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レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
身
体
の
問
題
の
始
ま
り
は
、
身
体
の
熱
か
ら
で
あ
っ
た
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。
身
体
の
熱
が
な
け
れ
ば
、
精
神

も
魂
も
理
性
も
悟
性
も
何
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
出
発
点
は
身
体
の
経
験
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
身
体
の
経
験
と
い
っ
て
も
、
少
し
説

明
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
人
間
の
存
在
の
基
底
に
見
出
し
た
、「
釘
づ
け
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
や
「
鎖
で
つ
な
が
れ

て
あ
る
こ
と
」
の
経
験
で
あ
る
。
こ
の
経
験
を
最
も
広
い
意
味
で
受
け
取
れ
ば
、
精
神
の
身
体
へ
の
そ
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
別
の
言

い
方
を
す
れ
ば
、「
自
我
と
身
体
と
の
同
一
性
の
感
情
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

身
体
の
こ
の
よ
う
な
根
本
的
経
験
に
つ
い
て
、
か
つ
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。「
身
体
と
は
、
単
に
、
世
界
の
他

の
も
の
よ
り
も
わ
れ
わ
れ
に
近
く
、
よ
り
親
し
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
単
に
、
わ
れ
わ
れ
の
心
理
的
生
、
わ
れ
わ
れ
の
気

質
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
活
動
を
支
配
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
通
俗
的
了
解
を
超
え
て
、
同
一
性
の
感
情
が
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
は
、
自
我
が
成
熟
し
、
自
己
を
身
体
か
ら
区
別
す
る
よ
う
に
な
る
ま
さ
に
そ
れ
以
前
に
、
自
分
の
身
体
の
こ
の
唯
一
無
二
の
熱
の
中

で
自
分
自
身
を
確
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
さ
に
知
性
の
開
花
以
前
に
、
血
が
確
立
し
た
こ
れ
ら
の
絆
は
、
ど
ん
な
試
練

に
も
耐
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」⑴
。
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レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
こ
こ
か
ら
出
発
し
て
今
ど
こ
に
い
る
か
に
つ
い
て
は
も
は
や
詳
述
し
な
い
⑵
。
た
だ
、
こ
の
同
一
性
、
す
な
わ
ち
「
存

在
か
ら
の
脱
出
」
を
め
ぐ
っ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
行
っ
た
思
考
実
験
と
自
分
自
身
の
独
自
の
経
験
の
省
察
の
結
果
、「
あ
る
」
に
お
い
て
、

実
存
者
な
き
実
存
に
お
い
て
、
実
存
者
の
誕
生
と
い
う
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
の
考
え
方
に
よ
っ
て
、「
思
惟
す
る
物
と
し
て
の
身
体
」、「
定
位

と
し
て
の
身
体
」、
に
至
っ
た
と
い
う
点
は
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
わ
れ
わ
れ
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
共
に
、
こ
の
身
体
に

お
い
て
、「
自
我
と
自
己
と
の
同
一
性
」、「
自
我
が
自
己
に
鎖
で
つ
な
が
れ
て
あ
る
こ
と
」
の
う
ち
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ポ
ス
タ
ー

ズ
に
お
い
て
、
実
存
者
が
実
存
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
自
ら
の
存
在
の
代
償
と
し
て
モ
ナ
ド
と
し
て
の
孤
独
の
う
ち
に
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
問
題
は
こ
の
存
在
論
的
な
意
味
で
の
孤
独
が
い
か
に
し
て
破
ら
れ
る
か
に
あ
っ
た
。

本
稿
の
「
中
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
身
体
の
問
題
」
と
い
う
副
題
は
、
二
つ
の
著
作
、『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
と
『
時
間
と
他
者
』

以
降
の
身
体
を
め
ぐ
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
的
動
向
の
解
明
を
標
的
に
し
て
い
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
本
格
的

活
動
と
も
言
え
な
く
も
な
い
、
一
九
四
八
年
の
「
現
実
と
そ
の
影
」
と
「
パ
ロ
ー
ル
と
沈
黙
」
と
い
う
論
考
か
ら
最
初
の
主
著
『
全
体
性

と
無
限
』
ま
で
の
そ
れ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
こ
の
二
つ
の
論
考
を
取
り
上
げ
、
重
複
は
あ
る
も
の
の
、
二
つ
の
著
作
以
降
の
戦
後

の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
最
初
の
活
動
を
確
認
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
の
始
ま
り
も
、
や
は
り
、
知
性
の
開
花
以
前
の
、
自
我
の
成
熟
以
前

の
、「
身
体
の
熱
」
と
そ
れ
以
後
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
考
察
の
方
法
と
し
て
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
う
、「
存
在
の
固
有
の
弁
証
法
」、

言
い
換
え
れ
ば
、「
存
在
の
一
般
的
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、「
思
惟
す
る
も
の
」
と
し
て
の
身
体
、「
定
位
」
と
し
て
の

身
体
、「
物
質
性
（
質
料
性
）」
と
し
て
の
身
体
を
標
準
と
し
て
、
直
接
的
で
あ
れ
間
接
的
で
あ
れ
、
身
体
を
め
ぐ
る
戦
後
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

の
多
様
な
論
考
が
、
あ
の
存
在
の
固
有
の
弁
証
法
や
存
在
の
一
般
的
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
諸
次
元
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

か
で
あ
る
。
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一

最
初
は
、
一
九
四
八
年
の
論
文
「
現
実
と
そ
の
影
（la

réalité
et
son

om
bre

）」
で
あ
る
。
こ
の
標
題
は
、
わ
れ
わ
れ
に
す
ぐ
さ
ま
、

メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
の
「
哲
学
者
と
そ
の
影
」
と
い
う
そ
れ
を
想
起
さ
せ
る
。
単
純
に
考
え
れ
ば
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
模
倣
と
も
見
ら
れ
か

ね
な
い
こ
の
メ
ル
ロ＝
ポ
ン
テ
ィ
の
論
文
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
そ
れ
か
ら
お
よ
そ
十
年
後
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、「
そ
の
影
」
と

い
っ
て
も
、
二
つ
の
影
、
現
実
の
影
と
哲
学
者
の
影
で
は
違
い
が
あ
り
す
ぎ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
内
容
も
ま
っ
た
く
異
な
る
。
し
か
し
、
興

味
深
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
「
影
」
の
違
い
を
う
ま
く
つ
か
ま
え
た
な
ら
ば
、
両
者
の
哲
学
の
違
い
に
行
き
着
く
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
点

で
あ
る
。

簡
単
に
哲
学
者
の
影
を
見
て
み
よ
う
。
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
の
言
う
「
影
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
「
思
惟
さ

れ
な
か
っ
た
も
の
（l’im

pensé

）」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
哲
学
者
と
そ
の
影
」
と
い
う
論
文
の
主
旨
は
こ
の
「
思
惟
さ
れ
な
か
っ
た
も

の
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
は
彼
独
自
の
も
の
で
は
な
い
。
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

言
う
「
思
惟
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
」
に
触
れ
た
後
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
フ
ッ
サ
ー
ル
が
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た
と
き
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の

思
惟
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
ま
っ
た
く
彼
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
他
の
も
の
に
開
か
れ
た
も
の
で
も
あ

る
。
思
惟
す
る
こ
と
は
、
思
惟
の
対
象
を
所
有
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
思
惟
す
べ
き
領
域
を
、
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
が
ま
だ
思

惟
し
て
い
な
い
領
域
を
、
対
象
に
よ
っ
て
限
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
知
覚
さ
れ
た
世
界
が
物
で
も
無
で
も
な
く
、
反
対
に
、
も
っ
ぱ
ら
そ

れ
ら
の
も
の
だ
け
が
同
じ
物
や
同
じ
世
界
の
中
で
変
化
す
る
領
野
を
定
め
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
、
物
と
物
と
の
間
の
光
や
影
や
高
低
や

地
平
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ひ
と
り
の
哲
学
者
の
作
品
や
思
惟
も
同
じ
く
語
ら
れ
た
事
柄
相
互
の
或
る
繋
が
り
か
ら
出
来
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て
お
り
、
こ
う
い
っ
た
諸
々
の
繋
が
り
に
関
し
て
は
、
客
観
的
解
釈
と
恣
意
的
解
釈
と
の
デ
ィ
レ
ン
マ
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
こ
う
し
た
繋
が
り
は
思
惟
の
対
象
で
は
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
影
や
光
と
同
様
に
、
そ
れ
を
分
析
的
観
察
や
あ
る
い
は
孤
立
し

た
思
惟
に
従
属
さ
せ
た
な
ら
ば
、
壊
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
、
そ
れ
ら
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
や
再
発
見
す
る
こ
と
が
で

き
る
た
め
に
は
思
惟
し
直
す
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
」⑶
。

少
し
長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
受
け
継
い
だ
「
思
惟
」
と
「
思
惟
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
」
を
め
ぐ
る
メ
ル
ロ＝

ポ
ン

テ
ィ
の
意
図
は
明
確
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
思
惟
は
自
分
の
影
と
し
て
思
惟
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
を
伴
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
メ
ル
ロ

＝

ポ
ン
テ
ィ
の
文
章
を
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
現
実
と
そ
の
影
」
に
近
づ
け
る
た
め
に
は
、「
影
」
を
哲
学
者
の
影
と
し
て
で
は
な
く
、「
知
覚

さ
れ
た
世
界
」
の
影
の
側
に
移
行
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
、
フ
ッ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
解
釈
は
も
は
や
問
題
で
は

な
い
。
そ
れ
で
は
、「
知
覚
さ
れ
た
世
界
」
の
影
と
は
何
か
。
先
に
引
い
た
よ
う
に
、
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
知
覚
世
界
に
お
い
て
、
そ

れ
が
そ
れ
と
し
て
成
り
立
つ
た
め
に
は
、「
光
や
影
や
高
低
や
地
平
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
単

な
る
「
対
象
」
や
「
物
」
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
「
物
と
物
と
の
間
」
に
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
間
に
あ
る
も
の
は
、
思
惟
が
問

題
に
な
る
と
き
に
は
、「
繋
が
り
」
と
言
い
換
え
ら
れ
、「
分
析
的
観
察
」
や
「
孤
立
し
た
思
惟
」
に
よ
っ
て
は
「
物
」
で
は
な
く
、
無
で

し
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
、
思
惟
し
直
す
と
い
う
仕
方
で
し
か
問
題
に
な
り
得
な
い
の
で

あ
る
。
こ
こ
ま
で
が
、
先
に
触
れ
た
、
わ
れ
わ
れ
が
取
り
上
げ
た
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
の
「
影
」
の
問
題
で
あ
る
。
一
言
で
い
え
ば
、
そ

れ
は
知
覚
世
界
に
お
け
る
「
地
平
」
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
現
実
と
そ
の
影
」
に
お
け
る
「
影
」
と
は
何
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
知
覚
世
界
に
お
け
る

地
平
の
問
題
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
、
世
界
内
の
問
題
で
は
な
く
、
芸
術
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
非
人
間
的
世
界
、
言
い
換
え

れ
ば
、
世
界
な
ら
ざ
る
世
界
の
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
も
は
や
世
界
内
存
在
は
問
題
で
は
な
い
。
む
し
ろ
問
題
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は
、
世
界
か
ら
の
離
脱
な
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
戦
後
の
本
格
的
な
活
動
に
あ
た
っ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
改
め
て
芸
術
の
問
題
を

取
り
上
げ
、「
世
界
の
外
」
に
触
れ
た
点
で
あ
る
。
そ
こ
に
ど
ん
な
意
図
が
あ
っ
た
の
か
。
後
に
詳
し
く
見
る
こ
と
に
な
る
が
、
実
は
、

こ
の
「
現
実
と
そ
の
影
」
の
議
論
は
『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
の
或
る
個
所
の
そ
れ
と
一
部
重
な
る
点
が
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
し

か
も
、
そ
こ
に
は
単
な
る
反
復
で
も
延
長
で
も
な
い
新
し
い
試
み
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
現
実
と
そ
の
影
」
の
最
初
の
節
、「
芸
術
と
批
評
（artetcritique

）」
か
ら
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
初
め
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
芸
術
に
関

す
る
一
つ
の
ド
グ
マ
か
ら
始
め
る
。
書
き
出
し
の
文
章
は
次
の
通
り
で
あ
る
。「
一
般
に
ド
グ
マ
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、

芸
術
と
い
う
も
の
（l’A

rt
）
の
機
能
は
表
現
す
る
こ
と
で
あ
り
、
芸
術
的
表
現
は
一
つ
の
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
」⑷
。
こ
の
場
合
、
芸

術
家
は
何
を
表
現
し
、
何
を
語
る
の
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
芸
術
家
は
芸
術
的
直
観
や
芸
術
的
想
像
力
に
よ
っ
て
表
現
し
得
な
い

も
の
を
表
現
し
、
現
実
以
上
の
現
実
を
語
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
問
題
は
「
言
い
よ
う
の
な
い
も
の
」
で
あ
っ
て
、
あ
り
き
た
り
の

も
の
や
通
俗
的
な
も
の
や
卑
俗
な
も
の
の
表
現
は
問
題
外
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
つ
の
ド
グ
マ
に
す
ぎ
な
い
。
で
は
、
こ
の

よ
う
な
ド
グ
マ
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。
確
か
に
、
そ
れ
は
、
批
評
そ
れ
自
体
に
お
い
て
見
ら
れ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
批
評
家

と
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、「
す
べ
て
が
語
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
に
そ
れ
で
も
な
お
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
、
作

品
に
つ
い
て
こ
の
作
品
と
は
異
な
る
こ
と
を
語
る
こ
と
の
で
き
る
人
」⑸
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
批
評
家
の
定
義
と
芸
術
の
ド
グ
マ
と

は
、
す
な
わ
ち
、
芸
術
が
言
語
や
認
識
で
あ
る
こ
と
と
は
相
容
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
も
し
芸
術
が
言
語
や
認
識
で
あ
る
な

