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│
│
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こ
の
論
考
は
、
初
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
身
体
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
、
二
つ
の
論
文
、「
吐
き
気
か
ら
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
へ
」
と

「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
と
現
在
の
瞬
間
」
と
い
う
論
文
の
続
き
で
あ
る
⑴
。
こ
こ
で
は
、
前
回
に
予
告
し
た
、「
死
と
復
活
と
し
て
の
時
間
」
の

問
題
や
「
瞬
間
」
の
孤
独
や
他
性
の
問
題
を
俎
上
に
の
せ
る
。
す
な
わ
ち
、『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
と
い
う
著
作
の
最
後
の
部
分
、「
イ

ポ
ス
タ
ー
ズ
」
の
後
半
部
分
が
考
察
の
中
心
に
な
る
。

前
回
わ
れ
わ
れ
は
、
初
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
身
体
概
念
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
デ
カ
ル
ト
の
「
心
身
分
離
」
と
「
心
身
合

一
」
の
問
題
を
手
が
か
り
に
し
て
、「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
の
出
来
事
か
ら
「
定
位
と
し
て
の
身
体
」
の
概
念
に
ま
で
到
っ
た
。
こ
こ
で
問

題
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
身
体
の
「
定
位
」
と
い
う
出
来
事
が
現
在
の
瞬
間
の
成
立
の
出
来
事
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。

結
論
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
あ
る
」
に
お
け
る
瞬
間
の
成
就
は
「
定
位
と
し
て
の
身
体
」
に
お
い
て
実
現
す
る
が
、
こ
の
成
就
は
持
続
し
な
い
。
そ
れ
は
や
が
て

失
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
消
失
は
そ
の
消
失
そ
の
も
の
の
中
に
次
の
瞬
間
の
誕
生
を
準
備
す
る
。「
あ
る
」
の
次
元
で
言
え
ば
、「
あ

る
」
か
ら
出
現
す
る
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
の
出
来
事
そ
の
も
の
で
あ
る
「
自
己
へ
の
到
来
と
し
て
の
瞬
間
」
は
、
今
度
は
「
あ
る
」
へ
と
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転
落
し
、
こ
の
「
あ
る
」
へ
の
回
帰
の
う
ち
に
次
の
瞬
間
の
再
び
始
め
る
こ
と
と
し
て
復
活
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
復
活
も
ま
た
「
定

位
と
し
て
の
身
体
」
に
お
い
て
生
じ
る
。
か
く
し
て
、
現
在
の
瞬
間
の
非
連
続
の
連
続
は
努
力
の
持
続
に
お
い
て
確
保
さ
れ
、
各
瞬
間
に

お
け
る
実
存
と
実
存
者
と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
⑵
。

し
か
し
、
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
十
分
に
論
じ
ら
れ
ず
に
曖
昧
な
ま
ま
残
さ
れ
た
重
大
な
問
題
が
あ
る
。
な
る
ほ
ど
現
在

の
各
瞬
間
は
「
定
位
と
し
て
の
身
体
」
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
だ
が
、
各
瞬
間
が
自
分
以
外
の
も
の
を
知
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に

は
非
連
続
の
連
続
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
要
す
る
に
、
瞬
間
の
消
失
と
誕
生
、
す
な
わ
ち
死
と
復
活
は
不
可
能
な

の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
瞬
間
か
ら
瞬
間
へ
の
非
連
続
の
連
続
は
成
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
各
瞬
間
の

「
孤
独
」
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
こ
に
は
自
分
以
外
の
も
の
、
す
な
わ
ち
他
性
の
入
る
余
地
は
な
い
。
瞬
間
の
消
失
と
そ
の
再
開
が
あ
る
た

め
に
は
、
こ
の
瞬
間
が
同
時
に
「
他
」
の
瞬
間
と
し
て
新
た
に
誕
生
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
も
し
「
瞬

間
」
が
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
「
孤
独
」
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
他
性
」
は
ど
こ
か
ら
も
出
て
こ
な
い
。
瞬
間
の
死
と
復
活
、
す
な
わ
ち
非

連
続
の
連
続
に
と
っ
て
は
、
致
命
的
な
問
題
で
あ
る
。

こ
の
事
態
は
独
我
論
と
の
非
難
を
免
れ
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
嫌
疑
を
は
ら
す
た
め
に
は
、「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
の
出
来

事
の
、
こ
の
場
合
は
、
現
在
の
瞬
間
の
成
立
と
い
う
出
来
事
の
よ
り
深
い
解
明
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
残
さ
れ
た
問
題
の
中
心
は

こ
の
「
孤
独
」
を
破
る
も
の
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
な
る
。
予
め
そ
の
問
い
に
答
え
て
お
く
と
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は

「
時
間
の
次
元
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
ぜ
「
時
間
」
に
よ
っ
て
瞬
間
の
「
孤
独
」
が
破
ら
れ
る
の
か
。
ま
た
そ
の
場
合
、
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
は
ど
の
よ
う
な
「
時
間
」
を
考
え
て
い
た
の
か
。

わ
れ
わ
れ
の
考
察
は
次
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
る
。
最
初
に
、『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
の
「
序
」
に
従
っ
て
、
現
在
の
瞬
間
の
成
立
の

問
題
を
前
回
と
は
違
っ
た
観
点
か
ら
取
り
上
げ
、「
瞬
間
」
の
問
題
の
所
在
を
再
確
認
す
る
。
次
に
、「
瞬
間
」
の
孤
独
の
問
題
を
検
討
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し
、
瞬
間
と
瞬
間
と
の
関
係
に
言
及
し
、「
孤
独
」
を
破
る
も
の
と
し
て
の
時
間
の
次
元
に
触
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が

指
摘
し
た
二
つ
の
時
間
の
う
ち
、
世
界
の
内
の
時
間
で
あ
る
「
経
済
の
時
間
」
で
は
な
く
、
世
界
の
外
の
時
間
で
あ
る
「
救
済
の
時

間
」、
す
な
わ
ち
死
と
復
活
の
時
間
を
取
り
上
げ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
時
間
に
お
い
て
、
瞬
間
と
瞬
間
と
の
間
に
お
け
る
消
滅
と
新
た

な
誕
生
が
明
ら
か
に
な
る
。一

「
瞬
間
」
の
孤
独
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
前
に
、
少
し
回
り
道
を
し
て
、
改
め
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
あ
る
い
は
「
定

位
」
に
こ
め
た
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
。「
序
」
の
書
き
出
し
の
文
章
に
お
い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
実
存
す
る
も
の

と
実
存
と
の
区
別
は
、
す
な
わ
ち
、
実
詞
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
諸
存
在
で
あ
る
個
、
類
、
集
団
、
神
と
そ
れ
ら
の
実
存
の
出
来
事
あ
る
い

は
行
為
と
の
区
別
は
、
哲
学
の
省
察
に
は
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
区
別
は
同
じ
ぐ
ら
い
簡
単
に
そ
こ
か
ら
な
く
な
る
」⑶
。
で

は
な
ぜ
、
こ
の
区
別
が
簡
単
に
失
わ
れ
る
の
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、「
実
存
す
る
（
存
在
す
る
）」
と
い
う
動
詞
に

つ
い
て
語
る
何
も
の
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
が
理
解
さ
れ
る
の
は
「
実
存
す
る
も
の
（
存
在
者
）」
と
の
結
び
つ

き
に
お
い
て
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、「
実
存
者
」
あ
る
い
は
「
存
在
者
」
に
つ
い
て
は
語
り
う
る
と
し
て
も
、「
存
在
す

る
と
い
う
事
実
や
行
為
、
ま
た
存
在
す
る
と
い
う
純
粋
な
出
来
事
や
働
き
」
に
つ
い
て
は
語
り
え
な
い
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
か

ら
、
存
在
者
と
存
在
と
の
混
同
が
生
じ
る
。

こ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
次
の
言
葉
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。「
存
在
と
「
存
在
者
」
と
を

分
離
す
る
こ
と
の
困
難
や
、
存
在
を
「
存
在
者
」
に
お
い
て
考
え
る
と
い
う
傾
向
は
、
な
る
ほ
ど
何
ら
の
偶
然
性
も
も
た
な
い
。
こ
れ
ら
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の
困
難
や
傾
向
は
、
瞬
間
、
す
な
わ
ち
時
間
の
原
子
を
、
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
の
彼
方
に
置
く
習
慣
に
由
来
す
る
。「
存
在
者
」
と
「
存
在
」

と
の
関
係
は
、
独
立
し
た
二
つ
の
項
を
再
結
合
し
た
も
の
で
は
な
い
。「
存
在
者
」
は
既
に
存
在
と
契
約
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で

あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
を
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。「
存
在
者
」
は
存
在
す
る
。「
存
在
者
」
は
主
語
が
属
詞
に
及
ぼ
す
支

配
そ
の
も
の
を
存
在
に
対
し
て
既
に
行
使
し
て
い
る
。「
存
在
者
」
は
、
現
象
学
的
分
析
に
は
分
解
し
得
な
い
瞬
間
に
お
い
て
、
こ
の
支

配
を
行
使
す
る
の
で
あ
る
」⑷
。

こ
こ
で
「
瞬
間
」
と
い
う
語
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
存
在
者
と
存
在
と
の
結
合
が
分
離
を
考
え
る
以
前
に
予
め
起
こ
っ
て
い
る

こ
と
や
そ
れ
ら
の
「
契
約
」
に
よ
っ
て
分
離
の
困
難
が
生
じ
て
い
る
点
な
ど
は
も
は
や
触
れ
る
必
要
は
な
い
。
問
題
は
、
こ
う
し
た
結
合

や
契
約
や
支
配
が
時
間
の
原
子
た
る
「
瞬
間
」
に
お
い
て
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
「
瞬
間
」
は
現
象
学
分
析

に
と
っ
て
分
解
不
可
能
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
改
め
て
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
イ
ポ
ス
タ

