す
る
議
論
の
検
討
の

準
備
の
た
め
で
も
あ
る
。

『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
に
お
い
て
一
体
何
が
問
題
で
あ
っ
た
の
か
。
第
二
版
へ
の
序
文
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
三
十
年
ぶ
り
に
自
分
の

著
作
を
振
り
返
り
、「
あ
る
」
こ
そ
そ
の
中
心
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
特
に
わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
ひ
く

の
は
、
次
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。「
あ�

る�

と
い
う
語
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
あ
る
（es

giebt

）』
か
ら
根
本
的
に
区
別
さ
れ
る
。
そ
れ
は
こ

の
ド
イ
ツ
語
の
表
現
や
そ
の
ド
イ
ツ
語
の
表
現
の
も
つ
豊
か
さ
や
気
前
の
よ
さ
の
含
意
の
翻
訳
で
も
言
い
換
え
で
も
な
か
っ
た
。
捕
虜
時

代
に
書
か
れ
、
解
放
の
直
後
に
出
た
こ
の
作
品
で
提
示
さ
れ
た
あ�

る�

は
、
子
供
時
代
の
秘
め
ら
れ
た
、
沈
黙
が
響
き
わ
た
り
空
虚
が
充
満

す
る
と
き
に
不
眠
の
さ
な
か
再
び
現
れ
る
、
あ
の
奇
妙
な
強
迫
観
念
の
一
つ
に
さ
か
の
ぼ
る
」眤
。
注
意
し
た
い
の
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の

「
あ
る
」
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
あ
る
」
と
の
違
い
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
そ
れ
が
、
バ
タ
イ
ユ
の
普
遍
経
済
論
と
の
関
連
で
ま
っ
た
く

見
返
り
を
求
め
な
い
無
償
の
行
為
と
し
て
の
「
贈
与
」、
す
な
わ
ち
、「
純
粋
贈
与
」「
神
の
贈
与
」
を
想
起
さ
せ
る
の
に
対
し
て
、
レ
ヴ

ィ
ナ
ス
の
「
あ
る
」
は
「
存
在
の
砂
漠
の
よ
う
で
、
強
迫
的
で
、
お
ぞ
ま
し
い
性
格
」
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
、
い
か
な

る
否
定
を
も
っ
て
し
て
も
、
絶
対
的
な
否
定
で
さ
え
も
打
ち
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
「
存
在
一
般
」
を
意
味
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在

論
的
差
異
を
分
離
に
ま
で
も
た
ら
し
た
、
こ
の
非
人
間
的
中
性
性
と
し
て
の
「
あ
る
」
に
お
い
て
、
も
ち
ろ
ん
、
い
っ
さ
い
の
存
在
者
は
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不
在
で
あ
る
。
何
も
な
い
。
あ
る
の
は
た
だ
こ
の
「
あ
る
」
の
み
、
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
不
在
の
現
前
の
み
で
あ
る
。
問
題
は
こ
こ
に

何
か
が
現
れ
る
と
い
う
事
態
、
要
す
る
に
、
あ
る
も
の
が
存
在
一
般
と
し
て
の
「
あ
る
」
を
、
誰
の
も
の
で
も
な
い
「
あ
る
」
を
、
自
分

の
も
の
に
す
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
実
存
者
が
実
存
の
う
ち
に
誕
生
す
る
と
い
う
出
来
事
、
言
い
換
え
れ
ば
、
実
存
が
実
存
者
に
服
従

す
る
と
い
う
出
来
事
、
そ
れ
こ
そ
、
主
体
の
定
立
で
あ
り
、
現
在
の
不
意
の
出
現
な
の
で
あ
る
。
今
わ
れ
わ
れ
が
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
時
間
の
問
題
の
術
語
で
さ
ら
に
正
確
に
言
い
直
せ
ば
、
そ
れ
こ
そ
が
「
瞬
間
」
の
誕
生
と
い
う
出
来
事
な
の
で
あ
る
。

時
間
の
問
題
に
取
り
か
か
る
前
に
、
こ
の
「
第
二
版
へ
の
序
文
」
に
お
い
て
ど
う
し
て
も
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
、「
あ
る
」
に
お
け
る
実
存
者
と
し
て
の
生
き
る
者
た
ち
の
誕
生
の
後
の
問
題
で
あ
る
。
こ
う
し
た
あ
の
非
人
間
的
中
性
性
か
ら

の
脱
中
性
化
は
、
つ
ま
り
非
人
称
性
か
ら
の
人
称
性
へ
の
移
行
は
、
生
き
る
者
た
ち
の
「
存
在
へ
の
努
力
（conatus

essendi

）」
や
「
自

己
へ
の
気
遣
い
（souci

de
soi

）」
に
お
い
て
は
、
す
な
わ
ち
、
彼
ら
の
住
む
世
界
に
お
い
て
は
、
人
間
的
な
意
味
を
獲
得
す
る
こ
と
は

な
い
。
む
し
ろ
、
世
界
に
お
け
る
「
存
在
へ
の
努
力
」
や
「
自
己
へ
の
気
遣
い
」
は
、
無
関
心
、
諸
々
の
力
の
匿
名
的
均
衡
、
時
に
は
戦

争
へ
の
転
化
を
招
く
こ
と
さ
え
あ
る
。
ど
う
し
て
か
。
そ
こ
に
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
超
え
が
た
い
対
立
が
あ
り
、
た
と
え
救
済
が
「
世
界
の

彼
方
」
に
求
め
ら
れ
て
も
、
そ
こ
で
は
「
他
の
者
た
ち
に
対
す
る
顧
慮
」
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
こ
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
世

界
に
お
い
て
何
が
起
こ
る
の
か
。
も
は
や
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、「
あ
る
」
へ
の
回
帰
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
実
詞
化

と
し
て
の
「
瞬
間
」
の
誕
生
と
い
う
出
来
事
に
こ
め
た
も
う
一
つ
の
運
動
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
コ
ナ
ー
ト
ゥ
ス
・
エ
ッ

セ
ン
デ
ィ
」
と
し
て
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
だ
け
で
は
な
い
。「
あ
る
」
に
回
帰
す
る
こ
と
の
な
い
、
実
詞
化
の
運
動
、
そ
れ
が
「
実
詞
化
の
脱
―

走
（dé-fection

）」
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
存
在
者
の
存�

在�

者�

性�

よ
り
も
も
っ
と
鋭
い
、
実
詞
化
の
新
し
い
意

味
を
、
自
我
は
非
対
称
性
と
し
て
構
造
化
さ
れ
る
他
人
の
近
さ
に
お
い
て
発
見
す
る
。
隣
人
に
対
す
る
私
の
関
係
は
、
決
し
て
、
隣
人
か
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ら
私
へ
と
向
か
う
関
係
を
逆
転
さ
せ
た
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
も
の
、
決
し
て
私
は
、
他
者
に
対
す
る
義
務
を
免
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
関
係
は
不
可
逆
な
の
で
あ
る
」眞
。
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
時
間
の
問
題
ま
で
あ
と
一
歩
で
あ
る
。
こ
の
不
可
逆
性
は
、「
他
人
と
の
対

面
」
と
時
間
性
と
の
結
び
つ
き
を
示
唆
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
、
他
人
、
あ
る
い
は
他
者
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
に
注
意
が
必
要