ら
ば
、
そ
こ
に
批
評
の
介
在
す
る
余
地
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

芸
術
と
批
評
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
も
し
芸
術
が
初
め
か
ら
言
語
で
も
認
識
で
も
な
い
な
ら
ば

│
し
た
が
っ
て
芸
術
が
真
理
と
外
延
を
同
じ
く
す
る
『
世
界
内
存
在
』
の
外
部
に
あ
る
な
ら
ば
│
、
批
評
は
復
権
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
」⑹
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
関
係
の
も
と
で
、
批
評
は
芸
術
の
何
を
問
題
に
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
続
け
て
語
る
よ
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う
に
、
批
評
の
「
知
性
の
必
然
的
介
入
」
に
よ
っ
て
、「
芸
術
の
非
人
間
性
と
逆
行
性
（l’inhum

anité
et
l’inversion

de
l’art

）」
を
人

間
の
生
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、「
芸
術
の
非
人
間
性
と
逆
行
性
」
と
い
う
言
い
方
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
の
考
え
る
芸
術
と
は
、
言
語
で
も
認
識
で
も
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
「
世
界
内
存
在
」
の
外
に
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
芸
術
は

サ
ル
ト
ル
が
語
る
よ
う
な
「
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
」、
す
な
わ
ち
世
界
へ
の
関
わ
り
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、「
デ
ガ
ー
ジ
ュ
マ

ン
」、
す
な
わ
ち
世
界
か
ら
の
離
脱
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
界
の
外
へ
、
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
重
要
な
の
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が

こ
の
「
外
」
を
離
脱
や
逆
行
に
よ
っ
て
「
非
人
間
的
世
界
」
と
し
て
、「
影
」
と
し
て
、「
夜
」
と
し
て
語
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
繰
り
返

し
に
な
る
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
考
え
る
芸
術
の
機
能
と
は
、
関
わ
り
で
は
な
く
離
脱
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
界
の
外
へ
と
「
逆
行
」
し
て
い

く
こ
と
な
の
で
あ
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
ま
た
現
実
や
世
界
か
ら
の
離
脱
の
意
味
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。「
世
界
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
常
に
彼�

方�

へ
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
イ
デ
ア
の
領
域
へ
、
そ
し
て
世
界
を
支
配
す
る
永
遠
の
も
の
へ
と
向
か
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
手�

前�

へ
の
離
脱
に
つ

い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
時
間
の
手
前
へ
と
、
時
間
と
時
間
と
の
『
間
』
へ
と
向
か
う
運
動
に
よ
っ
て
時
間
の
中
断

に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
」⑺
。
も
ち
ろ
ん
語
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
時
間
の
手
前
や
間
や
中
断

に
よ
っ
て
何
を
語
る
の
か
。
そ
れ
は
、
認
識
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
還
元
不
可
能
な
「
存
在
の
非
―

真
理
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
、「
現
実
の

暗
さ
（obscurité

）」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
実
の
影
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
「
存
在
論
的
出
来
事
と
し
て
の
暗
き
も
の
（l’obscur

）

と
の
交
流
」
は
い
か
に
し
て
可
能
か
。
も
は
や
認
識
や
理
解
や
了
解
に
訴
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
出
来
事
を
芸
術
に
よ
っ
て
示
す

と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
影
」
を
語
る
こ
と
の
困
難
は
こ
こ
に
あ
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
芸
術
に
つ
い
て
、
こ
の
節
の
最
後
に
改
め
て
次
の
よ
う
に
言
う
。「
そ
れ
（
芸
術
）
は
暗
く
な
る
こ
と
（obscurcis

sem
ent

）
の
出
来
事
そ
の
も
の
で
あ
り
、
夜
の
訪
れ
で
あ
り
、
影
の
氾
濫
で
あ
る
」⑻
。
そ
れ
ゆ
え
、
芸
術
は
「
啓
示
」
の
次
元
の
も
の
で
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も
「
創
造
」
の
そ
れ
の
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
非
人
間
的
な
も
の
へ
の
逆
行
性
そ
の
も
の
で
あ
る
「
世
界
の
外
」
へ
の
転
落
な
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、「
現
実
と
そ
の
影
」
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
語
る
べ
き
こ
と
は
こ
の
外
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
改
め
て
、「
現
実
と
そ
の
影
」
の
「
芸
術
と
批
評
」
以
降
の
節
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
ま
ず
「
想
像
的
な
も
の
、
感
性
的
な
も
の
、

音
楽
的
な
も
の
」
が
来
て
、
以
下
「
類
似
と
イ
メ
ー
ジ
」、「
時
間
の
間
」
と
続
き
、
そ
し
て
最
後
に
、「
哲
学
的
批
評
の
た
め
に
」
が
置

か
れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
特
に
今
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
イ
メ
ー
ジ
や
リ
ズ
ム
や
音
を
め
ぐ
る
問
題
、
言
い
換
え
れ
ば
感

覚
（sensation

）
や
感
受
性
（sensibilité

）
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
し
ぼ
っ
て
以
下
各
節
を
検
討
し
て
い
く
こ

と
に
す
る
。
と
り
わ
け
イ
メ
ー
ジ
の
問
題
が
重
要
な
の
だ
が
、
そ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
。
実
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
既
に
、『
実
存
か
ら
実
存

者
へ
』
に
お
い
て
、
イ
メ
ー
ジ
の
問
題
に
触
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム
（exotism

e

）」
の
問
題
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
世
界
か
ら
の
離
脱
の
問
題
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
こ
の
著
作
に
お
い
て
、「
世
界
な
き
実
存
」
の
第
一
節
「
エ
キ

ゾ
チ
ズ
ム
」
を
次
の
文
章
か
ら
始
め
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
世
界
と
の
関
係
に
お
い
て
自
分
た
ち
を
世
界
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き

る
」⑼
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
何
か
特
別
な
方
法
で
こ
の
世
界
か
ら
の
離
脱
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

で
は
、
何
が
、
自
然
的
世
界
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
を
「
異
他
的
な
も
の
」
へ
と
連
れ
て
い
く
の
か
。
そ
の
一
つ
が
芸
術
で
あ
る
。
以
前

に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
取
り
上
げ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
詳
し
く
は
触
れ
な
い
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
芸
術
の
基
本
的
機
能
は

「
対
象
そ
の
も
の
の
代
わ
り
に
、
対
象
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
⑽
。
エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム
と
は
、
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ

る
世
界
と
の
間
接
的
関
係
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
対
象
は
も
は
や
世
界
の
内
に
は
な
い
。
そ
れ
は
「
世
界
の

外
」
に
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
介
し
て
世
界
か
ら
離
脱
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
問

題
は
ま
た
、
知
覚
と
感
覚
と
の
違
い
を
教
え
る
。
ご
く
簡
単
に
言
え
ば
、
知
覚
は
世
界
の
「
内
」
の
出
来
事
で
あ
る
が
、
感
覚
は
世
界
の

「
外
」
へ
の
、
す
な
わ
ち
「
エ
レ
メ
ン
ト
と
い
う
非
人
称
性
」
へ
の
還
帰
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
感
覚
が
も
た
ら
す
も
の
は
、
も
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は
や
対
象
と
し
て
の
事
物
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
物
質
性
（
質
料
性
）
そ
の
も
の
と
し
て
の
事
物
な
の
で
あ
る
。

で
は
、「
現
実
と
そ
の
影
」
に
お
い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
再
び
イ
メ
ー
ジ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
何
を
語
ろ
う
と
し
た
の
か
。

「
想
像
的
な
も
の
、
感
性
的
な
も
の
、
音
楽
的
な
も
の
」
の
最
初
の
文
章
は
次
の
通
り
で
あ
る
。「
芸
術
の
最
も
基
本
的
な
手
法
は
対
象
を

そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
あ
る
」⑾
。
こ
の
文
章
は
、
先
に
わ
れ
わ
れ
が
取
り
上
げ
た
、
芸
術
と
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る
考
察

と
何
ら
変
わ
ら
な
い
。
で
は
、
イ
メ
ー
ジ
と
は
何
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
続
け
て
言
う
。
そ
れ
は
概
念
で
は
な
い
。
そ
れ
は
現
実
の
行
為
と

対
象
と
の
関
係
を
中
性
化
す
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
そ
れ
は
現
実
的
な
利
害
関
心
か
ら
の
脱
落
で
あ
る
。
こ
の
脱
落
に
関
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ

ー
的
に
言
え
ば
、
イ
メ
ー
ジ
は
「
そ
こ
で
対
象
性
が
力
へ
と
変
転
す
る
在
ら
し
め
る
こ
と
」
か
ら
の
脱
却
な
の
で
あ
る
。
こ
の
対
象
性
の

力
へ
の
変
転
に
関
し
て
、
今
度
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
そ
れ
を
能
動
と
受
動
の
関
係
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。「
イ
メ
ー
ジ
は
、
わ
れ

わ
れ
の
自
発
性
を
で
は
な
く
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
を
支
配
す
る
力
を
表
わ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
一
つ
の
根
本
的
受
動
性
で
あ

る
」⑿
。
要
す
る
に
、
イ
メ
ー
ジ
は
わ
れ
わ
れ
を
世
界
か
ら
離
脱
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
権
能
を
奪
い
、
徹
底
的
な
受

動
状
態
に
置
く
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
と
イ
メ
ー
ジ
と
の
関
係
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
世
界
内
存
在
」
か
ら
「
世
界
な
き
実
存
」
と
し

て
の
世
界
の
外
へ
の
転
落
あ
る
い
は
移
行
な
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
の
転
落
の
次
元
、
す
な
わ
ち
、「
外
」
の
次
元
を
、
最
初
に
触
れ

た
「
存
在
の
固
有
の
弁
証
法
」
や
「
存
在
の
一
般
的
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
に
従
っ
て
正
確
に
設
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に

つ
い
て
は
後
に
改
め
て
触
れ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
イ
メ
ー
ジ
の
問
題
を
追
い
か
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。

イ
メ
ー
ジ
の
受
動
性
に
触
れ
た
後
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
う
。「
イ
メ
ー
ジ
は
音
楽
的
で
あ
る
。
魔
術
に
お
け
る
直

接
見
え
る
受
動
性
、
す
な
わ
ち
歌
や
音
楽
や
詩
の
そ
れ
。
美
的
実
存
の
例
外
的
構
造
が
こ
の
魔
術
と
い
う
特
別
な
語
を
も
た
ら
す
の
だ

が
、
こ
の
語
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
少
々
使
い
古
さ
れ
た
受
動
性
と
い
う
概
念
を
正
確
な
も
の
に
し
具
体
化
で
き
る
よ
う
に
な
る
」⒀
。

こ
こ
で
受
動
性
の
問
題
に
関
し
て
、
身
体
の
そ
れ
と
の
関
連
で
整
理
し
て
お
く
と
、
現
象
学
的
な
身
体
の
考
え
方
で
は
、
私
の
身
体
と
は
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「
私
は
で
き
る
」
と
し
て
の
身
体
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
は
こ

の
「
私
は
で
き
る
」
の
「
で
き
る
」
を
無
効
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
私
の
身
体
は
、
も
は
や
「
私
は
で
き
る
」
の
身
体
、「
力
」
と
し
て

の
身
体
で
は
な
い
。
身
体
は
、
今
、
根
本
的
受
動
性
の
う
ち
に
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
、
現
象
学
的
に
、「
引
き
受
け
る

（assum
er

）」
と
い
う
仕
方
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
能
動
の
受
動
」
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
そ
こ
に
「
根
本
的
」

と
い
う
語
を
付
け
加
え
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
受
動
性
は
存
在
の
固
有
の
弁
証
法
や
存
在
の
一

般
的
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
観
点
か
ら
ど
の
よ
う
な
位
相
を
も
つ
の
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
存
在
論
的
出
来
事
と
し
て
の
根
本
的
受
動
性
の

身
体
は
い
か
な
る
場
所
に
設
定
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
問
題
の
大
枠
は
こ
の
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
然
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る

芸
術
の
問
題
、
す
な
わ
ち
イ
メ
ー
ジ
の
問
題
も
、
こ
の
観
点
に
基
づ
い
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
イ
メ
ー
ジ
が
音
楽
的

で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

こ
こ
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
リ
ズ
ム
の
問
題
に
触
れ
る
。
リ
ズ
ム
も
ま
た
イ
メ
ー
ジ
と
同
様
に
受
動
性
の
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
の

よ
う
に
語
ら
れ
る
。「
芸
術
の
批
評
が
示
唆
的
で
い
つ
で
も
使
え
る
何
ら
か
の
考
え
方
と
し
て
頻
り
に
引
き
合
い
に
出
す
リ
ズ
ム
の
観
念

は
、
詩
的
次
元
の
内
的
法
則
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
の
詩
的
次
元
が
わ
れ
わ
れ
を
触
発
す
る
仕
方
を
示
し
て
い
る
」⒁
。
し
た
が
っ

て
、
そ
れ
は
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
「
引
き
受
け
る
」
も
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
に
「
課
せ
ら
れ
る
」
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
リ
ズ

ム
は
受
動
的
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
リ
ズ
ム
の
受
動
性
、
す
な
わ
ち
そ
の
「
触
発
す
る
仕
方
」
は
独
特
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
リ
ズ
ム
は
、
同
意
や
引
き
受
け
や
自
発
性
や
自
由
に
つ
い
て
語
り
得
な
い
よ
う
な
唯
一
無
二
の
状
況
に
ほ
か

な
ら
な
い
│
な
ぜ
な
ら
、
主
体
は
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
掴
ま
れ
、
連
れ
去
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
主
体
は
自
分
自
身
の
表
現
の
一
部
な
の
で

あ
る
。
自�

分�

の�

意�

に�

反�

し�

て�

で
さ
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
も
は
や
自
己
は
な
く
、
自
己
か
ら
匿
名
的
な
も
の
へ

