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佐
藤
春
夫
「
指
紋
」
に
お
け
る
〈
映
画
〉
の
可
能
性

―
附
録
「
月
か
げ
」
の
機
能

―

中
嶋
優
隆

一

は
じ
め
に

佐
藤
春
夫
の
第
一
短
編
集
『
病
め
る
薔
薇
』（
天
佑
社
、
一
九
一
八
年
一
一

月
）
の
「
序
文
」
に
、
谷
崎
潤
一
郎
は
次
の
よ
う
な
言
葉
を
寄
せ
て
い
る
。

本
書
に
収
め
ら
れ
た
る
数
種
の
物
語
の
う
ち
予
は
何
よ
り
も
「
指
紋
」

を
好
む
。
蓋
し
「
指
紋
」
は
最
も
よ
く
同
君
の
特
色
を
発
揮
し
た
も
の
で

あ
ら
う
。
そ
の
憂
鬱
な
一
句
一
句
の
読
者
の
神
経
へ
喰
ひ
入
つ
て
行
く
や

う
な
文
字
の
使
ひ
方
、
一
つ
一
つ
顫
へ
て
光
つ
て
居
る
細
い
針
線
の
や
う

な
描
写
は
、
悽
愴
に
し
て
怪
奇
を
極
め
た
幻
想
と
相
俟
つ
て
そ
ゞ
ろ
に
人

を
阿
片
喫
煙
者
の
悪
夢
の
う
ち
へ
迷
ひ
込
ま
せ
る
。

『
病
め
る
薔
薇
』
に
は
佐
藤
春
夫
の
文
壇
出
世
作
で
あ
る
「
西
班
牙
犬
の

家
」、
代
表
作
で
あ
る
「
田
園
の
憂
鬱
」
な
ど
一
九
一
八
年
ま
で
に
発
表
さ
れ

た
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
谷
崎
は
「
指
紋
」
を
「
文
字

の
使
い
方
」「
描
写
」
に
着
目
し
て
、
佐
藤
春
夫
の
「
特
色
を
発
揮
し
た
」
テ

ク
ス
ト
と
し
て
注
目
し
て
い
る
の
だ
。
谷
崎
が
「
指
紋
」
に
見
出
し
た
も
の

は
何
だ
っ
た
の
か
。

谷
崎
は
こ
の
「
序
文
」
の
中
で
、
文
壇
に
「
空
想
を
描
い
た
物
語
を
一
概

に
「
拵
へ
物
」
と
し
て
排
斥
す
る
傾
向
が
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
、「
芸

術
家
の
空
想
が
、
い
か
に
自
然
を
離
れ
て
居
よ
う
と
も
、
そ
れ
が
作
家
の
頭

の
中
に
生
き
て
動
い
て
居
る
力
で
あ
る
限
り
、
空
想
も
亦
自
然
界
の
現
象
と

同
じ
く
真
実
の
一
つ
」
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
「
芸
術
家
の
生
き
が
ひ
」
だ

と
断
言
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
創
作
観
は
、
谷
崎
が
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
当
時
に

発
表
し
た
「「
門
」
を
評
す
」（『
新
思
潮
』
一
九
一
〇
年
九
月
六
日
発
行
）
の
中

に
も
見
ら
れ
る
。
す
で
に
精
細
な
分
析
が
あ
る
よ
う
に
(１
)、
そ
の
本
文
に
は

「
先
生
（
引
用
者
注
：
漱
石
）
の
小
説
は
拵
へ
物
で
あ
る
。
然
し
小
な
る
真

実
よ
り
も
大
い
な
る
意
味
の
う
そ
の
方
が
価
値
が
あ
る
」（
傍
点
原
文
）
と
あ

り
、『
病
め
る
薔
薇
』
に
寄
せ
た
「
序
文
」
と
同
じ
く
「
拵
へ
物
」
に
価
値
を

見
出
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
谷
崎
の
創
作
観
の
も
と
で
「
指
紋
」
と
い
う
作
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品
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
谷
崎
の
「
序
文
」
は
、
読
者
に
対
し
て
『
病
め
る
薔
薇
』
の
中

で
も「
指
紋
」が
そ
の
創
作
観
に
響
く
作
品
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。『
病

め
る
薔
薇
』
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
着
目
し
た
と
き
、「
指
紋
」
は
、「
西
班
牙

犬
の
家
」
や
「
田
園
の
憂
鬱
」
に
肩
を
並
べ
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
注
目
に
値

す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
指
紋
」
は
一
九
一
八
年
七
月
の
『
中
央
公
論
』
定
期
増
刊
「
秘
密
と
開

放
」
号
に
発
表
さ
れ
た
後
、
同
年
一
一
月
に
短
編
集
『
病
め
る
薔
薇
』
に
収

録
さ
れ
る
。
佐
藤
春
夫
が
文
壇
に
デ
ビ
ュ
ー
し
て
間
も
な
い
頃
の
短
編
で
あ

る
。「
佐
藤
君
」
と
呼
ば
れ
る
「
私
」
は
、
阿
片
中
毒
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

友
人
Ｒ
・
Ｎ
を
か
く
ま
う
こ
と
に
な
る
が
、
実
は
Ｒ
・
Ｎ
は
殺
人
容
疑
を
か

け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
容
疑
を
晴
ら
す
た
め
、
活
動
写
真
の
指
紋
と
記
憶
し

た
金
時
計
の
指
紋
の
一
致
か
ら
俳
優
の
「
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
ウ
ヰ
ル
ス
ン
」
を

真
犯
人
と
断
定
す
る
。
は
じ
め
は
Ｒ
・
Ｎ
の
行
動
を
「
気
違
ひ
」
だ
と
思
っ

て
い
た
「
私
」
も
、
最
後
に
は
Ｒ
・
Ｎ
の
「
謎
解
き
」
を
信
じ
、「
気
違
ひ
」

で
は
な
か
っ
た
と
思
う
よ
う
に
な
る
。
初
出
の
『
中
央
公
論
』「
秘
密
と
開
放
」

号
で
は
「
芸
術
的
新
探
偵
小
説
」
(２
)と
い
う
企
画
の
も
と
で
発
表
さ
れ
て
お

り
、
Ｒ
・
Ｎ
の
「
謎
解
き
」
が
物
語
の
主
軸
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
、

活
動
写
真
や
指
紋
法
と
い
っ
た
同
時
代
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
他
方
で
は
「
阿

片
の
夢
」
と
い
っ
た
「
無
意
識
」
的
な
も
の
も
描
き
込
ま
れ
た
テ
ク
ス
ト
で

あ
る
。

こ
れ
ま
で
「
指
紋
」
は
、
犯
人
が
「
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
ウ
ヰ
ル
ス
ン
」
で
あ

る
こ
と
か
ら
〈
分
身
小
説
〉
と
し
て
(３
)、
ま
た
初
出
メ
デ
ィ
ア
の
特
性
と
合

わ
せ
て
「
探
偵
小
説
」
の
文
脈
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て
(４
)、
論
じ

ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
近
年
の
研
究
で
は
、
科
学
と
「
無
意
識
」
を
描
い
た

と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
特
性
に
焦
点
を
当
て
、
両
者
の
間
に
有
機
的
な
つ
な
が

り
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
論
考
も
見
ら
れ
る
。
な
か
で
も
生
方
智
子
は
、
指

紋
の
一
致
を
探
る
Ｒ
・
Ｎ
の
あ
り
方
と
近
代
的
権
力
と
は
、
そ
の
志
向
性
を

共
有
し
て
い
な
が
ら
、
両
者
と
も
に
〈
心
〉
の
領
域
を
意
味
づ
け
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
し
、「
指
紋
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
「〈
同
一
性
〉
を
確
定
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
個
人
を
管
理
し
よ
う
と
す
る
近
代
的
権
力
の
脆
弱
さ
」
が
露

呈
し
て
し
ま
っ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
指
摘
す
る
(５
)。
生
方
論
を
踏
ま
え
、

渡
邊
拓
は
「
指
紋
」
に
「
再
三
現
れ
る
決
定
不
可
能
性
や
狂
気
」
が
、
活
動

写
真
と
い
う
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
的
構
造
を
持
つ
技
術
メ
デ
ィ
ア
と
深
い
関

係
が
あ
る
と
考
察
し
た
(６
)。
ま
た
、
井
上
貴
翔
は
同
じ
く
生
方
論
を
参
照
し

つ
つ
、
同
時
代
の
純
映
画
劇
運
動
の
言
説
と
の
接
続
を
図
り
、
Ｒ
・
Ｎ
の
身

体
性
が
〈
視
覚
〉
を
め
ぐ
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
産
物
で
あ
る
と
指
摘
し
た
(７
)。

こ
の
よ
う
に
、「
指
紋
」
は
描
き
込
ま
れ
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
特
に
〈
視
覚
〉

を
め
ぐ
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
同
時
代
言
説
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
本
稿
が
注
目
し
た
い
の
は
、『
中
央
公
論
』「
秘
密
と
開
放
」
号
か
ら
短

編
集
『
病
め
る
薔
薇
』
へ
と
メ
デ
ィ
ア
が
移
る
こ
と
に
と
も
な
う
、
テ
ク
ス

ト
の
改
変
、
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
佐
藤
春
夫
の
試
み
で
あ
る
。

「
指
紋
」
は
『
中
央
公
論
』「
秘
密
と
開
放
」
号
上
で
は
「
芸
術
的
新
探
偵
小

説
」
と
い
う
企
画
の
も
と
で
、「
私
の
友
人
の
一
生
に
就
て
の
怪
奇
な
探
偵
的

物
語
」
と
い
う
副
題
を
附
し
て
発
表
さ
れ
た
。
し
か
し
『
病
め
る
薔
薇
』
収

録
に
際
し
て
は
、
副
題
か
ら
「
探
偵
的
」
と
い
う
言
葉
が
削
除
さ
れ
、
本
文
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も
改
変
さ
れ
る
。

ま
た
、
特
に
重
要
な
の
は
「
指
紋
」
の
「
附
録
」
と
し
て
「
月
か
げ
」
と

い
う
短
編
が
併
載
さ
れ
る
こ
と
だ
。
し
か
も
、
こ
の
「
月
か
げ
」
は
、「
指
紋
」

発
表
よ
り
早
い
一
九
一
八
年
三
月
に
『
帝
国
文
学
』
に
発
表
さ
れ
た
独
立
し

た
一
つ
の
短
編
だ
っ
た
が
、『
病
め
る
薔
薇
』
収
録
に
際
し
て
、「「
指
紋
」
の

主
人
公
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
と
い
う
エ
ピ
グ
ラ
フ
と
、「
私
」
の
前

