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フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
に
お
け
る
視
線
と
視
覚
的
表
現

塩

谷

透

1 

フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
の
作
品
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
解
釈
の
多
く
に
共
通
す
る
の
は
、
カ
フ
カ
の
テ
キ
ス
ト
は
そ
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の
ま
ま
で
は
不
完
全
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
本
来
の
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
寓
話
的
表
現
で
あ
る
と
見
な
し
、
そ
の
隠
れ
て
い
る
意
味
を
発
見
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
解
釈
は
、
ヵ
フ
カ
の
作
品
中
の
形
象
、
行
為
な
ど
を
、
他
の
言
葉
に
翻
訳
し
、
説
明
し
た
と
き
始
め
て
、
彼

の
作
品
は
完
成
し
、
意
味
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
理
解
可
能
に
な
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
解
釈
の
結
果
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
相
互
に
矛
盾

し
あ
う
も
の
と
な
り
、
カ
フ
カ
の
形
象
、
例
え
ば
「
城
」
の
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
唯
一
の
矛
盾
の
な
い
解
釈
を
提
出
す
る
の
に
失
敗
し
て
き
た
。
こ
の

』
と
は
、

一
つ
の
解
釈
が
あ
る
形
象
の
意
味
を
、
テ
キ
ス
ト
に
矛
盾
す
る
こ
と
な
し
に
説
明
し
て
も
、
他
の
、
そ
れ
と
は
全
く
異
な
っ
た
解
釈
を
否
定
し
て
し

ま
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
他
の
解
釈
も
そ
の
権
利
を
主
張
し
続
け
る
と
い
う
事
情
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
解
釈
に
、
さ
ら
に
新
し
い
解
釈
を
唯
一

正
当
な
も
の
と
し
て
付
け
加
え
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
諸
解
釈
が
こ
の
よ
う
に
混
乱
し
た
状
況
を
呈
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
偶
然
な
も
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
カ
フ
カ
文
学
の
内
に
存
在
す
る
特
性
の
反
映
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ハ
イ
ン
ツ
・
ポ
I
リ
ツ
ア

l
は
、
エ

i
リ
ッ
ヒ
・
ア
ウ
ア
l

バ
ッ
ハ
が
「
ミ
メ

i
シ
ス
」
で
論
じ
た
、
旧
約
聖
書
的
、
ユ
ダ
ヤ
的
文
体
と
ホ
メ
ロ
ス
的
、
ギ
リ
シ
ャ
的
文
体
の
対
比
と
い
う
観
点
に
依
り
、
カ
フ
カ
の
文
体

は
対
象
を
具
体
的
、
個
別
的
な
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自
体
で
完
結
し
て
い
る
現
実
描
写
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
普
遍
的
、
暗
示
的
文
体
で
あ
り
、
解



（

1
）
 

釈
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
意
味
を
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
解
釈
と
い
う
作
為
が
作
品
に
と
っ
て
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
カ
フ
カ
が
グ
ス
タ

（

2
）
 

フ
・
ヤ
ノ

l
ホ
と
の
対
話
に
お
い
て
、
自
作
に
つ
い
て
「
私
が
描
い
た
の
は
人
間
で
は
な
い
：
：
：
そ
こ
に
あ
る
も
の
は
一
連
の
形
象
で
す
。
」
と
語
っ
て
い
る

よ
う
に
、
カ
フ
カ
の
文
体
は
現
実
の
あ
る
対
象
の
、
具
体
的
、
総
体
的
再
現
を
行
な
う
の
で
は
な
く
、
現
実
を
暗
示
的
な
形
象
へ
と
転
化
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
描
か
れ
た
形
象
は
、
単
に
そ
れ
自
体
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
比
喰
的
性
格
を
持
ち
、
本
来
描
か
れ
て
い
る
以
上
の
も
の
へ
と
意
味
を
拡
大
し

て
い
く
の
で
あ
る
。
カ
フ
カ
の
作
品
の
一
つ
に
、
オ
ド
ラ
デ
ク
と
い
う
不
可
解
で
非
現
実
的
な
物
体
に
つ
い
て
、
そ
の
外
観
や
性
質
に
つ
い
て
詳
細
な
描
写
が

ハ
3
）

な
さ
れ
て
い
る
が
、
オ
ド
ラ
デ
ク
が
単
に
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
通
り
の
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
読
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
だ

け
で
は
、
殆
ん
ど
無
意
味
な
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
れ
を
解
釈
し
他
の
言
葉
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
一
方
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
解
釈
の
結
果
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
形
象
に
唯
一
の
正
当
な
意
味
を
与
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

カ
フ
カ
の
描
写
は
、
テ
オ
ド
l
ア・

W
・
ア
ド
ル
ノ
の
一
一
一
口
う
よ
う
に
「
解
く
た
め
の
鍵
が
盗
ま
れ
た
寓
話
的
表
現
で
あ
り
、
す
べ
て
の
文
章
は
、
私
を
解
釈
せ

よ
と
命
ず
る
が
、
そ
れ
を
許
そ
う
と
し
な
い
」
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
を
含
む
こ
と
に
な
る
。
こ
の
解
釈
を
許
さ
な
い
寓
話
と
い
う
性
格
は
、
カ
フ
カ
の
描
写
の
多

