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一
．
父
母
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て 

  

中
島
の
両
親
は
彼
が
幼
い
こ
ろ
に
離
婚
し
、
彼
は
二
歳
三
か
月
で
実
家
に
い
た

母
親
か
ら
離
れ
、
父
方
の
実
家
で
養
育
さ
れ
た
。
母
親
は
「
女
子
師
範
学
校
」
を

出
た
小
学
校
教
員
で
あ
り
、
家
庭
に
こ
も
っ
て
内
助
の
功
に
励
む
タ
イ
プ
で
は
な

か
っ
た
ら
し
く
、
そ
れ
が
離
婚
の
原
因
で
あ
る
と
も
、
あ
る
い
は
彼
女
の
不
倫
が

原
因
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
定
か
で
は
な
い
。
こ
の
離
婚
は
彼
に
ど
の

よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
。
い
わ
ゆ
る
母
性
的
養
育
剥
奪
は
定
型
的
に
は
一
歳

ご
ろ
ま
で
に
生
じ
る
と
さ
れ
る
。Mahler

(1)

の
発
達
理
論
で
は
再
接
近
期
か
ら
個

体
化
確
立
期
に
あ
た
り
、
個
性
を
も
っ
た
自
我
の
組
織
化
と
母
親
に
対
す
る
情
緒

的
対
象
恒
常
性
が
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
る
時
期
と
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
に
母
親
か
ら

離
れ
る
の
は
大
き
な
喪
失
体
験
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
彼
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
及
ぼ
し
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
た
と
え
ば
母
親
の
決
定
的
不
在
は
、
や
が

て
再
び
現
れ
る
で
あ
ろ
う
期
待
と
結
び
つ
い
た
安
定
し
た
心
内
の
母
親
イ
メ
ー
ジ

を
毀
損
し
、
そ
れ
が
慢
性
的
な
空
虚
感
（
ア
ン
ヘ
ド
ニ
ア
）
を
生
じ
さ
せ
る
と
さ

れ
る
(2)

。
そ
の
後
の
中
島
の
性
格
や
行
動
傾
向
に
よ
く
合
致
す
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
が
、
こ
れ
は
境
界
例
や
自
己
愛
性
人
格
の
成
因
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
こ
と

で
あ
っ
て
、
彼
が
そ
う
し
た
人
格
で
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
の
場

合
、
い
や
一
般
的
に
も
、
こ
う
し
た
ト
ラ
ウ
マ
の
意
味
や
効
果
を
正
確
に
評
価
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。 

 

川
村
(3)

は
こ
の
体
験
に
根
ざ
す
と
思
わ
れ
る
「
古
俗
」
二
篇
（「
牛
人
」
と
「
盈

虚
」）
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
彼
は
武
田
泰
淳
の
評
論
を
引
く
。 

  

「
子
が
父
を
憎
む
こ
と
、
父
が
子
を
恐
れ
る
こ
と
、
は
て
は
子
が
そ
の
父
を
殺

す
こ
と
。
こ
れ
は
暗
い
、
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る
ほ
ど
暗
い
事
実
だ
。・
・
・ 

 
 

中
島
敦
の
『
古
俗
』
の
二
篇
は
、
わ
が
子
に
対
す
る
父
の
こ
の
種
の
恐
怖
を

と
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
。・
・
・
」 

  

し
か
し
川
村
は
、
こ
の
二
篇
は
無
論
、
”

父
殺
し

“
の
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
も
の
で

は
あ
る
が
、
子
の
立
場
か
ら
描
か
れ
て
い
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
川
村

が
母
を
奪
っ
た
父
（
中
島
田
人
）
と
子
と
の
間
に
あ
る
深
い
亀
裂
を
論
じ
た
コ
ン

テ
ク
ス
ト
で
こ
の
作
品
を
と
り
上
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
作
品
が
弟

子
の
側
か
ら
描
か
れ
て
い
る
「
弟
子
」
や
「
名
人
伝
」
と
同
じ
視
点
で
あ
る
と
の

判
断
に
よ
る
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
素
直
に
読
め
ば
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
武

田
の
言
う
と
お
り
、
父
の
側
の
恐
怖
を
描
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 
二
篇
の
う
ち
、
と
り
わ
け
「
牛
人
」
は
エ
デ
ィ
プ
ス
の
テ
ー
マ
に
関
連
し
て
い

る
。
こ
の
作
品
は
漱
石
の
「
夢
十
夜
」
第
三
夜
の
物
語
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
れ
は

作
者
が
盲
目
の
子
供
を
お
ぶ
っ
て
歩
く
う
ち
、
最
後
に
そ
の
子
供
が
自
分
は
昔
お

前
に
殺
さ
れ
た
と
告
発
し
、
と
た
ん
に
石
の
よ
う
に
重
く
な
る
、
と
い
う
ス
ト
ー

リ
ー
で
あ
る
。
こ
の
子
供
は
す
で
に
去
勢
さ
れ
て
い
る
が
（
盲
目
）、
作
者
よ
り
物
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事
を
よ
く
知
り
、
老
成
し
、
不
思
議
な
予
知
能
力
を
も
っ
て
い
る
。
作
者
が
自
ら

の
殺
人
を
想
起
し
た
時
に
彼
が
急
に
重
く
な
る
の
は
、
明
ら
か
に
罪
の
重
み
を
象

徴
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
エ
デ
ィ
プ
ス
状
況
に
お
け
る
父
親
の
立
場
と
子
供
の
立

場
と
が
交
錯
し
て
お
り
、
盲
目
の
子
供
は
子
供
で
あ
る
と
同
時
に
父
親
で
あ
り
、

作
者
も
ま
た
父
親
で
あ
る
と
同
時
に
子
供
で
も
あ
る
。
精
神
分
析
と
い
う
魔
術
的

思
考
に
お
い
て
は
、
二
者
が
互
い
に
交
代
し
た
り
一
者
に
な
っ
た
り
す
る
の
は
極

く
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
方
式
も
さ
ま
ざ
ま
に
案
出
さ
れ
て
い

る
。
投
影
、
同
一
視
、
転
嫁
、
鏡
像
関
係
、
反
対
物
へ
の
転
化
・
・
・
。
も
っ
と

も
人
間
は
他
者
た
ち
の
切
片
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
は
明
ら
か
で
あ
る

か
ら
、
自
他
の
混
淆
に
つ
い
て
多
少
の
行
き
す
ぎ
は
あ
ろ
う
と
、
精
神
分
析
に
皮

肉
を
言
う
こ
と
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
。 

 

し
た
が
っ
て
「
牛
人
」
に
お
い
て
作
者
が
父
で
あ
る
叔
孫
豹
の
立
場
に
あ
る
の

か
、
庶
子
で
あ
る
豎
牛
の
立
場
に
あ
る
の
か
は
、
あ
ま
り
大
き
な
問
題
で
は
な
い

と
も
言
え
よ
う
。
叔
孫
豹
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
は
目
を
か
け
て
い
た
目
下

の
者
に
裏
切
ら
れ
る
恐
怖
を
描
い
た
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
が
、
趙
高
王
莽
の
徒
の

例
を
あ
げ
る
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た

”側
用
人

“
に
よ
る
下
剋
上
は
往
時
は
あ

り
ふ
れ
た
出
来
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
信
頼
を
裏
切
ら
れ
る
こ
と
へ
の
恐
れ
で
あ

る
と
同
時
に
、
法
や
秩
序
に
規
制
さ
れ
な
い
暴
力
的
な
も
の
へ
の
恐
れ
を
も
含
ん

で
い
る
。
中
島
は
暴
力
の
侵
害
に
と
り
わ
け
弱
か
っ
た
（「
か
め
れ
お
ん
日
記
」）。

「
ナ
ポ
レ
オ
ン
」
と
い
う
小
品
に
は
、「
意
味
も
目
的
も
無
い
・
ま
じ
り
け
の
無
い

悪
意
だ
け
」
が
そ
の
顔
に
現
れ
て
い
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
い
う
名
の
悪
辣
な
少
年
に

大
人
た
ち
が
翻
弄
さ
れ
、
ひ
そ
か
に
恐
怖
さ
え
抱
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ

の
小
品
は
比
較
的
平
和
な
結
末
に
な
っ
て
い
る
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
豎
牛
の
前
身

で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
他
方
で
、
分
析
の
魔
術
に
よ
っ
て
、
豎
牛
が
威
嚇
的
な

父
親
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
可
能
で
は
あ
ろ
う
が
、
あ

ま
り
得
る
と
こ
ろ
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。 

 

豎
牛
か
ら
み
れ
ば
、叔
孫
豹
は
父
親
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
否
認
し
、

自
分
を
家
系
か
ら
疎
外
し
た
人
間
で
あ
る
。「
牛
」
と
い
う
名
は
、
彼
が
そ
の
名
の

唯
一
の
持
主
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
当
は
名
で
は
な
い
（「
豎
」
は
小
姓
の
意
）。

彼
は
単
な
る
生
物
と
し
て
の
人
間
で
は
な
く
、
自
身
に
対
し
て
も
他
者
に
対
し
て

も
彼
自
身
を
正
確
に
位
置
づ
け
、
そ
の
同
一
性
を
完
成
さ
せ
、
真
の
人
間
に
変
換

さ
せ
る
と
こ
ろ
の
、
家
系
内
に
定
置
さ
れ
た
名
前
を
与
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

豎
牛
が
復
讐
と
し
て
二
人
の
嫡
子
を
殺
し
た
り
追
放
し
た
り
し
、
い
ま
ま
た
叔
孫

豹
を
殺
害
し
よ
う
と
す
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
中
島
の
エ

デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
投
影
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。 

 

あ
る
い
は
一
歩
を
進
め
て
、
近
親
相
姦
の
タ
ブ
ー
が
ま
さ
に
侵
害
さ
れ
つ
つ
あ

る
事
態
を
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。Freud

は
か
つ
て
乳
児
が
母
親
か
ら
与
え
ら

れ
た
始
原
の
快
感
覚
の
記
憶
痕
跡
を

”も
の

“（das Ding

）
と
称
し
た
。Lacan

(4)

は
そ
れ
を
独
特
の
表
現
で
と
り
上
げ
直
し
て
い
る
。
そ
れ
は
出
会
う
こ
と
の
不
可

能
な
出
会
い
で
あ
り
、
出
会
い
そ
こ
ね
る
こ
と
を
通
し
て
何
か
を
奪
わ
れ
る
と
い

う
経
験
に
お
い
て
の
み
出
会
わ
れ
る
。
そ
れ
は
父-

の-

名
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ

た
父
親
殺
し
と
い
う
原
罪
の
場
で
あ
り
、
逆
説
的
に
、
禁
止
と
い
う
法
が
そ
れ
に

根
拠
を
与
え
て
い
る
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
言
葉
は
父-

の-

名
に
よ
る
禁

止
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
は
言
葉
で
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
間
は
そ
う
し
た
欠
如
を
核
心
に
書
き

