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序
章 

「
根
拠
＝ground

」
が
揺
れ
る 

 
本
論
は
、
横
光
利
一
の
創
作
及
び
文
学
理
論
の
分
析
を
お
こ
な
う
。
横
光
の
創
作
を
分
析
・

読
解
す
る
場
合
、
横
光
が
依
拠
し
た
同
時
代
の
哲
学
・
思
想
、
あ
る
い
は
横
光
自
身
が
そ
れ

ら
の
影
響
の
も
と
で
構
築
し
た
、
文
学
理
論
の
分
析
と
並
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
横
光
利
一
の
創
作
は
、
同
時
代
の
哲
学
・
思
想
、
そ
し
て
横
光
自
身
が
構
築
し
た

文
学
理
論
に
、
強
く
影
響
を
受
け
た
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

横
光
利
一
の
創
作
全
般
、
特
に
「
形
式
主
義
」
や
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
を
主
張
し
て
い
た

一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
創
作
群
に
は
、
哲
学
・
思
想
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と

し
た
も
の
が
数
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
三
〇
年
代
以
降
も
「
純
粋
小
説
論
」（
一

九
三
五
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
文
学
理
論
が
、
構
築
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
先
行
研

究
に
お
い
て
も
横
光
の
テ
ク
ス
ト
を
、
哲
学
・
思
想
の
理
論
を
援
用
し
て
分
析
を
試
み
る
論

が
、
数
多
く
存
在
す
る
。 

 

横
光
の
テ
ク
ス
ト
分
析
に
は
、確
か
に
哲
学
・
思
想
の
理
論
的
分
析
が
有
効
な
の
で
あ
る
。

先
行
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
、
横
光
の
「
ポ
ス
ト
近
代
」
性
や
「
関
係
論
的
・
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
的
」
な
テ
ク
ス
ト
の
構
造
な
ど
は
、
そ
の
哲
学
・
思
想
を
援
用
し
た
理
論
的
分
析
の

成
果
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
成
果
に
よ
っ
て
、「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
」
の
後
に
毀
誉
褒

貶
の
激
し
か
っ
た
横
光
の
テ
ク
ス
ト
を
、
そ
の
毀
誉
褒
貶
か
ら
引
き
離
し
、
テ
ク
ス
ト
読
解

に
よ
る
新
た
な
評
価
の
局
面
へ
と
向
か
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
こ
こ
に
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
性
と
理
論
的
な

根
拠
、
、
の
問
題
で
あ
る
。
横
光
の
テ
ク
ス
ト
が
、
哲
学
・
思
想
と
い
っ
た
理
論
的
な
分
野
と
強

い
親
和
性
が
あ
る
の
は
、
先
行
研
究
が
指
摘
し
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
横
光
の

テ
ク
ス
ト
に
は
、
そ
の
よ
う
な
理
論
的
な
分
野
と
の
親
和
性
が
存
在
し
て
い
る
の
か
。
こ
の

問
題
は
、
ど
れ
ほ
ど
高
度
に
横
光
の
テ
ク
ス
ト
を
理
論
的
に
分
析
し
て
も
、
見
出
す
こ
と
は

難
し
い
。
こ
こ
で
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
、
あ
る
い
は
文

学
史
的
な
文
脈
か
ら
、
横
光
の
テ
ク
ス
ト
が
理
論
的
に
構
築
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。 

 

本
論
は
、
横
光
の
テ
ク
ス
ト
を
め
ぐ
る
多
岐
に
わ
た
る
理
論
的
な
読
解
を
受
け
継
ぎ
つ
つ

も
、
そ
こ
に
歴
史
性
と
文
学
史
的
な
視
点
を
導
入
し
た
。
横
光
の
テ
ク
ス
ト
は
、
確
か
に
理

論
的
な
テ
ク
ス
ト
解
釈
を
誘
引
し
や
す
い
傾
向
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。
ど

の
よ
う
な
歴
史
的
、
文
学
史
的
な
文
脈
で
そ
れ
は
可
能
と
な
っ
た
の
か
。
そ
の
歴
史
性
と
理

論
的
な
根
拠
こ
そ
、
親
友
の
哲
学
者
、
由
良
哲
次
を
介
し
た
形
で
の
、
横
光
と
新
カ
ン
ト
派

の
「
認
識
論
」
と
の
理
論
的
連
関
で
あ
り
、「
純
粋
小
説
論
」
以
降
に
哲
学
者
の
三
木
清
を
介

し
た
形
で
現
れ
る
、
横
光
の
「
存
在
論
」
的
な
傾
向
な
の
で
あ
る
。 

 

本
論
は
、
こ
の
「
認
識
論
」
と
「
存
在
論
」
を
横
光
の
テ
ク
ス
ト
分
析
の
中
心
に
据
え
る

こ
と
で
、
横
光
の
テ
ク
ス
ト
に
存
在
す
る
理
論
的
な
構
造
と
、
歴
史
性
及
び
文
学
史
的
な
視

点
を
連
関
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
は
、
敗
戦
後
形
作
ら
れ
て

き
た
毀
誉
褒
貶
の
激
し
い
「
横
光
利
一
像
」
を
打
ち
壊
す
た
め
に
、
高
度
な
テ
ク
ス
ト
論
的

な
解
釈
を
続
け
て
き
た
。
本
論
は
、
そ
こ
に
歴
史
性
と
文
学
史
的
な
視
点
を
導
入
す
る
。
横

光
が
な
ぜ
哲
学
・
思
想
と
理
論
的
に
親
和
性
の
あ
る
テ
ク
ス
ト
を
構
築
し
た
の
か
と
い
う
理

論
的
根
拠
が
、
こ
の
歴
史
性
と
文
学
史
的
な
視
点
か
ら
解
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

序
章
で
は
、「
関
東
大
震
災
」
が
横
光
利
一
に
い
か
な
る
理
論
的
な
影
響
を
与
え
た
か
を
論

じ
た
。
横
光
及
び
新
感
覚
派
の
文
学
は
「
震
災
文
学
」
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、「
関
東

大
震
災
」
か
ら
非
常
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
た
。
こ
の
大
震
災
に
よ
っ
て
「
地
」
は
大