義
性

2
5
5
2
t
m
E宵
）
と
い
う
特
性
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
カ
フ
カ
の
描
写
は
、

一
つ
の
対
象
を
描
い
て
い
く
際
に
、
そ
の
描
写
が
全
体
と
し
て
整

- 47ー

合
性
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
描
写
の
内
に
矛
盾
を
含
ん
で
い
．
る
の
で
あ
る
。
そ
の
明
白
な
例
は
、
短
篇
「
家
」
（
口
角
田
ωロ
）
の
官
頭
の
部
分

（

5
）
 

に
見
ら
れ
る
。
地
中
に
巣
を
作
っ
た
、
語
り
手
で
あ
る
動
物
が
、
そ
の
巣
穴
の
入
口
に
つ
い
て
、
「
お
よ
そ
こ
の
世
の
中
に
安
全
な
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

こ
の
入
口
こ
そ
は
正
に
そ
れ
で
あ
る
。
」
と
言
う
す
ぐ
後
に
、
「
俺
の
生
活
は
、
最
高
潮
に
あ
る
今
で
さ
え
、

く
矛
盾
し
た
評
価
が
こ
の
入
口
に
つ
い
て
語
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
入
口
は
出
口
で
も
あ
り
、
「
出
口
は
一
個
の
希
望
で
あ
り
、
出
口
な
く
し
て
は
俺
は
生
き
て

い
け
な
い
。
」
と
言
う
一
方
で
、
「
そ
も
そ
も
あ
の
出
口
は
俺
を
救
う
も
の
で
は
な
く
て
、
破
滅
さ
せ
る
も
の
の
よ
う
だ
。
」
と
も
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

一
時
間
と
は
落
ち
つ
い
て
い
ら
れ
な
い
じ
と
全

先
行
す
る
文
章
を
次
の
文
章
が
否
定
し
、
さ
ら
に
そ
れ
も
疑
わ
し
く
な
る
と
い
う
描
写
に
よ
り
、
あ
る
対
象
に
つ
い
て
の
描
写
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
っ
て
も
、

そ
の
全
体
像
が
完
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
逆
に
そ
の
対
象
は
分
裂
さ
せ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
描
か
れ
た
も
の
は
一
つ
の
定
ま
っ
た
も
の
を
表

現
す
る
の
で
は
な
く
、
様
々
な
解
釈
を
許
し
、
同
時
に
そ
の
ど
れ
に
も
完
全
に
適
合
す
る
こ
と
の
な
い
多
義
性
を
持
つ
に
い
た
る
の
で
あ
る
。



カ
フ
カ
文
学
の
多
義
性
に
つ
い
て
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム

す
る
説
が
あ
る
。
つ
ま
り
描
か
れ
る
対
象
で
あ
る
現
実
が
、
分
裂
し
た
、
多
面
的
な
印
象
を
与
え
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
カ
フ
カ
は
そ

ハ
6
V

エ
ム
リ
ッ
ヒ
に
代
表
さ
れ
る
、
こ
の
多
義
性
は
直
接
に
現
実
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と

れ
を
写
実
主
義
的
忠
実
さ
で
受
け
取
り
、
記
述
し
て
い
く
結
果
と
し
て
、
多
義
性
を
生
ず
る
の
で
あ
り
、
多
義
性
そ
の
も
の
は
付
随
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
多

義
的
描
写
は
最
終
的
に
は
、
明
確
な
意
味
を
持
っ
た
も
の
へ
と
統
合
さ
れ
う
る
と
す
る
説
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た

解
釈
も
、
他
の
解
釈
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
統
合
自
体
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
カ
フ
カ
文
学
の
多
義
性
は
、
エ
ム
リ
ッ
ヒ
の
言
う
よ
う
な
偶

然
的
な
も
の
で
は
な
く
、
カ
フ
カ
自
身
に
よ
っ
て
意
図
的
に
使
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
現
実
描
写
の
過
程
あ
る
い
は
結

果
で
は
な
く
、
そ
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
カ
フ
カ
の
多
義
性
は
、
あ
る
対
象
に
関
し
て
、
種
々
の
矛
盾
し
あ
う
記
述
を
並
記
す
る
こ
と

に
よ
り
、
そ
の
対
象
を
そ
れ
に
纏
り
つ
い
て
い
る
既
成
観
念
か
ら
切
り
離
し
、
見
な
れ
た
も
の
に
新
た
な
光
を
当
て
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
あ
る
戦
い
の

手
記
」
（
回
O
R
V
S
F
Cロ
m
O
5
2
関
白

B
1
2）
に
現
れ
る
男
は
、
月
に
向
っ
て
「
月
ょ
、
君
は
も
う
月
で
は
な
い
。
だ
が
、
か
つ
て
月
と
名
づ
け
ら
れ
た
君
を

っ
た
ら
、
ど
う
し
て
君
は
も
う
そ
ん
な
に
尊
大
で
は
な
く
な
る
ん
だ
ろ
う
。
私
が
君
を
『
マ
リ
ア
の
立
像
』
と
呼
ん
で
や
る
と
、
な
ぜ
君
は
、
の
こ
の
こ
引
っ

