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私
の
身
と
言
う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
私
自
身
と
区
別
で
き
ま
せ
ん
。
私

の
身
か
ら
出
る
、
右
の
方
向
と
左
の
方
向
と
を
、
私
は
い
わ
ば
直
感
的

に
区
別
し
て
い
ま
す
。
私
の
右
の
方
向
と
左
の
方
向
と
は
異
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
私
は
よ
く
理
解
し
、
自
覚
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の

異
な
り
を
ど
の
よ
う
に
し
て
明
ら
か
に
出
来
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

を
本
日
は
試
み
て
見
ま
し
ょ
う
。

左
と
右
と
の
意
味
の
差
異
の
問
題
は
、
今
日
で
も
困
難
な
、
し
か
し
、

重
要
な
問
題
で
す
。
こ
れ
は
、
人
間
の
身
が
一
種
の
物
体
と
し
て
お
か

れ
て
い
る
空
間
に
お
い
て
右
と
左
の
方
向
が
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る

の
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
の
で
す
。
こ
の
問
題
の
解
決
を
最
初
に
試

み
た
の
は
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
のIm

m
anuel K

ant

で
す
。
そ
れ
以
来
、

こ
の
問
題
は
「
カ
ン
ト
の
問
題
」
と
い
う
固
有
名
詞
を
与
え
ら
れ
て
お

り
ま
す
。
そ
し
て
ぬ
き
ん
で
た
哲
学
者
の
間
で
意
識
さ
れ
、
問
題
と
さ

れ
、
解
決
が
試
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ばB

ergson, W
ittgen-

stein 

等
が
、
各
々
の
独
自
の
モ
チ
ー
フ
か
ら
こ
の
問
題
を
と
り
扱
い
、

ま
たH

eidegger 

の
場
合
の
よ
う
に
重
要
性
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た

だ
け
で
あ
り
ま
す（
1
）

も
と
よ
り
、
こ
の
問
題
に
気
づ
く
哲
学
者
は
す
で
に
か
な
り
己
の
身

体
に
鋭
敏
な
感
受
性
を
持
っ
て
い
る
人
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

重
要
な
哲
学
者
で
も
フ
ッ
サ
ー
ル
の
よ
う
に
、
こ
の
問
題
に
は
表
面
的

に
触
れ
た
だ
け
の
人
も
い
ま
す
。
私
た
ち
は
実
際
直
観
的
に
私
の
左
の

方
向
と
右
の
方
向
を
鋭
敏
に
区
別
し
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
区
別
は

な
か
な
か
明
瞭
に
客
観
化
で
き
な
い
の
で
す
。
私
は
も
っ
と
も
重
要
な

の
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
分
析
だ
と
思
い
ま
す
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
明
瞭

に
私
た
ち
が
自
然
な
感
じ
で
己
の
右
と
左
と
を
区
別
し
て
お
り
、
ま
さ

に
そ
の
故
に
右
と
左
と
を
客
観
的
に
定
義
し
よ
う
と
試
み
る
と
、
失
敗

す
る
の
だ
と
い
っ
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
動
物
が
生
き
て
い
る
世
界

と
そ
の
空
間
は
、
つ
ね
に
質
の
差
異
を
内
在
し
て
お
り
、
の
っ
ぺ
ら
ぼ

小　

川　
　
　

侃

キ
ラ
リ
テ
ィ
の
起
源
と
生
活
世
界
に
お
け
る
右
と

左
の
方
向
の
意
味

―
―
「
カ
ン
ト
の
問
題
」
の
た
め
に
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う
な
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
た
な
い
空
間
で
は
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
生
き
ら
れ
た
延
び
広
が
り
の
空
間
な
の
で
す
。
こ
の
生
き
ら

れ
た
延
び
広
が
り
は
、
客
観
学
者
が
考
え
想
定
す
る
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
空

間
で
は
な
い
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
。

私
に
は
、
こ
れ
は
、
か
な
り
事
態
の
正
鵠
を
つ
い
て
い
る
と
思
わ
れ

ま
す
。
私
が
二
〇
一
四
年
の
三
月
三
一
日
に
甲
府
の
山
梨
大
学
の
研
究

会
で
講
演
し
た
と
き
指
摘
し
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
あ
と
に
ル
イ
・
パ

ス
ト
ウ
ー
ル
が
酒
石
酸
の
結
晶
の
左
旋
回
と
右
旋
回
の
区
別
を
し
て
お

り
ま
し
て
、
そ
の
と
き
に
こ
の
問
題
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。

結
論
だ
け
を
述
べ
ま
す
と
、
ル
イ
・
パ
ス
ツ
ー
ル
は
明
瞭
に
自
己
の
身

体
が
己
以
外
の
広
が
り
に
対
し
て
持
つ
位
置
を
「
遠
近
法
の
原
点
」
と

し
て
意
識
し
て
お
り
ま
し
た
。
一
つ
に
は
彼
は
絵
を
描
き
写
生
を
得
意

と
し
て
い
た
こ
と
に
も
よ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
観
察
者
と
し
て
の
自
分
、

観
察
者
と
し
て
の
身
体
は
、
目
の
前
に
〈
遠
近
法
の
開
け
〉
を
持
ち
、

己
が
こ
の
開
け
に
対
し
て
原
点
＝
零
点
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
こ
と

を
意
識
し
て
い
ま
す
。
こ
の
原
点
に
対
し
て
酒
石
酸
塩
類
の
結
晶
が
右

方
向
か
左
方
向
か
に
傾
い
て
現
わ
れ
る
こ
と
を
発
見
し
た
の
で
す
。
こ

れ
は
世
紀
の
大
発
見
で
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
有
名
な
ケ
ル
ヴ
ィ
ン
卿
は