い
に
揺
れ
た
の
で
あ
る
が
、
横
光
は
こ
の
「
地
」
を
単
な
る
地
面
と
し
て
受
け
取
っ
て
は
い

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
横
光
に
と
っ
て
「
地
」
と
は
、
ま
さ
し
く
認
識
論
的
な
基
盤
で
あ
っ

た
の
だ
。
横
光
は
大
震
災
に
よ
っ
て
、
人
間
の
認
識
論
的
な
構
造
自
体
が
変
化
し
た
と
考
え

た
。
横
光
の
い
う
「
新
感
覚
」
と
は
、「
地
」
の
揺
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
、
人
間
の
認
識
の
刷

新
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 
こ
の
よ
う
に
横
光
は
大
震
災
を
単
な
る
災
害
と
し
て
消
極
的
な
出
来
事
と
し
て
受
け
取
っ

て
い
た
の
で
は
な
く
、
人
間
の
認
識
が
変
わ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
文
学
も
ま
た
変
わ
る
と
い

う
積
極
的
な
、
変
化
の
契
機
と
し
て
解
釈
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と

か
ら
、
こ
の
時
期
横
光
が
カ
ン
ト
（
新
カ
ン
ト
派
）
の
認
識
論
を
文
学
理
論
の
基
礎
と
し
て

い
た
の
は
、
偶
然
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。 
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イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
も
ま
た
、
一
七
五
五
年
に
発
生
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
「
リ
ス
ボ
ン

大
地
震
」
に
触
発
さ
れ
た
形
で
『
純
粋
理
性
批
判
』（
一
七
八
一
）
を
構
築
し
た
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
「
理
性
」
と
い
う
人
間
の
認
識
能
力
の
「
地
」
で
あ
る
は
ず
の
基
礎
が
、
実
は
揺

れ
て
い
る
こ
と
を
解
明
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
人
間
の
生
存
基
盤
で
あ
る
「
地
」
が

地
震
に
よ
っ
て
揺
れ
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。 

 

こ
の
よ
う
な
人
間
の
認
識
能
力
が
地
震
に
よ
っ
て
決
定
的
に
変
化
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
、

横
光
と
カ
ン
ト
は
理
論
的
な
共
振
を
見
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
理
論
的
な
共
振

が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
横
光
は
大
震
災
後
に
、
自
身
の
文
学
理
論
を
構
築
す
る
際
に
、
カ
ン

ト
（
新
カ
ン
ト
派
）
の
認
識
論
を
援
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
。 

 

し
か
し
、
横
光
の
大
震
災
の
影
響
は
、
そ
の
直
後
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の

「
余
震
」
は
、
以
後
横
光
の
文
学
史
を
形
作
る
こ
と
と
な
る
。
大
震
災
は
人
間
の
認
識
構
造

と
い
う
「
地
」
を
大
い
に
揺
ら
し
た
が
、
横
光
は
そ
れ
を
変
化
の
契
機
と
し
て
捉
え
た
。
だ

が
、
横
光
は
そ
の
「
地
」
の
揺
れ
に
よ
っ
て
不
安
定
に
な
っ
た
人
間
の
存
在
を
、
安
定
さ
せ

よ
う
と
も
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
余
震
」
を
維
持
し
よ
う
と
し
、
同
時
に
安
定
し
た
存
在

論
的
な
「
地
」
を
求
め
よ
う
と
し
た
横
光
の
欲
望
こ
そ
、
横
光
の
文
学
を
め
ぐ
る
「
認
識
論
」

と
「
存
在
論
」
と
の
対
決
と
し
て
現
れ
る
の
だ
。 

 

第
一
章 

横
光
利
一
に
お
け
る
「
形
式
主
義
」
―
―
「
個
性
」
と
い
う
形
式
に
つ
い
て
―
― 

  

第
一
章
で
は
、
横
光
の
「
形
式
主
義
」
が
ど
の
よ
う
な
理
論
的
な
根
拠
か
ら
構
成
さ
れ
た

の
か
を
検
証
し
た
。
横
光
が
自
ら
の
「
形
式
主
義
」
を
理
論
化
す
る
際
、
カ
ン
ト
の
哲
学
用

語
を
駆
使
し
た
こ
と
は
、
そ
の
評
論
『
新
感
覚
論
』（
一
九
二
五
）
か
ら
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
中
で
横
光
は
、「
形
式
主
義
」
の
方
法
論
が
「
悟
性
」
の
綜
合
に
よ
る
、
描
写
対
象
の
「
象

徴
化
」
あ
る
い
は
「
個
性
化
」
に
あ
る
と
し
た
。
こ
の
方
法
論
こ
そ
、
新
感
覚
派
時
代
を
支

え
た
「
形
式
主
義
」
の
理
論
的
核
心
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

そ
こ
で
横
光
が
「
形
式
主
義
」
に
登
場
さ
せ
た
「
個
性
」
と
い
う
言
葉
に
焦
点
を
あ
て
、

「
形
式
主
義
」
の
理
論
的
問
題
点
に
つ
い
て
新
た
に
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

横
光
の
「
形
式
主
義
」
が
、
従
来
い
わ
れ
た
よ
う
な
カ
ン
ト
哲
学
そ
の
も
の
に
依
拠
し
て
成

立
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
同
時
代
の
文
学
・
思
想
状
況
の
中
で
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。 

で
は
、
こ
の
「
個
性
」
と
は
何
か
。
そ
れ
を
考
え
る
上
で
注
目
た
の
が
、
横
光
と
旧
制
中

学
校
以
来
の
親
友
、
由
良
哲
次
と
の
関
係
で
あ
る
。
彼
は
西
田
幾
多
郎
の
弟
子
で
あ
り
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
新
カ
ン
ト
派
の
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
指
導
も
受
け
た
哲
学
者
で
あ
っ
た
。
横
光
と

由
良
と
の
間
に
は
創
作
上
、
思
想
上
の
つ
な
が
り
が
早
く
か
ら
あ
る
が
、
何
よ
り
も
由
良
は

『
横
光
利
一
の
芸
術
思
想
』（
一
九
三
七
）
に
お
い
て
、
横
光
の
『
感
覚
活
動
』
を
「
個
性
」

の
尊
重
と
い
う
点
で
、

も
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
由
良
が
こ
の
横
光
の
「
形
式
主
義
」
を
評
価
し
た
大
き
な
理
由
は
、
横
光
の
「
個

