
現
代
フ
ラ
ン
ス
現
象
学
の
重
要
な
哲
学
者
の
一
人
で
あ
る
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
（
冨
呂
堅
函
呂
景
這
隠
‐
ｇ
ｓ
）
は
、
「
根
源
的
な
生
の
現

象
学
」
を
打
ち
立
て
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
ア
ン
リ
は
そ
の
著
書
『
受
肉
１
１
肉
体
の
哲
学
』
（
胃
８
ミ
ミ
。
雪
．
§
§
雪
冒
号
蔦
号
奇

Ｇ
言
弓
）
の
中
で
、
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
』
第
一
章
に
お
け
る
「
言
葉
が
肉
と
な
っ
た
」
と
い
う
一
文
を
挙
げ
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
「
受
肉
」

（
旨
８
日
昌
目
）
と
い
う
事
態
で
語
ら
れ
る
際
の
「
肉
」
を
身
体
的
存
在
と
し
て
現
象
学
的
に
考
察
し
て
い
る
。

ア
ン
リ
と
共
に
副
題
に
そ
の
名
を
挙
げ
た
田
辺
元
（
扇
圏
‐
乞
困
）
は
西
田
幾
多
郎
と
並
び
称
さ
れ
る
京
都
学
派
の
哲
学
者
で
あ
る
。
田

辺
は
東
洋
思
想
の
伝
統
に
根
差
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
な
ど
の
西
洋
哲
学
と
結
び
つ
け
る
か
た
ち
で
思
索

を
展
開
し
て
い
る
が
、
彼
の
哲
学
も
ま
た
、
ア
ン
リ
の
も
の
と
同
じ
よ
う
に
、
宗
教
（
具
体
的
に
は
、
バ
ル
ト
神
学
を
中
心
と
し
た
キ
リ
ス

ト
教
神
学
と
親
鴬
に
お
け
る
大
乗
仏
教
）
と
深
く
切
り
結
ぶ
性
格
を
持
っ
て
い
る
。

本
稿
は
ア
ン
リ
と
田
辺
の
対
話
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
両
者
に
直
接
的
な
接
点
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
両
者
の
思
想
は
あ
る
側
面
に
お
い
て
重
な
り
合
う
部
分
を
持
つ
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
両
者
が
共
に
哲
学
と
宗
教
と
の
間
に
横
た
わ
る

霜
対
無
」
と
し
て
の
霜
対
的
生
」
と
は
何
か
Ｉ
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
と
仏
教
あ
る
い
は
田
辺
元
と
の
対
話
１
１
〔
ヴ
ァ
ル
ト
マ
ン
〕
九
七
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境
界
を
越
え
た
か
た
ち
で
思
索
を
行
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
者
に
と
っ
て
宗
教
は
、
哲
学
の
「
理
性
の
光
」
を
必
要
と
す
る

よ
う
な
学
問
で
も
な
け
れ
ば
、
哲
学
に
と
っ
て
の
頼
り
が
い
の
な
い
パ
ー
ト
ナ
ー
で
も
な
い
。
両
者
に
お
い
て
宗
教
は
、
哲
学
に
と
っ
て
重

要
な
刺
激
と
し
て
（
そ
れ
が
教
条
的
な
も
の
で
な
い
限
り
に
お
い
て
）
、
そ
し
て
哲
学
を
深
化
さ
せ
て
い
く
際
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
体

験
的
な
媒
介
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ン
リ
と
田
辺
の
哲
学
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
は
、
哲
学
と
宗
教
と
の
境
界
を
越
え

た
対
話
に
お
い
て
、
さ
ら
に
は
田
辺
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
西
欧
と
東
ア
ジ
ア
文
化
の
境
界
を
越
え
た
哲
学
的
対
話
に
お
い
て
新
た
な
次
元
を

開
く
こ
と
に
寄
与
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

け
る
生
の
「
原
ｌ
顕
示
」
（
目
ｒ
島

言
』
フ
（
西
呂
昌
い
○
○
い
口
い
割
い
い
司
ら
・

（
一
）
生
の
現
象
学
に
お
け
る
他
者
経
験

ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
哲
学
的
問
題
の
前
提
は
思
惟
す
な
わ
ち
志
向
性
に
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
対
象
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

は
、
距
離
つ
ま
り
あ
る
世
界
へ
の
「
隔
た
り
」
（
少
高
昌
且
）
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
は
思
惟
か

ら
逃
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
生
の
現
象
学
的
前
提
は
あ
く
ま
で
パ
ト
ス
の
「
原
ｌ
受
動
性
」
（
ご
暑
鼠
号
筐
昏
）
に
お

け
る
生
の
「
原
ｌ
顕
示
」
声
亨
。
静
弓
閏
目
巴
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
他
者
経
験
に
お
い
て
も
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
と
ア
ン
リ
は

他
者
経
験
の
古
典
的
な
解
釈
は
、
理
性
の
共
通
の
能
力
を
前
提
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
理
性
が
他
者
同
士
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
果
た
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
際
感
情
は
、
そ
の
特
殊
的
な
一
回
性
と
い
う
性
格
の
た
め
に
、
個
人
の
中
で
孤
立
し
て
作
用
す
る
も
の
と
し
か
み

日
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な
さ
れ
て
い
な
い
。
確
か
に
、
理
性
は
人
間
が
同
様
の
事
柄
を
思
惟
し
、
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
背
後
に
は
言
葉
で
は
表
わ
さ
れ
な
い
現
象
学
的
な
前
提
が
隠
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
事
柄
が
収
散
さ
れ

て
い
く
瞬
間
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
同
一
の
世
界
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
世
界
は
現
象
学
の
対
象
と

な
る
と
ア
ン
リ
は
考
え
る
（
西
ｇ
ご
ｇ
ｓ
・
已
遥
）
。

フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
他
者
経
験
の
鍵
は
上
に
述
べ
た
よ
う
な
志
向
性
に
あ
る
。
「
懸
隔
」
（
屋
昌
）
は
、
他
者
が
私
の
世
界
に
現
れ

る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
の
前
提
で
あ
る
一
方
、
世
界
を
必
要
と
す
る
志
向
性
に
と
っ
て
は
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の

当
然
の
帰
結
と
し
て
、
他
者
の
生
は
志
向
性
に
と
っ
て
異
質
な
も
の
で
あ
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
他
者
に
は
あ
く
ま
で
他

者
と
し
て
の
み
の
生
の
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
、
他
者
の
身
体
に
「
生
き
生
き
と
し
て
い
る
」
（
一
号
①
巨
樹
）

と
い
う
意
味
が
後
か
ら
与
え
ら
れ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
と
ア
ン
リ
は
考
え
る
国
９
国
９
ｓ
．
ｇ
乱
）
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
志
向
性
の
完
全
性
の
根
拠
を
意
識
つ
ま
り
主
観
性
に
置

い
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
と
い
う
の
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
す
れ
ば
、
主
観
の
「
内
在
」
舎
目
①
扇
）
か
ら
は
、
「
存
在
の
明
る
み
」
に

立
ち
現
れ
る
本
来
の
対
象
に
遭
遇
す
る
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
言
呂
昌
９
８
．
甚
酬
）
。

意
識
の
「
内
面
性
」
合
目
①
農
。
嶌
異
）
あ
る
い
は
主
観
性
に
代
え
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
世
界
の
内
に
存
在
す
る
」
と
い
う
意
味
に
お
け

る
「
現
存
在
」
ｅ
鼠
。
旨
）
と
い
う
考
え
を
提
出
す
る
。
存
在
の
概
念
が
「
そ
こ
に
い
る
」
（
烏
‐
目
‐
ぬ
の
言
芯
目
‐
芭
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
こ
に
は
「
共
ｌ
存
在
」
（
冒
冨
、
旨
）
つ
ま
り
「
他
者
と
共
に
存
在
す
る
」
（
昌
且
の
日
‐
少
目
四
目
‐
号
‐
い
の
旨
）
と
い
う

意
味
も
含
ま
れ
る
。
「
共
ｌ
存
在
」
と
い
う
の
は
、
孤
独
と
い
う
事
態
を
考
え
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
第
一
義
的
な
様
態
あ
っ
て
、

他
者
の
不
在
を
感
じ
る
可
能
性
は
、
他
者
と
共
に
あ
る
と
い
う
感
情
の
前
提
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
（
西
ｇ
Ｑ
ｇ
ｓ
も
ご
巳
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
共
ｌ
存
在
」
に
つ
い
て
の
分
析
を
、
世
界
お
よ
び
世
界
に
現
れ
る
「
内
世
界
的
」
（
言
①
号
の
言
呂
）
な
「
存
在
者
」
命
：
邑
畷
）

「
絶
対
無
」
と
し
て
の
癌
対
的
生
」
と
は
何
か
ｌ
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
と
仏
教
あ
る
い
は
田
辺
元
と
の
対
話
１
１
〔
ヴ
ァ
ル
ト
マ
ン
〕
九
九



