
一

被
造
物
と
し
て
の
怪
物

︱
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
カ
フ
カ
論
に
お
け
る
﹁
怪
物
﹂
の
モ
テ
ィ
ー
フ

小
林　

哲
也

は
じ
め
に

　

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
一
九
三
四
年
に
発
表
し
た
エ
ッ
セ
イ
﹁
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
﹂
に
お
い
て
、
カ
フ
カ
の
テ
ク
ス
ト
で
語
ら

れ
る
﹁
猫
羊
﹂
や
﹁
オ
ド
ラ
デ
ク
﹂
と
い
っ
た
奇
妙
な
存
在
に
着
目
し
、
こ
れ
ら
の
﹁
歪
ん
だ
﹂
存
在
が
、
カ
フ
カ
作
品
に
お
け
る
日
常
へ

の
﹁
太
古
﹂
の
侵
入
、
忘
却
さ
れ
た
﹁
罪
﹂
へ
の
不
安
と
関
わ
る
重
要
な
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
エ
ッ
セ
イ
の
草
稿
か

ら
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
こ
う
し
た
﹁
怪
物
た
ちM

onstra

﹂
に
あ
る
種
の
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
と
し
て
の
役
割
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る︶
1
︵

。
こ
う
し
た
怪
物
把
握
は
、
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
怪
物
論
の
系
譜
に
お
い
て
み
る
時
、
怪
物
を
も
神
の
被
造
物
と
し
て
把
握
す
る
議
論

と
親
和
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
が
、
創
造
者
と
し
て
の
神
と
の
断
絶
を
前
提
と
し
て
い
る
カ
フ
カ
作
品
を
対
象
と
す
る
こ
と

で
、
怪
物
形
象
も
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
独
自
の
歴
史
哲
学
的
な
意
味
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

本
稿
で
は
、
ま
ず
古
代
か
ら
近
代
に
至
る
怪
物
論
を
概
観
し
、
文
明
と
野
蛮
、
正
常
と
異
常
の
境
界
領
域
に
見
出
さ
れ
る
怪
物
や
奇
形
に

対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
文
明
の
果
て
の
異
境
に
見
出
さ
れ
る
怪
物
は
、
異
文
化
の
他



二

者
へ
の
恐
怖
や
不
安
を
対
象
化
し
た
グ
ロ
テ
ス
ク
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
あ
っ
た
。
自
然
の
中
に
見
出
さ
れ
る
﹁
怪
物
=
奇
形
﹂
は
、
そ
の
ラ

テ
ン
語
の
語
源
﹁m

onstrare

示
す
﹂﹁m

onere

警
告
す
る
﹂
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
災
厄
の
﹁
前
兆
﹂
や
、
罪
へ
の
返
報
を
警
告
す
る
、
あ

る
種
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
担
う
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。

　

次
に
カ
フ
カ
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
怪
物
を
め
ぐ
る
問
題
系
が
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
う
る
か
を
検
討
す
る
。
カ
フ
カ
研
究
に
お
い

て
境
界
や
他
者
性
を
巡
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
議
論
を
参
照
し
つ
つ
、
カ
フ
カ
作
品
に
お
い
て
は
内
部
と
外
部
の
画
定
が
歪
ん
だ
形
で
し
か
行

わ
れ
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
も
カ
フ
カ
の
作
品
世
界
の
特
徴
と
し
て
﹁
歪
みEntstellung

﹂
を
見
て
い
る
。
こ
れ
を
例
え
ば
神
学
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る

と
失
敗
す
る
こ
と
を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
強
調
し
、
む
し
ろ
そ
の
﹁
歪
み
﹂
の
意
味
を
テ
ク
ス
ト
に
現
れ
る
個
々
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
即
し
て
検
討

す
る
必
要
を
語
る
。
本
稿
で
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
﹁
猫
羊
﹂
や
﹁
オ
ド
ラ
デ
ク
﹂
と
い
っ
た
モ
テ
ィ
ー
フ
に
着
目
す
る
時
、
彼
が
そ
う
し
た
﹁
イ

メ
ー
ジB

ild

﹂
を
何
ら
か
の
対
象
を
代
理
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
意
味
作
用
の
媒
体
と
し
て
あ
る
と
見
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
。
最
後
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
カ
フ
カ
の
怪
物
を
忘
却
と
罪
の
産
物
と
す
る
こ
と
の
意
味
を
検
討
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
怪
物
的
な
も
の

と
し
て
導
入
す
る
﹁
せ
む
し
の
小
人
﹂
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
意
義
を
論
じ
る
。

１　

怪
物
論

境
界
侵
犯
者
と
し
て
の
怪
物
、
外
部
の
脅
威

　

中
国
の
﹃
山
海
経
﹄
や
ロ
ー
マ
帝
国
の
プ
リ
ニ
ウ
ス
が
著
し
た
﹃
博
物
誌
﹄
と
い
っ
た
、
古
代
の
地
誌
や
博
物
誌
に
は
、
怪
物
に
つ
い
て

の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
怪
物
は
、
そ
こ
で
は
、
文
明
の
果
て
の
異
境
に
見
出
さ
れ
る
奇
異
な
存
在
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ー
マ
帝
国



被
造
物
と
し
て
の
怪
物

三

の
周
辺
領
土
の
統
治
官
だ
っ
た
プ
リ
ニ
ウ
ス
は
、
多
く
の
自
然
の
事
物
と
な
ら
ん
で
、
例
え
ば
ラ
イ
オ
ン
の
胴
体
に
サ
ソ
リ
の
尾
、
そ
し
て

人
間
の
顔
を
持
つ
マ
ン
テ
ィ
コ
ラ
と
い
っ
た
異
形
の
怪
物
や
ス
キ
タ
イ
地
方
に
住
む
と
い
う
犬
の
頭
を
し
た
残
忍
な
種
族
に
つ
い
て
言
及
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
怪
物
は
、
も
っ
ぱ
ら
帝
国
の
周
辺
部
あ
る
い
は
外
部
に
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、
外
部
へ
の
境
界
領
域
は
グ
ロ
テ
ス
ク
な
怪

物
や
野
蛮
な
他
者
が
現
れ
る
場
所
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た︶

2
︵

。﹁
混
合
存
在
﹂
と
し
て
の
怪
物
は
﹁
あ
れ
で
も
な
い
し
こ
れ
で
も
な
い

が
あ
れ
で
も
あ
る
し
こ
れ
で
も
あ
る
﹂
存
在
と
し
て
、
不
純
な
禍
々
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
と
同
時
に
種
の
境
界

0

0

0

0

を
越
境
し
て
接
合
す
る
こ
と

で
そ
れ
ぞ
れ
の
象
徴
的
な
力
を
具
現
化
し
て
い
る︶

3
︵

。
神
話
に
も
動
物
の
頭
を
し
た
神
々
が
現
れ
る
が
、
例
え
ば
ア
ヌ
ビ
ス
や
ホ
ル
ス
と
い
っ

た
エ
ジ
プ
ト
の
神
々
の
よ
う
に
、
神
々
は
秩
序
の
創
造
と
統
治
の
物
語
に
お
い
て
現
れ
る
。
神
々
が
自
世
界
の
宇
宙
論
的
な
秩
序
を
意
味
付

け
る
の
に
対
し
て
、
怪
物
は
、
文
明
秩
序
の
外
部
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
怪
物
は
、
異
文
化
の
他
者
へ
の
恐
怖
や
不
安
を
対
象
化
し
た
も
の
、

そ
う
し
た
他
者
に
投
影
さ
れ
る
グ
ロ
テ
ス
ク
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
あ
っ
た
。

　

人
類
学
的
見
地
に
立
つ
と
、﹁
怪
物
﹂
は
共
同
体
や
社
会
の
﹁
同
一
性
を
打
ち
立
て
る
機
能
﹂
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
の
社
会
は
、
そ
の
他
者
を
﹁
怪
物
﹂
化
す
る
こ
と
で
、﹁
親
し
ん
だ
領
域
を
清
浄
に
保
ち
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
初
め
て

そ
れ
自
体
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
を
試
み
る︶

4
︵

﹂。﹁
文
明
﹂
の
側
に
立
つ
人
間
は
、
不
透
明
で
力
の
及
ば
な
い
領
域
に
現
れ
る
他
者
を
﹁
怪
物
﹂

と
し
て
外
部
へ
と
放
逐
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
秩
序
を
安
全
な
領
域
と
し
て
画
定
し
て
き
た
。

被
造
物
と
し
て
の
怪
物
、
楽
し
み
の
対
象
と
し
て
の
怪
物

　
﹁
怪
物
﹂
の
表
象
は
、
不
安
や
恐
怖
を
対
象
化
し
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
異
教
の
神
々
が
悪
魔
や
怪

物
に
さ
れ
て
い
く
一
方
で
、
怪
物
表
象
は
神
の
創
造
の
力
の
多
様
性
を
示
す
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
も
し
た
。﹁
怪
物m

onster︵
英
︶, 

M
onstrum

︵
独
︶﹂
は
想
像
上
の
異
形
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
然
界
に
お
け
る
﹁
奇
形
﹂
も
意
味
し
て
い
る
。
自
然
界
に
見
ら
れ
る
﹁
奇



四

形
﹂
は
、﹁
病
者
や
身
障
者
と
の
連
帯
﹂
を
う
た
う
キ
リ
ス
ト
教
的
﹁
隣
人
愛
﹂
の
対
象
と
も
な
っ
た︶

5
︵

。

　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、﹃
神
の
国
﹄
に
お
い
て
﹁
奇
怪
な
民
族
﹂
や
﹁
奇
怪
な
人
間
﹂
た
ち
も
神
の
被
造
物
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て

い
る
。﹁
神
は
万
物
の
創
造
主
で
あ
り
、
ど
こ
で
、
い
つ
、
何
が
創
造
さ
れ
る
べ
き
か
知
っ
て
お
ら
れ
る
﹂
の
だ
か
ら
、
我
々
が
わ
か
ら
な

い
に
せ
よ
、
奇
怪
な
存
在
が
何
か
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。﹁
総
体
を
見
渡
す
こ
と
の
で
き
な
い
者
は
、
い
わ
ば

部
分
の
醜
さ
と
し
て
見
ら
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
感
情
を
害
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
か
れ
は
、
そ
の
部
分
が
何
に
適
合
し

て
い
る
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
無
知
だ
か
ら
で
あ
る︶

6
︵

﹂。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
自
然
に
は
、
人
間
に
は

わ
か
ら
な
い
に
せ
よ
神
の
意
志
が
働
い
て
い
る
と
想
定
し
、
旧
約
聖
書
に
現
れ
る
動
物
、
植
物
、
鉱
物
に
つ
い
て
の
表
面
的
に
は
あ
ま
り
意

味
の
な
い
冗
長
な
記
述
の
背
後
に
寓
意
的
・
霊
的
な
意
味
を
見
い
だ
せ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る︶

7
︵

。

　

怪
物
は
、
教
訓
を
読
み
取
る
た
め
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
表
象
で
持
っ
て
人
間
を
楽
し
ま
せ
も
し
た
。
教
会
建
築
の
柱

頭
や
フ
ァ
サ
ー
ド
は
、
ガ
ー
ゴ
イ
ル
や
グ
リ
フ
ォ
ン
と
い
っ
た
怪
物
に
よ
っ
て
飾
ら
れ
て
い
る
。
ロ
マ
ネ
ス
ク
教
会
に
氾
濫
す
る
怪
物
の
装

飾
、
図
像
、
彫
刻
は
、
極
端
に
グ
ロ
テ
ス
ク
な
そ
の
姿
に
よ
っ
て
人
々
の
笑
い
を
誘
い
、
不
安
や
恐
れ
を
外
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
鎮
め
る

機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る︶

8
︵

。

「
し
る
し
」
と
し
て
の
怪
物
／
奇
形

　

ラ
テ
ン
語
の
﹁
怪
物m

onstra

﹂
は
﹁
し
る
し
﹂
の
意
味
を
持
っ
て
お
り
、
語
源
を
た
ど
る
と
﹁
警
告
す
るm

onere

﹂
と
い
う
語
に
た
ど

り
つ
く︶

9
︵

。
中
世
の
年
代
記
に
は
﹁
怪
物
=
奇
形
﹂
の
誕
生
に
つ
い
て
熱
心
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
災
厄
や
罪
を
警
告
す
る
﹁
し
る
し
﹂

と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
。
要
人
暗
殺
や
伝
染
病
の
流
行
、
飢
饉
や
戦
争
な
ど
の
災
厄
の
前
兆
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る︶

10
︵

。

　

近
世
初
頭
に
お
い
て
も
奇
形
の
誕
生
は
、
集
団
の
罪
へ
の
神
の
怒
り
が
も
た
ら
す
災
厄
の
前
兆
と
し
て
恐
れ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
一
種



被
造
物
と
し
て
の
怪
物

五

の
﹁
啓
示
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
﹂
と
し
て
、
奇
形
の
誕
生
が
示
す
罪
を
読
み
解
き
、
そ
れ
を
悔
い
る
た
め
の
媒
体
と
し
て
機
能
し
た︶

11
︵

。
世
界
の

終
末
と
到
来
す
る
災
厄
を
恐
れ
る
気
運
を
受
け
て
、
十
六
世
紀
初
頭
に
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
作
家
と
推
測
さ
れ
る
ユ
リ
ウ
ス
・
オ
ブ
セ
ク
エ

ン
ス
の
﹃
驚
異
の
書
﹄
が
刊
行
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
血
の
雨
、
空
の
炎
、
不
穏
な
事
件
、
奇
形
の
誕
生
、
両
性
具
有
者
と
い
っ
た
災
厄
の
前

兆
と
し
て
の
﹁
驚
異
﹂
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る︶

12
︵

。

　
﹁
し
る
し
﹂
と
し
て
の
怪
物
・
奇
形
が
意
味
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
解
釈
を
通
じ
て
発
見
さ
れ
て
い
く
。 

一
五
二
二
年
に
ザ

ク
セ
ン
の
肉
屋
が
牝
牛
の
死
体
か
ら
発
見
し
た
﹁
怪
物
﹂
の
頭
は
、
剃
髪
し
た
人
間
︵
修
道
士
︶
の
頭
の
よ
う
で
、
手
足
は
豚
の
よ
う
だ
っ

た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
側
は
、
こ
う
し
た
怪
物
の
出
現
を
、
裏
切
り
者
の
堕
落
し
た
修
道
士
ル
タ
ー
と
そ
れ
を
保
護
す
る
ザ
ク
セ
ン
候
の
許
し

が
た
い
堕
落
の
し
る
し
と
し
て
解
釈
し
た
。
他
方
、
ル
タ
ー
側
は
、
怪
物
の
出
現
は
、
本
来
は
聖
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
修
道
士
生
活
が
う

わ
べ
だ
け
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
論
陣
を
張
っ
た︶

13
︵

。
こ
こ
で
は
、
牝
牛
の
胎
内
に
発
見
さ
れ
た
同
じ
﹁
し
る
し
﹂

が
全
く
別
様
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。﹁
し
る
し
﹂
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
意
味
を
提
示
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
は
読
解
の
コ
ン
テ

ク
ス
ト
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。

怪
物
の
変
質

　

宗
教
改
革
の
時
代
は
大
航
海
時
代
と
も
重
な
る
が
、
新
世
界
と
い
う
異
境
が
切
り
開
か
れ
て
い
く
こ
の
時
期
、
逆
説
的
な
こ
と
に
、
様
々

な
﹁
驚
異
﹂
に
つ
い
て
は
、
周
辺
世
界
よ
り
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
報
告
さ
れ
る
こ
と
が
増
え
た
。
地
球
が
球
体
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
中
心
と
周
辺
の
観
念
は
相
対
的
な
も
の
と
な
り
、
一
貫
性
を
失
う
。
古
代
の
﹁
異
境
﹂
は
文
明
の
絶
対
的
外
部
と
し
て
考
え

ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
近
世
に
お
い
て
、
そ
の
絶
対
性
は
失
わ
れ
、
怪
物
も
他
の
ど
こ
よ
り
も
自
分
た
ち
の
と
こ
ろ
に
発
見
さ
れ
う
る
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
感
覚
が
生
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る︶

14
︵

。
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
活
版
印
刷
の
活
用
と
と
も
に
、
一
五
世
紀
末
か
ら
一
六
世
紀
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に
か
け
て
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類
の
出
版
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
出
回
る
﹁
奇
形
﹂
の
誕
生
を
め
ぐ
る
情
報
は
、
噂
と
と
も
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
﹁
怪
物
﹂
を
増
殖
さ
せ
て
い
く
。 

し
か
し
、
こ
の
﹁
怪
物
﹂
は
そ
れ
ま
で
持
っ
て
い
た
役
割
を
次
第
に
果
た
さ
な
く
な
っ

て
い
く
。

　

大
航
海
時
代
の
探
検
家
や
宣
教
師
た
ち
に
と
っ
て
、
未
踏
の
地
は
外
部
の
﹁
異
境
﹂
で
は
な
く
、
発
見
の
対
象
と
な
る
﹁
新
大
陸
﹂
と
し

て
あ
っ
た
。
新
大
陸
に
発
見
さ
れ
る
珍
奇
な
﹁
怪
物
﹂
た
ち
は
、
何
か
を
意
味
す
る
﹁
し
る
し
﹂
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
よ
り
も
、
博
物
誌
的

対
象
と
し
て
記
録
し
、
収
集
さ
れ
て
い
く
も
の
だ
っ
た
。
キ
リ
ン
や
サ
イ
と
い
っ
た
﹁
怪
物
﹂
は
、
ど
ん
な
に
奇
妙
に
見
え
た
と
し
て
も
、

罪
や
災
厄
の
﹁
し
る
し
﹂
で
は
な
い︶

15
︵

。
ま
た
解
剖
学
の
発
展
に
伴
い
、
様
々
な
﹁
奇
形
﹂
の
原
因
が
罪
と
神
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く

な
っ
て
い
く
。
奇
形
は
逸
脱
現
象
で
は
あ
る
が
、
そ
の
原
因
は
自
然
の
外
部
に
で
は
な
く
、
自
然
の
内
部
の
﹁
変
則
的
な
ル
ー
ル
﹂
に
求
め

ら
れ
、
器
官
の
異
常
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。﹁
合
理
的
な
思
考
の
モ
ン
ス
タ
ー
へ
の
勝
利
﹂
が
始
ま
っ
て
い
た︶

16
︵

。﹁
怪
物
﹂
は
、
一
九
世
紀
に
、

サ
ン
=
テ
ィ
エ
ー
ル
に
よ
っ
て
﹁
奇
形
学Teratologie

﹂
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
で
、
自
然
科
学
の
中
か
ら
締
め
出
さ
れ
る
。

近
代

―
人
間
主
体
が
生
み
出
す
怪
物

　

古
代
~
中
世
に
語
ら
れ
た
自
然
の
規
範
を
逸
脱
し
た
恐
怖
の
怪
物
は
姿
を
消
し
、
文
化
的
な
他
者
と
し
て
の
﹁
怪
物
﹂
も
性
格
を
変
え
る
。

例
え
ば
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、﹁
恐
怖
﹂
の
感
情
は
、
対
象
そ
れ
自
体
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
見
る
側
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て

あ
る
と
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
呼
応
し
て
、﹁
怪
物
﹂
も
﹁
怪
物
﹂
視
す
る
側
の
視
点
が
生
み
出
す
も
の
と
な
る
。
例
え
ば
﹁
白
人
﹂
と
﹁
黒

人
﹂
が
お
互
い
を
怪
物
視
し
合
う
と
き
、
彼
ら
は
お
互
い
に
と
っ
て
﹁
怪
物
﹂
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
主
観
の
産
物
で
あ
っ
て
絶
対
的
怪
物
で

は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る︶

17
︵

。
文
化
的
表
象
と
し
て
、
他
者
に
見
出
さ
れ
る
﹁
怪
物
﹂
は
、
視
点
の
相
違
と
い
う
主
観
の
相
対
性
に

由
来
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
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ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
は
、﹁
異
常
者
た
ち
﹂
の
系
譜
を
論
じ
る
講
義
に
お
い
て
、
近
代
に
噴
出
す
る
﹁
自
然
そ
の
も
の
の
領
野
に
で
は

な
く
、
行
動
様
式
の
領
野
、
犯
罪
性
の
領
野
に
姿
を
現
す
怪
物
性
﹂
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る︶

18
︵

。﹁
怪
物
的
人
間
﹂
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
ま
で

は
、
そ
の
存
在
が
自
然
の
秩
序
を
侵
犯
す
る
と
い
う
理
由
で
処
罰
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
し
か
し
一
七
世
紀
以
降
、
そ
の
﹁
行
動
様
式
の
怪
物

性
﹂
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
存
在
す
る
だ
け
で
処
罰
さ
れ
て
い
た
両
性
具
有
者
が
、

﹁
ソ
ド
ミ
ー
﹂
の
行
為
を
行
な
っ
た
場
合
に
処
罰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う︶

19
︵

。

　

こ
う
し
た
事
態
と
呼
応
し
て
、
小
説
な
ど
に
現
れ
る
﹁
怪
物
﹂
も
、
文
明
や
正
常
な
秩
序
の
外
部
か
ら
現
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
人
間
主

体
の
内
部
か
ら
現
れ
る
も
の
、
そ
の
過
剰
な
逸
脱
行
為
が
生
み
出
す
も
の
へ
と
変
質
し
て
い
く
。
サ
ド
に
見
ら
れ
る
﹁
怪
物
性
﹂
は
、
理
性

に
と
っ
て
の
他
者
で
は
な
く
、
理
性
そ
の
も
の
の
暴
走
が
生
み
出
す
も
の
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
博
士
の
抑
え
き
れ
な
い
野
心

は
人
造
の
怪
物
を
作
り
出
す
。
ゴ
シ
ッ
ク
文
学
に
現
れ
る
の
は
、
止
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
情
念̶

̶

暴
力
衝
動
、
承
認
欲
求
、
生
命
力
や

美
貌
へ
の
固
執̶

̶

に
取
り
憑
か
れ
て
い
る
怪
物
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
外
部
か
ら
で
は
な
く
、
内
部
の
裂
け
目
か
ら
現
れ
る
近
代
の
怪
物

で
あ
り
、
実
験
室
や
城
、
廃
屋
と
い
っ
た
、
生
活
と
は
異
質
な
場
所
か
ら
現
れ
て
く
る︶

20
︵

。

２　

カ
フ
カ
に
お
け
る
怪
物
と
境
界

怪
物

　

カ
フ
カ
は
怪
物
を
扱
う
文
学
の
中
で
特
別
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
怪
物
を
め
ぐ
る
物
語
の
基
本
的
図
式
が
﹁
秩
序
あ
る
状

態

︱
怪
物
の
侵
入
に
よ
る
秩
序
の
恐
怖

︱
怪
物
的
な
も
の
の
廃
絶
あ
る
い
は
克
服
に
よ
る
秩
序
の
回
復
﹂
だ
と
す
る
と
、﹁
カ
フ
カ
の

世
界
は
常
に
す
で
に
恐
怖
の
う
ち
に
あ
り
、
例
外
的
で
途
方
も
な
い
状
態
の
ま
ま
終
わ
る
。
怪
物
の
侵
入
は
す
で
に
行
わ
れ
て
お
り
、
人
物
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た
ち
は
、
こ
う
し
た
状
況
の
中
へ
直
接
現
れ
、
秩
序
や
統
治
を
再
び
取
り
戻
そ
う
と
す
る
試
み
は
挫
折
す
る︶

21
︵

﹂。
こ
の
ま
と
め
は
、
カ
フ
カ

の
長
編
﹃
訴
訟
﹄
や
﹃
城
﹄
な
ど
の
﹁
Ｋ
﹂
が
置
か
れ
た
状
況
を
、﹁
怪
物
﹂
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
う
ま
く
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、

い
わ
ゆ
る
怪
物
ら
し
い
怪
物
は
、
カ
フ
カ
作
品
に
は
実
の
と
こ
ろ
そ
れ
ほ
ど
現
れ
な
い
。
語
り
手
で
あ
る
グ
レ
ー
ゴ
ア
・
ザ
ム
ザ
が
姿
を
変

え
た
虫
は
﹁
怪
物
﹂
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
ゴ
シ
ッ
ク
小
説
に
現
れ
る
よ
う
な
悪
魔
的
存
在
は
、
カ
フ
カ
に
お
い
て
は
見
ら
れ

な
い
。

　

カ
フ
カ
作
品
の
形
象
の
中
で
﹁
怪
物
﹂
と
言
え
そ
う
な
の
は
小
品
﹁
交
配
種K

reuzung

﹂
に
見
ら
れ
る
猫
と
羊
か
ら
な
る
動
物
で
あ
る
。

現
実
の
異
種
間
交
配
種
と
し
て
は
、
ウ
マ
と
ロ
バ
を
交
配
さ
せ
た
ラ
バ
、
ウ
マ
と
シ
マ
ウ
マ
の
ゼ
ブ
ロ
イ
ド
、
ラ
イ
オ
ン
と
ト
ラ
の
ラ
イ

ガ
ー
な
ど
が
存
在
す
る
が
、
カ
フ
カ
の
﹁
猫
羊
﹂
は
種
が
離
れ
過
ぎ
て
い
る
。
こ
の
﹁
猫
羊
﹂
は
、
交
配
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
と
い
う
の
で

は
な
く
、
語
り
手
が
父
の
遺
産
と
し
て
受
け
継
い
だ
頃
は
﹁
猫
と
い
う
よ
り
小
羊
だ
っ
た
﹂
の
だ
が
、
自
分
の
代
に
な
っ
て
か
ら
﹁
奇
妙
奇

天
烈
な
発
育
﹂
を
始
め
、﹁
頭
と
爪
は
猫
で
あ
り
、
大
き
さ
と
恰
好
は
小
羊
﹂
と
な
っ
て
い
る︶

22
︵

。
語
り
手
は
、﹁
何
故
﹂
こ
の
動
物
が
﹁
妙
な

発
育
﹂
を
し
た
の
か
に
つ
い
て
の
謎
に
は
最
後
ま
で
立
ち
入
ら
な
い
。
生
物
学
的
関
心
も
示
さ
ず
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
﹁
し
る
し
﹂
を
見
る

で
も
な
い
。
こ
の
動
物
が
胸
に
宿
す
﹁
二
種
類
の
不
安
、
小
羊
の
不
安
と
猫
の
不
安︶

23
︵

﹂
に
言
及
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
種
の
境
界
が
侵
犯
さ

れ
て
い
る
こ
と
へ
の
驚
き
が
ま
ず
語
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
と
こ
ろ
で
、
平
然
と
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

カ
フ
カ
に
お
け
る
﹁
怪
物
﹂
は
、
奇
妙
な
こ
と
に
い
つ
の
間
に
か
身
の
回
り
に
い
て
、
そ
れ
が
至
極
当
然
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
グ
ロ

テ
ス
ク
な
虫
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
﹃
変
身
﹄
に
関
し
て
も
、
セ
ー
ル
ス
マ
ン
で
あ
る
グ
レ
ー
ゴ
ア
・
ザ
ム
ザ
は
、
あ
る
朝
自
分
の
﹁
変
身
﹂

に
気
づ
い
た
時
、
特
に
恐
れ
る
で
も
な
く
、
そ
の
虫
の
体
で
も
っ
て
上
役
と
の
関
係
に
つ
い
て
ひ
と
し
き
り
思
い
を
巡
ら
し
て
い
る
。
カ
フ

カ
に
お
い
て
は
、
怪
物
を
め
ぐ
る
語
り
、
怪
物
の
現
れ
る
場
所
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
古
典
的
な
怪
物
論
的
布
置
か
ら
の
ず
れ
が
見
ら
れ

る
。
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境
界
措
定
の
歪
み

　
﹁
怪
物
﹂
は
文
明
や
日
常
の
外
部
、
通
常
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
逸
脱
し
た
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
の
が
普
通
だ
っ
た
が
、
カ
フ
カ
作
品
に
お

い
て
は
、
そ
も
そ
も
内
部
の
秩
序
と
外
部
の
他
者
を
め
ぐ
る
空
間
的
な
布
置
が
﹁
歪
ん
だ
﹂
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
例

え
ば
同
時
代
の
境
界
措
定
言
説
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
カ
フ
カ
作
品
の
﹁
境
界
﹂
の
歪
み
が
明
ら
か
に
な
る
。
例
え
ば
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
ガ
リ

ツ
ィ
ア
地
域
な
ど
﹁
東
方
﹂
か
ら
ド
イ
ツ
語
圏
へ
と
や
っ
て
く
る
ユ
ダ
ヤ
系
移
民
に
関
す
る
一
九
世
紀
後
半
の
言
説
に
お
い
て
は
、
彼
ら
は

﹁
群
れ
﹂﹁
洪
水
﹂﹁
蔓
延
﹂﹁
感
染
﹂﹁
寄
生
生
物
﹂
と
い
っ
た
表
象
と
と
も
に
語
ら
れ
る︶

24
︵

。
外
部
か
ら
の
﹁
侵
入
者
﹂
し
て
表
象
さ
れ
る
彼

ら
が
混
ざ
り
合
わ
な
い
よ
う
に
、
人
種
、
身
な
り
、
言
語
と
い
っ
た
も
の
が
﹁
動
員
﹂
さ
れ
て
、
境
界
画
定
が
な
さ
れ
る
。
だ
が
、
カ
フ
カ

作
品
で
は
、
内
部
と
外
部
の
境
界
が
絶
え
ず
ず
ら
さ
れ
て
い
く
。﹁
万
里
の
長
城
の
建
設
に
際
し
て
﹂
で
は
、﹁
北
方
蛮
族
に
対
す
る
防
塁
﹂

と
し
て
作
ら
れ
る
は
ず
の
﹁
中
国
の
壁
﹂︵
万
里
の
長
城
︶
を
め
ぐ
っ
て
考
察
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、
内
部
／
外
部
と
い
う

二
項
的
な
﹁
象
徴
秩
序
﹂
自
体
が
﹁
転
覆
﹂
さ
れ
て
い
く︶

25
︵

。

　

壁
の
建
設
を
行
う
﹁
同
郷
人
た
ち
﹂
は
お
互
い
﹁
兄
弟
﹂
で
あ
り
、
彼
ら
は
﹁
一
体
﹂
と
な
っ
て
熱
狂
す
る
﹁
民
の
輪
舞︶

26
︵

ein R
eigen 

des Volks

﹂
を
作
り
上
げ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
、
壁
で
守
ら
れ
る
帝
国
の
中
核
に
い
る
は
ず
の
皇
帝
が
誰
な
の
か
を
知
ら
ず
、
皇
帝
に
つ

い
て
語
る
と
き
に
は
、
過
去
の
死
ん
だ
皇
帝
の
夢
を
み
て
い
た
り
す
る
。﹁
こ
う
し
た
現
象
か
ら
、
そ
も
そ
も
我
々
に
と
っ
て
皇
帝
は
い
な

い
と
結
論
づ
け
て
も
、
そ
う
間
違
っ
て
は
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い︶

27
︵

﹂
と
語
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
、﹁
内
部
﹂
の
中
核
の
空
虚
さ
が
露
呈
し