こ
む
こ
と
に
お
い
て
、主
体
と
し
て
の
自
ら
の
位
置
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
言
葉
の
彼
方
に
あ
る

”も
の

“
の
領
域
を
彼
ら
は

”現
実
界

“
と
呼
ぶ

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
「
狼
男
」
症
例
や
「
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
」
症
例
に
お
け
る
よ

う
に
、
父-

の-
名
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
体
は
自
己
が
自
己
で
あ

る
た
め
の
核
心
を
失
い
、
自
己
と
世
界
と
の
象
徴
化
、
言
語
化
に
失
敗
し
て
、
意



 

 

（ 

三 

）

味
世
界
は
崩
壊
し
て
い
く
。
そ
れ
が
精
神
病
の
世
界
で
あ
る
と
さ
れ
る
。 

 
「
牛
人
」
に
お
け
る
、
天
井
が
下
降
し
、
自
分
が
巨
大
な
も
の
に
圧
し
潰
さ
れ

る
恐
怖
（
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は

「
断
片
」
一
に
あ
る
、
肋
膜
炎
に
な
っ
た
時
の
悪
夢
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
）、
ま
た
「
真
黒
な
原
始
の
混
沌
に
根
を
生
や
し
た
一
個
の
物
」「
世
界
の

き
び
し
い
悪
意
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
レ
ベ

ル
を
こ
え
て
、
近
親
相
姦
の
禁
止
が
も
は
や
有
効
で
な
い
、
こ
の

”も
の

“
の
出

現
の
予
兆
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

「
牛
人
」
に
比
し
て
「
李
陵
」
に
お
け
る
司
馬
遷
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
理
解
し
や

す
い
。
遷
の
父
の
談
は
武
帝
の
封
禅
の
儀
式
に
参
加
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
憤

り
を
発
し
て
倒
れ
、
臨
終
に
際
し
て
遷
に
懇
ろ
に
修
史
の
必
要
を
説
き
、
遷
は
父

の
願
い
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
を
誓
う
。
や
が
て
彼
は
李
陵
を
弁
護
し
て
武
帝
の
怒

り
を
か
い
、
宮
刑
に
処
せ
ら
れ
る
。
遷
に
は
よ
き
父
と
悪
し
き
父
と
い
う
二
人
の

父
親
が
お
り
、
彼
は
前
者
（
司
馬
談
）
に
同
一
化
し
て
自
己
を
形
成
す
る
。
そ
の

修
史
は
い
わ
ゆ
る

”喪
の
作
業

“
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
常
識
を
こ
え

た
彼
の
李
陵
弁
護
は
エ
デ
ィ
プ
ス
的
反
抗
で
あ
り
、
そ
の
結
果
彼
は
強
大
な
悪
し

き
父
親
に
文
字
通
り
去
勢
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
か
ら
、
い
さ
さ
か
で
き
す
ぎ

た
話
で
あ
る
。「
孝
武
本
紀
」
は
そ
の
大
部
分
に
封
禅
書
を
転
用
し
て
お
り
、
後
人

の
偽
作
と
の
説
も
あ
る
ら
し
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
こ
に
は
方
士
の
言
葉
を

信
じ
て
右
往
左
往
す
る
武
帝
が
や
や
風
刺
的
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
。
司
馬
遷
は
こ
こ
で
父
に
与
え
ら
れ
た
言
葉
を
用
い
て
、
父
に
復
讐
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

「
プ
ウ
ル
の
傍
の
下
で
」
や
「
断
片
」
二
に
お
け
る
よ
う
な
弱
い
父
親
田
人
と
、

母
を
奪
っ
た
強
い
父
親
と
は
こ
こ
に
投
影
さ
れ
て
い
る
の
か
。
も
っ
と
も
こ
う
し

た
両
価
性
は
わ
れ
わ
れ
の
誰
に
も
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
司
馬
遷
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
は
「
史
記
」
や
「
漢
書
」
に
あ
る
と
お
り
の
史
実
な
の
で
あ
る
か
ら
、

し
い
て
彼
の
実
生
活
に
結
び
つ
け
る
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。 

 

他
方
、
川
村
は
父
子
の
葛
藤
の
み
を
と
り
上
げ
て
い
る
が
、
不
在
の
母
親
は
中

島
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の
か
。
彼
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
あ

ま
り
語
っ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。「
断
片
」
八
に
は
「
・
・
・
彼
は
生
み
の
母

を
知
ら
な
い
も
の
の
淋
し
さ
を
大
げ
さ
に
説
い
た
。・
・
・
何
故
と
い
っ
て
、
彼
は

何
物
を
も
感
じ
な
い
の
だ
か
ら
。
彼
の
知
っ
て
い
る
の
は
た
だ
『
母
を
知
ら
な
い
』

と
い
う
事
実
だ
け
で
あ
っ
た
。」と
い
う
一
節
が
あ
る
。し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
、

彼
は
二
十
九
歳
ご
ろ
ひ
た
す
ら
生
母
を
恋
う
る
よ
う
な「
漢
詩
」を
作
っ
て
お
り
、

や
は
り
不
在
の
母
は
彼
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

川
村
に
よ
れ
ば
、
母
チ
ヨ
は
わ
が
ま
ま
で
、
不
倫
し
た
た
め
に
離
別
さ
れ
た
、
と

い
う
の
が
中
島
家
側
の

”公
式

“
の
伝
承
ら
し
い
。
中
島
は
そ
の
こ
と
を
耳
に
し

た
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
離
婚
の
原
因
は
別
に
し
て
も
、
母
が
別
の
家
庭

で
生
活
し
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
（
チ
ヨ
は
桜
庭

進
平
と
再
婚
し
、
一
子
を
も
う
け
た
が
、
一
九
二
一
年
、
敦
十
二
歳
の
時
に
三
十

六
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
）。
筆
者
に
は
「
妖
氛
録
」
と
い
う
短
篇
が
、
彼
の
母
親

イ
メ
ー
ジ
を
映
し
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。陳
の
大
夫
御
叔
の
妻
夏
姫
は
、

口
数
が
寡
く
、
控
え
目
で
、
美
し
く
は
あ
っ
た
が
表
情
の
乏
し
い
、
何
を
考
え
て

い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
女
で
あ
っ
た
。
周
囲
の
男
た
ち
は
こ
の
謎
め
い
た
女
に
魅

か
れ
、
次
々
に
関
係
を
も
ち
、
彼
女
が
謀
っ
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
互
い
に
争
闘

し
て
滅
び
て
ゆ
く
。
彼
女
は
息
子
が
そ
の
争
い
に
ま
き
こ
ま
れ
て
亡
く
な
っ
て
も

平
然
と
し
て
お
り
、
五
十
歳
近
く
な
っ
て
も
若
い
時
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
美
し

く
、
無
関
心
で
、
人
倫
を
知
ら
な
い
女
性
、
そ
れ
は
母
チ
ヨ
の
イ
メ
ー
ジ
に
基
く

造
形
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
彼
女
は
自
分
を
見
捨
て
て
ど
こ
か
他
の
場
所

で
ぬ
く
ぬ
く
と
生
活
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
わ
が
子
に
対
す
る
愛
情
を
も
た
な
い



 

 

（ 

四 

）

異
様
な
性
格
者
で
あ
る
が
、
し
か
し
若
々
し
く
美
し
い
。
こ
こ
に
は
思
慕
と
怨
恨

と
い
う
、
阿
闍
世
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
風
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ツ
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。 

  
 
 

二
．
狼
疾
に
つ
い
て 

  

中
島
は
内
省
過
剰
で
世
間
一
般
に
う
ま
く
適
応
で
き
な
い
、
他
と
は
異
っ
て
い

る
ら
し
き
特
異
な
自
ら
の
あ
り
方
、
そ
のAnderssein

を
”狼

疾
“
と
名
づ
け
た
。 

  

”狼
疾

“
と
は
「
孟
子
」
の
一
節
に
あ
る
表
現
で
、
一
本
の
指
を
大
切
に
す
る
あ

ま
り
肩
や
背
を
失
っ
て
も
気
づ
か
ぬ
人
を
指
す
。
細
部
に
拘
っ
て
大
局
を
見
失
う

と
い
う
こ
の
病
い
は
、
彼
の
あ
り
方
全
体
を
指
す
名
称
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
以
下
こ
の

”狼
疾

“
に
つ
い
て
、
作
品
の
記
述
に
即
し

て
具
体
的
に
と
り
出
し
て
み
た
い
。 

  

「
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、
彼
は
、
自
分
と
現
実
と
の
間
に
薄
い
膜
が
張
ら
れ
て

い
る
の
を
見
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
膜
は
次
第
に
、
そ
し
て
、

つ
い
に
は
、
打
破
り
難
い
ま
で
に
厚
い
も
の
に
な
っ
て
行
っ
た
。
彼
は
、
そ
の
、

寒
天
質
の
よ
う
に
視
力
を
屈
折
さ
せ
る
力
を
も
つ
、
半
透
明
な
膜
を
と
お
し
て

し
か
、
現
実
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
了
っ
た
。
彼
は
も
の
、
、
に
、
現
実
、
、

に
、
直
接
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
が
も
の
、
、
に
触
れ
、
も
の
を
見
、
又
は

行
為
す
る
場
合
、
そ
れ
は
、
彼
の
影
が
も
の
に
触
れ
、
も
の
を
見
、
又
は
行
為

す
る
の
で
あ
る
。・
・
・
」 

（「
北
方
行
」） 

 

同
様
の
こ
と
は
未
完
の
作
品
「
北
方
行
」
を
一
部
利
用
し
た
と
思
わ
れ
る
「
か
め

れ
お
ん
日
記
」
に
も
、
さ
ら
に
強
いAnderssein

の
意
識
を
伴
っ
て
述
べ
ら
れ
て

い
る
。 

  

「
・
・
・
と
も
か
く
も
、
自
分
は
周
囲
の
健
康
な
人
々
と
同
じ
で
な
い
。
勿
論
、

矜
持
を
以
て
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
反
対
だ
。
不
安
と
焦
燥
と
を
以
て
い
う

の
で
あ
る
。
も
の
の
感
じ
方
、
心
の
向
い
方
が
、
ど
う
も
違
う
。
み
ん
な
は
現

実
の
中
に
生
き
て
い
る
。
俺
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
か
え
る

、
、
、
の
卵
の
よ
う
に
寒
天

の
中
に
く
る
ま
っ
て
い
る
。
現
実
と
自
分
と
の
間
を
、
寒
天
質
の
視
力
を
屈
折

さ
せ
る
も
の
が
隔
て
て
い
る
。
直
接
そ
の
も
の
に
触
れ
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。・
・
・
」 

（「
か
め
れ
お
ん
日
記
」） 

 

こ
う
し
た
離
人
感
は
さ
ら
に
、
知
覚
の
飽
和
性
と
か
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
崩
壊
な
ど
と

呼
ば
れ
る
、
文
字
に
対
す
る
違
和
感
や
そ
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
テ
へ
と
進
ん
で
行
く
。 

  