を
も
っ
て
始
め
て
い
る
が
、
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
存
在
者
」
は
「
道
具
」
倉
⑦
后
）
と
し
て
単
な
る
事
物
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
必

然
的
に
他
者
と
の
関
係
の
中
で
自
己
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
岸
辺
で
杭
に
つ
な
が
れ
て
い
る
ボ
ー
ト
に
お
い
て
常

に
そ
の
利
用
者
も
し
く
は
生
産
者
が
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
道
具
」
は
常
に
我
々
に
他
者
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
他
者
は
「
手
許
に
あ
る
道
具
」
（
昌
冨
且
ｇ
①
碗
隠
信
）
と
の
関
連
性
に
お
い
て
、
世
界
の
中
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
他
者
が

不
在
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
道
具
」
は
他
者
を
内
包
し
て
お
り
、
他
者
を
「
道
具
」
の
前
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
そ
れ
自
身
の
中
に
現

前
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
現
存
在
」
と
し
て
の
他
者
あ
る
い
は
「
隣
人
」
（
号
『
患
。
旨
。
》
昌
月
ゞ
呂
昌
）
は
「
道
具
的
世
界
」

の
ア
プ
リ
オ
リ
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
世
界
は
「
現
存
在
」
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
宙
呂
曼
９
ｓ
も
ご
爵
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
世
界
は
「
内
世
界
的
存
在
者
」
と
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。
「
存
在
者
」
は
世
界
に
よ
っ
て
創

造
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
存
在
者
」
が
現
わ
れ
る
の
は
む
し
ろ
そ
の
世
界
そ
の
も
の
と
の
差
異
に
お
い
て
で
あ
る
。
「
内
世
界
的
」
な

「
道
具
」
は
、
他
者
と
共
に
あ
る
わ
れ
わ
れ
の
「
原
初
的
存
在
」
（
烏
切
昌
目
観
信
胃
胃
部
ご
）
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
共

ｌ
存
在
」
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
共
ｌ
存
在
」
こ
そ
、
「
内
世
界
的
」
な
「
道
具
」
の
内
容
を
構
成
し
て
い
る
「
関
連
」
（
ｚ
③
曽
唖
）

の
可
能
に
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ア
ン
リ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
議
論
に
含
ま
れ
て
い
る
あ
る
種
の
循
環
を
見
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身

は
「
存
在
者
」
に
お
い
て
「
共
ｌ
存
在
」
は
見
い
出
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
実
は
「
道
具
」
に
現
れ

る
「
共
ｌ
存
在
」
を
基
礎
と
し
て
の
み
そ
の
「
存
在
者
」
の
「
共
ｌ
存
在
」
は
あ
ら
わ
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
共
ｌ
存
在
」
の
顕
わ
れ
方
を
現
象
学
的
に
解
明
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
こ
に
は
二
つ
仕
方
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
お

い
て
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
「
共
ｌ
存
在
」
が
我
々
に
立
ち
現
れ
る
、
そ
の
顕
わ
れ
方
の
解
読
の
試
み
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
「
共
‐
存

在
」
そ
の
も
の
を
あ
ら
ゆ
る
顕
現
を
可
能
に
す
る
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
の
か
、
こ
の
両
者
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。

ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
共
ｌ
存
在
」
に
こ
の
二
つ
の
問
い
を
含
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
共
ｌ
存
在
」
の
こ
の
よ
う
な
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二
重
の
意
味
の
解
明
は
、
「
世
界
ｌ
内
ｌ
存
在
」
に
お
い
て
「
現
存
在
」
が
「
共
ｌ
存
在
」
と
統
一
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
導
か
れ

て
い
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
ば
世
界
の
「
開
け
」
と
い
う
こ
と
が
「
共
ｌ
存
在
」
の
現
象
学
的
前
提
と
な
っ
て
い

る
と
ア
ン
リ
は
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
に
こ
こ
に
一
つ
の
ジ
レ
ン
マ
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

も
し
こ
の
「
開
け
」
の
中
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、
他
な
る
実
在
一
般
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
単

な
る
純
粋
な
他
性
の
内
容
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
う
し
た
内
容
で
は
な
く
、
世
界
の
純
粋
な
地

平
と
い
う
も
の
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
形
式
に
お
い
て
は
「
私
」
に
相
対
す
る
「
道
具
」
や
他
者
と
い
う
も
の

は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
虚
無
か
ら
は
、
私
が
「
隣
人
」
と
し
て
出
会
う
べ
き
他
者
と
共
に
存
在
す
る
と
い
う

意
味
は
生
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
（
題
ｇ
Ｑ
ｇ
ｓ
も
ご
黒
）
。
説
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
実
は
す
で
に
恒
常
的
な
前
提
と
し
て
働
い
て
い
る
と

い
う
こ
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
あ
る
い
は
循
環
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
他
者
と
い
う
も
の
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
他
の
「
現
存
在
」
つ
ま

り
「
世
界
ｌ
内
ｌ
存
在
」
と
同
一
も
の
で
あ
る
と
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
主
張
で
あ
る
と
ア
ン
リ
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

ア
ン
リ
は
「
現
存
在
は
そ
の
つ
ど
私
の
も
の
で
あ
る
（
ロ
麗
口
麗
凰
昌
切
ご
①
目
①
言
い
）
」
（
西
①
昼
①
絹
ｇ
ｓ
Ｓ
も
二
巴
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

言
葉
を
引
用
し
て
、
「
私
の
も
の
」
と
い
う
こ
と
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
自
我
の
あ
り
方
を
、
（
一
）
一
箇
の
自
我
、
（
二
）
私
の
も
の
と
し

て
の
私
で
あ
る
よ
う
な
自
我
、
（
三
）
い
か
な
る
他
の
自
我
で
も
な
く
、
ま
さ
し
く
私
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
自
我
と
い
う
か
た
ち
で
三

つ
に
分
け
て
考
え
て
い
る
が
、
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
自
我
は
「
自
分
自
身
を
体
験
す
る
こ
と
」
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
可
能
な

「
自
己
」
（
里
。
ど
の
核
を
成
す
「
自
己
性
」
（
毎
ｍ
①
冒
興
）
に
お
い
て
根
源
的
に
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
自
分
自

身
を
体
験
す
る
こ
と
」
が
生
じ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
「
自
己
性
」
に
お
け
る
生
の
到
来
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
脱
Ｉ
自
」

（
男
‐
、
高
い
①
）
の
よ
う
な
外
在
性
に
お
い
て
で
は
な
い
と
い
う
の
が
ア
ン
リ
の
主
張
で
あ
る
。
ア
ン
リ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
存
在
と
時
間
』

に
お
い
て
机
と
壁
は
本
来
的
な
意
味
で
触
れ
合
う
こ
と
が
出
来
な
い
と
し
た
例
を
挙
げ
、
「
関
連
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
盟
呂
‐
胃
凰
呂
ｇ
‐

「
絶
対
無
」
と
し
て
の
「
絶
対
的
生
」
と
は
何
か
ｌ
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
と
仏
教
あ
る
い
は
田
辺
元
と
の
対
話
１
１
〔
ヴ
ァ
ル
ト
マ
ン
〕
一
○
一



恵
昌
ｇ
）
と
い
う
こ
と
は
あ
く
ま
で
「
現
存
在
」
の
特
権
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
「
触
れ
合
う
こ

と
が
で
き
る
」
こ
と
、
つ
ま
り
何
か
に
関
連
す
る
可
能
性
の
背
後
に
は
、
触
れ
る
と
い
う
動
き
に
内
在
し
て
い
る
「
自
分
自
身
の
中
で
動
く
」

（
盟
呂
‐
旨
‐
い
ざ
苧
い
①
与
雷
‐
蔚
箸
侭
呂
）
こ
と
が
隠
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
自
己
」
は
決
し
て
外
在
性
に
お
い
て
基

礎
付
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ア
ン
リ
は
外
在
性
の
現
象
学
を
他
者
経
験
の
把
握
に
際
し
て
決
定
的
に
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の
よ
う
な
現
象
学
に
お
け
る
世

界
の
現
わ
れ
を
生
の
自
己
開
示
に
連
れ
戻
し
、
そ
れ
こ
そ
が
本
来
の
現
象
学
的
前
提
で
あ
る
と
考
え
る
。
他
者
経
験
と
は
他
者
の
生
を
生
き

る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
生
そ
の
も
の
が
他
者
経
験
の
可
能
性
の
条
件
な
の
で
あ
る
。
ア
ン
リ
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
他
者
経
験
の
基
本
的
方
法
は
情
感
性
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
の
「
肉
」
（
国
鳥
号
）
に
お
い
て
現
わ
れ
る
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
言
ｇ
Ｑ
ｇ
ｓ
も
葛
罠
）
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
他
者
経
験
の
可
能
性
を
自
己
の
「
肉
」
に
お
い
て
基
礎
付
け
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
古
典
的
な
意
識
哲
学
や
フ
ッ

