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テ
プ
フ
ェ
ー
ル
を
め
ぐ
る
論
争
か
ら

　

ロ
ド
ル
フ
・
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
を
マ
ン
ガ
の
起
源
と
す
る
考
え
方
は
、
こ
の
数

十
年
の
う
ち
に
ほ
ぼ
定
着
し
た
と
い
え
る
が
、
そ
の
重
要
性
を
認
め
た
う
え
で
、

あ
え
て
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
言
説
も
ま
た
当
然
の
よ
う
に
生
み
出
さ
れ
続
け

て
い
る
。
近
年
で
と
り
わ
け
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
も
と
も
と
協
力
関
係
に
あ

る
マ
ン
ガ
研
究
の
重
要
な
論
客
二
人
、
テ
ィ
エ
リ
・
グ
ル
ン
ス
テ
ン
と
テ
ィ
エ

リ
・
ス
モ
ル
デ
レ
ン
の
あ
い
だ
で
交
わ
さ
れ
た
論
争
で
あ
っ
た
。
ス
モ
ル
デ
レ

ン
が
二
〇
〇
九
年
に
発
表
し
た
『
マ
ン
ガ
の
誕
生
）
1
（

』
は
、
タ
イ
ト
ル
通
り
近
代

的
な
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
マ
ン
ガ
が
い
か
に
し
て
誕
生
し
た
か
を
め
ぐ
る
研
究

で
あ
り
、
少
な
い
と
は
い
え
な
い
こ
の
問
題
に
関
す
る
論
考
の
な
か
で
も
と
り

わ
け
重
要
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
が
、
タ
イ
ト
ル
の
「
誕
生
」
が
複
数
形
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
そ
れ
を
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
一
人
に
帰
す
る
の

を
は
っ
き
り
と
拒
否
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
一
八
世
紀
の
ホ
ガ
ー
ス
か
ら

は
じ
ま
っ
て
、
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
と
彼
に
続
く
世
代
の
「
マ
ン
ガ
家
」
た
ち
、
さ

ら
に
一
九
世
紀
末
以
降
の
ア
メ
リ
カ
の
作
家
た
ち
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
私
た
ち

が
今
「
マ
ン
ガ
」
と
し
て
認
識
す
る
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
表

現
や
時
間
表
現
、
フ
キ
ダ
シ
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
連
続
し
た
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ

て
物
語
る
と
い
う
行
為
の
新
し
い
様
式
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
い
つ
ど
の
よ
う
に
成

立
し
た
か
を
た
ど
っ
て
い
く
彼
の
手
際
に
は
、
た
し
か
に
強
い
説
得
力
が
あ
る
。

と
は
い
え
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
に
決
定
的
な
断
絶
を
見
出
し
、
一
九
世
紀
末
の
ア
メ

リ
カ
（
特
に
『
イ
エ
ロ
ー
・
キ
ッ
ド
』）
を
起
源
と
考
え
る
従
来
の
コ
ミ
ッ
ク

史
を
書
き
換
え
て
き
た
研
究
者
の
一
人
で
あ
る
グ
ル
ン
ス
テ
ン
が
、
そ
の
見
方

を
無
批
判
に
肯
定
す
る
わ
け
に
い
か
な
か
っ
た
の
も
ま
た
、
自
然
な
成
り
行
き

に
は
違
い
な
か
っ
た
。
ス
モ
ル
デ
レ
ン
は
『
マ
ン
ガ
の
誕
生
』
以
降
も
何
度
か

こ
の
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
グ
ル
ン
ス
テ
ン
も
さ
ま

ざ
ま
な
形
で
反
応
し
、
最
終
的
に
二
人
の
直
接
的
な
対
話
が
マ
ン
ガ
研
究
サ
イ

ト
『
テ
プ
フ
ェ
リ
ア
ー
ナ
』
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
）
2
（

。
だ
が
グ
ル
ン
ス
テ

ン
の
「
反
論
」
に
し
て
も
、
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
（
あ
る
い
は
芸
術
形
式
と
し

キ
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ラ
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て
の
）「
マ
ン
ガ
」
が
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
一
人
に
よ
っ
て
発
明
さ
れ
た
と
強
弁
す

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の
こ
と
が
大
き
な
意
味
を
持
つ

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

グ
ル
ン
ス
テ
ン
が
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
の
登
場
を
決
定
的
な
も
の
だ
と
主
張
す
る

