
三
島
由
紀
夫

『
豊
鏡
の
海
』
ラム
画岡

「
客
観
性
の
病
気
」

三
島
由
紀
夫
の
遺
作
『
豊
鶴
の
海
』

(
昭
和
田

O
年
九
月

l
四
六
年
一
月
)
に

つ
い
て
、
佐
伯
彰
一
氏
は
、

「
近
代
小
説
の
大
前
提
と
常
識
に
向
か
っ
て
正
面
切

っ
た
反
抗
を
く
わ
だ
て
た
作
品
」

「
三
島
流
の
壮
大
な
反
・
小
説
の
試
み
」

新

潮
文
庫
『
春
の
雪
』
解
説
、

昭
和
五
二
・
七
)
だ
と
言
い
、
あ
る
い
は
、
松
本
徹

氏
は
、

「
形
而
上
学
的
叙
情
詩
」

「
日
本
人
が
今
ま
で
や
っ
て
き
た
ど
ん
な
文
学

的
企
て
よ
り
も
、

は
る
か
に
壮
大
な
意
図
を
も
っ
た
作
品
」

(
共
同
討
議
・
三
島

由
紀
夫
の
作
品
を
読
む
/
『
国
文
学
』
昭
和
五
六
・
七
)
で
あ
る
と
述
べ
る
な
ど
、

と
の
小
説
を
評
価
す
る
際
に
、
従
来
の
小
説
を
超
え
る
構
想
を
も
っ
て
苦
か
れ
た
、

近
代
小
説
へ
の
挑
戦
と
い
っ
た
意
味
を
も
っ
作
品
で
あ
る
と
い
う
見
方
は
、
す
で

に
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

ζ

の
よ
う
な
作
品
自
体
の
枠
組
み
に
つ
い

て
の
見
方
に
は
、

私
に
も
異
論
は
な
い
。

し
か
し
、

四
巻
を
つ
な
ぐ
認
識
者
・
本
多
の
役
割
、
作
品
に
導
入
さ
れ
て
い
る

唯
識
の
意
味
、
寂
莫
を
極
め
た
結
末
部
の
意
味
、

そ
し
て
、

『
天
人
五
衰
』
の
主

人
公
・
安
永
透
は
贋
物
な
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
て
お

有

子

フE

伸

り
、
乙
の
作
品
の
総
体
的
な
構
造
に
つ
い
て
の
評
価
に
は
、

い
ま
だ
決
定
的
な
も

の
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、

『
豊
簡
の
海
』
に
つ
い
て
、
三
島
は
、

「
世
界
解
釈
の
小
説
」
で
あ
る

と
繰
り
返
し
表
明
し
て
い
る
。

「
生
ま
れ
か
は
り
」
と
い
う
一
見
荒
唐
無
稽
な
題

材
を
扱
っ
て
い
る
が
、

『
盟
簡
の
海
」
は
、
決
し
て
神
話
や
お
伽
話
に
類
す
る
も

-40-

の
で
は
な
い
。

「
世
界
解
釈
の
小
説
」
と
い
う
言
い
方
に
は
、
三
島
が
、
生
涯
を

通
し
て
認
識
し
て
き
た
世
界
を
ト
ー
タ
ル
に
叙
述
し
、
緊
密
な
必
然
性
で
結
ば
れ

プ
ロ
ッ
ト

た
筋
を
重
間
的
に
配
置
し
て
、
彼
自
身
の
獲
得
し
た
「
世
界
解
釈
」
を
あ
ら
わ
し

た
「
小
説
」
で
あ
る
と
い
う
意
図
が
表
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、

そ
の
三
島
の
「
世
界
解
釈
の
小
説
」
に
お
い
て
錠
を
に
ぎ
る
の
が
、

四
巻
を
通
じ
て
の
登
場
人
物
・
本
多
繁
邦
で
あ
る
。

乙
の
人
物
に
つ
い
て
、
従
来
、

「
純
粋
観
客
」
、
「
副
主
人
公
で
、
観
察
者
、

記
録
者
」
、
「
転
生
の
保
証
人
」
な

ど
と
評
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
は
、

そ
の
よ
う
な
位
置
に
だ
け
と
ど
ま
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
、

と
私
は
考
え
る
。
観
客
と
し
て
観
察
す
る
人
物
で
は
あ
る
の
だ

が
、
そ
の
よ
う
な
客
観
的
な
安
全
な
立
場
に
だ
け
、
本
多
は
立
っ
て
い
る
の
で
は
な

ぃ
。
本
人
の
意
志
と
は
裏
腹
に
、
彼
は
、
無
難
な
観
察
者
と
い
う
立
場
に
安
住
で

き
な
く
な
り
、
認
識
の
危
険
な
位
置
に
入
り
込
ん
で
い
く
。
彼
の
作
品
に
お
け
る



位
置
は
大
き
い
の
で
あ
り
、

四
巻
全
体
を
眺
望
す
れ
ば
、
転
生
者
た
ち
よ
り
も
、

む
し
ろ
本
多
の
方
が
主
人
公
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
本
多
乙
そ
が
、
三
島

の
い
う
「
世
界
解
釈
」
を
試
み
る
人
物
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
三
島
の
言
う
「
世

界
解
釈
の
小
説
」
と
は
、
三
島
自
身
が
作
品
に
自
己
の
世
界
解
釈
を
投
影
さ
せ
る

乙
と
で
あ
る
と
と
も
に
、

レ
ベ
ル
を
ず
ら
す
と
、

登
場
人
物
の
一
人
で
あ
る
本
多
の

世
界
解
釈
の
過
程
が
作
中
に
示
さ
れ
て
い
く
と
と
で
も
あ
ろ
う
。

そ
の
点
で
、

田
中
美
代
子
氏
の
、

「
と
の
小
説
の
構
図
を
し
っ
か
り
と
紋
密
に

形
成
し
、
す
べ
て
の
原
因
で
あ
る
と
同
時
に
結
果
で
あ
り
、

一
切
を
裏
側
か
ら
支

え
て
い
る
の
は
本
多
繁
邦
で
あ
り
、
彼
乙
そ
宇
宙
の
混
沌
に
か
た
ち
を
与
え
る
作

家
の
世
界
形
成
の
意
志
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
」

(
『
豊
鏡
の
海
」
三
島
由

紀
夫
|
|
小
説
の
二
重
構
造
|
|
/
『
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
五
九
・
四
)
と
の
指

摘
に
は
、
ま
っ
た
く
首
肯
で
き
る
。
乙
れ
は
、

ζ

れ
ま
で
、
近
代
小
説
を
超
え
る

意
図
を
も
っ
て
描
か
れ
た
と
い
う
点
で
は
お
お
む
ね
一
致
し
つ
つ
も
、
作
品
全
体

の
構
造
と
い
う
面
で
は
も
う
ひ
と
つ
説
得
さ
れ
が
た
か
っ
た
、

『
豊
鶴
の
海
』
の

評
価
史
の
中
で
、
画
期
的
な
論
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

田
中
氏
の
=
一
一
口
う
よ
う
に
、

本
多
は
、

「
作
家
の
世
界
形
成
の
怠
志
を
象
徴
」
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

つ
ま

り
、
本
多
乙
そ
が
、
作
家
三
島
の
「
世
界
解
釈
の
小
説
」
の
中
で
、
三
島
に
な
り

か
わ
っ
て
世
界
解
釈
を
行
っ
て
い
る
人
物
な
の
で
あ
る
。

ジ
ン
・
ジ
ヤ
ン

『
豊
鶴
の
海
」
の
中
心
人
物
は
、
松
枝
清
顕
|
|
飯
沼
勲
|
|
月
光
姫
|
|
安

永
透
と
続
く
転
生
者
た
ち
と
、

そ
の
転
生
の
証
人
で
あ
る
本
多
と
で
あ
る
。
前
者

は
ニ

O
年
ご
と
に
生
ま
れ
変
わ
り
、

そ
の
変
わ
り
目
の
最
後
の
二

t
三
年
を
各
巻

で
扱
う
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

乙
の
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
、

田
中
氏
は
、

「
松
枝
清
顕
を
は
じ
め
と
し
て
転
生
す
る
人
物
は
、
現
実
の
人
間
で

あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
本
多
が
か
く
あ
る
べ
く
思
い
描
い
た
理
想
像
で
あ
り
、
純

粋
な
観
念
の
結
晶
体
で
あ
る
、
と
い
っ
た
方
が
よ
い
よ
う
な
も
の
」
で
あ
り
、
「
彼

ら
(
転
生
す
る
人
物
)
は
あ
え
て
い
え
ば
、

一
人
の
観
照
者
で
あ
る
本
多
が
人
生

の
道
す
が
ら
に
抱
い
た
願
望
の
具
現
と
し
て
、
彼
の
意
識
の
内
部
で
演
じ
ら
れ
た

ド
ラ
マ
の
登
場
人
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
、

「
本
多
の
思
惟
の
対
象
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

「
本
多
の
思
考
の
字
宙
空
間
を
逸

れ
る
と
と
は
な
い
。
彼
が
考
え
、
理
解
し
、
追
跡
す
る
と
と
の
で
き
る
思
念
の
舷

場
を
は
な
れ
る
と
と
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
」
と
分
析
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
す
べ
て
の
転
生
は
、

ζ

の
本
多
繁
邦
の
認
識
が
創
造
し
た
劇
(
夢
想

と
言
い
替
え
て
も
よ
い
)
な
の
で
あ
っ
て
、
彼
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
転
生
は
起

乙
り
え
な
か
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
作
品
結
末
部
で
は
、
本
多
の
世
界

解
釈
へ
の
確
信
が
ゆ
ら
ぎ
、
す
べ
て
が
虚
無
の
世
界
に
送
り
と
ま
れ
て
し
ま
う
。

そ
れ
で
は
、
本
多
は
転
生
を
見
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
本
多
が
、
転

-41一

生
を
見
た
と
思
っ
て
い
た
と
き
に
は
、
彼
の
内
部
で
は
そ
の
見
た
世
界
が
真
実
で

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
感
覚
は
、

「
見
た
」

ζ

と
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
か
。

ま
た
、

「
見
た
」

ζ

と
と
し
て
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、

そ
の
見
た
も
の
は
真
実
な

の
か
。

ζ

の
よ
う
に
、
作
品
『
豊
鏡
の
海
』
で
は
、
本
多
と
い
う
一
人
物
を
追
う

と
と
に
よ
っ
て
、

一
人
の
人
聞
が
何
か
を
「
見
る
」

「
認
識
す
る
」
と
い
う
と
と

の
意
味
、
ま
た
、

そ
の
見
た
世
界
が
、
真
実
で
あ
る
の
か
、
幻
に
す
ぎ
な
い
の
か
、

そ
れ
と
も
、
感
覚
的
真
実
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
な
の
か
、
と
い
っ
た
レ
ベ
ル

に
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
認
識
や
自
意
識
、
自
我
の
問
題
を
究
極
ま

で
追
求
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。

ζ

の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
本
多
と
彼
の
認
識
の
対
象
で
あ
る
転
生
す
る
人