サ
ー
ル
の
現
象
学
の
よ
う
に
、
他
者
の
問
題
を
再
び
「
私
」
の
内
部
の
問
題
へ
と
還
元
し
て
し
ま
う
と
い
う
過
ち
を
犯
す
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
か
。
ア
ン
リ
は
こ
の
よ
う
な
異
論
を
想
定
し
つ
つ
、
あ
く
ま
で
自
ら
の
「
肉
の
現
象
学
」
と
他
者
を
自
己
の
内
部
へ
と
引
き
戻
す
立

場
と
を
区
別
し
て
い
る
。
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
後
者
の
立
場
に
お
い
て
は
「
私
」
は
密
閉
し
た
閉
鎖
性
に
終
始
す
る
た
め
に
、
他
者
と
の

出
会
い
の
際
に
生
じ
る
同
一
の
内
容
、
同
一
の
現
実
を
解
釈
す
る
際
に
お
い
て
決
定
的
な
困
難
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
ａ
ｇ
ｑ
ｇ
ｓ
も

畠
二
。
そ
の
よ
う
な
他
者
経
験
の
極
端
な
現
わ
れ
は
、
自
ら
の
身
体
の
外
部
の
限
界
に
突
き
当
た
る
こ
と
で
、
一
人
一
人
を
自
分
自
身
と
自

分
自
身
の
心
情
に
投
げ
戻
す
「
自
己
ｌ
色
情
」
（
シ
二
ｓ
‐
ｇ
ｏ
鼻
）
に
現
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
は
他
者
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
ポ

ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
や
売
買
春
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
他
者
を
自
己
中
心
的
な
欲
求
を
満
た
す
た
め
の
手
段
に
碇
め
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る

（
四
＠
口
Ｑ
い
＠
つ
蝉
で
い
い
い
か
哩
望
）
。
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ア
ン
リ
の
言
う
「
肉
」
は
こ
の
よ
う
な
自
己
閉
鎖
的
な
「
内
部
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
ア
ン
リ
が
個
々
の
「

肉
」
の
手
前
に
あ
る
も
の
を
問
題
に
し
、
そ
れ
を
他
者
に
根
源
的
に
開
か
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ

で
は
、
「
肉
」
の
手
前
に
あ
る
も
の
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
「
肉
」
自
身
が
「
自
己
に
到
る
」
言
虫
呂
‐
宮
員
目
ｇ
）
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
受

肉
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
ア
ン
リ
の
言
う
「
絶
対
的
生
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
絶
対
的
生
」
の
到
来
が
、
「
最
初
の
自
己
」
含
量
④
碗

四
号
）
の
「
自
己
性
」
の
内
へ
の
「
絶
対
的
生
」
の
到
来
と
同
一
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
と
他
者
と
の
関
係
が
根
源
的
に
保
証
さ
れ

る
と
ア
ン
リ
は
考
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
志
向
性
の
源
泉
は
「
自
己
」
（
盟
呂
）
に
も
、
「
私
」
言
乞
に
も
、
「
エ
ゴ
」
（
将
。
）
に
も
見
い

だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
そ
の
出
発
点
は
ま
さ
に
こ
の
「
絶
対
的
生
」
そ
の
も
の
の
内
に
お
か
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
富
ｇ
ｑ
ｇ
Ｂ
も
尉
民
）
。
ア
ン
リ
の
言
葉
に
従
え
ば
、
「
自
己
の
他
者
へ
の
あ
ら
ゆ
る
関
係
が
そ
の
出
発
点
と
し
て
要

求
す
る
も
の
は
、
こ
の
自
己
そ
れ
自
身
で
も
、
あ
る
一
つ
の
自
我
（
私
の
自
我
や
他
人
の
自
我
）
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
の
共
通
の
超
越
論
的

可
能
性
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
超
越
論
的
可
能
性
と
は
そ
れ
ら
の
関
係
そ
れ
自
身
の
可
能
性
、
つ
ま
り
絶
対
的
生
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
の
で

求
す
る
も
の
は
、
こ
の
自
己
》

可
能
性
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
（

あ
る
（
塵
ｇ
ご
ｇ
ｓ
も
畠
巳
。

こ
の
よ
う
な
「
絶
対
的
生
」
に
お
い
て
は
、
「
私
」
と
い
う
も
の
は
も
は
や
単
に
前
提
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
あ
ら
ゆ
る

「
私
」
は
す
べ
て
、
「
最
初
の
自
己
」
の
「
自
己
性
」
に
お
い
て
「
絶
対
的
生
」
を
自
ら
経
験
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
の

自
己
の
「
超
越
論
的
可
能
性
」
に
お
い
て
立
ち
現
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
あ
る
も
の
は
「
共
ｌ
存
在
」
と
い
う
関
係
に
お

い
て
相
互
に
関
係
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
生
あ
る
も
の
が
共
に
唯
一
無
二
の
「
生
」
（
く
獄
）
に
属
し
、
そ
れ
が
「
同
一
の

自
己
の
自
身
に
お
い
て
自
己
」
（
段
。
篇
目
豊
富
員
の
閉
①
夢
呂
盟
。
房
）
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
生
を
結
び
つ
け
て
い
る
も
の
は
、

「
絶
対
的
生
」
と
い
う
共
通
の
源
泉
で
あ
っ
て
、
ア
ン
リ
の
比
嶮
を
借
り
れ
ば
、
こ
の
源
泉
は
純
粋
な
始
元
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、

根
源
的
な
「
自
己
性
」
に
お
い
て
溢
れ
る
泉
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
菌
ｇ
Ｑ
ｇ
ｓ
・
冨
箇
）
。

「
絶
対
錘
と
し
て
の
「
絶
対
的
生
」
と
は
何
か
ｌ
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
と
仏
教
あ
る
い
は
田
辺
元
と
の
対
話
１
１
〔
ヴ
ァ
ル
ト
マ
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第
一
の
特
徴
と
し
て
ア
ン
リ
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
共
同
体
に
通
底
す
る
も
の
と
し
て
の
「
超
越
論
的
生
」
で
あ
る
。
こ
れ
は

共
同
体
の
内
容
に
関
わ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
共
同
体
の
問
題
を
考
え
る
際
に
、
理
性
的
な
内
容
と
い
う
も
の
を
そ
の
本

質
的
な
要
素
と
し
て
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
共
同
体
の
成
員
が
理
性
に
よ
っ
て
自
ら
の
存
在
の
あ
り
方
を
規
定
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
共
同
体
の
内
容
は
、
む
し
ろ
喜
び
、
苦
し
み
、
愛
と
い
っ
た
生
の
多
様
性
と
可
能
性
と
に
よ
っ

て
定
義
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
（
出
ｇ
Ｑ
ｇ
ｓ
・
甚
麗
）
。

こ
の
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
共
同
体
に
通
底
す
る
内
容
が
生
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
共
同
体
の
個
々
の
自
己
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
生
と
し
て
到
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
生
は
あ
く
ま
で
共
同
体
に
お
け
る
自
己
と
相
互
依
存
的
な
関
係
に
あ
る
。
生
を
そ
の

根
底
と
し
て
含
ん
だ
共
同
体
の
中
で
の
み
共
同
体
に
お
け
る
自
己
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
共
同
体
そ
の
も
の
も
、
こ
の

よ
う
な
自
己
な
し
で
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
二
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ア
ン
リ
は
社
会
と
諸
個
人
と
を
分
離
す

る
見
方
を
時
代
錯
誤
な
も
の
と
し
て
退
け
て
い
る
。
社
会
と
諸
個
人
と
は
、
今
述
べ
た
「
相
互
現
象
学
的
内
面
性
」
の
関
係
に
し
た
が
っ
て
、

互
い
に
を
相
互
に
結
び
つ
け
る
と
同
時
に
互
い
を
相
互
に
超
越
し
て
い
る
の
で
あ
る
言
ｇ
Ｑ
ｇ
ｓ
・
甚
囹
）
。

そ
し
て
、
ア
ン
リ
が
第
三
の
特
徴
と
し
て
強
調
す
る
の
は
、
共
有
さ
れ
る
生
の
内
容
が
定
義
さ
れ
る
以
前
に
、
根
源
的
「
自
己
性
」
に
お

け
る
生
が
、
「
共
ｌ
存
在
」
の
「
超
越
論
的
可
能
性
」
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
雷
ｇ
Ｑ
ｇ
ｓ
》
冨
望
）
。

ア
ン
リ
は
、
今
述
べ
て
き
た
よ
う
な
各
々
の
「
超
越
論
的
自
己
」
と
「
絶
対
的
生
」
と
の
関
係
性
を
、
「
宗
教
的
な
絆
」
（
旦
喧
。
）
と
言