（

7
）
 

こ
ん
で
し
ま
う
の
か
ね
。
」
と
話
し
か
け
る
。
こ
こ
に
は
カ
フ
カ
の
、
事
物
を
本
来
そ
れ
と
結
び
つ
か
な
い
言
葉
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
事
物

- 48-

今
だ
に
な
お
月
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
た
ぶ
ん
私
の
怠
慢
の
せ
い
だ
ろ
う
。
私
が
君
の
こ
と
を
『
珍
し
い
色
を
し
た
、
忘
れ
ら
れ
た
紙
の
提
灯
』
と
呼
ん
で
や

に
惰
性
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
観
念
か
ら
解
き
放
と
う
と
す
る
試
み
が
見
ら
れ
る
。
カ
フ
カ
は
G
・
ヤ
ノ

i
ホ
に
、
人
聞
を
現
実
か
ら
目
を
そ
ら
さ
せ
る

も
の
と
し
て
「
使
い
古
し
の
言
葉
や
観
念
が
堆
肥
と
な
っ
て
詰
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
：
：
：
だ
か
ら
常
套
句
は
、
最
も
抜
き
難
い
悪
の
要
塞
で
す
。
す
べ
て
の

（

8
）
 

情
念
と
愚
昧
の
、
最
も
恒
久
的
な
保
守
手
段
で
す
。
」
と
語
っ
て
い
る
。
カ
フ
カ
に
と
っ
て
現
実
描
写
と
は
、
現
実
を
常
套
句
的
表
現
か
ら
救
い
だ
す
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
、

一
つ
の
対
象
に
様
々
の
意
味
付
け
を
可
能
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
既
成
の
意
味
付
け
か
ら
自
由
に
す
る
多
義
的
な
描
写
法

を
用
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
読
者
は
そ
の
多
義
的
な
描
写
に
統
一
さ
れ
た
意
味
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
同
時
に
多
様
な
意
味
を
持
ち
う
る
も
の
と
し
て

理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
こ
の
多
義
的
な
描
写
に
よ
り
、
日
常
的
、
具
体
的
な
対
象
が
、
そ
の
自
明
な
意
味
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
が
本
来
属
し
て
い
る
地
平
を
越



え
た
意
味
を
持
つ
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
カ
フ
カ
の
作
品
が
、
し
ば
し
ば
彼
自
身
の
身
辺
の
具
体
的
な
事
柄
を
、
そ
の
基
礎
と
し
て
い
な
が
ら
、
作

品
自
体
は
、
人
間
一
般
の
状
況
に
ま
で
意
味
を
拡
大
し
う
る
の
は
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

2 

こ
の
多
義
性
を
生
じ
さ
せ
る
に
際
し
て
、
視
覚
的
表
現
が
中
心
的
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
多
義
性
は
抽
象
的
な
文
の
構
成
に
よ
る
だ
け
で
は
な
く
、
具
体

的
、
視
覚
的
形
象
を
核
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
カ
フ
カ
は
G
・
ヤ
ノ

l
ホ
が
彼
に
、
レ
ヴ
ュ

i
ダ
ン
サ
ー
の
整
列
し
て
い
る
写
真
を
見
せ
た

際
に
、
ヤ
ノ

l
ホ
は
そ
れ
を
あ
る
が
ま
ま
に
理
解
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
い
や
こ
れ
は
兵
隊
で
す
。
レ
ヴ
ュ

l
、
ダ
ン
ス
は
仮
面
を
か
ぶ
っ
た
分
列
行
進
で

〈

6
）

す
。
」
と
答
え
て
い
る
。
こ
れ
は
カ
フ
カ
の
人
が
無
意
識
に
見
て
い
る
形
象
に
、
重
大
な
も
の
の
暗
示
を
認
め
る
態
度
を
物
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
が
、
そ

の
際
、

一
定
の
型
に
は
ま
っ
た
動
作
を
強
制
さ
れ
て
い
る
ダ
ン
サ
ー
の
写
真
と
い
う
形
象
が
、
全
体
主
義
的
な
兵
士
の
行
進
と
い
う
解
釈
を
引
き
だ
す
媒
介
と

- 49ー

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
凶
）

カ
ヲ
カ
は
ヤ
ノ

i
ホ
に
「
多
分
私
は
あ
ま
り
に
視
覚
的
素
質
な
の
で
す
。
私
は
目
の
人
間
な
の
で
す
。
」
と
語
っ
て
い
る
。
事
実
カ
フ
カ
の
作
品
に
は
視
覚

的
表
現
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
カ
フ
カ
の
大
部
分
の
作
品
は
主
人
公
の
視
点
を
通
し
て
物
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
主
人
公
が
あ
る
人
間
に
出
会
う
と
、
物
語