こ
の
事
実
に
も
と
づ
い
て
「
手｣

を
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ャ
語
のcheir

（χειρ

）
か
らC

hirality

と
な
づ
け
ま
し
た
。
彼
は
偶
然
に
こ
の
言
葉

を
採
用
し
た
の
で
は
な
く
、
一
定
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
大

発
見
の
底
に
あ
る
の
は
、
こ
の
左
と
右
の
方
向
の
区
別
の
意
識
に
あ
る

の
で
す
。
彼
は
ま
た
右
と
左
の
方
向
の
区
別
を
基
に
し
て
、
己
が
世
界

と
空
間
に
面
前
し
て
お
り
、
同
時
に
、
自
己
の
方
法
と
態
度
を
よ
く
意

識
し
且
つ
自
覚
し
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
問
題
は
、
ひ
と
り
の
哲
学
者

が
凡
庸
で
あ
る
か
ど
う
か
を
試
す
試
金
石
の
よ
う
な
も
の
と
思
い
ま
す
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
弟
子
筋
の
人
でO

tto Friedrich B
ollnow

と
い
う

人
が
い
ま
す
。
こ
の
哲
学
者
は
教
育
哲
学
で
は
非
常
に
高
く
評
価
さ
れ

て
い
る
の
で
す
が
、
し
か
し
、
私
に
言
わ
せ
る
と
非
常
に
凡
庸
な
人
で

す
。
彼
が
そ
の
著
作
『
人
と
空
間
』（
2
）の
な
か
で
、
ド
イ
ツ
で
哲
学

者
が
よ
く
お
こ
な
う
こ
と
で
す
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
空
間
の

問
題
史
を
回
顧
し
た
と
き
に
、彼
が
お
こ
な
っ
た
解
釈
学
的
分
析
は「
私

の
身
体
」
の
存
在
論
的
な
優
位
を
見
失
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
私

に
言
わ
せ
る
と
こ
の
書
物
は
い
ま
我
々
が
問
題
と
し
て
い
る
左
右
の
方

向
の
差
別
の
点
で
は
、ま
っ
た
く
価
値
が
な
い
の
で
す（
3
）。
彼
は
「
左

と
右
が
原
理
的
に
同
等
の
資
格
の
も
の
」
で
あ
る
と
み
て
い
ま
す
。
彼

に
言
わ
せ
る
と
左
と
右
の
価
値
の
相
違
は
人
間
に
独
自
の
も
の
で
す
。

つ
ま
り
右
が G

erade （
ま
っ
す
ぐ
な
、
と
か
正
し
い
）
を
意
味
す
る
こ

と
、
左
がK

rum
m

 

（
曲
が
っ
た
）
を
意
味
し
、Schiefen

（
斜
め
の
、

歪
ん
だ
）
を
意
味
す
る
こ
と
、
こ
の
両
者
か
ら
意
味
の
価
値
の
差
異
が

生
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
、
両
者
に
価
値
の
ア

ク
セ
ン
ト
が
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

ボ
ル
ノ
ウ
に
よ
る
と
、
右
側
は
幸
い
を
、
左
側
は
不
幸
を
も
た
ら
す
こ

と
に
な
り
ま
す
。「
こ
の
ラ
ン
ク
の
秩
序
づ
け
は
自
然
＝
性
質
に
よ
っ

て
指
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
」（
4
）と
ボ
ル
ノ
ウ
は
断
言
し
て
い

ま
す
。

ボ
ル
ノ
ウ
の
見
方
は
平
凡
で
す
。
身
体
性
を
十
分
に
顧
慮
し
、
右
と

左
の
意
味
の
起
源
に
向
か
う
探
求
的
精
神
を
欠
い
て
い
ま
す
。
彼
は
、

き
わ
め
て
安
易
に
伝
統
の
う
ち
の
沈
殿
物
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
す
。
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私
の
ボ
ル
ノ
ウ
へ
の
問
い
は
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
な
ぜ
ボ
ル
ノ
ウ

が
い
う
よ
う
な
右
と
左
の
意
味
の
差
異
に
私
た
ち
は
気
づ
い
た
の
で

し
ょ
う
か
。
な
ぜ
右
と
左
の
意
味
の
差
異
を
洞
察
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

い
っ
た
い
ど
う
し
て
私
た
ち
は
、
右
と
左
の
方
向
の
意
味
を
た
と
え
ば

右
を
「
ま
っ
す
ぐ
な
」、「
正
し
い
」
と
い
う
意
味
、
ま
た
、
左
を
「
曲

が
っ
た
」
と
い
う
意
味
で
理
解
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
し
か
も
こ

れ
は
文
化
に
制
約
さ
れ
て
い
ま
す
。
ド
イ
ツ
語
の
特
有
の
左
右
の
差
異

の
意
識
な
の
で
す
。
日
本
で
は
、
左
大
臣
の
ほ
う
が
右
大
臣
よ
り
も
上

位
に
あ
り
ま
す
。

私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
ボ
ル
ノ
ウ
は
左
と
右
に
つ
い
て
の
浅
薄
な

解
釈
と
理
解
を
し
て
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
の
各
自
が
、
右
と
左
を
何
ら

か
の
意
味
で
区
別
し
、
そ
の
意
味
を
区
別
し
て
い
る
が
た
め
に

〈〈G
erade 

（
ま
っ
す
ぐ
な
、
と
か
正
し
い
）
とK

rum
m

 