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
決
し
て
「
他
の
エ
ゴ
」、
つ
ま
り
「
ア
ル
タ
ー
・
エ
ゴ
」
と
し
て
の
「
他
」
で
は
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
場
合
は
、

そ
れ
は
「
貧
し
き
人
」
で
あ
り
「
寡
婦
」
で
あ
り
「
女
性
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
自
己
自
身
へ
の
回
帰
に
す
ぎ
な
い
「
共
感
」
に
よ

っ
て
認
識
さ
れ
る
「
他
我
」
で
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
三
十
年
後
の
確
認
に
す
ぎ
な
い
。
確
か
に
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
改
め
て
彼
の
提
起
し
た
問
題
の
重
大
さ

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
関
係
の
非
対
称
性
や
不
可
逆
性
の
問
題
は
、
愛
や
エ
ロ
ス
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
愛
す
る
こ
と
と

愛
さ
れ
る
こ
と
の
違
い
に
触
れ
た
本
質
的
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
互
酬
性
や
交
換
の
原
理
に
基
づ
く
経
済
で
は
な
く
、

見
返
り
を
求
め
な
い
、
純
粋
な
贈
与
や
神
の
贈
与
の
問
題
を
考
え
て
い
く
う
え
で
、
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
以
上

の
遠
回
り
は
許
さ
れ
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
問
題
を
取
り
上
げ
よ
う
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
た
め
に
、
時
間
と
経
済
と
の
関
係
に
的
を
し
ぼ
る
こ
と
に
す
る
。
す
な
わ

ち
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
区
別
し
た
二
つ
の
時
間
、「
正
義
の
時
間
」
と
「
贖
罪
の
時
間
」
が
そ
れ
ぞ
れ
経
済
の
現
象
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に

あ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。『
実
在
か
ら
実
在
者
へ
』
に
お
け
る
「
実
詞
化
」
と
い
う
標
題
を
も
つ
章
の
第
三
節
「
時
間
へ
」
が
こ
こ

で
の
考
察
の
対
象
に
な
る
。
こ
の
「
時
間
へ
」
と
い
う
節
の
冒
頭
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
彼
独
自
の
奇
妙
な
時
間
へ
の
取
り
組
み
方
を
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。「
こ
れ
ら
の
研
究
を
導
く
の
は
時
間
の
考
え
方
と
い
う
根
本
的
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
思
う
。

時
間
は
現
在
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
存
在
と
の
関
係
の
不
十
分
さ
を
表
し
た
も
の
で
は
な
く
、
瞬
間
が
成
し
遂
げ
る
決
定
的
接
触
の
過
剰
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（excès

）
を
治
療
（rem

édier

）
す
べ
く
も
と
め
ら
れ
て
い
る
。
存
在
の
平
面
と
は
異
な
る
平
面
に
あ
る
持
続
は
、
存
在
を
破
壊
す
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
存
在
の
悲
劇
を
解
消
し
て
し
ま
う
」眥
。
続
い
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
こ
の
テ
ー
マ
の
展
開
が
こ
の
著
作
で
は
不
十
分
な

も
の
に
終
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
断
っ
た
う
え
で
、
そ
れ
で
も
要
約
的
に
、
時
間
に
つ
い
て
の
考
え
方
と
い
う
テ
ー
マ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ

ィ
ヴ
を
示
す
必
要
が
あ
る
と
述
べ
る
。
な
ぜ
か
。「
私
」
や
「
現
在
」
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
実
詞
化
に
関
す
る
問
題
は
、
こ
の
時
間
論

の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
も
こ
こ
で
の
要
約
的
な
時
間
論

が
そ
の
ま
ま
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
時
間
の
考
え
方
を
表
し
て
い
る
と
は
考
え
て
は
い
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
の
課
題
の
設
定
と
の
関
連
で
い
え

ば
、
こ
う
し
た
時
間
論
に
お
い
て
こ
そ
ま
ず
彼
の
時
間
の
考
え
方
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

先
の
引
用
の
「
過
剰
」
や
「
治
療
」
や
「
存
在
の
悲
劇
」
と
い
う
語
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
何
よ
り
も
ま
ず
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と

っ
て
時
間
は
、
こ
の
過
剰
の
治
療
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
詞
化
と
い
う
存
在
論
的
出
来
事
は
主
体
の
定
立
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

単
な
る
自
由
の
設
立
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、「
存
在
の
悲
劇
」
が
潜
ん
で
い
る
。
主
体
は
そ
の
誕
生
の
ド
ラ
マ
に
お
い
て
重
荷
を
背
負

っ
て
い
る
。
こ
の
重
荷
は
自
由
を
支
配
す
る
運
命
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
決
し
て
お
ろ
す
こ
と
の
で
き
な
い
「
重
さ
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の

重
さ
は
、
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
存
在
の
重
さ
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
私
」
が
、
あ
る
い
は
「
自
我
」
が
ど
こ

ま
で
い
っ
て
も
自
分
自
身
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
「
自
我
」
と
「
自
己
」
と
の
連
鎖
、
そ
れ
を
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は

鎖
で
つ
な
ぐ
と
い
う
語
で
表
現
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
私
」
は
自
分
自
身
へ
と
鎖
で
つ
な
が
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
か
な
る
仕

方
で
も
解
き
放
す
こ
と
の
で
き
な
い
連
鎖
な
の
で
あ
る
。
ラ
シ
ー
ヌ
の
悲
劇
に
関
し
て
触
れ
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
卓
抜
な
表
現
を
借
り
る

と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。「
主
体
は
、
自
由
で
あ
り
始
ま
り
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
自
由
そ
の
も
の
を
既
に
支
配
し
て
い
る
運

命
を
背
負
っ
て
い
る
。
無
償
の
も
の
は
何
一
つ
な
い
。
主
体
の
孤
独
は
、
一
つ
の
存
在
の
孤
立
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
一
つ
の
対
象
の
統
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一
性
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
そ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、
そ
れ
は
二
人
が
か
り
の
孤
独
で
あ
る
。
こ
の
私
と
は
他
な
る
も
の
は
私
に
伴
う
影

の
よ
う
に
つ
い
て
く
る
」眦
。
二
人
が
か
り
の
孤
独
と
は
、
自
我
と
自
己
と
の
二
人
が
か
り
の
「
私
」
の
孤
独
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

「
私
」
の
二
重
性
は
救
済
を
も
た
ら
す
こ
と
は
な
い
。
孤
独
を
破
る
こ
と
は
「
私
」
の
力
で
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
救
済
は
ど

こ
か
ら
来
る
の
か
。
そ
れ
は
自
分
か
ら
や
っ
て
来
る
こ
と
は
な
い
。
時
間
と
い
う
次
元
、
す
な
わ
ち
、「
他
人
と
の
関
係
」
の
「
他
性
」

と
い
う
次
元
か
ら
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
過
剰
」
や
「
治
療
」
や
「
存
在
の
悲
劇
」
を
語
り
、
そ
し
て
「
無
償
」
に
ま
で
言
及
す
る

の
は
、
別
の
次
元
で
の
救
済
、
実
存
の
別
の
様
態
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
時
間
と
い
う
次
元
に
お
い
て
救
済
を
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
「
持
続
」
と
し
て
の
時
間
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。

実
は
、
こ
こ
で
、
バ
タ
イ
ユ
的
な
贈
与
の
考
え
方
を
導
入
し
て
、
こ
の
「
瞬
間
」
に
お
け
る
存
在
の
過
剰
と
「
無
償
の
も
の
は
何
一
つ