最
終
的
な
論
拠
は
、
こ
の
ス
イ
ス
人
が
自
ら
の
作
品
群
を
「
版
画
文
学litté-

rature en estam
pes

」
と
呼
び
、
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
意
識
し
た
と
い

う
事
実
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
ま
だ
「
マ
ン
ガbande dessi-

née

」
と
い
う
語
で
は
な
い
が
、
と
も
か
く
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
名
前
が
つ
け

ら
れ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
、
考
え
よ
う
に
よ
れ
ば
ま
っ
た
く
も
っ
て

ト
ー
ト
ロ
ジ
ッ
ク
な
こ
の
論
理
は
、
し
か
し
た
し
か
に
一
定
以
上
の
正
当
性
を

持
っ
て
い
る
。
裏
返
す
な
ら
そ
れ
は
、
マ
ン
ガ
を
一
つ
の
芸
術
形
式
と
し
て
分

離
し
、
定
義
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
社
会
的
に
形
成
さ
れ
た
一
つ

の
現
象
と
し
て
捉
え
る
し
か
な
い
と
い
う
発
想
で
も
あ
ろ
う
。
ま
し
て
そ
れ
を

口
に
す
る
の
が
、
非
常
に
高
度
な
、
と
き
に
か
な
り
入
り
組
ん
だ
論
理
に
訴
え

て
マ
ン
ガ
の
原
理
を
定
式
化
し
よ
う
と
し
た
『
マ
ン
ガ
の
シ
ス
テ
ム
）
3
（

』
の
著
者

そ
の
人
で
あ
る
と
い
う
点
も
印
象
深
い
。
だ
が
こ
れ
を
、
マ
ン
ガ
を
「
定
義
」

す
る
試
み
は
常
に
失
敗
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、
諦
念
の
表
現
と
見
る
必

要
は
な
い
は
ず
だ
。
当
該
の
対
話
で
グ
ル
ン
ス
テ
ン
自
身
が
い
っ
て
い
る
通
り
、

た
し
か
に
マ
ン
ガ
の
定
義
と
起
源
の
問
題
は
一
つ
に
結
び
つ
き
な
が
ら
繰
り
返

し
提
起
さ
れ
、
そ
の
た
び
に
解
決
の
困
難
さ
を
証
明
し
て
き
た
。
写
真
や
映
画

と
い
っ
た
近
代
的
視
覚
メ
デ
ィ
ア
が
、
何
よ
り
も
ま
ず
あ
る
時
点
で
発
明
さ
れ

た
「
技
術
」
で
あ
る
の
と
は
異
な
っ
て
、
絵
と
文
字
と
い
う
、
技
術
的
に
は
は

る
か
昔
か
ら
利
用
さ
れ
て
き
た
メ
デ
ィ
ア
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
マ
ン
ガ
が
定
義
し
に
く
い
も
の
と
な
る
の
は
あ
ま
り
に
も
当
然
で
あ
る
。

だ
が
最
終
的
な
基
準
は
何
か
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
無
数
の
試
み
を
踏
ま
え
、

し
か
も
そ
の
な
か
で
、
イ
メ
ー
ジ
ど
う
し
の
連
関
性
を
も
っ
と
も
妥
当
な
メ
ル

ク
マ
ー
ル
で
あ
る
と
認
め
つ
つ
、
な
お
か
つ
重
要
な
の
は
、
そ
う
し
た
作
品
の

側
の
特
質
で
あ
る
以
上
に
、
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
存
在
す
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
、

意
図
的
に
ま
と
ま
り
を
持
た
さ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
と
、
グ
ル
ン
ス
テ
ン

は
判
断
す
る
の
で
あ
る
。

　

マ
ン
ガ
の
本
質
を
│
│
マ
ン
ガ
の
「
イ
デ
ア
」
を
│
│
取
り
出
す
こ
と
は
で

き
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
、
あ
る
と
き
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
意
識
化
さ
れ
た

一
連
の
実
践
の
な
か
で
、
共
有
さ
れ
て
い
た
原
理
的
な
特
質
が
存
在
し
な
い
と

い
う
こ
と
を
も
ま
た
、
意
味
し
て
は
い
な
い
。
コ
マ
と
コ
マ
の
連
続
に
よ
っ
て

描
き
出
さ
れ
て
ゆ
く
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
物
語
と
人
物
の
運
動
が
、
テ
プ