の
移
行
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
、
詩
や
音
楽
の
魔
法
あ
る
い
は
呪
文
で
あ
る
」⒂
。
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こ
れ
ら
の
文
章
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
リ
ズ
ム
の
受
動
性
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
特
に
重
要

な
の
は
、
リ
ズ
ム
に
お
け
る
自
己
の
不
在
と
自
己
か
ら
匿
名
的
な
も
の
へ
の
移
行
で
あ
る
。
世
界
内
存
在
か
ら
の
離
脱
や
転
落
に
よ
る
世

界
の
外
へ
の
移
行
は
、
す
な
わ
ち
現
実
の
影
へ
の
移
行
は
、
こ
こ
で
、
匿
名
的
な
も
の
と
の
「
融
即
（participation

）」
へ
と
至
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
う
よ
う
に
、
リ
ズ
ム
の
存
在
の
様
式
は
意
識
的
で
も
無
意
識
的
で
も
な
い
。
能
動
で
も
受
動
で
も
な
い
。
自

由
で
も
不
自
由
で
も
な
い
。
も
っ
と
言
え
ば
、
主
観
も
客
観
も
な
い
。
で
は
、
何
が
あ
る
の
か
。「
影
」
に
お
い
て
あ
る
の
は
、
主
客
の

一
致
あ
る
い
は
未
分
の
み
で
あ
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
再
び
イ
メ
ー
ジ
を
例
に
と
っ
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
イ
メ

ー
ジ
に
関
し
て
は
、
脱
関
心
（désintéressem

ent

）
に
つ
い
て
語
る
よ
り
も
関
心
（intérêt

）
に
つ
い
て
語
る
ほ
う
が
正
し
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
（
イ
メ
ー
ジ
）
は
、
い
か
な
る
功
利
性
の
精
神
も
な
し
に
、『
連
れ
て
ゆ
く
』
と
い
う
意
味
で
関
心
を
引
く
の
で
あ
る
。
そ
の
語

（intéressant

）
の
語
源
的
な
意
味
に
お
い
て
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
諸
事
物
の
間�

に�

（parm
i
les
choses

）
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し

か
し
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
当
然
そ
れ
ら
が
置
か
れ
た
場
所
は
対
象
の
そ
れ
で
し
か
な
か
っ
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
世
界
内
存
在
』
か
ら

区
別
さ
れ
た
、
こ
の
『
諸
事
物
の
間
』
は
、
夢
の
想
像
的
世
界
の
悲
壮
さ
を
構
成
す
る
。
す
な
わ
ち
、
主
体
は
諸
事
物
の
間
に
あ
る
が
、

た
だ
単
に
自
分
の
存
在
す
る
こ
と
の
厚
み
に
よ
っ
て
そ
う
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
主
体
は
『
こ
こ
』、『
ど
こ
か
』
を
要
求
し

自
分
の
自
由
を
守
ろ
う
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
主
体
が
諸
事
物
の
間
に
あ
る
の
は
、
物
と
し
て
、
自
分
自

身
に
外
的
な
光
景
の
一
部
、
し
か
し
一
つ
の
身
体
の
外
部
性
で
は
な
い
外
部
性
の
一
部
と
し
て
、
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
共
感
に
よ
る

こ
と
な
し
に
、
こ
の
俳
優
と
し
て
の
自
我
の
苦
し
み
を
感
じ
る
の
は
観
客
と
し
て
の
自
我
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
内
的
な
も
の

（l’intim
e

）
の
外
部
性
」⒃
。
こ
の
後
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
こ
の
外
部
性
に
つ
い
て
、「
リ
ズ
ム
と
夢
の
根
本
的
パ
ラ
ド
ク
ス
」
と
い
う
言
葉

を
与
え
て
い
る
。
少
し
長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の

は
、
こ
こ
に
、「
現
実
と
そ
の
影
」
の
中
で
一
カ
所
だ
け
の
「
身
体
」
と
い
う
語
が
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
次
に
そ
の
身
体
の
外
部
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性
と
区
別
さ
れ
た
「
内
的
な
も
の
の
外
部
性
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
区
別
は
何
を
意
味
す
る
の

か
。リ

ズ
ム
や
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
、
今
わ
れ
わ
れ
は
「
諸
事
物
の
間
」
に
あ
る
。
し
か
し
、
身
体
の
外
部
性
に
お
い
て
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

の
言
う
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
事
物
の
場
所
は
依
然
と
し
て
対
象
の
場
所
で
し
か
な
い
の
に
対
し
て
、
内
的
な
も
の
の
外
部
性
に
お
い
て

は
、
同
じ
く
諸
事
物
の
間
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
は
も
は
や
対
象
が
置
か
れ
た
場
所
で
は
な
い
。
な
ぜ
か
。
俳
優
と
観
客
の
比
喩
を
用
い

て
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
今
度
は
こ
れ
ら
の
事
物
は
自
分
自
身
の
一
部
だ
か
ら
で
あ
る
。「
共
感
（com

passion

）」
と
い
う
語
に
注

目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
俳
優
の
自
我
の
苦
し
み
は
そ
の
ま
ま
観
客
の
自
我
の
苦
し
み
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
よ
う

に
、
こ
の
一
致
は
「
共
感
」
の
媒
介
な
し
に
直
接
的
に
生
じ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
後
者
の
外
部
性
に
お
い
て
は
、
主
体
は
そ

の
ま
ま
客
体
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
対
象
と
し
て
の
事
物
と
の
関
係
の
よ
う
に
、
主
客
の
隔
た
り
は
な
い
。
諸
事
物
の
間
に
あ
っ
て
、
主
体

は
そ
れ
ら
の
物
の
一
部
で
あ
り
、
反
対
に
、
諸
事
物
は
主
体
の
自
分
自
身
の
表
現
の
一
部
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
内
的
な
も
の

は
そ
の
ま
ま
外
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
独
特
の
関
係
な
ら
ざ
る
関
係
を
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
主
客
の
一
致
や
内
と

外
の
一
致
を
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
リ
ズ
ム
と
夢
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
と
呼
び
、
そ
れ
を
身
体
の
外
部
性
か
ら
区
別
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ

う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
い
わ
ば
「
融
即
」
の
次
元
を
「
存
在
の
固
有
の
弁
証
法
」
や
「
存
在
の
一
般
的
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
に
お
い
て
ど
こ
に
設

定
す
べ
き
な
の
か
。
そ
れ
は
当
然
も
は
や
定
位
と
し
て
の
身
体
の
次
元
で
は
な
い
。
で
は
、
そ
れ
は
ど
こ
か
。
も
う
少
し
こ
の
節
「
想
像

的
な
も
の
、
感
性
的
な
も
の
、
音
楽
的
な
も
の
」
の
議
論
を
辿
り
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
追
究
し
て
い
こ
う
。

ヒ
ン
ト
は
次
の
文
章
に
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
リ
ズ
ム
や
音
楽
的
と
い
う
語
を
使
う
の
は
、
あ
の
力
か
ら
融
即
へ
の
転
倒
を
考

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
」⒄
。
こ
れ
を
身
体
の
言
語
で
語
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
か
く
し
て
、
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
世
界
か
ら
の

離
脱
は
、「
私
は
で
き
る
」
と
し
て
の
身
体
か
ら
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
と
し
て
の
出
来
事
で
あ
る
定
位
と
し
て
の
身
体
を
経
由
し
て
、
再
び
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「
イ
リ
ヤ
」
の
融
即
の
次
元
へ
と
回
帰
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
再
度
リ
ズ
ム
や
音
楽
的
な
も
の
に
問
い
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

二

リ
ズ
ム
や
音
楽
的
な
も
の
の
問
題
と
は
何
か
。
そ
れ
は
感
覚
の
問
題
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、「
リ
ズ
ム
の
特
権
的
な
場
所
」

は
音
楽
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
音
楽
家
た
ち
の
仕
事
が
「
現
実
の
脱
概
念
化
」
の
実
現
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、

こ
の
脱
概
念
化
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
音
と
い
う
性
質
は
対
象
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
発
出
源
と
も
無
関
係
な
の
で
あ

る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
音
は
非
人
称
的
に
響
く
。
対
象
へ
の
帰
属
の
痕
跡
で
あ
る
音
色
で
さ
え
、
そ
の
性
質
の
中
で

消
滅
し
、
音
と
の
関
係
の
構
造
を
保
持
し
続
け
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
音
を
聴
い
て
い
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は

『
何
も
の
か
』
を
把
握
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
概
念
を
持
た
な
い
ま
ま
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
音
楽
性
は
当
然

音
に
帰
属
し
て
い
る
」⒅
。
こ
の
よ
う
な
音
の
脱
概
念
化
の
経
験
は
、
改
め
て
わ
れ
わ
れ
に
イ
メ
ー
ジ
や
リ
ズ
ム
、
そ
し
て
と
り
わ
け
知

覚
か
ら
区
別
さ
れ
た
感
覚
の
問
題
の
再
考
を
促
す
。

こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
論
述
の
見
通
し
を
予
め
明
ら
か
に
し
て
お
く
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
イ
メ
ー
ジ
の
音
楽
性
を

強
調
し
、
そ
れ
を
も
っ
と
も
よ
く
体
現
す
る
も
の
と
し
て
リ
ズ
ム
や
感
覚
を
取
り
上
げ
る
の
に
は
、
明
確
な
狙
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
世
界
内
存
在
の
そ
れ
を
含
め
て
、
対
象
や
概
念
や
実
体
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は
別
物
の
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
を
示

す
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
脱
概
念
化
」
も
、
こ
れ
か
ら
触
れ
る
「
脱
受
肉
化
」
も
、
こ
の
独
自
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
の

離
脱
を
目
指
し
て
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は
先
に
示
し
た
よ
う
に
、「
融
即
」
の
そ
れ
に
ほ
か
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な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
イ
メ
ー
ジ
、
リ
ズ
ム
、
音
、
感
覚
、
感
受
性
と
い
っ
た
一
連
の
問
題
は
こ
の
存
在
論
的
次
元
に
属
し
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
存
在
の
固
有
の
弁
証
法
や
存
在
の
一
般
的
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
も
と
に
厳
密
な
検
討
に
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
感
覚
に
せ
よ
感
受
性
に
せ
よ
、
以
上
の
よ
う
な
見
通
し
に
立
っ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
議
論
を
辿
り
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

感
覚
と
は
何
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
の
言
い
方
で
は
、「
未
だ
知
覚
に
転
化
せ
ざ
る
、
純
粋
感
覚
」、「
ど
ん
な
概
念
も
も
た
な
い
感

覚
」、
そ
れ
は
「
知
覚
の
残
滓
」
で
は
な
く
、
そ
れ
固
有
の
機
能
を
も
つ
。
感
覚
の
こ
の
固
有
の
機
能
と
は
、
イ
メ
ー
ジ
の
力
、
す
な
わ

ち
「
リ
ズ
ム
の
機
能
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
概
念
と
と
も
に
あ
る
実
存
」
と
は
別
次
元
に
あ
り
、
こ
の
世
界
内
存
在
か
ら
区
別
さ
れ
た
存

在
論
的
出
来
事
と
し
て
の
「
感
受
性
」
な
の
で
あ
る
。
感
覚
あ
る
い
は
感
受
性
は
、
そ
の
語
源
的
意
味
に
お
い
て
、
美
的
、
す
な
わ
ち
ア

イ
ス
テ
ー
シ
ス
と
し
て
の
感
覚
お
よ
び
感
じ
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
成
就
は
想
像
力
と
と
も
に
あ
る
。
既
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
『
実

存
か
ら
実
存
者
へ
』
に
お
い
て
、
知
覚
と
感
覚
と
の
区
別
に
つ
い
て
触
れ
て
い
た
⒆
。
そ
れ
は
、
知
覚
に
よ
る
外
部
性
が
内
部
性
に
準
拠

し
た
世
界
の
「
外
」
で
し
か
な
い
の
に
対
し
て
、
他
方
感
覚
に
よ
る
外
部
性
は
真
の
意
味
で
の
世
界
の
「
外
」、
す
な
わ
ち
「
存
在
の
物

質
性
」
を
も
た
ら
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
方
に
わ
れ
わ
れ
の
内
面
性
に
準
拠
し
た
知
覚
の
「
形
」
の
世
界
が
あ
り
、

他
方
に
「
存
在
の
形
の
な
い
う
ご
め
き
」
の
世
界
の
外
が
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
後
者
の
そ
れ
は
、「
主
―

客
」
や
「
内
―

外
」
の
区
別

を
も
た
な
い
「
非
人
称
的
エ
レ
メ
ン
ト
」
な
の
で
あ
る
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
議
論
は
今
わ
れ
わ
れ
が
取
り
上
げ
て
い
る

「
現
実
と
そ
の
影
」
に
お
い
て
も
、
芸
術
の
問
題
を
含
め
て
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
延
長
上
に
あ
る
。
た

だ
注
意
す
べ
き
は
、
感
覚
や
感
受
性
の
固
有
の
機
能
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
や
リ
ズ
ム
や
音
の
問
題
に
関
し
て
は
、『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』

に
お
い
て
は
、
本
格
的
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
著
作
で
は
、
芸
術
、
す
な
わ
ち
イ
メ
ー
ジ
を
取
り
上
げ
た

狙
い
は
あ
く
ま
で
も
世
界
の
外
へ
の
離
脱
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
問
題
の
中
心
が
エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
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そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
現
実
と
の
関
わ
り
が
リ
ズ
ム
で
あ
る
よ
う
な
場
所
」⒇
で
あ
る
。
こ
の
問
題

を
「
類
似
と
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
う
節
に
従
っ
て
取
り
上
げ
て
い
こ
う
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
イ
メ
ー
ジ
の
現
象
学
は
イ
メ
ー
ジ
に
関

す
る
一
種
の
臆
見
に
依
拠
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
イ
メ
ー
ジ
と
そ
の
対
象
と
の
関
係
の
「
透
明
性
（transparence