の
進
行
と
は
無
関
係
に
、
そ
の
人
閣
の
細
部
の
描
写
が
さ
れ
る
。
「
審
判
」
（
ロ

R
司
円
O
N
O
回
）
の
ヨ

I
ゼ
フ
・

K
は
、
彼
を
逮
捕
す
る
裁
判
所
の
監
視
人
の
顔

（

U
）
 

を
、
「
こ
の
太
っ
ち
ょ
の
体
に
は
お
よ
そ
似
つ
か
わ
し
く
な
い
、
干
か
ら
び
た
骨
ば
っ
た
顔
が
あ
り
、
そ
の
横
に
は
ね
じ
れ
た
豪
勢
な
鼻
が
つ
い
て
い
て
：
：
：
」

（
ロ
）

と
い
う
風
に
描
き
だ
し
、
さ
ら
に
は
彼
の
下
宿
の
女
将
の
「
太
っ
た
身
体
に
不
必
要
に
ふ
か
く
食
い
こ
ん
で
い
る
前
掛
の
ひ
も
」
な
ど
に
も
目
を
注
ぐ
。
ま
た

「
判
決
」
（
巴

g
c
z
o－
－
）
の
ゲ
オ
ル
ク
・
ベ
ン
デ
マ
ン
は
、
彼
に
死
刑
を
宣
告
し
て
い
る
父
親
の
太
股
の
傷
跡
や
、
膚
着
に
つ
い
て
い
る
ポ
ケ
ッ
ト
な
ど
を

（
問
）

観
察
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
描
写
を
際
立
た
せ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
主
人
公
の
心
理
的
、
肉
体
的
な
反
応
の
記
述
が
当
然
予
期
さ
れ
る
個
所
で
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ヨ

l
ゼ
フ
・

K
や
ゲ
オ
ル
ク
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
主
人
公
が
自
分
が
危
険
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
無
関
心
で
、
無

抵
抗
に
、
自
分
に
悪
意
を
持
ち
、
危
害
を
加
え
よ
う
と
す
る
人
物
の
細
部
に
目
を
向
け
て
い
る
と
い
う
場
面
は
、
カ
フ
カ
の
作
品
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
。
そ
こ



で
は
主
人
公
達
は
、
た
だ
見
る
こ
と
に
の
み
関
心
が
あ
る
か
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
主
人
公
の
目
を
通
し
て
描
か
れ
た
対
象
は
、
細
部
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
全
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
さ
さ
い
な
見
な
れ
た
も
の
が
、
意

味
を
背
後
に
隠
し
て
い
る
比
喰
的
形
象
に
化
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
カ
フ
カ
の
作
品
に
お
け
る
形
象
は
、

一
般
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
表
現
に
お
け
る
よ
う
な
、
観

念
を
媒
介
と
し
て
、
視
覚
的
表
現
を
そ
の
説
明
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
現
実
の
具
体
的
な
対
象
か
ら
出
発
し
て
、
そ
れ
を
描

い
て
い
く
過
程
で
比
職
的
な
形
象
へ
と
変
化
さ
せ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
裏
づ
け
る
の
は
、
カ
フ
カ
が
ヤ
ノ

l
ホ
に
自
分
は
「
設
計
家
」
で
は
な
く

「
製
図
工
」
で
あ
り
、
「
奇
蹟
を
日
常
の
事
象
の
中
に
す
べ
り
込
ま
せ
る
の
で
は
な
く
：
：
：
日
常
そ
の
も
の
が
奇
蹟
な
の
で
あ
り
」
、
彼
は
た
だ
そ
れ
を
「
照
明

（

M
）
 

を
落
し
た
舞
台
で
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
あ
て
る
よ
う
」
に
引
き
写
す
だ
け
な
の
だ
と
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
は
非
現
実
的
な
形
象
を
構
成
し
た

の
で
は
な
く
、
現
実
を
照
し
出
そ
う
と
す
る
こ
と
が
、
非
日
常
的
な
形
象
を
浮
び
上
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
「
光
を
あ
て
る
」
と
い
う
こ
と
は

「
見
る
こ
と
」
で
あ
り
、
「
光
」
は
「
視
線
」
と
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

カ
フ
カ
が
「
見
る
こ
と
」
に
対
し
て
与
え
て
い
る
意
味
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
「
最
も
強
い
光
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
世
界
を
溶
解

- 50ー

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
弱
い
目
の
前
で
は
世
界
は
堅
固
さ
を
帯
び
る
。
さ
ら
に
も
っ
と
弱
い
目
の
前
で
は
世
界
は
挙
を
か
た
め
る
。
さ
ら
に
弱
い
目
の
前
で

（
店
）

は
、
世
界
は
恥
し
く
な
り
、
自
分
を
あ
え
て
見
つ
め
る
も
の
を
粉
砕
す
る
。
」
こ
の
言
葉
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
カ
フ
カ
に
と
っ
て
「
見
る
こ
と
」
は
、

彼
の
世
界
に
対
す
る
最
も
基
本
的
で
、
ま
た
緊
張
し
た
関
係
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
彼
に
と
っ
て
「
見
る
こ
と
」
は
、
現
実
に
対
し
て
受
身
に
、
目

に
写
る
も
の
を
受
容
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
現
実
に
対
し
て
積
極
的
に
働
き
か
け
る
作
用
を
そ
れ
に
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

3 

こ
の
「
見
る
こ
と
」
の
力
が
主
人
公
と
世
界
と
の
緊
張
関
係
を
作
り
出
し
て
い
る
。
他
者
の
視
線
の
も
と
に
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
他
者
に
見
つ
め
ら
れ
、
監