て
く
る
。
中
核
の
意
味
の
解
体
と
と
も
に
、
内
部
へ
の
侵
入
を
防
ぐ
は
ず
の
壁
に
疑
問
符
が
付
け
ら
れ
る
。
内
／
外
を
め
ぐ
る
境
界
に
つ
い

て
語
ら
れ
は
す
る
が
、
境
界
画
定
は
遷
延
し
、
残
る
の
は
境
界
の
歪
み
で
あ
り
、
壁
に
穴
が
空
い
て
い
た
よ
う
に
、
言
説
の
﹁
欠
落
﹂
が
残
る
。

　

こ
の
よ
う
な
﹁
歪
み
﹂
に
伴
い
、
侵
入
者
た
ち
も
そ
の
怪
物
的
輪
郭
を
曖
昧
に
し
て
い
く
。﹁
イ
ナ
ゴ
の
群
れ
﹂
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
て



一
〇

く
る
﹁
ノ
マ
ド
た
ち
﹂
は
確
か
に
恐
ろ
し
い
存
在
と
し
て
語
ら
れ
て
は
い
る
が
、
語
り
は
そ
の
怪
物
化
に
は
向
か
わ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

ノ
マ
ド
た
ち
に
関
す
る
話
は
、
あ
く
ま
で
遠
い
昔
、
遠
い
北
方
の
お
話
で
あ
り
、﹁
画
家
た
ち
が
真
実
に
忠
実
に
描
い
た
絵
に
み
ら
れ
る
地

獄
の
よ
う
な
彼
ら
の
顔
﹂
は
﹁
子
供
た
ち
が
悪
い
こ
と
を
す
る
と
眼
の
前
に
突
き
つ
け
る
﹂
の
に
使
わ
れ
る
の
み
で
あ
る︶

28
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。﹃
ヨ
ハ
ネ
の
黙

示
録
﹄
よ
ろ
し
く
、
災
厄
を
も
た
ら
す
イ
ナ
ゴ
の
よ
う
に
ノ
マ
ド
が
襲
来
を
す
る
の
か
と
思
い
き
や
、
語
り
手
は
い
わ
ば
空
間
と
時
間
の
境

界
線
を
ず
ら
し
て
、
彼
ら
の
襲
来
は
回
避
さ
れ
る
。
語
り
手
は
﹁
ど
の
よ
う
な
北
方
民
族
も
、
そ
こ
ま
で
は
侵
入
し
て
来
ら
れ
な
い
﹂﹁
中

国
南
東
部
の
出
身
﹂
で
あ
る
。
そ
し
て
﹁
北
方
蛮
族
﹂
の
脅
威
は
現
在
の
も
の
か
と
思
い
き
や
、
実
は
﹁
古
人
の
書
物
に
よ
っ
て
彼
ら
の
こ

と
を
知
る
﹂
の
み
で
あ
る
。
ノ
マ
ド
た
ち
は
現
実
的
な
脅
威
の
対
象
で
は
な
く
、﹁
彼
ら
が
そ
の
本
性
に
則
っ
て
行
う
残
虐
行
為
は
、
平
和

な
園
亭
で
書
を
ひ
も
と
い
て
い
る
わ
れ
わ
れ
に
た
め
息
を
つ
か
せ
る︶

29
︵

﹂
に
す
ぎ
な
い
。

　

境
界
自
体
が
ず
れ
て
い
く
カ
フ
カ
世
界
に
お
い
て
、
怪
物
は
﹁
境
界
﹂
の
外
部
に
い
る
異
形
と
し
て
現
れ
て
く
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
は
、﹁
動
物
た
ち
︵
怪
物
た
ち
︶
は
家
族
の
懐
で
孵
化
し
た︶

30
︵

﹂
と
考
え
て
い
る
。﹁
猫
羊
や
オ
ド
ラ
デ
ク
と
い
っ
た
雑
種
や
妖
怪
的

存
在
。
こ
れ
ら
全
て
は
む
し
ろ
家
族
の
呪
縛
の
元
で
生
き
て
い
る︶

31
︵

﹂。
怪
物
は
、
異
境
に
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
実
験
室
や
廃
屋
と
い
っ

た
、
日
常
生
活
と
は
切
り
離
さ
れ
た
場
所
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
身
近
な
圏
域
で
あ
る
﹁
家
族
の
懐
﹂
で
生
み
出
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
カ
フ
カ
に
お
け
る
﹁
家
﹂
は
時
間
が
歪
む
場
で
も
あ
り
、﹁
太
古
の
世
界
﹂
へ
と
繫
が
っ
て
も
い
る
。
次
節
で
は
、
怪
物
が

生
み
出
さ
れ
る
﹁
家
﹂
を
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
カ
フ
カ
世
界
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
い
る
の
か
を
見
て
い
こ
う
。



被
造
物
と
し
て
の
怪
物

一
一

３　

カ
フ
カ
の
諸
世
界
と
怪
物
の
居
場
所

「
上
方
の
世
界
」

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
カ
フ
カ
・
エ
ッ
セ
イ
に
あ
る
の
は
、﹁
文
学
研
究
的
な
問
い
で
は
な
く
、
歴
史
哲
学
的
な
問
い
﹂
で
あ
り
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

は
カ
フ
カ
の
テ
ク
ス
ト
を
、
文
学
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
歴
史
的
状
況
を
記
述
す
る
も
の
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
る

が︶
32
︵

、
怪
物
モ
テ
ィ
ー
フ
を
検
討
す
る
上
で
も
、
カ
フ
カ
に
見
出
す
歴
史
哲
学
的
な
布
置
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が

カ
フ
カ
に
お
い
て
見
出
す
歴
史
哲
学
的
布
置
は
、
安
定
的
に
展
開
し
て
き
た
世
界
段
階
の
階
梯
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
太

古
の
世
界
と
神
話
的
世
界
、
そ
し
て
現
在
が
相
互
に
貫
入
し
合
う
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り
、
そ
の
多
層
性
故
に
記
述
は
錯
綜
す
る
。
本
稿
で

は
、
創
造
者
と
し
て
の
神
の
位
置
付
け
、﹁
太
古
の
世
界Vorw

elt

﹂
の
意
味
、
作
品
中
の
人
物
た
ち
と
﹁
罪
﹂
に
注
目
し
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

が
カ
フ
カ
の
作
品
世
界
を
ど
う
解
釈
し
て
い
る
か
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
関
し
て
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
思
考
の
中
で
、
怪
物
は
、
し
ば
し
ば
被
造
物
と
し
て
肯
定
的
に
受

け
入
れ
ら
れ
た
。
被
造
物
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
、﹁
存
在
の
大
い
な
る
連
鎖
﹂
を
な
し
て
い
る
な
ら
ば
、
怪
物
た
ち
も
そ
こ
に
な
に
が
し
か

の
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
創
造
者
と
し
て
の
神
の
生
産
す
る
力
は
、
存
在
の
間
隙
を
満
た
そ
う
と
い
う
方
向
に
働
き
、
世
界
に
豊
穣

な
多
様
性
を
生
み
出
す
。﹁
奇
形
﹂
的
存
在
も
、
そ
う
し
た
力
に
預
か
る
も
の
と
理
解
で
き
る
か
ら
で
あ
る︶

33
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神
の
創
造
力
︵
が
自
然
の
中
で
働
い
て
い
る
こ
と
︶
に
対
す
る
信
頼
、﹁
充
満
の
原
理
﹂
に
対
す
る
信
頼
は
、
し
か
し
、
近
代
以
降
失
わ

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
カ
フ
カ
の
世
界
に
お
い
て
も
、
神
は
現
れ
ず
、
天
界
と
地
上
の
経
路
が
示
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。

　

カ
フ
カ
の
友
人
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ロ
ー
ト
は
、
カ
フ
カ
と
の
対
話
の
中
で
、
カ
フ
カ
の
世
界
把
握
が
グ
ノ
ー
シ
ス
的
な
世
界
把
握
に
近
し
い

の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。
古
代
の
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
に
お
い
て
は
、
輝
か
し
い
神
の
創
造
し
た
真
の
世
界
は
隠
さ
れ
て
い
て
、
人
間
が



一
二

放
り
込
ま
れ
た
現
世
は
、
悪
し
き
神
の
作
っ
た
世
界
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
カ
フ
カ
は
こ
れ
を
否
定
し
た
と
ブ
ロ
ー
ト
は
書

い
て
い
る
。

﹁
わ
れ
わ
れ
は
﹂、
そ
う
彼
は
言
っ
た
、﹁
神
の
頭
の
な
か
に
湧
く
虚
無
的
な
考
え
、
自
殺
で
も
し
よ
う
か
と
い
う
考
え
な
ん
だ
﹂。
こ

の
言
葉
は
私
に
最
初
、
グ
ノ
ー
シ
ス
の
世
界
像
を
思
い
起
こ
さ
せ
た
。
つ
ま
り
、
悪
し
き
造
物
主
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
と
し
て
神
が
お
り
、

世
界
は
こ
の
神
の
堕
罪
と
し
て
あ
る
と
い
う
世
界
像
で
あ
る
。﹁
い
や
違
う
﹂、
と
彼
は
言
っ
た
、﹁
わ
れ
わ
れ
の
世
界
は
た
ん
に
神
の

不
機
嫌
、
ひ
ど
い
一
日
に
す
ぎ
な
い
ん
だ
よ
﹂。﹁
そ
れ
な
ら
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
、
現
象
の
形
態
を
と
っ
た
世
界
の
外
側
に
は
、

希
望
が
あ
る
と
い
う
わ
け
な
の
か
﹂。
彼
は
微
笑
ん
だ
。﹁
あ
あ
、
充
分
な
希
望
が
、
無
限
に
多
く
の
希
望
が
。

︱
た
だ
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て
で
は
な
い
ん
だ︶

34
︵

﹂。

ブ
ロ
ー
ト
は
、
こ
の
よ
う
に
カ
フ
カ
が
﹁
わ
れ
わ
れ
の
世
界
﹂
の
希
望
の
な
さ
を
い
う
と
き
、﹁
生
﹂
一
般
を
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
捉
え
た
の
で

は
な
く
、﹁
我
々
の
世
代
の
人
間
た
ち
﹂
を
退
け
た
と
考
え
て
い
る
。
カ
フ
カ
の
発
言
は
、
こ
の
現
世
以
外
に
も
他
の
世
界
が
存
在
し
、
こ

の
現
世
の
外
側
で
あ
れ
ば
、
希
望
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
対
話
で
あ
る
。

　

カ
フ
カ
は
、
し
か
し
グ
ノ
ー
シ
ス
的
な
脱
出
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
語
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
こ
の
世
界
を
悪
と
断
じ
て
、
こ
の
異
郷
と

な
っ
た
世
界
か
ら
の
脱
出
を
語
る
の
で
あ
れ
ば
、
カ
フ
カ
の
作
品
は
も
っ
と
わ
か
り
や
す
い
構
図
を
持
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
ブ
ロ
ー
ト
も
含
め
た
同
時
代
の
批
評
家
た
ち
の
神
学
的
カ
フ
カ
解
釈
が
、﹁
上
方
の
世
界
﹂
か
ら
の
﹁
恩
寵
﹂
を
隠
れ

た
テ
ー
マ
と
み
る
こ
と
に
反
対
す
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
カ
フ
カ
に
お
け
る
﹁
上
方
の
世
界obere W

elt

﹂
と
﹁
我
々
の
世
界
﹂
と
の
疎
隔

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
。
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一
三

我
々
が
カ
フ
カ
に
お
け
る
﹁
上
方
の
世
界
﹂
に
関
し
て
持
っ
て
い
る
証
言
は
、
我
々
の
世
界
の
た
め
の
鍵
と
は
見
な
せ
な
い
。
と
い
う

の
も
、
こ
の
上
方
の
世
界
は
そ
も
そ
も
正
気
で
あ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
世
界
の
下
方
の
世
界
へ
の
結
び
つ
き
方
は
次
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
隣
人
の
部
屋
を̶

̶

そ
の
隣
人
を
知
ら
な
い
し
、
理
解
も
で
き
な
い
の
に̶

̶

鍵
穴
か
ら
覗
き
込
む
と
い
う
こ
と

に
生
を
費
や
し
て
い
る
よ
う
な
男
の
よ
う
に
、
下
方
の
世
界
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
覗
か
れ
て
い
る
こ
の
部
屋
が
我
々
の
世
界
で
あ

る︶
35
︵

。

我
々
の
こ
と
を
理
解
も
で
き
な
い
異
質
な
こ
の
﹁
上
方
の
世
界
﹂
は
、
何
か
の
力
を
及
ぼ
す
で
も
な
く
、
た
だ
﹁
鍵
穴
か
ら
覗
き
込
む
こ
と

に
生
を
費
や
し
て
い
る
﹂。
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
が
、
創
造
者
と
し
て
世
界
形
成
の
原
理
を
把
握
し
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
下
方
の
世
界
を
知

悉
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
﹁
上
方
の
世
界
﹂
は
、
し
か
し
、
下
方
の
我
々
を
理
解
も
せ
ず
に
、
た
だ
覗
い
て
い

る
。
正
気
に
返
る
こ
と
も
な
い
こ
の
男
に
は
、
悪
し
き
陰
謀
の
計
画
も
、
隠
れ
た
恩
寵
の
準
備
も
な
く
、
そ
の
視
線
は
無
意
味
に
下
方
の
世

界
を
覗
い
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
例
え
ば
﹃
城
﹄
の
上
層
部
に
、
恩
寵
の
座
を
想
定
す
る
よ
う
な
カ
フ
カ
解
釈
を
退
け
て
い

る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ロ
ー
ト
が
﹁
我
々
の
世
代
の
人
間
た
ち
﹂
の
希
望
の
な
さ
を
結
論
す
る
と
き
、
彼
は
そ
う
す
る
こ
と
で
別
の
世
代
へ
の

恩
寵
や
許
し
の
可
能
性
を
残
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
カ
フ
カ
世
界
に
お
い
て
問

題
に
な
る
の
は
現
代
の

0

0

0

象
徴
秩
序
だ
け
で
は
な
い
。



一
四

太
古
の
世
界Vorw

elt
　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
カ
フ
カ
作
品
に
お
け
る
象
徴
秩
序
の
境
界
の
揺
ら
ぎ
や
歪
み
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
﹁
被
造
物K

reatur

﹂
の
﹁
世
界
﹂

に
お
い
て
は
﹁
ど
の
被
造
物
も
、
そ
の
確
固
た
る
場
を
、
そ
の
確
固
た
る
取
り
替
え
不
能
の
輪
郭
を
持
た
な
い︶

36
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﹂
と
論
じ
て
い
る
。﹁
存
在

の
大
い
な
る
連
鎖
﹂
に
お
い
て
で
あ
れ
ば
、
各
々
に
定
ま
っ
て
い
た
場
を
持
っ
て
い
た
被
造
物
だ
が
、
こ
こ
で
は
﹁
上
昇
や
下
降
の
う
ち
﹂

に
お
い
て
し
か
把
握
さ
れ
な
い
。﹁
そ
の
敵
や
隣
人
と
場
を
交
換
し
な
い
﹂
被
造
物
は
こ
こ
に
は
存
在
し
な
い
。
ど
れ
も
﹁
自
分
の
時
代
を

完
遂
し
た
の
に
ま
だ
未
熟
﹂
で
あ
り
、﹁
ひ
ど
い
疲
れ
の
う
ち
に
あ
る
の
に
、
ま
だ
こ
れ
か
ら
長
く
続
く
こ
と
の
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
﹂

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
﹁
秩
序
や
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
こ
こ
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
容
易
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
神
話