物
た
ち
と
の
関
係
、
ま
た
、
本
多
の
認
識
の
内
実
が
問
題
に
な
っ
て
ζ

ょ
う
。

乙
の
点
に
関
し
て
、

田
中
氏
は
、

「
夢
み
る
人
で
あ
る
本
多
」
は
「
そ
の
夢
じ



た
い
で
あ
る
転
生
す
る
人
物
と
密
接
不
可
分
な
精
神
的
双
生
児
」

「
極
言
す
れ
ば

同
一
人
物
な
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
「
極
言
す
れ
ば
同
一

人
物
」
な
の
で
あ
っ
て
、
本
多
の
認
識
を
も
う
少
し
詳
細
に
た
ど
っ
て
み
る
必
要

が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、

乙
の
認
識
者
・
本
多
を
軸
に
す
え
て
、
本
多
の
認
識
の
内
実
を
探

り
、
そ
ζ

か
ら
三
島
の
遺
作
「
豊
鶴
の
海
」
の
も
つ
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
留
意
す
べ
き
な
の
は
、
本
多
の
認
識
す
る
世
界
の
背
景
に
、
唯
識
の
理
論

が
存
在
す
る
ζ

と
で
あ
る
。
本
多
は
、

『
春
の
雪
一
」
の
冒
頭
、
十
代
で
月
修
寺
門

跡
か
ら
法
話
を
聞
い
て
以
来
、
清
顕
の
転
生
の
謎
を
解
く
た
め
に
、
生
涯
を
か
け

て、

マ
ヌ
法
典
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ト
哲
学
・
イ
オ
ニ
ヤ
哲
学
・
オ
ル
ペ
ウ
ス
教
団
・

無
若
の

-
世
親
の
「
唯
識
三
十
煩
」
な
ど
、
広
範
な
哲
学
書
や

「
摂
大
釆
論
」

転
生
の
教
義
苦
に
読
み
耽
る
。
と
く
に
『
暁
の
寺
』
は
、
戦
火
の
下
、
本
多
が
古

今
東
西
の
輪
廻
転
生
の
研
究
書
を
渉
猟
す
る
と
い
う
形
で
唯
識
の
基
本
が
語
ら
れ

る
た
め
、

四
巻
全
体
の
理
論
篇
と
し
て
の
機
能
を
持
つ
。
乙
の
、
『
暁
の
寺
』
の
前

半
部
分
に
記
述
し
て
あ
る
唯
識
の
理
論
に
つ
い
て
、
三
島
は
、
死
の
直
前
の
対
談

の
中
で
、

「
あ
そ
乙
で
生
ま
れ
か
は
り
哲
学
を
プ
ッ
て
お
か
な
い
と
、
第
四
巻
が

わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
ふ
ん
で
す
。

(
略
)

乙
の
第
四
巻
の
世
界
は
、
第
三
巻

の
前
半
が
前
提
に
な
ら
な
き
ゃ
展
開
で
き
な
い
性
質
の
も
の
な
ん
で
す
」
と
述
べ
.

て
い
る
。

つ
ま
り
、

乙
の
唯
識
の
理
論
が
、

『
豊
偉
の
海
」
四
巻
の
構
造
上
の
要

しと
たな
唯、る
識、と
の、と
理、を
き会 主互
tm. pp  

自、っ
体、て
IL ~、

よる
るの
もで
のあ
でる
あが
り、

そ
れ
は
、

一
つ
に
は
、
本
多
が
研
究

も
う
一
つ
に
は
、

唯
識
の
理
論
を

h
m
少
が
研
究
し
た
の
だ
と
い
う
乙
と
で
示
さ
れ
る
。

本
多
は
、
清
顕
の
転
生
の
謎
を
解
く
た
め
に
、
仏
者
一
口
を
耽
読
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
う
し
て
、
本
多
が
学
ん
だ
仏
典
の
知
識
は
、
逆
に
、
彼
が
認
識
す
る
転
生
の
像

の
上
に
無
意
識
の
う
ち
に
重
な
っ
て
い
く
。
例
え
ば
、
三
保
の
松
原
へ
の
散
策
か

ら
帰
っ
て
、
寝
に
つ
い
た
本
多
の
夢
の
中
に
は
、
天
人
が
飛
び
交
う
の
で
あ
る
が
、

「
本
多
の
仏
書
の
知
識
が
夢
に
そ
の
ま
ま
活
か
さ
れ
て
ゐ
る
」
と
描
か
れ
る
。
本

多
の
夢
は
、
現
実
か
ら
完
全
に
遊
離
し
た
も
の
で
は
な
く
、
昼
間
に
行
っ
た
土
地

の
影
響
を
受
け
、

し
か
も
、
自
分
が
蓄
積
し
て
き
た
転
生
に
関
す
る
仏
書
の
知
識

が
加
味
さ
れ
て
で
き
て
い
る
。

乙
の
夢
と
同
様
に
、
本
多
の
見
る
転
生
の
様
態
は
、

常
に
、
彼
が
あ
ら
か
じ
め
仏
書
で
研
究
し
た
と
お
り
の
形
を
と
っ
て
現
れ
る
か
、

彼
が
諮
ん
ず
る
ま
で
読
み
返
し
た
市
顕
の
夢
日
記
の
通
り
の
形
で
現
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
予
言
と
な
る
仏
舎
の
ζ

と
ば

η
〆“

a
4
・

『
豊
能
の
海
』
で
は
、

や
夢
日
記
の
内
容
が
、
伏
線
と
し
て
、
第
一
巻
か
ら
、
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
転
生
に
関
し
て
現
れ
る
事
象
が
、
す
べ
て
先
取
り
す
る
形
で
知
識
と
し

て
本
多
の
中
に
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
彼
は
、

ζ

れ
ら
の
知
識
と
清
顕
の
夢
日
記
の

記
述
の
と
お
り
に
、
現
象
を
見
る
の
で
あ
る
。

本
多
は
見
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
認
識
者
の
日
で
覗
き
穴
か
ら
覗
い

て
ゐ
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
明
る
い
タ
光
の
公
明
正
大
な
窓
辺
に
立
っ
て
、

九
口
か
か
骨
卦
掛
が
、

A
V
h
v
b
b
ゆ
か
わ
卦
八
γ

争
点
ι

争、

L
m
h
r
ひ
か
恥
下
ト
レ

骨
hv
、
L
m
h
r
会
静
か
か
下
t
r
静
い
で
か
か
か
か
?
か
。

(
傍
点
は
引
用
者
・
以
下
同
様
)

〔
天
人
五
衰
・
二
三
〕

「
天
人
五
衰
』
に
お
い
て
、
本
多
が
芝
生
の
上
の
透
と
百
子
の
様
子
を
階
上
か

ら
眺
め
て
い
る
場
面
で
あ
る
が
、

と
と
に
、
本
多
に
と
っ
て
の
「
見
る
ζ

と
」
の

機
構
が
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
の
「
見
る
と
と
」
は
、

た
だ
そ
と
に
あ
る



も
の
を
そ
の
ま
ま
見
る
の
で
も
な
く
、

「
認
識
」
だ
け
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、

自
意
識
に
よ
っ
て
世
界
を
作
っ
て
い
く
機
構
自
体
な
の
で
あ
る
。
本
多
は
、

自

ら
の
自
意
識
」
が
、
自
己
の
内
奥
の
「
命
じ
た
と
ほ
り
に
動
く
さ
ま
を
、
:
:
:
自

ら
演
じ
、
:
:
:
指
揮
」
す
る
と
い
う
。
そ
う
し
て
、
自
ら
演
じ
、
指
揮
し
て
作
り

上
げ
て
い
っ
た
自
意
識
の
世
界
を
、
見
て
い
る
対
象
の
上
に
重
ね
、
自
分
の
自
意

識
の
動
く
ま
ま
、

「
操
り
人
形
」
の
よ
う
に
相
手
を
扱
う
の
で
あ
る
。

そ
の
見
方
は
、

「
本
多
の
自
意
識
の
雛
型
」
で
あ
り
、

「
乙
の
少
年
の
内
面
は

能
ふ
か
ぎ
り
本
多
と
似
て
ゐ
た
」
と
さ
れ
る
透
の
「
見
る
ζ

と
」
と
相
似
形
で
あ

る
。
透
は
「
不
可
視
の
も
の
を
『
見
る
」
」
目
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、

た
と
え
ば
、

彼
が
船
を
見
る
と
き
に
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

す
で
に
大
忠
丸
の
船
影
は
、

そ
こ
を
出
て
ゆ
く
興
玉
丸
と
す
れ
ち
が
ふ
形

で
、
蓄
積
色
の
沖
に
模
糊
と
し
て
泥
ん
で
ゐ
る
。
そ
れ
は
い
は
ば
夢
の
中
か

ら
に
じ
み
出
て
く
る
日
常
の
影
、
観
念
の
中
か
ら
に
じ
み
出
て
く
る
現
実
、

詩
が
実
体
化
さ
れ
、

心
象
が
客
観
化
さ
れ
る
異
様
な
瞬
間
だ
っ
た
。
無

意
味
と
も
見
え
、
ま
た
凶
兆
と
も
見
え
る
も
の
が
、
何
か
の
加
減
で
一
旦
心

に
宿
る
と
、
心
が
そ
れ
に
と
ら
は
れ
て
、
是
が
非
で
も
こ
の
世
へ
そ
れ
を
斎

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ら
さ
ず
に
は
お
か
ぬ
緊
迫
し
た
力
が
生
れ
、
つ
ひ
に
は
そ
れ
が
存
在
す
る
と

と
に
な
る
と
す
れ
ば
、
大
忠
丸
は
透
の
心
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
は
じ
め
羽
毛
の
一
触
の
や
う
に
心
を
か
す
め
た
影
は
、
四
千
噸

に
垂
ん
と
す
る
巨
船
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
し
か
し
、
世
界
の
ど
と
か
で
た
え

〔
天
人
五
衰
・
一
三
〕

ず
起
っ
て
ゐ
る
乙
と
だ
っ
た
。

乙
乙
で
は
、
存
在
と
は
、
透
の
「
観
念
の
中
か
ら
に
じ
み
出
て
く
る
現
実
」
で

あ
り
、

「
心
象
が
客
観
化
さ
れ
」
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
人
が
、
強
烈

に
願
望
す
れ
ば
「
是
が
非
で
も
ζ

の
世
へ
そ
れ
を
斎
ら
ず
に
は
お
か
ぬ
緊
迫
し
た

力
が
生
れ
、

つ
ひ
に
は
そ
れ
が
存
在
す
る
乙
と
」
に
な
る
。

つ
ま
り
、
所
与
と
し

て
の
均
一
な
現
実
世
界
を
否
定
し
て
、
存
在
を
生
ぜ
し
め
る
の
は
心
で
あ
り
、

人

聞
の
意
識
が
実
在
を
生
み
出
す
と
い
う
立
場
な
の
で
あ
る
。
透
に
と
っ
て
の
「
見

る
乙
と
」
と
は
、
願
望
の
表
現
で
あ
り
、

心
象
の
客
観
化
で
あ
り
、
存
在
を
生
じ

さ
せ
、

そ
れ
に
意
味
を
付
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。

一
般
の
「
認
識
」
と
は
異
な
り
、

実
際
に
な
い
も
の
を
「
見
る
」
の
で
あ
る
。
本
多
の
「
見
る
と
と
」
も
、

乙
の
透

の
「
不
可
視
の
も
の
を
『
見
る
』
」
と
い
う
見
方
と
同
様
で
あ
る
。
自
己
を
認
識

者
だ
と
最
初
か
ら
規
定
し
、
見
え
す
ぎ
る
目
を
も
っ
て
い
て
、
見
る
ζ

と
に
拘
泥

し
つ
づ
け
る
の
だ
が
、
彼
は
、
純
粋
に
客
観
的
に
現
実
を
見
る
の
で
は
な
い
。
す

べ
で
は
、
本
多
の
認
識
が
望
む
と
お
り
の
姿
を
と
っ
て
、
彼
の
自
に
映
っ
た
の
で

怠
り
ヲ

Q

。
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そ
の
機
構
が
、
作
品
の
な
か
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