）」
と
い
う
臆
見
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
考
え
る
イ
メ
ー
ジ
は
「
或
る
種
の
不
透
明
性
（une

certaine
opacité

）」
を
前
提
と
す
る
。
で

は
、
こ
の
違
い
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
問
う
。「
イ
メ
ー
ジ
は
何
に
よ
っ
て
シ
ン
ボ
ル
や
記
号
や
語
と
異

な
る
の
か
」。
こ
の
中
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
特
に
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
「
記
号
（signe

）」
で
あ
る
が
、
そ
の
答
え
は
イ
メ

ー
ジ
と
そ
の
対
象
と
の
関
係
の
仕
方
、
す
な
わ
ち
類
似
（ressem

blance

）
に
よ
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
葉
を
聞
こ

う
。「
記
号
と
は
純
粋
な
透
明
性
で
あ
り
、
い
か
な
る
仕
方
に
お
い
て
も
そ
れ
自
身
だ
け
で
価
値
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
に
類
似
す
る
独
立
し
た
現
実
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
が
、

そ
れ
は
類
似
を
次
の
よ
う
に
措
定
す
る
と
い
う
条
件
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
類
似
を
、
イ
メ
ー
ジ
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
と
の

比
較
の
結
果
と
し
て
で
は
な
く
、
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
す
運
動
そ
の
も
の
と
し
て
措
定
す
る
と
い
う
条
件
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
条
件

の
も
と
で
は
、
当
然
現
実
は
、
単
に
そ
れ
が
そ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
そ
れ
が
真
理
に
お
い
て
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
だ

け
で
は
な
く
て
、
自
分
の
分
身
、
自
分
の
影
、
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」21
。

記
号
と
の
違
い
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
の
不
透
明
性
は
、
シ
ン
ボ
ル
や
語
（m

ot

）
を
別
に
し
て
受
け
取
る
と
、
き
わ
め
て

興
味
深
い
考
察
を
含
ん
で
い
る
。
類
似
と
い
う
こ
と
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
考
え
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
と
現
実
と
の
関
係
は
、
現
実
と
そ
の
影
と

の
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
類
似
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
現
実
と
の
特
別
な
関
係
の
仕
方
と
は
、
も
う
一
つ
の
現
実

で
あ
る
現
実
自
身
の
影
と
の
関
係
を
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
不
透
明
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
イ
メ
ー
ジ
は
も
う
一
つ
の
、

別
の
現
実
で
あ
り
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
と
し
て
の
現
実
の
影
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
記
号
の
場
合
に
は
こ
れ
と
異
な
る
。
記
号
と
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そ
の
対
象
と
の
関
係
が
透
明
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
そ
の
関
係
が
恣
意
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
両
者
を
結
合
す
る

特
別
な
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
。
規
約
で
あ
れ
慣
習
で
あ
れ
、
一
種
の
約
束
を
除
け
ば
、
文
字
通
り
「
恣
意
的
」
で
し
か
な
い
。
要
す
る

に
、
現
実
と
そ
の
現
実
自
身
の
影
と
の
関
係
の
よ
う
な
結
合
は
そ
こ
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
こ
の
点
に
注
目
し

た
結
果
が
、「
現
実
と
そ
の
影
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
イ
メ
ー
ジ
と
そ
の
対

象
で
あ
る
現
実
の
「
現
実
そ
の
も
の
」
の
理
解
が
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
現
実
と
は
何
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
今
度
は
、
そ
れ
を

「
存
在
」
に
言
い
換
え
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
存
在
は
単
に
そ
れ
自
身
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
、
存
在
は
自
分
自
身
か
ら
逃
げ
て
ゆ

く
」22
。
こ
の
後
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
そ
の
例
示
と
し
て
、
人
物
と
事
物
と
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
存
在
の
「
二
元
性
（dualité

）」
を
見
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
そ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
と
そ
れ
が
そ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
と
の
二
元
性
、
自

分
自
身
で
あ
る
こ
と
と
自
分
自
身
と
異
な
る
こ
と
と
の
二
元
性
を
指
摘
す
る
。
も
は
や
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
二
つ
の
も
の

の
間
の
関
係
こ
そ
が
イ
メ
ー
ジ
の
、
類
似
の
関
係
な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
現
実
と
そ
の
影
と
い
う
二
元
性
の
関
係
な
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、「
現
実
と
の
関
わ
り
が
リ
ズ
ム
で
あ
る
よ
う
な
場
所
」
と
は
こ
の
影
と
い
う
場
所
で
あ
る
。
存
在
の
影
と
い
う
場
所
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
存
在
の
影
の
場
所
の
追
究
は
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
問
題
と
し
て
も
展
開
さ
れ
る
。「
寓
話
（fable

）」
を
例
に
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
は
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
言
う
。
ア
レ
ゴ
リ
ー
が
関
わ
る
現
実
は
そ
れ
が
そ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ

る
よ
う
な
現
実
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
、
自
分
自
身
か
ら
異
他
的
な
も
の
へ
と
逃
れ
去
る
現
実
、「
自
分
自
身
に
準
拠
す
る
こ
と

の
な
い
曖
昧
な
現
実
」
と
の
関
わ
り
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
、
現
実
の
影
や
イ
メ
ー
ジ
と
の
関
わ
り
で
あ
り
、「
対

象
そ
の
も
の
に
お
い
て
そ
の
対
象
を
二
重
化
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
イ
メ
ー
ジ
と
は
「
存
在
の

ア
レ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
」
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
以
上
の
こ
と
を
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
の
言
葉
で
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。「
存

在
と
は
、
そ
れ
が
そ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
そ
れ
が
真
理
に
お
い
て
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
自
分
に
類

― １５ ― 身体とその影、あるいはイメージ、リズム、音



似
し
、
自
分
自
身
の
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
は
、
ま
る
で
そ
れ
が
自
分
か
ら
隔
た
っ
た
も
の
で
あ
る
か
の

よ
う
に
、
ま
る
で
そ
れ
が
自
分
自
身
か
ら
退
却
し
た
か
の
よ
う
に
、
ま
る
で
存
在
の
中
の
何
も
の
か
が
そ
の
存
在
に
遅
れ
た
か
の
よ
う
に

与
え
ら
れ
る
」23
。
そ
れ
ゆ
え
、
イ
メ
ー
ジ
の
特
徴
で
あ
る
「
対
象
の
不
在
の
意
識
」
は
、
も
は
や
中
性
化
的
変
様
で
は
な
い
。
そ
れ
は

む
し
ろ
「
対
象
の
存
在
そ
の
も
の
の
変
化
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
絵
画
を
例
に
し
て
語
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
こ
の
存
在
の
変
化
は
対
象
の
「
脱
受
肉
化
」
で
あ
り
、
対
象
な
ら
ざ
る
対
象
と
し
て
、
そ
の
影
や
反
映
と
し
て
、
わ
れ
わ

れ
を
「
現
実
の
彼
方
」
に
で
は
な
く
、「
現
実
の
手
前
」
へ
と
誘
う
。
こ
れ
こ
そ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
か
ら
借
り
た

「
下
降
的
超
越
（transdescendance

）」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

彼
方
へ
の
超
越
で
は
な
く
、
こ
の
手
前
へ
の
超
越
と
い
う
考
え
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
イ
メ
ー
ジ
と
類
似
の
存
在
論
的
次
元
と
そ
の
芸
術

的
機
能
を
問
題
に
し
て
い
く
と
ど
う
な
る
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
現
実
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
問
題
に
し
て
い
る
事
態
は
、「
現
実
の
本
質

的
な
裏
地
」、「
手
前
の
曖
昧
さ
」
と
し
て
の
影
や
反
映
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
ち
ょ
う
ど
私
の
身
体
と
そ
の
影
の
関
係
の
よ
う
に
、
本
質

的
裏
地
で
あ
る
限
り
、
現
実
と
と
も
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
実
は
二
元
性
あ
る
い
は
二
重
性
や
曖
昧
さ
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

イ
メ
ー
ジ
は
常
に
現
実
に
つ
い
て
回
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
態
は
単
に
現
実
や
世
界
の
側
の
問
題
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
二
重
性
や
曖
昧
さ
は
光
や
思
考
や
内
面
性
に
も
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、

次
の
よ
う
に
言
う
。「
現
実
全
体
は
、
そ
の
啓
示
と
真
理
と
は
別
に
自
分
自
身
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
を
自
分
の
表
面
に
携
え
て
い
る
。
芸
術
は
、

イ
メ
ー
ジ
を
使
う
こ
と
で
、
単
に
ア
レ
ゴ
リ
ー
を
映
し
出
す
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
を
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
真
理
が
認
識
に

よ
っ
て
成
就
さ
れ
る
よ
う
に
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
芸
術
に
お
い
て
世
界
へ
と
導
入
さ
れ
る
。
存
在
の
も
つ
同
時
的
な
二
つ
の
可
能
性
」24
。

二
つ
の
可
能
性
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
真
理
と
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
可
能
性
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
こ
の
二
つ
を
プ
ラ
ト
ン
に
従
い

な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
さ
ら
に
「
存
在
と
そ
の
開
示
」
と
「
存
在
と
そ
の
反
映
」
と
に
分
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、
真
理
と
非
―

真
理
と
の
対
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立
で
あ
る
。
こ
の
対
立
は
ま
た
、
理
性
的
な
も
の
（
叡
智
的
な
も
の
）
と
感
性
的
な
も
の
と
の
対
立
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
は
ま

た
精
神
と
身
体
と
の
対
立
で
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
が
今
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
後
者
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
側
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
現
実
の
影
の
場
所
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
イ
メ
ー
ジ
の
問
題
と
感
覚
あ
る
い
は
感
性
的
な
も
の
の
問
題
と
が
一
つ
に
な
る
。
広
い
視

野
に
立
て
ば
、
非
―

真
理
の
問
題
、
イ
メ
ー
ジ
や
類
似
や
リ
ズ
ム
や
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
問
題
は
、
感
性
的
な
も
の
を
め
ぐ
る
問
題
な
の
で
あ

る
。
要
す
る
に
、
身
体
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

「
現
実
と
そ
の
影
」
の
影
の
問
題
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
感
性
的
な
も
の
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ

う
に
言
う
。「
そ
れ
ゆ
え
、
影
の
観
念
は
、
類
似
の
そ
れ
を
存
在
の
一
般
的
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
類

似
は
存
在
の
イ
デ
ア
へ
の
融
即
で
は
な
い
、（
中
略
）
そ
れ
は
感
性
的
な
も
の
そ
れ
自
体
の
構
造
そ
の
も
の
で
あ
る
。
感
性
的
な
も
の
、

そ
れ
は
そ
れ
が
自
己
に
類
似
し
て
い
る
と
い
う
限
り
で
、
そ
れ
が
存
在
す
る
と
い
う
自
分
の
勝
ち
誇
っ
た
働
き
を
離
れ
て
、
一
つ
の
影
を

投
げ
か
け
、
暗
い
捉
え
難
い
本
質
を
解
き
放
つ
限
り
で
初
め
て
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
幻
の
（fantom

atique

）
本
質
を
、
真
理
に

お
い
て
開
示
さ
れ
る
本
質
と
同
一
視
す
る
こ
と
な
ど
何
も
の
を
も
っ
て
し
て
も
許
さ
れ
ざ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
」25
。
感
性
的
な
も
の
の

救
出
は
、
か
く
も
困
難
な
道
を
辿
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
幻
の
本
質
」
と
は
言
い
得
て
妙
で
あ
る
。
も
は
や
「
下
降
的
超

越
」
に
つ
い
て
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
あ
え
て
そ
こ
か
ら
「
倫
理
的
意
味
」
を
切
り
離
し
て
こ
の
語
を
用
い
た
真
意

を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
イ
メ
ー
ジ
と
類
似
に
よ
っ
て
露
呈
し
た
「
絶
対
者
の
堕
落
と
腐
食
」
の
現
象
を
指
示
し
て
い
る
。
で
は
、

そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
ど
の
よ
う
な
問
題
な
の
か
。
そ
れ
は
、
身
体
の
問
題
を
、
す
な
わ
ち
感
性
的
な
も
の
の
問
題
を
、「
存
在

の
固
有
の
弁
証
法
」
や
「
存
在
の
一
般
的
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
に
お
い
て
正
確
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
試
み
は
、
言
う
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
。
先
ほ
ど
か
ら
問
題
に
な
っ
て
い
る
「
手
前
」
が
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を

具
体
的
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
節
の
最
後
に
、「
時
間
の
間
（entretem

ps

）」
に
従
っ
て
、
こ
の
問
題
を
取
り
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上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
時
間
の
間
や
時
間
的
間
隔
を
主
題
と
し
た
節
の
試
み
を
次
の
よ
う
に
始
め
る
。「
イ
メ
ー
ジ

が
存
在
の
影
で
あ
る
と
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
今
度
は
、
わ
れ
わ
れ
が
語
っ
て
き
た
手
前
が
ど�

こ�

に
位
置
す
る
か
を
示
さ
な
い
限
り

は
、
そ
れ
は
一
つ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
非
生
命
性
や
死
に
つ
い
て
語
っ
て
も
わ
れ
わ
れ
を
前
進
さ

せ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
場
合
に
は
、
予
め
、
物
質
性
そ
の
も
の
の
存
在
論
的
意
味
を
語
る
と
い
う
こ
と

が
必
要
と
な
る
か
ら
で
あ
る
」26
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
物
質
性
（
質
料
性
）
の
存
在
論
的
意
味
の
問
題
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

そ
れ
は
手
前
の
位
置
づ
け
の
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
続
け
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
ジ
ロ
ド
ゥ
の
名
を
あ
げ
、
現
実
と
そ
の
現
実
が

自
ら
有
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
の
、
す
な
わ
ち
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
、
絵
画
性
と
い
っ
た
も
の
と
の
二
元
性
、
二
重
性
を
取
り
上