「
・
・
・
丁
度
、
字
と
い
う
も
の
は
、
ヘ
ン
だ
と

、
、
、
、
思
い
始
め
る
と
、
─
─
そ
の

字
を
一
部
分
一
部
分
に
分
解
し
な
が
ら
、
一
体
此
の
字
は
こ
れ
で
正
し
い
の
か

と
考
え
だ
す
と
、
次
第
に
そ
れ
が
怪
し
く
な
っ
て
来
て
、
段
々
と
、
其
の
必
然

性
が
失
わ
れ
て
行
く
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
周
囲
の
も
の
は
気
を
付
け

て
見
れ
ば
見
る
程
、
不
確
か
な
存
在
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
か
っ
た
。
・
・
・
自

分
の
父
に
就
い
て
考
え
て
見
て
も
、
あ
の
眼
と
あ
の
口
と
、
（
そ
の
眼
や
口
や

鼻
を
他
を
切
離
し
て
一
つ
一
つ
熟
視
す
る
時
、
特
に
奇
異
の
念
に
打
た
れ
る
の

だ
っ
た
が
）
そ
の
他
、
あ
の
通
り
の
凡
て
を
備
え
た
一
人
の
男
が
、
何
故
自
分

の
父
で
あ
り
、
自
分
と
此
の
男
と
の
間
に
近
い
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
か
、
と
愕
然
と
し
て
、
父
の
顔
を
見
直
す
こ
と
が
其
の
頃
屢
々
あ
っ



 

 

（ 

五 

）

た
。・
・
・
」 

（「
狼
疾
記
」） 

  

こ
の
テ
ー
マ
は
後
に
「
文
字
禍
」
と
し
て
作
品
化
さ
れ
る
。
あ
る
文
字
を
じ
っ

と
見
て
い
る
と
そ
れ
が
ば
ら
ば
ら
の
線
の
集
合
に
し
か
見
え
な
く
な
っ
て
く
る
、

と
い
う
体
験
は
誰
に
で
も
あ
り
、
た
と
え
ば
漱
石
の
「
門
」
の
冒
頭
に
も
そ
れ
が

描
か
れ
て
い
る
。し
か
し
中
島
の
よ
う
に
強
く
、持
続
的
に
そ
れ
を
持
ち
つ
づ
け
、

ま
た
そ
れ
が
周
囲
の
人
間
や
事
物
に
ま
で
波
及
す
る
と
い
う
こ
と
は
稀
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
の
「
嘔
吐
」
に
は
い
く
分
こ
れ
に
類
似
し
た
体
験
が
描
か
れ
て
い
る
。

主
人
公
ロ
カ
ン
タ
ン
は
鏡
に
写
っ
た
自
分
の
顔
に
対
し
て
、
そ
の
構
成
部
分
を
ば

ら
ば
ら
に
知
覚
し
、
そ
れ
ら
が
美
し
い
と
か
美
し
く
な
い
と
か
言
わ
れ
る
こ
と
を

不
思
議
に
思
う
。
そ
こ
に
は
中
島
に
お
け
る
よ
う
な
不
安
や
焦
燥
は
伴
わ
れ
な
い

が
、
ロ
カ
ン
タ
ン
の
離
人
体
験
は
そ
れ
だ
け
深
刻
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
後
に
も
の
、
、

の
生
々
し
い
出
現
に
驚
愕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

さ
ら
に
彼
に
は
、
無
限
を
前
に
し
た
お
の
の
き
と
い
っ
た
恐
怖
も
あ
っ
た
。 

  

「
何
で
も
数
学
的
な
恐
ろ
し
さ
で
あ
っ
た
。
１
を
永
遠
に
３
で
割
っ
て
行
っ
て

も
わ
り
き
れ
な
い
が
、
ど
う
し
て
も
自
分
は
そ
れ
を
割
り
き
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
運

命
に
あ
る
と
い
っ
た
様
な
、
恐
ろ
し
さ
・
・
・
」 

（「
断
片
」） 

  

「
夢
の
世
界
の
中
で
、
突
然
に
、
遠
近
や
大
小
の
観
念
が
混
乱
し
は
じ
め
る
。

自
分
に
与
え
ら
れ
た
数
を
い
つ
ま
で
割
っ
て
行
っ
て
も
割
り
切
れ
な
い
。
循
環

小
数
が
無
限
に
出
て
く
る
。
無
限
と
い
う
も
の
が
実
際
の
恐
怖
の
感
じ
を
以
て

彼
に
迫
っ
て
く
る
。・
・
・
」 

（「
北
方
行
」） 

  

何
者
か
我
に
命
じ
ぬ
割
り
切
れ
ぬ
数
を
無
限
に
割
り
つ
づ
け
よ
と 

 

無
限
な
る
循
環
小
数
い
で
て
き
ぬ
割
れ
ど
も
尽
き
ず
恐
し
き
ま
で 

 

こ
の
夢
は
幼
き
時
ゆ
い
く
た
び
か
う
な
さ
れ
し
夢
恐
し
き
夢 

（「
和
歌
で
な
い
歌
」） 

  

さ
ら
に
彼
に
は
別
の
大
き
な
ト
ラ
ウ
マ
が
あ
っ
た
。 

  

「
小
学
校
の
四
年
の
時
だ
っ
た
ろ
う
か
。
肺
病
や
み
、
、
の
よ
う
に
痩
せ
た
・
髪
の

長
い
・
受
持
の
教
師
が
、
或
日
何
か
の
拍
子
で
、
地
球
の
運
命
と
い
う
も
の
に

就
い
て
話
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
如
何
に
し
て
地
球
が
冷
却
し
、
人
類
が
絶
滅

す
る
か
、
我
々
の
存
在
が
如
何
に
無
意
味
で
あ
る
か
を
、
其
の
教
師
は
、
意
地

の
悪
い
執
拗
さ
を
以
て
繰
返
し
繰
返
し
、
幼
い
三
造
達
に
説
い
た
の
だ
。・
・
・

三
造
は
恐
か
っ
た
。
恐
ら
く
蒼
く
な
っ
て
聞
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。
地
球
が

冷
却
す
る
の
や
、
人
類
が
滅
び
る
の
は
、
ま
だ
し
も
我
慢
が
で
き
た
。
所
が
、

そ
の
あ
と
で
は
太
陽
ま
で
も
消
え
て
了
う
と
い
う
。
太
陽
も
冷
え
て
、
消
え
て
、

真
暗
な
空
間
を
た
だ
ぐ
る
ぐ
る
と
誰
に
も
見
ら
れ
ず
に
黒
い
冷
た
い
星
共
が

廻
っ
て
い
る
だ
け
に
な
っ
て
了
う
。
そ
れ
を
考
え
る
と
彼
は
堪
ら
な
か
っ

た
。
・
・
・
彼
に
と
っ
て
、
之
は
自
分
一
人
の
生
死
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
。

人
間
や
宇
宙
に
対
す
る
信
頼
の
問
題
だ
っ
た
。
・
・
・
夜
、
床
に
就
い
て
か
ら

じ
っ
、
、
と
眼
を
閉
じ
て
、
人
類
が
無
く
な
っ
た
あ
と
、
、
の
・
無
意
義
な
・
真
黒
な
・

無
限
の
時
の
流
を
想
像
し
て
、
恐
ろ
し
さ
に
堪
え
ら
れ
ず
、
ア
ッ
と
大
き
な
声

を
出
し
て
跳
上
っ
た
り
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。・
・
・
」 

（「
狼
疾
記
」） 



 

 

（ 

六 

）

同
様
の
経
験
は
「
北
方
行
」
や
「
寂
し
い
島
」
に
も
記
述
さ
れ
て
い
る
。 

 
ば
ら
ば
ら
の
線
が
意
味
を
も
つ
必
然
性
が
な
い
よ
う
に
、
こ
の
眼
と
口
と
鼻
を

持
つ
男
が
自
分
の
父
親
で
あ
る
必
然
性
も
な
い
。
や
や
仔
細
に
見
れ
ば
、
こ
こ
に

は
あ
る
眼
、
鼻
、
口
が
一
人
の
人
間
（
の
顔
）
を
形
成
す
る
不
可
解
さ
と
、
そ
の

人
間
が
ほ
か
な
ら
ぬ
自
分
の
父
親
で
あ
る
こ
と
の
不
可
解
さ
と
が
混
在
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
姑
く
措
く
こ
と
に
し
た
い
。
そ
し
て
無
限
に
対
す
る
パ

ス
カ
ル
的
恐
怖
と
そ
こ
に
暗
黙
に
含
ま
れ
る
卑
小
な
被
造
性
の
感
覚
。「
無
意
義
な

真
黒
な
無
限
の
時
の
流
れ
」
の
果
て
に
す
べ
て
は
亡
び
、
す
べ
て
は
偶
然
に
し
て

無
意
味
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
。
そ
れ
ら
は
「
狼
疾
記
」
で
言
わ
れ
る
「
存
在
の

不
確
か
さ
」
と
い
う
点
で
通
じ
あ
っ
て
い
る
。 

 

狼
疾
に
は
も
う
一
つ
の
、
重
要
な
側
面
が
あ
る
。「
悟
浄
出
世
」
の
冒
頭
で
、
あ

る
老
い
た
る
魚
怪
は
言
う
。 

  

「
・
・
・
殊
に
始
末
に
困
る
の
は
、
此
の
病
人
が
『
自
分
』
と
い
う
も
の
に
疑

を
も
つ
こ
と
じ
ゃ
。
何
故
俺
は
俺
を
俺
と
思
う
の
か
？ 
他
の
者
を
俺
と
思
う

て
も
差
支
え
な
か
ろ
う
に
。
俺
と
は
一
体
何
だ
？ 

斯
う
考
え
始
め
る
の
が
、

こ
の
病
の
一
番
悪
い
兆
候
じ
ゃ
。・
・
・
」 

  

世
界
に
対
す
る
不
確
か
さ
の
感
覚
は
直
ち
に
自
己
の
存
在
に
つ
い
て
の
そ
れ
へ

と
反
転
す
る
。 

  

「
俺
と
い
う
も
の
は
、
俺
が
考
え
て
い
る
程
、
俺
で
は
な
い
。
俺
の
代
り
に
習

慣
や
環
境
や
が
行
動
し
て
い
る
の
だ
。
之
に
遺
伝
と
か
、
人
類
と
い
う
生
物
の

一
般
的
習
性
と
か
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
俺
と
い
う
特
殊
な
も
の
は
な
く
な

っ
て
了
い
そ
う
だ
。・
・
・ 

 
 

俺
と
い
う
も
の
は
、
俺
を
組
立
て
て
い
る
物
質
的
な
要
素
（
諸
道
具
立
）
と
、

そ
れ
を
あ
や
つ
る
あ
る
も
の

、
、
、
、
と
で
出
来
上
っ
て
い
る
器
械
人
形
の
よ
う
に
考

え
ら
れ
て
仕
方
が
な
い
。
こ
の
間
、
欠
伸
を
し
か
け
て
、
ふ
と
、
こ
の
動
作
も
、

俺
の
あ
や
つ
り
手
の
操
作
の
よ
う
に
感
じ
、
ギ
ョ
ッ
と
し
て
伸
ば
し
か
け
た
手

を
下
し
た
。 

 
 