タ
イ
を
舞
台

と
す
る
『
暁
の
寺
』
の
始
め
の
部
分
で

ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
が
勲
の
生
ま
れ
変
わ
り

で
あ
る
と
と
を
、
本
多
が
確
認
す
る
箇
所
を
見
て
み
よ
う
。
ま
だ
幼
い
姫
に
対
し

て、

「
松
枝
清
顕
が
私
と
、
松
枝
邸
の
中
ノ
島
に
ゐ
て
、
月
修
寺
門
跡
の
御
出
を

知
っ
た
の
は
、
何
年
何
月
の
乙
と
か
」
と
か
、

「
飯
沼
勲
が
逮
捕
さ
れ
た
年
月
日

は
?
」
と
い
っ
た
質
問
を
し
、
姫
は
、

次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
正
確
に
答
え
る
の
だ
が
、

そ
と
は

本
多
は
心
中
お
ど
ろ
い
た
が
、
果
た
し
て
姫
の
お
心
の
中
に
、
す
で
に
過
ぎ

た
二
つ
の
前
世
の
物
語
が
、
あ
た
か
も
小
さ
な
密
画
の
や
う
に
、

そ
の
ま
ま

の
形
で
詳
さ
に
録
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
か
っ
た
。
先
程



あ
あ
し
て
不
義
理
を
詫
び
た
勲
の
言
葉
に
し
て
も
、

そ
の
言
葉
の
背
景
を
と

、
、
、
、
、
、
、

ま
や
か
に
御
存
知
な
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
現
に
乙
ん
な
正
確

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
数
字
も
、
全
く
無
感
動
に
、
た
だ
思
ひ
っ
く
ま
ま
の
配
列
と
謂
っ
た
具
合

、
ー
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
、
姫
の
口
か
ら
洩
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

本
多
は
そ
ζ

で
第
二
の
質
問
を
し
た
。

「
飯
沼
勲
が
逮
捕
さ
れ
た
年
月
日
は
?
」

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

姫
は
ま
す
ま
す
眠
さ
う
に
見
え
た
が
、
澱
み
な
く
か
う
答
え
た
。

「
一
九
三
二
年
の
十
二
月
一
日
で
す
」

〔
院
の
寺
・
三
〕

そ
し
て
、
後
に
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
自
身
が
、

日
本
人
の
生
ま
れ
変
わ
り
だ
と
主

張
し
て
い
た
幼
い
頃
の
自
分
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
る
の
で
あ
る
。

「
:
:
:
も
し
か
す
る
と
ね
。
私
、

乙
の
ご
ろ
考
へ
る
の
で
す
。
小
さ
い
乙
ろ

の
私
は
、
鏡
の
や
う
な
子
供
で
、

人
の
心
の
な
か
に
あ
る
も
の
を
全
部
映
す

乙
と
が
で
き
て
、

そ
れ
を
口
に
出
し
て
言
っ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
、
思
ふ

の
で
す
。
あ
な
た
が
何
か
考
へ
る
、
す
る
と
そ
れ
が
み
ん
な
私
の
心
に
映
る
、

そ
ん
な
具
合
だ
っ
た
、
思
ふ
の
で
す
。
ど
う
で
せ
う
か
」
〔
暁
の
寺
・
三

O
〕

そ
れ
を
、
本
多
は
、

ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
は
、
清
顕
・
勲
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
り
、

異
国
の
少
女
の
知
る
べ
く
も
な
い
日
付
を
知
っ
て
い
る
乙
と
で
証
拠
だ
て
て
い
る
。

r
-
f

、

ふ
れ
・
4
H
N

そ
の
よ
う
な
超
自
然
現
象
も
、
作
品
の
中
で
、
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
可
能

性
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
合
理
的
に
説
明
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

乙
れ
に

よ
れ
ば
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
は
、
ま
る
で
亙
女
の
よ
う
に
、
他
人
の
心
を
映
す
力
を

も
っ
た
子
供
で
あ
っ
た
と
い
う
乙
と
が
わ
か
る
。
幼
い
姫
が
、
尋
ね
ら
れ
て
い
る
・

と
と
の
意
味
も
考
え
な
い
で
、

い
わ
ば
入
眠
状
態
で
答
え
て
い
た
、

と
い
'
つ
一
ニ
章
ー

の
状
況
は
、
三

O
章
で
彼
女
自
身
が
た
ど
た
ど
し
い
日
本
語
に
よ
っ
て
推
測
し
て

い
る
仕
組
1
1
自
分
は
、

「
人
の
心
の
な
か
に
あ
る
も
の
を
全
部
映
す
乙
と
が
で

き
る
」

「
鏡
の
や
う
な
子
供
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
|
|
の
説
明
と
合
致
す
る
。

ま
た
、

「
鏡
の
や
う
な
子
供
」
と
は
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
(
月
光
姫
:
:
:
月
光
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
、
太
陽
光
の
反
射
で
あ
る
)
と
い
う
命
名
と
も
適
合
す
る
の
で

あ
る
。
感
受
性
の
鋭
い
人
聞
が
他
人
の
意
識
を
読
む
、
と
い
う
と
と
は
、
現
実

に
あ
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
考
え
ら
れ
な
い
と
と
で
は
な
い
。
実
際
に
ど
う

か
と
い
う
乙
と
で
は
な
く
、
作
品
の
論
理
構
造
と
し
て
は
、

乙
の
よ
う
な
超
自
然

現
象
も
十
分
に
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
本
多
が
見
る
転
生
の
現

象
は
、
常
に
あ
ら
か
じ
め
、
仏
書
で
の
研
究
や
夢
日
記
に
よ
っ
て
、
本
多
に
予
測

さ
れ
、

そ
れ
以
外
の
転
生
は
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
一
二
島
は
、
周
到
に
、

作
品
の
中
で
謎
解
き
を
行
っ
て
い
る
。

「
豊
債
の
海
』
は
、
決
し
て
お
伽
話
で
は

な
く
、

認
識
が
究
極
に
は
何
を
生
み
出
す
か
を
探
る
小
説
な
の
で
あ
る
。

ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
が
、

な
ぜ
清
顕
と
本
多
し
か
知
ら
な
い
日
付
を
答
え
る
と
と
が

州
制

で
き
た
の
か
、

な
ぜ
勲
の
逮
捕
さ
れ
た
日
を
答
え
ら
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
本
多

が
、
そ
の
答
え
を
心
の
中
で
念
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

な
ぜ
、
姫
に

そ
れ
を
答
え
さ
せ
た
か
と
言
え
ば
、
清
顕
の
夢
日
記
に
よ
っ
て
、
転
生
者
が
南
国

の
女
性
と
し
て
現
れ
る
ζ

と
を
予
期
し
て
お
り
、

そ
れ
を
姫
の
上
に
被
せ
て
、
姫

が
清
顕
と
勲
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
乙
と
を
、
本
多
が
願
望
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
本
多
の
認
識
欲
は
、

乙
の
よ
う
に
転
生
す
ら
も
作
り
出
し
て
し
ま
う
ほ
ど

の
激
し
い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。

そ
し
て
、
本
多
は
、

「
見
る
」
人
で
あ
る
乙
と
を
や
め
ら
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
、

本
多
が
「
見
る
」
人
で
あ
る
の
は
、
第
一
巻
で
、
自
己
の
感
情
の
ま
ま
に
恋
愛
に

殉
じ
る
活
顕
と
自
己
と
を
比
較
し
た
時
か
ら
で
あ
っ
た
。

『
春
の
雪
」
の
一
九
歳

の
と
き
に
、

「
乙
の
若
さ
で
、
彼
は
た
だ
眺
め
て
ゐ
た

1

ま
る
で
眺
め
る
乙
と

が
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
使
命
の
や
う
に
」
と
描
写
さ
れ
て
以
来
、
本
多
は
、

一
貫



し
て
「
見
る
」
人
・
認
識
者
と
し
て
作
品
の
な
か
に
登
場
し
て
き
た
。
清
顕

i
l

勲
と
、
転
生
者
た
ち
は
、
自
ら
の
理
想
と
す
る
観
念
に
殉
じ
、
彼
ら
を
救
お
う
と

し
た
本
多
の
行
為
は
ζ

と
ご
と
く
無
駄
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。
清
顕
や
勲
の
伐
に

い
た
経
験
か
ら
、
本
多
は
、
自
己
が
行
為
者
に
は
な
り
え
な
い
ζ

と
を
知
悉
し
、

自
己
を
、

認
識
者
・
転
生
の
証
人
と
し
て
規
定
す
る
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
本
多
が
、

勲
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
可
能
性
を
も
っ
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
に
恋
を
す
る
の
で
あ
る
。

本
多
の
闘
っ
て
ゐ
る
乙
と
は
、
実
に
単
純
で
、

(
略
)
今
の
姫
の
一
紙
組

は
ぬ
叩
怖
を
す
み
ず
み
ま
で
眺
め
、

(
略
)
す
べ
て
の
成
熟
の
用
立
が
で
き
あ

が
っ
た
と
乙
ろ
を
点
検
し
て
、
幼
い
姫
の
肉
体
と
の
比
較
に
心
を
を
の
の
か

士
=
、
、

キ、
J
L
'
v

と
い
ふ
だ
け
の
乙
と
な
の
だ
。

(
略
)
そ
れ
は
「
時
」
を
知
る
乙

と
だ
。

そ
の
丹
念
な
照
合
の
末
、
左
の
脇
腹
の
黒
子
が
依
然
と
し
て
見
当
ら

な
け
れ
ば
、
本
多
は
き
っ
と
故
終
的
に
彼
女
に
恋
す
る
だ
ら
う
。
恋
を
妨
げ

る
の
は
転
生
で
あ
り
、
情
熱
を
遮
る
の
は
輪
廻
だ
か
ら
だ

0

・
〔
暁
の
寺
・
三

O
〕

本
多
が
願
っ
て
い
る
乙
と
は
、

タ
イ
で
見
た
幼
い
姫
の
裸
と
、
十
一
年
後
の
成

熟
し
た
姫
の
姿
と
を
比
べ
て
み
た
い
と
い
う
ζ

と
で
あ
る
。
七
歳
の
姫
は
、
請
願

や
勲
で
な
い
と
知
り
得
な
い
年
月
日
を
答
え
、
勲
の
代
わ
り
に
詫
び
の
言
葉
を
述

ベ
た
。

乙
の
よ
う
に
泊
顕
|
|
勲
の
生
ま
れ
変
わ
り
の
徴
候
を
見
せ
な
が
ら
、
し

か
し
、
生
ま
れ
変
わ
り
の
証
で
あ
る
黒
子
は
ど
乙
に
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
本

多
は
、
転
生
者
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
姫
に
惹
か
れ
、
同
一
化
す
る
と
と
を
望
む
。