の
世
界
だ
が
、
そ
れ
は
カ
フ
カ
の
世
界
よ
り
も
は
る
か
に
新
し
い︶

37
︵

﹂。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
カ
フ
カ
の
世
界
を
﹁
太
古
の
世
界Vorw

elt

﹂
と
捉
え
る
。
あ
る
い
は
現
代
を
描
写
す
る
中
に
も
﹁
太
古
の
世
界
﹂
が

入
り
込
ん
で
く
る
の
が
カ
フ
カ
の
世
界
だ
と
考
え
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
強
調
す
る
の
は
、﹁
太
古
﹂
の
世
界
が
、
神
話
的
秩
序
や
、
文

明
の
進
歩
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
て
消
え
た
の
で
は
な
く
現
在
へ
と
現
れ
出
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。﹁
進
歩
を
信
じ
る
と
は
、
進
歩
が
す
で
に

起
こ
っ
た
と
信
じ
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
信
仰
で
は
な
い
﹂
と
い
う
カ
フ
カ
の
言
葉
を
引
き
な
が
ら
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
﹁
カ
フ
カ
の

生
き
る
時
代
は
、
原
初
を
乗
り
越
え
た
進
歩
を
意
味
し
て
い
な
い
﹂
こ
と
を
強
調
し
て
い
る︶

38
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市
民
の
家
庭
に
、
突
然
太
古
の
諸
力
が
蘇
っ
て
く
る
様
を
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
カ
フ
カ
の
短
編
﹃
判
決
﹄
に
見
て
い
る
。
半
ば
引
退
し
た
父

に
代
わ
っ
て
商
売
を
営
む
ゲ
オ
ル
ク
・
ベ
ン
デ
マ
ン
は
、
最
近
は
金
持
ち
の
娘
と
婚
約
し
前
途
洋
々
と
し
て
い
る
。
悩
み
と
い
え
ば
、
そ
の

自
分
の
幸
福
を
、
ロ
シ
ア
で
の
商
売
に
失
敗
し
失
意
の
う
ち
に
あ
る
文
通
相
手
の
友
人
に
ど
う
伝
え
よ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
薄
暗
い

部
屋
に
ひ
き
こ
も
っ
て
い
る
父
を
久
し
ぶ
り
に
訪
ね
、
そ
の
こ
と
を
話
そ
う
と
す
る
と
、
清
潔
で
は
な
い
下
着
を
つ
け
て
、
息
子
の
上
に
﹁
寄

生
虫
﹂
の
よ
う
に
寝
そ
べ
っ
て
い
た
父
が
不
意
に
か
つ
て
の
権
威
と
と
も
に
、
立
ち
現
れ
る
。
こ
れ
か
ら
の
さ
ら
な
る
成
功
を
視
野
に
揚
々
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と
し
て
い
た
ベ
ン
デ
マ
ン
は
、
そ
の
中
で
の
優
越
感
と
少
し
の
疾
し
さ
を
父
に
見
抜
か
れ
る
。
布
団
を
は
ね
の
け
て
立
ち
上
が
る
父
は
息
子

に
判
決
を
下
す
。

女
が
ス
カ
ー
ト
を
こ
ん
な
風
に
、
そ
し
て
あ
ん
な
風
に
た
く
し
上
げ
た
か
ら
、
お
前
は
女
に
手
を
出
し
た
。
そ
し
て
、
お
前
は
邪
魔
立

て
な
し
に
二
人
だ
け
で
楽
し
も
う
と
い
う
の
で
、
亡
く
な
っ
た
お
母
さ
ん
の
思
い
出
を
辱
め
、
友
人
を
裏
切
っ
て
、
こ
の
父
を
、
動
け

な
く
す
る
た
め
に
、
ベ
ッ
ド
に
縛
り
付
け
た
。
が
、
そ
の
親
父
、
動
け
る
か
、
動
け
な
い
か
。[
⋮
]
お
前
は
、
自
分
の
こ
と
し
か
わ

か
ら
な
い
人
間
だ
っ
た
！　

お
前
は
本
来
罪
の
な
い
子
供
だ
っ
た
が
、
お
前
は
も
っ
と
本
来
的
に
は
悪
魔
の
よ
う
な
男
だ
！　

そ
れ
ゆ

え
、
わ
し
は
、
今
、
お
前
に
溺
死
の
判
決
を
下
す
！︶

39
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ベ
ン
デ
マ
ン
は
、
こ
の
判
決
を
受
け
入
れ
、
か
つ
て
の
﹁
両
親
の
自
慢
だ
っ
た
素
晴
ら
し
い
体
操
選
手
﹂
に
戻
っ
て
、
雑
踏
を
走
り
抜
け
、

欄
干
を
飛
び
越
え
、
自
ら
溺
死
刑
を
執
行
す
る
。
最
後
の
言
葉
は
こ
う
で
あ
る
。﹁
愛
す
る
両
親
よ
、
僕
は
あ
な
た
た
ち
を
そ
れ
で
も
愛
し

て
い
た
ん
で
す
よ︶

40
︵

﹂。
成
熟
し
て
親
や
過
去
を
乗
り
越
え
る
と
い
う
物
語
は
、
不
意
に
蘇
る
父
の
力
に
よ
っ
て
無
残
に
無
効
宣
告
さ
れ
る
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

掛
け
ぶ
と
ん
の
重
み
を
払
い
の
け
る
父
は
、
そ
れ
と
同
時
に
世
界
の
重
み
を
払
い
の
け
る
。
原
初
の
父

－

息
子
関
係
を
生
き
た
、
影
響

力
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
に
、
父
は
世
界
の
年
代
を
動
か
す
。
し
か
し
、
な
ん
と
大
き
な
影
響
で
あ
る
こ
と
か
！　

彼
は
息
子
に
溺
死

刑
を
判
決
す
る︶

41
︵

。
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忘
れ
て
い
た
父
の
権
威
は
、
子
が
親
を
超
え
る
と
い
う
物
語
を
打
ち
砕
き
な
が
ら
、
強
大
な
神
話
的
な
力
と
と
も
に
蘇
っ
て
き
て
い
る
。

社
会
の
進
歩
を
前
提
と
す
る
な
ら
、
子
は
父
の
時
代
の
先
を
行
く
も
の
と
し
て
、
父
の
出
来
な
か
っ
た
こ
と
を
成
し
遂
げ
、
子
供
は
父
を
乗

り
越
え
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
カ
フ
カ
に
お
い
て
は
、
新
た
な
時
代
に
棹
差
し
て
洋
々
た
る
子
供
は
、
原
初
の
時
代
か
ら
蘇
っ
て
く

る
父
の
権
威
に
首
ね
っ
こ
を
摑
ま
れ
て
屈
服
す
る
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
さ
ら
に
強
調
す
る
の
は
、
カ
フ
カ
世
界
は
、
父
が
支
配
す
る
神
話
的
秩
序
よ
り
さ
ら
に
、
以
前
に
想
定
さ
れ
る
﹁
雑
婚
制
﹂

段
階
に
ま
で
通
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
が
ギ
リ
シ
ア
の
大
地
の
女
神
デ
メ
テ
ー
ル
の
考
察
か
ら
考
え
て
い
っ
た
ヘ
レ

ネ
ー
文
明
以
前
の
﹁
雑
婚
的
﹂
段
階
で
あ
る
。
こ
う
し
た
段
階
で
は
、
遊
女
的
な
女
た
ち
が
、﹁
夫
﹂
や
﹁
父
﹂
と
い
っ
た
役
割
を
男
に
期

待
も
せ
ず
に
、
男
と
交
わ
っ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
段
階
は
、
す
で
に
父
を
中
心
と
し
た
秩
序
を
形
成
し
て
い
た
神
話
的
段
階

よ
り
さ
ら
に
以
前
の
段
階
で
あ
り
、
そ
の
文
化
的
な
痕
跡
は
わ
ず
か
に
残
る
ば
か
り
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
こ
う
し
た
忘
却
さ
れ
た
世

界
段
階
が
カ
フ
カ
作
品
に
お
い
て
立
ち
現
れ
て
く
る
と
見
て
い
る
。
例
え
ば
﹃
城
﹄
に
お
い
て
、
Ｋ
は
レ
ニ
の
手
に
水
か
き
の
よ
う
な
も
の

が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
レ
ニ
は
、
半
ば
怪
物
的
存
在
と
し
て
も
把
握
さ
れ
て
い
る︶

42
︵

。
こ
う
し
た
カ
フ
カ
の
女
性
形
象
は
、﹁
沼
の
生

物Sum
pfgeschöpf

﹂
の
特
性
を
帯
び
て
い
る
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
論
じ
、
彼
女
ら
が
、
忘
れ
ら
れ
た
雑
婚
性
の
段
階
の
﹁
無
秩
序
な
豊
穣
さ
﹂

を
体
現
し
て
い
る
と
み
て
い
る
。

カ
フ
カ
の
長
編
小
説
は
沼
の
世
界
で
演
じ
ら
れ
る
。
被
造
物
は
カ
フ
カ
に
お
い
て
は
、
バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
が
雑
婚
性
と
名
付
け
た
段

階
に
お
い
て
現
れ
る
。
こ
の
段
階
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
段
階
が
現
在
へ
と
突
き
出
て
く
る
こ
と
が
な
い
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
こ
う
で
あ
る
。
雑
婚
性
の
段
階
は
、
こ
の
忘
却
に
よ
っ
て
、
現
に
存
在
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
平
均
的
な
市
民
の
経
験
よ
り
も
深
い
と
こ
ろ
を
進
む
経
験
は
こ
の
段
階
に
ぶ
ち
当
た
る︶

43
︵

。
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罪
を
呼
び
寄
せ
る
人
物
た
ち

　
﹁
平
均
的
な
市
民
の
経
験
﹂
よ
り
も
深
い
と
こ
ろ
を
進
む
カ
フ
カ
作
品
の
語
り
手
は
、
一
つ
の
経
験
か
ら
無
数
の
可
能
性
を
一
挙
に
広
げ

る
こ
と
で
、﹁
陸
地
で
の
船
酔
い
﹂
を
引
き
起
こ
す
力
を
持
っ
て
い
る
。﹁
経
験
の
揺
れ
動
く
性
質
﹂
に
没
頭
す
る
彼
ら
が
語
る
と
き
、﹁
ど

の
経
験
も
、
何
か
を
加
え
、
ど
の
経
験
も
別
の
対
立
す
る
経
験
と
混
ざ
り
合
う
﹂。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
カ
フ
カ
の
遺
稿

か
ら
﹁
中
庭
の
門
を
ノ
ッ
ク
す
る
﹂
と
題
さ
れ
た
断
片
の
冒
頭
を
引
用
す
る︶

44
︵
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夏
だ
っ
た
。
暑
い
日
だ
。
私
は
妹
と
家
路
に
向
か
う
途
上
、
あ
る
中
庭
の
門
を
通
り
過
ぎ
た
。
彼
女
が
門
を
叩
い
た
の
が
、
気
ま
ぐ
れ

か
ら
だ
っ
た
の
か
、
気
晴
ら
し
か
ら
だ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
拳
で
脅
か
し
た
だ
け
で
、
全
く
叩
い
て
な
ど
い
な
か
っ
た
の
か
、
私
は

知
ら
な
い︶

45
︵

。

妹
は
最
初
、
門
を
叩
い
た
の
だ
と
い
う
前
提
で
語
り
が
始
ま
る
が
、
そ
の
理
由
を
考
え
る
中
で
、﹁
全
く
叩
い
て
な
ど
い
な
か
っ
た
﹂
可
能

性
が
示
唆
さ
れ
る
。
カ
フ
カ
の
語
り
は
、
一
つ
の
経
験
か
ら
、
実
際
に
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
可
能
性
の
領
域
に
ま
で
、
一
挙
に
展
開
を
行
う
。

﹁
中
庭
の
門
を
ノ
ッ
ク
す
る
﹂
の
、
語
り
手
は
、
実
際
に
ど
う
だ
っ
た
の
か
定
か
で
は
な
い
妹
の
ノ
ッ
ク
の
た
め
に
、
城
か
ら
出
て
き
た
男

た
ち
に
連
行
さ
れ
、
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
カ
フ
カ
の
﹁
深
い
経
験
﹂
は
、
潜
在
的
な
罪
に
ま
で
語
り
の
中
で
た
ど
り
着
く
こ
と
で
、
罰

を
呼
び
寄
せ
る
こ
と
に
な
る
。
自
分
が
や
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
、
実
際
に
起
こ
っ
た
の
か
知
ら
な
い
こ
と
で
さ
え
、
カ
フ
カ
世
界
で
は
罪

と
な
り
う
る
。

　
﹁
中
庭
の
門
を
ノ
ッ
ク
す
る
﹂
に
お
い
て
、
カ
フ
カ
作
品
の
語
り
手
は
、
ノ
ッ
ク
し
た
︵
と
思
わ
れ
る
︶
妹
の
罪
を
背
負
っ
て
い
た
。
神



一
八

話
時
代
の
血
讐
が
一
族
郎
党
を
巻
き
込
ん
だ
の
と
同
様
、
カ
フ
カ
の
人
物
に
は
、
家
族
の
行
為
が
の
し
か
か
っ
て
く
る
。
こ
う
し
た
関
係
に

つ
い
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
﹁
羞
恥
﹂
の
感
情
を
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
る
。
個
人
の
内
密
な
反
応
で
あ
る
﹁
羞
恥
﹂
は
﹁
他
の
人
に
対
し

て
﹂
感
じ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
﹁
他
の
人
に
代
わ
っ
て
﹂
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
う
る
。
自
分
で
は
責
任
を
引
き
受
け
ら
れ
な
い
も

の
、
自
分
が
責
任
を
持
っ
て
振
る
舞
え
な
い
も
の
に
対
し
て
人
は
羞
恥
を
覚
え
る
が︶

46
︵

、
自
分
の
預
か
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
な
さ
れ
て
い
く
家

族
の
振
る
舞
い
は
、
ま
さ
に
羞
恥
の
対
象
と
な
る
。
カ
フ
カ
自
身
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
、﹁
こ
の
家
族
の
強
制
の
元
に
暮
ら
し
、
考
え
て

い
る
か
の
よ
う
な
﹂
人
間
は
、﹁
こ
の
見
知
ら
ぬ
家
族
の
せ
い
で
、
放
免
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
な
い
﹂
状
況
に
常
に
置
か
れ
て
い
る︶

47
︵

。
そ

し
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
注
釈
に
従
う
な
ら
、
こ
の
﹁
見
知
ら
ぬ
家
族
﹂
の
範
囲
は
、
祖
先
を
超
え
て
、
動
物
た
ち
に
ま
で
広
が
り
う
る
も
の

で
あ
る︶

48
︵

。
か
く
し
て
﹁
揺
れ
動
く
と
い
う
経
験
の
性
質
﹂
と
、﹁
見
知
ら
ぬ
家
族
﹂
の
力
に
よ
っ
て
、
カ
フ
カ
に
お
い
て
は
未
知
の
罪
で
さ
え
、

裁
き
と
罰
に
な
り
う
る
。﹁
見
知
ら
ぬ
家
族
﹂
は
、
文
明
以
前
の
忘
却
さ
れ
た
社
会
関
係
に
通
じ
て
い
る
。

　

神
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
﹁
上
方
の
世
界
﹂
が
恩
寵
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
機
能
せ
ず
、
克
服
さ
れ
た
過
去
と
し
て
忘
却
さ
れ
て
い

る
﹁
太
古
の
世
界
﹂
が
、
そ
の
暴
力
的
関
係
と
と
も
に
蘇
っ
て
く
る
の
が
カ
フ
カ
の
世
界
で
あ
る
。
太
古
の
世
界
の
諸
力
は
、
恩
寵
の
な
い