い
表
し
、
そ
の
意
味
で
あ
ら
ゆ
る
共
同
体
は
本
質
的
に
宗
教
的
な
性
格
を
も
つ
と
結
論
付
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
な
共
同
性
は
あ

く
ま
で
不
可
視
の
も
の
で
あ
り
、
空
間
や
時
間
と
い
っ
た
規
定
性
を
超
越
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ

引
き
出
す
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

ア
ン
リ
は
こ
の
「
絶
対
的
生
」
を
根
源
的
な
現
象
学
的
基
礎
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
様
々
な
共
同
体
が
共
通
に
も
つ
本
質
的
な
特
徴
を
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ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
「
絶
対
的
な
他
者
と
い
う
自
己
」
（
ｇ
の
号
呂
冒
皆
己
関
①
四
号
）
で
あ
る
神
へ
の
関
係
は
、
常
に
典
礼
と
秘
蹟
を
通
し

て
再
生
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
と
の
結
び
つ
き
は
、
「
相
互
現
象
学
的
内
面
性
」
の
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
絶
対
的
生
」
と
「
最
初
の

生
け
る
も
の
」
の
間
に
開
示
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
の
契
機
と
な
る
の
は
、
溢
れ
る
自
己
愛
に
お
い
て
自
分
自
身
を
享
受
す
る
自
己
体

験
で
あ
る
。
最
初
に
自
己
に
お
い
て
生
は
生
自
身
を
体
験
し
、
そ
し
て
愛
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
こ
の
こ
と
は
、
「
誰
も
が
、
外

で
は
な
く
、
内
に
あ
り
共
実
体
的
な
芹
２
号
、
一
目
篇
三
他
者
の
中
に
あ
る
自
分
自
身
を
愛
す
る
」
こ
と
で
も
あ
る
雷
ｇ
Ｑ
ｇ
ｓ
も
畠
罵
）
。

「
相
互
現
象
学
的
内
面
性
」
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
相
互
関
係
は
、
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
』
に
お
い
て
父
と
息
子
と
の
関
係
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
と
さ
れ
る
ｌ
「
父
よ
、
そ
れ
は
あ
な
た
が
わ
た
し
の
う
ち
に
お
ら
れ
、
わ
た
し
が
あ
な
た
の
う
ち
に
い
る
よ
う
に
三
『
ヨ
ハ
ネ
福

音
書
』
一
七
章
二
一
節
）
。
自
ら
に
生
を
与
え
る
こ
と
も
、
自
ら
の
生
に
と
ど
ま
る
こ
と
も
で
き
な
い
死
に
至
る
存
在
で
あ
る
人
間
と
、
自

ら
に
言
葉
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
永
遠
の
生
の
と
の
間
に
は
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
深
淵
が
あ
る
。
こ
の
深
淵
は
肉
体
と
な
っ
た
神
の

言
葉
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
と
そ
の
具
現
化
、
す
な
わ
ち
「
受
肉
」
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ
る
。
生
の
現
象
学
的
な
内
面
性
と
神
の
言
葉
の
反

復
と
に
よ
っ
て
、
肉
体
と
言
葉
と
の
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
統
一
、
そ
し
て
「
絶
対
的
生
」
と
の
合
一
が
生
じ
る
の
で
あ
る
ａ
ｇ
ｑ
ｇ
ｓ
も

哩
函
②
）
。

の
よ
う
な
共
同
性
は
わ
れ
わ
れ
と
実
在
的
な
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
と
ア
ン
リ
は
言
う
。
こ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
が
、
ア
ン
リ
に

お
い
て
ま
さ
に
キ
リ
ス
ト
教
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
（
函
ｇ
Ｑ
ｇ
ｓ
・
已
囹
）
。

（
二
）
キ
リ
ス
ト
教
レ

ア
ン
リ
は
、
キ
リ
ス
ト
の
星

い
て
独
特
の
解
釈
を
提
出
す
る
。

キ
リ
ス
ト
教
に

「
絶
対
無
」
と
し
て
の
「
絶
対
的
生
」
と
は
何
か
ｌ
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
と
仏
教
あ
る
い
は
田
辺
元
と
の
対
話
１
１
〔
ヴ
ァ
ル
ト
マ
ン
〕
一
○
五

お
け
る
他
者
へ
の
関
係
ｌ
キ
リ
ス
ト
の
「
神
秘
体
」

キ
リ
ス
ト
の
「
神
秘
体
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
他
者
の
問
題
、

つ
ま
り
「
隣
人
」
の
問
題
に
つ



ア
ン
リ
は
こ
こ
で
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
（
国
愚
息
胃
）
の
説
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
人
間
の
救
済
の
可
能
性
と
し
て
の
「
受
肉
」
は
、
神
の

似
像
と
し
て
創
造
さ
れ
る
人
間
の
「
復
元
」
（
胃
巽
眉
国
号
）
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
人
間
は
、
そ
の

「
超
越
論
的
誕
生
」
に
お
い
て
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
絶
対
的
生
」
の
自
己
生
成
に
お
い
て
神
の
言
葉
の
内
に
あ
る
。
人
間
の
生
に

刻
印
さ
れ
た
偶
然
性
と
有
限
性
は
、
生
に
内
包
さ
れ
て
い
る
内
面
性
と
別
々
の
も
の
で
は
な
い
。
「
絶
対
的
生
」
に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
る
「

超
越
論
的
自
己
」
は
自
ら
の
有
限
性
に
よ
っ
て
、
生
の
深
淵
へ
と
追
い
込
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
自
身
に
生
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
無
能
力
性
に
お
い
て
、
「
超
越
論
的
自
己
」
は
「
天
分
」
（
Ｑ
号
①
）
に
自
ら
の
性
格
を
示
す
の
で
あ
る
。
神
の
生
は
我
々

の
有
限
的
な
生
に
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
各
々
の
生
け
る
も
の
に
お
い
て
、
生
と
神
の
言
葉
と
の
相
互
の
内
面
性

が
、
生
け
る
も
の
と
「
絶
対
的
生
」
と
の
間
の
相
互
の
内
面
性
と
し
て
反
復
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
国
ｇ
具
ｇ
ｓ
・
冨
雪
）
。

ア
ン
リ
は
こ
の
よ
う
な
神
の
言
葉
と
生
け
る
も
の
と
の
相
互
内
面
性
が
、
そ
の
究
極
の
か
た
ち
に
お
い
て
、
他
者
経
験
を
可
能
に
す
る
も

の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
神
の
言
葉
は
一
箇
の
こ
の
私
自
身
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
肉
体
を
持
つ

「
自
己
」
の
前
提
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
こ
の
私
が
他
者
と
出
会
う
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
絶

対
的
生
」
は
、
そ
の
言
葉
に
お
い
て
、
私
が
自
ら
の
自
己
に
到
達
す
る
こ
と
を
保
証
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
他
者
が

そ
の
自
己
へ
と
到
る
た
め
の
通
路
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
あ
ら
ゆ
る
共
同
体
の
根
源
的
な
本
質
は
生
で
あ
り
、

こ
の
生
に
よ
っ
て
他
者
が
私
と
共
に
あ
る
と
い
う
「
共
ｌ
存
在
」
が
可
能
に
な
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
雷
ｇ
昌
呂
ｓ
も
易
萬
）
。

ア
ン
リ
は
、
各
人
の
個
体
性
が
す
べ
て
の
生
け
る
自
己
の
絶
対
的
な
統
一
の
内
で
決
し
て
消
失
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、

キ
リ
ス
ト
教
の
独
自
性
で
あ
る
と
考
え
る
。
生
が
現
象
学
的
に
実
現
さ
れ
て
く
過
程
に
お
い
て
、
神
の
言
葉
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い

る
自
己
が
他
の
自
己
に
還
元
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
自
身
が
、
「
こ
の
う
え
な
く
卑
し
い
者
」
（
号
『

２
昌
照
目
）
の
唯
一
性
さ
え
を
も
保
証
す
る
か
ら
で
あ
る
宙
ｇ
ご
ｇ
Ｂ
・
己
電
ｅ
・
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
キ
リ
ス
ト
の
「
憂
慮
」
命
。
侭
ｅ
は
、
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つ
い
＠
つ
）
◎

ア
ン
リ
は
、
生
を
統
一
へ
と
も
た
ら
し
、
そ
れ
を
可
能
に
さ
せ
る
原
理
と
、
生
の
多
様
化
を
可
能
に
す
る
原
理
と
の
一
致
を
現
象
学
的
に

証
明
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
ア
ン
リ
は
、
差
別
と
い
う
意
味
で
の
あ
ら
ゆ
る
差
異
が
除
去
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
、
パ
ウ
ロ
の
「
も
は
や
ユ

ダ
ヤ
人
も
ギ
リ
シ
ャ
人
も
な
く
、
奴
隷
も
自
由
人
も
な
く
、
男
も
女
も
な
い
」
（
「
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
」
第
三
章
二
八
節
）
と
い
う
言
葉