（
曲
が
っ
た
）

と
を
右
と
左
に
帰
す
る
こ
と
〉〉
も
理
解
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
も

そ
も
上
官
が
「
頭
右
」
と
命
令
す
る
た
び
に
兵
士
が
右
を
向
く
こ
と
が

で
き
る
の
は
、
ボ
ル
ノ
ウ
が
暗
に
前
提
し
た
よ
う
な
、
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う

な
空
間
に
お
い
て
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
む
し
ろ
ボ

ル
ノ
ウ
と
は
反
対
に
、
も
っ
と
根
源
の
と
こ
ろ
か
ら
、〈〈
な
ぜ
人
は
右

を
正
と
か
直
と
、
左
を
斜
め
と
か
歪
み
と
理
解
し
た
の
か
〉〉
と
問
う

ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
問
い
の
答
え
は
た
と
え
ばG

ardner

が

試
み
て
い
ま
す（
5
）。

し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
考
察
は
、
さ
ら
に
根
源
に
向
か
う
の
で
す
。
上

の
問
い
の
う
ち
に
前
提
さ
れ
て
い
る
次
の
問
い
に
向
か
っ
て
い
き
ま
す
。

（
1
） 

い
っ
た
い
左
と
右
と
を
客
観
的
に
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
し
ょ
う
か
。

（
2
） （
a
）
左
と
右
の
区
別
は
主
観
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
い
え
、

空
間
は
そ
れ
自
体
で
み
る
と
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
（
い
い
か
え
る

と
均
質
的
）
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

（
b
）
あ
る
い
は
左
右
の
区
別
は
す
で
に
空
間
の
内
に
形
式
的

構
造
と
し
て
内
在
し
て
お
り
、
そ
の
ゆ
え
に
空
間
は
何
ら
か

の
仕
方
で
左
右
の
方
向
の
分
節
化
を
受
け
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
空
間
と
い
わ
れ
る
の
は
、
幾
何
学

的
な
空
間
で
は
な
く
「
生
き
ら
れ
て
い
る
伸
び
広
が
り
」

（l ’étendu vécu

）（
6
）と
い
う
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
考
え

て
い
た
も
の
に
由
来
し
て
い
ま
す
。（
今
日
の
言
葉
で
言
え

ば
、
生
活
世
界
の
空
間
に
相
当
し
ま
す
。）

こ
こ
で
私
は
こ
の
問
題
に
最
初
に
取
り
組
み
、
且
つ
す
で
に
原
理
的

に
解
明
し
て
い
た
哲
学
者
カ
ン
ト
の
問
題
設
定
を
取
り
上
げ
ま
し
ょ
う
。

1
． K

ant

の
問
題
。
カ
ン
ト
は
主
著
『
純
粋
理
性
批
判
』
を
書
く
以

前
に
「
空
間
に
お
け
る
方
位
付
け
の
最
初
の
根
拠
に
つ
い
て
」

（
7
）と
、
さ
ら
に
一
七
八
六
年
に
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
を
踏
ま

え
て
「
思
考
に
お
い
て
自
己
を
方
向
付
け
る
と
い
う
こ
と
は
何
を

意
味
す
る
の
か
」（
8
）と
い
う
論
文
を
書
い
て
い
ま
す
。

2
． 

カ
ン
ト
の
本
来
の
意
図
はLeibniz

の
空
間
論
を
批
判
す
る
こ
と

に
あ
り
ま
し
た
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、「
空

間
と
は
そ
の
諸
部
分
相
互
の
間
の
関
係
だ
」
と
考
え
て
い
た
の
で

す
が
、
こ
れ
は
カ
ン
ト
に
い
わ
す
れ
ば
不
可
能
な
の
で
す
。
右
手

と
そ
の
鏡
像
（
お
お
む
ね
左
手
に
相
当
す
る
）
と
は
3
次
元
空
間

で
は
ま
っ
た
く
同
じ
空
虚
（
空
隙
）
を
占
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
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の
で
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
右
手
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
そ
の

諸
部
分
の
関
係
の
記
述
は
左
手
に
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
り
ま
す
。

言
い
換
え
る
と
、
右
と
か
左
と
か
い
っ
た
方
向
の
区
別
は
物
の
固

有
性
（Eigenschaft

）
で
は
な
く
―
―
な
ぜ
な
ら
右
手
と
左
手
と

は
ま
っ
た
く
同
じ
幾
何
学
的
な
特
性
の
記
述
を
も
つ
の
で
す
が
、

合
同
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
す
―
―
却
っ
て
カ
ン
ト
は

こ
の
方
向
の
区
別
が
そ
こ
に
お
い
て
成
立
す
る
絶
対
的
な
空
間
を

想
定
す
る
権
利
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
す
。右
手
と
左
手
と
が「
合

同
と
な
ら
な
い
ペ
ア
、
一
対
（Inkongruentes G

egenstück

）」

（
9
）で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
は
お
の
お
の
の
絶
対
空
間
を

考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
す
。
右
手
と
左
手
と
の
存
在
こ
そ
絶
対