だ
が
、
彼
女
が
本
当
に
転
生
者
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、

乙
れ
ま
で
の
泊
顕

l
!勲
の

例
か
ら
、
自
分
が
彼
女
に
関
与
で
き
な
い
ζ

と
は
わ
か
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、

本
多
は
、
姫
の
肉
体
を
検
め
た
い
の
で
あ
る
。
黒
子
は
、

「
本
多
に
と
っ
て
は
、

不
可
能
の
し
る
し
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
丹
念
な
照
合
の
末
、
左

そ
し
て
、

の
脇
腹
の
黒
子
が
依
然
と
し
て
見
当
ら
な
け
れ
ば
、
本
多
は
き
っ
と
最
終
的
に
彼

女
に
恋
す
る
だ
ら
う
」
と
述
べ
る
。
黒
子
が
な
け
れ
ば
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
は
、
本

多
の
手
の
届
か
な
い
転
生
者
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
乙
で
、
本
多
は
姫
の
肉
体
を
見
た
い
と
望
む
。
し
か
も
、
出
来
る
か
ぎ
り
、

純
粋
な
形
で
、
姫
の
裸
体
を
見
た
い
と
望
み
、
自
ら
「
客
観
性
の
病
気
」
と
名
付

け
て
朗
笑
う
行
為
を
行
う
。
本
多
が
望
む
と
と
は
、
能
う
か
ぎ
り
、
見
る
対
象
を

純
粋
に
保
つ
乙
と
で
あ
る
。
見
て
い
る
自
己
の
姿
が
相
手
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
と

な
く
、
相
手
を
純
粋
な
ま
ま
保
ち
、
そ
の
姿
を
見
る
の
で
あ
る
。
対
象
か
ら
距

離
を
百
乙
う
と
す
る
ロ
マ
ン
主
義
者
で
あ
り
つ
つ
、
対
象
か
ら
目
を
離
す
こ
と
の

で
き
な
い
認
識
者
の
と
る
の
が
、

「
客
観
性
の
病
気
」
と
名
付
け
ら
れ
た
行
為
で

あ
っ
た
。

「
決
し
て
参
加
し
な
い
認
識
者
の
陥
る
故
終
的
な
、
快
い
戦
傑
に
充
ち

た
地
獄
」
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〔
暁
の
寺
・
二
五
〕

だ
と
解
説
さ
れ
た
そ
れ
は
、
真
実
の
、
誰
に
も
見

ら
れ
て
い
な
い
と
き
の
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
の
姿
を
見
る
た
め
の
「
覗
き
」
見
で
あ
る
。

自
分
の
姿
を
対
象
に
「
見
ら
れ
る
」
と
と
な
く
、
相
手
を
「
見
る
」
乙
と
な
の
で

あ
る
。
そ
の
時
、

望
め
る
限
り
純
粋
な
対
象
の
姿
を
見
る
ζ

と
が
で
き
る
は
ず
だ

と
本
多
は
考
え
る
。
究
極
ま
で
見
者
に
徹
し
た
者
の
と
り
う
る
、
最
終
的
な
方
法

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
御
殿
場
の
別
荘
の
書
斎
に
覗
き
穴
を
う
が
ち
、

そ
と
か
ら
、
本
多
が

ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
の
姿
を
覗
き
見
る
場
面
に
お
い
て
、
三
島
は
、
注
意
深
く
記
し
て

、}
O

L

J

 
本
多
は
そ
ζ

に
誰
に
も
見
ら
れ
て
ゐ
な
い
と
き
の
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
と
い
ふ
、

彼
の
乙
の
世
で
も
っ
と
も
見
た
い
も
の
を
見
る
筈
だ
。
彼
が
見
る
と
と
で
、

す
で
に
「
誰
に
も
見
ら
れ
て
ゐ
な
い
と
き
」
と
い
ふ
条
件
は
崩
れ
る
け
れ
ど

も
。
絶
対
に
見
ら
れ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
ζ

と
と
、
見
ら
れ
て
ゐ
る
乙
と
に
気



づ
い
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
ζ

と
と
は
、
似
て
ゐ
て
実
は
本
来
別
々
の
乙
と
な
の

だ
け
れ
ど
も
O
i
-
-
-

〔
暁
の
寺
・
三
六
〕

た
し
か
に
、
見
て
い
る
本
多
の
姿
が
隠
さ
れ
て
い
る
ζ

と
で
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン

は
、
他
人
を
意
識
し
な
い
、
演
技
の
な
い
姿
を
本
多
の
前
に
晒
す
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
れ
は
、

「
見
ら
れ
て
ゐ
る
と
と
に
気
づ
い
て
ゐ
な
い
」
だ
け
で
、

「
絶
対

に
見
ら
れ
て
ゐ
な
い
」
姿
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
、
本
多
が
姿
を
隠
そ
う

と
も
、
彼
が
見
て
い
る
限
り
、

ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
は
、

「
誰
に
も
見
ら
れ
て
ゐ
な
い

と
き
の
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
」
で
は
あ
り
え
な
い
。

「
誰
に
も
見
ら
れ
て
ゐ
な
い
」
純

粋
な
対
象
を
見
た
い
、
純
粋
に
客
観
的
な
真
実
の
世
界
を
見
た
い
、
と
い
う
本
多

の
願
望
は
、

そ
れ
自
体
が
論
理
矛
盾
で
あ
る
。
本
多
が
見
る
乙
と
で
、

「
誰
に
も

見
ら
れ
て
ゐ
な
い
」
と
い
う
純
粋
性
は
必
ず
破
ら
れ
、

た
と
え
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン

に
、
彼
が
説
い
て
い
る
ζ

と
を
気
付
か
れ
て
い
な
く
て
も
、
覗
い
た
瞬
間
か
ら
、

彼
女
は
「
本
多
の
認
識
の
作
っ
た
世
界
の
住
人
」
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
多
は
、
認
識
に
汚
染
さ
れ
な
い
絶
対
の
真
実
を
見
た
い
、

と
希
求
す

る
。
認
識
者
と
し
て
、
見
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

若
い
乙
ろ
か
ら
本
多
の
認
識
の
猟
犬
は
俊
敏
を
き
は
め
て
ゐ
た
。
だ
か
ら

知
る
か
ぎ
り
見
る
か
ぎ
り
の
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
は
、

ほ
ほ
本
多
の
認
識
能
力
に

符
合
す
る
と
考
へ
て
よ
い
。

そ
の
限
り
に
お
け
る
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
を
存
在
せ

し
め
て
ゐ
る
の
は
他
で
も
な
い
本
多
の
認
識
の
力
な
の
だ
。

そ
乙
で
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
の
、

人
に
知
ら
れ
ぬ
裸
の
姿
を
見
た
い
と
い
ふ
本

多
の
欲
望
は
、
認
識
と
恋
と
の
矛
盾
に
両
足
を
か
け
た
不
可
能
な
欲
望
に
な
・

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
丘
町
か
じ

b
ゆ
わ
下
心
掛
掛
か
骨
掛
下
か
い
、

b
h」
心
仏

〉
い
ジ
ム
h
h
b
↑一刻

ιザ
ム
肝
九

w
h
v
J
い
で
か
、

b
b
品
目
日
掛
か
野
A
V

舟
ト
J
A
V
{

川
か
か
小

川
い
仏
h

h
ト
」
掛
ト
ハ
」
か
わ
ゆ
、
わ
柄
、
b
'や
か
骨
骨
か
ら
、
戸
川
い
J
W
h
h

比

v
h
市ふ
J九

V

司
川
町
掛
か
九
r
~
J
b
岱
品
川
か
佐
川
わ
か
か
下
か
か
が
。
彼
の
目
が
見
た

途
端
に
汚
染
さ
れ
る
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
の
世
界
に
は
、
決
し
て
本
当
に
本
多
の

見
た
い
も
の
は
現
前
し
な
い
。

(
略
)

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

今
に
し
て
明
ら
か
な
ζ

と
は
、
本
多
の
欲
望
が
の
ぞ
む
最
終
の
も
の
、
彼

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
本
当
に
本
当
に
本
当
に
見
た
い
も
の
は
、
彼
の
ゐ
な
い
世
界
に
し
か
存
在

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
え
な
い
、
と
い
ふ
乙
と
だ
っ
た
。
真
に
見
た
い
も
の
を
見
る
た
め
に
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

死
な
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

〔
暁
の
寺
・
四
二
〕

「
見
る
ζ

と
」
と
「
認
識
」
と
は
同
質
で
は
な
い
。
対
象
を
見
る
と
、

そ
の
瞬

聞
か
ら
、
見
ら
れ
た
対
象
は
、
見
た
人
間
の
「
認
識
が
作
っ
た
世
界
」
の
住
人
に

な
る
滝

と
本
多
は
考
え
る
。
見
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
見
た
も
の
を
取
り
込
み
、

そ

の
現
実
を
包
み
乙
む
形
で
、

認
識
が
世
界
を
作
る
の
だ
が
、

そ
の
認
識
の
創
作
し

た
世
界
は
、
本
多
の
心
の
中
に
の
み
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
存
在
を
客
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観
的
に
証
明
す
る
乙
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
自
己
が
見
た
も

の
は
、
見
た
瞬
間
に
創
作
さ
れ
た
自
己
の
認
識
世
界
で
あ
っ
て
、
純
粋
に
普
遍
的

な
真
実
で
あ
る
と
は
、
決
し
て
言
い
き
れ
な
い
。
た
と
え
、
見
て
い
る
と
と
を
、

対
象
に
気
づ
か
れ
て
い
な
く
て
も
、
対
象
を
見
て
い
る
こ
と
自
体
が
、
対
象
を
自

己
の
認
識
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
る
ζ

と
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
多
は
「
見
る
」
人
で
あ
る
乙
と
を
停
止
で
き
な
い
。
ジ
ン
・
ジ
ャ

ン
の
真
の
姿
を
見
る
乙
と
が
彼
の
希
望
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
自
己
の
認
識
に
汚

染
さ
れ
な
い
、
純
粋
な
対
象
を
見
た
い
と
望
む
の
で
あ
る
。

「
客
観
性
の
病
気
」

と
名
付
け
ら
れ
た
「
覗
き
見
」
は
、
見
て
い
る
自
己
を
見
ら
れ
て
い
る
対
象
か
ら

隠
す
仕
組
に
よ
っ
て
、
普
通
に
対
象
を
見
る
乙
と
よ
り
は
、
対
象
の
側
に
演
技

が
な
い
だ
け
、
純
粋
な
対
象
に
、
よ
り
接
近
す
る
と
は
言
え
る
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
、

覗
き
見
る
自
己
が
介
在
し
、
瞬
時
に
認
識
世
界
を
創
作
し
て
し
ま
う
の
で
あ
れ
ば
、
絶



対
に
純
粋
な
対
象
で
あ
る
と
は
言
い
が
た
い
。
認
識
者
が
、

「
見
る
乙
と
」
の
果

て
に
望
む
乙
と
は
、
認
識
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
な
い
純
粋
な
対
象
を
見
る
と
と
、

す
な
わ
ち
自
己
の
存
在
し
な
い
世
界
(
絶
対
)
を
見
る
と
と
で
あ
る
。

「
彼
の
本

当
に
本
当
に
本
当
に
見
た
い
も
の
は
、
彼
の
ゐ
な
い
世
界
に
し
か
存
在
し
え
な
い
」

そ
の
「
真
に
見
た
い
も
の
を
見
る
た
め
に
は
、
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
」

の
で
あ
り
、

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
き
続
け
な
い
限
り
、
見
る
と
と
も
、
認
識
す
る
と
と
も