性
」
の
概
念
が
、
当
時
の
新
カ
ン
ト
派
の
「
個
性
」
の
概
念
と
多
く
の
点
で
一
致
す
る
と
こ

ろ
に
あ
っ
た
。
一
九
二
〇
年
代
か
ら
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
や
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
新

カ
ン
ト
派
の
哲
学
者
が
多
く
翻
訳
・
紹
介
さ
れ
始
め
る
が
、
彼
ら
は
「
文
化
科
学
」
と
「
自

然
科
学
」
の
対
立
を
い
か
に
和
解
さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
に
突
き
当
た
っ
て
い
る
。
思
想
の

個
別
性
や
固
有
性
を
求
め
ら
れ
る
「
文
化
科
学
」
と
、
理
論
の
普
遍
性
や
一
般
性
を
求
め
ら

れ
る
「
自
然
科
学
」
は
相
反
す
る
領
域
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
二
つ
を
綜
合
す
る
こ
と

で
、「
個
性
」
を
失
う
こ
と
な
く
、
同
時
に
、
普
遍
性
や
一
般
性
を
も
実
現
す
る
学
的
領
域
が

待
望
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
の
領
域
を
綜
合
す
る
力
こ
そ
「
悟
性
」
で
あ
っ
た
。 

横
光
の
「
個
性
」
も
こ
の
文
脈
上
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
横
光
は
「
個
性
」

を
尊
重
し
な
が
ら
も
、
理
論
的
な
普
遍
性
や
一
般
性
を
も
失
わ
な
い
「
形
式
主
義
」
を
考
え

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。 

 第
二
章 

「
日
輪
」
の
構
想
力
と
「
神
話
」
の
構
造
―
―
「
形
式
主
義
」
を
予
告
す
る
―
― 

 

 

第
二
章
は
、
第
一
章
で
明
ら
か
に
な
っ
た
、
新
カ
ン
ト
派
の
横
光
へ
の
理
論
的
な
影
響
、

主
に
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
と
の
理
論
的
な
連
関
に
よ
っ
て
、『
日
輪
』（
一
九
二
三
）
を
分
析
し
た
。

『
日
輪
』
は
横
光
が
商
業
誌
に
登
場
し
た

初
期
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
横
光
は
文
壇
登
場
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の

初
期
に
あ
っ
て
、
な
ぜ
「
神
話
」
を
モ
テ
ィ
ー
フ
に
し
た
テ
ク
ス
ト
を
構
築
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。 

『
日
輪
』
の
文
体
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、「
神
話
」
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
た
小

説
、
生
田
長
江
訳
の
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
『
サ
ラ
ム
ボ
オ
』（
一
九
一
三
）
の
翻
訳
文
体
で
あ
っ
た
。

生
田
は
「
大
日
本
語
」
を
こ
の
翻
訳
で
作
り
出
す
こ
と
に
よ
り
「
特
定
」
の
出
来
事
を
「
普

遍
的
」
な
形
式
の
も
と
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
横
光
の
「
形
式
主
義
」
も
、
ま

さ
に
「
感
覚
」
と
い
う
主
観
的
で
「
特
定
」
な
認
識
能
力
を
、「
悟
性
」
と
い
う
「
普
遍
的
」

な
認
識
能
力
で
綜
合
す
る
と
い
う
理
論
を
う
ち
た
て
て
い
た
の
だ
。
こ
こ
に
生
田
の
考
え
て

い
た
翻
訳
体
の
構
造
と
、
横
光
の
「
形
式
主
義
」
と
が
出
会
う
地
点
が
存
在
す
る
。 

そ
し
て
横
光
が
「
形
式
主
義
」
を
構
築
す
る
時
に
影
響
を
受
け
て
い
た
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
も

ま
た
、「
神
話
」
を
「
特
定
」
の
出
来
事
を
「
普
遍
的
」
な
形
式
の
も
と
で
表
現
す
る
構
造
そ

の
も
の
と
し
て
分
析
し
た
の
で
あ
る
。『
象
徴
形
式
の
哲
学
』（
一
九
二
三
～
二
九
）
の
第
二

巻
は
一
九
二
五
年
に
出
版
さ
れ
、
ま
さ
し
く
こ
の
「
特
定
」
と
「
普
遍
」
を
綜
合
す
る
「
神

話
」
の
構
造
を
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
「
神
話
論
」
は
『
日
輪
』
以
後
に
出
版
さ
れ

て
い
る
た
め
、
横
光
に
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
「
神
話
論
」
の
直
接
的
な
影
響
を
読
み
取
る
こ
と

は
で
き
な
い
。 

し
か
し
、
生
田
か
ら
の
「
特
定
」
の
出
来
事
を
「
普
遍
的
」
な
形
式
の
も
と
で
表
現
す
る

と
い
う
「
神
話
」
の
構
造
を
『
日
輪
』
に
摂
取
で
き
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
後
の
「
形
式
主
義
」

の
理
論
化
が
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
横
光
は
「
形
式
主
義
」
を
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
を

は
じ
め
と
す
る
新
カ
ン
ト
派
の
哲
学
の
影
響
の
も
と
に
成
立
さ
せ
る
が
、
ま
さ
し
く
新
カ
ン

ト
派
は
「
特
定
」
と
「
普
遍
」
を
綜
合
す
る
認
識
論
を
構
築
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
カ
ッ
シ

ー
ラ
ー
の
「
神
話
論
」
は
こ
の
文
脈
上
に
あ
る
。 

横
光
は
「
形
式
主
義
」
に
お
い
て
「
感
覚
」
と
「
悟
性
」
を
綜
合
す
る
と
い
う
理
論
を
提

出
す
る
以
前
に
、『
日
輪
』
に
よ
っ
て
「
特
定
」
と
「
普
遍
」
の
綜
合
を
「
神
話
」
の
構
造
の

な
か
で
実
現
し
て
い
た
の
だ
と
い
え
る
の
だ
。『
日
輪
』
こ
そ
「
形
式
主
義
」
を
「
予
告
」
す

る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
解
釈
可
能
な
の
で
あ
る
。 

 