を
引
き
合
い
に
出
し
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
性
別
の
よ
う
に
肉
体
に
お
け
る
性
差
と
し
て
明
白
に
現
れ
る
よ
う
な

客
観
的
相
違
は
、
決
し
て
水
平
化
さ
れ
な
い
よ
う
な
仕
方
で
放
棄
さ
れ
て
い
る
と
ア
ン
リ
は
考
え
る
。
つ
ま
り
、
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
パ
ウ

ロ
の
こ
の
言
葉
は
各
々
自
己
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
絶
対
的
生
」
の
自
己
生
成
に
与
え
ら
れ
て
い
る
共
通
性
を
示
唆
し
て
い

る
の
で
あ
る
富
呂
昌
９
ｓ
も
暗
民
）
．

こ
の
よ
う
に
「
絶
対
的
生
」
に
よ
る
様
々
な
「
超
越
論
的
自
己
」
の
「
共
ｌ
存
在
」
の
可
能
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
ま
さ
に
キ
リ
ス
ト
の

身
体
に
つ
い
て
の
教
説
の
現
象
学
的
諸
前
提
を
成
し
て
い
る
と
ア
ン
リ
は
考
え
る
。
そ
の
際
ア
ン
リ
は
、
キ
リ
ス
ト
の
身
体
を
構
成
し
て
い

る
要
素
を
「
建
設
す
る
も
の
」
と
「
建
設
さ
れ
る
も
の
」
と
に
分
け
て
考
え
て
い
る
。
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
「
建
設
す
る
要
素
」
は
キ
リ
ス

ト
の
「
頭
」
で
あ
り
、
「
建
設
さ
れ
る
要
素
」
は
そ
の
「
四
肢
」
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
「
四
肢
」
は
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
神
化
さ
れ
る

も
の
の
す
べ
て
を
成
し
、
キ
リ
ス
ト
の
部
分
と
し
て
そ
の
身
体
と
一
つ
に
な
る
。
実
在
的
に
「
受
肉
」
さ
れ
た
神
の
言
葉
と
し
て
の
キ
リ
ス

ト
は
、
「
絶
対
的
生
」
の
根
源
的
な
「
自
己
性
」
に
お
い
て
、
各
々
の
生
け
る
「
超
越
論
的
自
己
」
を
形
成
し
て
い
く
。
キ
リ
ス
ト
は
自
ら

の
連
続
的
な
「
自
己
Ｉ
成
長
」
に
お
い
て
、
各
々
の
自
己
を
成
長
さ
せ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
「
成
長
」
は
、
な
ん
ら
実
体
的
な
も
の
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
「
生
成
」
（
君
ｍ
ａ
ｇ
）
と
定
義
さ
れ
る
（
西
ｇ
Ｑ
ｇ
Ｂ
も
ぢ
ご
。

あ
ら
ゆ
る
可
能
的
な
自
己
が
過
去
、
現
在
、
未
来
と
い
う
時
間
に
お
い
て
、
「
超
越
論
的
自
己
」
の
「
天
分
」
（
Ｑ
号
①
）
の
反
復
に
至
る

職
業
的
な
地
位
や
個
人
の
能
力
と
い
っ
た
経
験
的
要
素
と
は
、
全
く
無
関
係
の
も
の
で
あ
る
と
ア
ン
リ
は
考
え
る
の
で
あ
る
言
ｇ
Ｑ
ｇ
ｓ
．

癌
対
無
」
と
し
て
の
「
絶
対
的
砦
と
は
何
か
ｌ
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
と
仏
教
あ
る
い
は
田
辺
元
と
の
対
潴
ｌ
〔
ヴ
ァ
ル
ト
マ
ン
〕
一
○
七



己
を
愛
し
、
神
の
中
に
あ
る
す
く

わ
れ
る
」
言
ｇ
Ｑ
ｇ
ｓ
も
患
巴
。

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
は
自
己
自
身
の
中
か
ら
生
成
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
こ
の
際
、
キ
リ
ス
ト
の
「
神
秘
体
」
は
、
「
人
類
共
通
の
人
格
」

と
し
て
際
限
な
く
生
長
し
続
け
る
。
キ
リ
ス
ト
の
「
神
秘
体
」
は
キ
リ
ス
ト
自
身
の
そ
し
て
「
超
越
論
的
自
己
」
の
絶
え
間
な
い
創
造
と
し

て
神
の
言
葉
の
内
に
築
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
各
々
の
自
己
は
神
の
言
葉
の
内
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
自
己
は
キ
リ
ス

ト
に
お
い
て
一
つ
の
も
の
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の
自
己
は
、
そ
の
存
在
に
と
っ
て
分
か
っ
こ
と
の
で
き
な
い
唯
一
の
生
で
あ
る
キ

リ
ス
ト
か
ら
生
を
受
け
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
生
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

創
造
し
救
済
す
る
も
の
は
「
頭
」
で
あ
り
、
創
造
さ
れ
救
済
さ
れ
る
の
は
「
四
肢
」
で
あ
る
が
、
「
建
設
さ
れ
た
も
の
」
の
内
に
「
建
設

す
る
も
の
」
が
浸
透
す
る
こ
と
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
は
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
を
完
遂
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
と
ア
ン
リ
は

考
え
、
パ
ウ
ロ
の
次
の
よ
う
な
言
葉
を
挙
げ
て
い
る
。
「
今
わ
た
し
は
…
…
キ
リ
ス
ト
の
苦
し
み
の
な
お
足
り
な
い
と
こ
ろ
を
、
わ
た
し
の

肉
を
も
っ
て
補
っ
て
い
る
」
（
ヨ
ロ
サ
イ
人
へ
の
手
紙
』
第
一
章
二
四
節
）
（
函
ｇ
ｑ
ｇ
Ｂ
も
ぢ
ら
。

キ
リ
ス
ト
の
苦
し
み
は
、
そ
の
「
四
肢
」
が
ま
た
パ
ウ
ロ
の
「
四
肢
」
で
も
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
パ
ウ
ロ
の
苦
し
み
で
も
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
す
べ
て
の
人
間
に
は
、
各
々
に
与
え
ら
れ
た
も
の
に
お
い
て
「
自
分
の
神
と
し
て
生
き
る
」
と
い
う
要
請
が
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
多
く
の
人
間
は
こ
の
よ
う
な
生
の
「
賜
物
」
（
Ｑ
色
胃
）
が
ど
こ
か
ら
与
え
ら
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
忘
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自

分
自
身
の
こ
と
の
み
を
案
じ
て
孤
立
化
し
、
偶
像
崇
拝
者
の
生
を
生
き
て
い
る
と
ア
ン
リ
は
言
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
愛
に
仕
え
る
も
の
た

ち
に
は
永
遠
の
生
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
富
ｇ
ｑ
ｇ
ｓ
．
Ｒ
温
）
。

「
神
の
言
葉
に
お
い
て
現
わ
れ
、
永
遠
の
生
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
る
も
の
と
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
身
体
の
四
肢
に
、
永
遠
の
生
が
与
え

ら
れ
る
。
こ
の
手
足
は
神
の
言
葉
の
自
己
生
成
に
お
い
て
、
自
分
自
身
に
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ｌ
こ
の
よ
う
に
神
の
中
の
自

己
を
愛
し
、
神
の
中
に
あ
る
す
べ
て
の
よ
う
に
、
自
分
自
身
の
中
の
神
を
愛
す
る
こ
と
Ｉ
そ
れ
に
よ
っ
て
、
四
肢
は
こ
の
生
に
お
い
て
救

日
本
哲
学
史
研
究
第
五
号

一
○
八



西
洋
哲
学
の
弁
証
法
（
へ
ｌ
ゲ
ル
の
弁
証
法
）
と
大
乗
仏
教
の
弁
証
法
（
龍
樹
の
弁
証
法
）
を
学
ん
だ
田
辺
は
、
媒
介
的
思
索
と
い
う
性

格
を
も
つ
独
自
の
弁
証
学
的
哲
学
を
展
開
し
た
（
冨
号
①
己
望
．
亘
隠
）
。
大
乗
仏
教
の
思
想
は
、
法
華
経
を
重
視
す
る
中
国
の
天
台
宗
を
も

と
に
、
九
世
紀
に
日
本
で
天
台
宗
を
興
し
た
最
澄
に
見
ら
れ
る
。
天
台
仏
教
の
中
心
と
な
る
思
想
は
、
「
空
諦
」
（
万
物
は
一
切
空
で
あ
る
、

す
な
わ
ち
独
立
の
実
体
が
な
い
と
い
う
真
理
）
、
「
仮
諦
」
（
一
切
存
在
は
因
縁
和
合
し
て
現
象
し
、
縁
起
に
よ
っ
て
仮
に
存
在
す
る
と
い
う