書
き
が
加
筆
さ
れ
、
後
半
の
大
部
分
が
削
除
さ
れ
る
と
い
っ
た
改
変
を
経
て
、

「
指
紋
」
の
「
私
」
が
「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
を
発
表
す
る
と
い

う
設
定
の
も
と
、「
指
紋
」
の
「
附
録
」
と
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

山
中
千
春
が
指
摘
す
る
よ
う
に
(８
)「
月
か
げ
」
は
、「
田
園
の
憂
鬱
」
と
並

行
し
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
、
も
と
は
「
指
紋
」
と
全
く
関
係
の
な
い
も
の

と
し
て
創
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
成
立
背
景
を
も
つ
「
月
か

げ
」
が
『
病
め
る
薔
薇
』
に
お
い
て
「
指
紋
」
の
「
附
録
」
と
し
て
置
き
換

え
ら
れ
る
と
き
、「
月
か
げ
」
に
新
た
に
付
与
さ
れ
た
意
味
、
あ
る
い
は
そ
の

可
能
性
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。「
附
録
」
と
な
っ
た
「
月
か
げ
」
と
「
指
紋
」

本
編
を
合
わ
せ
て
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
む
こ
と
で
浮
か
び
上
が
る「
指

紋
」
の
新
た
な
側
面
を
見
出
す
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

二

〈
小
説
〉
か
ら
〈
散
文
詩
〉
へ

ま
ず
、
春
夫
自
身
が
「
指
紋
」
を
『
病
め
る
薔
薇
』
に
収
録
す
る
際
に
、

ど
の
よ
う
な
作
品
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
か
を
確
認
し
た
い
。『
病
め
る
薔
薇
』

刊
行
直
前
、
自
身
の
作
品
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
月
か
げ
」「
李
太
白
」「
指
紋
」「
田
園
の
憂
鬱
」「
お
絹
と
そ
の
兄
弟
」

―
私
は
今
年
こ
れ
だ
け
の
も
の
を
書
き
ま
し
た
。（
中
略
）

私
の
書
い
た
も
の
は
、
ど
れ
も
こ
れ
も
、
所
謂
「
小
説
」
と
は
言
ひ
に

く
い
や
う
な
も
の
ば
か
り
で
す
。
も
し
、
わ
れ
わ
れ
の
国
に
、
歌
曲
と
か
、

或
は
叙
事
詩
と
か
い
ふ
も
の
の
完
全
な
様
式
が
あ
つ
た
な
ら
、
ま
た
私
自

身
が
つ
く
り
出
す
こ
と
が
出
来
る
程
な
ら
、
私
は
今
の
と
こ
ろ
、
多
分
、

散
文
よ
り
も
そ
ん
な
風
な
様
式
を
択
ん
だ
で
せ
う
。
従
つ
て
私
の
書
い
た

も
の
は
今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
大
部
分
、
散
文
詩
の
や
う
な
も
の
で
す
。
或

は
叙
事
散
文
詩
と
言
つ
て
み
た
い
や
う
な
気
も
し
ま
す
。
(９
)

春
夫
は
、「
指
紋
」
を
含
む
五
つ
の
作
品
を
「
所
謂
「
小
説
」」
と
は
違
っ

た
も
の
で
、「
歌
曲
と
か
、
或
は
叙
事
詩
と
か
い
ふ
も
の
の
完
全
な
様
式
」
を

志
向
し
つ
つ
創
作
し
た
こ
と
か
ら
、「
散
文
詩
」
あ
る
い
は
「
叙
事
散
文
詩
」

と
位
置
づ
け
る
。
こ
う
し
た
言
及
は
、「
指
紋
」
が
「
芸
術
的
新
探
偵
小
説
」

と
し
て
発
表
さ
れ
た
こ
と
を
あ
え
て
否
定
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
春
夫
が

「
指
紋
」
執
筆
当
時
を
振
り
返
っ
た
エ
ッ
セ
イ
「
指
紋
の
頃
」
に
よ
れ
ば
、

当
時
、
谷
崎
潤
一
郎
の
推
薦
と
滝
田
樗
陰
の
計
ら
い
が
あ
り
、「
七
月
臨
時
増

刊
号
の
探
偵
小
説
を
書
か
し
て
貰
へ
る
と
い
ふ
幸
運
を
僕
は
担
ふ
こ
と
に
な

つ
た
」
と
い
う
。
春
夫
は
「
探
偵
小
説
」
と
い
う
企
画
で
あ
る
こ
と
を
事
前

に
知
っ
た
上
で
、「
指
紋
」
を
執
筆
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
て
発
表
さ
れ

た
「
芸
術
的
新
探
偵
小
説
」
と
し
て
の
「
指
紋
」
が
、『
病
め
る
薔
薇
』
で
は
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「
散
文
詩
」
と
し
て
位
置
づ
け
直
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
先
述
し
た
よ
う
に
副

題
か
ら
は
「
探
偵
的
」
と
い
う
言
葉
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、「
指
紋
」
は
『
中
央
公
論
』「
秘
密
と
開
放
」
号
か
ら
『
病
め
る

薔
薇
』
へ
と
メ
デ
ィ
ア
を
移
す
に
あ
た
っ
て
、「
探
偵
（
的
）」「
小
説
」
か
ら

「
散
文
詩
」
へ
と
「
様
式
」
が
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
置
き
換
え
と
と
も
に
、「
指
紋
」
の
「
附
録
」
と
し
て
「
月
か
げ
」

が
併
載
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
春
夫
が
い
う
「
散
文
詩
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
概
念
と
し
て
定
義

で
き
る
の
か
。『
病
め
る
薔
薇
』
刊
行
の
約
一
年
後
に
発
表
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ

「
詩
人
に
就
い
て
」（『
文
章
倶
楽
部
』
一
九
一
九
年
一
〇
月
一
日
発
行
）
を
参
照

し
て
み
よ
う
。
一
年
が
経
過
し
て
い
る
が
、
文
学
の
形
式
に
つ
い
て
春
夫
が

言
及
し
て
い
る
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
発
言
と
言
っ
て
よ
い
。

散
文
は
歩
行
す
る
文
章
で
あ
る
。
詩
は
舞
踏
す
る
文
章
で
あ
る
。
散
文
は

出
発
点
が
あ
る
。
目
的
地
が
あ
る
。
詩
は
出
発
点
が
や
が
て
目
的
地
で
、

そ
れ
は
行
き
着
く
と
い
ふ
こ
と
を
目
的
と
し
て
ゐ
な
い
。
故
に
散
文
は
実

用
的
で
、
詩
は
無
用
で
あ
る
。
そ
れ
丈
詩
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
。

ユ
ー
ス
レ
ス

春
夫
は
「
散
文
」
と
「
詩
」
を
「
歩
行
／
舞
踏
」、「
出
発
点
／
目
的
地
」

と
い
う
比
喩
を
用
い
て
定
義
す
る
が
、こ
の
比
喩
は
多
義
的
で
あ
る
。「
散
文
」

に
つ
い
て
「
出
発
点
／
目
的
地
」
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
文
章
の
プ
ロ
ッ
ト

に
着
目
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
一
方
、「
出
発
点
／
目
的
地
」
が
結
局
は

同
一
で
あ
る
と
い
う
「
詩
」
は
、
プ
ロ
ッ
ト
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
も
、

実
際
は
展
開
が
な
く
、
表
現
そ
の
も
の
が
飾
り
立
て
ら
れ
て
い
る
文
章
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
出
発
点
／
目
的
地
」
を
プ
ロ
ッ
ト
と
い
う
意
味

か
ら
拡
大
し
て
、「
出
発
点
＝
文
章
の
書
き
手
」
と
「
目
的
地
＝
文
章
の
読
者
」

と
解
釈
す
れ
ば
、「
散
文
」
は
意
味
の
伝
達
を
行
う
「
実
用
的
」
文
章
で
、「
詩
」

は
意
味
伝
達
を
目
的
と
し
て
い
な
い
文
章
だ
と
も
意
味
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
「
無
用
」
な
も
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
よ
り
一
層
「
ロ
マ
テ
ィ

ユ
ー
ス
レ
ス

ッ
ク
」
だ
と
い
う
の
だ
。

春
夫
が
い
う
「
散
文
詩
」
と
は
、
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
「
散
文
」
と

「
詩
」
と
が
融
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、「
月
か
げ
」
の
「
Ｒ

・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
を
み
れ
ば
、
た
し
か
に
、
散
文
で
あ
り
な
が
ら

明
ら
か
な
プ
ロ
ッ
ト
は
な
く
、
こ
う
し
た
春
夫
の
言
及
に
一
致
す
る
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
「
散
文
詩
」
と
い
う
置
き

換
え
に
よ
っ
て
春
夫
が
実
践
し
よ
う
と
し
た
こ
と
の
内
実
は
明
ら
か
で
は
な

い
。「
月
か
げ
」
と
「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
が
ど
の
よ
う
な
試
み
で

あ
り
、「
指
紋
」
ま
で
も
を
「
小
説
」
か
ら
「
散
文
詩
」
に
組
み
換
え
る
ほ
ど

の
力
を
持
ち
得
た
の
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

次
節
か
ら
は
「
指
紋
」
の
改
変
に
と
も
な
っ
て
「
附
録
」
と
し
て
併
載
さ
れ

た
「
月
か
げ
」
を
分
析
し
て
み
た
い
。

三

「
月
か
げ
」
の
位
置

ま
ず
、「
月
か
げ
」
と
い
う
短
編
の
設
定
に
つ
い
て
、
再
度
確
認
し
て
お
き
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た
い
。
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、「
月
か
げ
」
は
「
指
紋
」
発
表
よ
り
も
早

い
一
九
一
八
年
三
月
に
『
帝
国
文
学
』
に
発
表
さ
れ
た
短
編
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、『
病
め
る
薔
薇
』
収
録
に
際
し
、「「
指
紋
」
の
主
人
公
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿

か
ら
の
断
片
」
と
い
う
エ
ピ
グ
ラ
フ
の
も
と
、「
指
紋
」
の
「
私
」
が
そ
の
断

片
を
発
表
す
る
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
た
「
前
書
き
」
が
加
筆
さ
れ
、
も
と