第
三
章 

『
上
海
』
に
お
け
る
「
共
同
の
論
理
」
―
―
「
形
式
」・「
商
品
」・「
機
械
」
―
― 

 

第
三
章
で
は
、
こ
こ
ま
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
「
形
式
主
義
」
の
理
論
を
も
と
に
し
て
、『
上

海
』（
一
九
二
八
～
一
九
三
一
）
を
分
析
し
た
。
横
光
は
『
上
海
』
を
連
載
す
る
時
、
そ
の
タ

イ
ト
ル
を
都
市
の
名
前
と
し
て
の
「
上
海
」
と
す
る
こ
と
を
拒
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
、「
魔
都
」

と
い
う
よ
う
な
都
市
「
上
海
」
を
め
ぐ
る
先
入
観
を
、『
上
海
』
と
い
う
小
説
か
ら
拭
い
去
り

た
か
っ
た
か
ら
な
の
だ
。
そ
の
先
入
観
を
拭
い
去
る
こ
と
で
、
横
光
は
都
市
「
上
海
」
に
「
共

同
の
論
理
」
と
い
う
「
形
式
」
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
「
共
同
の
論
理
」
と
は
、
い

か
な
る
形
式
な
の
か
。 

横
光
は
都
市
「
上
海
」
に
多
国
籍
的
で
多
様
な
価
値
観
が
共
存
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す

る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
時
に
は
相
争
う
よ
う
な
関
係
で
も
あ
る
。
し
か
し
「
上
海
」
と
い
う

都
市
は
、
そ
れ
ら
本
来
は
共
存
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
な
、
対
立
し
合
う
関
係
性
を
持
つ
者

同
士
を
共
存
さ
せ
る
「
形
式
」
を
存
在
さ
せ
て
い
る
。
横
光
は
そ
の
「
形
式
」
を
「
共
同
の

論
理
」
と
呼
ん
だ
。 

横
光
が
『
上
海
』
で
描
い
た
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
「
共
同
の
論
理
」
と
し
て
の
「
上
海
」

で
あ
る
。
そ
し
て
横
光
が
理
論
化
し
て
い
た
「
形
式
主
義
」
も
ま
た
、
都
市
「
上
海
」
と
相

同
的
な
構
造
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
横
光
の
「
形
式
主
義
」
は
、「
感
覚
」
と

い
う
主
観
的
で
多
様
性
を
表
す
認
識
能
力
と
、「
悟
性
」
と
い
う
客
観
的
で
普
遍
性
を
表
す
認

識
能
力
を
綜
合
す
る
「
形
式
」
を
綜
合
す
る
「
形
式
」
を
、
見
出
す
こ
と
に
あ
っ
た
。 

横
光
は
、
そ
の
よ
う
な
「
形
式
主
義
」
の
理
論
を
ま
さ
に
体
現
す
る
都
市
と
し
て
の
「
上

海
」
に
、
注
目
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
上
海
」
で
は
、
多
国
籍
の
民
族
が
対
立
し

合
い
な
が
ら
共
存
し
、
商
品
と
い
う
貨
幣
を
媒
介
と
し
た
経
済
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、
異
な

る
価
値
観
や
国
籍
、
思
想
が
対
立
し
合
い
な
が
ら
も
同
時
に
共
存
す
る
「
形
式
」
が
、
作
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。 

 

第
四
章 

『
機
械
』
と
い
う
「
倫
理
」
―
―
「
形
式
主
義
」
と
「
暴
‐
力
」
―
― 
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第
四
章
で
は
『
機
械
』（
一
九
三
〇
）
を
論
じ
た
。
小
林
秀
雄
は
「
横
光
利
一
」（
一
九
三

〇
）
に
お
い
て
、
横
光
利
一
『
機
械
』
を
「
倫
理
書
」
と
し
て
評
し
た
。
こ
の
「
倫
理
書
」

と
い
う
言
葉
は
以
後
、
横
光
に
お
け
る
「
形
式
主
義
か
ら
新
心
理
主
義
へ
」（
伊
藤
整
）
と
い

う
文
学
史
的
通
説
と
相
俟
っ
て
、『
機
械
』
を
心
理
的
、
道
徳
的
解
釈
へ
と
導
く
傾
向
に
あ
っ

た
。
例
え
ば
従
来
の
、
登
場
人
物
「
私
」
の
心
理
的
な
「
誠
実
さ
」、「
無
垢
さ
（
愚
か
さ
）」、

あ
る
い
は
そ
れ
に
伴
う
「
主
体
性
（
自
意
識
）
の
解
体
」、「
根
無
し
草
」、
現
実
喪
失
に
よ
る

「
ゲ
ー
ム
的
心
性
」
に
着
目
し
た
読
解
は
、
機
械
文
明
に
よ
る
人
間
疎
外
を
『
機
械
』
の
テ

ク
ス
ト
そ
の
も
の
が
体
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
と
ら
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
読
解
は
必
然

的
に
、
横
光
に
よ
る
疎
外
か
ら
の
主
体
の
回
復
（
四
人
称
）
と
疎
外
へ
の
洞
察
、
つ
ま
り
機

械
の
非
主
体
的
（
疎
外
的
）
な
「
法
則
性
」
を
文
字
の
レ
ベ
ル
で
実
現
し
た
と
い
う
解
釈
を

も
可
能
に
し
た
の
だ
。「
私
」
に
対
す
る
道
徳
的
な
心
理
読
解
と
『
機
械
』
が
非
主
体
的
（
疎

外
的
）
な
「
法
則
性
（
関
係
性
）」
を
描
い
た
と
す
る
論
は
、
同
じ
文
脈
か
ら
現
れ
る
。
し
か

し
、
小
林
が
指
摘
し
た
「
倫
理
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
心
理
的
、
疎
外
論
的
「
道
徳
性
」
に

還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。 

横
光
が
『
機
械
』
に
先
立
つ
『
新
感
覚
論
』
の
中
で
、
自
ら
の
形
式
主
義
を
理
論
化
し
た

お
り
、
カ
ン
ト
（
新
カ
ン
ト
派
）
が
下
敷
き
に
さ
れ
た
の
は
周
知
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
カ
ン