ー
ズ
」
の
概
念
の
狙
い
は
こ
の
分
解
不
可
能
な
「
瞬
間
」
に
「
分
解
」
を
導
入
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
、
と
。
こ
う
し
た
わ
れ
わ
れ
の
考
え

方
は
ま
た
、
な
ぜ
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
現
在
の
瞬
間
の
問
題
に
拘
泥
し
て
き
た
か
の
回
答
と
も
な
っ
て
い
る
。「
瞬
間
」
は
分
解
で
き

る
の
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
問
う
⑸
。
存
在
者
と
存
在
と
の
結
合
は
「
瞬
間
（instant

）」
の
「
立
ち
止
ま
り
（stance

）」

に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
の
か
。
ま
た
、「
瞬
間
」
と
は
、
純
粋
な
働
き
と
し
て
の
、
動
詞
と
し
て
の
存
在
の
主
人
と
な
る
、
存

在
者
と
し
て
の
、
名
詞
と
し
て
の
、「
実
詞
」
が
定
位
さ
れ
る
出
来
事
な
の
で
は
な
い
の
か
。
さ
ら
に
ま
た
、「
瞬
間
」
と
は
存
在
一
般
の

「
分
極
化
」
な
の
で
は
な
い
の
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
繰
り
返
す
、
こ
れ
ら
の
問
い
へ
の
回
答
の
可
能
性
は
す
べ
て
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
あ

る
い
は
「
定
位
」
の
出
来
事
の
分
節
化
の
解
明
に
か
か
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
続
い
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
分
節
化
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。「
始
ま
り
、
起
源
、
誕
生
は
一
つ
の
弁
証
法
を

提
供
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
弁
証
法
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
瞬
間
の
最
中
の
出
来
事
は
感
じ
ら
れ
る
も
の
と
な
る
」⑹
。
こ
こ
に
は
、
二
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つ
の
問
い
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
こ
の
始
ま
り
の
弁
証
法
と
は
何
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
な
ぜ
こ
の

「
弁
証
法
」
に
お
い
て
、「
出
来
事
は
感
じ
ら
れ
る
も
の
と
な
る
」
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
前
者
か
ら
始
め
よ
う
。
言
う
ま
で
も
な

く
、
始
ま
り
、
起
源
、
誕
生
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
存
在
者
な
き
存
在
に
お
い
て
存
在
者
が
誕
生
す
る
と
い
う
出
来
事
で
あ
る
が
、

「
弁
証
法
」
は
こ
の
出
来
事
の
分
節
化
に
関
わ
る
事
態
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
存
在
者
の
誕
生
に

お
い
て
、
す
な
わ
ち
「
瞬
間
」
に
お
い
て
、「
存
在
を
受
け
入
れ
る
も
の
」
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
問
い
は
さ
ら
に

続
く
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
存
在
者
の
誕
生
の
瞬
間
に
お
い
て
、「
存
在
を
受
け
入
れ
る
も
の
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
誕
生
の
瞬

間
に
、
存
在
者
が
自
分
自
身
の
存
在
へ
と
働
き
か
け
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
存
在
者
が
存
在
す
る
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
ま

た
、
こ
の
行
為
や
活
動
を
「
主
語
の
自
ら
の
属
詞
へ
の
支
配
」
や
そ
の
主
人
に
な
る
こ
と
と
い
う
言
い
方
で
も
表
現
す
る
が
、「
弁
証
法
」

と
い
う
語
で
言
わ
れ
て
い
る
事
態
は
明
確
で
あ
る
。

本
文
に
戻
っ
て
、
一
つ
例
を
あ
げ
よ
う
。
実
は
こ
の
こ
と
は
、
先
の
二
つ
目
の
問
い
、
な
ぜ
「
感
じ
ら
れ
る
も
の
と
な
る
」
の
か
と
い

う
問
い
へ
の
答
え
と
も
な
る
も
の
で
も
あ
る
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
の
章
の
「
ｃ
眠
り
と
場
所
」
に
お
い
て
、
突
然

「
情
動
（ém

otion

）」
の
問
題
を
持
ち
出
し
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
定
位
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
は
空
中
に
宙
吊
り
に
さ
れ
た
主
体
の
自
由
で

は
な
く
、
主
体
の
破
壊
、
す
な
わ
ち
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
の
崩
壊
で
あ
る
。
そ
れ
は
情
動
に
お
い
て
告
知
さ
れ
る
。
情
動
は
動
転
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
」⑺
。
こ
の
後
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
情
感
性
（affectivité
）
に
関
す
る
現
象
学
的
分
析
の
不
十
分
さ
を
指
摘
し
、
情
動
が
実
存
を
疑

問
に
付
す
の
で
は
な
く
主
体
の
主
体
性
を
疑
問
に
付
す
こ
と
に
あ
る
点
を
強
調
し
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
言
う
。
情
動
は
主
体
が
凝
集

し
、
活
動
し
、
誰
か
で
あ
る
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
情
動
に
お
い
て
、
主
体
の
定
位
は
崩
壊
す
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し

た
定
位
の
崩
壊
で
あ
る
情
動
に
よ
っ
て
何
が
帰
結
す
る
の
か
。「
形
の
世
界
は
無
底
の
深
淵
の
よ
う
に
拡
が
る
。
コ
ス
モ
ス
は
壊
れ
、
カ

オ
ス
が
、
す
な
わ
ち
、
場
所
の
不
在
が
、「
あ
る
」
が
、
現
わ
れ
る
」⑻
。
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要
す
る
に
、「
弁
証
法
」
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
、「
瞬
間
」
の
出
来
事
に
お
け
る
主
体
の
成
立
と
そ
の
崩
壊
と
い
う
事
態
で
あ

る
。
こ
の
事
態
に
つ
い
て
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
そ
れ
は
主
体
の
定
位
す
な
わ
ち
人
称
性
か
ら
主
体
の
崩
壊
す
な
わ
ち
非
人
称
性
へ
の

転
落
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
の
「
な
ぜ
感
じ
ら
れ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
へ
の
答
え
は
、
こ
の
主
体
の
誕
生
と
い
う
肯
定
か
ら

そ
の
崩
壊
と
い
う
否
定
へ
の
転
落
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
う
、
主
体
の
崩
壊
に
ほ
か
な
ら
な
い
「
情
動
」
や
「
情
感

性
」
に
よ
っ
て
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
身
体
の
諸
感
情
や
情
動
や
情
感
性
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
の
は
、
そ
こ
に
こ
う
し

た
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
あ
る
い
は
定
位
の
問
題
を
、
要
す
る
に
主
体
の
主
体
性
の
問
題
を
見
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
が
「
実
存
の
感
情
と
し
て
の
吐
き
気
」
を
退
け
、「
恐
怖
」
を
持
ち
出
す
の
は
至
極
真
っ
当
な
こ
と
な
の
で
あ
る
⑼
。
と
い
う
の
も
、

吐
き
気
が
人
称
的
次
元
に
留
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
恐
怖
は
非
人
称
的
次
元
、
す
な
わ
ち
「
あ
る
」
の
次
元
の
只
中
に
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
逃
走
に
つ
い
て
」
の
「
吐
き
気
」
の
分
析
を
捨
て
、
レ
ヴ
ィ＝

ブ
リ
ュ
ー
ル
の
「
恐
怖
」
を
採
っ
た
理
由
も
こ

こ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
吐
き
気
で
は
主
体
の
主
体
性
は
損
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
恐
怖
は
主
体
の
主
体
性
を
転
覆
さ
せ
、
そ
の
個

別
性
を
奪
い
取
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
よ
う
や
く
わ
れ
わ
れ
は
、
回
り
道
の
後
、「
定
位
と
し
て
の
身
体
」
の
「
現
在
の
瞬
間
」
の
問
題
に
戻
る
こ
と
が
で
き
る
。
問

題
は
「
瞬
間
」
の
孤
独
の
問
題
と
、
先
に
「
序
」
に
お
い
て
示
さ
れ
た
、
時
間
の
原
子
た
る
「
瞬
間
」
と
時
間
と
の
関
係
の
問
題
で
あ

る
。
同
じ
く
「
回
り
道
」
に
お
い
て
触
れ
た
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
う
「
弁
証
法
」
を
手
が
か
り
に
し
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
見
て
み
よ

う
。
面
白
い
こ
と
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、「
弁
証
法
」
と
い
う
語
に
代
え
て
、「
パ
ラ
ド
ク
ス
」
と
い
う
言
い
方
も
用
い
る
。
例
え
ば
、「
イ

ポ
ス
タ
ー
ズ
」
の
章
の
「
ｅ
現
在
と
時
間
」
と
い
う
節
に
お
い
て
、
先
に
見
た
始
ま
り
や
誕
生
や
起
源
と
し
て
の
瞬
間
の
弁
証
法
、
す
な

わ
ち
「
自
己
自
身
へ
の
関
係
」
と
し
て
の
、「
存
在
の
征
服
」
と
し
て
の
、「
自
己
へ
の
到
来
」
と
し
て
の
瞬
間
の
問
題
、
こ
こ
で
は
触
れ

る
余
裕
は
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
が
前
回
の
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
と
現
在
の
瞬
間
」
に
お
い
て
詳
し
く
論
じ
て
き
た
「
定
位
と
し
て
の
身
体
」
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の
「
現
在
の
瞬
間
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
「
瞬
間
」
の
自
己
自
身
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
「
瞬
間
」
の
「
存
在
一

般
」
あ
る
い
は
「
あ
る
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
関
係
、
こ
の
関
係
の
逆
説
的
性
格
に
は
目
を
見
張
ら
せ
る
も
の

が
あ
る
。
存
在
し
始
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
始
ま
る
以
前
に
は
存
在
し
な
い
が
、
こ
の
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
こ
そ
そ
の
始
ま
る
こ

と
に
よ
っ
て
自
己
自
身
へ
と
誕
生
し
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
自
己
へ
と
到
来
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
瞬
間
を
構
成
す
る
の
は
、
こ
の
始