視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
カ
フ
カ
の
主
人
公
達
の
基
本
的
な
状
況
で
あ
る
。
カ
ー
ル
・
ロ
ス
マ
ン
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
港
に
着
く
と
き
、
「
そ
び
え
る
摩
天
楼
の

（
時
）

何
十
万
と
い
う
窓
が
カ
！
ル
を
じ
っ
と
見
守
っ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
ヨ

l
ゼ
フ
・

K
の
逮
捕
は
、
向
い
の
家
の
窓
か
ら
老
人
た
ち
に
よ
っ
て
覗
き
見
ら
れ



（
げ
）

る
。
ま
た
城
の
あ
る
村
に
着
き
眠
り
こ
ん
だ
K
を
、
村
人
た
ち
は
「
よ
く
様
子
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
と
、
椅
子
を
そ
ち
ら
に
向
け
て
」
見
つ
め
、

K
と
恋
人

フ
リ
ー
ダ
の
抱
擁
は
、

K
の
助
手
た
ち
に
監
視
さ
れ
る
。
こ
の
「
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
主
人
公
達
が
受
け
る
印
象
は
、
「
審
判
」
の
ヨ

1
ゼ
フ
－

K
の
次
の
言
葉
か
ら
推
察
で
き
る
。
「
K
は
モ
ン
タ
l
ク
嬢
の
目
が
絶
え
ず
自
分
の
く
ち
び
る
に
そ
そ
が
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
そ
れ
（
話
す
こ
と
）
に
疲
れ

（
路
）

て
し
ま
っ
た
。
こ
の
手
で
相
手
は
、
彼
が
こ
れ
か
ら
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
支
配
力
を
握
っ
て
お
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
っ
た
。
」

つ
ま
り
「
見
ら
れ
る
こ
と
」
は
自
己
の
力
を
失
っ
て
、
相
手
の
支
配
に
屈
し
、
行
動
を
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
逆
に
主
人
公
が
他
の
人
物
を
見
つ
め

る
場
合
は
、
同
様
に
そ
の
相
手
が
、
そ
の
視
線
を
警
戒
し
、
不
快
に
感
ず
る
こ
と
は
、
「
審
判
」
の
ヨ
l
ゼ
フ
・

K
を
逮
捕
し
た
男
た
ち
を
「
K
は
、
は
じ
め
は

黙
っ
た
ま
ま
で
、
よ
く
見
て
よ
く
考
え
、
こ
の
男
が
一
体
何
者
で
あ
る
の
か
を
確
か
め
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
男
の
ほ
う
は
、
そ
ん
な
視
線
に
長
い
間
さ
ら
さ

（

mm）
 

れ
て
は
い
ず
：
：
：
」
と
い
う
個
所
に
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
の
意
味
す
る
の
は
、
カ
フ
カ
の
作
中
人
物
達
の
関
係
、
特
に
敵
対
し
あ
う
関
係
を
表
わ
す

際
に
、

一
方
の
人
物
の
優
越
の
表
現
と
し
て
「
見
る
こ
と
」
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
相
手
の
既
成
の
社
会
的
評
価
を
、
（
「
審
判
」
の
例
で
は
、

一51-

銀
行
員
と
し
て
の
地
位
に
守
ら
れ
た
存
在
、
あ
る
い
は
裁
判
所
の
役
人
で
あ
る
こ
と
な
ど
）
を
脅
や
か
し
、
そ
の
見
せ
か
け
の
権
力
を
疑
わ
し
い
も
の
に
す
る

と
い
う
点
で
、
「
最
も
強
い
光
を
も
っ
て
す
れ
ば
世
界
を
溶
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
言
葉
に
呼
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
城
」
の
役
人
達

（
却
）

は
、
「
あ
の
人
た
ち
は
朝
目
ざ
め
た
ば
か
り
の
と
き
は
、
自
分
を
他
人
の
前
に
さ
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
他
人
に
見
ら
れ
る
こ

と
を
恐
れ
、

K
は
役
人
ク
ラ
ム
を
見
る
こ
と
に
固
執
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
人
物
の
挫
折
は
、
し
ば
し
ば
死
も
し
く
は
眠
り
に
よ
る
視

（
匁
）

線
の
消
滅
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
。
「
城
」
の

K
は
役
人
と
会
い
、
目
的
を
達
す
る
た
め
の
助
言
を
聞
き
つ
つ
眠
り
こ
ん
で
し
ま
う
。
「
審
判
」
の
第
九
章
で
僧
が

（沼）

物
語
る
寓
話
の
、
い
つ
ま
で
も
目
的
を
達
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
村
人
の
死
に
つ
い
て
は
、
「
つ
い
に
彼
の
視
力
は
衰
え
て
き
た
」
と
描
か
れ
、
ヨ
l
ゼ
フ
が

（
お
）

死
ぬ
と
き
に
も
「
か
す
ん
で
い
く
眼
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

4 

カ
フ
カ
の
主
人
公
達
が
世
界
に
向
け
て
い
る
視
線
に
特
徴
的
な
の
は
、
そ
れ
が
し
ば
し
ば
見
上
げ
る
視
線
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
は
逆
の
見
お
ろ
す