ト
が
「
倫
理
」
を
「
形
式
」
そ
れ
自
体
の
「
力
」（
命
令
）
と
し
た
の
も
周
知
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
「
倫
理
」
を
手
が
か
り
に
、
個
々
の
心
理
や
疎
外
、
道
徳
性
に
は
還
元
さ
れ
な
い
、

『
機
械
』
と
い
う
「
形
式
‐
倫
理
‐
力
」
を
読
み
取
っ
た
。
そ
の
過
程
で
「
倫
理
＝
力
」
は

テ
ク
ス
ト
を
構
築
す
る
と
同
時
に
暴
力
と
し
て
も
現
れ
よ
う
。
工
場
内
の
乱
闘
、
死
、
薬
品

に
よ
る
人
体
へ
の
侵
食
は
、
ま
さ
し
く
「
形
式
」
そ
れ
自
体
の
「
倫
理
＝
力
」
の
作
用
に
他

な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
工
場
が
生
産
す
る
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
は
、
ま
さ
に
「
命
名
す
る
」
と

い
う
「
倫
理
」
の
暴
力
性
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。『
機
械
』
を
そ
の
よ
う
な
諸
力
の
「
倫
理
」

的
な
場
と
し
て
分
析
し
た
の
で
あ
る
。 

 

第
五
章 

「
転
回
」
―
―
「
認
識
論
」
と
「
存
在
論
」
と
の
対
決
―
― 

 

第
五
章
で
は
、
伊
藤
整
が
構
築
し
た
『
機
械
』
を
契
機
に
し
て
「
形
式
主
義
」
か
ら
「
新

心
理
主
義
」
へ
と
変
化
し
た
と
い
う
横
光
の
「
文
学
史
」
か
ら
離
れ
て
、
別
の
文
学
史
的
な

「
転
回
」
を
導
入
し
た
。
そ
の
「
転
回
」
と
は
、
横
光
の
創
作
及
び
文
学
理
論
の
中
で
お
こ

な
わ
れ
た
、「
認
識
論
」
と
「
存
在
論
」
と
の
対
決
で
あ
る
。 

こ
れ
ま
で
に
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
横
光
は
「
新
感
覚
論
」
に
よ
っ
て
「
形
式
主
義
」

を
理
論
化
し
た
際
、
カ
ン
ト
（
新
カ
ン
ト
派
）
の
「
認
識
論
」
を
基
礎
と
し
た
。
こ
の
認
識

論
は
「
感
覚
」
と
い
う
多
様
な
認
識
能
力
と
「
悟
性
」
と
い
う
普
遍
的
な
認
識
能
力
を
綜
合

さ
せ
る
「
形
式
」
を
構
築
す
る
理
論
で
あ
り
、
こ
の
「
認
識
論
」
に
よ
っ
て
横
光
は
、「
形
式

主
義
」
を
理
論
的
に
提
唱
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。 

し
か
し
こ
の
「
認
識
論
」
は
横
光
も
い
う
よ
う
に
、「
悟
性
」
を
中
心
と
し
た
主
知
主
義
的

で
文
化
主
義
的
な
「
形
式
主
義
」
な
の
だ
。
横
光
は
こ
の
主
知
主
義
的
で
文
化
主
義
的
な
「
形

式
主
義
」
か
ら
は
逃
れ
て
し
ま
う
、
文
学
を
形
作
る
「
構
想
力
」
に
目
を
向
け
よ
う
と
す
る
。

そ
し
て
こ
の
「
構
想
力
」
こ
そ
、
三
木
清
や
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
存
在
論
」
が

構
築
し
た
理
論
で
あ
り
、
そ
れ
を
横
光
が
摂
取
し
、「
純
粋
小
説
論
」
の
「
四
人
称
」
と
い
う

形
を
と
っ
て
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。 

横
光
は
「
認
識
論
」
を
文
学
理
論
の
支
柱
に
し
て
い
る
際
は
、
文
学
を
「
文
壇
」
が
形
作

る
も
の
と
み
て
い
た
。
し
か
し
「
構
想
力
」
と
し
て
の
「
四
人
称
」
を
、
文
学
を
形
作
る
力

と
し
て
「
純
粋
小
説
論
」
で
出
現
さ
せ
た
と
き
、
文
学
を
形
作
る
の
は
「
大
衆
」
と
言
い
換

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
主
知
主
義
的
で
文
化
主
義
的
な
「
認
識
論
」
で
は
「
文
壇
」
だ
っ
た

も
の
が
、「
純
粋
小
説
論
」
で
は
「
大
衆
」
こ
そ
が
、
文
学
を
形
作
る
の
で
あ
る
。 

約
十
年
の
時
を
隔
て
て
書
か
れ
た
「
新
感
覚
論
」
と
「
純
粋
小
説
論
」
と
は
、
横
光
の
中

の
「
認
識
論
」
と
「
存
在
論
」
と
の
対
決
と
し
て
読
解
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
認
識

論
」
か
ら
「
存
在
論
」
へ
と
「
転
回
」
す
る
と
こ
ろ
に
、
横
光
の
文
学
史
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

な
変
化
が
存
在
す
る
と
い
え
る
の
だ
。 

 

第
六
章 

「
純
粋
小
説
論
」
の
「
交
互
作
用
」
―
―
複
数
の
弁
証
法
を
め
ぐ
っ
て
―
― 

第
七
章 

「
純
粋
小
説
論
」
と
「
近
代
の
超
克
」
―
―
「
四
人
称
」
と
い
う
「
戦
争
」
―
― 
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第
六
章
と
第
七
章
は
、「
純
粋
小
説
論
」
の
二
つ
の
側
面
を
分
析
し
た
。
第
六
章
で
は
「
純

粋
小
説
論
」
に
現
れ
る
「
純
文
学
に
し
て
通
俗
小
説
」
と
い
う
言
葉
の
「
に
し
て
」
に
注
目

し
て
、
分
析
を
お
こ
な
っ
た
。
横
光
は
「
純
粋
小
説
論
」
を
構
築
す
る
際
、
そ
こ
に
弁
証
法

の
論
理
を
強
く
反
映
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
弁
証
法
と
は
二
項
対
立
を
止
揚

し
て
統
合
す
る
と
い
う
、
単
純
な
意
味
で
の
弁
証
法
で
は
な
い
。
横
光
が
「
に
し
て
」
と
い

う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
二
項
対
立
に
内
在
す
る
差
異
を
維
持