真
理
）
、
「
中
諦
」
（
一
切
存
在
は
空
諦
と
仮
諦
を
も
否
定
し
た
絶
対
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
真
理
）
の
三
つ
の
真
理
を
統
合
す
る
「
空
仮
中

の
三
諦
円
融
」
思
想
で
あ
る
。
天
台
仏
教
は
そ
の
後
日
本
の
阿
弥
陀
仏
教
や
日
蓮
宗
、
さ
ら
に
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
、
禅
仏
教
に
も
影
響

を
与
え
て
い
る
（
冒
号
①
這
望
も
届
巴
。

「
空
諦
」
は
す
べ
て
の
「
存
在
」
命
ｇ
①
且
⑦
）
が
「
空
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
「
空
」
と
い
う
の
は
中
心
が
な
い
と
い
う

意
味
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
存
在
が
孤
立
し
て
独
り
で
在
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
す
べ
て
は
必
然
的
に
互
い
に
関
連
し

相
対
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
空
」
の
真
理
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
「
非
絶
対
性
」
あ
る
い
は
「
非
自
己
性
」

を
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

田
辺
は
、
仏
教
の
教
義
で
言
わ
れ
る
「
三
諦
円
融
」
を
彼
独
自
の
用
語
に
訳
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
新
た
な
解
釈
を
試
み
て
い
る
。
田
辺
に

お
い
て
、
「
空
」
は
「
絶
対
無
」
、
「
仮
」
は
相
対
的
存
在
を
意
味
し
、
「
中
」
は
人
間
の
自
覚
的
な
行
為
に
対
応
す
る
と
さ
れ
る
（
層
号
＠

ｓ
望
も
届
巴
。
こ
の
よ
う
に
仏
教
の
「
三
諦
円
融
」
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
田
辺
は
、
そ
の
瞑
想
的
、
受
動
的
な
あ
り
方
を
実
践
的

な
も
の
と
し
て
捉
え
返
し
、
西
洋
哲
学
の
知
見
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
そ
れ
を
歴
史
的
な
次
元
に
適
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

癌
対
錘
と
し
て
の
「
絶
対
的
生
」
と
は
何
か
ｌ
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
と
仏
教
あ
る
い
は
田
辺
元
と
の
対
鯖
１
１
〔
ヴ
ァ
ル
ト
マ
ン
〕
一
○
九

ニ
ア
ン
リ
と
仏
教
お
よ
び
田
辺
元
と
の
比
較



思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ア
ン
リ
の
思
想
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
一
元
論
で
は
決
し
て
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
引
用
か
ら
明
ら
か
な
よ
う

に
、
ア
ン
リ
が
「
絶
対
的
生
」
を
与
え
る
部
分
と
与
え
ら
れ
る
部
分
と
に
分
け
て
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

「
自
分
の
誕
生
の
音
を
聞
き
、
絶
対
的
生
の
自
己
付
与
命
①
与
農
ｇ
目
巴
の
う
ち
に
、
自
分
が
与
え
ら
れ
た
と
体
験
す
る
者
だ
け
が
、
そ

と
こ
ろ
で
、
本
稿
の
課
題
は
こ
れ
ま
で
見
た
ア
ン
リ
の
思
想
と
仏
教
お
よ
び
田
辺
元
の
哲
学
と
を
比
較
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
最
初
に

取
り
上
げ
て
み
た
い
の
は
「
三
諦
円
融
」
論
と
ア
ン
リ
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
の
「
神
秘
体
」
に
つ
い
て
の
主
張
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス

ト
の
「
神
秘
体
」
、
つ
ま
り
有
限
者
に
現
わ
れ
る
「
絶
対
的
生
」
と
い
う
ア
ン
リ
の
思
想
が
、
「
仮
」
の
相
対
性
に
お
い
て
自
ら
の
絶
対
性

を
規
定
す
る
「
空
」
と
い
う
田
辺
の
考
え
と
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
比
較
さ
れ
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
の
問
題
で
あ
る
。

ま
ず
両
者
の
共
通
性
と
し
て
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
ア
ン
リ
に
お
い
て
自
分
自
身
に
与
え
ら
れ
る
「
自
己
」
（
盟
呂
）
と
い
う
も
の
も
、

「
三
諦
円
融
」
の
「
空
」
に
お
け
る
存
在
者
も
、
共
に
主
体
と
い
う
も
の
を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
「
三
諦
円
融
」
に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
「
空
」
が
自
ら
を
「
空
」
ず
る
と
い
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
ア
ン
リ
の
「
絶
対
的
生
」

に
お
い
て
は
そ
れ
が
「
自
己
に
到
る
」
（
旨
‐
ぬ
鳶
‐
目
‐
百
冒
冒
目
）
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
ア
ン
リ
に
お
い
て
は

到
来
す
る
べ
き
自
己
が
「
絶
対
的
生
」
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
見
方
に
対
し
て
は
、
「
空
」
は
自

己
に
到
る
と
い
う
働
き
な
く
し
て
、
自
分
自
身
を
「
空
」
ず
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
か
、
あ
る
い
は
「
空
」
と
「
仮
」
は
、
決
定
的
な

瞬
間
に
お
い
て
媒
介
不
可
能
に
な
る
よ
う
な
二
元
論
に
陥
っ
て
い
な
い
か
と
い
う
反
論
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
や
は
り
「
絶
対
的
生
」
が
、

田
辺
に
お
け
る
よ
う
な
自
ら
を
「
空
」
ず
る
と
い
う
働
き
な
く
し
て
、
単
に
「
自
己
に
到
る
」
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る

と
し
た
ら
、
ア
ン
リ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
独
自
性
と
主
張
し
た
も
の
、
つ
ま
り
一
切
の
生
け
る
自
己
（
盟
呂
）
の
絶
対
的
統
一
の
中
に
お
い
て

も
否
定
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
各
個
人
の
個
体
性
は
、
一
元
論
の
内
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
は
拭
え
な
い
よ
う
に
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ア
ン
リ
の
こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
、
悟
り
の
本
質
的
特
徴
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
無
に
媒
介
さ
れ

た
存
在
は
自
己
の
主
体
の
脱
落
を
体
験
し
、
自
ら
を
自
立
的
な
存
在
者
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
無
の
相
対
的
存
在

へ
の
浸
透
は
、
決
し
て
存
在
者
を
何
ら
か
の
実
体
へ
と
一
面
的
に
還
元
す
る
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
悟
り
に
お
い
て
は
、
「
矛
盾
の
相

手
」
（
乏
冨
①
『
名
昌
呂
名
閏
日
閏
）
は
「
矛
盾
の
相
手
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
止
め
る
こ
と
な
く
し
て
矛
盾
が
解
か
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
絶
対
的
な
無
が
、
否
定
の
否
定
の
内
で
自
ら
を
否
定
・
相
対
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
切
の
存
在
者
を
生
成
す
る
か
ら
で
あ
る
（
冨
号
①

ご
望
．
已
岩
鹿
）
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
キ
リ
ス
ト
の
「
肉
」
の
「
四
肢
」
と
し
て
実
現
化
さ
れ
る
諸
個
人
に
お
い
て
あ
く
ま
で
も
そ
の
個

体
性
が
維
持
さ
れ
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
特
有
の
思
想
が
、
仏
教
に
お
け
る
開
悟
と
い
う
あ
り
方
に
親
近
性
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
ア
ン
リ
の
思
想
と
田
辺
の
思
想
は
、
共
に
一
元
論
で
も
二
元
論
で
も
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
二
つ
の
思
想
が
全
く
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
仏
教
の
「
三

諦
円
融
」
に
お
い
て
は
、
相
対
的
存
在
者
が
「
空
」
を
根
底
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
わ
ば
網
の
目
の
よ
う
に
相
互
に
規
定
し
合
う
と
い
う

水
平
関
係
が
示
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ア
ン
リ
は
、
キ
リ
ス
ト
の
「
神
秘
体
」
を
「
頭
」
Ⅱ
「
建
設
す
る
も
の
」
と
「
四
肢
」
Ⅱ
「
建

設
さ
れ
る
も
の
」
と
い
う
上
下
関
係
で
捉
え
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
ア
ン
リ
の
思
想
は
垂
直
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
両
者
の
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ア
ン
リ
が
自
ら
の
「
絶
対
的
生
」
の
哲
学
に
お
い
て
、
田
辺
に
お
い
て
問
題
に
さ

れ
る
絶
対
の
無
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
ど
の
程
度
見
据
え
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

ア
ン
リ
は
キ
リ
ス
ト
教
こ
そ
が
各
人
の
個
体
性
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
箇
所
で
、
無
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い

験
す
る
者
だ
け
が
、
袖

（
餌
ｇ
Ｑ
い
○
つ
い
で
全
ｓ
ｏ

し
て
こ
の
最
初
の
自
己
付
与
に
あ
っ
て
自
分
が
話
す
の
を
聞
く
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
自
分
で
自
分
に
与
え
る
自
己
重
呂
）
を
自
己
体