な
い
」
の
「
無
償
」
と
を
組
み
合
わ
せ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
う
「
他
人
と
の
関
係
」
を
、
贈
与
論
に
お
い
て
構
想
す
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。
関
係
の
非
対
称
性
や
不
可
逆
性
は
、
存
在
の
過
剰
を
一
切
の
見
返
り
も
な
し
に
、
一
方
的
に
純
粋
に
贈
与
す
る
と
い
う
無
償
の
行

為
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
り
、
こ
の
相
互
性
や
交
換
や
互
酬
性
を
拒
絶
し
た
「
他
人
と
の
関
係
」
こ
そ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
考
え
た
相
互
主

観
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
愛
は
与
え
て
初
め
て
愛
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
か
な
る
見
返
り
も
な
し
に
、
ま
ず
自
分
自
身
を
一
方
的
に
純

粋
に
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
関
係
こ
そ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
、
そ
し
て
バ
タ
イ
ユ
が
「
エ
ロ
ス
」
と
い
う
語
で
呼
ん
だ
も
の
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
こ
の
問
題
に
は
も
う
一
度
戻
る
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
次
の
一
節
を
引
い
て
、
予
め
問
題
の
所
在
の
確
認
だ
け
は
し
て
お
こ
う
。

「
相
互
主
観
性
は
多
数
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
精
神
の
領
域
へ
の
適
用
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、『
エ
ロ
ス
』
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
他
人
の
近

さ
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
。
隔
た
り
は
完
全
に
維
持
さ
れ
、
そ
の
隔
た
り
の
も
つ
パ
ト
ス
的
な
も
の
は
同
時
に
こ
う
し
た
二
つ
の
存
在
の

近
さ
と
二
元
性
か
ら
つ
く
ら
れ
る
。
愛
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
挫
折
と
し
て
提
示
さ
れ
る
も
の
は
、
ま
さ
し
く
、
そ
の
関
係
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の
肯
定
性
を
構
成
す
る
。
他
者
の
こ
う
し
た
不
在
は
、
ま
さ
し
く
、
他
者
の
他
と
し
て
の
現
前
な
の
で
あ
る
」眛
。
こ
の
エ
ロ
ス
論
に

は
、
し
か
し
、
何
か
が
欠
け
て
い
る
。
死
の
匂
い
が
な
い
。
そ
れ
は
バ
タ
イ
ユ
の
贈
与
論
を
経
由
し
た
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
お
け
る
愛
の

関
係
と
対
照
を
な
し
て
い
る
。
問
題
は
、
こ
う
し
た
エ
ロ
ス
の
関
係
に
お
い
て
自
己
と
他
者
と
の
間
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
で
あ
る
。

自
分
を
見
返
り
も
な
し
に
一
方
的
に
純
粋
に
与
え
る
こ
と
に
お
い
て
、
我
と
汝
と
の
間
に
何
が
起
こ
る
の
か
。
ま
た
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
愛

の
関
係
に
死
の
匂
い
が
な
い
と
す
れ
ば
、
彼
の
場
合
、
エ
ロ
ス
は
生
殖
へ
と
向
か
う
べ
き
何
も
の
か
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
問
題
と
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

三

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
実
詞
化
は
主
体
の
定
立
、
す
な
わ
ち
自
我
の
誕
生
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
自
我
は
「
あ
る
」
で
あ
り
「
存

在
一
般
」
で
あ
る
実
存
と
し
て
の
自
己
に
鎖
で
つ
な
が
れ
て
い
る
。
自
我
は
自
分
の
力
で
は
そ
れ
を
解
き
放
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
救
い

は
自
分
か
ら
で
は
な
く
、「
他
」
か
ら
や
っ
て
来
る
。
こ
の
「
他
」
が
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
が
時
間
で
あ
る
。

こ
の
時
間
の
次
元
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、「
希
望
（espoir

）」
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
希
望
が
希
望
で
あ
る
の
は
そ
れ
が
許
さ
れ
な
い
と
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
希
望
の
瞬
間
に
お
い
て
取
り
返

し
が
つ
か
な
い
も
の
、
そ
れ
は
そ
の
希
望
の
現
在
そ
の
も
の
で
あ
る
。
未
来
は
現
在
に
お
い
て
苦
し
ん
で
い
る
主
体
に
慰
め
や
補
償
を
も

た
ら
す
こ
と
は
で
き
る
が
、
現
在
の
苦
し
み
そ
の
も
の
は
そ
の
こ
だ
ま
が
空
間
の
永
遠
性
に
い
つ
ま
で
も
反
響
す
る
叫
び
よ
う
に
残
る
。

世
界
内
で
の
わ
れ
わ
れ
の
生
に
な
ら
っ
て
つ
く
ら
れ
た
時
間
、
以
下
の
い
く
つ
か
の
理
由
で
わ
れ
わ
れ
が
経
済
の
時
間
（tem

ps
de

l’é-
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conom
ie

）
と
呼
ぶ
よ
う
な
時
間
の
考
え
方
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
事
情
は
そ
う
で
あ
る
」眷
。
こ
の
「
経
済
の
時
間
」
が
問
題
で
あ

る
。
そ
れ
こ
そ
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
っ
て
「
正
義
の
時
間
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
間
の
構
造
と
意
味
と
を
明
ら
か
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
希
望
の
瞬
間
に
お
い
て
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
も
の
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
も
の
と

は
、
希
望
の
現
在
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
そ
れ
が
な
ぜ
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
の
か
。
希
望
の
瞬
間
は
希
望
の
許
さ
れ
て
い
な

い
瞬
間
、
す
な
わ
ち
苦
悩
の
瞬
間
で
あ
る
。
希
望
は
こ
の
苦
悩
の
瞬
間
の
解
放
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
希
望
に
お
い
て
は
、
そ

れ
は
希
望
の
現
在
そ
の
も
の
に
お
い
て
到
来
す
る
こ
と
は
な
い
。
到
来
し
な
い
が
ゆ
え
の
希
望
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
希
望

の
瞬
間
が
希
望
す
る
苦
悩
の
解
放
は
、
い
つ
ど
こ
で
実
現
す
る
の
か
。
そ
れ
は
未
だ
な
い
瞬
間
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
未
だ
な
い
瞬
間

に
よ
る
苦
悩
の
現
在
の
救
済
、
そ
れ
が
「
経
済
の
時
間
」
の
構
造
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
真
の
救
済
、
す
な
わ
ち
希
望
の
現
在
の

苦
悩
そ
の
も
の
の
解
放
で
は
な
く
、
救
済
の
繰
り
延
べ
で
あ
り
、
延
期
で
し
か
な
い
。
こ
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
何
か
に
似
て
い
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
生
産
や
労
働
や
蓄
積
な
ど
の
用
語
で
、
こ
の
事
態
を
語
れ
ば
、
そ
れ
は
生
産
を
原
理
と
し
た
経
済
学
の
論
理
に
変
わ
る
は
ず
で
あ

る
。経

済
の
時
間
は
、
労
働
や
努
力
に
対
す
る
報
酬
や
補
償
や
代
価
と
し
て
、
対
象
を
与
え
る
。
そ
こ
で
は
、
今
の
労
役
は
そ
の
代
価
と
し