し
な
が
ら
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
視
点
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。 

横
光
は
同
時
代
の
シ
ェ
ス
ト
フ
の
哲
学
や
小
林
秀
雄
の
「
私
小
説
論
」（
一
九
三
五
）
と
ま

さ
に
こ
の
、
弁
証
法
的
な
関
係
を
築
き
上
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
純
文
学
」
と
「
通
俗
小
説
」

と
い
う
対
立
の
乗
り
越
え
を
図
り
な
が
ら
、同
時
代
の
文
学
理
論
と
も
対
立
し
合
い
な
が
ら
、

そ
の
論
理
を
共
有
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
差
異
を
維
持
し
な
が
ら
、
他
の
文
学
理
論
と
も
弁
証
法
的
な
関
係
を
形

作
っ
て
い
た
「
純
粋
小
説
論
」
は
、
も
う
一
つ
の
側
面
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
第
七
章
で

論
じ
た
「
純
粋
小
説
論
」
で
あ
る
。
そ
の
側
面
と
は
、
第
六
章
で
論
じ
た
「
純
粋
小
説
論
」

が
差
異
を
維
持
す
る
理
論
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
第
七
章
に
現
れ
る
「
純
粋
小
説
論
」
は
、

差
異
を
無
化
し
な
が
ら
統
一
を
目
指
す
論
理
と
し
て
現
れ
る
。 

「
純
粋
小
説
論
」
に
登
場
す
る
「
場
所
」
と
い
う
括
弧
で
強
調
さ
れ
た
言
葉
に
注
目
す
れ

ば
、
西
田
哲
学
の
「
場
所
」
の
哲
学
に
結
び
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
岩
上
順
一
が
指
摘
す

る
よ
う
に
一
九
四
〇
年
代
の
横
光
の
文
学
理
論
は
、
西
田
幾
多
郎
の
哲
学
と
呼
応
す
る
と
こ

ろ
が
多
く
あ
っ
た
。
こ
の
他
、
西
田
の
門
下
で
あ
る
、
田
辺
元
、
三
木
清
、
九
鬼
周
造
ら
の

哲
学
と
も
「
純
粋
小
説
論
」
は
理
論
的
に
通
底
し
て
い
る
。 

そ
し
て
こ
の
「
場
所
」
こ
そ
が
、
あ
ら
ゆ
る
差
異
を
統
合
し
、
一
つ
の
統
一
的
な
「
場
」

を
生
む
契
機
と
な
る
の
で
あ
る
。
西
田
哲
学
が
こ
の
「
場
所
」
を
「
国
家
」
と
読
み
替
え
る

こ
と
で
、
国
家
主
義
的
な
傾
向
を
強
く
す
る
の
と
同
じ
問
題
が
、「
純
粋
小
説
論
」
に
も
見
出

せ
る
の
で
あ
る
。「
純
文
学
」
と
「
通
俗
小
説
」
を
統
合
し
、
差
異
を
無
化
し
て
い
く
過
程
は
、

大
東
亜
共
栄
圏
と
い
う
「
場
所
」
に
ア
ジ
ア
諸
国
の
国
境
を
無
化
し
て
、
統
合
し
て
い
く
過

程
と
、
論
理
的
に
は
何
ら
違
い
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
統
合
の
象
徴
こ
そ
「
四
人
称
」
と

い
う
人
称
な
の
だ
。
以
上
の
よ
う
に
「
純
粋
小
説
論
」
に
伏
在
す
る
論
理
は
、「
戦
争
」
の
論

理
と
相
即
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

第
六
章
で
は
、
差
異
を
維
持
し
て
い
た
は
ず
の
論
理
が
、
第
七
章
の
も
う
一
つ
別
の
理
論

的
な
側
面
で
は
、
差
異
を
無
化
し
そ
れ
を
支
配
す
る
論
理
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
の
「
純

粋
小
説
論
」
の
相
反
す
る
論
理
的
帰
結
こ
そ
が
、
つ
ね
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
横
光
の
理
論
的

な
二
つ
の
側
面
な
の
で
あ
る
。 

 

第
八
章 

『
欧
洲
紀
行
』
と
い
う
「
純
文
学
」
―
―
「
純
粋
小
説
論
」
と
自
意
識
を
め
ぐ
る
「
穴
」
―
― 

 

第
八
章
で
は
『
欧
洲
紀
行
』（
一
九
三
六
）
を
論
じ
た
。「
純
粋
小
説
論
」
に
よ
れ
ば
『
欧

洲
紀
行
』
の
よ
う
な
日
記
文
学
、
及
び
紀
行
文
は
「
純
文
学
」
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
と
定

義
さ
れ
て
い
る
。
横
光
の
い
う
「
純
文
学
」
と
は
写
実
的
で
私
小
説
的
な
自
然
主
義
文
学
を

指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
『
欧
洲
紀
行
』
が
「
純
文
学
」
の
構
造
を
持
つ
か
ら

こ
そ
、
テ
ク
ス
ト
に
は
一
つ
の
「
穴
」
を
構
造
的
に
抱
え
込
む
こ
と
に
な
る
。 

「
純
粋
小
説
論
」
は
横
光
独
特
の
論
理
性
だ
け
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
一
九
三

〇
年
代
よ
り
始
ま
る
「
文
芸
復
興
」
の
文
学
的
課
題
に
対
す
る
一
つ
の
応
答
で
あ
っ
た
。
横

光
は
そ
こ
に
「
引
き
裂
か
れ
た
自
意
識
」
の
問
題
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
横
光

に
『
欧
洲
紀
行
』
を
書
か
せ
る
こ
と
と
な
る
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
遊
も
ま
た
、
そ
の
「
自
意
識
」

を
め
ぐ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
横
光
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
の
間
で
引
き
裂
か
れ
て
生