視
線
は
比
較
的
ま
れ
な
も
の
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
個
所
に
現
れ
る
。
「
ア
メ
リ
カ
」
で
は
カ
ー
ル
が
叔
父
か
ら
勘
当
さ
れ
、
し
か
し
叔
父
の
支
配
す
る
世

界
を
離
れ
た
こ
と
に
よ
り
自
由
で
あ
り
、
前
途
に
希
望
を
持
っ
て
歩
い
て
行
き
、
「
登
り
坂
に
な
っ
た
土
地
へ
き
し
か
か
っ
た
。
と
き
ど
き
足
を
と
め
て
ふ
り

（鈍）

返
る
と
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
街
と
港
の
パ
ノ
ラ
マ
が
、
し
だ
い
に
大
き
く
伸
び
ひ
ろ
が
っ
て
見
え
た
」
と
い
う
個
所
や
、
カ
ー
ル
が
ア
パ
ー
ト
の
バ
ル
コ
ン
か

ら
通
り
の
雑
踏
を
眺
め
る
場
面
に
現
れ
る
。
「
ア
メ
リ
カ
」
で
は
カ
フ
カ
の
作
品
と
し
て
は
例
外
的
に
見
お
ろ
し
て
広
い
地
域
を
描
写
す
る
こ
と
が
見
ら
れ
る

が
、
そ
れ
が
明
る
い
調
子
を
作
品
に
与
え
、
ま
た
カ
フ
カ
の
他
の
主
人
公
達
と
異
な
る
、
若
く
て
楽
天
的
で
挫
折
を
知
ら
な
い
カ
l
ル
の
性
格
に
相
応
す
る
も

の
で
あ
る
。
「
審
判
」
に
お
け
る
見
お
ろ
す
視
線
は
、
主
人
公
の
現
実
の
世
界
、

な
女
将
を
見
お
ろ
し
な
が
ら
観
察
し
、
ま
た
自
分
が
被
告
で
あ
る
こ
と
や
裁
判
所
の
存
在
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
自
分
は
銀
行
の
「
と
て
つ
も
な
く
大

（お）

き
な
窓
ガ
ラ
ス
を
通
し
て
、
に
ぎ
や
か
な
街
を
見
お
ろ
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
」
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
。
見
お
ろ
す
こ
と
は
自
分
が
他
人
の
自
に
さ
ら
さ

一
般
の
人
聞
か
ら
の
優
越
を
表
わ
す
。
ヨ
l
ゼ
フ
・

K
は
彼
の
下
宿
の
卑
屈

れ
る
こ
と
な
く
、
現
実
か
ら
距
離
を
保
ち
な
が
ら
、
安
全
に
そ
れ
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
位
置
に
い
る
こ
と
を
表
わ
す
の
で
あ
る
。

一
方
、
見
上
げ
る
視
線
は
次
の
よ
う
な
個
所
に
現
れ
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
港
に
着
い
た
カ
l
ル
は
自
由
の
女
神
像
を
見
上
げ
る
。
ヨ

l
ゼ
フ
・

K
は
裁
判
所

の
あ
る
建
物
を
見
上
げ
、
ま
た
「
審
判
」
の
中
心
的
な
部
分
の
一
つ
で
あ
る
聖
堂
で
の
僧
と
の
対
話
に
際
し
て
は
、
僧
は
説
教
壇
に
立
ち
、
す
ぐ
前
に
ヨ
l
ゼ

（お）

フ
を
呼
び
ょ
せ
る
の
で
「
こ
の
場
所
だ
と
頭
を
よ
ほ
ど
の
け
ぞ
ら
せ
な
け
れ
ば
僧
の
姿
が
見
え
な
か
っ
た
」
と
い
う
位
置
か
ら
僧
を
見
上
げ
、
「
城
」
の
冒
頭

（幻）

で
村
に
着
い
た

K
は
城
の
あ
る
あ
た
り
の
「
目
に
は
虚
ろ
」
と
し
か
映
ら
ぬ
彼
方
を
見
上
げ
る
。
「
判
決
」
の
ゲ
オ
ル
ク
は
ベ
ッ
ド
の
上
に
立
ち
上
り
、
自
分

に
死
刑
を
宣
告
す
る
父
を
見
上
げ
る
。
ま
た
床
の
上
を
道
い
回
る
虫
に
変
身
し
た
グ
レ
ゴ

l
ル
・
ザ
ム
ザ
が
家
族
に
対
す
る
と
き
、
そ
れ
は
必
然
的
に
見
上
げ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
場
面
に
表
れ
る
主
人
公
の
見
上
げ
る
視
線
は
、
カ
フ
カ
自
身
の
世
界
に
対
す
る
態
度
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
。
見
上
げ
て
い
る
姿
勢
は
当

然
、
そ
の
見
上
げ
て
い
る
人
物
が
、
そ
の
対
象
よ
り
低
い
位
置
に
あ
る
、
あ
る
い
は
身
体
的
に
よ
り
小
さ
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
カ
フ
カ
の
自