空
間
の
実
在
性
の
根
拠
な
の
だ
と
カ
ン
ト
は
考
え
た
わ
け
で
す
。

し
か
し
右
手
の
意
味
を
絶
対
空
間
と
の
関
係
で
考
え
る
と
す
る
と
、

絶
対
空
間
は
大
き
な
右
手
の
形
を
持
つ
と
い
う
グ
ロ
テ
ス
ク
な
考

え
に
な
り
か
ね
な
い
で
し
ょ
う
。
身
体
を
持
た
な
い
精
神
（
た
と

え
ば
天
使
）
が
切
り
落
と
さ
れ
た
人
間
の
片
手
を
右
手
か
左
手
か

を
判
定
す
る
と
言
う
場
合
を
想
定
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
の
と
き

に
は
そ
の
よ
う
に
絶
対
空
間
を
呼
び
出
し
て
考
え
る
よ
り
他
は
な

い
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
カ
ン
ト
は
後
に
な
っ
て
「
純
粋
理
性
の
批
判
」
の
成
果
を

踏
ま
え
て
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
の
十
三
節
で
、
右
手
と
左
手
と
の
関
係

を
「
概
念
に
よ
っ
て
理
解
さ
せ
る
こ
と
」
を
諦
め
て
し
ま
い
ま
す
。
彼

は
い
い
ま
す
。「
こ
の
関
係
は
直
接
に
直
観
に
関
わ
る
の
だ
」（
10
）と
し
、

空
間
を
感
性
の
形
式
と
す
る
に
い
た
る
の
で
す
。
ま
た
カ
ン
ト
は
、
空

間
の
う
ち
に
自
分
の
位
置
を
定
位
で
き
る
の
は
右
と
左
の
感
情
の
相
違

に
よ
る
の
だ
と
考
え
た
の
で
す（
11
）。
結
局
、
カ
ン
ト
の
考
え
で
は
、

感
情
、
気
分
、
あ
る
い
は
雰
囲
気
な
ど
と
い
う
身
に
直
接
結
び
つ
い
て

い
る
も
の
を
呼
び
込
ま
な
い
と
こ
の
問
題
は
解
決
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
す
。

方
向
定
位
す
る
と
い
う
の
は
、
ド
イ
ツ
語
で
はSich-O

rientieren 

と
い
わ
れ
る
の
で
す
が
、
も
と
も
と
は
「
太
陽
の
昇
る
点
を
見
出
す
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
カ
ン
ト
の
説
明
に
よ
る
と
東
の
方
向
、
オ

リ
エ
ン
ト
の
方
向
を
己
が
見
出
す
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
し

か
し
、
そ
れ
で
も
右
と
左
と
の
感
情
の
差
異
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
ら
南
北
を
区
別
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

こ
の
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
な
思
考
実
験
を

し
て
い
ま
す
。
そ
の
思
考
実
験
と
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
す
。
た
と
え

ば
な
に
か
奇
跡
が
起
こ
っ
て
ひ
そ
か
に
星
座
の
位
置
が
東
西
逆
に
な
る

場
合
を
考
え
て
見
ま
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、
私
は
北
極
星
を
見
定
め

て
い
た
と
し
て
も
、
東
と
西
の
方
向
の
区
別
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
で
し
ょ
う
。

も
う
ひ
と
つ
別
の
場
合
は
、
私
の
知
ら
な
い
間
に
誰
か
他
の
人
が
家

具
を
ひ
そ
か
に
も
と
の
位
置
か
ら
、
鏡
像
の
位
置
に
置
き
変
え
た
と
し

ま
し
ょ
う
。
す
る
と
、
そ
の
室
内
で
は
光
が
入
ら
ぬ
限
り
私
は
自
分
を

空
間
の
な
か
に
定
位
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

カ
ン
ト
は
、
左
と
右
の
感
情
の
差
異
を
引
き
合
い
に
出
し
ま
す
。
カ
ン

ト
が
感
情
を
引
き
合
い
に
出
す
の
は
、
つ
ね
に
己
が
身
体
と
と
も
に
あ

る
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
証
拠
だ
と
私
は
お
も
い
ま
す
。「
も

と
よ
り
自
然
に
備
わ
っ
て
い
て
、
し
か
も
何
度
も
使
用
す
る
こ
と
に
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よ
っ
て
身
に
つ
い
た
右
手
と
左
手
と
の
感
情
に
よ
る
差
別
能
力
が
彼
の

味
方
と
な
る
の
だ
」と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。（
12
）こ
の
よ
う
に
し
て
、

右
と
左
の
感
情
の
差
異
が
味
方
と
な
っ
て
北
極
星
を
見
た
だ
け
で
変
化

に
気
づ
き
そ
の
変
化
に
基
づ
い
て
己
を
空
間
の
中
で
定
位
す
る
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
。

カ
ン
ト
の
一
七
六
八
年
の
論
文
を
検
討
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
分
析
哲
学

者
のR

em
nant

は
、
カ
ン
ト
の
考
え
を
5
か
条
に
ま
と
め
あ
げ
ま
し

た
が
、
そ
の
彼
も
結
局
、
カ
ン
ト
に
対
し
て
次
の
3
点
を
強
調
し
て
い

る
だ
け
で
す（
13
）。

第
一
に
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
対
象
に
面
し
そ
れ
を
吟
味
し
て
い
る

誰
か
（
そ
の
身
体
を
も
含
め
て
）
に
よ
っ
て
左
右
の
記
述
は
な
さ
れ
ま

す（
14
）。

第
二
に
人
間
の
身
体
の
二
つ
の
側
面
は
十
分
に
気
づ
か
れ
た
感
情
に

よ
っ
て
区
別
さ
れ
、
こ
の
区
別
を
外
界
に
投
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
空