じ
た
亀
裂
こ
そ
、「
純
粋
小
説
論
」
が
「
四
人
称
」
で
乗
越
え
よ
う
と
し
た
「
引
き
裂
か
れ
た

自
意
識
」
そ
の
も
の
だ
か
ら
だ
。 

『
欧
洲
紀
行
』
の
中
に
は
、「
自
意
識
」
の
亀
裂
が
「
穴
」
と
し
て
現
れ
る
。
そ
の
「
穴
」

を
読
み
取
る
上
で
、
こ
こ
で
は
『
欧
洲
紀
行
』
で
詠
ま
れ
る
「
俳
句
」
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
突
然
詠
ま
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
、
重
要
な
鍵
と
な
る
だ
ろ
う
。
横
光
は
「
俳
句
」

が
内
在
さ
せ
る
、「
純
文
学
」
の
写
実
的
リ
ア
リ
ズ
ム
で
は
表
象
で
き
な
い
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自

体
も
、「
自
意
識
」
と
同
じ
よ
う
に
、「
穴
」
と
し
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 



7 
 

そ
し
て
、
こ
の
『
欧
洲
紀
行
』
の
テ
ク
ス
ト
に
構
造
的
に
存
在
す
る
「
穴
」
こ
そ
、
横
光

が
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
純
粋
小
説
論
」
は
そ
の
「
純
文
学
」
の
亀
裂
を
、

「
純
粋
小
説
」
で
越
え
よ
う
と
し
た
か
ら
だ
。『
欧
洲
紀
行
』
と
「
純
粋
小
説
論
」
は
「
穴
＝

亀
裂
」
と
し
て
の
「
自
意
識
」
を
め
ぐ
り
、
密
接
に
重
な
り
合
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
『
旅
愁
』

へ
と
繋
が
る
問
題
で
あ
る
。 

 

第
九
章 

『
旅
愁
』
と
い
う
「
通
俗
」
―
―
自
意
識
を
め
ぐ
る
「
立
つ
て
ゐ
る
」
も
の
―
― 

 

第
九
章
で
は
『
旅
愁
』（
一
九
三
七
～
一
九
四
六
）
を
分
析
し
て
い
る
。
こ
れ
は
第
八
章
の

『
欧
洲
紀
行
』
の
読
解
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。『
欧
洲
紀
行
』
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は

「
俳
句
」
は
詠
ま
れ
ず
、「
純
文
学
」
と
い
う
リ
ア
リ
ズ
ム
の
ジ
ャ
ン
ル
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

自
体
が
「
穴
」
と
し
か
表
象
さ
れ
な
か
っ
た
。 

こ
れ
に
対
し
て
『
旅
愁
』
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
「
俳
句
」
を
詠
み
、
大
い
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

を
描
写
す
る
小
説
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
純
粋
小
説
論
」
の
論
理
が
存
在
し
て
い
る
。

つ
ま
り
『
欧
洲
紀
行
』
と
い
う
「
純
文
学
」
の
形
式
で
は
「
穴
」
と
し
て
し
か
表
象
さ
れ
な

い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
、『
旅
愁
』
は
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。『
欧
洲
紀
行
』
と
い
う

「
純
文
学
」
が
抱
え
る
テ
ク
ス
ト
の
構
造
と
し
て
の
「
穴
」
を
、
埋
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
補

お
う
と
す
る
テ
ク
ス
ト
が
『
旅
愁
』
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
構
図
こ
そ
、「
純
文
学
」
と
「
通

俗
小
説
」
が
相
補
関
係
に
な
る
「
純
粋
小
説
論
」
の
構
図
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。 

『
旅
愁
』
は
、『
欧
洲
紀
行
』
で
は
「
穴
」
と
し
て
し
か
表
象
で
き
な
い
も
の
を
、「
立
つ

て
ゐ
る
」
も
の
で
補
っ
て
い
く
。「
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
の
大
寺
院
」、「
伊
勢
の
大
鳥
居
」、「
欅
」

な
ど
の
「
立
つ
ゐ
る
」
も
の
と
し
て
の
象
徴
物
が
、『
欧
洲
紀
行
』
で
は
「
穴
」
だ
っ
た
も
の

を
埋
め
始
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
穴
」
は
、
特
定
の
何
か
で
埋
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。

横
光
は
「
穴
」
を
埋
め
る
こ
れ
ら
の
「
立
つ
て
ゐ
る
」
も
の
た
ち
を
「
普
遍
物
」
と
し
て
描

こ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
普
遍
な
る
も
の
を
特
定
の
象
徴
物
で
置
き
換
え
る
こ
と
は
、

不
可
能
な
の
だ
。 

し
か
し
、『
旅
愁
』
は
そ
の
「
普
遍
」
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
長
大
な
テ
ク
ス
ト
を
構
築
し

て
い
く
。「
普
遍
」
を
実
現
す
る
た
め
の
テ
ク
ス
ト
は
無
限
に
長
大
な
の
だ
。
あ
た
か
も
『
旅

愁
』
の
テ
ク
ス
ト
自
体
が
、「
立
つ
て
ゐ
る
」
も
の
の
ご
と
く
、
聳
え
立
つ
。
し
か
し
、「
普

遍
」
を
実
現
で
き
な
い
『
旅
愁
』
も
ま
た
、『
欧
洲
紀
行
』
と
同
じ
よ
う
に
、
未
完
と
い
う
形

で
「
穴
」
を
含
み
こ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
立
つ
て
ゐ
る
」
存
在
で
あ
り

な
が
ら
、
同
時
に
「
穴
」
で
あ
る
こ
と
の
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
。『
旅
愁
』
は
、
こ
の
よ
う
な
ダ

ブ
ル
バ
イ
ン
ド
の
構
造
を
、
テ
ク
ス
ト
に
内
在
さ
せ
て
い
る
。 

 

第
十
章 

『
微
笑
』
と
い
う
「

視

差

パ
ラ
ラ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ュ
ー

」
―
―
「
排
中
律
」
に
つ
い
て
―
― 

 

第
十
章
は
『
微
笑
』（
一
九
四
七
）
を
論
じ
た
。『
微
笑
』
で
は
「
排
中
律
」
と
い
う
数
学

及
び
論
理
学
の
法
則
が
登
場
す
る
。「
排
中
律
」
と
は
、
二
項
対
立
を
止
揚
す
る
よ
う
な
第
三

項
や
中
間
項
を
排
す
る
法
則
で
あ
る
。
し
か
し
横
光
は
、『
微
笑
』
に
お
い
て
こ
の
「
排
中
律
」

に
対
峙
す
る
こ
と
に
な
る
。 

横
光
は
『
微
笑
』
の
な
か
で
「
真
実
」
と
「
嘘
」、「
勤
王
」
と
「
左
翼
」、「
勝
ち
」
と
「
負

け
」、「
戦
中
」
と
「
戦
後
」
な
ど
の
対
立
す
る
諸
関
係
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
関
係
は