げ
、「
偶
像
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
」
に
言
及
し
、
イ
メ
ー
ジ
の
「
非
現
実
性
」
の
存
在
論
的
意
味
の
問
題
に
触
れ
る
。
こ
の
問
題
は
も
ち

ろ
ん
物
質
性
の
存
在
論
的
意
味
の
問
題
の
延
長
上
に
あ
り
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。「
今
度
は
、
存
在
す
る
と
い
う
働
き
そ
の

も
の
は
、
存
在
の
存�

在�

す�

る�

こ�

と�

（l’exister
）
そ
の
も
の
は
、
見
か
け
上
の
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
二
重
化
さ
れ
る
」27
。
存
在
の
二

重
化
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
既
に
、
存
在
の
そ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
（
真
理
）
と
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
（
イ
メ

ー
ジ
）
と
の
「
二
元
性
」
と
い
う
語
で
指
摘
し
た
事
態
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
指
摘
自
体
は
新
し
い
問
題
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
「
見
か
け
上
の
存
在
す
る
こ
と
」
に
よ
る
二
重
化
の
指
摘
の
狙
い
は
、
別
な
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
狙
い
と
は
、
非

現
実
性
（
非
実
在
性
）
の
存
在
論
的
意
味
の
問
題
を
「
時
間
の
間
」
の
問
題
へ
と
つ
な
げ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
見
か
け
上
の
存

在
す
る
こ
と
と
は
ど
う
い
う
事
態
を
い
う
の
か
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
イ
メ
ー
ジ
が
偶
像
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
結
局
は
造
形
的
で
あ

り
、
す
べ
て
の
芸
術
作
品
が
結
局
は
彫
像
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
時
間
の
停
止
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
時
間
の
自
分
自
身
に
対
す
る
遅

れ
を
肯
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
重
要
な
の
は
、
い
か
な
る
意
味
で
時
間
が
自
分
を
停
止
さ
せ
自
分
か
ら
遅
れ
る
の
か
、
ま
た
い
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か
な
る
意
味
で
彫
像
の
存
在
す
る
こ
と
が
存
在
の
一
つ
の
見
か
け
上
の
存
在
す
る
こ
と
な
の
か
を
示
す
こ
と
で
あ
る
」28
。
以
上
の
よ
う

に
、
イ
メ
ー
ジ
が
造
形
的
で
あ
り
彫
像
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
ま
た
時
間
の
停
止
や
遅
れ
で
も
あ
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
と
存
在
の
見
か
け

上
の
存
在
す
る
こ
と
と
は
一
つ
の
こ
と
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
続
け
て
「
瞬
間
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
に
触
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
瞬
間
の

パ
ラ
ド
ク
ス
と
は
「
未
来
な
し
に
持
続
す
る
瞬
間
」
の
そ
れ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
通
常
、
瞬
間
は
持
続
し
な
い
。
し
か
し
、
彫
像
は
こ

の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
実
現
す
る
。
彫
像
に
お
い
て
、
瞬
間
は
持
続
す
る
の
で
あ
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
の
瞬
間
の
持
続
は
「
ほ
と
ん
ど

永
遠
の
持
続
」
と
も
言
わ
れ
る
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
逆
説
的
な
持
続
を
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。「
彫
像
の
生
あ
る
い
は
む
し
ろ
死

の
内
部
で
、
瞬
間
は
無
限
に
持
続
す
る
。
す
な
わ
ち
、
永
遠
に
ラ
オ
コ
ー
ン
は
蛇
に
締
め
付
け
ら
れ
た
ま
ま
だ
ろ
う
し
、
永
遠
に
モ
ナ
リ

ザ
は
微
笑
む
だ
ろ
う
。
永
遠
に
ラ
オ
コ
ー
ン
の
漲
る
筋
肉
に
浮
か
ぶ
未
来
は
、
現
在
と
な
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
永
遠
に
ま
さ
に
開
花

し
つ
つ
あ
る
モ
ナ
リ
ザ
の
微
笑
は
、
開
花
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
永
遠
に
宙
づ
り
さ
れ
た
未
来
は
、
彫
像
の
立
つ
場
所
の
周
り
を
漂

う
。
ち
ょ
う
ど
、
永
遠
に
到
来
し
な
い
未
来
の
よ
う
に
。
未
来
の
間
近
さ
は
、
消
失
と
い
う
現
在
の
本
質
的
特
質
を
も
た
な
い
瞬
間
に
先

立
っ
て
持
続
し
て
い
る
。
瞬
間
は
、
現
在
と
い
う
任
務
を
果
た
す
こ
と
は
決
し
て
な
い
だ
ろ
う
。
あ
た
か
も
、
現
実
が
自
分
自
身
の
現
実

か
ら
撤
退
し
そ
れ
を
無
力
な
状
態
に
放
置
す
る
か
の
よ
う
に
。
そ
こ
で
、
現
在
が
、
何
も
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
状
況
、

ど
ん
な
責
任
も
引
き
受
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
状
況
、
そ
れ
こ
そ
非
人
称
的
で
匿
名
的
な
瞬
間
」29
。
少
し
長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
彫
像

の
逆
説
的
持
続
に
関
し
て
き
わ
め
て
興
味
深
い
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
瞬
間
は
持
続
し
な
い
。
し
か
し
、
瞬
間
は
持
続
す

る
。
そ
れ
を
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
彫
像
の
瞬
間
の
パ
ラ
ド
ク
ス
と
言
う
。
引
用
の
文
章
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
瞬

間
と
は
、「
非
人
称
的
で
匿
名
的
な
瞬
間
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
態
を
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
瞬
間
の
「
持
続
に
対
す
る
非
―

無
関
心
さ
」
と
も
表
現
す
る
。
こ
の
瞬
間
は
ま
た
永
遠
か
ら
由
来
し
た
も
の
で
も
な
い
。
こ
う
し
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
理
解
は
、
こ
こ
か

ら
、
悲
劇
と
喜
劇
と
の
混
交
で
あ
る
「
詩
人
た
ち
の
特
別
な
力
」
に
触
れ
た
後
、
未
来
と
断
絶
し
た
現
在
と
い
う
「
運
命
」
の
問
題
へ
と
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移
行
し
、
先
に
指
摘
し
た
例
の
「
手
前
」
の
位
置
づ
け
の
問
題
に
関
し
て
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
芸
術
作
品
と
は
何
か
。

そ
れ
は
「
存
在
の
暗
く
な
る
こ
と
（obscurcissem

ent

）
の
出
来
事
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
存
在
の
暗
さ
や
隠
れ
は
こ
れ
ま
で
存
在

の
影
と
言
わ
れ
て
き
た
も
の
と
同
義
で
あ
り
、
存
在
の
啓
示
や
開
示
、
要
す
る
に
存
在
の
真
理
と
パ
ラ
レ
ル
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
芸
術
作
品
と
い
う
出
来
事
は
存
在
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
同
時
に
隠
れ
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
狙

い
は
、
こ
の
よ
う
な
隠
れ
る
も
の
の
隠
れ
な
さ
、
暗
く
な
る
も
の
の
明
る
さ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、「
存
在
の
一
般
的

エ
コ
ノ
ミ
ー
に
お
い
て
、
芸
術
は
、
時
間
の
手
前
へ
の
、
運
命
へ
の
、
落
下
の
運
動
で
あ
る
」30
。
も
は
や
あ
え
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

手
前
と
は
こ
の
芸
術
が
落
ち
て
ゆ
く
「
時
間
の
手
前
」
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
存
在
の
一
般
的
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
次
元
設
定
の
問
題
に
お

い
て
改
め
て
確
認
す
る
と
、
そ
れ
は
あ
の
非
人
称
的
で
匿
名
的
な
瞬
間
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
瞬
間
の
次
元
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
芸
術
と
い
う
限
定
的
問
題
か
ら
離
れ
て
、
そ
れ
を
「
時
間

の
間
」
や
「
時
間
的
間
隔
」
と
し
て
捉
え
直
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
ベ
ル
ク
ソ
ン
以
降
、
わ
れ

わ
れ
は
、
時
間
の
連
続
性
が
持
続
の
本
質
そ
の
も
の
で
あ
る
と
習
慣
的
に
思
っ
て
い
る
。
持
続
の
非
連
続
性
に
つ
い
て
の
デ
カ
ル
ト
の
教

え
は
、
せ
い
ぜ
い
、
虚
偽
の
問
題
の
起
源
と
み
な
さ
れ
た
、
そ
の
空
間
的
痕
跡
に
お
い
て
把
握
さ
れ
た
時
間
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
、
持
続

を
思
惟
で
き
な
い
理
解
と
思
わ
れ
て
い
る
」31
。
も
ち
ろ
ん
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
そ
う
は
思
っ
て
い
な
い
。
デ
カ
ル
ト
の
非
連
続
性
の
教
え

は
、
こ
こ
で
は
詳
細
は
省
く
が
、
瞬
間
の
救
済
に
つ
な
が
る
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
32
。
逆
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
デ
カ
ル
ト
に
従

っ
て
、
瞬
間
の
停
止
と
い
う
「
パ
ラ
ド
ク
ス
そ
の
も
の
」
に
注
目
す
る
。
す
な
わ
ち
、
時
間
の
な
か
に
そ
の
連
続
の
不
確
か
さ
を
、「
生

の
飛
躍
の
裏
地
で
あ
る
死
」
を
、
見
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
は
な
か
っ
た
見
方
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
死
の
問
題
に
触
れ
な
が

ら
、
瞬
間
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。「
無
と
し
て
の
死
、
そ
れ
は
他
者
の
死
で
あ
り
、
生
き
残
っ
た
も
の
に
と
っ
て

の
死
で
あ
る
。『
死
ぬ
こ
と
』
の
時
間
そ
の
も
の
は
別
の
岸
を
提
供
で
き
な
い
。
死
の
瞬
間
が
も
つ
唯
一
無
二
性
や
悲
痛
さ
は
、
受
け
入
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れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
実
に
由
来
す
る
。『
死
ぬ
こ
と
』
に
お
い
て
、
未
来
の
地
平
は
与
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
新
し
い
現
在

の
約
束
と
し
て
の
未
来
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ひ
と
は
時
間
的
間
隔
、
永
久
に
時
間
的
間
隔
に
い
る
」33
。
こ
の
文
章
の
後
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
は
、
こ
の
こ
と
を
、
エ
ド
ガ
ー
・
ポ
ー
の
短
編
の
登
場
人
物
た
ち
を
例
に
し
て
、
ち
ょ
う
ど
生
き
た
ま
ま
地
中
に
埋
め
ら
れ
た
よ
う
な

状
態
、
生
と
死
の
間
に
い
つ
ま
で
も
宙
吊
り
に
さ
れ
た
「
時
間
と
時
間
と
の
間
」、
す
な
わ
ち
「
瞬
間
」
に
触
れ
、「
死
は
十
分
に
は
死
で

は
な
い
し
、
生
き
て
い
る
も
の
の
持
続
と
パ
ラ
レ
ル
に
時
間
的
間
隔
の
、
す
な
わ
ち
時�

間�

の�

間�

の
永
遠
の
持
続
が
流
れ
て
い
る
」
と
い
う

言
い
方
で
表
現
す
る
。

存
在
の
影
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
の
存
在
論
的
次
元
は
、
か
く
し
て
こ
の
時
間
と
時
間
と
の
間
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
芸
術
一

般
に
関
し
て
言
い
直
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。「
芸
術
は
時
間
的
間
隔
に
お
い
て
、
存
在
が
踏
み
越
え
る
力
を
も
つ
が
、
そ
の
影
が
不
動

化
す
る
領
域
に
お
い
て
、
ま
さ
し
く
こ
の
持
続
を
成
就
す
る
。
彫
像
が
不
動
化
す
る
時
間
的
間
隔
の
永
遠
の
持
続
は
、
概
念
の
永
遠
と
は

根
本
的
に
異
な
る
。
そ
れ
は
決
し
て
終
わ
る
こ
と
の
な
い
、
今
な
お
持
続
す
る
時
間
の
間
で
あ
り
、
非
人
間
的
で
怪
物
的
な
何
も
の
か
で

あ
る
」34
。
し
か
し
、
こ
の
事
態
に
よ
っ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
問
題
と
し
て
指
摘
し
た
瞬
間
の
停
止
あ
る
い
は
死
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
が

明
ら
か
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
芸
術
は
存
在
の
影
を
求
め
て
、
存
在
の
な
か
に
瞬
間
の
死
を
導
入
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同

時
に
、
そ
の
死
が
完
全
で
な
い
が
ゆ
え
に
、
エ
ド
ガ
ー
・
ポ
ー
が
示
し
た
よ
う
に
、
生
と
死
の
宙
吊
り
と
し
て
の
生
き
埋
め
状
態
に
あ
る

不
完
全
な
停
止
と
し
て
現
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
瞬
間
は
い
つ
ま
で
も
終
わ
ら
な
い
の
で
あ
り
、
死
な
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
時

間
的
間
隔
や
時
間
の
間
に
お
け
る
持
続
で
あ
る
。
瞬
間
の
停
止
の
パ
ラ
ド
ク
ス
と
は
瞬
間
の
非
連
続
の
連
続
と
い
う
事
態
、
言
い
換
え
れ

ば
、
瞬
間
の
死
と
復
活
と
い
う
事
態
で
あ
る
が
、
こ
の
事
態
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
瞬
間
の
「
十
分
な
死
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も

ち
ろ
ん
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
う
よ
う
に
、
芸
術
に
よ
る
存
在
へ
の
各
瞬
間
の
死
の
導
入
は

曖
昧
さ
の
な
か
に
あ
り
、
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
瞬
間
は
生
き
た
瞬
間
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
瞬
間
の
停
止
の
パ
ラ
ド
ク
ス
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に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
生
き
た
瞬
間
と
は
ど
の
よ
う
な
事
態
を
い
う
の
か
。
そ
れ
は
、「
生
成
の
救
済
が
そ
こ
へ
と
開
か
れ
て
い
る
よ
う