フ
ェ
ー
ル
自
身
に
と
っ
て
は
批
判
的
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
ス

モ
ル
デ
レ
ン
の
メ
イ
ン
・
テ
ー
ゼ
と
そ
れ
へ
の
グ
ル
ン
ス
テ
ン
の
反
論
│
│
表

現
論
的
な
レ
ベ
ル
で
考
え
る
な
ら
、
む
し
ろ
そ
れ
が
論
争
の
核
心
で
あ
ろ
う

│
│
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
マ
ン
ガ
と
い
う
実
践
が
あ
る
と
き
名

前
を
持
っ
た
と
い
う
事
実
を
認
め
、
そ
こ
で
機
能
し
て
い
た
原
理
と
は
何
で
あ

る
か
、
近
代
以
前
に
そ
の
様
態
が
不
可
能
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、

一
九
世
紀
の
あ
る
時
期
に
そ
の
原
理
が
重
要
性
を
持
つ
に
い
た
っ
た
と
す
れ
ば

そ
の
歴
史
的
な
理
由
は
何
か
と
い
っ
た
問
い
を
立
て
る
こ
と
に
は
、
確
実
な
妥

当
性
が
あ
る
。
複
数
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
物
語
を
語
る
方
法
が
古
代
か
ら
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（
と
り
わ
け
中
世
か
ら
）
存
在
し
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
り
、
そ
れ

と
近
代
に
お
け
る
マ
ン
ガ
と
の
違
い
を
定
義
し
よ
う
と
す
る
と
、
必
ず
壁
に
突

き
当
た
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
実
、
し
か
し
少
な
く
と
も
現
代
の
目
か
ら
見
た

と
き
、
ホ
ガ
ー
ス
と
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
の
あ
い
だ
に
乗
り
越
え
が
た
い
断
絶
が
感

じ
取
れ
て
し
ま
う
と
い
う
事
実
、
そ
の
両
方
が
重
要
で
あ
る
。
も
っ
と
も
頻
繁

に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
き
た
例
で
い
う
な
ら
、
絶
望
し
て
死
の
う
と
し
て
い

た
ヴ
ュ
ー
・
ボ
ア
氏
が
愛
す
る
人
を
追
っ
て
走
り
出
し
た
と
き
、
首
吊
り
を
す

る
た
め
の
紐
を
つ
な
い
で
い
た
梁
が
外
れ
て
走
り
出
し
た
ヴ
ュ
ー
・
ボ
ア
氏
を

追
う
よ
う
に
宙
に
浮
か
ん
で
し
ま
う
あ
の
コ
マ
は
（
図
１
）
4
（

）、
そ
れ
だ
け
を
取

り
出
し
た
と
き
に
は
意
味
の
取
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
聖
人
伝
や
エ
ピ
ナ
ル
版

画
だ
け
で
な
く
ホ
ガ
ー
ス
と
比
べ
て
も
そ
れ
ま
で
は
存
在
し
な
か
っ
た
、
コ
マ

と
コ
マ
の
強
い
連
関
性
を
、
た
し
か
に
証
明
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
う
し
た
形
式
的
特
徴
と
同
時
に
、
想
定
さ
れ
る
読
者
が
そ
こ
に
見
出

し
た
体
験
の
側
に
定
位
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
選
択
に
こ
そ
、
決
定
的
な
重
要

性
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

こ
こ
で
主
題
と
す
る
の
は
、
近
代
的
な
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
の
登
場
の
問
題

で
あ
る
。
た
し
か
に
こ
の
語
彙
は
非
常
に
危
う
い
。
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
で
表

現
し
よ
う
と
す
る
だ
け
で
、
訳
語
の
難
し
さ
に
気
づ
か
ざ
る
を
え
な
い
し
、
日

本
で
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
現

象
を
暗
黙
の
了
解
に
し
て
語
る
よ
う
な
議
論
に
な
る
事
態
も
避
け
が
た
い
か
ら

だ
。
だ
が
そ
う
で
あ
っ
て
な
お
か
つ
、
絵
画
や
彫
刻
に
表
さ
れ
て
き
た
人
物
像

や
小
説
に
描
か
れ
て
き
た
そ
れ
と
比
較
し
た
と
き
、
は
っ
き
り
と
異
な
っ
た
人

図１　ロドルフ・テプフェール『ヴュー・ボア氏の恋』（1837年）、９ページ。
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物
像
が
近
代
の
あ
る
時
期
に
可
能
に
な
り
、
そ
れ
が
と
り
わ
け
「
マ
ン
ガ
」
に