一
月
程
前
、
自
分
の
体
内
の
諸
器
関
の
一
つ
一
つ
に
就
い
て
、・
・
・
そ
の
所

在
の
あ
た
り
を
押
し
て
見
て
は
、
其
の
大
き
さ
、
形
、
色
、
湿
り
工
合
、
柔
ら

か
さ
、
な
ど
を
、
目
を
つ
ぶ
っ
て
想
像
し
て
見
た
。
・
・
・
す
る
と
、
私
と
い

う
人
間
の
肉
体
を
組
立
て
て
い
る
各
部
分
に
注
意
が
行
き
亘
る
に
つ
れ
、
次
第

に
、
私
と
い
う
人
間
の
所
在
が
判
ら
な
く
な
っ
て
来
た
。
俺
は
一
体
何
処
に
あ

る
・
・
・
」 

（「
か
め
れ
お
ん
日
記
」） 

 

こ
こ
に
は
文
字
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
崩
壊
に
似
た
事
態
が
生
じ
て
い
る
。 

 

「
北
方
行
」
第
三
篇
の
冒
頭
に
は
、
折
毛
伝
吉
が
南
洋
の
島
民
た
ち
を
写
し
た

映
画
を
見
な
が
ら
あ
る
不
安
を
も
つ
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
多
少
の
字

句
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
「
狼
疾
記
」
の
冒
頭
に
使
用
さ

れ
て
い
る
。 

  

「
ス
ク
リ
イ
ン
の
上
で
は
南
洋
土
人
の
生
活
の
実
写
が
う
つ
さ
れ
て
い
た
。
眼

の
細
い
・
脣
の
厚
い
・
鼻
の
つ
ぶ
れ
た
土
人
の
女
達
が
、
腰
に
一
寸
布
片
を
捲

い
た
だ
け
で
、
乳
房
を
ぶ
ら
ぶ
ら
さ
せ
な
が
ら
、
前
に
置
い
た
皿
の
よ
う
な
も

の
の
中
か
ら
、
何
か
頻
り
に
つ
ま
ん
で
喰
べ
て
い
る
。・
・
・ 

 
 

見
て
い
る
中
に
、
三
造
は
、
久
し
く
忘
れ
て
い
た
或
る
奇
妙
な
不
安
が
、
何

時
の
間
に
か
又
彼
の
中
に
忍
び
込
ん
で
来
て
い
る
の
を
感
じ
た
。 



 

 

（ 

七 

）

 
 

久
し
い
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
其
の
頃
三
造
は
斯
う
い
う
も
の
を
─
─
原
始

的
な
蛮
人
の
生
活
の
記
録
を
読
ん
だ
り
、
其
の
写
真
を
見
た
り
す
る
度
に
、
自

分
は
彼
等
の
一
人
と
し
て
生
れ
て
く
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
も
の
だ
ろ
う

か
、
と
考
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
と
其
の
頃
の
彼
は
考
え
た
。
確
か

に
自
分
も
彼
等
蛮
人
共
の
一
人
と
し
て
生
れ
て
来
る
こ
と
も
出
来
た
筈
で
は

な
い
の
か
？ 
そ
し
て
輝
か
し
い
熱
帯
の
太
陽
の
下
に
、
唯
物
論
も
維
摩
居
士

も
無
上
命
法
も
、
乃
至
は
人
類
の
歴
史
も
、
太
陽
系
の
構
造
も
、
す
べ
て
を
知

ら
な
い
で
一
生
を
終
え
る
こ
と
も
出
来
た
筈
で
は
な
い
の
か
？ 

此
の
考
え

方
は
、
運
命
の
不
確
か
さ
に
就
い
て
、
妙
に
三
造
を
不
安
に
し
た
。・
・
・
」 

（「
狼
疾
記
」） 

 

自
分
が
こ
の
自
分
で
な
か
っ
た
ら
、
と
い
う
問
い
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。

自
分
が
別
の
人
間
で
あ
っ
た
な
ら
、
彼
が

”自
分

“
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
悟
浄
は

流
沙
河
の
妖
怪
た
ち
の
間
で
霊
霄
殿
の
捲
簾
大
将
の
生
ま
れ
か
わ
り
と
思
わ
れ
て

い
た
が
、 

  

「
・
・
・
さ
て
、
其
の
昔
の
捲
簾
大
将
と
今
の
此
の
俺
と
が
同
じ
も
の
だ
と
い

っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
？ 

第
一
、
俺
は
昔
の
天
上
界
の
こ
と
を
何
一
つ
記
憶

し
て
は
お
ら
ぬ
。
其
の
記
憶
以
前
の
捲
簾
大
将
と
俺
と
、
何
処
が
同
じ
な
の
だ
。

身
体
が
同
じ
な
の
だ
ろ
う
か
？ 

そ
れ
と
も
魂
が
、
だ
ろ
う
か
？ 

と
こ
ろ
で
、

一
体
、
魂
と
は
何
だ
？
・
・
・
」 

 

（「
悟
浄
出
世
」） 

  

「
木
乃
伊
」
と
い
う
短
篇
で
は
ペ
ル
シ
ャ
の
部
将
パ
リ
ス
カ
ス
が
、
前
世
は
エ

ジ
プ
ト
の
祭
司
で
あ
っ
た
ら
し
き
こ
と
を
記
憶
に
よ
っ
て
知
る
。
彼
は
前
世
を
思

い
出
し
、
そ
の
前
世
の
記
憶
の
中
に
前
々
世
の
記
憶
が
あ
り
・
・
・
合
せ
鏡
の
よ

う
に
無
限
に
不
気
味
な
記
憶
が
連
続
す
る
ら
し
き
事
態
に
圧
倒
さ
れ
、
つ
い
に
は

狂
気
に
陥
る
。
そ
れ
は
確
か
に
恐
ろ
し
い
事
態
で
は
あ
ろ
う
が
、
記
憶
が
自
己
の

同
一
性
を
保
証
す
る
と
い
う
確
実
さ
が
あ
る
点
で
、
悟
浄
の
不
安
よ
り
は
救
い
が

あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 

  

以
上
、
”狼

疾
“
の
諸
相
を
概
観
し
た
。
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。
ま
ず
「
分

析
的
精
神
」
に
よ
っ
て
現
実
と
自
分
と
が
薄
い
膜
で
隔
て
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う

体
験
は
、「
体
験
す
る
自
己
」
と
「
観
察
す
る
自
己
」
と
の
乖
離
に
基
く
典
型
的
な

離
人
症
状
で
あ
ろ
う
(5)

。
木
村
(6)

は
こ
う
し
た
離
人
症
状
に
、「
も
の
」
の
認
知
の

背
後
に
あ
っ
て
そ
れ
を
支
え
る
「
こ
と
」
の
喪
失
を
見
た
。
近
年
岡
(7)

は
離
人
症

を
脳
器
質
障
害
と
対
比
さ
せ
て
考
察
し
、
後
者
が
普
遍
的
な
概
念
の
使
用
に
支
障

を
き
た
し
て
い
る
の
に
対
し
、前
者
は
そ
れ
を
保
持
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ま
さ
に
そ
こ
に
現
前
し
て
い
る
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
のDas 

Diese

性
を
把
握
で

き
ず
、
一
般
的
な
も
の
の
み
が
残
存
す
る
世
界
に
置
か
れ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

い
さ
さ
か
往
昔
の
実
念
論
と
唯
名
論
と
の
論
争
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
で
も
あ
る
が
、

疾
患
と
い
う
一
種
の
極
限
状
況
に
お
い
て
そ
の
テ
ー
マ
が
問
題
に
な
る
と
い
う
こ

と
は
、
古
く
か
ら
の
論
争
が
認
識
機
能
の
核
心
に
触
れ
る
そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
唆
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
な
おGabel

(8)

(9)

は
脳
器
質
障
害
者
と
統
合
失
調

症
者
と
を
物
象
化
（Verdinglichung

）
の
程
度
に
基
い
て
対
比
さ
せ
て
い
る
。

前
者
は
物
象
化
が
欠
如
し
て
い
る
が
故
に
具
体
的
状
況
と
結
び
つ
い
た
行
為
し
か

遂
行
で
き
ず
（
範
疇
的
態
度
の
欠
如
）、
後
者
は
物
象
化
が
過
剰
で
あ
る
た
め
に
概

念
的
普
遍
的
な
も
の
の
み
が
肥
大
す
る
（
病
的
合
理
主
義
）
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
離
人
体
験
そ
の
も
の
で
は
な
く
統
合
失
調
症
を
器
質
性
疾
患
に
対
比
さ
せ

て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
と
り
上
げ
ら
れ
た
現
実
と
の
疎
隔
は
離
人
症



 

 

（ 

八 

）

状
に
等
し
く
、
そ
の
解
釈
は
中
島
の
記
述
に
も
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。Schmidt 

- Degenhard

(10)

は
統
合
失
調
症
に
お
け
る
構
想
力
（Einbildungskraft

）
の
低

下
を
指
摘
す
る
が
、
構
想
力
と
は
外
界
の
事
物
に
由
来
す
る
諸
印
象
を
統
合
す
る

力
で
あ
り
、
一
般
に
諸
要
素
を
一
つ
の
統
合
体
に
ま
と
め
あ
げ
る
そ
れ
で
あ
る
が

（「
純
粋
理
性
批
判
」）、中
島
の
離
人
体
験
も
そ
の
障
害
に
関
連
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
ま
たSchmidt
(11)

に
よ
れ
ば
、
生
き
ら
れ
る
身
体
の
「
狭
さ
」
に
よ
る
統
合

（Engung

）
が
現
在
を
構
成
し
、
そ
の
現
在
は
ま
た
、「
こ
こ
―
今
―
現
存
在
―
こ

の
も
の
―
主
体
」（Hier-Jetzt-Dasein- Dieses -Ich

）
の
基
底
を
な
す
。
主

体
の
生
き
ら
れ
る
身
体
の
脆
弱
性
や
危
機
と
、
文
字
や
対
象
が
ば
ら
ば
ら
で
ま
と

ま
り
を
な
く
す
体
験
と
は
同
一
の
事
態
の
二
つ
の
現
れ
で
あ
る
。 

 

視
点
を
変
え
て
、
こ
の
事
態
を
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
関
係
か
ら
考

察
し
て
み
た
い
。
通
常
は
両
者
の
結
合
は
ゆ
ら
ぐ
こ
と
な
く
、
か
つ
そ
れ
ら
は
さ

ま
ざ
ま
な
階
層
で
成
立
し
、
数
多
く
の
結
合
が
輻
輳
し
重
畳
し
て
対
象
世
界
を
構

成
し
て
い
る
。
こ
の
結
合
は
時
に
弛
緩
し
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
優
越
し
て
自
律
性