験
す
る
者
だ
け
が
、
神
の
言
葉
の
自
己
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
『
私
は
汝
の
内
に
あ
る
真
実
を
知
っ
て
い
る
』
と
」

尾
対
無
」
と
し
て
の
「
絶
対
的
生
」
と
は
何
か
ｌ
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
と
仏
教
あ
る
い
は
田
辺
元
と
の
対
話
ｌ
〔
ヴ
ァ
ル
ト
マ
ン
〕
二
一



ｚ
〕
。

「
…
…
こ
の
う
え
な
く
つ
つ
ま
し
い
者
、
こ
の
う
え
な
く
つ
ま
ら
な
い
者
で
さ
え
、
何
に
も
還
元
で
き
な
い
唯
一
無
二
の
特
異
的
な
個
体

性
の
内
で
、
そ
し
て
そ
の
本
質
に
お
い
て
永
遠
に
一
つ
の
も
の
で
あ
る
超
越
論
的
自
己
と
い
う
条
件
の
内
で
、
各
人
を
維
持
す
る
こ
と
。
こ

の
こ
と
の
み
が
、
ど
こ
か
で
超
克
さ
れ
た
り
廃
止
さ
れ
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
り
、
さ
れ
う
る
ど
こ
ろ
か
、
人
間
を
無
か
ら
脱
却

さ
せ
る
術
と
な
る
の
で
あ
る
」
（
因
ｇ
Ｑ
ｇ
Ｂ
も
鵲
罵
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
ア
ン
リ
は
こ
こ
で
無
を
あ
く
ま
で
も
個
人
が
脱
却
す
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
田
辺
に
お
け
る
よ

う
な
否
定
の
否
定
と
し
て
の
絶
対
無
あ
る
い
は
絶
対
無
と
し
て
の
「
絶
対
的
生
」
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
ア
ン
リ
に
も
田
辺
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
ヘ
の
批
判
が
妥
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
生
の
動
性
と
活
動
性
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
持
続
的
体
験
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、
活
動
的
な
生

は
存
在
（
貯
言
）
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
否
定
の
否
定
に
よ
る
絶
対
無
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
言
え
る
。

田
辺
に
よ
れ
ば
、
自
ら
の
矛
盾
の
相
手
と
し
て
存
在
に
対
立
し
て
い
る
よ
う
な
「
空
無
」
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
う
る
が
、
単
に
そ
れ
だ
け
で

は
な
く
、
ま
た
存
在
と
同
時
に
「
空
無
」
を
も
超
越
す
る
よ
う
な
（
つ
ま
り
そ
れ
ら
を
否
定
の
否
定
と
し
て
否
定
す
る
よ
う
な
）
「
絶
対

無
」
と
い
う
も
の
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
絶
対
無
」
は
、
そ
こ
に
お
い
て
存
在
が
否
定
の
否
定
と
い
う
仕
方

に
お
い
て
再
興
さ
れ
る
よ
う
な
、
底
な
き
底
と
い
う
も
の
を
形
作
る
の
で
あ
る
」
Ｐ
呂
胃
ら
望
嘩
冨
茂
）
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
ア
ン
リ
の
問
題
点
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
の
『
論
理
学
』
の
冒
頭
で
無
と
等
値
し
た
没
規
定
的
で
直
接
的
な
「
存
在
」
命
①
旨
）

を
持
ち
出
し
た
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
田
辺
の
側
に
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、

田
辺
の
語
る
「
存
在
と
一
つ
で
あ
る
無
」
（
ｚ
冨
厨
‐
旨
‐
国
昌
昌
‐
目
且
の
日
‐
貯
言
）
が
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
で
否
定
の
内
に
自
ら
を
具

体
化
す
る
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
田
辺
の
絶
対
無
が
、
単
に
越
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
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深
淵
で
分
か
た
れ
て
い
る
相
手
を
生
成
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
ア
ン
リ
に
お
け
る
よ
う
に
否
定
の
否
定
を
通
し
て
「
絶
対
的
生
」

と
し
て
自
己
に
到
る
と
い
う
意
味
を
持
ち
う
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
こ
れ
以
上
立

ち
入
っ
て
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ア
ン
リ
と
田
辺
と
の
比
較
に
お
い
て
次
に
取
り
上
げ
て
み
た
い
問
題
は
両
者
の
他
者
経
験
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ア
ン
リ
と
田
辺
の
思
想
と

は
、
あ
ら
ゆ
る
者
に
共
通
な
理
性
と
い
う
も
の
を
想
定
し
、
そ
れ
を
他
者
経
験
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
捉
え
て
い
な
い
と
い
う
点
で
一
致

し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ン
リ
に
お
い
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
他
者
経
験
の
可
能
性
を
、
身
体
の
現
象
学
と
「
受
肉
」
の
現
象
学
と

が
交
差
す
る
「
超
越
論
的
誕
生
」
に
置
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
ン
リ
は
こ
の
こ
と
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
あ

る
自
己
（
盟
呂
）
か
ら
も
う
一
つ
の
自
己
へ
の
関
係
は
・
・
・
…
こ
の
自
己
そ
の
も
の
、
私
の
あ
る
い
は
他
者
の
自
己
言
己
を
出
発
点
と
し
て

必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
必
要
な
の
は
、
お
互
い
の
関
係
の
可
能
性
そ
の
も
の
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
共
通
の
超
越
論
的
可
能
性
、

つ
ま
り
絶
対
的
な
生
で
あ
る
」
（
西
ｇ
Ｑ
ｇ
Ｂ
已
雷
）
。

こ
れ
に
対
し
て
仏
教
に
お
い
て
は
「
習
う
」
と
い
う
言
葉
で
他
者
経
験
が
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
他
者
と
そ
の
他
者
を
体
験
す
る

自
己
と
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
自
分
自
身
に
至
る
場
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
他
者
が
隣
人
と
な

る
「
空
」
の
場
は
、
ア
ン
リ
が
「
超
越
論
的
誕
生
」
と
呼
ん
だ
も
の
と
何
ら
か
の
共
通
性
を
も
つ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
直
ち
に
断
定
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
た
だ
少
な
く
と
も
言
え
る
の
は
、
ア
ン
リ
の
思
索
の
対
象
か
ら
人
間
以
外

の
す
べ
て
の
生
物
が
除
外
さ
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
（
因
ｇ
ｑ
ｇ
Ｂ
も
国
参
照
）
、
ア
ン
リ
も
俳
人
芭
蕉
が
表
現
し
た
よ
う
な
「
松
の
事
は

松
に
習
へ
、
竹
の
事
は
竹
に
習
へ
」
と
い
う
一
切
の
生
物
が
隣
人
と
し
て
体
験
さ
れ
る
と
い
う
立
場
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
（
ｚ
諒
喜
昌
一
ら
圏
も
昌
今
。

と
こ
ろ
で
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
田
辺
は
「
三
諦
円
融
」
の
考
え
を
歴
史
的
次
元
に
適
用
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
際
重
要
な
こ
と

「
絶
対
無
」
と
し
て
の
「
絶
対
的
生
」
と
は
何
か
ｌ
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
と
仏
教
あ
る
い
は
田
辺
元
と
の
対
話
１
１
〔
ヴ
ァ
ル
ト
マ
ン
〕
二
三



ア
ン
リ
に
お
い
て
「
最
初
の
自
己
」
の
生
成
と
さ
れ
る
も
の
は
、
「
絶
対
的
生
」
の
溢
れ
て
や
ま
な
い
自
己
愛
の
表
出
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
。
「
絶
対
的
生
」
は
、
自
ら
の
外
に
で
は
な
く
自
ら
の
内
に
あ
る
他
者
を
通
し
て
自
ら
を
愛
す
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
他

者
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
愛
の
働
き
は
あ
く
ま
で
他
者
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
絶
対

的
生
」
が
自
ら
の
内
に
差
異
を
も
つ
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
愛
は
盲
目
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に

考
え
る
な
ら
ば
、
愛
が
他
者
を
自
ら
の
内
か
ら
生
み
出
す
否
定
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
か
。
し
か
し
こ
の
否
定
は
決
し

て
分
離
と
い
う
も
の
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
と
ア
ン
リ
は
言
う
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ア
ン
リ
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
絶
対

的
生
」
の
「
内
面
性
」
が
失
わ
れ
、
全
く
の
外
部
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
他
者
に
は
も
は
や
そ
の
愛
は
達
す
る
こ
と
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
る
。
ア
ン
リ
は
、
人
間
が
そ
の
生
を
偶
像
崇
拝
者
と
し
て
か
あ
る
い
は
「
自
分
の
神
と
し
て
」
生
き
る
か
の
選
択
の
前
に
あ
る
と