で
き
な
い
。

乙
の
認
識
の
も
つ
限
界
に
、
本
多
は
思
い
到
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
多
は
、

乙
の
時
点
で
は
、
自
己
の
認
識
に
執
若
し
て
、
認
識
と
唯

識
の
阿
頼
耶
識
と
を
同
一
視
す
る
乙
と
を
肯
ん
ぜ
ず
、
唯
識
論
に
完
全
に
は
与
し

な
い
。
ま
だ
、
彼
に
と
っ
て
、
死
の
問
題
は
切
迫
し
て
お
ら
ず
、
死
を
想
像
し
て
、

そ
の
甘
美
さ
を
楽
し
み
つ
つ
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
の
裸
体
を
見
る
ζ

と
を
望
む
の
で

あ
る
。そ

し
て
本
多
は
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
を
覗
き
穴
か
ら
覗
き
見
る
。
覗
い
た
本
多
が

見
た
も
の
は
、
慶
子
と
陸
み
合
っ
て
い
る
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
の
姿
で
あ
り
、

そ
の
時
、

今
ま
で
腕
に
隠
さ
れ
て
い
た
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
の
肢
に
、

「
昂
を
思
は
せ
る
三
つ
の

き
は
め
て
小
さ
な
黒
子
が
歴
々
と
あ
ら
は
れ
」
、

「
本
多
は
お
の
れ
の
目
を
矢
で

射
貫
か
れ
た
や
う
な
街
撃
を
受
け
た
」
。
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
に
、
転
生
の
証
が
刻
印

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
が
転
生
者
で
あ
る
以
上
、
彼
女
は
、
本

多
の
手
に
は
届
か
な
い
。
彼
は
、
転
生
を
見
続
け
る
人
物
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
、
転
生
が
続
く
限
り
、
彼
の
前
に
転
生
が
あ
ら
わ
れ
、
彼
は
そ
れ
を
見
続
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、

「
あ
の
瞬
間
か
ら
、
本
多
の
心
か
ら
は
死
は
飛

び
去
っ
て
ゐ
た
。
今
や
本
多
に
は
自
分
を
不
死
か
も
し
れ
な
い
と
信
ず
る
理
由
が

あ
っ
た
」

〔
暁
の
寺
・
四
四
〕
と
感
じ
ら
れ
る
乙
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
本
多
は
、

二
十
年
ど
と
に
訪
れ
る
転
生
者
を
、
順
に
見
続
け
て
い
く
自
己
の
役
割
を
再
確
認

し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
幼
い
日
に
タ
イ
で
水
浴
を
し
て
い
る
時
に
は
、
あ
る
い
は
、

プ
ー
ル
で
の
水
着
姿
の
と
き
に
は
無
か
っ
た
、

ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
の
黒
子
が
ど
う
し

て
本
多
が
覗
き
穴
か
ら
覗
い
た
と
き
に
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
タ
イ
で
の
水
浴

の
時
に
は
、
本
多
の
ほ
か
に
も
、
お
つ
き
の
女
官
も
傍
に
い
た
。
プ
ー
ル
び
ら
き

で
は
、
も
ち
ろ
ん
他
の
客
が
側
に
い
る
。
衆
目
の
な
か
で
は
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
に

は
黒
子
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
ζ

ろ
が
、
覗
き
穴
の
世
界
と
い
う
の
は
、
完

全
に
本
多
一
人
が
覗
き
見
た
世
界
で
あ
る
。
本
多
以
外
に
は
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
の

黒
子
に
関
心
を
も
っ
者
は
お
ら
ず
、

ま
し
て
や
、

そ
れ
を
見
た
者
も
い
な
い
の
で

あ
る
。
現
に
、
本
多
は
覗
き
見
て
い
る
と
と
ろ
を
妻
の
梨
枝
に
見
つ
か
り
、
彼
女

も
、
覗
き
穴
か
ら
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
と
慶
子
の
姿
を
覗
く
の
だ
が
、

「
え
、
見
た
ら

ぅ
、
黒
子
を
」
と
念
押
し
す
る
本
多
に
対
し
て
「
さ
あ
、

n

，，
 d

4
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ど
う
で
す
か
ね
」
と
述

べ
て
お
り
、
黒
子
の
客
観
的
な
存
在
は
、
作
品
で
は
証
明
さ
れ
て
い
な
い
。
本
多

の
み
が
、
黒
子
を
見
た
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
に
黒
子
が
現
れ
た
の
は
、
本
多
の
認
識
が
創
作
し
た

か
ら
な
の
で
あ
る
。
三
島
は
、
周
到
に
、

「
見
る
と
と
は
す
で
に
認
識
の
領
域
で

あ
り
、

た
と
へ
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
に
気
付
か
れ
な
く
て
も
、
あ
の
書
棚
の
奥
の
光
り

の
穴
か
ら
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
を
覗
く
と
き
に
は
、
す
で
に
そ
の
瞬
間
か
ら
、
ジ
ン
・

ジ
ャ
ン
は
本
多
の
認
識
の
作
っ
た
世
界
の
住
人
に
な
る
で
あ
ら
う
」
と
予
告
し
て

い
た
。
そ
し
て
、
本
多
の
認
識
は
、
彼
の
内
心
の
願
望
を
創
作
し
、
劇
と
す
る
の

で
あ
っ
た
。
で
は
、

な
ぜ
、
本
多
は
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
が
転
生
者
で
あ
る
こ
と
を

望
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
に
恋
を
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
、

「
丹
念
な
照
合
の
末
、
左
の
脇
腹
の
黒
子
が
依
然
と
し
て
見
当
た
ら
な
」
い
と
と

を

つ
ま
り
、
彼
女
が
転
生
者
で
は
な
い
と
と
を
、
望
ん
で
い
た
は
ず
な
の
だ
。



と
乙
ろ
が
、
本
多
の
内
心
の
願
望
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
覗
き
穴
の
世
界
(
認
識

の
世
界
〉
で
は
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
に
黒
子
が
現
れ
た
。

つ
ま
り
、
本
多
は
、

方
で
は
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
が
転
生
者
で
は
な
い
こ
と
を
闘
い
、

一
方
で
は
彼
女
が
転

生
者
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
本
多
の
認
識
と
は
、

ど
の
よ
う
な
機
構
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
が
彼
の
考
へ
方
だ
っ
た
。

(
略
)
す
な
は
ち
、
自
分
が
望
む
も
の
は

決
し
て
手
に
入
ら
ぬ
も
の
に
限
局
す
る
ζ

と
、
も
し
手
に
入
っ
た
ら
瓦
礁
と

化
す
に
決
ま
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
望
む
対
象
に
で
き
う
る
か
ぎ
り
不
可
能
性
を

賦
与
し
、
少
し
で
も
自
分
と
の
聞
の
距
離
を
遠
く
に
保
つ
や
う
に
努
力
す
る

乙
と
、
:
:
:
い
は
ば
強
烈
な
ア
パ
シ
!
と
で
も
謂
ふ
べ
き
も
の
を
心
に
持
す

る
と
と
。

(
略
)

む
か
し
清
顕
が
絶
対
の
不
可
能
に
と
そ
魅
せ
ら
れ
て
不
倫
を
犯
し
た
の
と

反
対
に
、
本
多
は
犯
さ
ぬ
た
め
に
不
可
能
を
し
つ
ら
へ
て
ゐ
た
。
な
ぜ
な
ら

彼
が
犯
せ
ば
、
美
は
も
う
こ
の
世
の
中
に
存
在
す
る
余
地
が
な
く
な
る
か
ら

r
回
「
J

e

』。

ふ
J

d
守

4
'

〔
暁
の
寺
・
三
九
〕

認
識
者
・
本
多
の
願
望
は
、

「
自
分
が
望
む
も
の
は
決
し
て
手
に
入
ら
ぬ
も
の

に
限
局
」
し
、

「
犯
さ
ぬ
た
め
に
不
可
能
を
し
つ
ら
へ
て
ゐ
た
」
と
い
う
の
で
あ

る

「
な
ぜ
な
ら
彼
が
犯
せ
ば
、
美
は
も
う
と
の
世
の
中
に
存
在
す
る
余
地
が
な

く
な
る
か
ら
だ
っ
た
」
と
い
う
説
明
か
ら
、

本
多
が
、
自
身
を
決
し
て
行
為

す
る
者
と
し
て
で
は
な
く
、
対
象
に
手
の
届
か
な
い
認
識
者
と
し
て
、

か
た
く
な

に
自
己
規
定
し
て
い
る
と
と
が
示
さ
れ
る
。
転
生
者
た
ち
は
、

「
美
の
厳
密
な
.

一
回
性
」
と
し
て
そ
れ
自
体
完
結
し
て
い
る
。
本
多
は
、

そ
の
完
結
し
た
転
生
者

を
、
常
に
視
野
に
お
さ
め
、
魅
せ
ら
れ
つ
つ
も
、
決
し
て
自
分
の
手
に
は
入
ら
な

い
不
可
能
な
も
の
に
設
定
す
る
の
で
あ
る
。
対
象
が
、
彼
の
手
に
入
っ
て
し
ま
っ

て
は
、
彼
は
「
見
る
」
人
で
は
な
く
な
っ
て
く
る
。
彼
は
、
対
象
に
惹
か
れ
、
入

手
し
た
い
と
願
い
つ
つ
、

そ
れ
を
「
不
可
能
」
な
も
の
に
し
て
、

い
つ
ま
で
も
永

久
に
そ
の
対
象
を
見
る
乙
と
を
自
己
の
役
割
と
し
た
の
で
あ
る
。
対
象
の
入
手
が

不
可
能
で
あ
る
か
ぎ
り
、
彼
は
い
つ
ま
で
も
見
者
で
あ
り
、
永
遠
の
生
を
保
つ
の

で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
、
本
多
は
、
絶
対
者
と
は
な
り
え

ず
、
転
生
を
見
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

「
客
観
性
の
病
気
」
に
と
り
つ

か
れ
た
者
の
宿
命
で
あ
る
。

四

『
天
人
五
衰
』
に
お
い
て
は
、
最
後
の
転
生
者
た
る
安
永
透
が
登
場
す
る
。
認

識
者
と
し
て
、
本
多
の
「
鋭
型
」
で
あ
る
透
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
も
、
贋
物
だ
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と
す
る
説
が
多
い
が
、
既
に
早
く
、
村
松
剛
氏
が
、

乙
の
問
題
を
精
密
に
検
討
し

た
上
で
、
失
明
後
の
透
に
「
天
人
五
衰
』
の
田
口
頭
に
説
明
さ
れ
て
い
る
天
人
の
五

衰
の
様
相
が
現
れ
出
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
透
が
『
春
の
雪
』

『
暁
の

『
奔
馬
』

寺
』
に
通
ず
る
過
去
世
を
見
て
い
る
乙
と
な
ど
か
ら
、

「
作
者
は
透
に
本
物
と
し

て
の
資
格
を
明
確
に
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
結
論
を
出
し
て
い
る
(
「
『
天

人
五
衰
』
の
主
人
公
は
贋
物
か
」
/
「
三
島
由
紀
夫
全
集
』
月
報
・
昭
和
四
八
・

七
)
。
私
は
、
村
松
氏
の
推
論
に
賛
成
し
た
い
。

透
は
、
清
顕
や
勲
等
と
同
様
に
、
本
物
の
転
生
者
と
し
て
、
本
多
の
認
識
の
世

界
に
住
ん
で
お
り
、
本
多
が
得
た
仏
典
か
ら
の
知
識
通
り
に
「
天
人
五
衰
」
の
相

が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
天
人
(
転
生
者
)
で
あ
る
透
に
五
衰
の
相
が
現
れ
た
ζ