ま
り
の
パ
ラ
ド
ク
ス
で
あ
る
。
こ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
始
ま
り
は
そ
れ
に
先
立
つ
瞬
間
か
ら
出
発
す

る
の
で
は
な
い
。
そ
の
始
ま
り
の
出
発
点
は
回
帰
し
て
い
く
動
き
と
し
て
到
達
点
に
含
ま
れ
て
い
る
。
現
在
の
只
中
そ
の
も
の
に
お
け
る

こ
の
後
退
か
ら
出
発
し
て
、
現
在
は
成
就
さ
れ
、
瞬
間
は
引
き
受
け
ら
れ
る
」⑽
。

こ
こ
ま
で
来
る
と
、「
弁
証
法
」
も
「
パ
ラ
ド
ク
ス
」
も
「
感
じ
ら
れ
る
も
の
と
な
る
」
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
定

位
と
し
て
の
身
体
」
の
現
在
の
瞬
間
の
出
来
事
に
お
い
て
問
題
に
し
て
い
た
の
は
、
こ
の
瞬
間
と
い
う
出
来
事
の
「
逆
説
的
な
二
重
性
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
だ
し
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
肯
定
と
否
定
の
「
二
重
性
」
を
、
内
│

外
や
主
│

客
を
始
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る

対
立
の
彼
方
に
お
け
る
「
肯
定
│

否
定
」
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
「
二
重
性
」、
す
な
わ
ち
「
瞬
間
」
そ
の

も
の
の
誕
生
と
消
滅
、
肯
定
と
否
定
は
、
瞬
間
と
い
う
出
来
事
の
内
的
な
力
動
的
関
係
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
弁
証

法
」
や
「
パ
ラ
ド
ク
ス
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
た
所
以
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
「
情
動
」
や
「
情
感
性
」
の
体
験
は
、
と
り
わ
け
こ
の

消
失
や
否
定
の
体
験
、
す
な
わ
ち
定
位
の
崩
壊
や
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
の
瓦
解
の
体
験
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
主
体
の

崩
壊
と
い
う
否
定
的
な
体
験
で
あ
る
「
情
動
」
や
「
情
感
性
」
に
よ
っ
て
、「
瞬
間
に
お
い
て
生
じ
る
出
来
事
」
が
ど
の
よ
う
な
出
来
事

で
あ
る
か
を
「
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
時
間
と
瞬
間
に
関
す
る
す
ぐ
れ
た
洞
察
を
表
す
一
節
、「
創
造
主

に
よ
る
創
造
の
神
秘
と
は
別
な
と
こ
ろ
に
、
す
な
わ
ち
創
造
の
瞬
間
に
お
い
て
、
被
造
物
の
時
間
の
す
べ
て
の
神
秘
が
あ
る
」⑾
と
い
う

一
節
は
、
こ
の
間
の
事
情
を
言
い
当
て
た
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
時
間
と
瞬
間
と
の
関
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係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
問
題
の
解
明
で
あ
り
、
そ
れ
が
解
明
さ
れ
な
い
限
り
、「
瞬
間
」
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
自
己
自
身
と

の
関
係
が
指
摘
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
依
然
と
し
て
他
性
を
欠
い
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
不
連
続
の
連
続
は
成
り
立
た
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
理
解
に
お
い
て
何
が
問
題
な
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
に
お
い
て
、
時
間
と
瞬
間
と
の
関

係
を
取
り
上
げ
、
瞬
間
の
「
孤
独
」
の
問
題
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

二

既
に
何
度
か
触
れ
た
よ
う
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、「
定
位
」
と
は
現
在
と
し
て
の
瞬
間
の
出
来
事
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
「
定
位
」
と
し
て
の
現
在
あ
る
い
は
瞬
間
と
時
間
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
い
ま
だ
明
確
で
は
な
い
。
で
は
、
そ
れ
は
ど

の
よ
う
な
関
係
な
の
か
。
瞬
間
の
「
孤
独
」
の
問
題
を
検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
こ
の
問
題
か
ら
始
め
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
定
位
」
に
お
い
て
、
こ
の
関
係
を
考
え
る
た
め
に
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
と

い
う
の
も
、
こ
の
よ
う
な
、
現
在
あ
る
い
は
瞬
間
に
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
と
い
う
存
在
論
的
転
換
を
見
る
と
い
う
考
え
方
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
む
し
ろ
こ
れ
ま
で
の
哲
学
の
常
識
に
反
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
哲
学
の
歴
史
に
お
い

て
、
現
在
や
瞬
間
と
時
間
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
の
か
。
一
言
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
死
す
べ
き
も
の
と
存
在
し
続
け

る
も
の
と
の
関
係
、
要
す
る
に
、
死
、
消
滅
と
生
、
持
続
と
の
関
係
で
あ
る
。
一
方
に
存
在
の
消
滅
を
、
そ
し
て
他
方
に
は
存
在
の
連
続

を
置
く
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
、
い
わ
ば
死
と
生
と
い
う
仕
方
で
並
置
さ
れ
る
だ
け
の
関
係
な
の

だ
ろ
う
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
点
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。「
近
代
の
哲
学
は
、
瞬
間
に
対
す
る
軽
蔑
を
説
く
。
近
代
の
哲
学
は
、

瞬
間
に
お
い
て
、
ど
ん
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
も
生
成
も
持
た
な
い
科
学
的
時
間
の
幻
影
し
か
見
な
い
。
瞬
間
は
、
近
代
の
哲
学
に
と
っ
て
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は
、
純
粋
な
抽
象
と
し
て
時
間
と
時
間
と
の
境
界
に
の
み
存
在
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
現
実
と
は
、
常
に
未
来

に
向
け
ら
れ
た
持
続
、
す
な
わ
ち
常
に
未
来
に
重
な
っ
て
い
く
持
続
の
具
体
的
飛
躍
よ
っ
て
作
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
瞬
間
を
お

と
し
め
る
こ
の
考
え
方
の
根
本
に
あ
る
の
は
、
瞬
間
が
そ
れ
自
身
で
は
大
き
さ
も
持
続
も
も
た
ず
、
持
続
で
は
な
い
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
も
っ
と
も
、
も
し
も
瞬
間
が
時
間
の
関
数
と
し
て
理
解
さ
れ
、
時
間
と
実
存
と
の
関
係
が
そ
れ
自
体
で
明
ら
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
考
え
方
も
正
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
」⑾
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
は
な
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
こ
の
関
係
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
近
代
の
哲
学
」
の
名
の
も
と
に
「
瞬
間
」

へ
の
軽
蔑
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
直
後
に
「
哲
学
の
歴
史
全
体
」
と
言
い
直
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
哲
学
史
の
書

き
換
え
を
迫
る
ほ
ど
重
要
な
問
題
で
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
文
章
に
お
い
て
、
二
つ
の
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
一

つ
は
、
時
間
か
ら
出
発
し
て
現
在
あ
る
い
は
瞬
間
を
理
解
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
別
の

個
所
で
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。「
ひ
と
が
時
間
の
中
で
現
在
に
近
づ
こ
う
と
す
る
と
、
現
在
は
、
古
く
か
ら
続
く
哲
学
の
伝
統
に

従
っ
て
、
存
在
の
消
失
そ
の
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
」⑿
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、
な
ぜ
こ
れ
が
問
題
だ
っ
た
の
か
。
言
う
ま
で
も
な

く
、
現
在
が
単
に
存
在
の
消
滅
で
あ
り
、
現
在
が
存
在
と
の
関
係
を
も
た
な
い
と
す
れ
ば
、
現
在
や
瞬
間
に
、「
定
位
」
あ
る
い
は
「
イ

ポ
ス
タ
ー
ズ
」、
す
な
わ
ち
存
在
者
な
き
存
在
に
お
け
る
存
在
者
の
誕
生
を
見
る
こ
と
は
意
味
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
場
合
、「
時
間
あ
る
い
は
永
遠
の
無
限
性
」、
す
な
わ
ち
存
在
一
般
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
、「
一
つ
の
主
体
も
一
つ
の
存
在
」
も

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
現
在
や
瞬
間
の
消
滅
に
ま
っ
た
く
異
な
る
意
味
を
も
た
せ
る
た
め
に
次
の
よ

う
に
問
う
。「
し
か
し
、
ひ
と
は
次
の
よ
う
に
自
問
で
き
る
。
現
在
の
消
失
は
、
主
体
が
無
名
の
存
在
に
お
い
て
出
現
し
、
時
間
を
受
け

入
れ
る
よ
う
に
な
る
た
っ
た
一
つ
の
可
能
性
な
の
で
は
な
い
か
、
と
。
ま
た
、
ひ
と
は
次
の
よ
う
に
自
問
で
き
る
。
現
在
の
所
有
の
不
可

能
性
は
、
現
在
の
消
失
だ
け
が
所
有
そ
の
も
の
を
可
能
に
す
る
と
い
う
事
実
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
」⒀
。
こ
れ
ら
の
自
問
は
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い
ず
れ
も
、
時
間
か
ら
出
発
し
て
現
在
や
瞬
間
を
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
時
間
か
ら
現
在
や
瞬
間
の
独
自
の
意
味
を
取
り
戻
そ
う
と
す

る
試
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
在
や
瞬
間
の
独
自
の
弁
証
法
の
発
見
で
あ
り
、
現
在
や
瞬
間
に
こ
れ
ま
で
時
間
が
担
っ
て
き
た
存
在
論
的
機

能
と
は
別
の
機
能
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
話
し
は
前
後
す
る
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
あ
る
い
は
「
定
位
」
に
つ
い
て

問
題
に
し
て
き
た
所
以
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
時
間
か
ら
出
発
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現
在
あ
る
い
は
瞬
間
か
ら
出
発
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
そ
れ
自
体
現
在
あ
る
い
は
瞬
間
の
誕
生
で
あ
る
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
や
「
定
位
と
し
て

の
身
体
」
か
ら
時
間
の
問
題
へ
と
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
間
の
問
題
は
つ
い
て
は
、『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
の
末
尾
に
置
か
れ