な
瞬
間
」
で
あ
り
、「
そ
こ
で
そ
れ
が
終
わ
り
自
己
を
超
出
す
る
よ
う
な
瞬
間
」
で
あ
る
。
こ
の
瞬
間
に
お
い
て
は
、
各
瞬
間
の
終
わ
り

や
停
止
、
す
な
わ
ち
消
失
や
死
が
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
が
他
の
瞬
間
と
し
て
復
活
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
存
在
の

死
と
復
活
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
態
は
、
以
前
わ
れ
わ
れ
が
「
身
体
の
外
部
性
」
と
区
別
さ
れ
た
「
内
的
な
も
の
の
外
部
性
」

に
お
い
て
触
れ
た
事
態
と
も
同
じ
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
今
度
は
、「
主
体
そ
れ
自
身
が
自
己
に
対
し
て
外
的
で
あ
る
よ
う
な
全
面
的

外
部
性
」35
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
内
と
外
と
が
一
つ
で
あ
る
よ
う
な
融
即
に
は
、
終
わ
り
も
停
止
も
死
も
な
い
。
結
局
、
何
が
問
題
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
芸
術
の
可
能
性
を
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
追
究
し
た
後
で
、「
現
実
と
そ
の
影
」
の
最
後
の
節
「
哲
学
的
批
評
の
た
め
に
」

の
末
尾
で
次
の
よ
う
に
言
う
。「
実
際
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
他
人
と
の
関
係
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
介
入
さ
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
他
人
と
の
関
係
な
し
に
は
、
存
在
は
そ
の
現
実
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
そ
の
時
間
に
お
い
て
、
語
ら
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
は
あ
り
得

な
い
だ
ろ
う
」36
。

三

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
あ
え
て
そ
の
倫
理
的
意
味
を
切
り
離
し
て
取
り
上
げ
た
、
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
の
「
下
降
的
超
越
」
の
概
念
は
、「
現

実
と
そ
の
影
」
の
狙
い
を
考
え
る
上
で
、
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
存
在
の
影
で
あ
る
、
イ
メ
ー
ジ
や
リ
ズ
ム
や
類
似
と
い

っ
た
観
念
を
、
存
在
の
固
有
の
弁
証
法
や
存
在
の
一
般
的
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、

一
つ
の
解
答
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
存
在
者
の
誕
生
と
し
て
の
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
の
次
元
か
ら
見
て
、
そ
れ
ら
の
観
念
の
探
究
は
新

身体とその影、あるいはイメージ、リズム、音 ― ２２ ―



た
な
存
在
の
出
来
事
の
探
究
で
は
あ
り
得
な
い
。
影
や
暗
さ
と
い
う
表
現
か
ら
も
解
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
探
究
は
決
し
て
イ
ポ
ス
タ
ー

ズ
の
彼
方
へ
の
超
越
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
は
む
し
ろ
手
前
へ
の
超
越
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、
別
の
超
越
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
現
実
と
そ
の
影
の
問
題
は
、
単

に
現
実
と
対
に
な
っ
た
非
現
実
と
の
関
係
の
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
存
在
の
一
般
的
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
お
い
て
同
一
の
次
元
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
現
実
と
そ
の
影
は
、
現
実
の
非
現
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
芸
術

お
よ
び
芸
術
作
品
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
こ
の
存
在
者
の
出
現
の
「
手
前
」
を
探
究
し
た
。
哲
学
的
に
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
自
分

に
類
似
す
る
限
り
で
の
存
在
で
あ
る
「
感
性
的
な
も
の
」
の
暗
く
て
把
握
で
き
な
い
「
幻
の
本
質
」
の
問
題
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
言

葉
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
定
位
と
し
て
の
身
体
と
そ
の
影
の
問
題
で
あ
る
。

で
は
、
同
じ
一
九
四
八
年
の
哲
学
コ
レ
ー
ジ
ュ
で
の
講
演
「
パ
ロ
ー
ル
と
沈
黙
」
の
論
考
の
狙
い
と
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
わ

れ
わ
れ
は
、
多
岐
に
わ
た
る
こ
の
論
考
を
主
に
こ
れ
ま
で
の
考
察
と
の
関
連
で
、「
音
の
現
象
学
」
の
節
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に

な
る
が
、
こ
こ
で
も
や
は
り
鍵
に
な
る
考
え
方
は
「
存
在
の
一
般
的
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
言
語
（langage

）」
を
こ

の
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
お
い
て
、
ど
の
次
元
や
場
所
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
言
語
と
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
れ
は
狭
義
の
そ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
う
意
味
で
の
社
会
的
関
係
や
社
会
性
を
意
味
す

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
節
で
わ
れ
わ
れ
が
最
後
に
指
摘
し
た
、「
他
人
と
の
関
係
」
の
問
題
が
言
語
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て

考
察
の
主
題
に
置
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
パ
ロ
ー
ル
と
沈
黙
」
に
お
い
て
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
こ
れ
ま
で
の

論
考
、『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
と
『
時
間
と
他
者
』
と
い
う
二
つ
の
著
作
の
議
論
の
繰
り
返
し
も
決
し
て
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
新
た
に
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
も
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、「
教
え
（enseignem

ent

）」
な
ど
は
そ
の
代

表
だ
ろ
う
。
教
育
の
現
象
へ
の
注
目
は
、
社
会
や
社
会
的
関
係
の
問
題
を
考
え
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
主
題
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は
、
別
の
講
演
（
一
九
五
〇
年
）
資
料
に
基
づ
い
て
、
改
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

最
初
の
節
「
言
語
の
悲
惨
と
偉
大
さ
」
の
書
き
出
し
の
文
章
。「
現
代
哲
学
や
現
代
文
学
で
は
沈
黙
の
称
揚
が
あ
る
。
秘
密
、
神
秘
、

幻
惑
的
言
葉
な
き
世
界
の
測
り
知
れ
な
い
深
さ
。
お
し
ゃ
べ
り
、
慎
み
を
欠
い
た
言
動
、
言
い
た
い
放
題
│
パ
ロ
ー
ル
は
あ
の
沈
黙
の
魅

力
を
駄
目
に
し
て
し
ま
う
」37
。
一
読
し
て
解
る
よ
う
に
、「
パ
ロ
ー
ル
と
沈
黙
」
と
題
さ
れ
た
講
演
の
意
図
が
こ
こ
に
あ
る
。
パ
ロ
ー
ル

は
沈
黙
と
対
立
す
る
ど
こ
ろ
か
、
沈
黙
の
魅
力
や
厳
か
さ
や
パ
ス
カ
ル
の
恐
怖
さ
え
も
破
壊
す
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
議
論
は
こ
こ
か
ら
始

ま
り
、
そ
の
後
、
思
考
と
言
語
と
の
関
係
と
い
う
広
い
視
野
の
も
と
で
の
考
察
へ
と
移
行
す
る
。
す
な
わ
ち
、
言
語
に
対
す
る
不
信
と
思

惟
の
独
立
性
へ
の
信
仰
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
は
、
言
語
の
本
質
で
も
あ
る
「
他
人
へ
の
呼
び
か
け
」
は
意
味
を
も
た

ず
、
言
語
は
思
考
を
伝
え
る
道
具
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
思
考
の
記
号
と
し
て
の
言
語
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
言
語
へ
の
不
信
や
疑
わ
し
さ
は
言
語
と
思
考
と
の
奴
隷
的
関
係
に
起
因
す
る
。
言
語
の
機
能
は
常
に
「
思
惟
や
光
と
の

関
係
の
う
ち
で
理
解
さ
れ
て
き
た
」
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
理
性
の
組
織
化
す
る
力
│
包
摂
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
全
体
化
す
る

力
│
は
、
こ
れ
ま
で
言
説
の
力
を
抑
え
込
ん
で
き
た
。
ロ
ゴ
ス
、
言
葉
で
あ
り
理
性
で
も
あ
る
ロ
ゴ
ス
は
、
そ
の
基
本
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー

や
論
理
を
文
法
の
な
か
で
取
り
押
さ
え
ら
れ
る
が
ま
ま
で
あ
っ
た
」38
。
要
す
る
に
、
言
語
や
言
葉
は
、
光
と
し
て
の
思
考
あ
る
い
は
理

性
の
下
僕
あ
る
い
は
奴
隷
で
あ
り
、
従
属
下
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
言
語
の
役
割
は
こ
れ
に
尽
き
る
も
の
だ
ろ
う

か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
で
は
な
い
。
言
語
に
対
し
て
、
思
考
を
伝
え
る
手
段
以
上
の
も
の
と
考
え
る
立
場
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
レ
ヴ

ィ
ナ
ス
は
そ
の
歴
史
的
考
察
や
フ
ッ
サ
ー
ル
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
の
検
討
を
付
け
加
え
た
上
で
、
そ
れ
で
も
な
お
、
言
語
の
働
き
は
思

考
の
従
属
下
に
あ
る
と
言
う
。
な
ぜ
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
言
語
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
考
え
方
に
は
或
る
種
の
前
提
が
あ
る
と

い
う
。
こ
の
前
提
に
つ
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
実
際
、
言
語
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
よ
り
深
い
テ
ー
ゼ
に
基

づ
く
。
す
な
わ
ち
、
パ
ロ
ー
ル
以
前
に
、
思
惟
す
る
者
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
た
ち
の
側
で
沈
黙
の
う
ち
に
存
在
に
到
達
し
て
い
る
の
で
あ
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り
、
パ
ロ
ー
ル
は
言
語
が
名
指
し
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
現
実
化
す
る
こ
れ
に
先
行
す
る
真
理
の
う
ち
に
既
に
あ
る
の
で
あ
る
」39
。
さ

ら
に
こ
の
テ
ー
ゼ
か
ら
二
つ
の
こ
と
が
帰
結
す
る
。
一
つ
は
、
思
惟
す
る
者
の
複
数
性
は
そ
れ
を
統
べ
る
「
唯
一
の
理
性
」
に
帰
着
す
る

と
い
う
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
複
数
で
あ
る
こ
と
は
意
味
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
真
理
は
「
存
在
の
沈
黙
の
啓

示
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
理
性
に
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
思
考
と
言
語
に
関
す
る
二
重
の
否
定
で
あ
る
。
一
つ
は
言
語
か
ら
分
離
さ
れ
た
純
粋
な
思
考
と
い

う
神
話
は
思
考
そ
れ
自
身
の
み
な
ら
ず
、
言
語
に
つ
い
て
の
積
極
的
か
つ
本
質
的
意
味
を
毀
損
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

二
つ
に
は
純
粋
思
考
と
い
う
思
考
の
神
話
化
は
言
語
の
み
な
ら
ず
沈
黙
の
意
味
を
も
破
壊
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
問
題

は
、
ま
さ
し
く
、「
パ
ロ
ー
ル
と
沈
黙
」
の
関
係
を
正
当
に
理
解
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
自
身
の
立
場
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
、
第
五
節
「
わ
れ
わ
れ
の
方
法
と
立
場
」
を
見
て
い
こ
う
。
こ
の
節
の
始
ま
り
の
文

章
。「
沈
黙
と
言
語
の
間
の
関
係
に
つ
い
て
の
、
思
考
の
記
号
と
し
て
の
、
ま
た
思
考
へ
の
隷
属
と
し
て
の
、
言
語
に
つ
い
て
の
研
究
は
、

そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
に
、
単
に
人
間
学
的
で
は
な
い
よ
う
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
開
く
。
そ
し
て
、
語
る
人
格
の
概
念
の
中
に
、
ま

た
言
語
が
表
現
し
啓
示
す
る
思
惟
や
理
性
の
概
念
の
中
に
、
さ
ら
に
は
パ
ロ
ー
ル
が
設
立
し
た
り
前
提
し
た
り
す
る
社
会
的
関
係
の
概
念

の
中
に
、
実
存
す
る
こ
と
の
諸
々
の
分
節
化
さ
れ
た
も
の
を
見
極
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
、
人
間
学
の
諸
構
造
を
存
在

の
一
般
的
エ
コ
ノ
ミ
ー
へ
と
還
帰
さ
せ
る
や
り
方
、
す
な
わ
ち
、
人
間
学
を
存
在
の
厳
密
に
人
間
的
部
分
の
彼
方
へ
と
も
た
ら
す
や
り
方

を
存
在
論
的
と
呼
ん
で
い
い
か
も
し
れ
な
い
」40
。
こ
れ
ら
の
文
章
が
明
確
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
問
題
は
言
語
や
沈
黙
の
研
究
が
人

間
学
に
は
収
ま
ら
な
い
領
域
を
開
く
と
い
う
点
に
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
存
在
の
一
般
的
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
と
い
う
考
え
方
を
持
ち
出
す

の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
方
法
は
、
当
然
こ
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
お
い
て
、
人
間
学
的
な
も
の
を
位
置
づ

け
直
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
確
か
に
あ
る
意
味
で
は
「
存
在
論
的
」
試
み
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
続
け
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
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が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
も
の
で
も
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
試
み
は
、
彼
ら
の
存
在

論
、
と
り
わ
け
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
存
在
了
解
の
概
念
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
成
果
を
相
対
化
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
は
こ
れ
を
受
け
て
言
語
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
狙
い
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。「
し
た
が
っ
て
、
人
間
は
で
き
る
（pouvoir

）

で
あ
り
、
所
有
で
あ
り
、
力
（puissance

）
と
支
配
へ
の
意
志
で
あ
る
。
存
在
論
と
は
こ
の
で
き
る
そ
の
も
の
を
存
在
の
一
般
的
エ
コ
ノ

ミ
ー
の
中
に
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
が
目
指
す
目
的
で
あ
る
」41
。

人
間
学
と
存
在
論
と
の
関
係
は
既
に
明
ら
か
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
人
間
を
「
で
き
る
こ
と
」
と
し
て
の

「
力
」
あ
る
い
は
「
力
へ
の
意
志
」
と
す
る
が
、
こ
こ
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
そ
れ
を
存
在
の
一
般
的
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
お
い
て
相
対
化
す
る
試