と

で
、
こ
乙
に
、
市
顕
か
ら
始
ま
っ
た
八
十
年
に
わ
た
る
転
生
は
終
わ
る
。
本
多
は
、

そ
の
転
生
の
す
べ
て
を
見
た
。
即
ち
、

人
間
の
生
死
や
宿
命
・
歴
史
な
ど
す
べ
て



説
明
で
き
る
世
界
構
造
を
、
唯
識
の
研
鎖
を
積
む
と
と
で
、
あ
る
い
は
、

そ
の
知

識
を
つ
か
っ
て
認
識
世
界
を
作
り
あ
げ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
本
多
が
完
成
さ
せ
た

の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
本
多
は
、
聡
子
を
訪
ね
る
決
心
を
す
る
。
転
生
が
完
成
し
て
消
失
し

て
し
ま
っ
た
今
、
彼
が
乙
れ
ま
で
生
き
て
、
見
て
、
唯
識
の
知
識
に
よ
っ
て
作
り

上
げ
て
き
た
「
認
識
の
世
界
」
の
存
在
を
証
明
で
き
、

と
も
に
語
り
合
う
乙
と
が

で
き
る
の
は
、
転
生
の
原
点
で
あ
る
清
顕
と
の
記
憶
を
共
有
し
て
い
る
聡
子
だ
け

だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
聡
子
は
、
月
修
寺
門
跡
と
な
っ
て
お
り
、
転
生
の
理

論
で
あ
る
唯
識
に
つ
い
て
知
悉
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
多
は
、
転
生
が
完
成
し

て
、
転
生
の
証
人
と
し
て
見
続
け
る
自
己
の
役
割
も
終
わ
り
、
死
期
が
近
づ
い
て

い
る
の
を
知
っ
て
、
聡
子
に
会
う
た
め
に
奈
良
に
向
か
う
。

し
か
し
、
聡
子
は
、
清
顕
の
存
在
を
否
定
す
る
。

「
そ
れ
な
ら
勲
も
ゐ
な
か
っ

た
乙
と
に
な
る
。
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
も
ゐ
な
か
っ
た
と
と
に
な
る
。
:
:
:
そ
の
上
、

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、

乙
の
私
で
す
ら
も
:
:
:
」
と
惑
う
本
多
に
向
か
い
、

「
そ
れ

も
心
々
で
す
さ
か
い
」
と
述
べ
る
の
だ
。

島
は
、
最
後
の
対
談
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

あ
の
作
品
(
豊
蝕
の
海
)
で
は
絶
対
的
一
回
的
人
生
と
い
ふ
も
の
を
一
人
一

人
の
主
人
公
は
お
く
つ
て
い
く
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
が
最
終
的
に
は
唯
識
論

哲
学
の
大
き
な
相
対
主
義
の
中
に
溶
か
し
と
ま
れ
て
し
ま
っ
て
、

い
づ
れ
も

一
ル
ヴ
ァ

l
ナ
(
浬
祭
)
の
中
に
入
る
と
い
ふ
小
説
な
ん
で
す
。

「
絶
対
的
一
回
的
人
生
」
を
お
く
る
の
は
転
生
者
で
あ
り
、
そ
れ
が
、

的
」
に
、
ニ
ル
ヴ
ァ

i
ナ
に
入
る
の
は
、
本
多
を
介
し
て
で
あ
る
。
本
多
の
「
認

「
最
終

識
の
作
っ
た
世
界
」
は
、
人
間
の
到
達
し
得
る
究
極
の
世
界
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
は
、
本
多
の
内
世
界
に
お
い
て
だ
け
存
在
す
る
相
対
的
な
認
識
で
あ
る
。
聡

子
は
、
す
べ
て
は
、

「
心
々
」
で
あ
る
、
と
言
う
。

「
そ
の
市
顕
と
い
ふ
方
に
は
、

本
多
さ
ん
、
あ
な
た
は
ほ
ん
ま
に
乙
の
世
で
お
会
ひ
に
な
ら
し
ゃ
っ
た
の
で
す

か
?
」
。
涼
や
か
な
声
な
が
ら
、
聡
子
の
追
求
は
厳
し
い
。
認
識
の
作
っ
た
劇
は
、

た
と
え
、

そ
れ
が
ど
ん
な
に
完
全
に
世
界
を
解
釈
す
る
乙
と
が
で
き
、

ど
れ
ほ
ど

真
実
ら
し
く
あ
ろ
う
と
も
、

「
乙
の
世
」
の
も
の
で
あ
る
と
確
実
に
証
明
で
き
る

絶
対
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
認
識
の
世
界
を
作
り
上
げ
て
来
た
本
多
の
存

在
を
、
彼
女
は
、
相
対
的
な
世
界
に
溶
か
し
ζ

ん
だ
の
で
あ
る
。
認
識
の
不
毛
な

地
で
あ
る
と
述
べ
て
よ
い
。

ζ

の
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば
、
透
の
上
に
天
人
五
衰
の
相
が
現
れ
て
転
生
が
終

わ
っ
た
の
も
、
本
多
が
、
自
分
の
死
期
を
悟
り
、
も
は
や
転
生
の
証
人
に
成
り
え

な
い
た
め
に
、
認
識
の
創
作
世
界
の
中
で
転
生
を
終
わ
ら
せ
た
の
だ
と
考
え
る
ζ

と
も
で
き
る
。
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そ
し
て
、
聡
子
に
逢
う
た
め
に
奈
良
に
向
か
う
車
中
で
、
本
多
は

次
の
よ
う
に
決
心
す
る
。

『
自
分
は
今
日
は
も
う
決
し
て
、

人
の
肉
の
一
泉
に
骸
骨
を
見
る
や
う
な
と
と

は
す
ま
い
。

そ
れ
は
た
だ
観
念
の
想
で
あ
る
。
あ
る
が
ま
ま
を
見
、
あ
る
が

ま
ま
を
心
に
刻
ま
う
。

と
れ
が
自
分
の
乙
の
世
で
最
後
の
楽
し
み
で
も
あ
り
、

つ
と
め
で
も
あ
る
。
今
日
で
心
ゆ
く
ば
か
り
見
る
ζ

と
も
お
し
ま
ひ
だ
か
ら
、

た
だ
見
ょ
う
。
自
に
映
る
も
の
は
す
べ
て
虚
心
に
見
ょ
う
」

〔
天
人
五
衰
・
二
九
〕

つ
ま
り
、

そ
れ
ま
で
の
本
多
の
見
方
は
、

目
が
「
事
物
の
背
後
に
廻
」

っ
て
、

「
人
の
肉
の
裏
に
骸
骨
を
見
る
」
ょ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
「
観
念

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
と
お
り
で
、

の
想
」
に
つ
い
て
は
、

「
不
可
視
の
も
の

を
『
見
る
』
」
と
と
、
す
な
わ
ち
、
知
識
と
内
面
の
願
望
に
よ
っ
て
、
事
物
の
上

に
認
識
の
創
作
世
界
を
作
り
あ
げ
て
見
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
に
し



て
見
続
け
て
き
た
(
認
識
に
よ
っ
て
創
作
し
続
け
て
き
た
)
転
生
が
終
わ
り
、
死

期
が
近
づ
い
て
き
た
の
を
悟
っ
て
、

「
事
物
の
背
後
へ
廻
」
る
見
方
を
自
己
に
禁

じ

「
あ
る
が
ま
ま
を
見
」
ょ
う
と
し
た
と
き
、
本
多
は
、
自
分
の
作
り
上
げ
た

認
識
の
世
界
を
聡
子
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
多
は
、
唯
識
の
理
論
に
則
っ
て
転
生
を
見
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
相
宗
の
月
修
寺
門
跡
で
あ
る
聡
子
に
よ
っ
て
、

そ
の
世
界

を
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

現
在
の
と
の
世
界
は
、
本
多
の
作
っ
た
世
界
で
あ
っ
た
か
ら
、
ジ
ン
・
ジ

ヤ
ン
も
共
に
と
と
に
住
ん
で
ゐ
た
。
唯
識
論
に
従
へ
ば
、

そ
れ
は
本
多
の
阿

頼
耶
識
の
創
っ
た
世
界
だ
っ
た
。
が
、

な
ほ
本
多
が
唯
識
論
に
完
全
に
膝
を

屈
す
る
乙
と
が
で
き
な
い
の
は
、
彼
が
そ
の
認
識
に
執
し
て
、
自
分
の
認
識

の
根
源
を
、
あ
の
永
遠
で
、
し
か
も
一
瞬
一
瞬
惜
し
げ
も
な
く
世
界
を
廃
棄

し
て
更
新
す
る
阿
頼
耶
識
と
、
同
一
視
す
る
と
と
を
肯
ん
じ
な
い
か
ら
だ
っ

た。
む
し
ろ
本
多
は
、

心
に
戯
れ
に
死
を
思
ひ
、

そ
の
甘
美
に
酔
ひ
し
れ
な
が

ら
、
認
識
が
そ
そ
の
か
す
自
殺
の
瞬
間
に
、

ひ
た
す
ら
見
た
い
と
ね
が
っ
て

ゐ
た
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
の
、
誰
に
も
見
ら
れ
て
ゐ
な
い
琉
泊
に
か
が
や
く
無
垢

の
裸
体
が
、
嫡
然
た
る
月
の
出
の
や
う
に
現
は
れ
出
る
至
福
を
夢
み
た
。

〔
暁
の
寺
・
四
一
一
〕

『
暁
の
寺
』
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
唯
識
で
は
、

ふ
つ
う
人
が
感
じ
る
六
感
の
上
に
、

第
七
識
で
あ
る
末
耶
識
(
自
我
、
個
人
的
自
我
の
意
識
の
す
べ
て
)
を
お
き
、
さ
・

ら
に
、

そ
の
奥
に
、

「
阿
頼
耶
識
と
い
ふ
究
極
の
識
を
設
想
」
す
る
と
い
う
。

の
阿
頼
耶
識
が
、

「
存
在
の
根
本
原
因
」
で
あ
り
、

「
乙
の
世
界
、

わ
れ
わ
れ
の

住
む
迷
界
を
顕
現
さ
せ
て
ゐ
る
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

と
の
唯
識
と
、

「
と
ち

ら
側
に
一
つ
の
実
体
と
し
て
の
主
観
を
考
へ
、

そ
と
に
映
ず
る
世
界
を
す
べ
て
そ

の
所
産
と
見
な
す
唯
心
論
」
と
は
ま
っ
た
く
別
物
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
我
と
阿
頼

耶
識
と
を
混
同
し
た
と
と
に
な
る
と
い
う
。
阿
頼
耶
識
と
は
、

一
瞬
も
と
ど
ま
ら

な
い
「
無
我
の
流
れ
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
多
は
、
唯
識
を
研
究
し
、
我
と