を
帯
び
て
く
る
こ
と
が
あ
る
(12)

。
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
優
越
は
両
義
的
な
作
用
を
も

つ
。
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
分
離
し
、
意
味
へ
の
透
過
性
を
失
い
、
そ

の
物
質
性
や
素
材
性
の
み
が
突
出
し
て
、
ば
ら
ば
ら
な
線
の
集
合
と
な
る
。
し
か

し
他
方
で
そ
れ
は
残
存
す
る
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
自
ら
の
内
に
収
奪
し
て
、
単
な
る
心

的
表
象
を
知
覚
の
方
向
に
変
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
前
者
は
離
人
体
験
で
あ
り
、

後
者
は
極
限
的
に
は
妄
想
知
覚
(13)

に
至
る
で
あ
ろ
う
。
無
論
こ
れ
は
統
合
失
調
症

の
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
中
島
が
そ
う
し
た
状
態
に
ま
で
至
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
が
、
そ
う
し
た
傾
性
は
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
。
離
人
傾
向
は
さ
き
に
引

い
た
例
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
が
、
表
象
の
類
知
覚
化
の
例
も
認
め
ら
れ
る
。
た

と
え
ば
彼
は
、
伯
父
の
詩
に
「
蛇
身
」
と
い
う
言
葉
を
見
か
け
る
と
、「
蛇
身
、
、
と
い

う
文
字
が
そ
の
ま
ま
生
き
て
き
て
、
グ
ニ
ャ
グ
ニ
ャ
と
身
を
く
ね
ら
せ
て
車
室
の

空
気
の
中
を
匍
い
ま
わ
っ
て
い
る
」
気
が
し
て
気
持
悪
く
な
っ
て
し
ま
う
（「
斗
南

先
生
」）。
い
や
何
よ
り
も
文
字
が
無
意
味
な
線
の
よ
せ
集
め
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
”本

質
属
性

“（Wesenseigenschaft

）
を
突
出
さ
せ
、

強
固
な
実
在
性
を
獲
得
す
る
。「
獅
子
と
い
う
字
を
覚
え
た
猟
師
は
、
本
物
の
獅
子

の
代
り
に
獅
子
の
影
（
＝
文
字
）
を
狙
い
、
女
と
い
う
字
を
覚
え
た
男
は
、
本
物

の
女
の
代
り
に
女
の
影
を
抱
く
よ
う
に
な
る
」（「
文
字
禍
」）。 

 

さ
ら
に
、
中
島
に
は
社
会
的
な
自
己
規
定
と
い
う
側
面
を
多
く
も
つ
「
自
我
同

一
性
」
の
ゆ
ら
ぎ
よ
り
も
、
よ
り
深
い
レ
ベ
ル
で
の
自
分
と
い
う
存
在
へ
の
疑
い

が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
き
に
引
い
た
、
自
分
は
身
体
諸
器
官
の
ど
こ
に

あ
る
の
か
、
自
分
は
「
器
械
人
形
で
は
な
い
の
か
」
と
い
う
疑
問
。
し
か
も
普
通

は
そ
の
あ
や
つ
り
手
が
自
分
で
あ
る
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
彼
は
そ
の
あ
や
つ

り
手
を
自
分
以
外
に
設
定
し
て
、
自
分
は
ど
こ
に
も
い
な
い
と
困
惑
し
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
奇
妙
で
あ
る
。
彼
は
パ
ス
カ
ル
と
全
く
同
様
に
無
限
を
前
に
し
て
お

の
の
い
た
が
、
そ
の
パ
ス
カ
ル
は
ま
た
、「
私
は
身
体
の
な
か
に
も
、
魂
の
な
か
に

も
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は 

 

あ
る
時
は
パ
ス
カ
ル
の
如
心
い
た
め
弱
き
蘆
を
ば
讃
め
憐
れ
み
き 

 

と
歌
っ
た
が
、 

 

あ
る
時
は
パ
ス
カ
ル
の
如
我
を
探
し
身
に
も
魂
に
も
求
め
え
ざ
り
き 

 
 

と
歌
っ
て
も
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

  

彼
は
ま
た
南
洋
の
島
民
た
ち
の
映
画
を
見
て
、
自
分
も
彼
ら
の
一
人
と
し
て
生



 

 

（ 

九 

）

れ
て
く
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
は
な
い
か
、
と
考
え
、
運
命
の
不
確
か
さ
に
不

安
を
抱
く
。
し
か
し
島
民
の
一
人
と
し
て
生
れ
て
き
た
は
ず
の
自
分
と
は
何
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
中
島
敦
の

”意
識
（
？
）“
を
も
っ
た
一
人
の
島
民
な
の
か
、
そ

れ
と
も
彼
と
は
何
の
関
係
も
な
い
島
民
な
の
か
。
前
者
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
も
は
や

一
人
の
島
民
、
彼
の
言
う
唯
物
論
も
無
上
命
法
も
太
陽
系
の
構
造
も
知
ら
な
い
人

間
で
は
な
い
。
し
か
し
後
者
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
全
く
彼
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
自

分
が
他
の
別
の
人
間
で
あ
っ
た
な
ら
、
と
想
像
す
る
時
、
別
の
人
間
で
あ
る
自
分

と
は
誰
な
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

「
悟
浄
出
世
」
に
は
彼
の
こ
の
疑
問
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
遍
歴
が
ユ
ー
モ
ラ

ス
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
彼
は
ど
う
し
て
自
ら
を
悟
浄
の
立
場
に
置
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
中
野
(14)

は
中
国
人
英
文
学
者
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
ー
の
説
を
引
い
て

い
る
。
フ
ー
は
「
西
遊
記
」
を
「
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
や
「
ハ
ッ
ク
ル
ベ
リ
ー
・

フ
ィ
ン
の
冒
険
」
と
比
較
し
、
孫
悟
空
は
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
や
ハ
ッ
ク
と
と
も
に

叙
事
詩
的
な
プ
ロ
ッ
ト
（epic plots

）
を
に
な
い
、
猪
八
戒
は
サ
ン
チ
ョ
・
パ

ン
サ
や
ジ
ム
と
と
も
に
田
園
詩
的
な
プ
ロ
ッ
ト
（pastoral plots

）
を
に
な
い
、

沙
悟
浄
は
禁
欲
的
プ
ロ
ッ
ト
（stoical plots

）
を
に
な
っ
て
お
り
、
沙
悟
浄
は

自
ら
は
憂
鬱
を
秘
め
つ
つ
人
を
笑
い
に
さ
そ
う
あ
の
ユ
ー
モ
リ
ス
ト
の
作
者
に
最

も
近
い
人
物
な
の
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
適
確
な
指
摘
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
が
、
他
方
、
心
理
学
者
で
あ
れ
ば
誰
し
も
こ
の
三
者
にKretschmer
の

気
質
三
類
型
を
想
起
す
る
で
あ
ろ
う
。
直
情
径
行
で
行
動
的
な
悟
空
は
て
ん
か
ん

気
質
者
で
あ
り
（
才
気
ば
し
っ
て
い
る
点
が
多
少
異
る
が
）、
単
純
で
明
る
く
世
俗

的
な
八
戒
は
躁
う
つ
気
質
者
で
あ
り
、
影
が
薄
く
内
省
的
な
悟
浄
は
（
統
合
）
失

調
気
質
者
で
あ
る
。
物
語
の
語
り
手
と
し
て
は
控
え
目
で
他
の
登
場
者
の
活
躍
の

背
景
と
な
り
、か
つ
そ
れ
ら
を
距
離
を
お
い
て
見
る
と
い
う
条
件
が
必
要
で
あ
り
、

そ
れ
は
失
調
気
質
者
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
い
さ
さ
か
先
取
り
し
て

言
え
ば
、
悟
浄
が
失
調
気
質
的
存
在
で
あ
る
が
故
に
、
中
島
は
自
ら
の
不
安
を
投

影
し
え
た
こ
と
に
な
ろ
う
。 

 

さ
て
、
悟
浄
は
捲
簾
大
将
の
生
ま
れ
か
わ
り
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
そ
の
当
時
の

記
憶
が
全
く
な
い
の
に
捲
簾
大
将
と
今
の
自
分
と
で
何
が
同
じ
な
の
か
、
と
不
思

議
に
思
う
。
身
体
か
そ
れ
と
も
魂
か
、
と
。
人
間
の
同
一
性
は
、
一
般
に
身
体
の

連
続
性
か
記
憶
の
連
続
性
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の 

両
者
が
不
十
分
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
時
に
し
ば
し
ば
も
ち
出
さ
れ
る
の
が
、 

”魂
“
と
い
う
個
体
原
理
で
あ
る
(15)

。
し
か
し
悟
浄
は
早
く
も
こ
こ
で
魂
も
個
体

原
理
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
悟
浄
、
つ
ま
り
は
中

島
が
明
確
に
記
憶
と
魂
と
を
分
け
て
い
た
か
ど
う
か
は
分
明
で
な
い
。
魂
と
言
う

直
前
に
彼
は
記
憶
に
触
れ
て
お
り
、
ま
た
、
同
作
品
中
で
後
に
出
て
く
る
賢
人
の

一
人
は
「
一
つ
の
継
続
し
た
我
と
は
何
だ
？ 

そ
れ
は
記
憶
の
影
の
堆
積
だ
よ
」

と
言
っ
て
も
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
あ
る
い
は
記
憶
と
魂
と
を
身
体
に
対
比
す
る

も
の
と
し
て
漠
然
と
同
一
視
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
自

分
と
は
誰
で
あ
り
、
何
で
あ
る
の
か
は
解
決
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
自
分
は
な

ぜ
こ
の
よ
う
で
あ
っ
て
別
の
よ
う
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
「
運
命
の
不

確
か
さ
」
や
「
次
元
の
異
っ
た
世
界
」
へ
の
問
い
、
そ
れ
は

”狼
疾

“
の
中
で
も

最
も
核
心
的
な
問
題
で
あ
る
。 

 

新
山
(16)

(17)

は
カ
プ
グ
ラ
症
状
に
つ
い
て
興
味
深
い
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
カ

プ
グ
ラ
症
状
と
は
自
ら
に
近
い
人
間
、
多
く
は
近
親
者
が
、
外
見
は
ま
っ
た
く
同

じ
で
あ
る
が
本
当
の
近
親
者
で
は
な
い
偽
物
に
す
り
か
わ
っ
て
い
る
、
と
訴
え
る

症
状
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
は
曖
昧
で
あ
り
、
漠
然
と
し
た
所
作
や
表
情
や
声
の
調

子
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
た
り
す
る
だ
け
で
あ
る
が
、
訴
え
自
体
は
確
信
的
で
訂
正
不

能
で
あ
る
。
通
常
そ
れ
は
重
複
記
憶
錯
誤
、
二
重
身
体
験
や
ソ
ジ
ー
の
錯
覚
（
カ

プ
グ
ラ
症
状
は
他
者
ソ
ジ
ー
で
あ
る
）、フ
レ
ゴ
リ
の
錯
覚
等
と
一
括
し
て
妄
想
性
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人
物
誤
認
症
候
群
に
含
め
ら
れ
て
い
る
(18)