市
民
の
﹁
家
庭
﹂
に
お
い
て
も
頭
を
も
た
げ
て
く
る
。
フ
ロ
イ
ト
的
な
見
方
を
す
れ
ば
、﹁
家
﹂
は
﹁
父
﹂
の
支
配
す
る
領
域
で
あ
り
、
子

供
は
母
の
庇
護
を
受
け
つ
つ
も
、
抑
圧
の
下
に
置
か
れ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
、
カ
フ
カ
の
う
ち
に
、
こ
う
し
た
圏
域
の
力
と
そ
こ

か
ら
の
逃
走
と
、﹁
家
﹂
の
脱
領
域
化
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た︶

49
︵

。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
み
る
カ
フ
カ
世
界
で
は
、﹁
エ
デ
ィ
プ
ス
的
三
角
形
﹂
に
全

て
の
問
題
が
集
約
す
る
の
で
は
な
く
、
動
物
を
も
含
ん
だ
見
知
ら
ぬ
家
族
の
太
古
に
ま
で
遡
っ
て
い
く
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
強
調
す
る
の
は
、
カ
フ
カ
に
お
け
る
﹁
怪
物
﹂
が
﹁
家
族
の
懐
﹂
に
お
い
て
現
れ
る
こ
と
だ
が
、﹁
家
族
﹂
は
以
上
見
て

き
た
よ
う
に
、
人
に
安
心
を
与
え
る
社
会
の
基
本
的
単
位
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
沼
の
世
界
に
ま
で
通
じ
る
不
透
明
な
場
で
あ
る
。
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怪
物
の
意
味
生
成
、
怪
物
の
指
示
作
用

家
父
の
心
配

―
オ
ド
ラ
デ
ク

　

カ
フ
カ
作
品
に
お
い
て
﹁
家
族
の
懐
﹂
で
生
み
出
さ
れ
た
怪
物
と
し
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
最
も
注
目
す
る
の
は
、
小
品
﹃
家
父
の
心
配
﹄

に
出
て
く
る
﹁
オ
ド
ラ
デ
ク
﹂
で
あ
る
。

オ
ド
ラ
デ
ク
と
い
う
言
葉
は
ス
ラ
ヴ
語
に
由
来
す
る
と
い
う
人
た
ち
が
い
て
、
彼
ら
は
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
言
葉
の
形
成
を
証
明
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
他
の
人
た
ち
は
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
語
に
由
来
し
、
ス
ラ
ヴ
語
か
ら
は
影
響
を
受
け
て
い
る
だ
け
だ
と
い
う
意
見
で
あ

る
。[
⋮
]
も
し
オ
ド
ラ
デ
ク
と
呼
ば
れ
る
存
在
が
実
際
に
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
誰
も
こ
う
い
っ
た
研
究
に
従
事
し
な
か
っ
た
ろ

う
。[
⋮
]
一
見
、
平
な
星
形
の
糸
巻
の
よ
う
に
見
え
、
実
際
撚
り
糸
が
張
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。[
⋮
]
た
だ
の
糸
巻
き
で
は

な
く
、
そ
の
中
心
か
ら
は
横
棒
が
出
て
い
て
、
こ
の
棒
に
は
も
う
一
本
の
棒
が
直
角
に
く
っ
つ
い
て
い
る
。
一
方
で
は
こ
の
棒
の
助
け

に
よ
っ
て
、
他
方
で
は
星
の
光
の
放
射
の
一
つ
を
助
け
と
し
て
、
全
体
は
ま
る
で
二
本
足
で
立
つ
よ
う
に
、
真
っ
直
ぐ
に
立
つ
こ
と
が

で
き
る︶

50
︵
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こ
の
オ
ド
ラ
デ
ク
と
い
う
謎
の
存
在
に
関
し
て
は
、
カ
フ
カ
研
究
に
お
い
て
、
早
く
か
ら

︱
疎
外
状
況
の
反
映
と
見
る
見
方
、
カ
フ
カ

自
身
を
指
し
示
す
﹁
暗
号
﹂
と
見
る
見
方
な
ど

︱
多
様
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た︶

51
︵

。
た
だ
し
カ
フ
カ
の
テ
ク
ス
ト
は
こ
の
存
在
の
﹁
起
源
﹂

を
た
ど
る
道
筋
を
与
え
て
お
ら
ず
、
一
義
的
な
決
定
は
不
能
で
あ
り
続
け
る
。﹃
家
父
の
心
配
﹄
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
内
在
的
に
解
釈
を
徹

底
さ
せ
て
い
く
と
、
オ
ド
ラ
デ
ク
そ
の
も
の
よ
り
も
、﹁
家
父
﹂
の
オ
ド
ラ
デ
ク
へ
の
態
度
に
焦
点
が
当
た
る
事
に
な
る︶

52
︵

。
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﹁
家
父
の
心
配
﹂
の
語
り
手
で
あ
る
﹁
家
父
﹂
は
、
オ
ド
ラ
デ
ク
が
か
つ
て
は
﹁
目
的
に
適
っ
た
何
ら
か
の
形
態
を
持
っ
て
い
て
、
現
在

壊
れ
て
い
る
だ
け
だ
﹂
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
て
い
る
。
市
民
的
な
合
理
性
を
重
ん
じ
る
で
あ
ろ
う
こ
の
﹁
家
父
﹂
は
、﹁
死
す
べ
き
全
て

の
も
の
は
あ
る
種
の
目
標
、
あ
る
種
の
活
動
を
持
っ
て
い
た︶

53
︵

﹂
と
考
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
述
か
ら
﹁
家
父
﹂
に
は
全
て
の
現
象
を
目
標

と
、
目
的
合
理
性
と
の
関
連
で
捉
え
る
市
民
的
思
考
が
読
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る︶

54
︵

。
同
様
に
、
家
父
の
﹁
心
配
﹂
に
関
し
て
も
、
秩
序
を

侵
犯
さ
れ
る
市
民
的
な
不
安
に
よ
る
も
の
と
、
し
ば
し
ば
解
釈
さ
れ
る
。
素
性
も
明
ら
か
で
な
い
﹁
住
所
不
定
﹂
の
オ
ド
ラ
デ
ク
は
﹁
否
応

無
し
に
﹂
出
没
す
る
﹁
侵
入
者
﹂
的
な
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
自
分
よ
り
も
長
生
き
し
て
家
を
占
拠
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
﹁
家

父
の
心
配
﹂
の
種
と
な
り
う
る︶

55
︵

。

　

以
下
で
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
こ
の
﹁
オ
ド
ラ
デ
ク
﹂
を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
位
置
付
け
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
機
能
を
見
出
し
て
い

る
の
か
を
見
て
い
こ
う
。

屋
根
裏
の
大
箱

―
忘
却
の
容
器

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
市
民
的
な
世
界
の
中
で
オ
ド
ラ
デ
ク
を
意
味
づ
け
る
こ
と
を
し
な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
オ
ド
ラ
デ
ク
の
本
当
の
意

味
や
実
体
を
読
み
込
も
う
と
す
る
よ
り
、﹁
怪
物
﹂
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
を
あ
る
種
の
し
る
し
と
し
て
把
握
し
て
い
く
。
オ
ド
ラ

デ
ク
は
何
か
を
﹁
助
言
﹂
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
存
在
は
何
か
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
見
る
も
の
に
解
釈

を
挑
発
す
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
解
釈
で
は
、
オ
ド
ラ
デ
ク
を
は
じ
め
と
し
た
怪
物
は
、
神
話
的
秩
序
が
成
立
す
る
よ
り
以
前
の
﹁
太
古
の

世
界
﹂
か
ら
続
く
、
忘
却
さ
れ
た
何
か
と
関
わ
る
。﹁
カ
フ
カ
に
お
い
て
太
古
の
世
界
が
罪
と
交
わ
っ
て
生
み
出
し
た
、
最
も
奇
妙
な
雑
種

B
astard

﹂
と
し
て
の
オ
ド
ラ
デ
ク
は
、﹁
事
物
が
忘
却
に
お
い
て
と
る
形
態
で
あ
る
。
そ
れ
ら
事
物
は
歪
ん
で
い
る︶

56
︵

﹂。
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忘
却
さ
れ
た
も
の

︱
こ
の
認
識
と
と
も
に
、
我
々
は
カ
フ
カ
作
品
の
さ
ら
な
る
敷
居
の
前
に
立
っ
て
い
る

︱
は
、
決
し
て
個
人
的

な
も
の
で
は
な
い
。
忘
却
さ
れ
た
も
の
は
ど
れ
も
、
忘
却
さ
れ
た
太
古
の
も
の
と
混
じ
り
合
っ
て
、
そ
れ
と
と
も
に
、
繰
り
返
し
新
た

な
産
物
へ
と
、
幾
度
も
不
確
か
に
変
転
し
て
結
び
つ
く
。
忘
却
と
は
、
そ
こ
か
ら
、
カ
フ
カ
の
物
語
に
お
け
る
無
尽
蔵
な
中
間
世
界
が

明
る
み
へ
押
し
出
て
く
る
、
容
器
な
の
で
あ
る︶

57
︵

。

　

オ
ド
ラ
デ
ク
は
、
一
見
、﹁
罪
﹂
と
は
無
関
係
に
見
え
る
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、﹁
太
古
の
世
界
﹂
と
﹁
罪
﹂
と
言
う
異
種
の
間
に
生
ま
れ

た
こ
の
交
配
種
に
関
し
て
、
カ
フ
カ
の
﹃
訴
訟
﹄
が
行
わ
れ
る
﹁
屋
根
裏
﹂
と
関
係
付
け
る
こ
と
で
﹁
罪
﹂
の
領
域
と
の
接
点
を
指
摘
し
て

い
る
。オ

ド
ラ
デ
ク
は
、﹁
屋
根
裏
、
階
段
、
廊
下
や
玄
関
ホ
ー
ル
に
交
互
に
滞
在
す
る
﹂。
オ
ド
ラ
デ
ク
は
罪
を
追
求
す
る
裁
判
所
と
同
じ
よ

う
な
場
所
を
好
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
屋
根
裏
は
古
び
て
廃
棄
さ
れ
、
忘
れ
ら
れ
た
家
財
の
場
所
で
あ
り
、
裁
判
所
へ
の
出
頭
義
務
は
、

長
年
閉
じ
ら
れ
て
い
た
屋
根
裏
の
櫃
︵
大
箱
︶
の
整
理
に
取
り
掛
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同
じ
よ
う
な
感
覚
を
呼
び
起
こ
す
。

人
は
、
生
涯
の
終
わ
り
ま
で
こ
う
し
た
こ
と
は
先
延
ば
し
に
し
た
が
る
も
の
だ︶

58
︵

。

　

廃
棄
も
し
か
ね
て
ひ
と
ま
ず
大
箱
に
押
し
込
ん
で
お
い
た
ガ
ラ
ク
タ
の
こ
と
は
考
え
た
く
な
い
も
の
で
あ
る
。
出
頭
義
務
の
よ
う
に
、
考

え
る
の
も
面
倒
な
事
態
に
対
し
て
の
責
任
は
、
忘
れ
て
し
ま
い
た
い
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
些
細
な
、
し
か
し
常
に
の
し
か
か
っ
て
く
る

心
理
的
負
担
を
逃
れ
る
た
め
に
、
無
責
任
の
誹
り
を
恐
れ
つ
つ
も
、
人
は
こ
れ
ら
を
﹁
忘
却
の
容
器
﹂
へ
と
溜
め
込
ん
で
い
く
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
解
釈
を
敷
衍
す
る
と
、
オ
ド
ラ
デ
ク
が
現
れ
て
は
﹁
家
父
の
心
配
﹂
を
誘
う
の
は
、
そ
れ
が
、
い
わ
ば
箱
に
放
り
込
ま
れ



二
二

て
忘
れ
ら
れ
て
い
た
ガ
ラ
ク
タ
を
証
拠
物
件
と
し
て
、
忘
却
し
た
罪
、
あ
る
い
は
忘
却
し
て
い
る
こ
と
の
罪
を
突
き
つ
け
か
ね
な
い
か
ら
で

あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
カ
フ
カ
の
テ
ク
ス
ト
で
語
ら
れ
る
﹁
家
父
の
心
配
﹂
は
、
差
し
当
た
り
、
自
分
よ
り
長
生
き
す
る
か
ど

う
か
の
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
オ
ド
ラ
デ
ク
は
当
然
長
生
き
す
る
。﹁
オ
ド
ラ
デ
ク
の
研
究
﹂
と
書

か
れ
た
メ
モ
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

﹁
忘
却
さ
れ
て
い
る
も
の
﹂

︱
こ
れ
は
我
々
よ
り
も
﹁
長
生
き
す
る
﹂。
そ
れ
は
我
々
に
依
存
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
住
所
は
﹁
不
定
﹂
で
あ
る︶

59
︵

。

　

住
所
不
定
の
ま
ま
に
長
生
き
す
る
オ
ド
ラ
デ
ク
は
、
し
か
し
、
具
体
的
に
は
何
の
罪
を
、
忘
却
さ
れ
た
何
を
指
し
示
す
も
の
だ
ろ
う
か
？

﹁
忘
却
さ
れ
た
事
物
は
、
我
々
に
つ
い
て
何
を
知
っ
て
い
る
の
か
？ 

答
え
る
の
は
オ
ド
ラ
デ
ク
の
笑
い
で
あ
る︶

60
︵

﹂。﹁
だ
が
、
そ
れ
は
、
肺
無

し
に
生
み
出
せ
る
よ
う
な
笑
い
に
過
ぎ
な
い
。
落
ち
葉
の
カ
サ
カ
サ
音
の
よ
う
な
音
な
の
だ︶

61
︵

﹂。

　

オ
ド
ラ
デ
ク
は
、
他
者
の
悪
魔
化
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
Ｅ
・
Ｔ
・
Ａ
・ 

ホ
フ
マ
ン
の
砂
男
の
よ
う
な
不
気

味
な
存
在
で
も
な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
記
事
執
筆
に
あ
た
っ
て
、﹁
そ
の
怪
物
が
カ
フ
カ
の
怪
物
と
親
和
性
を
持
つ
﹂
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
・

ボ
ス
の
絵
画
の
研
究
が
有
用
だ
と
、
メ
モ
し
て
い
る︶

62
︵

。
基
本
的
に
植
物
、
動
物
と
人
間
の
混
交
し
た
怪
物
を
描
い
た
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
・
ボ
ス

の
怪
物
た
ち
は
、
例
え
ば
﹃
快
楽
の
園
﹄
の
﹁
地
獄
﹂
に
描
か
れ
る
樹
木
人
間
や
鳥
頭
の
悪
魔
で
も
、﹃
最
後
の
審
判
﹄
に
描
か
れ
る
頭
か

ら
足
が
生
え
た
人
間
で
も
、
グ
ロ
テ
ス
ク
で
あ
り
つ
つ
も
ど
こ
か
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
あ
る
。
自
然
界
の
存
在
が
種
の
境
界
を
越
え
て
交
雑
し
て

い
る
よ
う
な
、
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
的
感
覚
さ
え
感
じ
ら
れ
る︶

63
︵

。

　

キ
リ
ス
ト
教
的
な
主
題
の
元
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
ボ
ス
の
怪
物
た
ち
は
、
怪
物
を
も
含
む
被
造
物
の
豊
穣
な
広
が
り
の
中
に
位
置
を
占
め
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て
活
き
活
き
と
し
て
い
る
。
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
印
象
を
与
え
る
の
は
、
怪
物
た
ち
が
、
怪
物
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
世
界
に
自
ら
の
場
を
持
っ

て
い
て
、
認
知
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
ら
と
思
わ
れ
る
。﹁
住
所
不
定
﹂
の
オ
ド
ラ
デ
ク
は
、
し
か
し
、
そ
う
し
た
場
を
持
た
な
い
。