み
に
存
在
論
的
と
い
う
呼
称
を
与
え
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
言
語
の
問
題
は
そ
の
一
端
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
言
語
の

位
置
を
存
在
の
一
般
的
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
課
題
は
、
そ
の
出
発
点
と
し
て
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
を
も
つ
こ
と
に
な

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
存
在
者
の
、
言
い
換
え
れ
ば
主
体
の
出
現
と
し
て
の
「
定
位
」
の
問
題
で
あ
り
、
存
在
者
に
よ
っ
て
引
き
受

け
ら
れ
る
「
環
境
（am

biance

）」
や
「
純
粋
な
力
（force

）
の
領
野
」
と
し
て
の
存
在
の
問
題
で
あ
る
。
存
在
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
次
元

設
定
の
問
題
か
ら
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
が
前
節
ま
で
で
取
り
上
げ
た
次
元
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
身
体
と
い
う
用
語
で
言
い
直

す
と
、
少
し
違
い
も
見
ら
れ
る
。
前
節
で
は
芸
術
の
分
野
に
お
い
て
「
私
は
で
き
る
」
と
い
う
現
象
学
的
な
身
体
の
手
前
、
現
実
の
影
と

し
て
の
身
体
の
影
が
問
題
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
こ
の
権
能
と
し
て
の
力
や
所
有
や
支
配
と
力
へ
の
意
志
の
起
源
へ
の
探
究
の

問
題
へ
の
傾
き
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
た
翌
年
の
「
力
の
起
源
」
以
降
の
論
考
の
問
題
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
主
題
に
な
っ

て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
「
定
位
」
に
基
づ
く
「
社
会
的
関
係
」
や
「
表
現
の
超
越
」
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
存

在
の
影
と
し
て
の
手
前
の
問
題
に
対
し
て
、
同
じ
く
音
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
節
、「
音
の
現
象
学
」
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
二
つ
の
論

考
の
微
妙
な
違
い
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
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改
め
て
確
認
す
る
と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
存
在
論
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
存
在
の
出
来
事
の
す
べ
て
を
「
了
解
」
と
捉
え
る
存
在
論

は
、
主
体
の
哲
学
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、「
外
部
性
」
と
い
う
語
で
言
い
直
す
と
、
主
体
が
世
界
の
中
心
に
あ
り
、
そ
れ
が
「
外
部

に
あ
る
と
は
い
え
、
あ
た
か
も
す
べ
て
が
一
つ
の
内
部
か
ら
や
っ
て
来
た
か
の
よ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
の
外
部
性
」
の
哲
学
、
す
な
わ
ち
光

の
哲
学
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
今
、
二
つ
の
世
界
が
対
立
し
て
い
る
。
光
の
世
界
と
し
て
の
、
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
あ
る
い
は
主
体
の
世
界

と
、
夜
の
世
界
と
し
て
の
、
イ
リ
ヤ
の
世
界
と
の
対
立
で
あ
る
。
意
識
や
理
性
は
、
当
然
、
前
者
の
世
界
を
構
成
す
る
。
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ

に
お
い
て
何
が
起
こ
っ
た
の
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
言
う
。「
意
識
に
よ
っ
て
、
主
体
は
、
自
己
を
措
定
し
、
開
始
す
る
│
主
体
は
自
己
以

前
に
何
も
の
も
所
有
せ
ず
、
す
べ
て
を
自
己
か
ら
引
き
出
す
の
で
あ
り
、
主
人
な
の
で
あ
る
」42
。
こ
の
よ
う
な
主
体
の
自
己
措
定
、
そ

れ
こ
そ
名
詞
化
さ
れ
、
存
在
へ
の
定
位
と
言
わ
れ
る
存
在
論
的
出
来
事
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
意
識
に
よ
っ
て
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
身
体
に
よ
る
定
位
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
意
識
は
ま
た
、
理
性
、
知
、
人
格
、
自
由
、
力
、
知
解
作
用
、
我
有
化
で
も

あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
哲
学
は
こ
こ
か
ら
始
ま
る
の
だ
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
そ
の
道
を
と
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
と
の
対
比
で
言

え
ば
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
存
在
論
、
す
な
わ
ち
存
在
に
対
す
る
存
在
者
の
優
位
は
、「
存
在
者
と
出
会
っ
た
と
い
う
必
要
性
」
の
事
実
の
強

調
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
存
在
者
と
の
出
会
い
の
必
要
は
他
者
と
言
語
の
問
題
に
帰
着
す
る
。
そ
の
場
合
、
他
者
は
対
話
者
で
あ

り
、
言
語
は
そ
の
他
者
へ
の
呼
び
か
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
言
語
は
も
は
や
思
考
の
記
号
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
道
具
で
も
な
い
。
反
対
に
、
言
語
こ
そ
が
思
惟
と
伝
達
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
的
な
存
在
論
に
立
て
ば
、
主
人
と

し
て
の
、
一
切
の
権
力
者
と
し
て
の
、
主
体
か
ら
始
ま
る
哲
学
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
も
含
め
て
、
も
は
や
根
源
的
と
は
言
え
な

い
。
身
体
で
言
え
ば
、
現
象
学
的
な
「
私
は
で
き
る
」
の
身
体
は
も
は
や
始
ま
り
の
身
体
で
は
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
卓
抜
な
表
現
に
よ

る
と
、
定
位
と
し
て
の
身
体
は
も
は
や
受
動
で
も
能
動
で
も
な
く
、
そ
の
外
部
に
あ
る
身
体
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
レ

ヴ
ィ
ス
の
試
み
は
、
こ
の
外
部
性
を
言
語
と
沈
黙
の
関
係
を
追
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
社
会
的
関
係
や
社
会
性
の
問
題
を
追
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及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。

で
は
、
こ
の
論
考
に
お
け
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
私
は
で
き
る
」
の
「
力
」
か
ら
離
れ
て
の
試
み
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
鍵
と
な

る
観
念
は
、「
了
解
」
に
対
置
さ
れ
た
「
教
え
」
の
観
念
、
要
す
る
に
、
広
い
意
味
で
の
教
育
の
現
象
、「
教
え
る
こ
と
と
教
え
ら
れ
る
こ

と
」、「
師
と
弟
子
」
の
関
係
で
あ
る
。
改
め
て
、「
了
解
（com

prendre

）」
と
は
何
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、「
言
語
と
社
会
」
の
節
に
お

い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。「
了
解
と
は
自
己
を
対
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
了
解
さ
れ
た
観
念
は
そ
れ
を
了
解
し
た
者
の
所
有
物

に
な
り
、
そ
の
結
果
、
人
格
相
互
の
関
係
は
あ
た
か
も
そ
れ
が
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
な
る
。
沈
黙
は
結
局
理
性
の
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ

り
、
諸
々
の
記
号
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
実
際
に
現
実
的
な
間
人
格
的
関
係
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
関
係
は

こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ュ
オ
ン
そ
の
も
の
の
う
ち
に
は
な
い
。
そ
れ
は
教
え
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
」43
。「
教
え
―

教
え
ら
れ
る
」
が
強
調
さ

れ
る
の
は
、
そ
れ
が
合
一
や
統
一
や
融
合
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ュ
オ
ン
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
格
と
人
格
と
の
関
係
が
現
実
の
も
の

で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
分
離
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
い
方
で
は
、
理
性
そ
の
も
の
に
お
い
て
切
断
が
あ
り
、
他

動
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
対
に
お
け
る
同
一
性
で
は
な
く
、
分
離
に
お
け
る
異
他
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
教
え
」
が
必
要
と

さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
光
が
外
部
性
の
内
部
性
へ
の
転
換
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
教
え
、
テ
レ
ー

ロ
ジ
ー
（télé-logie

）
は
光
の
エ
レ
メ
ン
ト
の
中
で
で
は
な
く
、
音
の
エ
レ
メ
ン
ト
に
お
い
て
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
聴
く
こ
と

な
の
で
あ
る
。
感
覚
で
あ
る
限
り
で
光
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
言
い
換
え
れ
ば
内
部
性
に
転
換
す
る
と
こ
ろ
の
音
の
感
覚
が
単
に
感
覚
で
な

い
の
は
、
光
で
な
い
の
は
、
そ
の
音
の
感
覚
が
他
人
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
内
部
性
に
転
換
不
可
能
な
他
者
の

顔
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」44
。

か
く
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
な
ぜ
言
語
が
思
考
の
記
号
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
か
、
な
ぜ
社
会
的
関
係
と
し
て
の
他
者
性
が
重
要
な

の
か
、
な
ぜ
教
え
が
必
要
な
の
か
を
辿
り
直
し
な
が
ら
、
音
あ
る
い
は
音
の
感
覚
の
問
題
に
行
き
着
い
た
。
そ
れ
は
ま
た
「
語
る
こ
と
」
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だ
け
で
は
な
く
、「
聴
く
こ
と
」、
聴
覚
、
の
問
題
で
も
あ
る
。
こ
の
後
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、「
教
え
の
社
会
性
」、「
知
解
作
用
と
宗
教
」、

そ
し
て
主
体
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
「
わ
が
家
に
い
る
こ
と
」
の
節
を
経
由
し
て
、「
音
の
現
象
学
」
に
至
る
。
紙
幅
の
関
係
上
、
こ
れ

ら
の
節
に
触
れ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、「
表
現
の
超
越
」
の
問
題
に
だ
け
は
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
後
で
音
の
問
題
の

考
察
に
移
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、「
教
え
」、「
主
体
」、「
知
解
作
用
」、「
社
会
性
」、「
存
在
の
栄
光
」
等
の
問
題
に
つ
い
て
は
機
会
を

改
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

存
在
へ
の
定
位
は
行
為
で
は
な
い
。
こ
の
テ
ー
ゼ
は
以
前
の
著
作
か
ら
一
貫
し
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
考
え
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
超
越

な
き
超
越
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
後
者
の
超
越
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
「
力
」
や
「
知
解
作
用
」
の

超
越
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
表
現
の
超
越
」
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
問
い
を
立
て
て
い
る
。「
い

か
に
し
て
存
在
は
自
己
の
う
ち
に
あ
る
と
同
時
に
外
部
に
あ
る
の
か
。
い
か
に
し
て
外
部
は
そ
れ
が
否
定
を
見
返
り
と
す
る
こ
と
な
く
可

能
な
の
か
。
い
か
に
し
て
神
秘
は
冒
涜
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
啓
示
さ
れ
う
る
の
か
。
知
解
作
用
で
は
あ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
う
し
た
外
部

と
の
関
係
は
い
か
な
る
関
係
な
の
か
」45
。
こ
れ
ら
の
問
い
へ
の
解
答
が
「
表
現
の
超
越
」
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
存
在

の
栄
光
」
の
観
念
を
経
由
し
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。「
そ
し
て
、
投
企
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
力
と
知
解
作
用
の
超
越
と
は
別
の
超

越
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
表
現
で
あ
る
。
こ
こ
で
感
性
的
な
原
型
で
あ
る
の
は
光
で
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
音
で
あ
る
。
存
在
す
る
こ
と

の
栄
光
に
お
け
る
、
存
在
と
の
関
係
、
そ
れ
は
聴
く
こ
と
で
あ
る
」46
。

わ
れ
わ
れ
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
「
表
現
の
超
越
」
に
出
会
う
の
は
初
め
て
で
は
な
い
。
既
に
『
時
間
と
他
者
』
に
お
い
て
、
時
間

的
超
越
、
空
間
的
超
越
と
並
ん
で
言
及
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
「
女
性
的
な
も
の
」
を
め
ぐ
る
問
題
に
関
し
て
、
空
間
的
超
越
や
表
現
的

超
越
と
も
異
な
る
エ
ロ
ス
的
関
係
の
強
調
と
い
う
文
脈
の
も
と
で
の
言
及
で
あ
っ
た
47
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
、
表
現
的
超
越
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
詳
し
い
説
明
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
三
つ
の
超
越
、
時
間
的
、
空
間
的
、
表
現
的
と
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呼
ば
れ
た
超
越
の
関
係
と
い
っ
た
問
題
も
ほ
と
ん
ど
手
つ
か
ず
の
ま
ま
に
終
わ
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
に
は
宿
題
と
し
て
残
さ
れ
た
問
題

で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
今
、
そ
の
課
題
の
一
端
を
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
取
り
上
げ
る
「
音
の

現
象
学
」
の
節
に
お
い
て
、
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
こ
の
表
現
の
超
越
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま

た
、
そ
れ
が
光
の
超
越
で
あ
る
力
や
知
解
作
用
と
い
か
な
る
意
味
で
異
な
る
超
越
な
の
だ
ろ
う
か
。

書
き
出
し
の
文
章
は
次
の
通
り
で
あ
る
。「
音
は
他
の
諸
感
覚
の
う
ち
の
一
つ
の
感
覚
と
し
て
ま
ず
わ
れ
わ
れ
に
現
わ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
れ
は
光
の
世
界
の
一
部
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
光
と
同
様
、
主
体
に
準
拠
す
る
。
そ
れ
（
音
）
は
、
外
部
か
ら
到

来
し
聴
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
わ
れ
わ
れ
か
ら
来
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
聴
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
目
的
が

明
証
性
で
あ
る
了
解
す
る
こ
と
の
同
義
語
で
し
か
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
音
の
音
性
（sonorité

）
は
何
に
存
し
て
い
る
の
か
」48
。
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
の
答
え
は
、「
反
響
」
に
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
光
の
世
界
に
は
収
ま
ら
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
音
と
は

「
破
裂
（éclat

）」
で
あ
り
、
社
会
的
に
は
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
透
明
な
世
界
で
あ
る
光
の
世
界
と
は
異
な
り
、
音

の
世
界
は
包
摂
に
よ
る
世
界
の
所
有
と
も
、
連
続
性
と
も
、
形
式
と
内
容
の
一
致
と
も
無
縁
で
あ
る
。
光
の
世
界
で
は
、
内
容
は
単
な
る