た
「
時
間
へ
」
を
取
り
上
げ
る
次
節
に
お
い
て
検
討
す
る
が
、
予
め
少
し
だ
け
触
れ
て
お
く
と
、
時
間
そ
の
も
の
の
問
題
も
ま
た
、
基
本

的
に
は
、「
現
在
と
し
て
の
瞬
間
」
の
出
来
事
、
す
な
わ
ち
「
立
ち
止
ま
り
」
と
し
て
の
「
瞬
間
」
の
死
と
復
活
の
弁
証
法
に
基
づ
い
て

展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

実
は
、「
瞬
間
」
へ
の
軽
蔑
に
は
も
う
一
つ
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
時
間
と
実
存
す
な
わ
ち
存
在
と
の
関
係
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー

を
別
に
す
れ
ば
、
哲
学
的
に
は
こ
の
関
係
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
断
っ
た
う
え
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
時
間
の
延

長
は
実
存
の
延
長
そ
の
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
。
持
続
性
は
実
存
の
優
れ
た
形
態
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
時
間
が
及
ば
な
い
永
遠
は
持
続
性

を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
永
遠
の
優
越
性
は
ま
さ
し
く
時
間
が
そ
れ
に
及
ば
な
い
と
い
う
事
実
に
由
来
す
る
。
永
遠
の

力
は
時
間
の
破
壊
に
対
す
る
そ
の
抵
抗
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
。
し
か
し
、
時
間
の
破
壊
か
ら
守
ら
れ
た
永
遠
は
、
持
続
す
る
も
の
、
持

続
可
能
な
も
の
の
緯
糸
と
し
て
の
時
間
に
類
似
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
実
存
が
同
時
に
生
ま
れ
死
滅
す
る
瞬
間
に
、
実
存
が
生
ま

れ
る
瞬
間
が
続
く
。
こ
の
瞬
間
は
前
の
瞬
間
か
ら
遺
産
を
手
に
入
れ
る
。
永
遠
を
模
倣
す
る
の
は
、
持
続
に
よ
る
実
存
の
執
拗
な
存
続
な

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
さ
し
く
、
時
間
は
不
動
の
永
遠
の
動
く
像
で
あ
る
」⒁
。

以
上
の
よ
う
な
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
哲
学
に
お
け
る
時
間
と
実
存
と
の
関
係
の
中
で
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
特
に
重
要
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な
の
は
実
存
と
瞬
間
と
の
関
係
で
あ
る
。「
こ
の
瞬
間
は
前
の
瞬
間
か
ら
遺
産
を
手
に
入
れ
る
」
と
い
う
表
現
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ

こ
で
は
、
瞬
間
は
先
行
す
る
も
の
で
あ
れ
後
続
す
る
も
の
で
あ
れ
他
の
諸
々
の
瞬
間
と
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
瞬
間
の
連
続
性
、
す
な
わ
ち
瞬
間
と
瞬
間
と
の
関
係
を
作
り
あ
げ
て
い
る
の
は
瞬
間
で
は
な
い
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
は
時
間
の

持
続
性
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
実
存
は
時
間
の
中
で
の
「
執
拗
な
存
続
」
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
、
時
間
と
実
存
と
は
こ
の
持
続
性
を
介
し

て
一
致
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
実
存
と
は
持
続
を
横
断
し
、
通
り
抜
け
、
そ
れ
を
成
就
す
る
何
も
の
か
で
あ
る
」⒂
。
こ
の
場
合
、
瞬
間

は
、
何
ら
の
力
も
も
た
な
い
、
単
な
る
時
間
の
一
要
素
で
し
か
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
何
が
帰
結
す
る
か
。
結
局
、
二
つ
目
の
問
題
に
関

し
て
も
、
最
初
の
問
題
と
同
様
に
、
現
在
あ
る
い
は
瞬
間
は
実
存
あ
る
い
は
存
在
と
関
係
の
な
い
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

う
な
る
と
も
ち
ろ
ん
、
現
在
あ
る
い
は
瞬
間
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
や
「
定
位
」
に
お
い
て
、
存
在
と
存
在
者
と
の

関
係
を
問
う
と
い
う
試
み
は
意
味
の
な
い
も
の
と
な
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
が
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
現
在
あ
る
い
は
瞬
間
は
単
な
る
時
間
の
一
要
素
で
は
な
い
。
瞬
間
瞬
間
に
は

実
存
を
め
ぐ
る
「
固
有
の
ド
ラ
マ
や
戦
い
」
が
あ
る
。
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
う
、
現
在
あ
る

い
は
瞬
間
と
実
存
と
の
「
例
外
的
関
係
」
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
関
係
な
の
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
瞬
間
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
あ
る
い
は
そ
れ
に
後
続
す
る
諸
瞬
間
と
関
係
す
る
以
前
に
、
一
つ
の
行
為
、
す
な

わ
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
存
を
獲
得
す
る
一
つ
の
行
為
を
隠
し
持
っ
て
い
る
。
各
々
の
瞬
間
は
一
つ
の
始
ま
り
、
一
つ
の
誕
生
で
あ

る
」⒃
。
実
存
と
の
関
係
に
お
け
る
、
言
い
換
え
れ
ば
「
あ
る
」
と
の
関
係
に
お
け
る
始
ま
り
や
誕
生
に
つ
い
て
は
、
既
に
十
分
に
述
べ

て
き
た
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
は
触
れ
な
い
⒄
。
た
だ
こ
こ
で
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
時
間
か
ら
出
発
し
て
、

ま
た
持
続
に
基
づ
い
て
、
現
在
や
瞬
間
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
時
間
や
持
続
は
実
存
あ
る
い
は
存
在
の
尺
度
で

は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
最
初
に
立
て
た
問
い
、
時
間
と
現
在
あ
る
い
は
瞬
間
と
の
関
係
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
問
い
に
関
し
て
、
レ
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ヴ
ィ
ナ
ス
の
回
答
の
独
自
性
は
「
現
在
の
絶
対
性
」
の
主
張
に
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
瞬
間
の
消
失
は
瞬
間
の
現

前
そ
の
も
の
で
あ
る
。
瞬
間
の
消
失
は
存
在
と
の
接
触
の
充
実
を
条
件
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
充
実
は
ま
っ
た
く
習
慣
で
も
過
去

の
遺
産
で
も
な
く
、
ま
さ
し
く
現
在
な
の
で
あ
る
。
現
在
の
絶
対
性
は
時
間
の
働
き
で
あ
る
破
壊
の
否
定
で
も
持
続
可
能
な
も
の
の
肯
定

で
も
な
い
」⒅
。

し
か
し
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
こ
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
現
在
の
絶
対
性
」
が
「
瞬
間
」
の
孤
独
と
い
う
問
題
を
呼
び
寄
せ
る
こ
と
に
な

る
。
で
は
、「
孤
独
」
の
問
題
と
は
何
か
。
な
ぜ
そ
れ
が
問
題
な
の
か
。「
現
在
の
絶
対
性
」
と
い
う
言
い
方
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
問
題
に
し

て
い
る
事
態
は
、「
瞬
間
」
に
お
け
る
実
存
あ
る
い
は
存
在
と
実
存
者
あ
る
い
は
存
在
者
と
の
「
関
係
の
絶
対
性
」
で
あ
る
。
で
は
、
こ

の
関
係
を
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
あ
る
い
は
「
定
位
」
に
お
い
て
考
え
る
と
ど
う
な
る
か
。
そ
れ
は
二
重
の
関
係
と
し
て
現
わ
れ
る
。
一
方

で
は
実
存
者
の
実
存
に
対
す
る
関
係
、
す
な
わ
ち
実
存
者
に
よ
る
実
存
の
支
配
の
関
係
で
あ
り
、
他
方
で
は
実
存
者
を
押
し
つ
ぶ
す
実
存

の
重
み
の
関
係
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
両
方
の
関
係
は
同
時
的
に
起
こ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
あ
る
」
に
お
け
る
存
在
者
の
誕
生
や

始
ま
り
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
生
じ
る
存
在
者
の
「
あ
る
」
へ
の
転
落
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」、
す
な
わ

ち
「
定
位
と
し
て
の
身
体
」
に
お
け
る
「
関
係
の
絶
対
性
」
は
現
在
の
瞬
間
の
出
来
事
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
。
た
だ
注
意
す
べ
き
は
、

「
瞬
間
」
の
本
質
が
消
失
に
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
要
す
る
に
、「
瞬
間
」
は
持
続
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
瞬
間
の
死
は
単

な
る
消
滅
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、「
瞬
間
」
の
死
は
「
あ
る
」
と
し
て
の
「
実
存
」
と
「
実
存
者
」
と
の
「
関
係
の
絶
対
性
」
を
可

能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
死
に
お
い
て
始
ま
り
の
再
開
が
生
じ
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
現
在
に
お
い
て

は
、
現
在
と
「
あ
る
」
と
の
「
例
外
的
関
係
」
し
か
な
い
が
、
こ
の
関
係
は
同
時
に
現
在
の
死
と
次
の
現
在
の
誕
生
で
も
あ
る
。
こ
の

「
現
在
」
の
死
と
誕
生
と
を
「
瞬
間
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
直
す
と
、
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
瞬
間
の
消
滅
、

す
な
わ
ち
死
は
、
復
活
と
い
う
出
来
事
を
隠
し
持
っ
て
い
る
。
今
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
問
題
は
、
こ
の
復
活
が
何
を
意
味
す
る
か
で
あ
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る
。
予
め
述
べ
て
お
く
と
、
復
活
と
は
、
一
つ
の
瞬
間
が
死
に
、
そ
れ
が
そ
れ
と
は
異
な
る
別
の
瞬
間
と
し
て
誕
生
す
る
と
い
う
事
態
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
「
瞬
間
」
は
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
「
孤
独
」
で
あ
る
。
な
ぜ
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
存
在
す
る
こ
と
の