オ
ド
ラ
デ
ク
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
？

　

オ
ド
ラ
デ
ク
が
何
で
あ
る
か
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
中
で
、
語
源
的
な
解
釈
も
な
さ
れ
て
い
る
。
エ
ム
リ
ヒ
が
、
テ
ク
ス
ト
冒
頭
で
示
さ

れ
る
﹁
ス
ラ
ヴ
語
に
由
来
す
る
﹂
と
い
う
説
に
依
拠
す
る
形
で
チ
ェ
コ
語
と
の
関
連
を
探
り
、
動
詞
﹁odraditi

助
言
す
る
﹂
が
隠
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
、
ま
たO

dradek

の„rad “

に
ド
イ
ツ
語
﹁R

at

助
言
﹂
が
隠
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る︶

64
︵

。
ま
た
同
じ
く
チ
ェ
コ
語
と

の
関
連
を
探
っ
た
バ
ッ
ケ
ン
ケ
ー
ラ
ー
に
従
う
と„od “

は
﹁
か
ら
外
れ
るvon...w

eg

﹂、„rad “

は
﹁
秩
序O

rdnung

﹂
で
縮
小
語
尾
の„ek “

を

つ
け
て
﹁
秩
序
の
外
側
の
小
さ
な
存
在
﹂
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る︶

65
︵

。
オ
ド
ラ
デ
ク
が
、﹁
家
父
﹂
の
秩
序
の
周
縁
部
に
出
没
す
る
小
さ
な

存
在
で
あ
り
、
何
か
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
持
っ
て
現
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
ど
ち
ら
の
解
釈
も
示
唆
的
で

あ
る
。
た
だ
し
、
カ
フ
カ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
オ
ド
ラ
デ
ク
の
意
味
は
ス
ラ
ヴ
語
か
ら
も
ド
イ
ツ
語
か
ら
も
わ
か
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

　
﹁
オ
ド
ラ
デ
ク
の
笑
い
﹂
が
何
か
の
助
言
に
な
る
だ
ろ
う
か
。﹁
オ
ド
ラ
デ
ク
﹂
や
上
述
の
﹁
猫
羊
﹂
は
、
ど
ち
ら
も
何
ら
か
の
意
味
を
隠

し
て
い
そ
う
な
も
の
だ
が
、
そ
れ
を
読
み
解
く
た
め
の
鍵
は
テ
ク
ス
ト
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
猫
羊
に
関
し
て
は
、﹁
肉
屋
の
包
丁
が

救
済
か
も
し
れ
な
い
﹂
と
も
書
か
れ
て
い
る
が
、
オ
ド
ラ
デ
ク
に
関
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
父
に
心
配
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

﹁
ど
こ
に
住
ん
で
い
る
﹂
と
尋
ね
ら
れ
る
と
決
ま
っ
て
﹁
住
所
不
定
﹂
と
答
え
る
オ
ド
ラ
デ
ク
が
そ
の
後
に
見
せ
る
﹁
肺
な
し
に
生
み
出
せ

る
よ
う
な
笑
い
﹂
は
、
何
を
笑
っ
て
い
る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
何
を
指
し
て
い
る
か
は
わ
か
ら
な
い
に
せ
よ
、
落
ち
葉
の
音
が
あ
れ

ば
何
か
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
何
か
を
指
し
示
し
て
い
る
﹁
オ
ド
ラ
デ
ク
の
笑
い
﹂
は
、
い
わ
ば
謎
の
﹁
し
る
し
﹂
と
し
て
あ
る
。

　
﹁
怪
物
／
奇
形
﹂
と
同
語
源
の
ラ
テ
ン
語
の
動
詞
﹁
示
すm

onstrare

﹂

︱
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
語
源
と
な
っ
たdem

onstrare



二
四

も
同
語
源
で
あ
る

︱
は
そ
の
類
義
語
の
﹁
差
し
出
す
、
提
供
す
るpresentare

﹂
と
比
較
す
る
と
、
発
見
的
、
読
解
的
な
意
味
を
持
っ
て

い
る
。﹁
差
し
出
すpresentare

﹂
が
何
か
を
そ
れ
と
し
て
差
し
出
す
こ
と
を
意
味
す
る
の
に
対
し
、﹁
示
すm

onstrare

﹂
は
何
か
を
そ
れ
自

体
と
し
て
提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
間
接
的
に
指
し
示
す
作
用
を
含
意
し
て
い
る︶

66
︵

。
オ
ド
ラ
デ
ク
や
猫
羊
も
、
何
か
の
対
象
を
、
代

理
し
、
再
現
前
さ
せ
る
表
象
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
想
像
力
の
産
物
は
、
何
か
を
代
理
す
る
の
で
は
な
く
、
何
か
別
の
も
の
を
示
唆
す
る
こ
と

で
受
容
者
の
想
像
力
を
展
開
さ
せ
る
﹁
イ
メ
ー
ジB

ild

﹂
と
し
て
あ
る
。

　

ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
人
工
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
発
明
と
並
行
し
て
現
れ
る
、
現
実
に
忠
実
な
写
像
と
い
う
﹁
錯
覚
﹂
が
イ
メ
ー

ジ
概
念
を
絵
画
と
関
連
づ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
が︶

67
︵

、
イ
メ
ー
ジ
は
元
来
、
写
し
取
る
タ
イ
プ
で
は
な
い
形
の
、
想
像
力
が
読
み
取
る
よ
う
な

類
似
性
を
含
む
も
の
だ
っ
た
。
ジ
ー
ク
リ
ッ
ド
・
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
﹁
イ
メ
ー
ジ
=
像
﹂
に
つ
い
て
論
じ

る
時
、
イ
メ
ー
ジ
は
、
何
ら
か
の
対
象
の
再
現
前R

epräsentation

と
い
う
観
点
、
対
象
の
写
像
と
い
う
観
点
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
概
念
も
、
写
像
よ
り
も
広
い
、
類
似
性
全
般
を
射
程
に
入
れ
た
も
の
で
あ
り
、
イ
メ
ー
ジ
は
何
か
の
代
理

に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
こ
に
お
い
て
何
か
が
発
見
さ
れ
、
読
み
取
ら
れ
る
媒
体
と
し
て
把
握
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る︶

68
︵

。
こ
の
点
で
精
神
分
析
の

夢
解
釈
で
読
み
取
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
文
字
と
も
近
し
い︶

69
︵

。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
カ
フ
カ
に
お
け
る
﹁
怪
物
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
も
、
何
か
の
代
理
・
表

象
と
し
て
で
な
く
、
多
様
な
指
示
作
用
を
生
み
出
す
﹁
し
る
し
﹂
と
し
て
、
読
解
の
対
象
あ
る
い
は
、
ひ
ら
め
き
の
舞
台
と
し
て
捉
え
て
い

る
。

歪
ん
だ
語
り
と
怪
物

　

中
世
の
思
想
と
文
学
に
お
け
る
﹁
怪
物
﹂
の
機
能
に
着
目
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
怪
物
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
表
現
の
特
質
を
様
々
な

角
度
か
ら
説
明
し
て
い
る
。﹁
怪
物m

onster

﹂
は
単
に
奇
妙
で
、
不
可
思
議
な
表
象
や
恐
怖
の
対
象
化
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
論
理
的
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な
世
界
把
握
と
は
違
っ
た
あ
り
方
を
認
識
す
る
た
め
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
。
怪
物
的
な
も
の
は
、
哲
学
的
・
霊
的
探
求
を
補
完
す
る
も
の
、

そ
し
て
時
に
は
そ
れ
ら
を
代
替
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
た︶

70
︵

。

　

神
を
語
る
言
説
の
二
つ
の
伝
統

︱
﹁
肯
定
的
な
判
断
﹂
を
必
要
と
す
る
と
考
え
る
伝
統
と
﹁
否
定
的
な
判
断
﹂
に
よ
っ
て
神
を
知
ろ
う

と
す
る
伝
統

︱
の
う
ち
、
怪
物
は
﹁
否
定
的
な
判
断
﹂
の
伝
統
で
重
視
さ
れ
る
。﹁
否
定
神
学
﹂
的
な
思
考
の
体
系
化
に
寄
与
し
た
偽
デ
ィ

オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
肯
定
的
判
断
は
、
そ
の
肯
定
に
よ
っ
て
そ
の
言
明
の
他
の
可
能
性
を
捨
象
す
る
も
の
で
あ
り
、
言
い
尽

く
せ
な
い
存
在
で
あ
る
﹁
神
﹂
に
近
づ
く
の
に
適
さ
な
い
と
考
え
た
。
彼
は
こ
う
し
た
肯
定
的
言
明
の
限
界
を
強
調
し
、
怪
物
的
な
イ
メ
ー

ジ
に
よ
る
語
り
の
意
義
を
示
し
た
。
偽
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
は
、﹁
神
﹂
や
、
現
に
見
え
て
い
る
の
と
は
別
の
高
次
の
秩
序
の
表
現
の
た
め

に
は
、
肯
定
的
に
判
断
を
重
ね
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
歪
ん
だ
イ
メ
ー
ジ
を
取
り
入
れ
た
、﹁
歪
ん
だ
語
り
﹂
の
方
が
適
し
て
い
る
と
考
え
た︶

71
︵

。

　

神
を
頂
点
と
す
る
﹁
存
在
の
大
い
な
る
連
鎖
﹂
に
つ
い
て
語
る
に
際
し
て
、
神
は
い
わ
ば
著
者
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。
流
出
す
る
創

造
力
が
産
み
出
す
世
界
の
秩
序
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
秩
序
は
、
説
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
よ
り
も
、
読
ま
れ
る
べ
き
象
徴
と
し
て
あ
る
。

こ
の
象
徴
秩
序
の
中
で
は
、
ど
の
被
造
物
も
書
物
で
あ
り
、
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
鏡
で
あ
る
。
被
造
物
は
、
神
の
創
造
的
秩
序
に
書
き
込
ま

れ
る
も
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
映
し
出
す
も
の
と
な
る︶

72
︵

。
偽
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
は
、
こ
の
﹁
書
物
﹂
を
分
析
的
、
論
理
的
に
理
解
す
る
よ

り
も
、
象
徴
が
指
し
示
す
高
次
の
秩
序
の
解
釈
を
行
う
こ
と
を
推
奨
す
る
。
そ
し
て
そ
の
際
、
解
釈
の
鍵
と
な
る
の
は
、
象
徴
と
そ
れ
が
指

し
示
す
も
の
の
固
定
的
な
一
対
一
関
係
で
は
な
い
。
感
覚
さ
れ
る
も
の
と
叡
知
的
、
超
感
覚
的
な
も
の
の
間
に
は
懸
隔
が
あ
り
、
記
号
が
高

次
の
現
実
を
捉
え
ら
れ
る
と
思
う
の
は
錯
覚
だ
か
ら
で
あ
る
。
対
象
を
表
象
と
し
て
再
現
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
対
象
と
不
一
致
な

表
象
を
、
対
象
の
理
解
の
た
め
の
媒
体
と
し
て
用
い
る
の
が
偽
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の
象
徴
主
義
で
あ
る
。
例
え
ば
、
彼
は
、
神
を
神
々
し

い
も
の
と
し
て
で
は
な
く
﹁
虫
け
ら
﹂
や
﹁
大
酒
飲
み
﹂
と
い
っ
た
形
で
表
象
す
る
こ
と
を
推
奨
す
る
。
こ
う
い
っ
た
恥
ず
べ
き
、
み
っ
と

も
な
い
も
の
は
神
的
存
在
を
伝
え
る
の
に
当
然
適
し
な
い
が
、
こ
の
不
一
致
が
、
む
し
ろ
神
的
存
在
へ
と
高
ま
ろ
う
と
す
る
動
き
を
呼
び
起
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こ
す
と
い
う
。
そ
し
て
、
重
要
な
の
は
、
こ
う
い
っ
た
み
っ
と
も
な
い
存
在
も
含
め
て
、
神
の
被
造
物
は
、
ど
れ
も
そ
れ
自
体
の
良
さ
を
有

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。﹁
虫
け
ら
﹂
と
﹁
神
﹂
の
懸
隔
を
思
考
す
る
中
で
、
解
釈
者
は
、
神
的
な
も
の
へ
と
近
づ
く
と
同
時
に
、

虫
け
ら
の
尊
厳
を
も
認
識
す
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
偽
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
は
、
奇
形
や
怪
物
を
、
思
考
の
媒
質
と
し
て
取
り
上
げ

た︶
73
︵

。

　

こ
う
し
た
考
え
は
、
カ
フ
カ
に
は
見
ら
れ
な
い
創
造
者
と
し
て
の
神
と
、
神
的
な
高
次
の
秩
序
が
も
た
ら
す
恩
寵
へ
の
信
頼
が
あ
っ
て
成

立
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
虫
け
ら
や
奇
形
、
歪
ん
だ
存
在
が
、
神
に
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
カ
フ
カ
に
お
い
て
は
、

歪
ん
だ
存
在
は
、
神
の
秩
序
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
な
し
に
歪
ん
で
い
る
。

　

偽
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の
影
響
も
受
け
た
中
世
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
継
承
者
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
・
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
は
、
自
然
の
秩
序

を
逸
脱
す
る
怪
物
の
イ
メ
ー
ジ
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
逸
脱
す
る
こ
と
で
、
記
号
と
現
実
の
類
似
関
係
を
無
化
す
る
点
に
着
目
し
た
。
記
号
と
現

実
の
類
似
を
も
と
に
し
て
︵
神
的
な
も
の
も
含
む
︶
高
次
の
現
実
把
握
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
錯
覚
を
現
実
に
対
応
物
を
も
た
な
い
怪
物
表

象
が
否
定
す
る
と
い
う
の
で
あ
る︶

74
︵

。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
カ
フ
カ
論
を
読
ん
だ
ア
ド
ル
ノ
は
、
オ
ド
ラ
デ
ク
の
う
ち
に
﹁
有
機
的
な
も
の
と
無
機
的
な
も
の
の
境
界
を
取
り
払
い
、

宥
和
さ
せ
る
﹂
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
﹁
超
越
す
る
﹂
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
を
見
出
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
言
っ
て
い

る︵
7
5
︶。
こ
の
見
方
は
、
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
的
な
発
想
の
系
譜
に
あ
る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
無
化
す
る
こ
と
で
、
希
望
の
な
い
現
実
と
は
別
の
地
点
を
照

ら
し
出
す
宥
和
の
可
能
性
が
示
さ
れ
る
と
ア
ド
ル
ノ
は
見
て
い
る
。

　

し
か
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
﹁
オ
ド
ラ
デ
ク
﹂
に
見
出
す
の
は
、﹁
宥
和
﹂
や
﹁
超
越
﹂
に
よ
る
上
昇
の
動
き
で
は
な
く
、﹁
忘
却
﹂
の
淵
か

ら
響
く
﹁
落
ち
葉
が
カ
サ
カ
サ
い
う
よ
う
な
﹂﹁
笑
い
﹂
だ
っ
た
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
カ
フ
カ
は
、
超
越
に
で
は
な
く
﹁
忘

却
の
声
を
再
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る

︵
7
6
︶﹂。
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忘
却

「
忘
却
」
の
捉
え
方

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
カ
フ
カ
論
に
お
け
る
﹁
忘
却
﹂
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
詳
論
し
て
い
る
ド
イ
リ
ン
グ
に
よ
る
と
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
カ
フ
カ

世
界
に
導
入
し
て
い
る
﹁
忘
却
﹂
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
特
徴
は
、
記
憶
／
忘
却
の
伝
統
的
な
二
分
法
を
逸
脱
す
る
点
に
あ
る︶