の
『
帝
国
文
学
』
に
発
表
さ
れ
た
本
文
は
後
半
の
大
部
分
が
削
除
さ
れ
て
「
Ｒ

・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、「
月
か
げ
」
は
「
私
」
の

「
前
書
き
」
と
、「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
と
い
う
二
つ
の
テ
ク
ス
ト

か
ら
構
成
さ
れ
る
小
編
へ
と
改
変
さ
れ
、「
指
紋
」
の
「
附
録
」
と
し
て
置
か

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

『
病
め
る
薔
薇
』
収
録
に
際
し
て
加
筆
さ
れ
た
「
私
」
の
「
前
書
き
」
で

は
、「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
を
見
つ
け
る
に
い
た
っ
た
経
緯
な
ど
が

語
ら
れ
る
。
一
方
の
「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
と
さ
れ
た
部
分
は
、

明
確
な
プ
ロ
ッ
ト
と
い
っ
た
も
の
は
な
く
、
Ｒ
・
Ｎ
と
思
わ
れ
る
作
中
人
物

の
【
私
】（
以
下
、
Ｒ
・
Ｎ
の
断
片
の
「
私
」
を
指
す
。）
が
「
或
る
夜
」
に

見
た
夢
と
も
幻
覚
と
も
つ
か
な
い
世
界
に
つ
い
て
、
そ
の
人
物
の
視
点
か
ら

描
写
し
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
構
成
の
「
月
か
げ
」
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
『
病
め
る
薔

薇
』
上
で
加
筆
さ
れ
た
「
私
」
の
「
前
書
き
」
部
分
に
注
目
し
て
み
た
い
。

そ
の
中
で
、「
私
」
は
「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
を
見
つ
け
、
発
表
す

る
に
至
っ
た
経
緯
と
と
も
に
、
内
容
そ
の
も
の
の
意
味
づ
け
も
行
っ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
い
ろ
い
ろ
の
断
片
を
読
ん
で
み
る
と
、
そ
れ
は
皆
阿
片
の
夢

の
日
記
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
Ｒ
・
Ｎ
は
た
ぶ
ん
こ
れ
ら
の
も

の
を
集
め
て
、
例
の

D
e
Q
uincy

の'C
onfession

of
A
n
English

O
pium

-Eater'

の
向
ふ
を
張
る
つ
も
り
で
あ
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
こ

れ
は
こ
の
間
、
友
人
辻
潤
か
ら
彼
の
手
に
な
つ
たO

pium
-Eater

の
訳
本

を
も
ら
つ
て
読
ん
だ
時
に
、さ
う
思
つ
た
。

（「
月
か
げ
」）

「
私
」
は
、
辻
潤
が
訳
し
た
ト
ー
マ
ス
・
ド
・
ク
イ
ン
シ
ー
の'C

onfession
of
A
n
English

O
pium

-Eater'

を
読
ん
だ
こ
と
で
、「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の

断
片
」
を
、
そ
の
「
向
ふ
を
張
る
」
テ
キ
ス
ト
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
も
と

も
と
一
個
の
独
立
し
た
短
編
だ
っ
た
「
月
か
げ
」
は
、
ド
・
ク
イ
ン
シ
ー
の

テ
キ
ス
ト
を
呼
び
込
む
こ
と
で
「
指
紋
」
へ
と
接
続
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

'C
onfession

of
A
n
English

O
pium

-Eater'

と
は
、
ド
・
ク
イ
ン
シ
ー
が
幼
い

頃
の
記
憶
か
ら
阿
片
を
使
用
す
る
に
至
っ
た
経
緯
、
そ
し
て
阿
片
に
よ
る
幻

覚
を
描
写
し
た
自
伝
的
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
そ
の
日
本
語
訳
は
辻
潤
が
最
初

で
、
一
九
一
八
年
五
月
に
天
佑
社
か
ら
『
阿
片
溺
愛
者
の
告
白
』
と
し
て
出

版
さ
れ
た
。「D

e
Q
uincy

」
あ
る
い
は
、「'C

onfession
of

A
n
English

O
pium

-Eater'

」
と
い
う
記
号
は
「
指
紋
」
本
編
に
も
刻
ま
れ
、
Ｒ
・
Ｎ
が
阿

片
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
必
ず
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら

の
記
号
は
、
特
に
そ
の
夢
の
描
写
を
想
起
さ
せ
る
。
ド
・
ク
イ
ン
シ
ー
の
夢

の
描
写
は
「
散
文
詩
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
辻
潤
は
『
阿

片
溺
愛
者
の
告
白
』
の
解
説
に
あ
た
る
「
蛇
足
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
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こ
の
書
は
文
学
上
の
分
類
か
ら
云
つ
て
、
当
然
、"B

ell-Letters''

の
中

に
這
入
る
べ
き
筈
の
も
の
で
あ
る
。
就
中
、
夢
の
描
写
な
ど
は
原
文
で
は

立
派
な
散
文
詩
で
あ
る
。
そ
れ
が
僕
の
プ
ロ
ゼ
イ
ツ
ク
な
訳
し
方
で
味
も

ソ
ツ
ケ
も
な
く
な
つ
て
ゐ
る
の
は
甚
だ
申
し
訳
な
い
。

（『
阿
片
溺
愛
者
の
告
白
』）

辻
潤
に
よ
れ
ば
、
ド
・
ク
イ
ン
シ
ー
の
夢
の
描
写
は
「
立
派
な
散
文
詩
」

で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
そ
の
「
散
文
詩
」
は
「
原

文
」
だ
か
ら
こ
そ
「
立
派
な
」
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
辻
潤
が
自

身
の
訳
を
「
プ
ロ
ゼ
イ
ツ
ク
な
訳
し
方
」
と
述
懐
す
る
よ
う
に
、
翻
訳
を
経

る
こ
と
で
、
ド
・
ク
イ
ン
シ
ー
の
「
散
文
詩
」
と
し
て
の
夢
の
描
写
の
価
値

は
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
私
」
が
Ｒ
・
Ｎ

の
断
片
を
公
表
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
『
阿
片
溺
愛
者
の
告
白
』
で
は
、

翻
訳
者
辻
潤
に
よ
っ
て
、「
散
文
詩
」
を
翻
訳
し
て
し
ま
う
こ
と
が
原
文
の
価

値
を
損
な
わ
せ
る
こ
と
の
要
因
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

一
方
、「
月
か
げ
」
の
「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
も
英
語
で
書
か
れ

て
お
り
、「
私
」は
そ
れ
を
翻
訳
し
て
公
表
す
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、「
私
」
の
翻
訳
に
対
す
る
意
識
は
、
辻
潤
が
述
べ
た
よ
う
な
意
識
と

は
異
な
っ
て
い
る
。「
私
」
の
「
前
書
き
」
を
見
て
み
よ
う
。

私
の
訳
は
、
そ
の
原
文
が
親
友
の
手
に
な
つ
た
と
い
ふ
こ
と
の
理
由
で
、

ご
ら
ん
の
と
ほ
り
、
必
ず
し
も
逐
字
的
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
多
分

原
の
意
味
を
間
違
へ
て
は
居
な
か
ら
う
。

（「
月
か
げ
」）

「
私
」
は
Ｒ
・
Ｎ
が
英
語
で
書
い
た
断
片
を
日
本
語
に
翻
訳
し
た
。
し
か

も
、
そ
の
訳
は
「
親
友
の
手
に
な
つ
た
」
と
い
う
理
由
で
、「
逐
字
的
な
も
の

で
は
な
い
」
に
も
関
わ
ら
ず
、「
原
の
意
味
」
は
間
違
え
て
い
な
い
と
い
う
の

だ
。「
私
」
は
「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
が
ド
・
ク
イ
ン
シ
ー
の
「
向

ふ
を
張
る
」
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
い
な
が
ら
、
そ
の
価
値
が
翻
訳
に
よ

っ
て
変
化
す
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
私
」
は
言
語
を
翻
訳
し

て
も
残
る
も
の
に
価
値
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、「
前
書
き
」
で
「
私
」
が
見
出
し
て
い
る
言
語
の
違
い
と
い
っ
た
も

の
に
左
右
さ
れ
な
い
「
原
の
意
味
」
の
内
実
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の

引
用
の
直
前
、「
私
」
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
は
そ
れ
を
こ
こ
へ
訳
出
す
る
。
そ
れ
は
別
に
、
Ｒ
・
Ｎ
の
書
い
た
断
片

の
な
か
で
最
も
傑
出
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
理
由
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。「
指
紋
」

の
な
か
で
、
ち
よ
う
ど
あ
の
夢
の
あ
た
り
が
よ
ほ
ど
不
充
分
だ
か
ら
、
こ

の
Ｒ
・
Ｎ
自
身
の
文
章
が
、（
別
の
事
の
描
写
で
は
あ
る
が
）
幾
分
私
の
あ

の
不
充
分
な
箇
所
の
効
果
を
補
う
て
く
れ
は
し
な
い
か
と
思
ふ
か
ら
で
あ

る
。

（「
月
か
げ
」）

「
私
」
は
、「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
が
「
別
の
事
の
描
写
」
だ
が
、

「
指
紋
」
本
編
の
「
夢
の
あ
た
り
」
の
「
不
充
分
な
箇
所
の
効
果
を
補
う
」

と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
描
写
」
の
対
象
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
、「
阿

片
の
夢
」
の
「
効
果
」
を
補
う
と
い
う
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
「
効
果
」
を
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補
う
も
の
こ
そ
「
私
」
が
断
り
を
い
れ
て
い
る
「
描
写
」
と
い
う
点
な
の
で

あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
私
」
は
何
を
描
写
す
る
か
で
は
な
く
、
ど
う
や
っ

て
描
写
す
る
か
と
い
う
問
題
に
関
心
を
向
け
て
「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断

片
」
に
価
値
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
月
か
げ
」
の
「
前
書
き
」
部
分
で
示
さ
れ
る
「
指
紋
」
へ
の

接
続
を
意
図
す
る
言
説
と
並
行
し
て
、『
病
め
る
薔
薇
』
上
の
「
指
紋
」
本
編

で
は
加
筆
に
よ
っ
て
、「
月
か
げ
」
を
補
助
線
と
し
て
読
む
こ
と
が
促
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
確
認
し
よ
う
。