間
の
異
な
っ
た
領
域
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
15
）。

第
三
に
私
た
ち
は
左
右
の
区
別
の
外
的
事
物
及
び
私
の
身
体
へ
の
適

用
を
学
び
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
左
手
と
右
手
の
外
見
的
な
区
別
と

身
体
の
感
情
に
お
け
る
相
違
を
結
合
す
る
の
を
学
び
取
る
と
い
う
わ
け

で
す（
16
）。

以
上
の
レ
ム
ナ
ン
ト
氏
の
さ
さ
や
か
な
分
析
は
、
身
体
を
あ
ま
り
に

知
性
化
し
、
経
験
的
学
習
を
重
視
し
す
ぎ
た
と
は
い
え
、
お
お
む
ね
承

認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
私
に
は
、
こ
の
再
分
析
を
さ

ら
に
大
き
い
「
地
平
」
に
お
い
て
吟
味
し
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
が
必

要
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

W
ittgenstein

は
、『
論
理
哲
学
論
考
』（
17
）の
な
か
で
カ
ン
ト
の
問

題
に
触
れ
て
い
ま
す
が
、
左
手
の
手
袋
も
裏
返
せ
ば
右
手
に
使
え
る
の

だ
か
ら
4
次
元
の
空
間
で
は「
カ
ン
ト
の
問
題
」は
解
け
る
の
だ
と
い
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
一
種
の
機
知
以
上
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
レ

ム
ナ
ン
ト
氏
も
そ
う
考
え
る
よ
う
に
、
第
一
に
手
袋
自
身
が
3
次
元
空

間
の
対
象
の
う
ち
で
は
か
な
り
異
質
な
も
の
で
す
。
重
要
な
の
は
、
あ

く
ま
で
も
右
手
と
左
手
と
い
う
身
体
の
分
枝
な
の
で
す
。
第
二
に
3
次

元
の
物
体
を
4
次
元
に
も
っ
て
き
て
解
く
よ
う
な
解
は
期
待
以
上
の
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
一
歩
譲
っ
てW

ittgenstein

の
解
が

正
し
い
と
し
て
も
彼
が
解
い
た
の
は
「
3
次
元
空
間
で
は
左
手
と
右
手

の
よ
う
に
お
互
い
が
非
合
同
の
も
の
も
、
4
次
元
空
間
で
は
合
同
に
な

り
う
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
希
望
を
の
べ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
で

も
右
と
左
の
方
向
の
「
意
味
」
は
ま
っ
た
く
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
い
ま

せ
ん
。

左
の
方
向
の
意
味
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
右
の
方
向

の
意
味
は
な
に
で
し
ょ
う
か
。
左
と
右
の
意
味
の
客
観
的
確
定
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
問
い
は
さ
し
あ
た
っ
て
両
者
の
客
観
的
な
定
義

を
求
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
ず
左
右
の
定
義
の
手
が
か
り
を
内
臓

器
官
の
位
置
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
事
実
問
題
と

し
て
す
べ
て
の
結
合
双
生
児
（
い
わ
ゆ
る
「
シ
ャ
ム
双
生
児
」）
の
一
方
、

も
し
く
は
、
お
よ
び
少
な
か
ら
ぬ
ひ
と
び
と
は
普
通
の
身
体
の
鏡
像
を

内
臓
と
し
て
も
つ
場
合
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
心
臓
を
右
に
肝
臓
を
左

に
持
つ
人
が
現
実
に
居
る
と
い
う
わ
け
で
す（
18
）。
第
二
に
権
利
問
題

と
し
て
身
体
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
身
体
の
二
つ
の
意
味
と

は
、〈〈res extensa
と
し
て
の
身
体
、
つ
ま
り
生
理
学
者
や
医
者
が
対
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象
と
し
て
取
り
扱
う
身
体
＝
物
体
〉〉
と
、〈〈
知
覚
器
官
と
し
て
の
私

が
そ
の
つ
ど
生
き
て
い
る
身
体
〉〉
で
す
。
身
体
に
は
こ
の
よ
う
に
二

つ
の
意
味
が
あ
り
、
こ
れ
ら
身
体
の
両
義
性
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い

で
し
ょ
う
。
左
と
右
の
方
向
の
意
味
は
明
ら
か
に
第
二
の
知
覚
器
官
と

し
て
の
身
体
に
関
わ
り
ま
す
。
内
臓
の
ほ
う
は
第
一
の
身
体
＝
物
体
に

帰
属
し
て
い
る
の
で
す
。（
19
）

さ
て
、
私
が
生
き
て
い
る
身
体
の
内
的
感
情
（
内
感
）
に
だ
け
左
右

の
意
味
の
相
違
の
起
源
を
み
る
の
は
正
し
く
な
い
で
し
ょ
う
。
私
の
身

体
は
周
囲
の
世
界
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。
周
囲
の
世
界
、
環
境
世

界
を
捨
て
た
私
の
身
体
、
い
い
か
え
る
と
、
環
境
世
界
と
は
切
り
離
さ

れ
た
私
の
身
体
そ
の
も
の
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
環
境
世
界

を
捨
て
た
と
き
私
の
身
体
も
ま
た
無
と
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
レ
ム
ナ
ン
ト
の
主
張
が
語
っ
て
い
た
よ
う
な
「
身
体
の
内
部

の
左
右
の
内
感
を
、
外
界
に
投
入
す
る
こ
と
」
は
外
界
か
ら
隔
絶
さ
れ

た
身
体
と
い
う
考
え
を
含
ん
で
い
て
、
事
態
に
即
し
て
い
ま
せ
ん
。
私

の
身
体
は
感
情
と
共
に
つ
ね
に
す
で
に
何
ら
か
の
仕
方
で
外
部
の
世
界

に
流
れ
で
て
、
溢
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
な
ぜ
投
入
論
が
主
張
さ
れ
る
の
か
を
検
討
し
な