悲
劇
」
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
悲
劇
は
わ
れ
わ
れ
の
「
実
存
の
有
限
性
」
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
瞬
間
に
お

い
て
成
就
さ
れ
る
「
実
存
の
無
限
性
」
か
ら
や
っ
て
来
る
。
現
在
や
瞬
間
は
そ
れ
自
身
へ
の
準
拠
と
し
て
定
義
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
そ
れ

を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
現
在
の
現
前
は
、
自
身
が
持
つ
、
容
赦
の
な
さ
、
自
分
自
身
へ
の
不

可
避
的
回
帰
、
自
分
を
そ
こ
か
ら
解
放
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
に
起
因
す
る
」⒆
。
こ
こ
に
は
、
一
つ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
が
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
現
在
が
自
己
自
身
に
し
か
準
拠
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
現
在
あ
る
い
は
瞬
間
に
お
け
る
実
存
の
成
就
を
可
能
に
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
が
、
こ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
現
在
あ
る
い
は
瞬
間
を
自
己
同
一
化
の
中
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、「
イ

ポ
ス
タ
ー
ズ
」
の
出
来
事
で
あ
る
現
在
あ
る
い
は
瞬
間
は
「
あ
る
」
に
お
け
る
存
在
者
の
誕
生
、
す
な
わ
ち
「
あ
る
」
か
ら
の
離
脱
で
あ

る
が
、
し
か
し
な
が
ら
現
在
あ
る
い
は
瞬
間
は
消
失
で
し
か
な
い
以
上
、
そ
れ
は
同
時
に
「
あ
る
」
へ
の
回
帰
な
の
で
あ
る
。「
孤
独
」

と
は
、
こ
の
離
脱
と
回
帰
が
同
時
に
起
こ
っ
て
い
る
事
態
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
自
分
自
身
の
捕
虜
に
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
孤
独
で
あ

る
こ
と
、
そ
れ
が
現
在
で
あ
り
瞬
間
な
の
で
あ
る
。
注
意
す
る
べ
き
は
、
こ
の
事
態
が
時
間
に
先
立
っ
て
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
と
も
に
わ
れ
わ
れ
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
事
態
、
現
在
あ
る
い
は
瞬
間
の
「
孤
独
」

が
い
か
に
し
て
破
ら
れ
る
か
を
見
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
既
に
こ
の
事
態
を
目
撃
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
戦
前
の
代
表
的
エ
ッ
セ
イ
「
逃
走
に
つ
い
て
」
の

中
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
「
自
我
が
自
己
自
身
へ
と
鎖
で
つ
な
が
れ
て
あ
る
こ
と
」
と
同
じ
事
態
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
言

う
。「
現
在
の
自
己
自
身
へ
の
回
帰
は
既
に
自
己
へ
と
釘
づ
け
さ
れ
、
既
に
一
つ
の
「
自
己
」
に
よ
っ
て
二
重
化
さ
れ
た
「
私
」
の
確
立
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で
あ
る
」⒇
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
現
在
あ
る
い
は
瞬
間
の
自
己
自
身
へ
の
回
帰
が
存
在
者
の
次
元
で
の
出
来
事
で
あ
る
と
い
う
点
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
在
あ
る
い
は
瞬
間
の
「
孤
独
」
は
、「
自
我
」
の
、「
私
」
の
、
孤
独
な
の
で
あ
る
。「
私
」
の
孤
独
と
は
、「
私
」

が
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
「
私
」
の
内
部
に
あ
り
、「
私
」
が
「
私
」
で
な
く
な
る
こ
と
が
不
可
能
だ
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
私
」
の
孤
独
と
は
決
定
的
な
独
我
論
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
私
」
の
孤
独
に
関
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
イ

ポ
ス
タ
ー
ズ
は
、「
あ
る
」
に
融
即
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
を
、
孤
独
と
し
て
、
一
つ
の
自
我
の
そ
の
自
己
へ
の
決
定
的
な
鎖
で
つ

な
が
れ
て
あ
る
こ
と
と
し
て
、
再
び
見
出
す
。（
中
略
）「
私
」
は
常
に
自
分
自
身
の
実
存
に
捕
ら
わ
れ
て
い
る
。「
私
」
は
す
べ
て
に
対

し
て
外
的
で
あ
る
が
、
自
分
自
身
に
対
し
て
は
内
的
で
あ
り
、
自
分
自
身
に
つ
な
が
れ
て
い
る
。「
私
」
は
自
分
が
引
き
受
け
た
実
存
に

永
遠
に
鎖
で
つ
な
が
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
自
我
が
自
己
で
な
く
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
不
可
能
性
は
、
自
我
の
根
本
的
悲

劇
を
、
自
我
が
自
分
の
存
在
に
釘
付
け
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
示
し
て
い
る
」21
。
そ
れ
で
は
、
い
か
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
決

定
的
な
「
事
実
」
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。「
私
」
は
「
私
」
が
身
に
ま
と
う
い
か
な
る
も
の
に
よ
っ
て
も
「
私
」
か
ら
離

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
「
知
」
で
あ
れ
「
志
向
」
で
あ
れ
、
こ
う
い
っ
た
「
私
」
の
自
由
は

「
私
」
の
実
存
の
誕
生
と
い
う
、
す
な
わ
ち
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
と
い
う
、「
不
自
由
」
を
条
件
と
し
て
初
め
て
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
究
極
の
「
不
自
由
」
な
し
に
は
、「
私
」
の
い
か
な
る
自
由
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
私
」
は
「
私
」
の
自
由
に
よ
っ
て

「
私
」
を
「
私
自
身
」
か
ら
解
放
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
私
が
永
遠
に
私
自
身
と
共
に
あ
る
」
と
い
う
事
実
は
、
す

な
わ
ち
「
私
」
の
孤
独
は
、
突
然
破
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
現
在
あ
る
い
は
瞬
間
の
孤
独
を
破
る
も
の
と
は
、「
他
人
と
の
関
係
と
し
て

の
時
間
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
度
は
、「
私
」
の
孤
独
か
ら
出
発
し
て
、
こ
の
時
間
の
問
題
へ
と
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言

い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た
、
他
性
へ
と
向
か
う
運
動
の
探
究
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
こ
で
始
め
て
「
エ
ロ
ス
」
や
「
女

性
」
や
「
女
性
的
」
と
い
う
語
を
使
い
、
他
性
の
探
究
に
つ
い
て
示
唆
的
に
言
及
す
る
22
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
た
、
も
は
や
「
定
位
と
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し
て
の
身
体
」
で
は
な
く
、
い
わ
ば
社
会
的
身
体
や
歴
史
的
身
体
の
探
究
へ
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し

て
、
次
の
節
で
は
時
間
の
問
題
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

三

誤
解
の
な
い
よ
う
に
予
め
触
れ
て
お
く
と
、
他
性
の
探
究
と
し
て
の
「
エ
ロ
ス
」
の
問
題
は
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
追
求
す
る
、
一
連
の

「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
の
問
題
と
は
次
元
を
異
に
す
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
予
告
す
る
よ
う
に
、
こ
の
問
題
は
、
別
の
と
こ
ろ
で
、
す
な
わ
ち

『
時
間
と
他
者
』
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
「
初
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
身
体
の
問
題
」
の
最
終
章
で
、『
実
存

か
ら
実
存
者
へ
』
と
同
時
期
の
こ
の
別
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
エ
ロ
ス
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
さ
ら
に
歴
史
的
身
体
の
次
元
を
含
む
「
多

産
性
」
の
問
題
に
触
れ
る
こ
と
を
予
告
し
て
お
く
。

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
他
性
の
探
究
の
前
提
と
な
る
は
ず
の
以
下
の
問
い
か
ら
始
め
よ
う
。
存
在
者
の
誕
生
の
次
元
で
、
あ
る
い
は
別

の
言
い
方
を
す
れ
ば
、「
定
位
と
し
て
の
身
体
」
そ
の
も
の
の
次
元
で
、
時
間
を
問
題
に
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
。
も

ち
ろ
ん
そ
れ
は
、「
瞬
間
」
の
孤
独
を
破
る
も
の
の
探
究
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
ま
た
こ
れ
も
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
自
分
以
外
の

も
の
を
何
も
持
た
な
い
、
ひ
と
り
だ
け
の
世
界
へ
と
閉
じ
こ
も
る
と
い
う
事
態
は
、「
存
在
す
る
こ
と
の
悲
劇
」
と
い
う
言
い
方
で
語
ら

れ
た
事
態
で
も
あ
る
。
予
め
述
べ
て
お
く
と
、
こ
こ
で
考
察
さ
れ
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
時
間
と
は
実
は
存
在
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
自
体
の
悲

劇
か
ら
の
解
放
、
言
い
換
え
れ
ば
「
孤
独
」
か
ら
の
解
放
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、「
存
在
す
る
こ
と

の
悲
劇
」
と
は
「
瞬
間
に
お
い
て
完
成
さ
れ
る
実
存
の
無
限
性
」
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
こ
そ
が
わ
れ
わ
れ
を
し
て
自
己
自
身
へ
の
捕
わ
れ

の
身
に
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
23
。
時
間
は
、
こ
の
悲
劇
と
孤
独
の
場
面
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
か
ら
の
解
放
の
出
来
事
と
し
て
現
わ
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れ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
そ
れ
を
「
時
間
は
瞬
間
が
成
就
す
る
決
定
的
接
触
の
過
剰
を
治
療
す
べ
く
呼
び
求
め
ら
れ
て
い
る
」
と
表
現
す

る
24
。で

は
、
過
剰
を
治
療
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
れ
は
、「
存
在
す
る
こ
と
の
悲
劇
」
か
ら
の
、
す
な
わ
ち
「
瞬
間
に
お
い
て
完

成
さ
れ
る
実
存
の
無
限
性
」
か
ら
の
救
済
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
時
間
へ
」
に
お
い
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
問
題
に
す
る
時
間
と
は
、
こ
の