よ
っ
て
活
用
さ
れ
て
き
た
と
│
│
翻
っ
て
い
え
ば
、
そ
の
利
用
の
あ
り
方
こ
そ

が
近
代
的
な
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
「
マ
ン
ガ
」
を
特
徴
づ
け
て
い
る
と
│
│
想

定
す
る
余
地
は
あ
る
。
だ
が
い
く
ら
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
図
像
の
特
質
を
取
り
出
そ

う
と
し
て
も
（
た
し
か
に
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
は
簡
単
な
線
で
描
か
れ
た
再
生

産
し
や
す
い
図
像
で
あ
る
と
い
っ
た
印
象
は
共
有
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
）、

そ
の
試
み
は
ど
こ
ま
で
も
相
対
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
グ
ル
ン
ス

テ
ン
が
マ
ン
ガ
を
形
式
と
し
て
は
定
義
で
き
な
い
と
考
え
た
と
き
逢
着
し
て
い

た
の
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
事
態
な
の
で
あ
る
。「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
を
ど
の

よ
う
な
基
準
で
取
り
出
し
て
も
、
例
外
や
先
例
は
い
く
ら
で
も
見
つ
か
っ
て
し

ま
う
。
だ
が
あ
る
時
代
、「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
を
見
る
読
者
／
観
者
の
視
線
と

呼
ぶ
べ
き
も
の
が
成
立
し
た
と
想
定
し
、
そ
の
条
件
や
意
味
、
帰
結
、
等
々
を

考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
に
よ
っ
て
決
定
的
に
可
能
に
な
り
、

そ
の
の
ち
数
々
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
し
な
が
ら
一
九
世
紀
を
通
し

て
（
決
し
て
直
線
的
に
で
は
な
い
が
）
維
持
さ
れ
徐
々
に
定
着
し
て
い
っ
た

「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
的
な
も
の
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
試
論
は
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
の
作
品
の
詳
細
な
分
析
を
試
み
る

よ
う
な
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
う
し
た
問
い
を
問
う
こ
と
で
、
近
代
的
メ
デ
ィ

ア
と
し
て
の
マ
ン
ガ
の
誕
生
を
捉
え
る
た
め
の
何
ら
か
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

を
提
示
し
て
み
た
い
。

２

．
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
論
と
し
て
の
『
観
相
学
試
論
』

　

テ
プ
フ
ェ
ー
ル
が
マ
ン
ガ
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
の
意
識
を
持
っ
て
い

た
と
さ
れ
る
の
は
、
長
編
マ
ン
ガ
作
品
と
形
容
で
き
る
「
ア
ル
バ
ム
」
を
次
々

に
作
り
出
し
た
の
と
同
時
に
、
マ
ン
ガ
理
論
と
呼
ぶ
べ
き
お
そ
ら
く
最
初
の
書

物
の
著
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
早
い
晩
年
の
著
作
で
あ
っ
た
『
観
相
学
試
論
』（
一

八
四
五
年
）
は
「
マ
ン
ガ
家
」
と
し
て
の
経
験
を
振
り
返
り
、
そ
れ
を
理
論
化

し
た
も
の
だ
が
、
タ
イ
ト
ル
通
り
そ
の
テ
ー
マ
は
、
登
場
人
物
の
顔
を
ど
の
よ

う
に
描
く
か
に
ほ
ぼ
尽
き
て
い
る
。
コ
マ
割
り
や
コ
マ
構
成
（
レ
イ
ア
ウ
ト
）

に
つ
い
て
の
理
論
の
不
在
を
い
ぶ
か
る
の
は
あ
ま
り
に
時
代
錯
誤
の
反
応
で
は

あ
ろ
う
が
（
と
は
い
え
次
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
の
実
践
に
は

は
っ
き
り
と
こ
う
し
た
問
題
へ
の
態
度
決
定
が
含
ま
れ
て
い
る
）、
た
と
え
ば

自
ら
の
作
品
の
フ
ラ
ン
ス
版
を
製
作
す
る
こ
と
に
な
っ
た
カ
ム
に
対
し
て
指
示

を
出
す
書
簡
で
は
枠
線
の
引
き
方
に
つ
い
て
さ
え
要
望
を
伝
え
て
い
る
）
5
（

の
と
は

対
照
的
に
、
こ
こ
で
は
最
初
の
数
章
を
別
に
す
る
と
、
ひ
た
す
ら
顔
の
現
象
学

と
で
も
呼
ぶ
べ
き
思
索
が
展
開
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
全
一
二
章
構
成
の
う
ち