い
と
い
け
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
「
投
入
論
」
が
成
り
立
つ
の
は
い
っ

た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
投
入
論
は
、
感
情
が

私
の
特
別
な
圏
域
を
つ
く
り
、
外
界
や
外
部
の
世
界
か
ら
隔
絶
さ
れ
て

い
る
内
面
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
思
想
を
含
意
し
て
い
ま
す
。
内
面
の

世
界
は
、
い
わ
ば
主
観
の
世
界
、
自
我
の
世
界
を
含
み
こ
ん
で
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
主
観
・
客
観
の
二
元
性
を
前
提
し
て
い
る
考
え
な
の
で
す
。

む
し
ろ
、
ヘ
ル
マ
ン
・
シ
ュ
ミ
ッ
ツ
が
い
う
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
主

観
の
内
面
を
外
界
へ
と
投
入
す
る
と
い
う
議
論
は
、
成
り
立
た
な
い
と

私
は
考
え
て
い
ま
す
。
む
し
ろ
、
私
た
ち
の
内
面
の
世
界
は
、
そ
の
つ

ど
す
で
に
世
界
の
方
に
流
れ
出
し
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
雰
囲

気
、
気
分
と
い
う
の
は
、
私
の
内
面
の
世
界
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
つ
ね
に
す
で
に
私
の
身
体
を
取
り
囲
む
世
界
の
方
に
溢

れ
て
い
る
の
で
す
。

他
方
、
レ
ム
ナ
ン
ト
氏
は
内
感
と
外
的
事
物
と
が
相
違
し
、
且
つ
両

者
が
結
合
す
る
こ
と
を
学
習
す
る
よ
う
に
い
わ
ば
う
な
が
し
て
い
る
わ

け
で
、
人
間
が
経
験
を
つ
う
じ
て
学
習
す
る
こ
と
、
経
験
を
通
じ
て
成

果
を
挙
げ
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、

本
来
の
カ
ン
ト
の
考
え
と
合
致
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

む
し
ろ
カ
ン
ト
が
暗
黙
に
主
張
し
て
い
た
こ
と
を
捉
え
な
お
し
て
み

ま
し
ょ
う
。「
左
と
右
と
の
差
異
と
い
う
主
観
的
感
情
」を
考
え
た
と
き
、

カ
ン
ト
は
ど
う
し
て
身
体
性
と
生
き
ら
れ
る
空
間
と
い
う
も
の
に
気
づ

か
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
い
い
ま
す
。「
身
体
は

方
向
定
位
の
点
の
担
い
手
つ
ま
り
ゼ
ロ
点
に
な
る
。
此
処
と
今
と
の
担

い
手
と
な
る
。・
・
・
方
向
定
位
の
中
心
と
し
て
の
身
体
を
明
示
す
る

の
は
別
と
し
て
も
、
感
覚
が
も
つ
構
成
的
役
割
に
よ
っ
て
身
体
は
空
間

世
界
の
設
立
の
基
点
と
い
う
意
味
を
受
け
取
る
。」（
20
）

私
た
ち
が
生
き
て
い
る
世
界
、
私
た
ち
が
生
活
し
て
い
る
世
界
は
、

生
活
世
界
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
科
学
に
よ
る
客
観
化
の
以
前
の

世
界
で
す
。
こ
の
生
活
世
界
が
も
つ
形
式
的
構
造
を
顕
在
化
す
る
こ
と

は
、
と
り
わ
け
身
体
性
と
そ
の
周
囲
空
間
を
主
題
化
す
る
こ
と
に
他
な

り
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
に
左
と
右
と
の
方
向
の
差
異
を
顕
在
化
す
る
こ

と
は
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
と
お
も
わ
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
左
と
右
以
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外
の
方
向
の
区
別
は
客
観
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
と

い
う
の
も
、
人
間
の
身
体
を
中
心
と
し
て
重
力
に
よ
っ
て
上
下
の
区
別

は
客
観
的
に
与
え
ら
れ
ま
す
し
、
前
後
の
区
別
は
、
人
間
の
身
体
の
顔

の
前
か
頭
の
後
ろ
か
と
い
う
仕
方
で
客
観
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
の
で
す
か
ら
。
あ
く
ま
で
も
問
題
は
左
と
右
の
方
向
の
差

異
と
意
味
で
す
。

こ
の
こ
と
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
師
の
フ
ッ
サ
ー
ル
以
上
に
鋭
く
暗
示

的
に
で
は
あ
る
が
気
づ
い
て
い
ま
す
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に

言
っ
て
い
ま
す
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
道
具
を
手
に
持
つ
と
い
う
状
況

を
考
え
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
彼
の
術
語
で
は
、
道
具
は
手
元
存
在
と

い
わ
れ
ま
す
。
手
は
人
間
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
も
の
な
の
で
す
。
私

は
ハ
ン
マ
ー
を
使
っ
て
釘
を
打
つ
と
き
に
は
、
利
き
腕
、
通
常
右
手
を

つ
か
い
ま
す
。（
ち
な
み
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
世
界
の
な
か
の
存

在
者
を
基
本
的
に
は
三
種
に
分
け
て
い
ま
す
。
人
間
は
現
存
在
と
い
い

ま
す
。
人
間
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
の
は
手
元
存
在
つ
ま
り
人
間
の
手