77
︵

。
忘
却
と
記
憶
を

対
立
す
る
二
項
と
捉
え
る
場
合
、
そ
れ
は
現
前
／
不
在
、
顕
在
／
潜
在
と
い
う
二
分
法
に
展
開
さ
れ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
こ
の
二
分
法
で

忘
却
を
考
え
ず
、
フ
ロ
イ
ト
的
な
言
い
方
で
い
う
と
こ
ろ
の
﹁
無
意
識
﹂

︱
意
識
さ
れ
な
い
潜
在
的
な
形
だ
が
現
に
そ
こ
に
あ
る
も
の

︱
の
導
入
に
よ
っ
て
二
分
法
を
廃
棄
し
て
い
る
。

　

ニ
ー
チ
ェ
が
﹃
道
徳
の
系
譜
﹄
で
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
に
記
憶
が
な
け
れ
ば
約
束
は
で
き
ず
、
道
徳
も
法
も
成
り
立
た
な
い
。
記

憶
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
社
会
の
前
提
で
あ
り
、
忘
却
は
、
責
任
不
履
行
の
罪
と
関
わ
る︶

78
︵

。
責
任
と
し
て
の
記
憶
を
重
視
す
る
観
点
か

ら
は
、
全
て
を
記
憶
す
る
人
間
、
あ
る
い
は
神
が
倫
理
的
に
高
い
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
全
て
を
顕
在
化
し
て
記
憶
と
し
て

保
持
し
よ
う
と
す
る
試
み︶

79
︵

は
、
潜
在
的
に
存
在
し
て
い
る
も
の
へ
の
考
察
を
欠
い
て
い
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
示
唆
的
な
の
が
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
ら
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
の
考
え
で
あ
る
。
神
の
知
性
は
、
全
て
を
保
持
し
得
る
が
、

人
間
の
知
性
は
意
識
に
現
前
し
て
い
る
も
の
に
注
意
を
払
う
こ
と
で
、
他
の
対
象
に
注
意
を
払
え
な
く
な
る
。
一
つ
の
意
識
、
注
意
は
、
他

の
可
能
な
対
象
を
排
除
す
る︶

80
︵

。
こ
の
際
当
然
な
が
ら
、
注
意
が
払
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
記
憶
は
無
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
無
意

識
に
居
合
わ
せ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
意
識
に
あ
る
対
象
の
み
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
顕
在
的
に
は
存
在
し
な
い
が

意
思
に
よ
っ
て
思
い
出
さ
れ
る
記
憶
も
存
在
し
、
ま
た
、
何
ら
か
の
き
っ
か
け
に
よ
っ
て
、
意
志
的
に
で
は
な
く
、
蘇
っ
て
く
る
記
憶

︱
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無
意
志
的
記
憶

︱
存
在
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
憶
の
多
層
性
を
、
フ
ロ
イ
ト
は
指
摘
し
、
記
憶
を
空
間
的
メ
タ
フ
ァ
ー
で
理
論
化
し

た︶
81
︵

。
記
憶
は
現
在
・
不
在
と
い
う
二
項
対
立
で
は
把
握
で
き
ず
、
多
層
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
意
識
や
顕
在
的
な
記
憶
か
ら
﹁
抑
圧

Verdrängung

﹂
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
た
も
の
が
蠢
い
て
い
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
、
個
人
的
な
記
憶
と
罪
責
感
、
性
を
め
ぐ
る
願
望
の
抑
圧
に

つ
い
て
、
家
族
の
領
域
を
基
本
的
な
場
と
し
て
考
察
し
て
い
く
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
フ
ロ
イ
ト
の
議
論
に
す
で
に
親
し
ん
で
お
り
、
こ
れ
を
前
提
と
し
つ
つ
、
さ
ら
に
独
自
の
視
点
か
ら
﹁
忘
却
﹂
を
捉
え
て

い
る
。
本
節
で
は
こ
れ
ま
で
展
開
し
て
き
た
怪
物
論
を
踏
ま
え
て
忘
却
の
意
義
を
探
っ
て
い
く
。

罪
と
忘
却

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
忘
却
さ
れ
た
﹁
罪
﹂
と
関
連
づ
け
て
、
カ
フ
カ
論
の
中
で
、
テ
ィ
ー
ク
の
﹃
ブ
ロ
ン
ド
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
﹄
に
言
及
し

て
い
る
。
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
す
騎
士
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
は
、
た
っ
た
一
人
の
友
人
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
前
で
、
妻
ベ
ル
タ
に
過
去
の
不
思
議
な
境

遇
を
話
さ
せ
る
。
貧
し
い
両
親
の
も
と
で
育
っ
た
彼
女
は
、
不
器
用
で
空
想
癖
の
あ
る
子
で
、
父
親
か
ら
役
立
た
ず
と
罵
ら
れ
、
折
檻
さ
れ

る
。
家
出
を
し
て
辿
り
着
い
た
森
で
出
会
っ
た
老
婆
は
、
宝
石
を
産
む
不
思
議
な
鳥
と
犬
を
飼
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
。
四
年
間
楽
し
く
暮
ら

し
た
ベ
ル
タ
は
、
し
か
し
、
外
の
世
界
へ
の
好
奇
心
を
抑
え
き
れ
ず
、
宝
石
を
産
む
鳥
を
手
に
家
を
出
る
。
そ
の
時
に
家
の
柱
に
縛
っ
て
見

捨
て
た
犬
の
名
前
﹁
シ
ュ
ト
ロ
ー
ミ
ア
ン
﹂
を
、
話
を
聞
い
て
い
た
友
人
ヴ
ァ
ル
タ
ー
が
つ
ぶ
や
い
た
こ
と
か
ら
ベ
ル
タ
は
罪
の
意
識
に
苛

ま
れ
た
の
か
発
狂
す
る
。
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
も
ヴ
ァ
ル
タ
ー
を
殺
し
、
発
狂
し
て
い
く
。
魔
女
で
あ
る
老
婆
が
種
明
か
し
を
す
る
と
こ
ろ
で
は
、

エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
の
両
親
が
農
夫
に
預
け
て
い
た
妹
が
ベ
ル
タ
で
あ
り
、
彼
ら
は
知
ら
ず
に
近
親
相
姦
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
忘
れ

て
い
た
罪
の
名
前
が
運
命
を
明
ら
か
に
し
、
破
局
を
も
た
ら
す
。

　

人
間
の
罪
が
怪
物
を
生
み
出
す
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
ゴ
ジ
ラ
を
始
め
と
す
る
怪
獣
映
画
な
ど
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
エ
ッ
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ク
ベ
ル
ト
と
同
様
に
、
根
源
に
あ
る
罪
が
明
示
さ
れ
、
あ
る
種
そ
れ
へ
の
反
省
を
促
す
契
機
が
観
客
に
与
え
ら
れ
る
。
オ
ド
ラ
デ
ク
に
は
そ

の
よ
う
な
働
き
は
期
待
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
忘
却
と
罪
の
関
係
は
曖
昧
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
忘
却
さ
れ
た
罪
の
警
告
の
モ
メ
ン
ト
、

忘
却
さ
れ
た
も
の
に
注
意
を
払
う
よ
う
に
促
す
契
機
を
、﹁
せ
む
し
の
小
人
﹂
に
よ
っ
て
導
入
す
る
。

せ
む
し
の
小
人

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
カ
フ
カ
の
人
物
た
ち
に
見
ら
れ
る
、﹁
頭
を
深
く
胸
へ
と
沈
め
る
﹂
身
振
り
に
着
目
し
、﹁
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
彼
ら
は
、

そ
の
首
で
地
球
を
担
っ
て
い
た
ア
ト
ラ
ス
た
ち
の
末
裔
で
は
な
い
か︶

82
︵

﹂
と
述
べ
て
い
る
。
彼
ら
が
担
う
の
は
﹁
地
球
﹂
で
は
な
い
が
、﹁
日

常
﹂
で
さ
え
も
﹁
地
球
の
重
み
﹂
を
持
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
彼
ら
は
疲
れ
て
い
る
。﹁
彼
の
疲
労
は
、
闘
い
の
後
の
剣
闘
士
の
そ
れ
で
あ

る
。
彼
の
仕
事
と
い
え
ば
、
役
所
の
部
屋
の
一
角
に
漆
喰
を
塗
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
が︶

83
︵

﹂。
彼
ら
は
中
世
の
教
会
の
柱
頭
に
見
ら
れ

る
、
し
か
め
っ
面
を
し
た
怪
物
た
ち
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る︶

84
︵

。
彼
ら
が
担
う
の
は
、﹁
忘
却
﹂
の
重
荷
で
あ
る
。

　
﹁
忘
却
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
﹂
を
具
現
化
す
る
の
は
、﹁
歪
ん
だ
生
の
住
人
﹂
で
あ
る
﹁
せ
む
し
の
小
人
﹂
で
あ
る
。
カ
フ
カ
の
テ

ク
ス
ト
に
は
現
れ
な
い
こ
の
﹁
せ
む
し
の
小
人
﹂
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
お
気
に
入
り
の
形
象
で
、
カ
フ
カ
論
の
み
な
ら
ず
﹃
一
九
〇
〇
年
頃
の

ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
﹄
や
﹃
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
﹄
に
も
現
れ
る
。﹃
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
﹄
で
は
、
小
人
は
、
幼
い
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

が
ベ
ル
リ
ン
の
街
路
の
半
地
下
の
住
人
た
ち
へ
向
け
た
視
線
の
先
に
潜
ん
で
い
る
。

天
窓
は
外
へ
向
か
う
と
い
う
よ
り
も
、
地
下
へ
と
向
か
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
私
が
ま
さ
に
足
を
下
ろ
し
て
い
た
格
子
越
し
に
見
え
る

半
地
下
の
光
景

︱
カ
ナ
リ
ア
や
灯
り
、
そ
の
住
人
の
光
景

︱
を
見
て
見
た
い
と
い
う
好
奇
心
も
湧
い
て
き
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ

は
い
つ
も
可
能
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
昼
間
に
虚
し
く
試
み
た
後
、
夜
、
夢
の
中
で
反
撃
が
返
っ
て
き
て
、
地
下
室
か
ら
私
に
向
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け
ら
れ
る
視
線
に
私
の
方
が
捕
縛
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
起
こ
り
得
た
。
そ
の
視
線
は
と
ん
が
り
帽
子
の
地
の
精
た
ちG

nom
en m

it 

spitzen M
ützen

か
ら
私
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
、
私
が
心
底
驚
か
さ
れ
る
や
い
な
や
、
そ
の
地
の
精
た
ち
は
す
で

に
も
う
姿
を
消
し
て
い
る
の
だ
っ
た
。
私
に
と
っ
て
は
、
昼
間
こ
の
窓
に
住
み
着
い
て
い
た
世
界
と
、
夢
の
中
で
私
を
襲
お
う
と
、
夜

に
そ
こ
で
待
ち
構
え
て
い
た
世
界
と
の
間
に
は
っ
き
り
と
し
た
区
別
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
ゲ
オ
ル
ク
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
﹃
ド
イ
ツ

の
子
供
の
本
﹄
で
次
の
箇
所
に
行
き
当
た
っ
た
時
、
私
が
ど
う
い
う
状
況
に
あ
っ
た
の
か
、
直
ち
に
理
解
し
た
の
だ
っ
た
。﹁
ワ
イ
ン

を
ち
ょ
っ
ぴ
り
飲
も
う
と
思
い
、
私
が
地
下
室
に
行
こ
う
と
す
る
と
／
せ
む
し
の
小
人
が
立
っ
て
い
て
／
ワ
イ
ン
の
つ
ぼ
を
取
っ
て
い

く
﹂。
私
は
、
害
悪
と
い
た
ず
ら
に
夢
中
な
こ
う
し
た
一
族
を
知
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
一
族
が
地
下
室
を
居
場
所
だ
と
感
じ
て

い
る
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た︶

85
︵

。

こ
の
小
人
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
も
つ
意
味
は
様
々
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
引
用
で
は
半
地
下
に
住
む
市
民
以
下
の
水
準
で
暮
ら
す
人
々

と
、
地
下
室
を
居
場
所
と
す
る
﹁
せ
む
し
の
小
人
﹂
が
接
続
さ
れ
て
い
る
。
裕
福
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
子
と
し
て
育
っ
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ

て
、﹁
地
の
精
﹂
は
自
身
の
生
活
圏
の
境
界
の
外
に
存
在
す
る
異
質
な
も
の
の
表
象
、
境
界
の
外
側
の
異
者
を
暗
示
し
て
い
る︶

86
︵

。
こ
の
半
ば

怪
物
的
な
﹁
地
の
精
﹂
は
、
地
下
室
に
現
れ
る
﹁
せ
む
し
の
小
人
﹂
と
接
続
さ
れ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
及
す
る
歌
は
、
元
々
は
ア
ル
ニ
ム

と
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
編
集
し
た
﹃
少
年
の
魔
法
の
角
笛
﹄
に
収
録
さ
れ
た
﹁
小
人
の
歌
﹂
で
あ
る︶

87
︵

。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
の
小
人
を
、
カ
フ
カ

の
世
界
と
結
び
つ
け
る
。

﹁
僕
が
お
部
屋
に
入
っ
て
い
っ
て
／
ベ
ッ
ド
を
き
ち
ん
と
し
よ
う
と
す
る
と
／
せ
む
し
の
小
人
が
立
っ
て
い
て
／
そ
う
し
て
笑
い
始
め

出
す
﹂。
こ
の
笑
い
は
、﹁
落
ち
葉
が
立
て
る
音
の
よ
う
に
響
く
﹂
オ
ド
ラ
デ
ク
の
笑
い
で
あ
る︶

88
︵

。
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ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
子
供
時
代
に
、
彼
が
何
か
失
敗
を
し
て
し
ま
っ
た
と
き
、
母
親
が
こ
の
小
人
の
仕
業
だ
と
暗
示
し
て
い
た
と
振
り
返
っ
て

い
る
。
子
供
が
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
払
わ
な
い
ほ
ど
、
小
人
は
鋭
く
子
供
を
見
つ
め
て
い
て
、
失
敗
を
や
ら
か
し
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
。

小
人
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
私
を
出
し
抜
い
た
。
出
し
ぬ
き
な
が
ら
、
小
人
は
行
く
手
に
立
ち
ふ
さ
が
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
小
人
、
こ
の

白
髪
の
取
り
締
ま
り
人
が
私
に
対
し
て
や
っ
た
こ
と
は
、
私
が
手
に
し
た
も
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
、
忘
却
と
い
う
半
分
を
取
り
立
て
る
こ

と
だ
け
だ
っ
た
。﹁
僕
が
お
部
屋
へ
入
っ
て
い
っ
て
／
僕
の
ミ
ュ
ー
ズ
リ
を
食
べ
よ
と
す
る
と
／
小
人
が
そ
こ
に
立
っ
て
い
て
／
先
に

半
分
食
べ
ち
ゃ
っ
た
﹂。
小
人
は
こ
の
よ
う
に
い
つ
も
立
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
私
が
そ
の
姿
を
見
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
い
つ

も
彼
の
方
だ
け
が
私
を
見
て
い
た
。
そ
れ
も
、
私
自
身
が
見
て
い
な
け
れ
ば
い
な
い
ほ
ど
、
視
線
を
鋭
く
し
て
。
死
に
行
く
も
の
の
視

線
を
通
り
過
ぎ
て
い
く
と
言
わ
れ
る
走
馬
灯
は
、
私
が
思
う
に
、
小
人
が
手
に
す
る
彼
ら
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る︶

89
︵

。

　

小
人
も
オ
ド
ラ
デ
ク
同
様
に
何
か
を
指
し
示
し
て
い
る
。
オ
ド
ラ
デ
ク
と
は
違
っ
て
、
小
人
が
指
し
示
す
も
の
は
明
確
な
対
象
を
持
っ
て