。
し
か
し
新
山
は
カ
プ
グ
ラ
症
状
を
そ

れ
ら
と
は
別
の
特
異
な
症
状
と
考
え
、
そ
れ
を
通
し
て
独
特
な
人
間
の
個
体
原
理

を
見
出
そ
う
と
す
る
。
あ
る
人
物
が
そ
の
人
物
で
あ
る
の
は
何
に
よ
っ
て
で
あ
る

か
。
そ
れ
は
固
有
名
が
指
示
す
る
の
は
何
か
と
言
い
か
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
固

有
名
が
短
縮
さ
れ
た
確
定
記
述
で
あ
る
と
い
うRussel

の
説
や
そ
の
変
形
と
も
い

え
るSearle

の
ク
ラ
ス
タ
ー
説
で
は
、
固
有
名
が
そ
の
人
間
の
歴
史
性
を
も
含
め

た
属
性
群
の
総
体
と
し
て
の
人
間
を
指
す
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
てKripke

や

Putnam

ら
は
、
固
有
名
は
属
性
と
い
う
手
が
か
り
を
介
さ
ず
、
直
接
に
対
象
を
指

示
す
る
と
主
張
す
る
。Kripke

(19)

に
よ
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
ニ
コ
マ
コ

ス
倫
理
学
の
著
者
」「
プ
ラ
ト
ン
の
弟
子
」「
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大
王
の
師
」・
・
・

な
ど
の
属
性
が
全
て
否
定
さ
れ
て
も
、
な
お

”固
定
指
示
子

“
と
し
て
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
な
る
個
体
を
直
接
に
指
示
し
て
い
る
。
他
方
でKripke

は
別
の
例
（
エ
リ

ザ
ベ
ス
二
世
）
で
、
彼
女
が
別
の
生
涯
を
送
り
、
女
王
で
は
な
く
貧
民
に
な
っ
た

こ
と
を
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
彼
女
が
別
の
両
親
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
は

想
像
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
新
山
に
よ
れ
ば
、
個
体
原
理
の
起
源
を
精

子
と
卵
子
に
求
め
る
な
ら
ば
そ
の
精
子
と
卵
子
に
も
固
有
名
が
必
要
で
あ
る
し
、

さ
ら
に
そ
の
起
源
で
あ
る
精
子
と
卵
子
に
も
固
有
名
が
必
要
で
あ
り
・
・
・
無
限

遡
及
の
は
て
に
固
有
名
を
与
え
る
こ
と
が
不
適
切
な
単
純
な
有
機
物
質
に
ま
で
遡

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
人
物
の
個
体
原
理
を
何
ら
か
の
実
在
す
る
存
在

者
の
起
源
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は

Kripke

の
「
本
質
主
義
」
を
批
判
し
たSalmon

の
、
対
象
か
ら
す
べ
て
の
属
性
を

と
り
去
っ
て
も
残
さ
れ
る
ま
さ
に
こ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
性
質
、「
こ
の
も
の

性
（haecceity

）」
な
る
概
念
を
と
り
上
げ
る
。
そ
し
て
人
間
に
お
け
る
起
源
と

い
う
属
性
を
も
と
り
去
っ
た
個
体
原
理
を
想
定
す
る
。
そ
れ
が
、
か
ね
て
か
ら
哲

学
者
の
永
井
均
が
主
張
す
る
、
実
在
の
私
が
所
有
す
る
全
て
の
属
性
を
と
り
去
っ

て
も
な
お
私
で
あ
る
と
こ
ろ
の
こ
の
私
─
─
永
井
は
そ
れ
を
〈
私
〉
と
表
記
す
る

─
─
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
プ
グ
ラ
症
状
で
、
あ
る
近
親
者
の

外
見
が
全
く
変
わ
ら
な
い
の
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
主
張
さ
れ
る
の
は
、
そ
の

近
親
者
の
〈
私
〉
で
あ
る
、
と
す
る
。 

 

諸
属
性
か
ら
全
く
独
立
し
た
、
無
色
透
明
な
、
純
粋
の
「
こ
の
も
の
性
」
な
ど

あ
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
様
に
人
間
に
と
っ
て
の
「
こ
の
も
の
性
」、〈
私
〉

な
ど
あ
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
〈
私
〉
が
私
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
他

者
に
も
あ
り
う
る
と
想
定
す
る
こ
と
は
正
当
で
あ
ろ
う
か
。〈
私
〉
と
い
う
あ
り
方

を
指
摘
し
た
永
井
自
身
は
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
。
こ
の
点
は
研
究

者
間
に
お
い
て
も
議
論
の
わ
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
う
し
た
個
体

原
理
を
想
定
す
る
と
、
了
解
し
が
た
い
カ
プ
グ
ラ
症
状
が
極
め
て
理
解
さ
れ
や
す

く
な
る
こ
と
も
た
し
か
で
あ
る
。そ
し
て
当
面
問
題
に
な
る
の
は
、「
こ
の
も
の
性
」

と
し
て
の
〈
私
〉
を
導
入
す
る
と
中
島
の
疑
問
に
も
解
答
で
き
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。 

 

全
く
記
憶
の
な
い
捲
簾
大
将
と
悟
浄
に
お
い
て
同
じ
な
の
は
、
そ
の
「
こ
の
も

の
性
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
〈
私
〉
で
あ
る
。
既
述
の
如
く
中
島
は
南
洋
の
島
民
と

し
て
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
わ
れ
わ
れ
は

し
ば
し
ば
、
自
分
が
別
の
誰
々
で
あ
っ
た
ら
、
と
想
像
す
る
。
し
か
し
別
の
人
間

で
あ
る
自
分
と
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
通
常
は
現
在
の
自
分
の
意
識
が
別
の
羨
む
べ

き
、
ま
た
は
憐
れ
む
べ
き
人
間
の
中
に
入
り
こ
み
、
そ
の
栄
光
な
い
し
悲
惨
を
味

わ
う
、
と
い
っ
た
事
態
を
漠
然
と
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
自
分
が
も
し
ア

イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
で
あ
っ
た
な
ら
、
宇
宙
の
神
秘
を
解
明
し
え
た
喜
び
を
味
わ
っ

た
で
あ
ろ
う
し
、亡
命
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
苦
し
み
を
も
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
場
合
の
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
は
明
ら
か
に
自
分
で
あ
り
、
自
分
が

別
の
人
間
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
変
化
し
た
の
は
自
分
の
属
性
に
す
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ぎ
な
い
。
他
方
、
自
分
が
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
な
り
き
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
は

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
そ
の
人
で
あ
っ
て
、
自
分
と
は
一
切
無
関
係
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
中
島
は
島
民
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
は
な
い
か
、
と

考
え
る
が
、
南
洋
の
素
朴
で
健
康
な
島
民
を
羨
み
、
自
分
が
そ
の
よ
う
に
な
り
た

い
と
願
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
唯
物
論
も
無
上
命
法
も
知
ら
な
い
島
民
を
憐

れ
み
、
そ
の
よ
う
で
な
く
て
よ
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
彼
は
た

だ
そ
う
で
な
か
っ
た
こ
と
に
運
命
の
不
確
か
さ
を
感
じ
、
不
安
に
襲
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
彼
の
想
定
は
、
わ
れ
わ
れ
が
も
し
別
の
人
間
で
あ
っ
た
ら
、
と
考
え
る
そ

れ
と
は
異
っ
て
い
る
。
で
は
運
命
次
第
で
中
島
敦
に
も
島
民
に
も
な
り
え
た
と
こ

ろ
の
も
の
と
は
何
か
。
そ
れ
は
何
の
属
性
も
も
た
な
い
無
色
透
明
な
「
こ
の
も
の

性
」
と
し
て
の
彼
の
〈
私
〉
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
〈
私
〉
が
中

島
敦
と
い
う
人
間
で
も
島
民
の
一
人
で
も
、
あ
る
い
は
他
の
誰
か
で
も
あ
り
う
る

貫
世
界
的
同
一
性
が
成
立
す
る
の
は
、
当
然
に
、
互
い
に
時
空
間
的
連
続
性
や
因

果
関
連
の
存
在
し
な
い
複
数
の
異
る
可
能
世
界
を
前
提
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
「
何
故
俺
は
俺
を
俺
と
思
う
の
か
？ 

他
の
者
を
俺
と
思
う
て
も

差
支
え
な
か
ろ
う
に
。
俺
と
は
一
体
何
だ
？
」
と
い
う
自
己
へ
の
問
い
と
、
す
べ

て
は
「
何
故
に
（
選
択
的
に
如
何
に
し
て

、
、
、
、
、
で
は
な
く
、
根
本
的
に
何
故
に

、
、
、
）
そ
の

如
く
起
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
」（「
悟
浄
出
世
」）
と
い
う
世
界
へ
の
問
い
と
は
一
致
す

る
か
に
み
え
る
。
最
初
の
神
ラ
ー
は
太
初
の
混
沌
ヌ
ー
か
ら
生
ま
れ
た
が
、
で
は

な
ぜ
初
め
に
ヌ
ー
が
あ
っ
た
の
か
、
な
く
て
も
一
向
に
さ
し
つ
か
え
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
こ
の
疑
い
に
と
り
つ
か
れ
て
聡
明
な
セ
ト
ナ
皇
子
は
廃
人
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
（「
セ
ト
ナ
皇
子
」）。
そ
の
根
源
、
そ
の
第
一
原
理
を
知
り
た
い
と
い

う
希
求
と
、
自
分
は
な
ぜ
自
分
な
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、〈
私
〉
は
な
ぜ
さ
ま
ざ
ま

な
属
性
を
も
つ
こ
の「
私
」と
結
び
つ
い
た
の
か
を
知
り
た
い
と
い
う
そ
れ
と
は
、

と
も
に
無
限
の
可
能
世
界
を
前
に
し
た
お
の
の
き
な
の
で
あ
る
。 

 

筆
者
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
属
性
を
欠
い
た
純
粋
な
「
こ
の
も
の
性
」
と
し
て
の
〈
私
〉

な
る
概
念
の
正
否
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
中
島
は
そ
の
類
い
稀

な
知
性
と
、
そ
う
い
っ
て
よ
け
れ
ば
病
理
的
な
心
性
と
に
よ
っ
て
、
後
に
分
析
哲

学
や
精
神
病
理
学
が
論
じ
る
こ
と
に
な
る
問
題
を
先
取
り
し
て
い
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

  