元
に
あ
る
道
具
で
す
。
そ
の
つ
ぎ
に
、
人
間
の
目
の
前
に
あ
る
存
在
、

眼
前
存
在
が
あ
り
ま
す
。）

「
左
と
右
と
は
、
主
観
が
感
じ
て
い
る
あ
る
主
観
的
な
も
の
で
は
な

く
し
て
、
そ
の
つ
ど
す
で
に
人
間
の
手
元
に
開
か
れ
て
あ
る
世
界
、
す

な
わ
ち
手
元
に
あ
る
も
の
か
ら
な
る
周
り
の
世
界
の
内
へ
と
方
向
づ
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
属
す
る
諸
方
向
な
の
で
あ
る
。」（
21
）

こ
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
左
の
方
向
も
右
の
方
向
も
す
で
に

人
間
の
手
の
あ
り
方
と
と
も
に
世
界
の
う
ち
に
属
し
て
い
る
と
見
て
お

り
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
感
情
を
主
観
と
い
う
密
室
に
閉
じ
込
め
る

こ
と
は
誤
り
な
の
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
感
情
は
そ
の
つ
ど
す
で
に

周
り
の
世
界
に
あ
ふ
れ
出
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
も
っ
と
も
厳
密
に
且
つ

正
確
に
の
べ
た
の
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
象
学
を
つ
ね
に
補
完
し
な

が
ら
己
の
現
象
学
、「
新
し
い
現
象
学
」
を
形
成
し
て
い
る
ヘ
ル
マ
ン
・

シ
ュ
ミ
ッ
ツ
で
す
。
彼
は
、今
述
べ
た
こ
と
を
人
間
が
ホ
メ
ロ
ス
の『
オ

デ
ュ
セ
イ
ア
』
以
来
犯
し
て
い
る
過
ち
と
し
て
の
「
投
入
論
」
と
指
摘

し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
間
が
感
情
を
、
胸
か
脳
か
意
識
か
と
に
か

く
身
体
の
ど
こ
か
に
閉
じ
込
め
て
お
い
て
そ
れ
を
外
部
の
世
界
に
投
入

す
る
の
は
、
誤
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ヘ
ル
マ

ン
・
シ
ュ
ミ
ッ
ツ
以
前
に
す
で
に
原
則
と
し
て
同
じ
事
を
指
摘
し
て
い

る
わ
け
で
す
。

カ
ン
ト
は
先
駆
的
に
多
く
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
す
が
ひ
と

つ
だ
け
誤
り
が
み
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
感
性
つ
ま
り
感
覚
や
知
覚
、

感
情
に
受
動
性
し
か
み
と
め
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。（
22
）理
由
は
あ
き

ら
か
で
す
。
カ
ン
ト
の
認
識
論
で
は
身
体
性
が
欠
落
し
て
い
る
か
ら
で

す
。
私
が
家
を
見
る
と
き
私
は
大
地
の
上
に
立
ち
、
目
や
頭
を
家
に
向

け
、
同
時
に
身
体
を
一
定
の
態
度
に
保
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
お
な
じ

ひ
と
つ
の
家
を
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
眺
め
る
ほ
か
は
な
く
そ
の
た
め

に
は
身
体
全
体
を
家
の
ま
わ
り
で
動
か
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。（
23
）

し
た
が
っ
て
感
性
の
受
動
性
に
は
同
時
に
能
動
性
が
含
ま
れ
て
い
る

は
ず
な
の
で
す
。
ル
イ
・
パ
ス
ト
ウ
ー
ル
が
写
生
を
得
意
と
し
た
の
は
、

十
分
に
理
解
で
き
ま
す
。
私
の
身
体
は
絶
対
的
な
此
処
で
す
。
身
体
は

諸
感
覚
の
寄
木
細
工
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
体
系
で
あ
り
、
周
り
の
世

界
の
う
ち
に
、
周
囲
の
空
間
や
そ
の
諸
方
位
と
の
関
係
を
含
み
こ
ん
で

い
る
の
で
す
。
私
が
身
体
の
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
つ
ま
り
運
動
機
能
を
自
由

に
変
更
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
歩
き
回
る
こ
と
に
よ
っ
て
其
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処
を
此
処
（
身
体
）
に
す
る
と
き
に
其
処
と
身
体
と
が
属
す
るO

rien-
tierung 

は
さ
ま
ざ
ま
に
変
様
す
る
の
で
す
。
こ
の
と
き
知
覚
し
働
い

て
い
る
身
体
性
と
の
志
向
関
係
に
よ
っ
て
空
間
が
私
の
第
一
次
的
圏
域

に
お
い
て
構
成
さ
れ
る
の
で
す
。（
24
）フ
ッ
サ
ー
ル
を
引
用
し
ま
す
。「
私

は
知
覚
の
働
き
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
自
然
を
、
し
た
が
っ
て
自
然
の
う

ち
に
含
ま
れ
て
い
る
私
自
身
の
身
体
を
も
経
験
す
る
。」（
25
）

い
ず
れ
に
せ
よ
右
と
か
左
と
か
言
う
方
向
は
、
身
体
と
言
う
絶
対
的

此
処
へ
の
方
位
付
け
（O

rientierung

）
に
属
し
て
お
り
ま
す
。（
ち
な

み
に
方
向
の
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
るsens

は
「
方
向
」
と
「
意
味
」
の

二
つ
の
意
味
を
持
ち
ま
す
。）
こ
の
方
位
付
け
（O

rientierung

）
は
生

活
世
界
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
構
造
で
あ
っ
て
、
決
し
て
恣
意
的
な
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
は
、「
右
と
い
う
方
向
は
私
の
身