て
の
対
象
に
よ
っ
て
埋
め
合
わ
さ
れ
、
均
衡
が
取
ら
れ
る
。
こ
の
時
間
を
支
配
し
て
い
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
等
価
交
換
の
原
理

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
が
等
価
で
あ
り
、
そ
れ
は
世
界
内
の
諸
対
象
に
よ
っ
て
交
換
可
能
な
も
の
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ

の
時
間
は
「
公
平
」
を
原
理
と
す
る
と
い
う
意
味
で
「
正
義
の
時
間
」
と
も
呼
ば
れ
う
る
し
、「
世
界
の
時
間
」
と
も
言
い
う
る
。
し
か

し
、
現
在
の
瞬
間
の
労
役
は
、
こ
う
し
た
交
換
の
原
理
に
よ
っ
て
は
た
し
て
あ
が
な
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
の
瞬
間
の
苦
悩
は
、
他
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の
も
の
に
変
わ
り
う
る
と
い
う
置
き
換
え
の
論
理
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
一
つ
の
瞬
間
を
他
の
瞬
間
へ
、
他
の

瞬
間
を
さ
ら
に
も
う
一
つ
別
な
瞬
間
へ
と
い
う
具
合
に
次
々
に
先
へ
先
へ
と
繰
り
延
べ
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
た
、
ま

さ
し
く
富
の
蓄
積
の
論
理
で
も
あ
っ
た
。
今
あ
る
も
の
を
使
わ
ず
に
生
産
に
必
要
な
だ
け
消
費
す
る
、
そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
の
は
、
再
生

産
で
あ
り
、
富
の
余
剰
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
剰
余
価
値
の
秘
密
が
そ
こ
に
あ
る
。
バ
タ
イ
ユ
の
用
語
を
使
え
ば
、
全
体
を
支
配
す
る
の

は
、
有
用
性
で
あ
り
、
必
要
性
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
努
力
と
、
わ
れ
わ
れ
が
努
力
の
果
実
を
享
受
す
る
余
暇

と
の
交
代
は
、
世
界
の
時
間
そ
の
も
の
を
構
成
す
る
。
世
界
の
時
間
の
瞬
間
瞬
間
は
等
し
い
価
値
を
も
つ
か
ら
、
そ
の
時
間
は
モ
ノ
ト
ー

ン
で
あ
る
。
…
…
状
況
、
あ
る
い
は
、
努
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
実
存
へ
の
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
は
、
そ
の
現
在
そ
の
も
の
に
お
い
て
回
復

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
抑
圧
さ
れ
補
償
さ
れ
償
還
さ
れ
る
。
そ
れ
は
経
済
的
活
動
で
あ
る
」眸
。

こ
の
よ
う
な
経
済
的
世
界
が
わ
れ
わ
れ
の
生
を
支
配
し
て
い
る
。
そ
れ
は
物
質
的
生
だ
け
で
は
な
く
、
救
済
の
要
求
さ
え
、
商
品
化

し
、
わ
れ
わ
れ
の
実
存
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
を
覆
い
尽
く
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
あ
の
「
瞬
間
が
成
し
遂
げ
る
決
定
的
接
触
の
過

剰
」
へ
の
「
治
療
」、
す
な
わ
ち
、
救
済
は
な
い
。
い
や
、
事
態
は
も
っ
と
絶
望
的
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
時
間
は
ま
た
、
道
具
や
文
明

の
時
間
で
も
あ
る
。「
現
代
の
文
明
に
お
い
て
は
、
道
具
は
、
手
の
届
か
な
い
も
の
に
手
を
届
か
せ
る
た
め
に
手
を
延
長
す
る
と
い
う
だ

け
で
は
な
く
、
よ
り
速
く
そ
れ
に
到
達
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
す
な
わ
ち
行
為
が
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
間
の
廃
棄
を
可
能

に
す
る
。
道
具
は
、
間
の
時
間
を
捨
て
て
、
持
続
を
引
き
取
る
。
道
具
は
機
械
で
あ
り
、
…
…
装
置
の
多
様
性
は
、
機
械
の
本
質
的
特
徴

で
あ
る
。
そ
の
多
様
性
が
諸
瞬
間
を
集
約
す
る
。
そ
れ
は
速
度
を
作
り
だ
し
、
欲
望
の
忍
耐
の
な
さ
に
応
え
る
」睇
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
よ
う
な
「
経
済
の
時
間
」
の
支
配
に
救
済
の
時
間
で
あ
る
「
贖
罪
の
時
間
」
を
対
置
す
る
。
こ
の
時
間
は
、
現
在

の
瞬
間
が
他
の
瞬
間
に
よ
っ
て
補
償
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
現
在
の
瞬
間
が
そ
れ
自
身
に
お
い
て
価
値
と
意
味
を
も
つ
よ
う
な
時
間
な
の

バ
タ
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で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、
希
望
や
未
来
は
何
ら
意
味
を
も
た
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

に
よ
れ
ば
、
労
苦
を
償
い
う
る
正
義
は
存
在
し
な
い
し
、
未
来
の
報
酬
は
現
在
の
努
力
を
組
み
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
希

望
や
未
来
は
こ
の
「
贖
罪
の
時
間
」
に
お
い
て
ま
っ
た
く
異
な
る
意
味
を
獲
得
す
る
。
す
な
わ
ち
、
希
望
は
償
い
え
な
い
も
の
の
償
い
の

希
望
と
し
て
、
そ
し
て
未
来
は
現
在
の
復
活
と
し
て
意
味
を
も
つ
。
そ
の
意
味
で
、
死
は
復
活
な
し
に
十
分
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
復
活
と
し
て
の
時
間
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。「
わ
れ
わ
れ
は
時
間
が
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

と
考
え
る
。『
次
の
瞬
間
』
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
瞬
間
の
う
ち
に
固
定
さ
れ
た
実
存
の
解
消
不
能
な
関
わ
り
の
解
消
で
あ
り
、『
私
』
の

復
活
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、『
私
』
が
自
己
同
一
的
で
許
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
し
て
次
の
瞬
間
に
入
り
こ
ん
で
、
そ
の
新
し
さ

が
『
私
』
を
『
私
』
の
自
己
へ
の
連
鎖
か
ら
解
き
放
つ
こ
と
の
な
い
新
し
い
経
験
を
す
る
と
い
う
よ
う
に
は
考
え
な
い
。
そ
う
で
は
な
く

て
、
空
虚
な
間
隔
に
お
け
る
『
私
』
の
死
が
新
し
い
誕
生
の
条
件
で
あ
り
、『
私
』
に
開
か
れ
て
く
る
『
他
の
場
所
』
が
単
に
一
つ
の

『
転
地
』
で
は
な
く
、『
自
己
と
い
う
場
所
と
は
異
な
る
場
所
』
に
な
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、『
私
』
は
、

非
人
称
的
な
も
の
や
永
遠
的
な
も
の
に
沈
み
こ
む
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」睚
。
こ
の
よ
う
に
、「
贖
罪
の
時
間
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
よ

っ
て
、
経
済
の
時
間
よ
り
も
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
で
掛
け
替
え
の
な
い
瞬
間
の
復
活
と
し
て
生
き
ら
れ
て
い
る
時
間
で
あ
り
、
そ
こ
で