以
上
、
”狼

疾
“
の
諸
相
を
や
や
詳
し
く
み
て
き
た
。
彼
は
自
分
と
い
う
存
在
に

確
信
が
も
て
ず
、
自
分
自
身
に
も
自
分
の
身
体
に
も
違
和
感
、
疎
隔
感
を
も
っ
て

い
た
。
彼
は
自
分
と
は
何
か
が
わ
か
ら
な
い
の
に
他
人
と
は
決
定
的
に
異
る
と
考

え
（Anderssein

）、
そ
の
理
由
を
知
ろ
う
と
果
て
し
な
い
自
己
分
析
を
く
り
返
し

た
。
彼
は
現
実
世
界
を
よ
そ
よ
そ
し
く
ヴ
ェ
ー
ル
を
隔
て
た
も
の
と
感
じ
、
に
も

か
か
わ
ら
ず
そ
れ
と
関
わ
る
こ
と
を
恐
れ
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
が
確
固
た
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
熱
望
す
る
ほ
ど
に
脆
い
も
の
と
感
じ
て
い
た
。
彼
は
人
生
を

苛
酷
と
感
じ
、何
を
し
て
も
不
全
感
に
悩
ま
さ
れ
、常
に
空
虚
感
を
抱
い
て
い
た
。

彼
は
傷
つ
き
や
す
く
、と
も
す
れ
ば
自
分
の
自
閉
的
な
世
界
に
逃
げ
こ
み
、美
的
、

抽
象
的
、
超
越
的
な
も
の
に
救
い
を
求
め
よ
う
と
し
た
が
、
し
か
し
そ
う
し
た
自

分
を
恥
じ
、
異
常
で
あ
る
と
感
じ
て
い
た
。
彼
は
か
な
り
典
型
的
な
（
統
合
）
失

調
気
質
者
、Kretschmer

(20)

の
サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
適
用
す
れ
ば
「
上
品
で
感
覚

の
繊
細
な
」
タ
イ
プ
、
そ
こ
に
い
く
分
か
「
形
式
を
尊
ぶ
詩
人
」
や
「
純
粋
な
理

想
主
義
者
」
が
加
わ
っ
た
そ
れ
で
あ
ろ
う
。 

 
DSM-V

に
よ
っ
て
分
類
す
れ
ば
、
失
調
病
質
や
同
病
型
は
、
あ
ま
り
に
人
格
の
偏

位
を
重
視
し
て
い
る
の
で
妥
当
し
な
い
。
む
し
ろ
回
避
性
人
格
と
の
鑑
別
が
問
題

に
な
ろ
う
。
中
島
に
は
対
人
的
に
過
敏
で
外
界
と
距
離
を
と
り
、
よ
り
内
面
に
向

か
お
う
と
す
る
傾
向
は
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
対
人
接
触
を
避
け
る
こ

と
は
な
い
し
、
社
会
的
、
職
業
的
活
動
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
も
な
く
、
親
し
い



 

 

（ 

一
二 

）

友
人
も
平
均
的
な
ほ
ど
に
は
存
在
し
た
。
予
期
不
安
や
緘
黙
傾
向
も
な
か
っ
た
。

何
よ
り
も
回
避
性
人
格
の
単
純
な
記
述
は
、
彼
の
も
つ
内
面
的
な
傷
つ
き
や
す
さ

と
は
う
ら
は
ら
の
強
力
性
、
自
己
の
追
求
に
と
ど
ま
ら
ず
、
万
事
に
お
い
て
の 

 

―
―
た
と
え
ば
ラ
テ
ン
語
の
習
得
な
ど
ま
で
に
至
る
執
拗
な
徹
底
性
、
対
人
場
面

で
の
積
極
性
や
支
配
性
、
小
説
家
た
ら
ん
と
す
る
強
い
意
志
な
ど
な
ど
、
を
含
み

え
て
い
な
い
。
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
なKretschmerian

で
あ
る
筆
者
に
は
、

こ
う
し
た
複
義
性
を
含
意
し
た
古
典
的
な
意
味
で
の
失
調
気
質
（
分
裂
気
質
）
と

い
う
表
現
が
、
彼
の
性
格
に
最
も
適
切
に
妥
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 
Glatzel

ら
(21)

(22)

は
内
因
性
若
年
無
力
性
不
全
症
候
群
（endogene 
juvenil- 

asthenischer Versagenssyndrome, EJAVS

）
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
神
経
衰
弱

と
い
わ
れ
る
よ
う
な
状
態
に
あ
り
、
と
り
わ
け
離
人
体
験
、
体
感
異
常
、
思
考
障

害
が
顕
著
で
慢
性
的
に
経
過
す
る
例
を
、
一
つ
の
症
候
群
と
し
て
と
り
上
げ
た
。

こ
れ
ら
の
症
状
は
多
少
な
り
と
も
中
島
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け

そ
の
思
考
障
害
に
お
い
て
は
、
文
章
や
言
葉
の
意
味
は
わ
か
る
が
ぴ
っ
た
り
と
実

感
で
き
な
い
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
形
成
能
力
の
障
害
に
由
来
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
既
述
の
中
島
の
体
験
に
か
な

り
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
しGlatzel

の
あ
げ
て
い
る
症
例
フ
ラ
ン
ツ-

ヨ
ー
ゼ
フ
は
中
島
よ
り
も
か
な
り
重
篤
で
あ
り
、中
島
がEJAVS

に
含
ま
れ
る
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
失
調
性
格
圏
に
は
幅
広
い
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
が
あ
り
、
そ
こ
に
は

多
か
れ
少
な
か
れ

”神
経
衰
弱

“
様
の
側
面
が
あ
る
が
、
中
島
は
よ
り
正
常
に
近

い
位
置
に
、EJAVS

は
よ
り
病
的
な
位
置
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

か
つ
て
口
の
悪
い
評
論
家
は
、
私
小
説
家
た
ち
の
苦
悩
は
勲
章
一
つ
も
ら
え
ば

霧
散
す
る
、
と
述
べ
た
。
中
島
に
も
い
わ
ゆ
る
自
己
不
確
実
（Selbstunsicher

）

な
側
面
が
あ
り
、
小
説
家
と
し
て
の
名
声
や
収
入
な
ど
の
、
何
か
確
実
性
を
保
証

す
る
も
の
を
求
め
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
彼
が
そ
れ
を
得
た
と
し
て
も
、

彼
は
私
小
説
家
と
は
異
り
、
自
己
自
身
と
の
乖
離
や
自
分
と
い
う
存
在
の
謎
に
由

来
す
る
苦
し
み
を
解
消
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

  
 
 

三
．
未
完
成
な
「
漢
詩
」
を
め
ぐ
っ
て 

  

中
島
の
漢
詩
は
二
十
五
首
が
全
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
川
村
に
よ
れ
ば
そ

れ
以
外
に
、
次
の
よ
う
な
未
定
稿
が
手
帳
に
記
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

  
 

今
夜
喘
々
又
不
眠 

 
 

生
来
不
識
生
吾
母 

 
 

病
中
思
母
愁
傷
久 

 
 

病
骨
今
宵
又
不
眠 

 
 

燈
前
翳
見
疲
痩
手 

 

韻
も
平
仄
も
な
く
、
同
じ
漢
字
が
重
複
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
何
や
ら
不
思
議
な

作
品
で
あ
る
。
古
詩
と
し
て
も
、
韻
が
な
く
て
は
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 
 

 

韻
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
無
論
そ
れ
は
詩
に
一
定
の
声
調
や
リ
ズ
ム
を
与
え
る

も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
よ
り
以
上
の
機
能
を
も
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
も
ろ
も

ろ
の
イ
メ
ー
ジ
の
大
い
な
る
飛
躍
、
意
味
に
か
か
わ
ら
な
い
偶
然
的
な
事
象
の
邂

逅
、
そ
れ
に
よ
る
世
界
の
転
位
と
豊
饒
化
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
通
常
は
シ
ニ
フ

ィ
ア
ン
―
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
結
合
体
が
重
畳
し
構
造
化
さ
れ
た
、
意
味
の
網
状
組
織

の
中
に
あ
る
。
韻
は
語
音
の
類
似
や
連
合
に
よ
っ
て
こ
の
組
織
に
空
隙
を
穿
ち
、

遠
く
離
れ
た
も
の
を
近
接
さ
せ
、
異
質
な
も
の
を
同
化
さ
せ
る
。 

 

似
た
よ
う
な
試
み
は
近
代
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
方
法
的
に
と
り
上
げ
ら
れ
て



 

 

（ 

一
三 

）

き
た
。Breton

やErnst

ら
の
デ
ペ
イ
ズ
マ
ン
に
よ
る

”コ
ラ
ー
ジ
ュ

“
と
い
う
実

験
。
そ
れ
は
全
く
無
関
係
な
二
者
の
邂
逅
で
あ
り
、
彼
ら
は
そ
れ
を
次
々
に
連
結

さ
せ
て
奇
怪
な
物
語
を
創
り
出
し
た
り
す
る
(23)

。
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ト
た
ち
の

言
う
「
客
観
的
偶
然
」、
九
鬼
で
あ
れ
ば
仮
説
的
偶
然
に
お
け
る
理
由
的
な
い
し
目

的
的
偶
然
と
呼
び
そ
う
な
こ
う
し
た
偶
然
性
に
は
、
韻
の
効
果
に
類
似
し
た
面
が

あ
る
。 

 
Deleuze

とGuattari
(24)

も
、
リ
ゾ
ー
ム
に
お
け
る
異
質
な
も
の
の
出
会
い
、
雀

蜂
と
蘭
、
狒
狒
と
猫
な
ど
を
対
比
さ
せ
る
。 

  

「
・
・
・
雀
蜂
と
蘭
は
、
非
等
質
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
リ
ゾ
ー
ム
を
な
し

て
い
る
。
・
・
・
も
は
や
ま
っ
た
く
模
倣
な
ど
で
は
な
く
、
コ
ー
ド
の
捕
獲
、

コ
ー
ド
の
剰
余
価
値
、
原
子
価
の
増
量
、
真
の
生
成
変
化

ド
ゥ
ヴ
ニ

ー
ル

（
な
る
こ
と
）
、
蘭

の
雀
蜂
へ
の
生
成
変
化
、
雀
蜂
の
蘭
へ
の
生
成
変
化
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
生

成
変
化
の
お
の
お
の
が
二
項
の
う
ち
の
一
方
の
脱
領
土
化
と
も
う
一
方
の
再

領
土
化
を
保
証
し
、
二
つ
の
生
成
変
化
は
諸
強
度
の
循
環
に
し
た
が
っ
て
連
鎖

を
な
し
か
つ
交
代
で
働
き
、
こ
の
循
環
が
脱
領
土
化
を
つ
ね
に
よ
り
い
っ
そ
う

推
し
進
め
る
の
だ
。
そ
こ
に
は
模
倣
も
類
似
も
な
く
、
一
個
の
共
通
の
リ
ゾ
ー

ム
か
ら
な
る
逃
走
線
に
お
い
て
二
つ
の
異
質
な
系
列

セ
リ
ー

が
炸
裂
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
こ
の
共
通
の
リ
ゾ
ー
ム
は
意
味
に
か
か
わ
る
ど
ん
な
も
の
に
も
帰
属
せ

ず
、
従
属
も
し
な
い
。・
・
・
」 

  