一
方
が
優
勢
と
な
れ
ば
、
一
方
が
排
除
さ
れ
る
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
横
光
は
「
形
式
主
義
」

で
新
カ
ン
ト
派
の
理
論
を
援
用
し
た
時
か
ら
、
二
項
対
立
の
二
項
を
共
存
さ
せ
る
「
形
式
」

を
思
索
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
横
光
は
『
微
笑
』
に
お
い
て
も
こ
の
二
項
を
共
存
さ
せ
る
「
形

式
」
を
用
い
る
こ
と
で
、
こ
の
「
排
中
律
」
と
い
う
法
則
に
挑
戦
す
る
こ
と
に
な
る
。 

こ
こ
で
重
要
な
の
が
「
視
差
」（
パ
ラ
ラ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ュ
ー
）
と
い
う
概
念
で
あ
る
。「
視

差
」と
は
距
離
を
測
量
す
る
と
き
の
技
術
で
あ
り
、二
つ
の
視
線
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
利
用
し
て
、

一
つ
一
つ
の
視
線
に
は
還
元
で
き
な
い
視
野
を
獲
得
す
る
技
術
で
あ
る
。
横
光
は
ま
さ
し
く

こ
の
「
視
差
」
が
現
れ
る
場
面
を
、
扇
風
機
の
羽
の
回
転
運
動
の
場
面
で
描
い
て
い
た
の
だ
。

『
微
笑
』
の
な
か
で
横
光
は
、
高
速
に
回
転
す
る
扇
風
機
の
羽
は
、
固
定
さ
れ
た
視
点
で
は

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
そ
の
視
線
を
移
動
さ
せ
ギ
ャ
ッ
プ
を
与
え
る
と
、
一
瞬
だ

け
そ
の
回
転
運
動
を
把
握
で
き
る
と
指
摘
す
る
。 

こ
れ
こ
そ
「
視
差
」
の
効
果
な
の
で
あ
る
。
固
定
さ
れ
た
視
線
か
ら
は
、
二
項
対
立
は
「
排
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中
律
」
の
法
則
に
従
う
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
「
視
差
」
を
与
え
る
こ
と
で
、
二

項
対
立
自
体
を
可
能
に
し
て
い
る
、差
異
を
発
見
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。『
微
笑
』と
は
、

二
項
対
立
自
体
を
成
立
さ
せ
、
差
異
化
さ
せ
て
い
る
差
異
を
、「
視
差
」
と
い
う
問
題
か
ら
追

及
し
た
テ
ク
ス
ト
と
い
え
る
。 

『
微
笑
』に
現
れ
た
数
多
く
の
諸
対
立
も
、そ
れ
自
体
は
行
き
づ
ま
り
で
は
な
く
、「
視
差
」

を
導
入
す
る
こ
と
で
、対
立
を
構
成
す
る
差
異
の
運
動
を
、扇
風
機
の
回
転
運
動
の
よ
う
に
、

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。『
微
笑
』
と
は
テ
ク
ス
ト
の
構
造
と
し
て
「
視
差
」
を
内
在
さ
せ

た
テ
ク
ス
ト
な
の
で
あ
る
。 

 

終
章 

 

「
故
郷
」
は
「
異
国
」
で
あ
る 

 

終
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
横
光
が
「
異
国
」
を
「
故
郷
」
と
し

て
み
な
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
。
横
光
は
デ
ヴ
ュ
ー
の
ま
さ
に
そ
の
時
よ
り
、
既
成
の
文

壇
や
文
学
概
念
を
批
判
し
、
文
学
に
お
け
る
別
の
可
能
性
を
模
索
し
て
き
た
。
ア
ヴ
ァ
ン
ギ

ャ
ル
ド
を
標
榜
し
て
「
新
感
覚
派
」
と
し
て
活
動
し
て
い
た
時
は
、
自
然
主
義
の
よ
う
な
既

成
文
壇
と
対
決
し
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
文
学
と
は
そ
の
「
前
衛
」
を
争
っ
た
。「
純
粋
小
説
論
」

以
降
も
、「
純
文
学
」
と
「
通
俗
小
説
」
と
い
う
対
立
自
体
を
乗
り
越
え
る
「
純
粋
小
説
」
を

目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

横
光
は
こ
の
よ
う
に
、
常
に
前
提
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
、
文
学
の
「
故
郷
」

か
ら
「
異
国
」
へ
と
身
を
剥
が
す
よ
う
に
創
作
を
し
、
文
学
理
論
を
構
築
し
て
き
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
「
故
郷
」
と
は
、
常
に
「
故
郷
」
に
と
ど
ま
る
限
り
は
、「
故
郷
」
と
呼
ぶ
必
要

も
な
い
自
明
な
場
所
と
い
え
る
。「
故
郷
」
は
、「
故
郷
」
か
ら
離
れ
た
と
き
、
は
じ
め
て
対

象
化
さ
れ
る
場
所
な
の
で
あ
る
。 

横
光
は
そ
の
こ
と
に
文
学
の
実
践
と
理
論
の
面
で
も
気
づ
い
て
い
た
は
ず
な
の
だ
。「
関
東

大
震
災
」
に
よ
っ
て
、
既
成
の
秩
序
が
大
き
く
変
わ
り
、
そ
の
変
化
と
と
も
に
横
光
の
文
学

活
動
は
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
既
成
の
文
壇
、
ま
さ
に
文
学
の
「
故
郷
」
で
あ
る
よ
う
な
文

学
的
な
前
提
に
激
し
く
反
抗
し
、
そ
こ
か
ら
遠
く
離
れ
よ
う
と
、
横
光
は
創
作
と
理
論
と
を

構
築
す
る
。
横
光
に
と
っ
て
「
故
郷
」
と
は
、「
異
国
」
に
赴
く
こ
と
そ
れ
自
体
を
表
現
し
て

い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。 