己
の
存
在
に
対
す
る
意
識
を
視
覚
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
カ
フ
カ
は
ヤ
ノ
l
ホ
に
「
あ
な
た
は
作
家
を
、
と
ほ
う
も
な
く
大
き
な
人
閥
、
足
は
地
を
踏
え
、
頭

（お）

は
雲
の
上
に
盤
え
て
い
る
、
と
い
う
風
に
描
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
が
：
：
：
事
実
は
、
作
家
は
つ
ね
に
社
会
の
平
均
値
よ
り
は
る
か
に
弱
小
な
の
で
す
」
と
語
つ



て
い
る
。
作
家
で
あ
る
自
分
を
こ
の
よ
う
に
意
識
す
る
こ
と
は
、
カ
フ
カ
の
現
実
に
対
す
る
関
係
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
父
と
の
関
係
に
、
そ
の
起
源
を
持
つ

（
幻
）

て
い
る
。
「
父
へ
の
手
紙
」
で
は
、
こ
の
父
と
子
の
心
理
的
な
関
係
は
肉
体
的
な
大
小
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
自
分
に
優
越
す
る
他
者
に
、

肉
体
的
な
大
き
さ
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
わ
す
こ
と
は
カ
フ
カ
が
し
ば
し
ば
行
な
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
フ
ェ
リ
ー
チ
ェ
・
パ
ウ
ア
l
に
宛
て
た
手

（
却
）

紙
に
は
「
僕
は
自
分
を
と
て
も
小
さ
く
感
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
み
ん
な
は
と
て
も
宿
命
的
な
顔
を
し
て
、
僕
の
ま
わ
り
に
と
て
も
大
き
く
立
っ
て
い
ま
し
た
．
」

と
書
か
れ
、
ま
た
ヨ

1
ゼ
フ
・

K
に
と
っ
て
自
分
の
客
の
工
場
主
と
銀
行
の
上
役
が
自
分
を
無
視
し
て
相
談
し
て
い
る
様
子
は
「
お
そ
ろ
し
く
大
き
く
見
え
る

（臼）

二
人
の
男
が
、
頭
上
で
自
分
の
こ
と
を
取
引
き
し
て
い
る
」
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
カ
ー
ル
・
ロ
ス
マ
ン
に
叔
父
か
ら
の
勘
当
を
伝
え
る
グ
リ
ー
ン
氏
は
次
の

よ
う
に
描
か
れ
る
。
「
彼
は
背
中
で
壁
に
よ
り
す
が
っ
て
い
る
カ
！
ル
の
す
ぐ
目
の
前
に
立
ち
小
さ
が
っ
て
い
た
。
そ
の
グ
リ
ー
ン
氏
が
こ
の
廊
下
で
は
滑
稽

（
担
）

な
ほ
ど

E
大
漢
に
見
え
た
。
」

ま
た
カ
フ
カ
に
よ
っ
て
「
平
均
値
よ
り
弱
小
な
も
の
」
と
さ
れ
る
作
家
で
あ
る
こ
と
は
、
肉
体
的
な
大
小
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
地
下
に
い
る
こ
と
に
よ
っ

（お）

て
も
表
現
さ
れ
る
。
マ
ル
カ
ム
・
パ
ス
リ
！
は
カ
フ
カ
の
「
炭
坑
訪
問
」
（
開
吉
田

2
5
F
－
自
国
ω持
者
R
W）
の
解
釈
に
お
い
て
、
カ
フ
カ
が
自
分
自
身
を
訪

問
を
受
け
た
坑
夫
と
し
て
描
い
て
い
る
と
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
る
な
ら
ば
、
ヵ
フ
カ
は
坑
道
つ
ま
り
地
下
を
仕
事
場
と
す
も
る
の
と
し
て
自
分
を
規
定
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
同
様
に
作
家
で
あ
る
こ
と
と
、
地
下
に
い
る
こ
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
例
は
、
彼
の
手
紙
に
も
見
ら
れ
る
。
「
書
く
の
に
必
要
な
物
と
明
か

（
担
）

り
を
持
っ
て
、
広
い
締
め
き
っ
た
地
下
室
の
奥
部
屋
に
い
る
こ
と
が
、
僕
に
と
っ
て
は
一
番
い
い
生
活
法
で
す
。
」

こ
の
地
下
に
い
る
も
の
、
小
さ
な
も
の
が
世
界
に
目
を
向
け
る
と
き
、
そ
れ
は
見
上
げ
る
視
線
と
な
る
。
見
上
げ
て
い
る
姿
勢
そ
の
も
の
は
、
現
実
を
前
に

し
て
の
無
力
さ
、
弱
小
さ
の
表
れ
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
視
線
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
見
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
に
新
し
い
光
を
あ
て
る
こ
と

が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。5 

カ
フ
カ
は
ヤ
ノ
l
ホ
に
、
作
家
は
平
均
値
よ
り
弱
小
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
続
け
て
、
「
だ
か
ら
作
家
は
他
の
人
々
よ
り
も
、
現
実
の
生
活
と
い
う
も
の
を



ハお〉

は
る
か
に
強
大
に
考
え
て
い
ま
す
。
」
と
言
う
。
こ
の
現
実
を
普
通
そ
う
思
わ
れ
て
い
る
よ
り
強
大
な
も
の
と
見
な
す
と
い
う
こ
と
に
、
現
実
の
世
界
よ
り
低