阿
頼
耶
識
と
の
相
違
を
知
悉
し
な
が
ら
、
し
か
し
、
自
分
の
作
っ
た
世
界
を
、
無

我
の
流
れ
で
あ
る
阿
頼
耶
識
の
創
作
で
は
な
く
、
自
分
の
認
識
の
世
界
だ
と
信
じ

た
い
の
で
あ
っ
た
。

「
自
分
の
認
識
に
執
し
」
、
阿
頼
耶
識
と
自
我
と
を
同
一
視

で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
唯
識
を
知
り
つ
く
し
、

そ
の
理
論
に
よ
っ
て
、
世
界

解
釈
が
で
き
る
ζ

と
を
知
覚
し
つ
つ
も
、
な
お
、
自
己
の
認
識
を
捨
て
去
る
乙
と

が
で
き
な
い
。
自
意
識
に
、
あ
る
い
は
自
分
に
執
着
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
認

識
者
・
本
多
の
特
徴
は
と
乙
に
あ
る
。

本
多
は
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
の
裸
体
を
見
た
い
と
切
望
し
、

n
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「
客
観
性
の
病
気
」
と

自
明
し
つ
つ
覗
き
見
る
。
そ
し
て
、
後
に
は
、
自
分
の
書
斎
で
覗
き
見
る
だ
け
に

止
ま
ら
ず
、
夜
の
公
園
を
俳
個
し
て
男
女
の
姿
勢
を
覗
き
見
る
よ
う
に
な
る
の
だ

が
、
そ
の
自
に
は
「
ほ
と
ん
ど
切
望
」
が
あ
っ
た
。
|
|
「
俺
の
目
を
酔
は
せ
て

く
れ
、

ど
う
か
一
瞬
も
早
く
酔
は
せ
て
く
れ
、
世
の
若
い
人
た
ち
ょ
、
無
知
で
、

無
言
で
、

し
か
も
老
人
な
ど
に
は
目
を
く
れ
る
暇
も
な
い
ほ
ど
、
自
分
た
ち
だ
け

の
熱
中
の
姿
で
、

心
ゆ
く
ま
で
俺
を
酔
は
せ
て
く
れ
」

〔
天
人
五
衰
・
二
六
〕

|
|
ほ
と
ん
ど
悲
鳴
に
ち
か
い
叫
び
で
あ
る
。
乙
乙
で
の
、
本
多
の
「
見
る
と
と
」

は
、
対
象
を
正
確
に
把
握
す
る
乙
と
な
ど
問
題
と
し
な
い
。
と
に
か
く
、

「
俺
の

目
を
酔
は
せ
て
く
れ
」
と
彼
は
切
望
す
る
。
対
象
の
熱
中
し
て
い
る
姿
を
見
る
乙

乙

と
に
よ
っ
て
、
自
己
が
陶
酔
し
、
快
楽
を
得
る
と
と
が
目
的
な
の
で
あ
る
。
対
象

自
体
を
見
る
乙
と
よ
り
、
自
己
の
快
楽
追
求
が
目
的
で
あ
る
「
見
る
と
と
」
は
、

ま
さ
し
く
、
客
観
性
の
「
病
気
」
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
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な
ぜ
対
象
を
覗
き
見
る
ζ

と
で
、
彼
の
感
覚
は
慰
め
ら
れ
る
の
か
。
覗

き
見
る
場
面
で
は
、
さ
ら
に
、
「
恋
人
た
ち
の
戦
傑
と
戦
燥
を
等
し
く
し
、
そ
の
鼓
動

と
鼓
動
を
等
し
く
し
、
同
じ
不
安
を
頒
ち
合
ひ
、

こ
れ
ほ
ど
の
同
一
化
の
果
て
に
、

し
か
も
見
る
だ
け
で
決
し
て
見
ら
れ
ぬ
存
在
に
と
ど
ま
る
乙
と
」

〔
暁
の
寺
・
三

二
〕
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
自
分
は
、
決
し
て
見
ら
れ
る
存
在
に
は
な
ら
な
い
と

い
う
保
証
の
も
と
、
見
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
対
象
と
「
戦
傑
と
戦
傑
を
等
し
く
し
、

鼓
動
と
鼓
動
を
等
し
く
し
、
同
じ
不
安
を
頒
ち
合
ひ
」
、

そ
の
末
に
、
「
同
一
化
」

の
感
覚
を
得
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、

そ
の
同
一
化
は
擬
似
的
な
も
の
に
す
ぎ
な

ぃ
。
し
か
し
、
若
い
と
き
か
ら
、
決
し
て
自
分
は
、
転
生
す
る
人
物
た
ち
の
よ
う

な
特
別
な
存
在
に
は
成
り
え
な
い
の
だ
、
と
い
う
前
提
の
も
と
に
生
き
つ
つ
、
「
今

に
し
て
本
多
は
思
ひ
起
乙
し
た
。
清
顕
や
勲
に
対
す
る
本
多
の
も
っ
と
も
基
本
的

な
感
情
は
、
あ
ら
ゆ
る
知
的
な
人
間
の
持
情
の
源
、
す
な
は
ち
嫉
妬
だ
っ
た
の
だ

と
」
と
、

「
嫉
妬
」
を
感
じ
る
ほ
ど
激
し
く
彼
ら
に
憧
岨
回
し
て
い
た
本
多
に
と
っ

て
、
た
と
え
擬
似
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
対
象
と
「
同
一
化
」
で
き
る
と
思
え

る
ζ

と
は
、
大
き
な
魅
力
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

乙
う
し
て
、
本
多
は
、
対
象
と

の
つ
か
の
間
の
「
同
一
化
」
|
|
自
分
が
彼
ら
で
も
あ
る
ー
ー
と
い
う
感
覚
に
よ

る
陶
酔
を
求
め
て
、

「
客
観
性
の
病
気
」
を
繰
り
返
す
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
本
多
が
「
客
観
性
の
病
気
」
だ
と
し
て
、
自
分
の

姿
を
相
手
に
見
せ
る
乙
と
な
く
覗
き
見
ょ
う
と
す
る
の
は
、
自
己
の
創
作
す
る
認

識
世
界
を
壊
し
た
く
な
い
か
ら
だ
、
と
考
え
る
乙
と
が
で
き
る
。
そ
も
そ
も
、
人

閣
の
身
体
は
、
「
見
る
も
の
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
見
ら
れ
る
も
の
」
で
も
あ

る
。
そ
し
て
、
自
分
が
「
見
る
も
の
」
で
あ
る
か
ぎ
り
、
世
界
を
創
作
す
る
認
識

の
中
心
は
自
分
で
あ
り
、
世
界
は
自
分
の
自
の
周
り
に
存
在
す
る
。

一
方
、
自
分

が
「
見
ら
れ
る
も
の
」
で
あ
る
と
き
に
は
、
自
己
は
、
他
者
の
つ
く
る
認
識
世
界

の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
本
多
は
、
自
分
も
世
界
の
多
様
な
「
見
ら
れ
る
も
の
」

の
一
つ
に
す
ぎ
ず
、
自
己
の
創
作
世
界
が
唯
一
で
は
な
い
、
と
い
う
状
況
を
拒
否

し
て
、

「
見
ら
れ
る
も
の
」
と
し
て
の
自
己
を
隠
し
、
あ
く
ま
で
も
自
己
が
世
界

の
中
心
で
あ
り
、
唯
一
の
主
体
で
あ
る
と
い
う
視
点
を
保
っ
た
の
で
あ
る
。

転
生
者
に
関
与
し
た
い
と
願
い
つ
つ
、

し
か
し
、
対
象
を
到
達
不
可
能
な
も
の

に
設
定
し
、

い
つ
ま
で
も
追
い
続
け
、
見
続
け
た
い
と
考
え
る
。

一
人
物
の
中
で
、

「
見
る
と
と
」
が
、
客
観
性
追
求
の
認
識
欲
と
自
己
間
酔
の
快
楽
追
求
欲
と
に
分

化
し
、

そ
れ
が
殴
昧
な
ま
ま
癒
着
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
多
の
「
見
る
」
乙
と

は
、
純
粋
な
「
あ
る
が
ま
ま
の
」
対
象
を
見
る
乙
と
が
目
的
で
は
な
い
。
見
る
と

と
に
よ
っ
て
、
認
識
世
界
を
作
り
上
げ
て
い
っ
て
、

そ
の
中
で
、
自
己
と
自
己
の

理
想
像
と
の
同
一
化
を
は
か
り
、
陶
酔
を
得
、
自
己
を
慰
め
る
と
と
が
必
要
な
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
本
多
に
と
っ
て
、
自
分
の
認
識
が
、
自
分
自
身
の
も
の
で
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は
な
く
、

「
無
我
の
流
れ
」
で
あ
る
阿
頼
耶
識
の
も
の
で
あ
る
と
と
な
ど
、
認
め

ら
れ
る
は
ず
が
な
い
。
本
多
の
認
識
の
原
点
は
、
強
力
な
自
己
愛
に
あ
っ
た
の
で

あ
る
。で

は
、
本
多
が
存
在
の
根
本
だ
と
信
じ
て
、
ま
た
、
作
品
の
中
で
も
四
巻
に
わ

た
っ
て
延
々
と
開
陳
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
、
唯
識
と
は
、

ど
の
よ
う
な
意
味
を
も

つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

世
界
を
存
在
せ
し
め
る
た
め
に
、

か
く
て
阿
頼
耶
識
は
永
遠
に
流
れ
て
ゐ

る
世
界
は
ど
う
あ
っ
て
も
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
/

し
か
し
、
な
ぜ
?

か
+
か
か
、
卦
臥
r
b
レ
で
か
骨
骨
が
恥
骨
わ
か
ひ
b
b
hょ
う

ち

て
悟
り
へ
の
機
縁
が
費
ら
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

、
、
、

は
じ
め



世
界
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
い
ふ
乙
と
は
、

か
く
て
、
究
極
の

道
徳
的
要
請
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
が
、

な
ぜ
世
界
は
存
在
す
る
必
要
が
あ

る
の
だ
、

と
い
ふ
間
ひ
に
対
す
る
、
阿
頼
耶
識
の
側
か
ら
の
最
終
の
答
で
あ

る。

(
傍
点
マ
マ
)

〔
腕
の
寺
・
一
九
〕

四
巻
の
う
ち
、

理
論
舎
の
体
を
と
っ
て
い
る
『
暁
の
寺
」
に
お
い
て
、

一
切
皆

空
で
あ
る
「
悟
り
へ
の
機
縁
が

m'り
さ
れ
る
か
ら
」

ζ

の
世
(
迷
界
)
は
存
在
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
唯
識
の
最
終
的
な
節
理
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
外

界
の
存
在
に
実
在
性
を
認
め
な
い
と
と
で
は
、

た
と
え
ば
中
観
派
(
竜
樹
)
の
空

の
思
恕
と
、
唯
識
と
は
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
中
観
派
は
一
切
を
空
と
見
な

し
て
、
認
識
さ
え
も
認
め
な
い
が
、
唯
識
で
は
、
輪
廻
か
ら
解
脱
す
る
た
め
に
は
、

乙
の
世
が
阿
頼
耶
識
の
所
産
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
悟
り
を
得
る
ほ
か
は
な
い
と
し

て
、
最
終
的
に
は
排
除
さ
れ
る
が
、
悟
達
す
る
ま
で
は
、

人
間
の
認
識
を
認
め
て

い
る
。
吾
遠
の
た
め
に
認
識
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
乙
の
節
理
か
ら
判
断
す
る

と
、
本
多
は
、
最
終
的
に
「
悟
り
」
に
向
か
う
た
め
に
、
迷
界
の
な
か
で
認
識
を

つ
づ
け
、
自
己
の
認
識
者
と
し
て
の
存
在
を
否
定
さ
れ
る
た
め
に
生
き
て
来
た
の

で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
唯
識
を
世
界
解
釈
の
鍵
だ
と
考
え
た
以
上
、
ま
た
、
聡
子

に
会
う
た
め
に
、

「
目
が
事
物
の
背
後
に
廻
」
り
、

「
観
念
の
想
」
を
作
る
ζ

と

を
禁
じ
た
以
上
、
本
多
は
、
聡
子
に
よ
っ
て
、
自
我
に
執
着
し
て
い
た
自
分
の
認

識
が
否
定
さ
れ
る
と
と
す
ら
も
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
本

多
は
、
自
分
の
信
じ
よ
う
と
し
た
唯
識
の
理
論
に
し
た
が
っ
て
、
自
己
の
世
界
を

否
定
さ
れ
た
。
乙
の
世
が
本
多
の
認
識
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
.