最
初
の
四
章
で
語
ら
れ
る
、
版
画
文
学
の
前
史
や
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
社
会
的
機

能
と
正
当
性
、
版
画
文
学
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
デ
ッ
サ
ン
の
正
確
さ
で
は
な

く
イ
メ
ー
ジ
を
効
率
の
よ
い
記
号
と
し
て
捉
え
る
視
点
で
あ
る
と
い
う
指
摘
、

あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
「
単
純
な
線trait sim

ple

」
の
必
要
性

と
い
っ
た
論
点
な
ど
は
、
ど
れ
も
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
マ
ン
ガ
の
特
質
を
十
全
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に
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。「
単
純
な
線
」
を
簡
便
に
再
生
産
で
き
る
技
術
で

あ
る
転
写
石
版
に
つ
い
て
の
記
述
も
ま
た
、
グ
ル
ン
ス
テ
ン
の
い
う
ジ
ャ
ン
ル

へ
の
意
識
を
証
明
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
い
さ
さ
か
論
点
を
先
取
り
し
て

い
う
な
ら
、
第
四
章
で
す
で
に
、
版
画
文
学
の
人
物
図
像
は
緻
密
す
ぎ
て
は
な

ら
ず
、
不
完
全
で
間
（
ま
）
の
あ
る
よ
う
な
も
の
の
方
が
よ
い
と
明
言
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
は
五
章
以
降
の
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
論
」
を
自
然
に
導
き
出
す
も
の

で
も
あ
る
。
だ
が
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
線trait

」
は
本

質
的
に
言
語
的
な
い
し
記
号
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
絵
画
（
油
彩
）
の
よ
う
に

描
写
的
な
も
の
と
は
異
な
る
と
い
う
主
張
が
、
人
物
を
そ
れ
が
担
う
意
味
や
役

割
に
還
元
す
る
の
と
は
反
対
に
、
受
け
手
の
介
入
に
対
す
る
マ
ー
ジ
ン
を
積
極

的
に
残
そ
う
と
す
る
感
性
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
お
そ
ら
く

そ
こ
に
は
、
単
純
な
線
で
あ
る
か
ら
こ
そ
読
者
／
観
者
は
イ
メ
ー
ジ
に
多
様
な

感
情
や
性
格
を
読
み
取
る
こ
と
を
快
楽
と
し
て
、
ま
た
同
時
に
謎
と
し
て
体
験

す
る
と
い
う
発
想
の
萌
芽
が
見
出
せ
る
。
だ
が
先
を
急
ぎ
す
ぎ
ず
に
、
主
要
な

論
点
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

　

テ
プ
フ
ェ
ー
ル
の
「
観
相
学
」
を
支
え
る
、
あ
ら
ゆ
る
描
か
れ
た
顔
は
い
か

に
粗
雑
に
描
か
れ
て
い
て
も
一
つ
の
表
情
を
持
っ
て
し
ま
う
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
、

の
ち
に
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
が
「
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
の
法
則
」
と
呼
ん
だ
こ
と
は
周
知

の
事
実
だ
。
だ
が
そ
の
「
法
則
」
は
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
に
お
い
て
、
あ
く
ま
で
経

験
的
な
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
な
ぜ
こ
の

4

4

顔
が
こ
の

4

4

表
情
を
表
す
の
か

は
謎
の
ま
ま
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
そ
の
謎
へ
の
驚
き
こ
そ
が
こ
の
「
法
則
」
の

内
実
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。『
観
相
学
試
論
』
に
は
、
森
田
直
子
に
よ
る
優

れ
た
翻
訳
と
論
考
が
あ
る
の
で
（
翻
訳
は
註
五
の
書
物
に
収
録
）、
議
論
の
全

体
を
た
ど
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
も
か
く
ど
の
よ
う
な
顔
の
イ
メ
ー
ジ
が

ど
の
よ
う
な
表
情
や
性
格
を
担
う
か
は
、
経
験
的
・
実
験
的
に
知
る
こ
と
が
で

き
る
の
み
で
あ
る
。
い
や
、
こ
の
い
い
方
は
極
論
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
テ
プ