い
位
置
に
い
て
、
そ
れ
を
見
上
げ
る
こ
と
の
意
味
が
あ
る
。
つ
ま
り
見
上
げ
て
い
る
人
間
の
目
に
は
、
そ
の
対
象
は
日
常
的
な
パ
l
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
も
と
で

（
お
）

の
姿
を
変
形
さ
れ
、
巨
大
な
も
の
と
し
て
映
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ユ
ル
ク
・
シ
ュ
ピ
l
ガ
l
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
変
身
」
の
グ
レ
ゴ
l
ル
・
ザ
ム
ザ

（幻）

は
変
身
し
、
床
か
ら
見
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
始
め
て
「
父
親
の
編
ヒ
靴
の
底
が
と
ほ
う
も
な
く
大
き
い
」
こ
と
に
気
づ
く
。
つ
ま
り
彼
が
変
身
す
る
以
前
の

日
常
的
な
パ
！
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
も
と
で
は
、
病
弱
な
老
人
と
見
え
た
も
の
が
、
見
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
「
靴
の
底
」
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
、
個
人
を
圧
殺

し
よ
う
と
す
る
家
父
長
的
権
力
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
の
姿
を
現
わ
す
の
で
あ
る
。
こ
の
「
変
身
」
の
物
語
に
お
い
て
変
身
す
る
の
は
グ
レ
ゴ
l
ル
だ
け
で
は

な
く
、
彼
の
家
族
も
ま
た
見
上
げ
る
視
線
の
前
で
変
身
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
隠
れ
て
い
た
姿
を
露
わ
に
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
判
決
」
の
ベ
ッ

ド
の
上
に
立
ち
上
っ
た
父
の
姿
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
り
、
ま
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
港
の
自
由
の
女
神
像
は
、
そ
れ
を
上
げ
る
カ
l
ル
の
目
に
は
、
片
手
に
短
火

（
お
）

を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
彼
を
威
嚇
す
る
よ
う
に
、
剣
を
振
り
あ
げ
て
い
る
と
映
る
の
で
あ
る
。

ま
た
逆
に
見
上
げ
ら
れ
た
対
象
の
権
威
と
力
を
持
っ
て
い
る
様
子
の
強
調
は
、
そ
れ
を
詳
細
に
見
て
い
る
目
に
よ
っ
て
、
滑
稽
で
無
力
な
姿
を
現
わ
す
こ
と

に
も
な
る
。
死
刑
を
宣
告
す
る
た
め
に
ベ
ッ
ド
の
上
に
立
ち
上
っ
た
父
の
姿
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
ゲ
オ
ル
ク
に
判
決
を
下
す
権
利
を
持
っ
か
に
見
え
る
一
方

（
鈎
）

で
、
誇
張
さ
れ
た
憤
激
の
身
振
り
は
、
ゲ
オ
ル
ク
が
思
わ
ず
「
喜
劇
役
者
だ
」
と
怯
く
よ
う
な
滑
稽
な
も
の
と
彼
の
目
に
映
る
の
で
あ
り
、
「
審
判
」
の
ヨ

l

ゼ
フ
・

K
に
寓
話
を
物
語
る
僧
は
、
自
分
の
言
葉
に
し
か
る
べ
き
権
威
を
与
え
る
た
め
に
説
教
壇
に
登
る
が
、
そ
こ
が
彼
に
は
窮
屈
で
あ
る
た
め
、
前
か
が
み

（

ω）
 

に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
「
城
」
で
は
、

K
が
村
に
着
い
た
夜
に
、
そ
れ
を
求
め
て
暗
閣
を
見
上
げ
た
城
も
、
太
陽
の
も
と
で
見
上
げ

（
但
）

た
K
の
前
に
、
貧
弱
で
み
す
ぼ
ら
し
い
姿
を
現
わ
す
。

こ
の
よ
う
な
効
果
は
、
見
お
ろ
す
場
合
が
広
い
地
域
を
見
わ
た
す
こ
と
に
な
る
の
に
対
し
て
、
カ
フ
カ
に
お
け
る
見
上
げ
る
こ
と
は
視
界
の
縮
小
を
伴
う
の

で
あ
り
、
そ
れ
が
、
個
々
の
細
部
を
際
立
た
せ
、
そ
れ
を
全
景
か
ら
切
り
離
し
て
独
立
さ
せ
る
と
い
う
カ
フ
カ
の
視
覚
的
表
現
の
機
能
を
強
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
生
ず
る
の
で
あ
る
。
「
判
決
」
を
例
に
と
る
と
、
父
親
は
見
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
太
股
の
傷
跡
や
、
隠
し
も
の
を
す
る
た
め
の
膚
着
の
ポ
ケ
ッ
ト
な

ど
を
ゲ
オ
ル
ク
の
目
に
さ
ら
す
こ
と
に
な
り
、
父
が
与
え
よ
う
と
す
る
荘
重
な
印
象
は
、
そ
れ
に
そ
ぐ
わ
な
い
細
部
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
喜
劇
的
な
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