『
病
め
る
薔
薇
』
収
録
に
際
し
て
、「
指
紋
」
本
編
に
は
「
阿
片
の
夢
」
の

描
写
の
途
中
、「
私
（
引
用
者
注
：
Ｒ
・
Ｎ
）
は
月
さ
へ
み
れ
ば
き
つ
と
月
を
、

月
さ
へ
見
れ
ば
き
つ
と
水
を
見
た
。」
と
い
う
一
節
の
直
後
に
、「
別
項
、
附

録
『
月
か
げ
』
参
照
」
と
い
う
加
筆
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
加
筆
に
よ
っ
て
、「
指

紋
」
本
編
の
「
阿
片
の
夢
」
は
「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
に
描
か
れ

た
「
或
る
夜
」
の
世
界
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
阿
片
の
夢
」
か
ら

「
月
か
げ
」
を
参
照
す
る
と
、「
私
」
の
「
前
書
き
」
部
分
に
は
、「
阿
片
の

夢
」
と
「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
は
、
そ
の
「
描
写
」
上
の
共
通
性

が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。こ
う
し
て
、「
指
紋
」

本
編
の
「
阿
片
の
夢
」
と
「
月
か
げ
」
の
「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」

は
、「
描
写
」
に
着
目
し
て
読
む
地
平
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
指
紋
」
と
「
月
か
げ
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
が
結
び
つ

け
ら
れ
る
一
方
で
、「
指
紋
」
本
編
の
ま
た
違
っ
た
箇
所
で
は
、「
Ｒ
・
Ｎ
の

遺
稿
か
ら
の
断
片
」
に
も
う
一
つ
の
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
の
だ
。
初
出
で
あ
る
『
中
央
公
論
』「
秘
密
と
開
放
」
号
上
の
「
指
紋
」
に

は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
り
、
こ
の
一
節
は
『
病
め
る
薔
薇
』
上
で
も
改
変

さ
れ
な
か
っ
た
箇
所
で
あ
る
。

彼
は
活
動
写
真
を
芸
術
の
最
も
新
ら
し
い
立
派
な
一
様
式
だ
、
さ
う
し
て

科
学
が
芸
術
に
向
つ
て
直
接
寄
与
し
た
唯
一
の
も
の
で
あ
る
と
断
言
し
た
。

（
中
略
）
そ
れ
は
何
等
の
間
違
つ
た
点
の
な
い
立
論
で
、
且
つ
一
篇
の
散

文
詩
の
や
う
な
議
論
と
し
て
私
を
よ
ろ
こ
ば
せ
た
。（
私
は
せ
め
て
は
そ
れ

だ
け
で
も
こ
こ
へ
書
い
て
見
た
い
。
し
か
し
こ
の
原
稿
の
紙
数
や
〆
切
り

や
の
関
係
か
ら
、
必
要
な
道
草
も
喰
つ
て
居
ら
れ
な
い
こ
と
を
遺
憾
と
す

る
。
併
し
、
何
時
か
好
機
を
得
て
彼
が
私
に
聞
か
せ
た
う
ち
の
私
を
敬
服

さ
せ
た
こ
と
が
ら
を
、
彼
の
代
わ
り
に
私
が
書
き
列
ね
る
で
あ
ら
う
こ
と

を
約
束
す
る
。）

（「
指
紋
」）

「
私
」
は
Ｒ
・
Ｎ
と
交
わ
し
た
議
論
を
回
想
し
、〈
映
画
〉
に
関
す
る
議
論

が
「
一
篇
の
散
文
詩
」
の
よ
う
だ
っ
た
と
ふ
り
か
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を

読
者
に
伝
え
る
の
が
「
必
要
な
道
草
」
だ
が
、
執
筆
上
の
問
題
に
よ
っ
て
書

け
ず
、「
何
時
か
好
機
を
得
て
」「
書
き
列
ね
る
」
こ
と
を
「
約
束
す
る
」
と

い
う
。
初
出
に
も
見
ら
れ
た
こ
の
一
節
が
、『
病
め
る
薔
薇
』
収
録
に
際
し
て

も
削
除
さ
れ
ず
、「
月
か
げ
」
で
「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
が
引
用
さ

れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
は
〈
映
画
〉
に
つ

い
て
の
「
散
文
詩
の
や
う
な
議
論
」
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
の
意
味
も
付
与

さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
は
、「
阿
片
の
夢
」
の
描
写
を
補
う
も
の

－59－
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と
し
て
「
指
紋
」
本
編
の
補
助
線
と
さ
れ
な
が
ら
、
一
方
で
は
〈
映
画
〉
に

つ
い
て
の
意
味
も
付
与
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断

片
」
は
「
描
写
」
方
法
と
〈
映
画
〉
に
つ
い
て
の
立
論
と
い
う
二
重
の
意
味

を
帯
び
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
「
指
紋
」
と
合
わ
せ
て
読
む
こ
と
が
期
待
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
ま
ず
、
描
写
の
問
題
と
し
て
「
指
紋
」
本
編
の
「
効
果
を
補
う
」

と
い
う
「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
に
は
、
ど
の
よ
う
な
描
写
が
見
ら

れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
で
は
、「
或
る

夜
」
の
世
界
が
【
私
】
の
視
線
に
し
た
が
っ
て
描
写
さ
れ
る
の
だ
が
、
視
線

を
向
け
る
【
私
】
の
存
在
は
後
景
化
さ
れ
、
読
者
が
「
或
る
夜
」
の
世
界
を

見
る
レ
ン
ズ
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
例
え
ば
次
の

箇
所
を
見
て
み
よ
う
。「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
の
冒
頭
、
眠
り
か
ら

目
覚
め
た
【
私
】
が
違
和
感
を
覚
え
、
窓
を
開
く
と
広
が
っ
て
い
た
「
或
る

夜
」
の
世
界
の
描
写
で
あ
る
。

深
い
夜
霧
で
あ
る
。
そ
れ
が
今
だ
ん
だ
ん
と
晴
れ
て
行
か
う
と
し
て
居
る
。

…
…
見
る
と
、
そ
の
霧
の
中
を
何
か
非
常
に
大
き
な
も
の
が
、
か
す
か
に

動
く
の
が
見
え
る
。
つ
づ
い
て
二
つ
。
右
手
の
方
か
ら
左
の
方
へ
押
し
進

ん
で
居
る
や
う
で
あ
る
。
静
か
に
静
か
に
で
あ
る
。
そ
れ
が
何
で
あ
る
か

ち
よ
つ
と
検
討
が
つ
か
ぬ
。
垂
れ
た
雲
の
や
う
で
も
あ
る
。
兎
に
角
よ
ほ

ど
大
き
い
。
そ
れ
ば
か
り
を
凝
視
し
て
居
る
と
だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
つ
て
、

そ
こ
ら
一
面
に
ひ
ろ
が
る
や
う
に
も
思
へ
る
。
灰
色
で
あ
る
。
さ
う
思
つ

て
見
て
居
る
う
ち
に
、
霧
は
だ
ん
だ
ん
晴
れ
て
行
く
。
え
た
い
の
知
れ
ぬ

大
き
な
も
の
は
、
何
か
の
一
群
で
あ
る
ら
し
い
。
…
…
霧
の
晴
れ
る
の
に

従
う
て
、
そ
の
奇
妙
な
も
の
の
正
体
が
だ
ん
だ
ん
と
解
つ
て
来
る
。
帆
前

船
で
あ
る
。
大
き
な
夢
の
や
う
に
大
き
な
帆
前
船
が
、
す
う
つ
と
進
ん
で

い
く
の
で
あ
る
。

（「
月
か
げ
」、
傍
線
筆
者
）

「
夜
霧
」
に
よ
っ
て
閉
ざ
さ
れ
た
視
界
が
開
け
て
い
く
と
と
も
に
、「
何
か

非
常
に
大
き
な
も
の
」
が
動
い
て
い
る
。
そ
れ
が
二
つ
静
か
に
右
か
ら
左
へ

と
動
い
て
い
く
。
霧
が
晴
れ
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、「
夢
の
や
う
に
大
き
な

帆
前
船
」
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
だ
ん
だ
ん
」
と
い
う
副
詞
に
よ
っ
て
、

途
切
れ
る
こ
と
な
く
流
動
的
に
描
か
れ
る
。「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」

で
は
、「
或
る
夜
」
の
世
界
が
、
一
貫
し
て
【
私
】
の
視
点
か
ら
描
写
さ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
描
写
は
【
私
】
の
〈
視
覚
〉
に
特
化
す
る
こ
と
で
、
む
し
ろ

【
私
】
と
い
う
存
在
を
後
景
化
さ
せ
、
世
界
を
映
し
出
す
レ
ン
ズ
の
よ
う
に

機
能
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
効
果
を
支
え
て
い
る
の
が
「
無

意
識
」
や
「
性
的
な
欲
望
」、
あ
る
い
は
「
ふ
と
」
や
「
気
が
つ
け
ば
」
と
い

っ
た
言
葉
で
あ
る
。

こ
の
窓
か
ら
の
眺
め
を
一
と
ほ
り
見
る
と
、
私
は
こ
こ
と
は
反
対
の
側
に

あ
る
今
一
つ
の
窓
の
方
へ
歩
い
て
行
つ
た
。
殆
ど
無
意
識
に
さ
う
し
た
の

で
あ
る
。

（「
月
か
げ
」、
傍
線
筆
者
）

フ
ロ
イ
ト
が
提
唱
し
た
「
無
意
識
」
と
い
う
概
念
は
、
人
間
主
体
が
意
識

－60－
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す
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
暗
黒
大
陸
」
と
喩
え
ら
れ
、
明
治
末
年
か
ら
大
正

期
に
か
け
て
日
本
で
も
関
心
が
高
ま
っ
た
(
)。
引
用
部
の
よ
う
に
「
Ｒ
・
Ｎ

10

の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
で
は
、【
私
】
の
行
動
、
視
線
の
移
ろ
い
は
「
無
意
識
」

的
な
導
き
に
よ
る
衝
動
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。「
無
意
識
」
と
い
う