フ
ェ
ー
ル
自
身
、
各
々
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
所
与
の
性
格
を
維
持
し
た
ま
ま
役

柄
を
演
じ
切
る
よ
う
に
努
力
し
た
の
で
あ
り
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
図
像
の
一
貫
性

を
賞
賛
さ
れ
た
こ
と
を
誇
り
に
し
て
も
い
た
。
だ
が
と
も
か
く
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

は
、
ま
ず
は
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
ら
の
描
い
た
顔
が
、
予
測
し
た
以

上
の
何
か
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
「
版
画
文
学
」
を
描
く
楽
し
さ
な
の
で

あ
り
（
第
六
章
）、
ク
レ
パ
ン
氏
の
誕
生
を
語
る
有
名
な
一
節
も
、
ま
さ
し
く

そ
の
点
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
私
は
あ
る
日
の
こ
と
ク
レ
パ
ン
氏
の
物
語
を
作
っ
て

み
よ
う
と
考
え
た
。
そ
れ
は
、
ま
っ
た
く
偶
然
の
ペ
ン
の
勢
い
で
、
こ
こ

に
示
し
た
よ
う
な
顔
を
思
い
つ
い
た
こ
と
に
発
す
る
。
お
い
お
い
！
と
私

は
つ
ぶ
や
い
た
。
こ
れ
は
ど
う
見
て
も
、
一
人
の
確
固
た
る
人
間
だ
。
見

て
く
れ
は
良
く
な
い
し
、
見
た
だ
け
で
成
功
し
そ
う
に
な
い
奴
と
わ
か
る

し
、
頭
も
固
い
。
し
か
し
そ
の
他
の
点
で
は
な
か
な
か
実
直
な
男
で
、
分

別
も
あ
り
、
自
分
の
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
を
信
じ
、
思
う
通
り
に
行
動
で

き
る
場
合
に
は
、
ゆ
る
ぎ
な
い
印
象
を
与
え
る
だ
ろ
う
）
6
（

。

　

書
物
の
後
半
で
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
は
、
自
分
は
「
法
則
」
と
い
う
も
の
に
好
意
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的
で
は
な
い
し
（
一
一
章
）、
人
間
の
性
格
を
一
義
的
に
決
定
す
る
「
骨
相
学
」

と
異
な
っ
て
、
彼
が
考
え
る
「
観
相
学
」
は
あ
く
ま
で
経
験
的
な
学
問
だ
と
主

張
す
る
（
特
に
第
七
章
）。
あ
る
と
き
人
物
は
、
す
で
に
何
ら
か
の
性
格
を
備

え
た
存
在
と
し
て
、
あ
く
ま
で
唐
突
に
出
現
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
は
「
や
っ
て
来
る
」
の
で
あ
る
。
現
代
の
マ
ン
ガ
家
が
、
落
書
き
を
し

て
い
る
う
ち
に
自
然
に
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
動
き
出
し
、
そ
こ
か
ら
作
品
が
生
ま

れ
た
の
だ
と
語
る
無
数
の
体
験
談
は
、
や
は
り
こ
の
と
き
か
ら
は
じ
ま
っ
た
と

い
え
る
。
さ
ら
に
こ
の
議
論
の
延
長
線
上
で
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
は
、
観
相
学
は
物

質
主
義
（
＝
決
定
論
）
で
あ
る
骨
相
学
と
反
対
に
、「
魂
」
の
存
在
を
必
要
と

す
る
と
い
う
。
描
く
「
私
」
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
そ
れ

自
身
の
「
魂
」
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
の
「
近
代
的
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
の
不
可

思
議
が
、
こ
こ
に
は
す
で
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
や
す
い
単

純
な
線
で
描
か
れ
、
し
か
し
同
時
に
描
き
手
に
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
き
れ
な
い

存
在
。
習
熟
の
の
ち
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
も
の
と
な
る
（
は
ず
の
）「
絵

画
」
と
は
反
対
に
、
線
と
し
て
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
容
易
さ
ゆ
え
に
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
の
不
可
能
性
を
証
明
し
続
け
る
べ
き
逆
説
的
な
存
在
。
そ
れ
が
テ
プ

フ
ェ
ー
ル
の
要
請
す
る
人
物
図
像
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
不
可
思
議
な
性
格
は
ま
た
、
そ
れ
が
自
然
に
従
属
し
た
「
模
倣
」
で
は