「
救
済
と
し
て
の
時
間
」
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
独
自
の
時
間
の
概
念
を
正
確
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
時
間
の
次
元
に
到
る
た
め
に
は
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
の
出
来
事
の
次
元
へ
と
降
り
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は

ま
ず
「
自
我
の
同
一
性
」
の
問
題
か
ら
始
め
る
。
な
ぜ
「
自
我
の
同
一
性
」
が
問
題
な
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
同
一
性
の
成
立
の
根
拠
を

問
う
こ
と
で
、
時
間
の
次
元
が
開
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
世
界
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
生
を
構

成
す
る
意
識
の
流
れ
の
中
で
、
自
我
は
生
成
変
化
の
多
様
性
を
通
し
て
同
一
的
な
何
も
の
か
と
し
て
維
持
さ
れ
る
。
た
と
え
そ
の
生
が
、

わ
れ
わ
れ
の
習
慣
や
性
格
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
を
形
づ
く
っ
て
い
る
内
容
全
体
を
た
え
ず
変
化
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
刻
み
つ
け
る
痕
跡
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
一
つ
の
変
化
し
得
な
い
も
の
が
残
り
続
け
る
。「
私
」
は
、

わ
れ
わ
れ
の
実
存
の
多
様
な
色
の
糸
を
互
い
に
結
び
つ
け
る
た
め
に
、
そ
こ
に
い
つ
ま
で
も
在
り
続
け
る
」25
。
ま
ず
は
、
こ
の
「
私
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
の
同
一
性
が
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
体
の
同
一
性
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
も
し
実
体
の
同
一
性
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
偶
然
的
事
態
に
出
会
う
ご
と
に
無
傷
で
は
済
ま
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
歴
史
的
変
転
や
全
く
の
偶
然
と
の
遭
遇
の
中
で
、

同
一
性
を
可
能
に
す
る
も
の
と
は
何
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
そ
れ
こ
そ
「
知
」
の
概
念
で
あ
る
と
言
う
。「
知
」
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ

る
。「
知
と
は
、
す
ぐ
れ
て
外
的
で
あ
り
続
け
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
の
関
係
、
あ
ら
ゆ
る
関
係
の
外
部
に
残
り
続
け
る
も
の
と
の
関
係
で

あ
り
、
行
為
者
を
そ
の
行
為
者
が
成
し
遂
げ
る
出
来
事
の
外
部
に
維
持
す
る
と
こ
ろ
の
行
為
で
あ
る
。
知
の
観
念
、
列
の
外
に
あ
る
関
係

や
行
為
と
し
て
の
そ
れ
は
、「
私
」
の
同
一
性
を
固
定
化
し
、
そ
れ
を
そ
の
秘
密
の
中
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
」26
。
こ
の
よ
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う
に
、「
知
」
と
は
と
り
わ
け
外
部
に
あ
る
も
の
と
の
関
係
で
あ
り
、
こ
の
関
係
に
よ
っ
て
「
私
」
は
い
つ
で
も
関
係
の
外
に
留
ま
り
、

自
己
の
同
一
性
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
私
」
が
い
つ
ま
で
も
歴
史
的
変
化
や
偶
然
の
出
来
事
に
も

耐
え
う
る
自
由
の
主
体
で
あ
る
の
は
、
こ
の
「
知
」
の
働
き
に
よ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
知
」
こ
そ
が
「
私
」
の
自
由
の
根
拠
な
の
で
あ
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
的
確
な
表
現
に
よ
れ
ば
、「「
私
」
は
思
惟
を
与
え
ら
れ
た
実
体
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、「
私
」
が
実
体
で
あ
る
の

は
「
私
」
が
思
考
を
付
与
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」27
。
最
後
の
一
文
は
特
に
重
要
で
あ
る
。
ま
さ
に
、「
私
」
が
「
私
」
で
あ
る
の

は
、「
私
」
が
実
体
で
は
な
く
「
思
考
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
の
深
い
意
味
に
つ
い
て
は
以
前
に
述
べ

た
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
は
触
れ
な
い
。
し
か
し
、「
私
」
の
同
一
性
の
根
拠
が
以
上
の
よ
う
な
知
の
概
念
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ

れ
で
こ
の
事
態
が
解
明
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
問
題
は
む
し
ろ
、「
私
」
の
同
一
性
の
根
拠
で
は
な
く
、
同
一
性
を
同
一
性
と
し
て
成

立
さ
せ
て
い
る
同
一
化
の
出
来
事
そ
の
も
の
の
解
明
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
の
議
論
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
私
」
の
自
己
同
一
化
と
は
、
無
名
の
、
非
人
称
的
存
在
あ

る
い
は
実
存
、
す
な
わ
ち
「
あ
る
」
の
只
中
に
お
け
る
存
在
者
あ
る
い
は
実
存
者
の
「
定
位
」
の
出
来
事
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
こ
の
「
定
位
と
し
て
の
身
体
」
の
出
来
事
が
主
体
の
同
一
化
の
根
拠
で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
の
出
来
事
が
ど
こ
で
起
こ
っ
て
い
る
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
現
在
の
瞬
間
に
お
い
て
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
事
態
に
つ
い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次

の
よ
う
に
言
う
。「
こ
の
出
来
事
は
空
中
で
起
こ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
示
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
定
位
の
業
で
あ
り
、

現
在
の
働
き
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
現
在
の
働
き
は
、
時
間
か
ら
始
め
る
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
や
り
方
で
こ
の
出
来
事
に
近

づ
く
と
し
て
も
、
時
間
に
お
け
る
、
時
間
の
否
定
あ
る
い
は
無
知
で
あ
り
、
純
粋
な
自
己
へ
の
準
拠
で
あ
り
、
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
な
の
で
あ

る
。
現
在
に
お
け
る
自
己
へ
の
準
拠
と
し
て
の
同
一
的
な
主
体
は
、
な
る
ほ
ど
過
去
や
未
来
に
対
し
て
自
由
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
身
に
対

し
て
は
従
属
的
で
あ
る
。
現
在
の
自
由
は
恩
寵
の
よ
う
に
軽
く
は
な
く
、
重
荷
、
責
任
で
あ
る
。
現
在
の
自
由
は
、
自
己
へ
と
事
実
上
鎖
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で
つ
な
が
れ
て
あ
る
こ
と
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
」28
。
こ
こ
ま
で
来
る
と
、「
孤
独
」
の
も
つ
存
在
論
的
意
味
も
明
瞭
に
な
る
。
と
い
う
の

も
、
自
我
が
自
己
へ
と
鎖
で
つ
な
が
れ
て
あ
る
と
い
う
事
態
は
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
の
宿
命
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
定
位
と
し
て
の
身
体
」

の
業
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
し
て
も
こ
の
「
孤
独
」
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
し
て
も
自
分

で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
こ
の
自
己
自
身
と
の
不
可
避
的
関
係
を
宿
命
と
し
て
生
き
る
し
か
な
い
。
し
か
も
、
こ
の

鎖
を
自
分
で
は
ほ
ど
く
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
本
当
か
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
孤
独
」
へ
の
問
い
か
け
は
さ
ら
に
続
く
。
と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
が
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
自
分
で
あ
り
続
け
る
と

い
う
こ
と
の
う
ち
に
は
、
二
重
性
が
、
そ
れ
も
き
わ
め
て
重
要
な
「
倦
怠
の
二
重
性
（dualité

de
l’ennui

）」
が
潜
ん
で
い
る
か
ら
で
あ

る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
主
体
の
孤
独
は
一
つ
の
存
在
の
孤
立
、
一
つ
の
対
象
の
統
一
性
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
言
っ

て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
二
者
で
あ
る
こ
と
の
孤
独
で
あ
る
。
こ
の
自
我
と
異
な
る
も
の
は
、
自
我
に
伴
う
影
の
よ
う
に
動
く
。
そ
れ
は
倦
怠

の
二
重
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
世
界
に
お
い
て
認
識
し
て
い
る
よ
う
な
社
会
性
、
ま
た
自
我
が
そ
の
倦
怠
か
ら
そ
こ
へ
と
向
か

っ
て
逃
げ
出
そ
う
と
す
る
よ
う
な
社
会
性
と
は
異
な
る
二
重
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
自
我
を
自
己
か
ら
分
離
す
る
他
者
と
の
関
係
と
も

異
な
る
二
重
性
で
あ
る
。
こ
の
二
重
性
は
逃
走
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
目
覚
め
さ
せ
る
が
、
い
か
な
る
未
知
の
空
も
い
か
な
る
新
し
い
大
地

も
こ
の
二
重
性
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
旅
の
中
で
も
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
を
連
れ
て
歩
い
て
い
る
か
ら
で
あ

る
」29
。
以
上
の
よ
う
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
孤
独
」
へ
の
更
な
る
問
い
か
け
は
、
そ
の
存
在
論
的
意
味
と
し
て
、「
倦
怠
の
二
重
性
」
を

通
し
て
二
者
性
の
孤
独
を
開
示
し
、
自
我
と
自
己
と
の
関
係
に
他
性
の
懐
胎
を
見
る
。
し
か
も
自
我
は
自
分
自
身
と
異
な
る
も
の
と
し
て

の
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
の
知
ら
な
か
っ
た
社
会
性
を
開
く
。
そ
れ
は
い
わ
ば
「
原
初
の
社
会
性
」
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
主
体
と
し
て
の
自
我
の
「
孤
独
」
は
、
す
な
わ
ち
現
在
あ
る
い
は
瞬
間
の
「
孤
独
」
は
、
そ
の
内
部
に
「
他
性
」
を
抱
え
持

っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
在
あ
る
い
は
瞬
間
の
「
孤
独
」
と
は
ま
さ
し
く
こ
の
異
な
る
も
の
に
裏
打
ち
さ
れ
た
孤
独
で
あ
り
、
そ
れ
を
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破
る
契
機
も
ま
た
こ
の
孤
独
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
に
起
因
す
る
「
孤
独
」
の
意
味
の
解
明
は
、
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
「
孤