「
私
」
が
一
つ
の
瞬
間
か
ら
次
の
瞬
間
へ
と
入
り
込
み
、
死
と
そ
の
復
活
と
を
経
験
す
る
時
間
で
あ
る
。

し
か
し
、
既
に
再
三
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
死
と
復
活
は
「
私
」
の
業
で
は
な
い
。
救
済
は
、
他
の
場
所
か
ら
や
っ
て
来
る
。
要
す

る
に
、「
他
人
と
の
関
係
」
の
「
他
性
」
か
ら
や
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
は
こ
こ
で
そ
れ
を
取
り
扱
う
余
裕
は
も

は
や
な
い
が
、
こ
こ
か
ら
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
「
時
間
と
他
者
」
の
問
題
や
エ
ロ
ス
の
問
題
が
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。
今
度
は
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
を
離
れ
て
、
も
う
一
度
バ
タ
イ
ユ
に
戻
り
、
彼
の
「
瞬
間
」
の
概
念
の
理
解
に
お
い
て
、
両
者
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
概
念
の
関
連
性
を
検
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討
し
、
バ
タ
イ
ユ
の
普
遍
経
済
論
の
構
想
を
提
示
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

四

バ
タ
イ
ユ
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
瞬
間
」
の
概
念
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
バ
タ
イ
ユ
は
、「
あ
る
」
の
固
有

の
時
間
と
個
体
的
存
在
者
の
時
間
と
の
違
い
に
つ
い
て
触
れ
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
区
別
さ
れ
た
個
々
の
瞬
間
や
リ
ズ
ム
の
可
能
性

は
、
非
人
称
的
実
存
に
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
時
間
の
す
べ
て
の
点
が
、
暗
い
夜
の
な
か
で
の
空
間
の
諸
点
の
よ
う
に
、
同

じ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」睨
。
つ
ま
り
、「
あ
る
」
に
お
い
て
は
、
区
別
さ
れ
た
個
々
の
瞬
間
は
夜
の
暗
さ
の
な
か
で
一
つ
に
溶
解
し
て
い

る
。
逆
に
、「
あ
る
」
は
眠
り
の
不
可
能
性
で
あ
る
か
ら
、
目
覚
め
た
ま
ま
で
あ
り
、
い
つ
ま
で
も
眠
り
の
訪
れ
の
な
い
不
眠
状
態
に
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
不
眠
の
う
ち
に
、
そ
の
中
断
と
し
て
の
眠
り
が
突
然
訪
れ
る
。
そ
れ
が
「
瞬
間
」
の
誕
生
で
あ
る
。
バ
タ
イ
ユ
は
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
次
の
文
章
を
引
く
。「
瞬
間
が
存
在
に
侵
入
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
い
わ
ば
存
在
の
永
遠
性
そ
の
も
の
で
あ
る
あ
の

不
眠
が
止
む
た
め
に
は
、
主
体
の
定
立
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」睫
。「
瞬
間
（instance

）」
と
い
う
語
に
、「
立
ち
止
ま
る
こ
と
」

の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
「
立
ち
止
ま
り
」
は
「
あ
る
」
の
そ
れ
で
あ

り
、
そ
れ
が
「
瞬
間
」
の
誕
生
、
す
な
わ
ち
、
主
体
の
定
立
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
自
我
の
定
立
で
も
あ
る
。
バ
タ
イ
ユ
は
次
の
よ
う
に

言
う
。「
孤
立
し
て
存
在
し
て
い
る
自
我
こ
そ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
瞬
間
を
引
き
受
け
、
人
格
的
存
在
が
際
立
っ
て
く
る
一
つ
の

努
力
の
収
縮
の
う
ち
に
、
あ
る
方
向
に
そ
れ
を
と
ど
め
お
く
の
で
あ
る
。
瞬
間
が
把
握
で
き
る
実
存
を
手
に
す
る
の
は
、
そ
れ
が
実
体
的

存
在
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
限
り
で
あ
り
、
そ
れ
が
孤
立
し
た
主
体
の
弁
別
的
で
分
け
る
こ
と
の
で
き
る
所
有
物
で
あ
る
限
り
で
あ
る
。
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し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
瞬
間
は
も
は
や
わ
れ
わ
れ
の
手
慣
れ
た
時
間
の
原
子
的
な
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
『
一
塊
り
』

の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
反
対
に
瞬
間
は
そ
の
出
来
事
に
お
い
て
過
去
を
現
在
に
結
び
つ
け
な
が
ら
、『
分
節
化
さ
れ
た
』
も
の
で

あ
ろ
う
」睛
。

こ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
「
瞬
間
」
の
概
念
を
ど
う
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
な
の
か
。
こ
こ
で
バ
タ
イ
ユ
は
、
も
う
一
つ
の
方
法
で
あ

る
科
学
の
や
り
方
、
す
な
わ
ち
、
経
済
学
の
方
法
を
用
い
る
。
バ
タ
イ
ユ
に
よ
れ
ば
、
経
済
学
は
通
常
、
対
象
の
生
産
と
消
費
と
い
う
道

程
を
辿
る
。
労
働
は
こ
の
生
産
と
消
費
の
回
路
の
う
ち
で
考
慮
さ
れ
、
価
値
を
も
つ
。
そ
れ
ゆ
え
、
生
産
と
は
無
縁
の
労
働
も
生
産
的
労

働
を
モ
デ
ル
に
し
て
価
値
を
計
ら
れ
、
同
一
視
さ
れ
る
。
報
酬
は
生
産
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
何
ら
か
の
報
酬
が
与
え
ら
れ

る
限
り
で
、
そ
れ
は
労
働
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
十
分
で
あ
ろ
う
か
。
バ
タ
イ
ユ
は
、
対
象
の
生
産
と
消
費
の
循
環
だ
け
で

は
、
わ
れ
わ
れ
の
経
済
の
働
き
全
体
を
つ
か
ま
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
欠
け
て
い
る
の
は
、
二
つ
の
「
消
費
（dépense

）」

概
念
の
区
別
で
あ
る
。「
し
か
し
、
人
間
の
活
動
は
対
立
す
る
二
つ
の
消
費
の
項
目
を
別
々
に
発
展
さ
せ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
生
産
的

消
費
（
大
半
の
動
物
の
基
礎
的
部
分
）
と
非
生
産
的
消
費
で
あ
る
。
前
者
は
獲
得
の
手
段
（
そ
れ
自
体
目
的
で
は
な
く
、
後
者
の
非
生
産

的
消
費
の
手
段
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
操
作
の
意
味
を
時
間
に
お
い
て
考
慮
す
る
と
、
明
ら
か
に
、
生
産
的
消
費
の
意
味
、
つ
ま
り

経
済
的
観
点
か
ら
言
え
ば
、
所
得
の
意
味
は
、
そ
れ
と
未
来
と
の
関
係
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
。
反
対
に
、
非
生
産
的
消
費
の
意
味
は
、

現
在
の
瞬
間
に
与
え
ら
れ
る
。
逆
に
こ
う
も
言
え
る
。
経
済
が
未
来
を
考
慮
す
る
場
合
、
意
味
の
あ
る
活
動
は
生
産
的
消
費
（
労
働
、
あ

る
い
は
、
そ
の
労
働
の
生
産
に
必
要
な
消
費
）
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
非
生
産
的
消
費
は
無
意
味
や
反
意
味
に
す
ら

な
っ
て
し
ま
う
（
そ
れ
が
生
産
活
動
の
日
々
の
補
完
物
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
な
け
れ
ば
）」睥
。
今
問
題
は
二
つ
の
消
費
、
生
産
的
消
費