し
か
し
彼
ら
の
騒
々
し
い
饒
舌
も
ど
こ
か
「
家
族
的
類
似
性
」
の
焼
き
直
し
の

よ
う
な
面
が
あ
り
、
逃
走
線
が
果
て
し
な
く
延
長
さ
れ
た
と
し
て
も
、
他
方
で
大

も
と
に
お
い
て
意
味
や
類
似
に
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
音
の
も
た

ら
す
全
き
偶
然
性
と
は
異
っ
て
い
る
。 

 

そ
し
て
、
漢
詩
に
お
け
る
韻
の
効
果
は
そ
の
よ
う
な
無
限
開
放
性
を
指
向
す
る

も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
都
度
の
形
態
化
を
要
求
す
る
点
で
、
む
し
ろ
わ
が

国
の
俳
句
に
近
い
。
山
口
誓
子
は
芭
蕉
の
「
取
合
せ
」
と
い
う
技
法
を
再
び
と
り

上
げ
、
そ
れ
を
「
飛
躍
法
」
と
呼
ん
で
、
そ
こ
に
新
し
い
生
命
を
吹
き
こ
も
う
と

し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
「
取
合
せ
」
と
は
自
然
の
物
と
物
と
を
関
係
に
お
い
て
捉
え

る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
関
係
と
は
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
全
く
新
し
い

飛
躍
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
し
ば
し
ば
「
二
物
衝
撃
」
な

ど
と
言
い
換
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
異
質
な
二
者
の
衝
撃
的
な
出
会
い
が
期
待

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
取
合
せ
の
俳
句
は
一
つ
の
出
会
い
を
描
く
も
の
で
あ

る
が
、
漢
詩
で
は
そ
れ
が
重
合
さ
れ
る
。
こ
の
点
で
漢
詩
は
む
し
ろ
連
歌
に
近
い

か
も
し
れ
な
い
が
、
後
者
は
意
味
に
よ
る
連
合
で
あ
る
点
で
前
者
と
決
定
的
に
異

っ
て
い
る
。 

 

任
意
の
一
例
。
た
と
え
ば
「
唐
詩
選
」
中
の
一
詩
。 

  
 

節
使
橫
行
西
出
師 

 
 

鳴
弓
擐
甲
羽
林
兒 

 
 

臺
上
霜
風
凌
草
木 

 
 

軍
中
殺
氣
傍
旌
旗 

 
 

預
知
漢
將
宣
威
日 

 
 

正
是
胡
塵
欲
滅
時 

 
 

爲
報
使
君
多
泛
菊 

 
 

更
將
絃
管
醉
東
籬 

（
岑
參
「
九
日
使
君
席
奉
餞
衛
中
丞
赴
長
水
」） 

 

な
ぜ
漢
時
の
近
衛
軍
（
羽
林
兒
）
が
陶
淵
明
の
閑
適
と
結
び
つ
く
の
か
。
そ
れ
は



 

 

（ 

一
四 

）

兒
と
籬
の
音
が
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
た
と
え
ば
頷
聯
の
後
句
（
第
四
句
）。

岑
參
が
衛
中
丞
を
驃
騎
や
飛
將
軍
に
た
と
え
て
賞
讃
し
よ
う
と
す
れ
ば
「
塞
邊
武

烈
服
戎
夷
」
と
し
て
も
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ぬ
き
ん
で
た
智
將
で
あ
る
と
讃

え
る
な
ら
ば
「
心
中
籌
策
運
軍
帷
」
と
し
て
も
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
眼
前
の

光
景
で
は
な
く
や
が
て
来
た
る
べ
き
攻
城
戦
に
思
い
を
馳
せ
れ
ば
「
胸
襟
兵
意
略

湯
池
」
と
し
て
も
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
一
種
の
メ
タ
パ
ラ
デ
ィ
グ
ム

が
可
能
な
の
は
、
夷
、
帷
、
池
と
い
っ
た
文
字
群
の
音
が
旗
と
同
じ
だ
か
ら
で
あ

る
。
一
つ
の
原
基
的
な
音
は
多
数
の
韻
字
を
生
み
出
し
、
分
化
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
韻
字
は
自
ら
の
上
に
多
彩
な
イ
メ
ー
ジ
群
を
織
り
成
し
て
い
く
。
そ
れ
ら
イ
メ

ー
ジ
群
は
互
い
に
無
関
係
で
あ
り
な
が
ら
不
思
議
な
出
会
い
に
よ
っ
て
照
応
し
牽

引
し
あ
い
、
や
が
て
そ
れ
自
体
の
世
界
を
構
成
す
る
。
し
か
し
そ
の
意
味
的
世
界

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
統
合
し
て
い
る
本
当
の
中
心
は
そ
の
背
後
、
な
い
し
そ
の

外
部
に
見
え
な
い
形
で
存
在
し
て
い
る
。
岑
參
な
ど
中
国
古
代
の
大
詩
人
た
ち
に

と
っ
て
、
押
韻
は
自
由
に
お
け
る
制
約
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
イ
マ

ジ
ネ
ー
ル
を
飛
翔
さ
せ
、
た
ま
た
ま
擦
過
し
た
韻
字
群
を
次
々
に
、
自
在
に
使
用

す
る
。
し
か
し
漢
詩
は
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
果
て
し
な
い
遁
走
と
は
異
り
、
対
句
に
お

い
て
も
作
品
全
体
に
お
い
て
も
、
二
者
な
い
し
数
者
が

”基
づ
け

“（Fundierung

）

の
機
能
に
よ
っ
て
そ
の
都
度
一
つ
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
を
構
成
し
、
そ
の
完
結
性
に

よ
っ
て
一
篇
の
詩
は
再
び
現
実
世
界
に
還
帰
す
る
。
そ
し
て
こ
の
完
結
性
を
も
た

ら
す
も
の
は
原
基
的
な
音
で
あ
る
。 

 

他
方
、
現
代
の
日
本
人
が
作
詩
を
試
み
よ
う
と
す
れ
ば
、
押
韻
は
制
約
に
お
け

る
自
由
と
し
て
機
能
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
韻
字
に
拘
束
さ
れ
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
を

作
動
さ
せ
る
と
同
時
に
韻
字
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。最
悪
の
場
合
に
は
、

韻
字
に
予
め
備
給
さ
れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
群
を
選
択
、
排
列
す
る
と
い
う
安
易
な

仕
方
で
作
詩
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
こ
の
よ
う
な
場
合
で

も
、
偶
然
的
な
事
象
の
邂
逅
や
詩
趣
の
飛
躍
と
い
っ
た
韻
字
の
特
質
が
失
わ
れ
る

こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
。
い
ず
れ
に
し
て
も
現
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
作
詩
と

は
何
よ
り
も
韻
字
へ
の
意
志
、
そ
の
獲
得
へ
の
指
向
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
中
島
の
問
題
の
「
漢
詩
」
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
押
韻
へ
の
意
志
が
全

く
存
在
し
な
い
。
そ
れ
故
に
こ
の
「
漢
詩
」
は
実
は
漢
詩
の
未
定
稿
で
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。
川
村
は
漢
文
文
化
の
男
性
的
な
感
慨
や
慨
世
の
志
を
詠
う
漢
詩
表

現
に
は
な
じ
ま
な
い
、
あ
る
意
味
で
は
女
々
し
い
母
へ
の
思
慕
を
、
中
島
は
あ
え

て
漢
詩
作
品
の
中
に
詠
み
こ
ん
で
み
よ
う
と
し
た
、
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
そ
れ

は
自
分
の
不
幸
が
母
性
喪
失
の
喪
失
感
に
基
い
て
い
る
こ
と
を
彼
が
自
覚
し
て
い

た
か
ら
で
あ
り
、〈
狼
疾
〉
の
よ
っ
て
来
た
る
所
以
、
そ
れ
を
追
求
し
よ
う
と
し
た

の
が
中
島
の
漢
詩
創
作
の
意
味
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。 

 

し
か
し
管
見
で
は
、
こ
の
未
定
稿
を
漢
詩
の
前
形
態
と
考
え
る
の
は
誤
解
で
あ

る
。
漢
詩
風
な
表
現
は
日
本
語
で
な
い
と
い
う
間
接
性
に
よ
っ
て
、
ま
た
委
曲
を

つ
く
し
え
な
い
孤
立
語
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
に
と
っ
て
は
、
女
々
し
い
感

情
や
俗
物
的
欲
求
な
ど
を
あ
ま
り
恥
じ
る
こ
と
な
く
表
出
す
る
の
に
適
し
た
言
葉

だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
私
的
な
文
章
、
日
記
や
断
片
的
雑
記

な
ど
で
、
わ
れ
わ
れ
も
し
ば
し
ば
書
き
に
く
い
言
葉
を
外
国
語
な
ど
で
表
記
す
る

こ
と
に
似
て
い
る
。
同
じ
く
間
接
的
と
い
っ
て
も
、
漢
文
は
ど
う
し
て
も
説
明
的

に
な
る
の
で
、
漢
詩
の
よ
う
に
核
心
部
の
み
を
簡
潔
に
提
示
し
、
し
か
も
各
行
間

に
あ
る
程
度
の
断
絶
が
あ
る
形
式
の
方
が
、
書
き
手
に
と
っ
て
は
よ
り
抵
抗
が
少

な
い
。
加
え
て
そ
れ
に
は
箇
条
書
き
の
よ
う
に
内
容
を
整
理
し
て
提
示
す
る
利
点

も
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
未
定
稿
は
漢
詩
の
前
形
態
で
は
な
く
、
苦
し
く
弱
っ
た
心

情
を
書
き
記
し
た
メ
モ
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
苦
し
み
が
漢
詩
的
な
詠
嘆
調
を
と

っ
て
表
現
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ど
こ

ま
で
も
メ
モ
な
の
で
あ
っ
て
、
漢
詩
の
未
定
稿
で
は
な
い
。
彼
の
苦
し
み
は
よ
く



 

 

（ 

一
五 

）

理
解
で
き
る
が
、
漢
詩
作
品
の
な
か
に
女
々
し
い
感
情
を
あ
え
て
詠
み
こ
も
う
と

し
た
、
と
い
う
指
摘
は
、
深
読
み
に
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 

  
 
 

結 
語 

  

こ
の
小
論
で
は
中
島
敦
を
病
跡
学
的
に
考
察
し
た
。
ま
ず
「
牛
人
」
や
「
妖
氛

録
」
に
父
母
と
の
葛
藤
が
投
影
さ
れ
て
い
る
可
能
性
に
触
れ
た
。
次
に
彼
の

”狼

疾
“
はKretschmer

の
言
う
意
味
で
の
失
調
気
質
に
基
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
た
。
最
後
に
漢
詩
の
未
定
稿
と
さ
れ
て
い
る
作
品
に
つ
い
て
、
押
韻
へ
の
意

志
の
欠
如
と
い
う
点
か
ら
、
そ
れ
は
漢
詩
の
未
定
稿
で
は
な
く
一
種
の
メ
モ
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。 
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