言
葉
に
よ
っ
て
【
私
】
と
い
う
存
在
の
主
体
性
は
排
除
さ
れ
、「
夜
霧
」「
帆

前
船
」「
噴
水
」
と
い
っ
た
象
徴
的
な
記
号
が
、【
私
】
と
い
う
レ
ン
ズ
に
よ

っ
て
映
し
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

作
中
人
物
の
視
線
を
レ
ン
ズ
と
し
て
機
能
さ
せ
る
こ
の
よ
う
な
描
写
は
、

「
指
紋
」
本
編
で
Ｒ
・
Ｎ
が
見
た
と
い
う
「
阿
片
の
夢
」
の
描
写
に
も
見
ら

れ
る
。
例
え
ば
次
の
箇
所
を
見
て
み
よ
う
。

そ
の
時
で
あ
る
。
私
の
夢
の
な
か
へ
不
意
に
武
装
を
し
た
騎
士
（
私
は
よ

く
古
代
や
中
世
紀
の
も
の
を
夢
に
見
た
）
が
現
れ
て
、
そ
れ
が
城
壁
を
、

ど
う
い
ふ
風
に
だ
か
は
つ
き
り
と
は
解
ら
な
い
が
、
兎
に
角
、
城
壁
の
内

部
を
ず
ん
ず
ん
透
し
て
湖
水
に
面
し
て
現
れ
て
出
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、

気
が
つ
い
て
み
る
と
、
あ
の
碧
い
、
古
画
に
描
か
れ
た
歳
暮
の
衣
服
の
色

の
や
う
に
碧
い
湖
水
に
は
、
生
き
て
眠
つ
て
居
る
の
だ
か
死
ん
で
居
る
の

だ
か
、
何
れ
に
せ
よ
、
全
く
身
動
き
も
せ
ず
に
横
た
は
つ
て
居
る
一
人
の

人
間
が
、
瀞
ん
だ
水
面
に
、
水
の
表
面
に
、
恰
も
陸
に
上
げ
て
あ
る
船
の

や
う
に
ぽ
つ
く
り
と
浮
か
ん
で
居
る
の
で
あ
る
。（「
指
紋
」、
傍
線
筆
者
）

Ｒ
・
Ｎ
の
「
阿
片
の
夢
」
に
は
「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
と
同
じ

よ
う
に
、【
私
】
と
い
う
作
中
人
物
の
視
線
に
映
る
奇
妙
な
世
界
が
描
写
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
視
線
は
、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
「
気
が
つ
い
て
み
る
と
」

と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
移
ろ
っ
て
い
く
。
先
に
確
認
し
た
「
無
意
識
」
と
こ

こ
で
の「
気
が
つ
い
て
み
る
と
」は
、と
も
に
描
写
の
視
線
に
移
ろ
い
を【
私
】

の
意
識
外
の
働
き
に
よ
る
も
の
と
し
て
表
象
し
て
い
る
の
だ
。「
月
か
げ
」
の

「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
と
「
指
紋
」
の
「
阿
片
の
夢
」
に
は
、【
私
】

を
レ
ン
ズ
と
し
て
機
能
さ
せ
な
が
ら
〈
像
〉
を
映
し
出
し
て
い
る
と
い
う
描

写
上
の
共
通
性
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
と
「
指
紋
」
本
編
の
「
阿
片
の
夢
」
に

は
こ
う
し
た
描
写
上
の
共
通
性
が
あ
る
。
で
は
、「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断

片
」
の
も
う
一
方
の
意
味
、〈
映
画
〉
に
つ
い
て
の
「
散
文
詩
の
や
う
な
議
論
」

は
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
「
月
」
あ
る
い
は

「
月
光
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
類
似
で
あ
る
。
ま
ず
は
、「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か

ら
の
断
片
」
の
一
節
を
見
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
描
写
さ
れ
る
「
或
る
夜
」
の

世
界
は
次
の
よ
う
な
空
間
を
な
し
て
い
る
。

そ
れ
に
し
て
も
何
と
い
ふ
こ
の
景
色
の
変
り
方
で
あ
ら
う
。
月
光
が
す
べ

て
の
も
の
を
美
し
く
見
せ
、
人
の
心
を
ま
で
超
越
的
に
す
る
事
は
、
私
も

か
ね
が
ね
見
て
知
つ
て
居
る
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
月
夜
を
愛
し
も
す
る
。

そ
れ
に
し
て
も
月
光
と
い
ふ
も
の
が
こ
れ
ほ
ど
の
魔
術
を
か
く
し
て
居
た

の
で
あ
ら
う
か
。
私
は
、
し
か
し
驚
き
は
し
な
い
。
非
常
に
う
れ
し
い
だ

け
で
あ
る
。
祈
願
が
聴
か
れ
た
人
の
や
う
に
。
私
は
わ
れ
知
ら
ず
笑
顔
に

な
つ
た
。
本
当
に
愛
す
る
も
の
に
の
み
そ
れ
の
神
秘
は
開
か
れ
る
。
月
は

私
に
酬
い
た
の
で
あ
る
。

（「
月
か
げ
」）
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【
私
】
は
「
月
」
が
放
つ
「
月
光
」
が
「
す
べ
て
の
も
の
を
美
し
く
見
せ
」

る
「
魔
術
」
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
。「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
の
中

で
、「
月
」
は
「
或
る
夜
」
の
世
界
を
生
み
だ
す
存
在
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の

〈
光
源
〉
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
う
し
た
「
超
越
的
」
な

も
の
を
可
能
に
す
る
〈
光
源
〉
と
し
て
の
「
月
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
「
指

紋
」
本
編
の
「
阿
片
の
夢
」
に
も
見
ら
れ
る
。

城
壁
の
後
に
回
々
教
の
殿
堂
と
い
ふ
対
照
は
理
知
的
に
考
へ
る
と
い
か
に

も
飛
び
離
れ
た
組
合
わ
せ
で
は
あ
る
が
、
夢
の
な
か
で
は
そ
れ
が
最
も
合

理
的
な
リ
ズ
ム
で
調
和
さ
れ
て
居
た
。
さ
う
。
そ
れ
に
明
る
い
月
光
が
照

し
て
居
た

（「
指
紋
」）

こ
こ
で
も
、「
月
光
」
は
、「
城
壁
」
と
「
回
々
教
の
殿
堂
と
い
ふ
対
照
」

と
い
っ
た
「
飛
び
離
れ
た
組
合
わ
せ
」
と
と
も
に
語
ら
れ
る
。
他
に
も
「
阿

片
の
夢
」
に
は
「
そ
の
ド
オ
ム
を
月
の
光
が
滑
り
落
ち
て
居
た
」
や
「
槍
の

穂
尖
が
月
光
で
き
ら
き
ら
煌
め
い
た
」
と
い
う
よ
う
に
、「
月
光
」
は
「
阿
片

の
夢
」
に
浮
か
び
上
が
る
記
号
を
照
ら
し
出
す
も
の
と
し
て
書
き
込
ま
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
と
「
阿
片
の
夢
」
に
は
、
こ
の
よ
う
な

描
写
方
法
と
モ
チ
ー
フ
の
共
通
性
が
見
ら
れ
る
。
だ
が
、「
指
紋
」
本
編
に
は
、

も
う
ひ
と
つ
、
こ
う
し
た
点
を
共
有
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
私
」
と

Ｒ
・
Ｎ
が
浅
草
「
Ｄ
館
」
で
見
た
映
画
『
女
賊
ロ
ザ
リ
オ
』
の
描
写
で
あ
る
。

画
面
は
ず
ん
と
転
展
し
て
行
つ
た
。
ち
ょ
う
ど
、
女
賊
ロ
ザ
リ
オ
が
そ
の

子
分
の
運
転
手
ジ
ヨ
ン
ソ
ン
と
い
ふ
男
と
、
或
る
酒
場
の
片
隅
で
何
か
の

た
く
み
を
耳
打
ち
す
る
お
と
こ
ろ
で
あ
つ
た

―
画
面
は
彼
の
表
情
を
見

せ
る
た
め
大
映
し
に
な
つ
た
。
初
め
は
ロ
ザ
リ
オ
の
顔
だ
け
か
、
見
え
な

マ
マ

い
。
ロ
ザ
リ
オ
は
見
か
け
は
い
か
に
も
可
憐
で
高
貴
で
若
い
貴
婦
人
の
や

う
な
顔
を
、
強
い
光
の
逆
光
線
で
、
我
々
の
前
へ
大
き
く
現
し
た
。

（「
指
紋
」）

映
画
の
画
面
は
「
ず
ん
と
転
展
し
て
」
い
く
。
映
画
の
観
客
で
あ
る
「
私
」

と
Ｒ
・
Ｎ
は
カ
メ
ラ
が
映
し
出
す
画
面
に
従
っ
て
い
く
し
か
な
い
。
そ
う
し

た
映
画
の
画
面
を
描
写
す
る
「
私
」
は
、
画
面
の
切
り
替
わ
り
、
す
な
わ
ち

カ
メ
ラ
の
動
き
を
「

―
」
を
用
い
て
表
し
て
い
る
。「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら

の
断
片
」
に
見
ら
れ
た
【
私
】
の
視
線
を
導
く
「
無
意
識
」
と
い
う
言
葉
と
、

こ
こ
で
の
「

―
」
は
、
作
中
の
視
点
を
切
り
替
え
る
効
果
を
生
み
だ
す
と

い
う
点
で
通
じ
合
う
と
い
え
る
の
だ
。

ま
た
、「
ロ
ザ
リ
オ
」
の
顔
は
「
強
い
光
の
逆
光
線
」
の
中
に
浮
か
び
上
が

る
。
こ
こ
で
も
映
し
出
さ
れ
る
も
の
は
〈
光
〉
を
浴
び
て
い
る
の
だ
。「
阿
片

の
夢
」
の
「
月
の
光
」
に
照
ら
さ
れ
る
世
界
、
ま
た
「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら

の
断
片
」
で
「
月
」
と
い
う
〈
光
源
〉
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
る
「
或
る
夜
」

の
世
界
と
、
画
面
に
「
逆
光
線
」
で
映
像
が
映
し
出
さ
れ
る
映
画
の
世
界
は
、

〈
光
〉
に
よ
っ
て
世
界
が
立
ち
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
点
を
持
つ
の

で
あ
る
。『
病
め
る
薔
薇
』
上
で
「
指
紋
」
の
「
附
録
」
と
さ
れ
た
「
月
か
げ
」
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を
補
助
線
と
し
て
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
「
阿
片
の
夢
」
と
映
画
『
女
賊
ロ
ザ