体
の
右
側
あ
る
い
は
右
手
を
指
示
す
る
」（
26
）と
い
う
の
み
で
あ
り
、

右
と
左
の
問
題
に
そ
れ
ほ
ど
敏
感
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

そ
の
意
味
で
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
ほ
う
が
フ
ッ
サ
ー
ル
よ
り
も
よ
ほ
ど

鋭
敏
で
す
。

し
た
が
っ
て
結
局
、
右
の
「
意
味
」
は
私
の
身
体
に
よ
っ
て
生
き
ら

れ
、
演
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
右
の
意
味
も
左
の
意
味
も
私
の
自
由

な
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
、私
の
為
し
得
る
（Ich-kann

）
に
よ
っ
て
、

他
方
で
、
身
体
性
も
左
右
の
方
向
も
空
間
的
自
然
と
と
も
に
環
境
世
界

の
う
ち
に
意
味
充
実
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
構
成
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
こ
の
「
私
が
で
き
る
」
こ
そ
、
実
存
の
た
え
ざ
る
自
己
超
越
の
運

動
の
始
ま
り
な
の
で
す
。

私
の
結
論
を
不
十
分
な
が
ら
述
べ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
右
と
左

と
を
客
観
的
に
定
義
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う（
27
）。
こ
れ
は

ガ
ー
ド
ナ
ー
も
承
認
す
る
で
し
ょ
う（
28
）。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
私
に

と
っ
て
否
定
的
な
結
論
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
右
と
左
を
客
観
的

に
定
義
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
意
味
の
客
観
的
確
定
が
不
可
能
で
あ

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
実
は
、
わ
れ
わ
れ
の
各
自
の

実
存
の
身
体
性
へ
の
帰
り
行
き
を
う
な
が
し
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

生
き
ら
れ
、
演
ぜ
ら
れ
る
意
味
が
残
っ
て
い
る
の
で
す
。
私
は
一
定
の

身
体
的
な
態
度
を
と
り
な
が
ら
世
界
へ
と
自
己
超
越
し
て
い
る
わ
け
で

す
。
こ
の
運
動
に
は
左
右
の
方
向
の
定
位
を
遂
行
す
る
身
体
の
空
間
化

が
参
与
し
て
お
り
ま
す
。
メ
ル
ロ
ー
・
ポ
ン
テ
ィ
は
知
覚
の
際
に
は
ま

ず
子
供
が
身
体
図
式
を
形
成
し
、
態
勢
を
整
え
る
こ
と
が
必
要
だ
と

い
っ
て
い
ま
し
た
。も
し
私
た
ち
が
左
右
の
方
向
の
差
異
を
失
え
ば（
そ

れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
〈
私
は
で
き
る
〉
の
圏
域
を
失
う
こ
と
で
す
が
）

私
た
ち
は
い
か
な
る
意
味
で
も
実
存
す
る
こ
と
は
な
く
ミ
ン
コ
フ
ス

キ
ー
の
い
う
「
生
き
ら
れ
る
距
離
と
い
う
自
由
な
空
間
」（
29
）を
失
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
実
存
喪
失
と
は
ま
た
世
界
の
喪
失
で
あ
る
こ
と
は
彼

の
解
明
し
た
こ
と
で
す
。
生
き
ら
れ
る
距
離
と
自
由
な
空
間
と
は
、
私

の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
ま
さ
し
く
私
の
〈
身
〉
と
重
な
り
合
う
も
の
な

の
で
す
。

も
う
ひ
と
つ
重
要
な
結
論
は
、
右
と
左
の
感
情
を
含
め
て
感
情
は
す

で
に
私
の
周
り
の
世
界
に
溢
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
こ

そ
、
私
た
ち
は
、
こ
の
部
屋
は
よ
い
雰
囲
気
だ
ね
、
と
か
、
あ
る
い
は
、

今
日
の
新
幹
線
の
な
か
で
は
周
り
の
人
々
が
明
る
く
よ
い
気
分
だ
っ
た

な
ど
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
私
た
ち
の
感
情
は
つ
ね
に
す
で
に

周
り
の
世
界
に
あ
ふ
れ
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
レ

ム
ナ
ン
ト
の
い
う
感
情
の
投
入
論
は
そ
も
そ
も
不
可
能
な
こ
と
な
の
で
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す
。
そ
れ
は
、
感
情
を
主
観
の
狭
い
圏
域
に
閉
じ
込
め
た
う
え
で
そ
れ

を
外
部
の
世
界
に
投
げ
入
れ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。

註
。
ガ
ー
ド
ナ
ー
の
書
物
は
左
右
の
意
味
を
物
理
学
的
化
学
的

の
層
に
お
い
て
探
求
し
て
も
無
駄
な
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
私
は
私
の
身
体
と
そ
れ
が
投
錨
さ
れ
て
生
き
ら
れ
て
い

る
広
が
り
へ
の
還
帰
の
必
要
性
を
み
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
最
も

鋭
く
第
一
の
主
著
に
お
い
て
こ
の
方
向
を
し
め
し
て
い
る
。
と
は

い
え
彼
は
そ
の
方
向
を
最
後
ま
で
た
ど
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

な
お
、
本
稿
は
広
島
大
学
キ
ラ
ル
自
然
哲
学
会
（
理
学
部
井

上
克
也
教
授
主
催
）で
の
発
表
に
一
部
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
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