独
」
と
い
う
事
態
は
、
わ
れ
わ
れ
が
先
に
触
れ
た
「
存
在
す
る
こ
と
の
悲
劇
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
イ

ポ
ス
タ
ー
ズ
」
に
お
い
て
、
存
在
者
は
そ
の
存
在
を
重
荷
と
し
て
、
負
荷
と
し
て
背
負
っ
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
こ
の
悲
劇
は
同
時
に
別

の
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
確
か
に
存
在
の
重
荷
や
負
荷
は
存
在
へ
の
隷
属
を
意
味
す
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
わ
れ
わ
れ

自
身
の
隷
属
を
隷
属
と
し
て
知
る
の
は
予
め
わ
れ
わ
れ
が
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
自

由
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
う
よ
う
に
、「
重
荷
や
負
荷
が
そ
れ
と
し
て
可
能
で
あ
る
た

め
に
は
現
在
は
自
由
の
構
想
（conception

）
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
30
。
そ
れ
で
は
、
自
由
そ
の
も
の
で
は

な
く
、「
自
由
の
思
考
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
、
こ
の
「
自
由
の
構
想
」
と
は
何
か
。
ま
ず
自
由
の
思
考
や
構
想
は
、
わ
れ
わ
れ
が
現

在
に
お
い
て
存
在
あ
る
い
は
実
存
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
。
こ
の
教
え
は
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
拘
束
の
も
と
に

そ
こ
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
も
教
え
て
く
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
自
由
と
は
自
由
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

思
考
や
構
想
で
し
か
な
い
自
由
だ
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
自
由
と
は
何
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
「
孤
独
」
や
「
存
在
す
る
こ
と
の
悲

劇
」
に
何
を
も
た
ら
す
の
か
。

そ
れ
は
「
時
間
の
次
元
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
よ
う
や
く
わ
れ
わ
れ
は
時
間
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
無
化
の

出
来
事
」
と
し
て
の
自
由
で
は
な
く
、「
主
体
の
存
在
論
的
状
況
に
よ
っ
て
存
在
の
「
充
実
」
そ
の
も
の
に
お
い
て
生
起
す
る
」
自
由
に

つ
い
て
触
れ
た
後
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
し
か
し
、
拘
束
に
対
す
る
自
由
で
は
な
く
、
単
に
自
由
に
つ
い
て
の
希
望
で

あ
る
、
こ
の
自
由
は
、
も
う
一
つ
の
次
元
の
閉
じ
ら
れ
た
扉
を
叩
く
。
こ
の
思
考
は
決
定
的
な
も
の
が
何
も
な
く
、
ま
た
「
私
」
の
決
定

的
主
体
性
と
は
対
照
を
な
す
よ
う
な
実
存
の
一
様
態
を
予
感
さ
せ
る
。
今
し
が
た
わ
れ
わ
れ
は
時
間
の
次
元
を
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
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る
」31
。
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
時
間
の
次
元
が
開
か
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
来
た
。
し
か
し
、
自
由
の
思
考
や
構
想
だ
け
で
時
間
は
動
き

始
め
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
で
は
、
何
が
足
り
な
い
の
か
。
予
め
述
べ
て
お
く
と
、
こ
の
問

い
に
答
え
る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
の
こ
こ
で
の
考
察
は
終
わ
る
だ
ろ
う
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
二
つ
の
時
間
を
区
別
す
る
。「
贖
罪
の
時
間
」
と
「
正
義
の
時
間
」
で
あ
る
。
二
つ
の
時
間
の
呼
称
は
さ
ま
ざ
ま
に
言

い
換
え
ら
れ
る
が
、
基
本
的
に
は
世
界
の
外
の
時
間
で
あ
る
救
済
の
時
間
と
世
界
の
内
の
時
間
で
あ
る
経
済
の
時
間
と
の
区
別
で
あ
る
。

既
に
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
時
間
論
を
主
題
と
す
る
論
考
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
時
間
の
違
い
に
つ
い
て
詳
細
に
取
り
上

げ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
も
本
論
文
の
主
旨
に
沿
っ
た
問
題
に
限
定
し
、
前
者
の
時
間
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
こ
と

に
す
る
32
。
問
題
の
出
発
点
は
自
由
の
思
考
や
構
想
だ
け
で
は
、
時
間
は
始
動
し
な
い
と
い
う
点
に
あ
っ
た
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
問

題
を
希
望
と
未
来
と
の
関
係
で
言
い
直
し
、
次
の
よ
う
に
問
う
。「
し
か
し
、
時
間
を
始
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
希
望
は
、
ど
の
よ

う
な
意
味
で
時
間
を
目
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
未
来
へ
と
向
け
ら
れ
た
希
望
と
は
、
未
来
に
お
い
て
起
こ
り
う
る
幸
福
な
出
来
事
を
待
つ
こ

と
な
の
だ
ろ
う
か
」33
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
希
望
が
希
望
と
し
て
意
味
を
も
つ
の
は
、
そ
の
出
来
事
の
実
現

が
不
確
実
な
場
合
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
確
実
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
え
て
希
望
を
も
つ
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ

れ
ば
、
希
望
は
む
し
ろ
未
来
に
で
は
な
く
、
別
の
と
こ
ろ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
希
望
を
持
て
な
い
が
ゆ
え
に
、
あ
る
い

は
希
望
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
希
望
を
も
つ
。
し
か
し
、
不
可
能
で
あ
る
が
ゆ
え
に
希
望
は
可
能

に
な
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
こ
の
希
望
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に
関
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
希
望
が
希
望
で
あ

る
の
は
、
そ
れ
が
も
は
や
許
さ
れ
て
い
な
い
と
き
で
し
か
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
希
望
の
瞬
間
に
お
い
て
取
り
返
す
こ
と
の
で
き
な
い
も

の
、
そ
れ
は
希
望
の
現
在
そ
の
も
の
で
あ
る
。
未
来
は
現
在
に
お
い
て
苦
し
む
主
体
に
慰
め
や
償
い
を
も
た
ら
し
う
る
が
、
現
在
の
苦
悩

そ
の
も
の
は
叫
び
の
よ
う
に
残
り
続
け
、
そ
の
こ
だ
ま
は
空
間
の
永
遠
性
の
中
に
い
つ
ま
で
も
響
き
わ
た
る
こ
と
に
な
る
」34
。
言
う
ま
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で
も
な
く
問
題
は
、
慰
め
や
償
い
で
は
な
く
、
い
つ
ま
で
も
残
り
続
け
る
現
在
の
苦
悩
そ
の
も
の
で
あ
る
。
実
は
、
こ
う
し
た
未
来
が
与

え
る
慰
め
や
償
い
は
、
世
界
の
内
の
時
間
、
す
な
わ
ち
各
瞬
間
の
等
価
性
と
連
続
性
に
よ
っ
て
成
立
す
る
時
間
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、

こ
の
「
経
済
の
時
間
」
に
お
い
て
は
、
現
在
の
苦
悩
そ
の
も
の
の
救
出
は
あ
り
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
苦
し
み
の
慰
め
や
酬
い
と
苦
し
み

そ
の
も
の
と
は
異
な
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
在
の
苦
悩
は
い
つ
ま
で
も
置
き
去
り
に
さ
れ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
報
酬
の
時
間
と
し
て
の
「
経
済
の
時
間
」
に
お
い
て
で
し
か
な
い
。
こ
こ
で
も
し
別
の
時
間
、
す
な
わ
ち
救
済

と
し
て
の
時
間
で
あ
る
「
贖
罪
の
時
間
」
を
置
け
ば
、
ど
う
な
る
か
。
事
態
は
一
変
す
る
。

改
め
て
確
認
す
る
と
、
希
望
の
分
析
か
ら
帰
結
す
る
問
題
は
現
在
そ
の
も
の
の
救
出
に
あ
っ
た
。
置
き
去
り
に
さ
れ
た
現
在
の
苦
悩
に

あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
未
来
が
与
え
る
慰
め
や
報
酬
や
代
償
は
現
在
の
希
望
の
救
済
で
は
な
か
っ
た
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
う
よ
う
に
、

「
い
か
な
る
死
も
復
活
な
し
に
は
済
ま
さ
れ
な
い
」
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
死
」
は
常
に
現
在
で
あ
り
、
死
の
現
在
の
救
済
は
現
在
そ

の
も
の
に
お
い
て
な
さ
れ
な
い
限
り
本
当
の
意
味
で
の
救
済
た
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
救
済
と
し
て
の
時
間
は
「
分
離

さ
れ
た
瞬
間
瞬
間
に
よ
っ
て
合
成
さ
れ
た
時
間
」
と
は
ま
っ
た
く
別
な
時
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
こ
の
別
の
時
間
に
お
い

て
、
ど
う
す
れ
ば
現
在
の
救
済
が
可
能
に
な
る
の
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
次
の
二
つ
の
可
能
性
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
苦

悩
の
瞬
間
へ
の
還
帰
か
、
あ
る
い
は
苦
悩
の
瞬
間
の
復
活
で
あ
る
。
そ
れ
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
不
可
能
な
要
請
」
で
は
な
い
の

か
。
し
か
し
、
救
済
と
し
て
の
時
間
が
少
な
く
と
も
現
在
の
苦
悩
の
救
済
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
不
可
能
な
要
請
を
可
能
に
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
時
間
の
本
質
は
、
こ
の
救
済
の
要
請
に
応
え
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
主
体
に
と
っ
て
外
的
な
経
済
の
時
間
の
分
析
は
、
現
在
を
単
に
償
う
だ
け
で
な
く
復
活
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
時
間
の
本
質
的
構
造

を
避
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
未
来
と
は
何
よ
り
も
ま
ず
現
在
の
復
活
な
の
で
は
な
い
か
」35
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
現
在
の
復
活
が
あ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
現
在
の
死
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
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い
う
点
で
あ
る
。
死
が
あ
っ
て
初
め
て
復
活
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
現
在
の
瞬
間
の
死
は
ど
の
よ
う
に
し
て
や
っ
て
来
る
の