阿
頼
耶
識
の
所
産
に
す
ぎ
な
い
と
と
を
知
ら
さ
れ
、
我
の
届
か
な
い
空
な
る
世
界

に
連
れ
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

五

さ
て
、
自
己
に
拘
泥
し
、

認
識
に
よ
っ
て
世
界
を
創
造
す
る
本
多
に
、
作
家
三

島
が
芸
術
家
と
し
て
の
自
分
の
像
を
被
せ
て
い
た
乙
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

乙
乙
で
詳
述
す
る
と
と
は
で
き
な
い
が
、
特
に
、
三
島
の
戯
曲
に
お
い
て
は
、
永

世
の
芸
術
家
と
一
回
性
の
行
為
者
と
の
対
立
が
存
在
し
、
葛
藤
の
す
え
、

一
回
性

の
行
為
者
が
敗
退
し
、
現
実
を
拒
否
し
た
地
点
で
芸
術
家
が
完
全
な
芸
術
世
界
を

得
る
と
い
う
構
造
が
繰
り
返
し
描
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
卒
塔
婆
小
町
」
の

人
物
構
造
(
一
回
性
の
行
為
者
・
詩
人
が
転
生
し
、

そ
れ
を
永
世
の
芸
術
家
・
小

町
が
見
続
け
る
)
は
、
ま
さ
に
『
豊
債
の
海
』
の
転
生
者
と
本
多
の
関
係
と
同
様

で
あ
る
し
、

『
サ
ド
侯
爵
夫
人
」
の
ル
、
不
の
、
現
実
を
変
換
し
て
心
象
世
界
を
つ

ノ
¥
h
り、

そ
れ
を
現
実
の
上
に
被
覆
し
て
、

ヮ“EU
 

一
個
の
内
的
字
宙
を
築
き
上
げ
て
い
く

と
い
う
認
識
の
仕
方
は
、
本
多
の
認
識
に
よ
る
創
作
世
界
と
同
じ
機
杭
で
あ
る
。

ま
た
、
小
説
に
お
い
て
も
、

『
仮
面
の
告
白
』
で
は
、
現
実
と
夢
想
と
の
落
差
に

直
面
す
る
ζ

と
を
恐
れ
て
、
現
実
に
直
面
す
る
乙
と
を
避
け
、

一
定
の
距
離
を
お

く
認
識
的
な
主
人
公
が
、
最
終
的
に
は
、
現
実
を
切
り
捨
て
、
認
識
に
よ
っ
て
構

築
し
た
夢
想
の
虚
妄
性
の
中
を
生
き
抜
く
よ
う
に
決
意
す
る
。

ζ

れ
ら
の
主
人
公

に
、
三
島
自
身
の
芸
術
観
、
あ
る
い
は
芸
術
家
観
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ

か
ろ
う
。

で
は
、

こ
の
よ
う
に
、
自
分
自
身
が
投
影
さ
れ
て
い
る
認
識
者
・
芸
術

家
に
、
最
後
の
作
品
の
中
で
、
三
島
は
ど
の
よ
う
な
処
遇
を
与
え
た
の
か
。

『
春
の
雪
』
の
後
註
で
、
三
島
は
、

『
豊
館
の
海
」
と
い
う
題
名
を
、

句

o
o
nロ
ロ
門
出
件
釦
仲
仲
凹

「
月
の

海
の
一
つ
の
ラ
テ
ン
名
な
る

宮
司
。

の
邦
訳
で
あ
る
」

と
説
明
し
て
い
る
。
海
と
は
名
ば
か
り
の
、
砂
地
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
も
、
月
は
、
け
っ
し
て
自
ら
輝
く
乙
と
は
な
く
、
太
陽
が
反
射
す
る
乙



と
で
光
る
。
三
島
が
考
え
る
芸
術
家
と
い
う
相
対
的
な
も
の
の
姿
の
象
徴
で
あ
ろ

ぅ
。
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
が
、
鏡
の
よ
う
に
本
多
の
心
を
読
ん
だ
ご
と
く
、

乙
の
月
の

海
は
、
本
多
の
認
識
界
の
愉
で
あ
る
。

一
見
、
豊
能
に
見
え
る
本
多
の
認
識
も
、

乙
の
よ
う
な
荒
涼
と
し
た
月
の
海
に
過
ぎ
な
い
。
本
多
は
、
相
対
的
な
不
毛
の
地

に
送
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

送
り
ζ

ん
だ
の
は
、

乙
の
作
品
の
中
で
絶
対
的
な
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
聡

子
で
あ
る
。

そ
し
て
、
訪
れ
て
来
た
認
識
者
|
|
創
作
者
を
拒
否
す
る
点
で
、
「
サ

ド
侯
爵
夫
人
」
の
ル
ネ
に
相
当
す
る
。

ル
ネ
は
、

サ
ド
の
執
筆
し
た
完
全
な
芸
術

世
界
だ
け
を
選
ん
で
、
現
実
の
サ
ド
を
捨
象
し
た
。
だ
が
、

昭
和
四

O
年
の
『
サ

ド
侯
爵
夫
人
」
と
、

四
五
年
に
完
成
し
た
遺
作
『
豊
館
の
海
」
と
は
、

そ
と
か
ら

が
大
き
く
相
違
す
る
。

『
サ
ド
侯
爵
夫
人
』
の
中
で
は
、
芸
術
家
で
あ
る
サ
ド
は

否
定
さ
れ
て
も
、
彼
が
の
乙
し
た
「
ジ
ュ
ス
テ
ィ

l
ヌ
」
と
い
う
芸
術
世
界
は
存

在
し
、
現
実
の
世
界
を
支
配
す
る
絶
対
的
な
価
値
観
を
与
え
ら
れ
た
。
と
ζ

ろ
が
、

『
豊
鶴
の
海
』
で
は
、
「
し
か
し
も
し
、
清
顕
君
が
は
じ
め
か
ら
ゐ
な
か
っ
た
と
す

れ
ば
」

「
そ
れ
な
ら
、
勲
も
ゐ
な
か
っ
た
乙
と
に
な
る
。
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
も
ゐ
な

か
っ
た
乙
と
に
な
る
O
i
-
-
-
そ
の
上
、

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、

と
の
私
で
す
ら
も
・
:

」
と
い
う
本
多
に
対
し
て
、
聡
子
は
、

「
や
や
強
く
本
多
を
見
据
ゑ
」
て
「
そ

れ
も
心
々
で
す
さ
か
い
」
と
述
べ
る
。
認
識
者
|
|
芸
術
家
で
あ
る
本
多
の
存
在

が
否
定
さ
れ
る
の
は
も
と
よ
り
、
彼
が
築
き
上
げ
て
き
た
認
識
の
世
界
も
否
定
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
創
作
物
自
体
・
書
く
ζ

と
自
体
が
否
定
さ
れ
た
の
だ
。

昭
和
四

O
年
時
点
で
は
、
・
三
島
は
、
書
い
て
い
る
自
己
は
信
じ
ら
れ
な
く
と
も
、

書
く
と
と
自
体
は
信
頼
し
、
作
り
上
げ
ら
れ
た
作
品
に
は
価
値
を
置
い
て
い
た
。

と
と
ろ
が
、
死
の
直
前
に
は
、
作
品
自
体
が
も
は
や
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で

あ
る
。
あ
る
い
は
、
作
品
も
信
じ
ら
れ
な
い
か
ら
と
そ
、
死
を
選
ん
だ
と
言
う
ベ

き
か
。
作
家
三
島
自
身
も
、
本
多
の
直
面
し
た
空
の
世
界
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ

た。

島
は
、

「
文
学
と
い
う
の
は
、

あ
く
ま
で
、

そ
う
な
る
べ
き
世
界
を
実
現
す

る
も
の
だ
と
信
じ
て
い
る
」
、

「
乙
と
ば
の
世
界
で
自
分
の
信
ず
る
『
あ
す
の
な

い
世
界
」
を
書
く
と
と
」

(
三
好
行
雄
氏
と
の
対
談
・
三
日
文
学
の
背
景
/
『
国

文
学
』
昭
四
五
・
五
)
と
い
う
信
念
を
も
っ
て
、
作
品
を
書
い
て
き
た
。
本
多
の

認
識
が
作
っ
た
世
界
と
同
様
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
三
島
は
、
本
多
そ
の
人
で

も
あ
る
一
方
で
、

そ
う
し
て
ζ

れ
ま
で
営
々
と
認
識
界
を
築
き
上
げ
て
来
た
本
多

を
否
定
し
た
聡
子
そ
の
人
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
は
最
後
の
「
世
界
解
釈
の
小

説
」
に
お
い
て
、
自
己
の
理
想
た
る
行
為
者
と
、
分
身
た
る
認
識
者
を
出
身
の
力

で
書
き
込
み
、
自
ら
の
力
で
相
対
世
界
に
送
り
込
ん
で
、
作
品
は
完
成
し
た
。
相

対
世
界
に
漂
う
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、
認
識
者
と
し
て
成
す
べ
き
事
は
す
べ
て
果

-53-

た
し
た
は
ず
で
あ
る
。
唯
識
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
究
極
に
は
排
除
さ
れ
る
に
せ
よ
、

乙
の
世
が
空
で
あ
る
と
い
う
絶
対
知
を
得
る
ま
で
は
、
迷
界
で
認
識
を
繰
り
返
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
最
終
的
に
は
否
定
さ
れ
る
に
し
て
も
、

認
識

者
と
し
て
作
品
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
己
に
執
着

す
る
認
識
者
が
望
む
最
終
の
も
の
は
、
「
彼
の
ゐ
な
い
世
界
に
し
か
存
在
し
な
い
」

の
で
あ
り
、
「
真
に
見
た
い
も
の
を
見
る
た
め
に
は
、
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
」
の

で
あ
る
o
l
-
-
も
ち
ろ
ん
、

一
人
の
人
間
の
死
の
原
因
は
、
複
合
的
な
も
の
で
あ

っ
て
、

一
つ
に
決
め
る
ζ

と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
遺
作
を
読
む
か
ぎ
り
、
三

島
は
、
自
己
の
理
論
に
従
っ
て
、
作
品
を
書
き
上
げ
た
現
実
の
自
己
を
無
意
味
な

も
の
と
し
て
捨
象
し
、
認
識
と
行
為
と
が
一
致
す
る
雄
、

「死」

へ
と
向
か
っ
た
、

と
考
え
る
乙
と
も
、
決
し
て
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
。