と
非
生
産
的
消
費
と
の
区
別
で
あ
る
が
、
バ
タ
イ
ユ
は
そ
の
違
い
の
本
質
を
二
つ
の
時
間
の
違
い
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
未
来
と
現
在
の
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瞬
間
と
の
違
い
と
し
て
考
え
る
。
し
か
も
、
こ
れ
は
決
し
て
経
済
学
に
お
い
て
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
違
い
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

経
済
学
は
不
完
全
な
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
れ
で
は
、
現
在
の
瞬
間
を
考
慮
に
入
れ
た
ら
、
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
時
に
は
、

「
生
産
的
活
動
は
無
意
味
に
な
り
、
非
生
産
的
な
も
の
だ
け
が
価
値
を
も
つ
こ
と
に
な
る
」。

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
バ
タ
イ
ユ
が
非
生
産
的
消
費
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
考
え
て
い
る
こ
と
の
半
分
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
非

生
産
的
消
費
が
経
済
活
動
の
本
質
な
の
か
が
依
然
と
し
て
不
明
の
ま
ま
だ
か
ら
で
あ
る
。
非
生
産
的
価
値
は
、
否
定
と
し
て
現
れ
る
。
つ

ま
り
、
一
方
的
消
費
は
何
も
産
み
出
す
こ
と
は
な
い
が
ゆ
え
に
損
失
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
確
か
に
否
定
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
否
定
は
、
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
否
定
の
否
定
で
あ
り
、
現
在
の
瞬
間
の
既
に
な
さ
れ
て
い
る
否
定
の
否
定
で
あ
る
。
ど
う
い
う
こ

と
か
。
瞬
間
は
常
に
他
の
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
で
し
か
意
味
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
つ
の
瞬
間
は
、
次
の
瞬
間
、
別
の
瞬
間
、

例
え
ば
、
未
来
と
の
関
係
に
基
づ
い
て
は
じ
め
て
意
味
を
も
つ
。
そ
の
意
味
で
、
現
在
の
瞬
間
は
常
に
既
に
否
定
な
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
非
生
産
的
消
費
は
既
に
あ
る
こ
の
現
在
の
瞬
間
の
消
費
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
否
定
の
否
定
な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
非
生

産
的
消
費
は
現
在
の
瞬
間
そ
れ
自
体
の
肯
定
と
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
、
何
ら
か
の
対
象
を
消
費
す
る
と
い
う
点
で
は
、
明
ら
か
に
損
失

で
あ
り
、
単
な
る
否
定
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
い
。
バ
タ
イ
ユ
は
こ
こ
で
何
も
の
か
の
消
費
で
は
な
く
、
現
在
の
瞬
間
そ

の
も
の
の
消
費
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
在
の
瞬
間
は
対
象
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
現
在
の
瞬
間
そ
の
も
の
を
生
き
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
現
在
の
瞬
間
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
た
非
生
産
的
消
費
は
、
生
の
消
尽
、
生
命
の
燃
焼
と
い
う
意
味

で
、
未
来
の
た
め
に
現
在
の
瞬
間
を
否
定
す
る
生
産
的
消
費
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
価
値
を
も
つ
。
バ
タ
イ
ユ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
反
対
に
、
生
産
的
価
値
こ
そ
、
本
質
的
に
否
定
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
際
、
存
在
し
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
現
在
を
、
存
在
し
て

い
な
い
、
未
来
の
た
め
に
、
否
定
す
る
。
実
際
に
は
、
非
生
産
的
活
動
一
般
は
常
に
肯
定
的
で
あ
る
」睿
。
こ
こ
に
は
確
か
に
「
損
失
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（perte

）」
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
バ
タ
イ
ユ
に
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
生
き
て
い
る
存
在
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
過
剰
」

を
自
由
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
限
ら
れ
た
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
普
遍
経
済
論
の
立
場
に
た
て
ば
、
溢
れ
出
る
世
界
で
は
消
費
さ
れ
る

べ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
常
に
過
剰
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
を
い
か
に
消
費
す
る
か
が
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
い
ず
れ
ま
た
、
こ

の
普
遍
経
済
論
に
戻
る
こ
と
に
な
る
が
、「
損
失
」
と
「
利
益
」
に
関
し
て
こ
こ
で
も
う
一
度
バ
タ
イ
ユ
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
よ
う
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
非
生
産
的
消
費
と
し
て
現
実
の
も
の
と
な
る
「
損
失
」
は
単
な
る
「
損
失
」
で
は
な
い
。
確
か
に
そ
れ
は
、
富

の
蓄
積
と
い
う
経
済
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
富
の
一
方
的
な
浪
費
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
は
卑
小
な
見
方
で
し
か
な
い
。
蓄
積
の
論
理

は
、
未
来
の
た
め
に
現
在
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
、
未
だ
存
在
し
な
い
も
の
の
た
め
に
既
に
存
在
す
る
も
の
を
使
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は

結
局
現
在
の
瞬
間
の
否
定
に
つ
な
が
る
。
そ
う
な
る
と
、「
瞬
間
」
は
他
の
も
の
と
の
関
連
に
お
い
て
で
し
か
規
定
さ
れ
な
い
こ
と
に
な

り
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
は
、
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
は
意
味
も
価
値
も
も
た
な
い
も
の
と
な
る
。
こ
れ
で
は
、
現
在
の
瞬
間
の
救
出
は
不

可
能
で
あ
ろ
う
。
バ
タ
イ
ユ
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
瞬
間
」
と
い
う
概
念
を
め
ぐ
っ
て
合
流
す
る
の
は
、
こ
の
地
点
に
お
い
て
な
の
で
あ

る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、
実
詞
化
と
し
て
の
「
瞬
間
」
の
誕
生
は
そ
れ
自
体
に
お
い
て
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
こ
こ
で

の
経
済
論
に
翻
訳
す
れ
ば
、「
非
生
産
的
消
費
」
と
い
う
概
念
の
問
題
と
重
な
る
。
他
方
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
一
方
的
損
失
が
「
現
在
の
瞬

間
」
そ
れ
自
体
の
た
め
に
あ
る
よ
う
に
、
バ
タ
イ
ユ
に
と
っ
て
は
、
何
よ
り
も
こ
の
「
瞬
間
」
に
お
け
る
生
の
消
尽
こ
そ
が
重
要
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
通
常
の
経
済
学
で
は
他
の
も
の
と
交
換
で
き
る
と
い
う
点
に
価
値
を
見
る
が
、
逆
に
バ
タ
イ
ユ
は
そ
こ
に
乗
り
越
え
る
べ
き

課
題
を
見
る
。
そ
れ
自
体
に
お
い
て
で
し
か
価
値
の
な
い
も
の
は
、
有
用
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
で
し
か
意
味
の
な
い

も
の
は
、
現
実
に
は
意
味
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
有
用
性
や
必
要
性
の
原
理
に
い
か
に
し
て
対
抗
す
る
か
。
バ
タ
イ
ユ
は
、
非

生
産
的
消
費
の
肯
定
性
の
実
例
を
芸
術
に
見
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
両
者
は
共
通
の
立
場
に
た
つ
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、
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芸
術
に
は
存
在
の
物
質
性
を
露
呈
さ
せ
る
働
き
が
あ
り
、
芸
術
の
意
味
は
現
在
に
お
い
て
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
対
象
が
世
界
に
お
い
て
意