リ
オ
』
の
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
が
、
視
覚
的
な
〈
像
〉
を
ど
う
描
写
す
る
か
と

い
う
問
題
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
る
の
だ
。

こ
う
し
た
〈
像
〉
を
め
ぐ
る
描
写
と
〈
映
画
〉
と
い
う
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に

つ
い
て
、
佐
藤
春
夫
が
同
時
期
に
意
識
的
だ
っ
た
こ
と
は
、
一
九
一
八
年
九

月
の
『
中
央
公
論
』「
秋
期
大
附
録
号
」（
第
三
三
年
第
一
〇
号
）
の
「
新
時

代
の
流
行
の
象
徴
と
し
て
観
た
る
『
自
動
車
』
と
『
活
動
写
真
』
と
『
カ
フ

ェ
ー
』
の
印
象
」
と
い
う
特
集
に
掲
載
さ
れ
た
発
言
な
ど
に
如
実
に
現
れ
て

い
る
。
春
夫
は
大
部
分
を
活
動
写
真
に
つ
い
て
の
言
及
に
費
や
し
、
活
動
写

真
の
弁
士
が
「
そ
の
巧
拙
に
か
か
は
ら
ず
実
に
不
愉
快
な
も
の
」
で
あ
り
不

要
な
存
在
だ
と
述
べ
た
上
で
、
活
動
写
真
と
文
芸
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の

よ
う
な
考
え
を
提
示
し
て
い
る
。

○
文
芸
上
の
傑
作
が
活
動
写
真
に
な
る
な
ら
ば
、
同
時
に
文
芸
的
の
創
作

も
活
動
写
真
で
出
来
る
で
せ
う
。
そ
れ
は
文
学
よ
り
も

に
有
機
的
な
、

直
接
な
記
号

―
即
ち
、
人
間
そ
の
も
の
や
そ
の
他
そ
れ
ぞ
れ
の
実
際
の

も
の
の
幻
影
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
必
要
に
応
じ
て
直
ぐ
に
見
せ
る
こ
と
が
出

来
る
だ
け
に
、
も
つ
と
端
的
だ
と
も
考
へ
ら
れ
ま
す
。

春
夫
は
活
動
写
真
す
な
わ
ち
〈
映
画
〉
の
可
能
性
を
、「
文
芸
上
の
傑
作
が

活
動
写
真
に
な
る
」
だ
け
で
は
な
く
、「
文
芸
的
の
創
作
も
活
動
写
真
で
出
来

る
」
と
い
う
こ
と
に
見
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、〈
映
画
〉
が
「
文
学
よ
り
も

に
有
機
的
な
、
直
接
な
記
号
」「
実
際
の
も
の
の
幻
影
」
を
「
見
せ
る
こ
と

が
出
来
る
」
と
い
う
可
能
性
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
春

夫
の
〈
映
画
〉
に
対
す
る
創
作
の
興
味
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、〈
映
画
〉
制

作
か
ら
反
転
し
て
、
文
学
者
と
し
て
の
春
夫
が
、
文
学
に
お
い
て
「
直
接
な

記
号
」「
実
際
の
も
の
の
幻
影
」
を
「
見
せ
る
」
こ
と
の
面
白
さ
を
前
に
し
な

が
ら
、
そ
の
困
難
さ
を
も
感
じ
取
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
阿
片
の

夢
」
や
「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
そ
し
て
映
画
『
女
賊
ロ
ザ
リ
オ
』

に
見
ら
れ
る
描
写
の
特
徴
、〈
光
〉
の
モ
チ
ー
フ
は
〈
映
画
〉
の
可
能
性
を
意

識
し
た
春
夫
の
実
践
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
方
で
「
直
接
な
記
号
」「
実
際
の
も
の
の
幻
影
」
を
文
学
に
お
い
て
示
す

こ
と
の
困
難
さ
を
意
識
し
て
い
た
春
夫
は
、「
指
紋
」
本
編
の
中
に
、〈
像
〉

を
「
見
せ
」
ら
れ
な
い
「
私
」
を
描
き
込
ん
で
い
る
。
次
節
で
は
、
書
き
手

と
し
て
の
「
私
」
に
注
目
し
、「
指
紋
」
と
い
う
物
語
が
〈
像
〉
を
「
見
せ
る
」

と
い
う
〈
映
画
〉
の
可
能
性
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
批
評
性
を
持
ち
う
る
か

を
考
察
し
た
い
。

四

「
指
紋
」
の
構
造

ま
ず
は
「
私
」
が
Ｒ
・
Ｎ
の
「
謎
解
き
」
を
書
き
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
に

注
目
し
、
Ｒ
・
Ｎ
の
探
偵
行
為
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。
次
の
箇

所
は
、
Ｒ
・
Ｎ
が
「
私
」
に
隠
し
て
い
た
長
崎
の
阿
片
窟
で
の
殺
人
嫌
疑
に

つ
い
て
打
ち
明
け
、
謎
解
き
を
す
る
場
面
で
あ
る
。
そ
の
Ｒ
・
Ｎ
の
謎
解
き

の
重
要
な
前
提
は
、
殺
人
事
件
当
時
の
「
現
実
と
夢
幻
と
の
切
り
離
し
難
い
」
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状
態
だ
っ
た
の
を
、「
無
意
識
」
の
状
態
だ
っ
た
と
考
え
て
い
る
こ
と
だ
。
そ

の
上
で
、
Ｒ
・
Ｎ
は
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
て
以
来
、「
無
意
識
で
あ
つ
た
と
は
言

へ
実
際
に
あ
の
死
骸
で
あ
つ
た
男
を
殺
し
た
者
は
自
分
で
は
な
か
つ
た
か
と

思
ふ
や
う
に
な
り
」、
謎
解
き
を
す
る
の
は
「
殺
人
者
が
自
分
自
身
で
は
な
い

か
と
い
ふ
恐
ろ
し
い
自
分
自
身
に
対
す
る
嫌
疑
を
自
分
自
身
に
晴
ら
」
す
た

め
だ
と
語
る
。
そ
し
て
、
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
映
画
『
女
賊
ロ

ザ
リ
オ
』
を
見
に
行
っ
た
と
き
の
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
。
Ｒ
・
Ｎ
が
そ
の
経

緯
を
語
る
箇
所
に
は
、
次
の
よ
う
な
加
筆
が
見
ら
れ
る
。（
傍
線
を
付
し
た
箇

所
が
加
筆
部
分
で
あ
る
。
以
下
も
同
様
。）

あ
の
運
転
手
ジ
ヨ
ン
ソ
ン
の
顔
が
、
女
賊
ロ
ザ
リ
オ
の
巨
き
な
笑
顔
の
横

で
、
ひ
よ
い
と
我
々
の
方
へ
ふ
り
向
い
た
瞬
間
で
あ
つ
た
。
私
は
そ
の
男
、

目
の
前
の
画
の
な
か
の
逆
光
線
を
浴
び
た
男
の
顔
が
、
あ
の
私
の
夢
の
な

か
の
月
光
を
浴
び
た
騎
士
の
顔
に
寸
分
違
は
な
い
こ
と
を
直
覚
的
に
見
た
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
そ
れ
は
上
海
の
阿
片
窟
で
た
び
た
び
見
た
顔
だ
つ
た
こ

と
さ
へ
、
一
時
に
思
ひ
出
さ
れ
た
。
併
し
、
私
は
そ
の
時
私
の
そ
の
直
覚

を
す
ぐ
馬
鹿
馬
鹿
し
く
思
つ
た
。
私
が
単
に
ち
よ
う
ど
あ
の
時
の
夢
ほ
ど

の
大
さ
の
人
間
の
顔
を
見
た
瞬
間
、
私
は
私
の
夢
を
映
画
の
な
か
へ
投
げ

込
ん
だ
と
思
ひ
な
ほ
し
て
自
分
自
身
を
打
消
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
こ
の
様

子
だ
と
自
分
は
今
に
何
を
見
て
も
阿
片
の
夢
の
や
う
に
怪
異
に
見
へ
出
し
、

若
し
か
す
れ
ば
あ
の
自
分
自
身
が
殺
人
者
で
あ
る
夢
が
、
何
も
な
い
空
間

へ
で
も
、
阿
片
を
用
ゐ
な
い
時
に
で
も
、
見
え
出
し
は
し
な
い
か
と
い
ふ

心
配
さ
へ
閃
い
た
。
映
画
は
普
通
の
大
き
さ
に
な
つ
た
。
し
か
し
、
そ
れ

が
一
た
ん
さ
う
思
は
れ
出
し
て
か
ら
は
、
夢
の
な
か
の
槍
を
持
つ
た
騎
士

で
あ
る
と
い
ふ
気
持
は
多
少
減
じ
た
け
れ
ど
も
、
上
海
の
阿
片
窟
で
二
年

半
か
三
年
か
或
は
三
年
半
か
以
前
に
よ
く
見
た
男
に
相
違
な
い
と
い
ふ
気

持
が
し
て
な
ら
な
く
な
つ
た
。
さ
う
し
て
そ
の
男
が
上
海
の
あ
の
阿
片
窟

の
戸
口
へ
歩
い
て
来
た
時
の
様
子
が
実
に
明
瞭
に
私
の
眼
に
浮
か
び
初
め

た
の
で
あ
る
。

加
筆
箇
所
を
見
る
と
、
Ｒ
・
Ｎ
は
「
逆
光
線
」
を
浴
び
た
「
運
転
手
ジ
ヨ

ン
ソ
ン
の
顔
」
と
、
長
崎
の
阿
片
窟
で
見
た
夢
に
現
れ
た
「
月
光
」
を
浴
び

た
「
騎
士
の
顔
」
と
が
似
て
い
る
こ
と
を
「
直
覚
的
に
」
発
見
し
た
こ
と
が

加
筆
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
度
は
「
私
は
私
の
夢
を
映
画
の
な
か
へ
投

げ
込
ん
だ
」
だ
け
だ
と
思
い
な
が
ら
も
、
ま
す
ま
す
、
二
人
の
顔
が
一
致
す

る
よ
う
に
思
わ
れ
、
上
海
の
阿
片
窟
で
よ
く
見
か
け
た
男
が
「
眼
に
浮
か
」

ぶ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
つ
づ
く
。
Ｒ
・
Ｎ
は
「
無
意
識
」
状
態
に
あ