考
え
、
個
人
の
自
由
を
要
求
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
人
は
田
辺
の
言
う
「
象
徴
」
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
田
辺
が
「
空
」
の
瞑
想
的
、
受
動
的
な
性
格
を
実
践
的
な
も
の
に
読
み
替
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
は
ア

ン
リ
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
ア
ン
リ
の
「
肉
」
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
確
か
に
苦
し
み
な
ど
と
い
っ
た
受
動
的
な
契
機
が
考
え
ら
れ
て
い
る

が
、
同
時
に
生
け
る
者
に
対
し
て
自
分
自
身
を
「
自
分
の
神
と
し
て
生
き
よ
」
と
い
う
主
体
的
決
意
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
生
へ
の
決
断
が

要
求
さ
れ
る
中
に
お
い
て
、
生
あ
る
者
そ
の
も
の
で
は
な
い
よ
う
な
生
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
が
立
ち
現
わ
れ
、
そ
れ
が
各
々
の
生
に
お
い
て

生
き
続
け
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
の
生
に
お
け
る
現
れ
と
い
う
事
態
を
支
え
て
い
る
の
は
、
個
々

こ
の
よ
う
に
ア
ン
リ
と
田
辺
の
思
想
と
は
、
共
に
主
体
の
能
動
性
を
強
調
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
親
近
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
さ

ら
に
絶
対
無
を
愛
の
自
己
否
定
性
と
捉
え
る
田
辺
の
考
え
も
、
ア
ン
リ
の
思
想
と
の
共
通
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
最
後
に

人
の
能
動
的
な
決
意
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
見
て
お
き
た
い
。

ア
ン
リ
に
お
い
て
「
最
初
一

日
本
哲
学
史
研
究
第
五
号

一
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な
芽
禽
四
日
）

Ｐ
Ｃ
亜
や
む
で
］
①
い
）
。

「
神
が
人
間
を
自
ら
の
似
姿
に
似
せ
て
創
造
す
る
時
、
神
が
自
ら
の
外
に
作
る
の
は
も
は
や
惰
性
的
で
盲
目
的
な
物
質
的
な
身
体
で
は
な

い
。
神
が
そ
の
言
葉
に
お
け
る
自
己
創
造
の
過
程
の
な
か
で
、
自
ら
の
う
ち
に
世
界
の
外
に
作
る
の
は
一
箇
の
肉
な
の
で
あ
る
。
『
す
べ
て

の
も
の
は
神
の
中
で
で
き
た
。
で
き
た
も
の
の
う
ち
、
一
つ
と
し
て
神
な
し
で
で
き
た
も
の
は
な
か
っ
た
』
」
含
ｇ
Ｑ
ｇ
ｓ
も
き
巴
。

ア
ン
リ
と
田
辺
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
人
間
の
悔
恨
を
通
し
て
成
就
す
る
自
己
否
定
の
中
で
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
赦
し
の
愛

と
一
つ
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
支
え
て
い
る
の
は
、
神
の
愛
の
絶
対
的
自
己
否
定
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
し
て
の
み
神
と
人
間
と
の
相
互
の

「
浸
透
」
（
ロ
月
彦
号
眉
目
巳
が
再
生
さ
れ
る
と
捉
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
ア
ン
リ
と
田
辺
に
と
っ
て
、
愛
は
単
に
信
仰
を
も
っ
た
も
の
の

共
同
体
に
お
い
て
の
み
作
用
す
る
も
の
で
は
な
く
、
全
て
の
も
の
の
永
遠
の
生
が
明
ら
か
に
な
る
と
こ
ろ
の
動
的
な
中
心
で
あ
る
。
田
辺
は
、

イ
エ
ス
お
よ
び
我
々
自
身
の
永
遠
性
を
、
イ
エ
ス
が
我
々
と
関
係
を
結
ぶ
と
こ
ろ
の
自
己
意
識
の
中
に
位
置
づ
け
る
。
こ
の
関
係
は
、
神
が

蒔
い
た
種
が
実
を
結
ぶ
と
こ
ろ
の
「
実
存
協
同
」
に
お
い
て
実
存
的
に
具
現
さ
れ
る
。
「
実
存
協
同
が
、
愛
の
還
相
と
し
て
神
の
国
の
動
的

な
芽
（
罵
冒
）
を
弁
証
的
に
象
徴
す
る
と
こ
ろ
で
、
永
遠
が
自
ら
を
時
間
の
転
回
点
と
し
て
現
わ
す
歴
史
の
終
わ
り
が
現
わ
れ
る
」
（
旨
号
①

定
的
な
愛
が
、
空
の
無
で
は
な
く
、

い
て
成
立
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
因

も
の
が
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
田
辺
の
「
実
存
協
同
」
は
、
ア
ン
リ
が
キ
リ
ス
ト
の
「
神
秘
体
」
と
呼
ん
だ
も
の
と
通
じ
る
も
の
を
も
つ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題

を
詳
細
に
論
ず
る
こ
と
は
別
の
機
会
に
譲
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
ア
ン
リ
の
次
の
よ
う
な
言
葉
を
最
後
に
挙
げ
て
お
き

言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
極
端
な
場
合
に
お
い
て
は
身
代
わ
り
の
死
を
も
辞
さ
な
い
自
己
否
定
的
な
愛
（
眉
ｇ
①
）
を
含
む
「
絶
対
と
相
対

の
相
互
の
否
定
に
仲
介
さ
れ
る
も
の
」
（
層
号
①
己
望
．
已
禽
）
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
自
己
否

定
的
な
愛
が
、
空
の
無
で
は
な
く
、
絶
対
無
’
こ
れ
は
決
し
て
空
の
無
で
は
な
い
ｌ
の
「
底
の
な
い
底
」
（
冒
号
①
己
望
．
巨
践
）
に
お

い
て
成
立
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
田
辺
の
「
象
徴
」
と
、
ア
ン
リ
が
人
間
の
中
に
あ
る
神
の
姿
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
と
の
間
に
は
共
通
す
る

「
絶
対
無
」
と
し
て
の
「
絶
対
的
生
」
と
は
何
か
ｌ
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
と
仏
教
あ
る
い
は
田
辺
元
と
の
対
鯖
１
１
〔
ヴ
ァ
ル
ト
マ
ン
〕
三
五



我
々
は
日
常
生
活
に
お
い
て
し
ば
し
ば
愛
に
つ
い
て
語
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
多
く
の
場
合
、
自
分
自
身
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
た
い
て
い
の
場
合
自
分
自
身
を
愛
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
で
い
る
と
い
う
の
が
偽
ら
ざ

る
わ
れ
わ
れ
の
現
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
ン
リ
や
田
辺
が
語
っ
て
い
る
の
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
愛
で
は
な
い
。
彼
ら
が
主
張
す
る
愛

と
は
、
我
々
が
日
常
に
お
い
て
自
ら
自
身
を
愛
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
「
最
も
卑
し
い
も
の
」
「
敵
」
「
隣
人
」
を
愛
せ
よ
と
い
う
無
差
別

の
自
己
否
定
的
な
愛
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
愛
の
教
説
は
あ
ま
り
に
も
理
想
的
す
ぎ
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
我
々
は
そ
の

つ
ど
常
に
「
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
（
弓
。
甘
号
日
）
を
繰
り
返
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
我
々
が
一
切
を
投
げ
出
し
て
神
の
愛
を

信
じ
る
と
い
う
こ
と
の
先
に
、
神
の
恩
寵
が
必
ず
し
も
保
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
田
辺
の
言
う
よ
う
に
、
「
信
」
と
「
証
」
は
直

線
的
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
く
、
循
環
を
な
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
共
同
体
に
お
け
る
我
々
の
お
互
い
同
士
へ

の
責
任
も
、
こ
の
「
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
に
、
そ
し
て
恩
寵
へ
の
信
頼
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
い
。
「
キ
リ
ス
ト
の
肉
の
四
肢
に
、
永
遠
の
生
を
生
き
る
こ
と
に
な
る
そ
の
一
つ
一
つ
に
、
永
遠
の
生
（
い
の
ち
）
が
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

永
遠
の
生
は
神
の
言
葉
に
お
い
て
自
ら
を
体
験
す
る
。
そ
れ
は
、
一
つ
一
つ
が
神
の
言
葉
の
自
己
付
与
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
神
の
う
ち
に
自
ら
を
愛
し
、
自
ら
の
う
ち
に
神
を
愛
し
、
自
分
と
同
じ
よ
う
に
神
の
う
ち
に
あ
る
一
切
を
愛
す
る
も
の
に
、

永
遠
の
生
が
あ
た
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
我
々
は
、
我
々
の
も
の
と
な
っ
た
こ
の
生
に
お
い
て
、
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
」

（
国
ｇ
Ｑ
ｇ
Ｂ
も
ｇ
巴
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
五
号

お
わ
り
に

一
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