味
を
も
つ
の
は
未
来
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
芸
術
は
そ
の
対
象
を
世
界
か
ら
切
り
離
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
枚
の
紙
は

そ
の
紙
の
も
つ
可
能
性
が
実
現
す
る
用
途
に
応
じ
て
未
来
に
お
い
て
何
も
の
か
で
あ
り
う
る
が
、
現
在
に
お
い
て
は
た
だ
の
紙
、
す
な
わ

ち
、
今
あ
る
も
の
と
し
て
単
な
る
物
質
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
通
常
そ
れ
を
そ
れ
以
上
の
も
の
と
し
て
見
て
い
る
。
つ
ま

り
、
何
か
の
対
象
と
し
て
見
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
他
と
交
換
で
き
る
と
い
う
生
産
的
消
費
の
論
理
、
未
来
に
お
い
て
現
在
を
規
定

す
る
と
い
う
論
理
に
基
づ
く
見
方
で
し
か
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
両
者
の
間
に
は
微
妙
な
違
い
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
れ
は
主
に
「
あ
る
」
に
つ
い
て
の
態
度
の
違
い
に
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
今
度
は
主
体
の
問
題
か
ら
、
非
生
産
的
消
費
と
生
産
的
消
費
の
対
立
を
見
て
み
よ
う
。
バ
タ
イ
ユ
は
、
詩
や
芸
術
、
一
般
に
は
、

自
由
な
消
費
で
あ
る
非
生
産
的
消
費
が
「
主
体
の
解
消
に
向
か
う
と
い
う
事
実
」
を
あ
げ
て
、
そ
れ
が
エ
コ
ノ
ミ
ー
か
ら
離
れ
る
こ
と
に

は
な
ら
な
い
と
述
べ
た
の
ち
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
生
産
的
経
済
の
伝
統
的
研
究
は
持
続
に
登
録
さ
れ
た
諸
主
体
の
定
立
を
要
求
す

る
。
生
産
的
経
済
は
、
ま
さ
し
く
孤
立
し
た
主
体
の
領
域
な
の
で
あ
る
。
そ
の
研
究
は
、
非
連
帯
的
な
個
々
人
に
生
産
さ
れ
た
諸
価
値
の

分
配
を
調
整
す
る
法
的
条
件
の
研
究
を
課
す
。
逆
に
、
主
体
は
そ
の
期
待
さ
れ
た
成
果
が
生
産
物
の
個
人
的
享
受
で
あ
る
よ
う
な
活
動
の

埒
外
に
定
立
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、
ど
ん
な
非
生
産
的
消
費
も
主
体
に
対
し
て
、
こ
う
し
た
運
動
の
一
時
的
放
棄
を
要

求
す
る
。
主
体
は
、
所
有
を
軽
蔑
し
、
利
益
を
当
て
に
し
な
い
で
消
費
す
る
限
り
で
、
逆
説
的
な
仕
方
で
自
己
を
否
定
す
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
の
術
語
を
借
り
る
と
、
主
体
は
そ
れ
以
降
実
存
者
と
し
て
で
は
な
く
、
実
存
と
し
て
振
る
舞
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
も
は
や
、
自
分

で
は
な
い
対
象
と
、
主
体
が
で
き
る
も
の
な
ら
有
効
に
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
対
象
と
対
立
す
る
、
対
象
的
世
界
の
主
体
で
は
な

い
。
主
体
は
自
分
の
自
由
に
な
る
富
の
一
部
を
、
見
返
り
な
し
に
、
い
さ
さ
か
も
他
人
を
所
有
す
る
こ
と
な
し
に
、
他
人
に
委
ね
る
。
こ
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の
こ
と
は
第
一
に
次
の
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
主
体
は
現
在
と
い
う
時
間
に
お
い
て
、
自
分
自
身
と
他
者
と
の
差
異
を
つ
く

る
こ
と
を
や
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
、
頂
点
に
お
い
て
、
主
体
は
も
は
や

自
分
の
実
存
と
世
界
と
を
分
け
隔
て
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
」睾
。
こ
こ
に
は
、
注
意
深
く
読
め
ば
、
見
返
り
を
求
め
な
い
贈
与
の
思

想
、
自
他
の
差
異
の
消
失
と
し
て
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
考
え
方
な
ど
、
普
遍
経
済
論
の
壮
大
な
構
想
の
一
部
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
バ
タ
イ
ユ
の
文
章
で
あ
っ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
そ
れ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
自
他
の
差
異
の
消
失
な
ど
、
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
と
は
対
立
す
る
も
の
さ
え
あ
る
。
エ
ロ
ス
的
経
験
を
め
ぐ
る
問
題
な
ど
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
こ

の
対
立
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
余
裕
は
も
は
や
な
い
。

最
後
に
、
経
済
学
の
優
位
性
と
い
う
方
法
の
問
題
に
簡
単
に
触
れ
、
こ
の
論
考
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
バ
タ
イ
ユ
に
よ
れ
ば
、
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
が
『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
に
お
い
て
行
っ
た
こ
と
は
、「
言
い
難
い
経
験
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
」
に
取
り
組
ん

だ
こ
と
で
あ
る
睹
。
例
え
ば
、「
あ
る
」
は
明
ら
か
に
神
秘
家
の
名
状
し
難
い
体
験
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
そ

れ
を
哲
学
の
言
語
に
よ
っ
て
表
現
す
る
。
そ
の
際
彼
は
、
二
つ
の
方
法
を
と
る
。
外
か
ら
の
接
近
と
「
内
密
性
（intim

ité

）」
と
い
う
独

自
の
経
験
に
訴
え
る
仕
方
と
で
あ
る
。
外
か
ら
の
接
近
は
、
例
え
ば
、
芸
術
や
現
代
絵
画
や
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
の
「
融
即
（partici-

pation

）」
に
よ
る
そ
れ
で
あ
る
が
、「
内
密
性
」
の
ほ
う
は
、
バ
タ
イ
ユ
に
言
わ
せ
れ
ば
、
明
晰
な
認
識
に
よ
る
伝
達
で
は
な
く
、
も
っ

ぱ
ら
「
詩
」
の
形
で
な
さ
れ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
科
学
の
優
位
が
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
地
点
、
つ
ま
り
認
識
と
詩
と
の
間
の
地

点
に
お
い
て
で
あ
る
。
バ
タ
イ
ユ
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
作
品
『
謎
の
男
ト
マ
』
の
な
か
に
見
出
し
た
「
あ
る
」
に
関
す
る

描
写
の
一
節
を
長
々
と
引
用
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
文
学
的
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
純
粋
に

実
存
の
叫
び
で
あ
る
も
の
を
、
形
式
的
一
般
化
に
よ
っ
て
（
言
い
換
え
れ
ば
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
に
よ
っ
て
）
一
つ
の
対
象
と
し
て
定
義
す
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る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
固
執
す
る
原
理
（
実
存
主
義
的
な
原
理
）
は
、
彼
の
思
考
の
歩
み
を
未
完
結
な
ま
ま
に
放
置
す
る
の
で
あ
り
、
た
と

え
彼
が
一
般
化
す
る
と
し
て
も
（
し
た
が
っ
て
た
と
え
彼
が
対
象
と
し
て
考
え
る
と
し
て
も
）、
そ
れ
で
も
依
然
と
し
て
彼
は
個
別
的
な