か
。
そ
れ
は
各
瞬
間
の
「
空
虚
な
間
隔
（intervalle

vide

）」
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
瞬
間
の
復
活
は
ど
の
よ
う
に
し
て

や
っ
て
来
る
の
か
。
そ
れ
も
ま
た
こ
の
「
空
虚
な
間
隔
」
に
お
い
て
可
能
に
な
る
。
要
す
る
に
、
現
在
の
瞬
間
と
し
て
の
「
私
」
は
瞬
間

と
瞬
間
と
の
「
空
虚
な
間
隔
」
に
お
い
て
死
に
、
同
時
に
こ
の
「
空
虚
な
間
隔
」
に
お
い
て
異
な
る
「
私
」
と
し
て
新
た
に
誕
生
す
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
私
」
の
死
が
あ
っ
て
、「
他
な
る
も
の
」
と
し
て
の
「
私
」
の
復
活
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
こ
に
あ
る
の
は
「
私
」
の
単
純
な
連
続
で
は
な
い
。
そ
れ
は
絶
対
的
他
性
を
介
在
さ
せ
た
非
連
続
の
連
続
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
レ
ヴ

ィ
ナ
ス
の
言
葉
で
言
え
ば
、「
空
虚
な
間
隔
に
お
け
る
「
私
」
の
死
は
新
し
い
誕
生
の
条
件
と
な
る
は
ず
で
あ
り
、「
私
」
に
開
か
れ
る

「
他
の
場
所
」
は
単
に
「
場
所
を
変
え
る
こ
と
」
で
は
な
く
「
自
己
と
は
異
な
る
場
所
」
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ

は
非
連
続
の
連
続
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
瞬
間
の
成
立
そ
の
も
の
に
お
い
て
既
に
他
性
の
介
在
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
以
前
に
「
無
」
の
問
題
を
批
判
的
に
取
り
上
げ
た
際
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
新
た
な
無
の
概
念
と
し
て

「
間
隔
と
し
て
の
無
」
を
提
示
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
私
」
の
復
活
の
場
所
で
あ
る
「
空
虚
な
間
隔
」
と
は
ま
さ

し
く
「
間
隔
と
し
て
の
無
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
瞬
間
の
死
と
復
活
に
お
い
て
は
、
こ
の
無
の
場
所
、
す
な
わ
ち
、「
空

虚
な
間
隔
」、
言
い
換
え
れ
ば
「
無
の
間
隔
」
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

結
局
、「
私
」
と
瞬
間
、
あ
る
い
は
「
私
」
と
時
間
と
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
う
、
各
瞬
間
の
等
価

性
を
前
提
と
し
た
、
一
連
の
瞬
間
の
連
続
性
か
ら
な
る
「
経
済
的
生
の
時
間
」
で
は
「
自
我
を
そ
の
影
か
ら
解
き
放
つ
」
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
別
の
時
間
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、「
時
間
の
出
来
事
が
取
り
戻
す
こ
と
の
で
き
な
い
瞬

間
の
復
活
と
し
て
よ
り
深
い
と
こ
ろ
で
生
き
ら
れ
て
い
る
」
時
間
で
あ
る
36
。
言
う
ま
で
も
な
く
、「
救
済
の
時
間
」、
す
な
わ
ち
死
と
復

活
の
時
間
で
あ
る
。
こ
の
時
間
に
お
い
て
は
、
瞬
間
は
連
続
的
で
は
な
い
。
瞬
間
と
瞬
間
と
の
間
に
は
断
絶
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
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に
は
非
連
続
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
瞬
間
は
消
失
し
、「
私
」
は
死
ぬ
。
し
か
し
、
こ
の
瞬
間
は
、
こ
の
「
私
」
は
、
同
時
に
「
他
な
る

も
の
」
と
し
て
、
す
な
わ
ち
他
の
瞬
間
と
し
て
、
他
の
「
私
」
と
し
て
復
活
す
る
。
そ
こ
に
は
、
非
連
続
が
あ
っ
て
、
連
続
が
あ
る
。
時

間
と
は
こ
の
非
連
続
の
連
続
性
な
の
で
あ
る
。
瞬
間
は
、「
私
」
は
、
こ
の
非
連
続
の
連
続
を
、
こ
の
死
と
復
活
の
時
間
を
生
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
は
、
こ
の
時
間
を
生
き
る
「
私
」
は
、「
弁
証
法
的
進
展
」
の
そ
れ
で
も
、「
脱
自
」
の
そ
れ
で

も
、「
持
続
」
の
そ
れ
で
も
な
い
。
そ
こ
に
は
、
真
の
死
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、「
私
」
と
は
何
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に

言
う
。「「
私
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
、
現
在
の
現
前
そ
の
も
の
の
中
に
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
現
前
が
含
意
す
る
要
請
の
中
に
あ
る
。
こ
の

要
請
は
、
存
在
の
永
続
性
に
、
正
確
に
言
え
ば
、
こ
の
現
前
の
破
壊
の
不
可
能
性
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
現
前
の
中
で
結
ば
れ
た
結

び
目
を
、
す
な
わ
ち
現
前
の
消
滅
で
は
ほ
ど
け
な
い
決
定
的
の
も
の
を
ほ
ど
く
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
存
在
す
る
こ
と
の
再
開

へ
の
要
請
で
あ
り
、
そ
の
各
々
の
再
開
に
お
け
る
現
前
の
非
決
定
性
へ
の
希
望
で
あ
る
。「
私
」
と
は
過
ぎ
去
っ
た
瞬
間
の
残
滓
と
し
て

新
た
な
瞬
間
を
誘
惑
す
る
存
在
で
は
な
い
。「
私
」
は
こ
の
非
決
定
性
へ
の
要
請
で
あ
る
。
存
在
の
「
人
称
性
」
と
は
、
存
在
が
自
分
を

他
な
る
も
の
と
し
て
再
び
始
め
る
瞬
間
そ
れ
自
体
に
お
い
て
、
時
間
を
奇
跡
的
な
多
産
性
と
し
て
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
で

あ
る
」37
。
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
「
私
」
に
つ
い
て
、
あ
え
て
意
識
と
身
体
と
を
区
別
し
て
述
べ
る
と
、
死
と
復
活
の
時
間
を
生
き
る

「
私
」
は
、
そ
の
す
ぐ
前
で
触
れ
た
「
弁
証
法
的
進
展
」
や
「
脱
自
」
や
「
持
続
」
の
「
私
」
が
意
識
の
立
場
で
の
「
私
」
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
身
体
と
し
て
の
「
私
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
身
体
あ
る
い
は
「
私
」
は
世
界
の
内
に
お
い
て
「
経
済
の
時
間
」
を

生
き
る
そ
れ
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
身
体
は
「
あ
る
」
の
物
質
性
の
経
験
と
し
て
の
身
体
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
ぜ
、
存
在
は
「
人
称
性
」
を
必
要
と
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
一
つ
の
「
瞬
間
」
の
死
が
次
の
瞬
間
に
お
け
る
そ

の
「
瞬
間
」
の
「
他
な
る
も
の
」
と
し
て
の
再
開
あ
る
い
は
復
活
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
他
性
の
介
在
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
存
在
に
は
そ
れ
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
人
称
性
」
が
、
す
な
わ
ち
多
産
性
と
し
て
の
時
間
が
必
要
と
な
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る
。
し
か
し
、
注
意
す
べ
き
は
、
時
間
と
は
こ
の
各
瞬
間
の
非
連
続
の
連
続
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
つ
の

瞬
間
の
再
開
あ
る
い
は
復
活
で
あ
る
「
他
の
瞬
間
」
の
絶
対
的
他
性
は
、
そ
の
瞬
間
の
自
分
の
場
所
か
ら
で
は
な
く
、「
自
分
と
は
異
な

る
場
所
」
か
ら
や
っ
て
来
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
が
時
間
の
次
元
に
ほ
か
な
ら
な
い
「
無
の
場
所
」
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
時
間
の
次
元
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
先
に
「
倦
怠
の
二
重
性
」
や
自
由
の
構
想
あ
る
い
は
思
考
に
お
い
て
触
れ
た

よ
う
に
、
こ
の
時
間
の
次
元
は
原
初
の
社
会
性
の
次
元
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
二
つ
の
次
元
の
開
示
が
「
定
位
と
し
て

の
身
体
」
に
お
い
て
可
能
に
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
実
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
「
現
在
の
瞬
間
と
時
間
」
の
関
係
を
主
題
と
す
る

本
論
考
の
最
後
の
到
達
点
は
こ
の
社
会
性
と
時
間
性
の
問
題
な
の
だ
が
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
考
察
を
進
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
だ
け
は
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
原
初
の
社
会
性
こ
そ
が
時
間
そ
の
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
時
間
は
他
人
と
の
関
係
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
主
体
に
は
不
可
能

な
、
時
間
に
必
要
な
「
無
」
は
、
社
会
的
関
係
、
す
な
わ
ち
他
人
と
の
関
係
に
由
来
す
る
か
ら
で
あ
る
38
。
原
初
の
社
会
性
が
開
く
社
会

的
関
係
の
問
題
は
、
当
然
、
世
界
の
内
に
お
い
て
あ
る
社
会
的
関
係
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
他
者
の
外
在
性
と
も
空
間
的
外

在
性
と
も
異
な
る
こ
の
「
社
会
的
外
在
性
」
を
「
原
初
的
な
も
の
」
と
呼
ぶ
が
、
予
め
予
告
し
て
お
く
と
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
こ
の
一

連
の
論
考
、「
初
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
身
体
の
問
題
」
の
第
四
章
に
お
い
て
、
こ
の
「
原
初
の
社
会
性
」
か
ら
始
め
る
つ
も
り
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、「
エ
ロ
ス
」
と
「
多
産
性
」
の
問
題
で
あ
る
。
当
然
そ
こ
で
は
社
会
性
と
し
て
の
時
間
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
「
身
体
と

し
て
の
私
」
の
「
外
」
が
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
。
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