っ
た
夢
と
『
女
賊
ロ
ザ
リ
オ
』
と
い
う
映
画
が
別
物
で
あ
る
と
思
い
な
が
ら

も
、「
逆
光
線
」「
月
光
」
と
い
う
〈
光
〉
に
よ
っ
て
映
し
出
さ
れ
る
視
覚
的

な
〈
像
〉
の
類
似
に
よ
っ
て
、
映
画
と
「
無
意
識
」
を
接
続
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。「
私
」
の
加
筆
は
、
そ
う
し
た
〈
像
〉
が
〈
光
〉
に
よ
っ
て
映
し
出

さ
れ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
一
柳
廣
孝
は
、
フ
ロ
イ
ト
学
説
の
日
本
移
入
が
も
た
ら
し
た

「
無
意
識
」
と
い
う
領
域
は
、「
身
体
と
結
び
つ
い
た
「
性
」
の
領
域
に
新
た

な
光
を
当
て
る
と
と
も
に
、
一
方
で
は
「
無
意
識
」
と
い
う
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー

ル
の
向
こ
う
側
に
広
が
る
他
界
へ
の
欲
望
を
喚
起
し
、
我
々
の
内
な
る
異
界
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に
ひ
と
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
提
供
し
た
」
(
)と
述
べ
て
い
る
。「
指
紋
」
に
お
い

11

て
、「
我
々
の
内
な
る
異
界
」
は
視
覚
的
な
〈
像
〉
に
特
化
さ
れ
た
世
界
と
し

て
、
夢
と
映
画
が
結
び
つ
い
て
Ｒ
・
Ｎ
の
中
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
と
言
え

る
。
そ
れ
は
、
謎
解
き
を
す
る
Ｒ
・
Ｎ
の
言
葉
か
ら
窺
え
る
。

殺
人
者
ハ
映
画
ノ
ナ
カ
ヘ
現
レ
ヘ
ナ
イ
ト
云
フ
原
則
ハ
何
ニ
モ
ナ
イ
。

（３）長
崎
デ
殺
人
ヲ
シ
タ
人
間
ガ
、
亜
米
利
加
デ
活
動
写
真
ノ
俳
優
ニ
ナ
ル

コ
ト
ノ
ア
リ
得
ベ
キ
コ
ト
。
但
シ
、
ソ
ノ
殺
人
ハ
世
二
知
レ
ナ
イ
モ
ノ

デ
ア
ル
。

は
少
し
ロ
マ
ン
チ
ツ
ク
に
過
ぎ
て
意
味
に
は
承
認
し
兼
ね
る
か
も
知
れ

（３）な
い
。
し
か
し
そ
ん
な
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
だ
と
は
、

果
た
し
て
何
人
が
宣
言
出
来
や
う
や
。
況
ん
や
、
そ
れ
は
事
実
な
の
で
あ

る
か
ら
。

引
用
部
で
は
Ｒ
・
Ｎ
は
自
分
が「
無
意
識
」状
態
で
見
た
夢
の
世
界
と
、『
女

賊
ロ
ザ
リ
オ
』
と
い
う
映
画
の
世
界
に
は
、
断
絶
が
あ
る
と
「
私
」
が
思
う

こ
と
を
見
越
し
て
、「
殺
人
者
ハ
映
画
ノ
ナ
カ
ヘ
現
レ
ヘ
ナ
イ
ト
云
フ
原
則
ハ

何
ニ
モ
ナ
イ
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
こ
と
が
加
筆
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
加
筆

は
Ｒ
・
Ｎ
が
二
つ
の
世
界
の
結
び
つ
き
は
恣
意
的
だ
と
自
覚
し
て
い
る
こ
と

を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、
Ｒ
・
Ｎ
の
中
で
は
、「
無
意
識
」
状
態
の
「
阿

片
の
夢
」
と
〈
映
画
〉
を
連
続
さ
せ
る
〈
像
〉
の
類
似
は
絶
対
的
な
も
の
、「
事

実
」
な
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
恣
意
的
な
連
続
性
へ
の
確
信
は
、
Ｒ
・
Ｎ
の

謎
解
き
の
本
質
を
構
造
的
に
示
し
て
い
る
。
Ｒ
・
Ｎ
は
夢
と
映
画
の
二
つ
の

世
界
に
映
し
出
さ
れ
る
〈
像
〉
で
あ
る
騎
士
の
顔
と
「
運
転
手
ジ
ヨ
ン
ソ
ン
」

の
顔
を
、
現
実
の
「
亜
米
利
加
デ
活
動
写
真
ノ
俳
優
」
で
あ
る
「
ウ
ヰ
リ
ア

ム
・
ウ
ヰ
ル
ス
ン
」
だ
と
断
定
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
殺
人
者

と
し
て
「
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
ウ
ヰ
ル
ス
ン
」
を
追
及
す
る
た
め
で
は
な
い
。
Ｒ

・
Ｎ
の
謎
解
き
の
目
的
は
そ
も
そ
も
が
「
殺
人
者
が
自
分
自
身
で
は
な
い
か

と
い
ふ
恐
ろ
し
い
自
分
自
身
に
対
す
る
嫌
疑
を
自
分
自
身
に
晴
ら
」
す
と
い

う
自
己
完
結
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
無
意
識
」
だ
っ
た
自
分

へ
の
嫌
疑
を
「
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
ウ
ヰ
ル
ス
ン
」
へ
と
ず
ら
す
こ
と
で
、
自
ら

の
内
な
る
「
無
意
識
」
を
意
識
レ
ベ
ル
で
意
味
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
Ｒ
・
Ｎ
の
探
偵
行
為
は
、
Ｒ
・
Ｎ
自
身
の
中
に
あ
る
「
無
意

識
」
の
領
域
、
一
柳
の
い
う
「
我
々
の
内
な
る
異
界
」
を
、
現
実
の
事
物
に

よ
っ
て
意
味
づ
け
る
こ
と
な
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
Ｒ
・
Ｎ
個
人
の
意
識
と
無
意
識
の
干
渉
で
あ
る
謎
解
き
は
、

Ｒ
・
Ｎ
自
身
の
確
信
と
は
裏
腹
に
「
私
」
か
ら
は
「
狂
気
の
友
人
」
と
い
う

よ
う
に
「
気
違
ひ
」「
狂
人
」
と
い
う
眼
差
し
を
向
け
ら
れ
て
し
ま
う
。「
私
」

が
Ｒ
・
Ｎ
に
向
け
た
眼
差
し
は
、「
無
意
識
」
の
存
在
に
対
す
る
理
性
か
ら
の

眼
差
し
で
あ
る
(
)。
そ
の
上
、「
指
紋
」
で
は
個
人
の
内
に
あ
る
意
識
化
で
き

12

な
い
は
ず
の
「
無
意
識
」
が
、
現
実
の
映
画
『
女
賊
ロ
ザ
リ
オ
』
へ
と
接
続

さ
れ
て
し
ま
う
そ
の
思
考
も
ま
た
〈
狂
気
〉
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
理
性
か
ら
非
理
性
に
む
け
ら
れ
た
眼
差
し
は
、
物
語
の
最
後
、

反
転
し
て
「
私
」
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

私
は
未
だ
、
今
日
で
も
、
こ
れ
を
書
き
つ
つ
あ
る
今
日
で
も
、
あ
の
フ
ヰ
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ル
ム
の
な
か
の
指
紋
と
、
時
計
の
蓋
の
な
か
の
指
紋
と
、
そ
の
二
つ
が
ど

こ
が
ど
う
違
つ
て
居
る
か
を
、
ま
だ
ど
う
し
て
も
発
見
出
来
な
い
…
…
私

は
自
分
の
目
を
疑
ふ
こ
と
は
尚
更
出
来
な
い
。
そ
れ
は
神
を
信
じ
な
い
よ

り
以
上
の
冒
涜
だ
か
ら
。

指
紋
を
ぢ
つ
と
見
つ
め
て
居
る
と
、
そ
こ
に
は
別
に
一
個
の
世
界
が
あ

る
。
そ
の
奇
珍
な
世
界
が
私
の
目
に
も
親
し
い
も
の
に
な
つ
た
…
私
の
妻

は
、
私
が
あ
ま
り
指
紋
の
こ
と
ば
か
り
言
ひ
す
ぎ
る
の
で
、
心
配
し
て
私

自
身
も
狂
人
に
な
り
か
ゝ
つ
た
も
の
と
思
つ
て
居
る
ら
し
い
。

加
筆
箇
所
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
「
目
を
疑
ふ
」
の
は
「
神
を
信
じ
な

い
よ
り
以
上
の
冒
涜
」
と
い
う
「
目
」
の
絶
対
性
、
す
な
わ
ち
〈
視
覚
〉
の

絶
対
性
で
あ
る
。
Ｒ
・
Ｎ
が
指
紋
と
い
う
〈
像
〉
の
一
致
か
ら
見
出
し
た
「
無

意
識
」
の
世
界
と
〈
映
画
〉
の
世
界
の
恣
意
的
な
連
続
性
を
、
同
じ
く
指
紋

と
い
う
〈
像
〉
の
一
致
を
通
し
て
認
め
て
し
ま
っ
た
「
私
」
は
、「
無
意
識
」

と
い
う
「
異
界
」
を
Ｒ
・
Ｎ
と
共
有
し
て
し
ま
う
。
指
紋
と
い
う
〈
像
〉
の

一
致
を
認
め
る
こ
と
で
、「
私
」
も
Ｒ
・
Ｎ
が
結
び
つ
け
た
「
無
意
識
」
と
〈
映

画
〉
の
世
界
に
移
行
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。「
無
意
識
」
の
存
在
、
そ
し

て
別
物
で
あ
る
は
ず
の
〈
映
画
〉
と
「
無
意
識
」
の
連
続
性
を
認
め
て
し
ま

っ
た
「
私
」
は
、
他
者
で
あ
る
「
私
の
妻
」
か
ら
見
れ
ば
、「
狂
人
」
な
の
で

あ
る
。「
狂
人
」
と
し
て
の
眼
差
し
を
向
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
「
私
」
は
物
語