素
材
で
あ
り
、
形
相
が
な
け
れ
ば
意
味
を
も
た
な
い
。「
他
な
る
も
の
」
は
「
我
有
化
」
に
よ
っ
て
「
我
れ
」
に
吸
収
さ
れ
、
孤
独
と
ソ

リ
プ
シ
ズ
ム
が
君
臨
す
る
世
界
が
成
立
す
る
。
反
対
に
、
音
は
こ
の
世
界
を
根
底
か
ら
切
り
裂
く
。「
音
の
本
質
は
断
絶
（rupture

）」
に

あ
り
、
そ
れ
は
決
し
て
光
の
世
界
へ
と
行
き
着
く
こ
と
の
な
い
「
純
粋
な
断
絶
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
で
も
、
誤
解
し
て
は
な

ら
な
い
。
断
絶
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
根
本
に
連
続
性
を
置
い
た
そ
れ
で
は
な
い
し
、
空
間
的
連
続
性
や
普
遍
性
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う

よ
う
な
そ
れ
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
注
意
を
促
し
た
上
で
、
音
の
音
性
に
つ
い
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
感
覚
的
質
で
あ
る
限
り
、
現
象
で
あ
る
限
り
、
音
は
光
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
こ
で
世
界
が
破
裂
す
る
光
の
一
点
で
あ
り
、
そ

こ
で
世
界
が
溢
れ
出
る
光
の
一
点
で
あ
る
。
こ
の
感
覚
的
質
の
そ
れ
自
身
に
よ
る
溢
出
、
こ
の
感
覚
的
質
の
自
分
自
身
の
内
容
を
支
え
き
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れ
な
い
と
い
う
無
力
さ
、
そ
れ
こ
そ
音
の
音
性
で
あ
る
」49
。
す
な
わ
ち
、
音
が
光
の
世
界
の
一
部
で
あ
り
な
が
ら
、
単
に
そ
う
で
は
な

い
こ
と
の
意
味
が
こ
こ
に
あ
る
。
音
は
そ
の
世
界
に
あ
っ
て
、
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
光
の
、
知
の
、
力
の
、
所
有
の
関
係
を
内
側
か
ら

破
壊
す
る
の
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
別
の
表
現
で
は
、
音
や
聴
く
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
、
光
や
孤
独
と
は
異
な
る
「
存
在
の
栄
光

（gloire

）」
を
教
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
存
在
の
栄
光
は
他
者
性
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
考
察
を
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
う
、「
音
の
現
象
学
」
の
も
う
一
つ
の
面
か
ら
見
る
と
ど
う
な
る
か
。
す
な
わ
ち
、
音
は
、
他

の
感
覚
、
色
や
形
や
匂
い
や
味
や
手
触
り
と
比
べ
る
と
ど
こ
が
ど
う
違
う
の
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
音
は
「
不
必
要
」
か
つ
「
贅

沢
」
な
性
質
で
あ
る
。
音
を
出
す
た
め
に
は
、
事
物
を
損
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
音
と
と
り
わ
け
色
と
を
対
比
し

な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
語
る
。「
音
は
事
物
の
あ
ら
ゆ
る
顕
現
を
二
重
化
す
る
。
大
砲
が
発
射
す
る
、
鉋
が
削
る
、
風
が
吹
く
、
人
が
歩

く
│
こ
れ
ら
す
べ
て
の
動
き
は
物
音
を
伴
う
│
そ
れ
は
、
行
為
に
対
し
て
付
随
的
な
も
の
で
し
か
な
い
が
、
存
在
の
あ
ら
ゆ
る
顕
現
の
う

ち
に
あ
る
出
来
事
の
よ
う
な
も
の
を
ま
さ
に
告
げ
て
い
る
。
反
響
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
実
詞
の
う
ち
に
あ
る
言
葉
の
よ
う
な
も

の
を
わ
れ
わ
れ
に
強
制
す
る
。
音
は
た
だ
単
に
一
つ
の
性
質
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
時
間
か
ら
流
れ
出
る
性
質
で
あ
り
、
こ
の
性

質
は
時
間
と
の
間
で
一
つ
の
関
係
を
維
持
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
色
を
性
格
づ
け
る
関
係
と
は
ま
っ
た
く
似
て
い
な
い
。
色
も
ま
た
持
続

を
も
つ
が
、
そ
の
場
合
、
時
間
は
何
ら
か
の
仕
方
で
時
間
上
を
経
過
し
て
行
く
。
他
方
音
は
、
あ
た
か
も
音
が
時
間
そ
の
も
の
の
移
動
あ

る
い
は
反
響
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
あ
た
か
も
音
が
見
え
る
も
の
に
な
っ
た
時
間
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
時
間
そ
の
も
の
を
回
転
さ
せ

る
。
本
質
的
に
顕
現
し
な
い
も
の
の
顕
現
、
そ
れ
こ
そ
聴
く
こ
と
と
見
る
こ
と
と
の
違
い
で
あ
る
。
音
は
こ
の
顕
現
の
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
り
、
光
は
知
解
作
用
と
力
の
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
る
」51
。
少
し
長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
こ
こ
に
は
音
あ
る
い
は
聴

覚
と
色
あ
る
い
は
視
覚
と
の
根
本
的
な
違
い
が
、
時
間
と
の
関
係
に
お
い
て
、
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
語
ら
れ
て
き
た
よ
う

な
知
覚
と
感
覚
と
の
違
い
で
は
な
く
、
よ
り
具
体
的
に
、
音
お
よ
び
聴
く
こ
と
と
と
り
わ
け
色
お
よ
び
見
る
こ
と
と
の
差
異
が
示
さ
れ
て
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い
る
。
そ
の
違
い
と
は
、「
本
質
的
に
顕
現
し
な
い
も
の
の
顕
現
」
と
し
て
の
音
の
特
権
性
で
あ
る
。

こ
の
特
権
性
は
こ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
さ
ら
に
プ
ー
シ
キ
ン
の
「
予
言
者
」
と
い
う
詩
の
一
節
を
引
き
な

が
ら
、
音
が
「
他
の
出
来
事
の
栄
光
」、
す
な
わ
ち
、「
他
で
あ
る
限
り
で
の
存
在
の
神
秘
」
で
あ
る
と
言
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
音
は
「
出
来

事
の
記
号
」
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
栄
光
」
で
あ
り
、「
神
秘
」
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
音
を
媒
介
に
し
て
、
語
や

ア
レ
ゴ
リ
ー
や
シ
ン
ボ
ル
の
問
題
へ
と
考
察
を
広
げ
て
ゆ
く
。
要
す
る
に
、
存
在
す
る
こ
と
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
名
詞
的
な
も
の
で
は

な
く
、
動
詞
的
な
も
の
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
結
論
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
別
の
仕
方
で
そ
れ
を
語
る
こ
と
も

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
語
は
名
詞
で
は
な
い
。
そ
れ
は
動
詞
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
動
詞
は
、
名
詞
が
一
つ
の
事
物
の
名
前
で
あ
る

よ
う
に
は
、
一
つ
の
行
動
の
名
前
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
動
詞
と
、
そ
れ
が
表
現
す
る
実
存
す
る
こ
と
と
の
関
係
は
、
い
わ
ば
存

在
の
反
響
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
音
の
音
性
、
そ
れ
は
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
シ
ン
ボ
ル
は
ア
レ
ゴ
リ
ー
や
記
号

と
は
別
の
も
の
で
あ
る
」52
。
し
か
し
、
こ
れ
で
終
わ
り
で
は
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
音
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
理
由
は
、「
存
在
の
エ
コ

ノ
ミ
ー
に
お
け
る
言
語
の
例
外
的
場
所
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
語
の
働
き
が
「
存
在
の
反
響
」
に
存
す
る
と

言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
音
と
の
類
推
の
も
と
で
の
こ
と
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
う
よ
う
に
、
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
の
音
か
ら
語
へ
の
、
あ
る
い
は
言
語
へ
の
「
本
質
的
変
容
」
を
演
繹
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
音
か
ら
語
や
言
語
へ
の
変
容
の
演
繹
に
成
功
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
れ
を
検
討
す
る
機
会
は
も
は
や
わ

れ
わ
れ
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
音
の
音
性
が
「
他
者
が
現
出
す
る
世
界
の
構
造
」
の
記
述
を
可
能
に
し
て
い
る
と
い
う
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
の
目
論
み
だ
け
を
指
摘
し
て
お
く
。
ま
た
、
表
現
の
超
越
と
い
う
問
題
に
関
し
て
も
宿
題
と
し
て
残
さ
ざ
る
を
得
な
い

が
、
こ
の
「
パ
ロ
ー
ル
と
沈
黙
」
と
い
う
テ
ス
ク
ト
に
お
い
て
そ
れ
を
考
え
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
次
の
よ
う
な
言
葉
に

あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
、
栄
光
の
記
述
と
と
も
に
、
表
現
が
引
き
受
け
る
べ
き
機
能
の
一
つ
に
到
達
し
た
。
す
な
わ
ち
、
顕
現
さ
れ
得
な
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い
も
の
を
顕
現
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
聴
く
も
の
に
対
し
て
他
者
の
絶
対
性
を
手
つ
か
ず
の
ま
ま
に
残
し
て
お
く
よ
う
な
外
的

な
も
の
と
の
関
係
で
あ
り
、
光
に
は
あ
た
え
ら
れ
得
な
い
よ
う
な
も
の
と
の
関
係
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
は
、
意
味
作
用
と
は
異

な
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
記
号
は
不
在
の
も
の
へ
の
送
り
返
し
で
し
か
な
く
、
理
解
で
き
な
い
も
の
へ
の
送
り
返
し
で
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
光
へ
の
送
り
返
し
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
」53
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
い
く
つ
か
重
大
な
問
題
が
残
さ
れ

て
い
る
。
表
現
の
超
越
が
い
か
に
可
能
か
と
い
う
問
題
、
す
な
わ
ち
、
顕
現
不
可
能
な
も
の
の
顕
現
可
能
性
の
問
題
や
存
在
の
栄
光
の
問

題
や
教
え
の
問
題
や
存
在
の
一
般
的
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
お
け
る
音
と
記
号
、
言
語
、
シ
ン
ボ
ル
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
の
関
係
な
ど
の
問
題
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
「
沈
黙
と
パ
ロ
ー
ル
」
の
残
さ
れ
た
問
題
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
と
こ
れ
以
降
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
哲
学

的
動
向
と
の
関
連
で
、
す
な
わ
ち
、
一
九
四
九
年
の
「
力
と
起
源
」、
そ
し
て
一
九
五
〇
年
の
「
糧
」
と
「
教
え
」
と
の
、
ま
た
こ
れ
ら

一
連
の
講
演
と
は
別
に
、
こ
の
時
期
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
言
語
の
問
題
の
頂
点
に
位
置
す
る
「
存
在
論
は
根
源
的
か
」
と
の
関
連

で
、
機
会
を
改
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

最
後
に
、
以
上
の
考
察
と
「
現
実
と
そ
の
影
」
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
音
の
問
題
に
関
し
て
両
者
の
違
い
に
つ
い
て
触
れ
る
と
次
の

よ
う
に
な
る
。
後
者
で
は
、
音
あ
る
い
は
音
楽
は
狭
い
意
味
で
の
美
学
的
領
域
を
離
れ
て
、
感
性
的
な
も
の
一
般
の
問
題
と
し
て
、
リ
ズ

ム
の
特
権
性
を
示
す
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
イ
メ
ー
ジ
の
問
題
と
同
様
に
、
対
象
か
ら
の
離
脱
、
非
人

称
化
、
現
実
の
脱
概
念
化
の
実
現
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
聴
く
こ
と
は
、
対
象
の
把
握
で
は
な
く
、
概
念
な
し
に
存
在
す
る
仕
方
な
の
で

あ
る
。
音
や
音
楽
は
、
知
覚
か
ら
本
質
的
に
区
別
さ
れ
る
感
覚
の
感
覚
性
の
現
実
化
で
あ
り
、
概
念
を
伴
う
世
界
内
存
在
と
は
異
な
る

「
実
存
す
る
こ
と
」
を
表
わ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
感
受
性
」
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
音
や
音
楽
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
感

受
性
は
、
イ
メ
ー
ジ
や
リ
ズ
ム
の
そ
れ
と
同
様
に
、
存
在
の
影
、
言
い
換
え
れ
ば
、
存
在
の
固
有
の
弁
証
法
や
存
在
の
一
般
的
エ
コ
ノ
ミ

ー
に
お
い
て
独
自
の
存
在
論
的
出
来
事
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
位
置
と
は
、
光
の
世
界
の
外
へ
、「
イ
リ
ヤ
」
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と
し
て
の
夜
の
世
界
の
方
へ
、
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
定
位
と
し
て
の
身
体
の
影
で
も
あ
る
。

他
方
、「
パ
ロ
ー
ル
と
沈
黙
」
で
は
、
考
察
の
力
点
は
、
音
や
音
性
の
問
題
と
い
っ
て
も
、
語
と
の
関
係
で
、
ま
た
「
存
在
の
栄
光
」

と
い
う
観
念
と
の
関
係
で
、
社
会
的
関
係
や
社
会
性
の
追
究
、
す
な
わ
ち
他
者
と
の
関
係
の
問
題
に
あ
り
、
芸
術
に
お
い
て
問
題
に
な
っ

て
い
た
次
元
と
は
異
な
る
。
繰
り
返
し
を
避
け
て
、
ご
く
簡
単
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
存
在
の
一
般
的
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
お
け
る
「
存
在
へ

の
定
位
」
に
お
い
て
、
広
い
意
味
で
の
表
現
の
超
越
の
問
題
、
す
な
わ
ち
「
顕
現
不
可
能
な
も
の
の
顕
現
可
能
性
」
の
問
題
な
の
で
あ

る
。註⑴
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