い
る
。
子
供
が
注
意
を
払
わ
ず
に
い
て
、
忘
却
さ
れ
て
い
っ
た
経
験
を
小
人
の
視
線
は
捉
え
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
用
い
る
写
真
機
の
比

喩
も
示
唆
す
る
よ
う
に
、
小
人
が
補
足
す
る
忘
却
は
、
子
供
が
﹁
記
憶
の
中
で
無
意
識
に
知
覚
さ
れ
て
い
た
も
の︶

90
︵

﹂
を
記
録
し
て
い
る
。﹁
意

識
的
な
体
験
か
ら
は
逃
れ
出
て
い
く
も
の︶

91
︵

﹂
を
、
小
人
は
﹁
忘
却
の
半
分
﹂
と
し
て
﹁
取
り
立
て
﹂、
そ
の
重
み
で
小
人
の
背
中
は
歪
ん
で

い
る
。
こ
の
小
人
の
忘
却
は
多
層
的
な
解
釈
が
で
き
る
。
一
つ
に
は
、
そ
れ
は
、
子
供
の
﹁
罪
﹂
が
生
み
出
し
た
﹁
忘
却
﹂
で
あ
る
。
罪
と

い
う
の
は
大
げ
さ
か
も
し
れ
な
い
。
言
い
換
え
る
な
ら
そ
れ
は
、
子
供
が
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
結
果
忘
却
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
他
方
で
、

小
人
は
、
半
地
下
へ
と
追
い
や
ら
れ
る
貧
民
の
嘆
き
と
し
て
も
理
解
で
き
る︶

92
︵

。
個
人
的
な
忘
却
と
社
会
的
な
忘
却
、
そ
し
て
太
古
か
ら
の
諸
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力
の
忘
却
も
そ
こ
に
は
付
け
加
わ
っ
て
く
る
。
忘
却
を
背
負
う
小
人
は
歌
の
最
後
で
嘆
き
の
声
を
あ
げ
る
。

僕
が
[
教
会
の
]
ベ
ン
チ
に
い
っ
て
／
ち
ょ
っ
ぴ
り
お
祈
り
し
よ
う
と
す
る
と
／
せ
む
し
の
小
人
が
立
っ
て
い
て
／
こ
の
よ
う
に
語
り

始
め
だ
す
／
可
愛
い
お
子
さ
ん
お
願
い
だ
／
せ
む
し
の
為
に
も
祈
っ
て
お
く
れ
！︶

93
︵

怪
物
の
多
義
性

　

カ
フ
カ
の
怪
物
を
考
察
す
る
に
当
た
っ
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
参
照
し
て
い
た
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
・
ボ
ス
の
絵
画
と
し
て
有
名
な
も
の
の
一
つ

に
﹃
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
の
誘
惑
﹄
が
あ
る
。
三
世
紀
に
エ
ジ
プ
ト
の
富
裕
な
家
に
生
ま
れ
た
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
は
、
受
け
継
い
だ
す
べ
て
の

財
産
を
分
け
与
え
苦
行
の
道
に
進
ん
だ
。
苦
行
を
妨
害
し
、
女
の
姿
を
と
っ
て
誘
惑
す
る
悪
魔
を
払
い
の
け
る
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
は
、
や
が
て

丹
毒
や
ペ
ス
ト
な
ど
の
病
気
を
治
し
、
聖
者
と
し
て
崇
め
ら
れ
た
。
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
信
仰
を
行
う
修
道
会
な
ど
か
ら
の
依
頼
も
あ
り
、
ア
ン

ト
ニ
ウ
ス
の
誘
惑
は
絵
画
の
主
題
に
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
た︶

94
︵

。
ボ
ス
の
絵
も
含
め
て
見
ら
れ
る
現
象
だ
が
、
誘
惑
者
と
し
て
の
悪
魔
は
他
の

絵
画
に
見
ら
れ
る
病
者
や
不
具
者
と
ポ
ー
ズ
を
同
じ
く
し
て
、
い
わ
ば
相
互
に
参
照
し
合
っ
て
い
る
。
ボ
ス
の
絵
画
に
お
い
て
ア
ン
ト
ニ
ウ

ス
に
群
が
る
一
団
は
、
ひ
と
ま
ず
は
聖
者
を
誘
惑
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
聖
者
か
ら
治
療
と
施
し
を
受
け
る
べ
く
し

て
集
ま
る
者
と
も
解
釈
可
能
で
あ
る︶

95
︵

。

　

せ
む
し
の
小
人
も
ボ
ス
の
怪
物
た
ち
と
同
様
に
両
義
的
存
在
で
あ
る
。
一
方
で
は
災
難
を
も
た
ら
し
、
他
方
で
祈
り
を
求
め
る
。
ボ
ス
の

怪
物
た
ち
が
、
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
の
外
部
か
ら
現
れ
る
の
に
対
し
て
、
せ
む
し
の
小
人
は
、
忘
却
さ
れ
た
自
ら
の
体
験
、
忘
却
さ
れ
た
記
憶
を

保
持
す
る
も
の
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
は
む
し
ろ
自
分
の
内
部
か
ら
現
れ
出
て
く
る
も
の
と
い
え
る
。
小
人
は
自
分
の
中
で
忘
却
さ
れ
た
半
分
、

忘
却
さ
れ
た
自
己
の
半
分
を
指
し
示
し
て
い
る
。﹁
せ
む
し
の
小
人
﹂
は
メ
シ
ア
の
到
来
に
よ
っ
て
、
歪
み
を
正
さ
れ
、
解
放
さ
れ
る
と
い
う
。
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こ
の
到
来
と
解
放
は
、
歪
み
の
消
滅
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、﹁
忘
却
の
半
分
﹂
の
取
り
戻
し
、
再
生
を
意
味
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
注
意

を
払
わ
な
か
っ
た
過
去
も
再
び
呼
び
起
こ
さ
れ
、
解
放
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

虫
に
変
身
し
た
グ
レ
ー
ゴ
ア
・
ザ
ム
ザ
は
、
虫
で
あ
る
こ
と
へ
の
驚
愕
よ
り
も
、
自
ら
の
責
務

︱
仕
事
を
こ
な
し
、
家
族
を
支
え
、
妹

を
音
楽
学
校
に
通
わ
せ
て
や
る
こ
と

︱
を
意
識
し
て
い
る
。
し
か
し
虫
に
な
る
前
の
彼
の
役
割
は
忘
れ
ら
れ
て
い
く
。
父
が
投
げ
つ
け
た

背
中
に
め
り
込
ん
だ
リ
ン
ゴ
の
腐
っ
て
い
く
の
と
同
時
に
、
グ
レ
ー
ゴ
ア
の
意
識
も
薄
れ
、
使
命
や
快
活
さ
は
失
わ
れ
て
い
く
。
背
中
の
痛

み
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
失
わ
れ
た
絆
も
取
り
戻
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
歪
ん
で
痛
ん
だ
背
中
に
は
、
希
望
の
か
け
ら
が
隠
れ
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

　
﹁
可
愛
い
お
子
さ
ん
、
お
願
い
だ
。
せ
む
し
の
た
め
に
も
祈
っ
て
お
く
れ
！
﹂
と
い
う
嘆
き
を
あ
げ
る
妖
怪
的
な
小
人
は

︱
創
造
者
と

し
て
の
神
の
恩
寵
が
見
え
な
い
中
で
あ
っ
て
も

︱
同
じ
一
つ
の
被
造
物
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
カ
フ
カ
に
は
こ
う
し
た
被
造
物
へ
の
連

帯
意
識
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
歌
の
深
み
に
お
い
て
、
カ
フ
カ
は
﹁
神
話
的
な
予
感
知
﹂
も
﹁
実
存
神
学
﹂
も
彼
に
与
え
る
こ
と
の
な
か
っ
た
根
底
に
触
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
の
民
衆
の
根
底
で
あ
る
と
同
時
に
、
ユ
ダ
ヤ
の
民
衆
の
根
底
で
も
あ
る
。
カ
フ
カ
が
祈
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も

︱
い
っ
た
い
誰
が
そ
れ
を
知
る
だ
ろ
う
？

︱
そ
れ
で
も
彼
に
は
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
が
﹁
魂
の
本
性
的
な
祈
り
﹂
と
呼
ん
だ
も
の
、

つ
ま
り
注
意
深
さ
が
備
わ
っ
て
い
た
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
注
意
深
さ
の
中
へ
、
聖
者
が
祈
り
の
中
へ
と
や
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
被

造
物
を
包
含
し
た
の
だ
っ
た︶

96
︵

。

　

こ
こ
で
、
カ
フ
カ
が
怪
物
を
も
含
ん
だ
す
べ
て
の
被
造
物
に
注
意
を
払
っ
た
の
だ
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
他
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者
を
外
部
化
し
て
締
め
出
す
の
と
は
反
対
の
姿
勢
で
あ
る
。
忘
却
さ
れ
、
意
識
の
う
ち
か
ら
締
め
出
さ
れ
て
い
た
異
質
な
も
の
へ
と
目
を
向

け
る
姿
勢
は
、﹁
他
者
﹂
へ
の
開
か
れ
を
肯
定
的
に
語
る
言
説
の
系
譜
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う︶

97
︵

。
小
人
の
﹁
忘
却
﹂
は
、
忘

れ
ら
れ
た
他
者
性
を
具
現
化
す
る
形
象
と
し
て
、
注
意
を
払
わ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
。

終
わ
り
に

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
こ
う
し
た
議
論
に
関
し
て
は
、
そ
の
重
要
部
分
を
カ
フ
カ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
現
れ
な
い
﹁
せ
む
し
の
小
人
﹂
に
託
し
て
い

る
点
で
、
カ
フ
カ
に
お
け
る
怪
物
モ
テ
ィ
ー
フ
の
解
釈
と
し
て
の
妥
当
性
が
疑
わ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
。
だ
が
、
カ
フ
カ
読
解
の
射
程
を
広

げ
る
も
の
と
し
て
示
唆
的
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　

本
論
の
冒
頭
で
み
た
怪
物
論
の
系
譜
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
カ
フ
カ
の
怪
物
モ
テ
ィ
ー
フ
に
見
出
し
た
特
徴
は
次
の
点
に

あ
る
。

　

異
形
存
在
は
、
外
部
に
見
出
さ
れ
る
敵
や
異
物
と
し
て
排
除
さ
れ
れ
ば
良
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
神
の
創
造
力
と
積
極
的
に
結
び
つ

け
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
が
、
怪
物
も
被
造
物
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
、
む
し
ろ
潜
在
的
に
は
連
帯
の
対
象
で
も
あ
り
う
る
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
﹁
怪
物
﹂
把
握
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
連
帯
は
惨
め
な
怪
物
へ
の
憐
憫
か
ら
く
る
も
の

と
い
う
よ
り
も
、
自
己
解
放
と
関
わ
っ
て
い
る
。
せ
む
し
の
小
人
は
自
ら
が
忘
れ
て
い
る
も
の
を
保
持
す
る
怪
物
で
あ
り
、
そ
の
救
済
は
、

自
身
の
内
で
忘
却
さ
れ
て
い
る
も
の
の
発
見
と
解
放
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
怪
物
は
一
般
に
﹁
忘
却
﹂
さ
れ
た
﹁
罪
﹂
を
告
発
す
る
と

い
う
機
能
を
担
っ
て
い
る
が
、
せ
む
し
の
小
人
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
自
己
の
内
部
の
忘
却
に
関
し
て
告
発
し
、
解
決
を
求
め
て
い
る
。

　

重
要
な
の
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
こ
の
解
決
を
不
可
能
な
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
潜
在
的
な
領
域
に
担
保
さ
れ
た
、

現
実
的
に
は
不
可
能
な
希
望
と
言
っ
た
も
の
を
そ
こ
か
ら
語
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
う
な
垂
れ
る
カ
フ
カ
の
人
物
た
ち
が
、
忘
却
さ
れ



被
造
物
と
し
て
の
怪
物

三
五

て
い
た
﹁
快
活
さ
﹂
を
回
復
す
る
可
能
性
、
あ
る
い
は
重
荷
か
ら
解
放
さ
れ
て
愉
快
に
進
ん
で
い
く
可
能
性
を
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
カ
フ
カ
の

テ
ク
ス
ト
の
内
に
見
て
い
た︶
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in: W
erke und N

achlaß. K
ritische G

esam
tausgabe. B

d. 11, B
erliner C

hronik / B
erliner K

indheit um
 neunzehnhundert. 

H
erausgegeben von B

urkhardt Lindner und N
adine W

erner. Frankfurt am
 M

ain 2019, S. 233f.



四
二

︵
86
︶
こ
う
し
た
側
面
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
初
見
基
の
論
文
が
情
報
に
富
ん
で
お
り
か
つ
示
唆
的
で
あ
る
。
初
見
基
﹁
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
と
︿
せ
む
し
の
侏
儒
﹀
の
見
た
世
界

︱
幼
年
時
代
と
は
何
か
・
序
に
か
え
て

︱
﹂、﹃
人
文
学
報
﹄
第
二
〇
八
号
︵
東
京
都

立
大
学
人
文
科
学
研
究
科 

一
九
八
九
年
︶
二
五
三
~
二
八
八
頁
。

︵
87
︶»D

as bucklige M
ännlein«, in: D

es K
naben W

undehorn, gesam
m

elt von L. A
chim

 von A
rnim

 und C
lem

ens B
rentano, M

ünchen 

1963, S. 198.

︵
88
︶G

S II, S. 432.

︵
89
︶W

alter B
enjam

in: W
erke und N

achlaß. B
d. 11.1, S. 235.

︵
90
︶A

nna Stüssi: Erinnerung an die Zukunft. W
alter B

enjam
ins „B

erliner K
indheit um

 N
eunzehnhundert “. G

öttingen 1977, S. 59.

︵
91
︶D

euring, a. a. O
., S. 27.

︵
92
︶
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
は
﹃
ブ
ッ
デ
ン
ブ
ロ
ー
ク
家
の
人
々
﹄
で
、
こ
の
小
人
へ
の
同
情
・
憐
憫
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
初
見
基
の
前
掲
論
文

を
参
照
。

︵
93
︶G

S II, S. 432.

︵
94
︶
神
原
正
明
﹃
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
・
ボ
ス
の
図
像
学
﹄、
一
一
八
頁
。

︵
95
︶
同
上
、
一
三
三
頁
。

︵
96
︶G

S II, S. 432.

︵
97
︶V

gl. Ina Schabert/M
ichaela B

oenk(H
g.): Im

aginationen des A
nderen im

 16. und 17. Jahrhundert. W
iesbaden 2002, S. 12f.

︵
98
︶
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
稿
を
参
照
。
小
林
哲
也
﹁﹃
空
虚
で
愉
快
な
旅
﹄

︱
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
カ
フ
カ
に
見
た
﹃
騎
行
﹄﹂﹃
文
明
構
造
論
﹄
第

五
号
︵
京
都
大
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科 

二
〇
〇
九
年
︶、
五
三
~
八
四
頁
。
ま
た
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ブ
レ
ヒ
ト
受
容
と
カ
フ
カ
解



被
造
物
と
し
て
の
怪
物

四
三

釈
の
関
係
を
論
じ
た
竹
峰
義
和
の
論
考
を
参
照
。﹁
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
歩
き
方

︱
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
叙
事
演
劇
論
に
お
け
る
自
己
反
省

的
モ
テ
ィ
ー
フ

︱
﹂﹃
思
想
﹄
第
一
一
三
一
号
︵
岩
波
書
店 

二
〇
一
八
年
︶、
一
三
二
~
一
四
八
頁
。