を
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
る
。

し
か
し
私
は
決
し
て
狂
人
で
は
な
い
。
こ
れ
は
私
の
妻
に
も
、
読
者
に
も

言
ふ
。
実
を
言
へ
ば
Ｒ
・
Ｎ
だ
つ
て
狂
人
で
は
な
か
つ
た
の
だ
、
と
私
は

近
頃
で
は
、
然
う
思
う
よ
う
に
な
つ
て
来
た
。

「
私
」
が
こ
の
物
語
を
書
く
目
的
は
こ
こ
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。「
私
」
は

こ
の
物
語
を
書
く
こ
と
で
、
他
者
で
あ
る
「
私
の
妻
」
や
「
読
者
」
か
ら
向

け
ら
れ
る
「
狂
人
」
と
す
る
眼
差
し
を
覆
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
私
」

自
身
が
Ｒ
・
Ｎ
に
向
け
て
い
た
眼
差
し
を
指
紋
の
一
致
と
い
う
〈
視
覚
〉
の

絶
対
性
に
よ
っ
て
改
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
を
経
験
的
に
知
っ
て
い
る

か
ら
だ
。
し
か
し
、「
私
」
は
「
言
ふ
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
分
が
「
狂
人
」

で
は
な
い
と
言
語
で
主
張
す
る
し
か
な
く
、
指
紋
の
一
致
を
見
せ
る
と
い
う

発
想
に
は
至
ら
な
い
、
む
し
ろ
出
来
な
い
の
だ
。
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」

は
〈
視
覚
〉
の
絶
対
性
に
取
り
込
ま
れ
な
が
ら
、
指
紋
の
一
致
と
い
う
〈
像
〉

そ
の
も
の
を
見
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
言
語
で
描
写
す
る
こ
と
し
か
で
き
な

い
の
だ
。
こ
う
し
て
「
狂
人
」
と
い
う
眼
差
し
を
覆
し
た
い
と
い
う
「
私
」

の
欲
望
は
、
書
く
行
為
の
限
界
の
前
に
打
ち
砕
か
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

初
出
で
は
Ｒ
・
Ｎ
の
「
探
偵
的
物
語
」
の
証
拠
で
し
か
な
か
っ
た
指
紋
の

一
致
は
、「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
に
影
響
を
受
け
た
「
私
」
に
よ
る

改
変
を
経
て
、〈
視
覚
〉
の
絶
対
性
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
強
調
さ
れ
、
本

来
結
び
つ
か
な
い
は
ず
の
「
無
意
識
」
の
世
界
と
〈
映
画
〉
の
世
界
を
結
び

つ
け
る
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
上
、
指
紋
の
一
致
と
い
う
〈
視
覚
〉

の
絶
対
的
な
真
理
を
そ
の
ま
ま
見
せ
る
こ
と
は
、
理
性
／
非
理
性
と
い
う
構

図
を
転
倒
さ
せ
る
契
機
と
し
て
機
能
し
始
め
る
の
で
あ
る
。し
か
し
、「
指
紋
」

の
意
味
は
、
物
語
の
最
後
に
「
私
」
が
〈
像
〉
を
見
せ
る
の
で
は
な
く
、「
狂
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人
」
で
は
な
い
と
言
語
で
主
張
す
る
し
か
な
い
と
い
う
点
に
こ
そ
あ
る
。「
月

か
げ
」
に
引
用
さ
れ
た
「
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
か
ら
の
断
片
」
に
見
ら
れ
た
、
言

語
表
象
の
中
で
〈
像
〉
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
と
い
う
描
写
の
実
践
は
、「
指

紋
」
本
編
に
お
い
て
限
界
を
迎
え
る
。
言
語
表
象
、
そ
し
て
文
学
に
お
い
て
、

〈
映
画
〉の
可
能
性
を
描
写
の
問
題
と
し
て
応
用
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、〈
視

覚
〉
的
な
〈
像
〉
を
そ
の
ま
ま
見
せ
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
の

限
界
が
、「
狂
人
」
と
い
う
眼
差
し
を
転
倒
さ
せ
よ
う
と
す
る
「
私
」
の
行
き

詰
ま
り
を
通
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
初
出
テ
ク
ス
ト
か
ら
『
病
め
る
薔

薇
』
版
へ
の
改
変
と
、「
月
か
げ
」
と
い
う
「
附
録
」
は
、〈
像
〉
を
言
語
で

描
写
す
る
方
法
論
的
実
践
と
そ
の
限
界
と
い
う
新
た
な
側
面
を
「
指
紋
」
に

も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

附
録
「
月
か
げ
」
と
「
指
紋
」
は
、〈
映
画
〉
や
「
無
意
識
」
と
い
っ
た
も

の
を
「
謎
解
き
」
の
枠
組
み
に
取
り
込
ん
だ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
描

写
の
問
題
と
し
て
応
用
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
言
語
の
限
界
を
描
き
出
し
た

テ
ク
ス
ト
と
し
て
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
。

注（

）
谷
崎
潤
一
郎
「「
門
」
を
評
す
」（
前
掲
）
に
つ
い
て
、
そ
の
中
の
語
彙
の
使

1
用
に
注
目
し
た
研
究
に
は
、
石
井
和
夫
「
谷
崎
に
お
け
る
漱
石
へ
の
共
鳴
と

反
発
―
「
金
色
の
死
」
前
後
―
」（
熊
坂
敦
子
編
『
迷
羊
の
ゆ
く
え

―
漱
石

と
近
代
』（
翰
林
書
房
、
一
九
九
六
年
六
月
）、
森
岡
卓
司
「「「
門
」
を
評
す
」」

と
谷
崎
文
学
の
理
念
形
成
―
谷
崎
潤
一
郎
に
お
け
る
夏
目
漱
石（
一
）―
」（『
日

本
文
芸
論
叢
』
十
三
・
十
四
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
）、
畑
中
基
紀
「「『
門
』
を

評
す
」
の
批
評
言
語
」（『
明
治
大
学
教
養
論
集
』、
二
〇
一
一
年
三
月
）
な
ど

が
あ
る
。

（

）
同
企
画
に
は
「
新
探
偵
小
説
」
と
し
て
谷
崎
潤
一
郎
「
二
人
の
芸
術
家
の
話
」、

2
芥
川
龍
之
介
「
開
化
の
殺
人
」、
里
見
弴
「
刑
事
の
家
」
が
掲
載
さ
れ
た
。
な

お
こ
の
メ
デ
ィ
ア
お
よ
び
、
企
画
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
先
行
研
究

が
あ
る
。
以
下
列
記
す
る
。
小
林
秀
雄
『
大
正
の
探
偵
小
説
』（
三
一
書
房
、

一
九
九
一
年
四
月
）、
中
島
河
太
郎
『
日
本
推
理
小
説
史

第
一
巻
』（
東
京

創
元
社
、
一
九
九
三
年
四
月
）、
飯
田
祐
子
『
彼
ら
の
物
語
：
日
本
近
代
文
学

と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
六
月
）、
生
方
智
子

『
精
神
分
析
以
前

無
意
識
の
日
本
近
代
文
学
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
九
年

一
二
月
）。

（

）
渡
邉
正
彦
『
近
代
文
学
の
分
身
像
』（
角
川
選
書
、
一
九
九
九
年
二
月
）

3
（

）
小
林
秀
雄
『
大
正
の
探
偵
小
説
』（
前
掲
）、
中
島
河
太
郎
『
日
本
推
理
小
説

4
史

第
一
巻
』（
前
掲
）

（

）
生
方
智
子
『
精
神
分
析
以
前

無
意
識
の
日
本
近
代
文
学
』（
前
掲
）

5
（

）
渡
邊
拓
「
佐
藤
春
夫
「
指
紋
」
と
活
動
写
真
」（『
城
西
国
際
大
学
日
本
研
究

6
セ
ン
タ
ー
紀
要
』（
二
〇
一
〇
年
度
第
五
号
）

（

）
井
上
貴
翔
「
技

術
が
生
み
出
す
も
の
―
佐
藤
春
夫
「
指
紋
」
論
―
」（『
日

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

7
本
文
学
』、
二
〇
一
三
年
六
月
）

（

）
山
中
千
春
「
佐
藤
春
夫
研
究
ノ
ー
ト
―
「
指
紋
」
と
「
月
か
げ
」
の
関
係
―
」

8
（『
近
代
文
学
資
料
と
試
論
』
二
〇
〇
七
年
一
二
月
）。
山
中
に
よ
れ
ば
、「
指

紋
」
は
「
月
か
げ
」
と
『
阿
片
溺
愛
者
の
告
白
』
か
ら
発
想
を
得
て
生
ま
れ

た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
繋
ぐD

e
Q
uincy

と
う
記
号
に
着
目
し
て
い
る
が
、
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具
体
的
な
こ
と
は
今
後
の
課
題
だ
と
し
て
い
る
。

（

）「
叙
事
散
文
詩
的
の
作
品
」（
後
、「
自
分
の
作
品
に
就
い
て
」
に
改
題
）（『
新

9
潮
』
一
九
一
八
年
一
二
月
）

（

）
一
柳
廣
孝
『
無
意
識
と
い
う
物
語

近
代
日
本
と
「
心
」
の
行
方
』（
名
古

10
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）。
ま
た
、
一
柳
は
以
下
の
論
考
を
参
照
し
て

い
る
。
曽
根
博
義
「
フ
ロ
イ
ト
の
紹
介
と
影
響
―
新
心
理
主
義
成
立
の
背
景
」

（
昭
和
文
学
研
究
会
編
『
昭
和
文
学
の
諸
問
題
』
所
収
、
笠
間
書
院
、
一
九

七
九
年
五
月
）、
和
田
桂
子
「
フ
ロ
イ
ト
、
ジ
ョ
イ
ス
の
移
入
と
伊
藤
整
」（『
国

文
学

解
釈
と
干
渉
』
一
九
九
九
年
一
一
月
）

（

）
一
柳
廣
孝
（
前
掲
）

11
（

）
小
林
洋
介
は
『〈
狂
気
〉
と
〈
無
意
識
〉
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム

戦
間
期
文
学
の

12
一
断
面
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
三
年
二
月
）
の
中
で
、
戦
間
期
モ
ダ
ニ
ズ
ム

を
分
析
し
、「〈
狂
気
〉
と
〈
無
意
識
〉
に
共
通
す
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
〈
非

理
性
〉
で
あ
る
」
と
述
べ
、
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
、
理
性
と
意
識
の
優
位

性
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
た
。

（
本
学
大
学
院
生
）

－68－


	国文第41号.pdfから挿入したしおり
	空白ページ