も
の
、
内
密
な
も
の
、
主
観
的
な
も
の
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
。
逆
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
自
分
が
体
験
す
る
生
を
こ
の
一
般
化
に
巻
き

こ
ま
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
り
、
諸
対
象
が
わ
れ
わ
れ
に
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
認
識
さ
れ
る
様
式
そ
の
も
の
に
基
づ
い
て
、
こ
の
生
を
一
つ

の
認
識
と
し
て
体
験
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
実
存
主
義
的
な
哲
学
は
、
少
な
く
と
も
内
密
性
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
の

な
い
科
学
以
上
に
、
も
っ
と
深
く
わ
れ
わ
れ
を
物
に
変
え
て
し
ま
う
」瞎
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
実
存
主
義
の
立
場
に
置
く
の
は
少
々
厳
密
さ
を
欠
く
が
、
少
な
く
と
も
「
あ
る
」
の
問
題
に
関
し
て
は
バ
タ
イ
ユ
の
指

摘
は
正
確
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
科
学
と
の
比
較
で
言
え
ば
、
事
態
は
む
し
ろ
反
対
で
は
な
い
の
か
。
科
学
こ
そ
が
わ
れ
わ
れ
の
体

験
す
る
生
を
「
物
」
に
変
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
い
や
、
そ
う
で
は
な
い
。
バ
タ
イ
ユ
は
続
け
て
言
う
。「
も
し
お
望
み

な
ら
、
科
学
者
も
世
界
を
、
た
と
え
ば
か
げ
て
い
る
と
は
い
え
、
あ
た
か
も
そ
の
世
界
に
お
い
て
内
密
性
が
そ
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
よ
う

な
外
的
現
象
の
意
味
を
も
つ
か
の
よ
う
に
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
科
学
者
が
ほ
と
ん
ど
自
分
の
生
を
外
的
に
認
識
す
る
だ
け

に
限
り
、
内
密
性
を
放
棄
し
、
実
際
に
そ
れ
を
消
去
し
て
し
ま
う
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
少
な
く
と
も
彼
は
そ
の
内
密
性
を
変
質
さ
せ
た

り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
科
学
者
は
、
実
存
主
義
者
が
躊
躇
し
な
が
ら
も
し
か
し
中
途
半
端
な
仕
方
で
そ
う
す
る
よ
う
に
、
内
密
性
を

認
識
の
論
弁
的
投
影
図
に
統
合
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
」瞋
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
宗
教
に
お
い
て
、
単
な
る
知
性
の
操
作
を

越
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
啓
示
や
聖
な
る
も
の
が
、
認
識
に
対
す
る
生
の
優
位
性
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
バ
タ
イ
ユ
に
と
っ
て
は
、「
認

識
の
パ
ト
ス
」
の
も
う
一
つ
の
道
で
あ
る
科
学
の
方
法
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
の
秘
密
を
物
化
す
る
こ
と
な
く
、
中
途
半
端
な
哲
学
に
比
べ

て
「
も
っ
と
歩
き
や
す
い
」
が
ゆ
え
に
、「
瞬
間
」
や
「
あ
る
」
の
問
題
の
仕
上
げ
に
は
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

バ
タ
イ
ユ
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
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コ
ノ
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実
際
に
バ
タ
イ
ユ
は
、「
非
生
産
的
消
費
」
と
「
生
産
的
消
費
」
の
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
方
法
の
実
践
を
試
み

た
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
試
み
は
、
存
在
論
や
実
存
主
義
か
ら
遠
く
離
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
き
わ
め
て
重
要
な
希
有
な
哲
学

者
の
本
質
的
な
問
題
を
ま
っ
た
く
別
の
観
点
か
ら
照
ら
し
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
過
剰
か
ら
出
発
し

て
、
労
働
、
生
産
、
消
費
、
蓄
積
と
い
っ
た
問
題
と
同
時
に
、「
富
の
非
生
産
的
使
用
」
と
し
て
の
贈
与
、
損
失
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
、

芸
術
、
宗
教
の
問
題
を
包
括
す
る
「
普
遍
経
済
論
」
と
い
う
バ
タ
イ
ユ
の
掲
げ
る
「
科
学
」
で
あ
っ
て
、「
生
産
の
領
域
に
限
定
さ
れ
た

伝
統
的
経
済
学
」
と
い
う
単
に
個
別
的
な
一
科
学
と
し
て
の
「
経
済
の
科
学
」
の
問
題
で
は
な
い
。
バ
タ
イ
ユ
は
こ
の
普
遍
経
済
の
構
想

と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
哲
学
と
の
関
連
性
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。「
言
い
換
え
れ
ば
、
普
遍
経
済
は
現
在
の
瞬
間
の
考
察
を
避
け
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
確
立
さ
れ
た
す
べ
て
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
線
は
こ
の
瞬
間
と
い
う
点
に
収
斂
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は

内
面
性
の
哲
学
の
展
開
以
前
に
は
作
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
最
初
か
ら
そ
れ
は
こ
の
哲
学
を
埋
葬
せ
ず
に
は
お
か
な

い
も
の
で
あ
る
。
…
…
実
存
の
哲
学
は
主
観
性
を
定
立
し
た
が
、
そ
れ
が
関
心
の
対
象
に
値
す
る
の
は
こ
の
定
立
が
必
然
的
に
定
立
さ
れ

た
主
体
の
破
滅
を
含
意
す
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
」瞑
。

し
か
し
、
こ
こ
で
語
ら
れ
た
「
定
立
さ
れ
た
主
体
の
破
滅
」
は
ど
こ
へ
向
か
っ
て
の
破
滅
な
の
か
。
こ
の
問
い
は
、
バ
タ
イ
ユ
、
レ
ヴ

ィ
ナ
ス
双
方
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
を
提
起
す
る
。
ひ
と
ま
ず
、
こ
う
述
べ
て
お
こ
う
。
バ
タ
イ
ユ
は
「
あ
る
」
へ
向
か
っ
て
、
そ
し
て

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
他
者
の
「
他
性
」
に
向
か
っ
て
、
と
。
垂
直
と
水
平
の
運
動
の
方
向
の
違
い
が
、
し
か
し
、
こ
の
両
者
を
別
々
の
道
に
導

い
て
い
く
。
そ
れ
は
ま
た
、「
あ
る
」
に
陶
酔
や
恍
惚
や
幸
福
な
融
合
を
見
る
か
、
お
ぞ
ま
し
さ
や
恐
怖
や
逃
走
へ
の
希
望
を
見
る
か
の

違
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
も
っ
と
も
端
的
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
あ
る
（es

giebt
）」
に
対
す
る
態
度
の
違
い
に
現
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ

の
問
題
は
今
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。『
呪
わ
れ
た
部
分
』
三
部
作
に
お
け
る
バ
タ
イ
ユ
の
普
遍
経
済
論
の
構
想
全
体
に
つ
い
て
の
検
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討 や 、 そ こ で 展 開 さ れ た 彼 の エ ロ テ ィ シ ズ ム 論 と レ ヴ ィ ナ ス に お け る エ ロ ス の 問 題 、 さ ら に は レ ヴ ィ ナ ス の 時 間 論 に

関 す る 詳 細 な 検 討 に つ い て は 稿 を 改 め て 取 り 上 げ る こ と に し た い 。
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