な
い
と
い
う
発
言
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。「
芸
術
は
、
記
号
を
ま
っ
た
く
恣
意

的
に
結
び
つ
け
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
何
も
意
味
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な

ら
な
い
」
の
で
あ
り
、「
そ
の
意
味
で
芸
術
は
、
自
然
を
模
倣
す
る
こ
と
な
く

自
然
以
上
の
こ
と
、
ま
た
は
自
然
と
は
別
の
こ
と
を
為
す
と
い
え
る
か
も
し
れ

な
い
）
7
（

」。
た
し
か
に
こ
れ
に
続
け
て
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
は
、「
し
か
し
そ
の
根
底
に

あ
る
の
は
、
芸
術
が
や
は
り
自
然
を
模
範
と
し
て
い
る
と
い
う
事
実
」
だ
と

い
っ
て
い
る
。
だ
と
し
て
も
明
ら
か
な
の
は
、
自
ら
の
描
き
出
し
た
イ
メ
ー
ジ

が
、
現
実
の
対
象
世
界
か
ら
独
立
し
た
性
格
を
持
つ
と
い
う
意
識
で
あ
る
。
模

倣
で
な
く
模
範
と
い
う
表
現
は
、
む
し
ろ
こ
の
点
を
強
調
す
る
と
さ
え
い
え
る

だ
ろ
う
。
決
し
て
人
物
像
が
現
実
の
人
間
と
無
関
係
な
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か

そ
れ
は
現
実
に
存
在
す
る
誰
か
へ
と
差
し
向
け
ら
れ
た
仮
象
、
不
在
の
対
象
の

喚
起
で
は
な
く
て
、
現
実
を
利
用
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
は
別
個
の
自
立
性
を

備
え
た
、
代
替
で
も
不
在
で
も
な
い
存
在
で
あ
る
。
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
は
自
ら
の

手
が
描
き
出
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
、
そ
う
し
た
不
可
思
議
な
実
在
（「
魂
」）
を
備

え
て
い
る
と
い
う
事
実
に
戦
き
、
同
時
に
魅
入
ら
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
こ
こ

で
、
ま
さ
に
近
代
的
な
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
の
誕
生
に
立
ち
会
っ
て
い
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　

重
要
な
の
は
、
単
に
目
前
の
人
物
図
像
が
自
立
的
性
格
を
持
つ
と
い
う
だ
け

で
な
く
、
同
時
に
あ
く
ま
で
「
恣
意
的
」
な
存
在
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
感
覚
で

あ
る
。
事
実
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
が
自
ら
の
描
い
た
顔
の
持
つ
性
格
を
記
述
す
る
と

き
、
そ
の
印
象
の
「
客
観
性
」
を
ど
こ
ま
で
ど
の
よ
う
に
信
じ
て
い
る
の
か
を

い
う
こ
と
は
難
し
い
。
た
と
え
ば
以
上
の
発
言
に
続
く
箇
所
で
、
彼
は
自
ら
の

デ
ッ
サ
ン
（
図
２

）
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、「
左
か
ら
二
人
は
、
顔
の
上
半
分

が
怒
り
を
表
し
、
下
半
分
は
穏
や
か
で
、
笑
み
を
た
た
え
て
い
る
」
が
、「
三

人
目
は
、
や
や
不
安
そ
う
で
勤
勉
そ
う
に
見
え
る
反
面
、
自
足
し
た
暢
気
さ
、

間
抜
け
さ
も
見
て
取
れ
る
」
の
で
あ
り
、「
四
人
目
は
、
臆
病
さ
を
含
ん
だ
驚
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き
と
、
か
げ
り
の
な
い
安
心
感
が

同
居
し
て
い
る
）
8
（

」
と
い
っ
た
コ
メ

ン
ト
を
書
き
つ
け
る
。
私
た
ち
は

こ
れ
に
と
り
あ
え
ず
説
得
さ
れ
る

が
、
ひ
と
た
び
こ
の
解
説
を
忘
れ
、

自
分
自
身
が
こ
れ
ら
の
顔
か
ら
受

け
取
る
印
象
を
記
述
し
よ
う
と
す

る
な
ら
ば
、
得
ら
れ
る
結
果
が
テ

プ
フ
ェ
ー
ル
自
身
の
そ
れ
と
完
全

に
重
な
る
こ
と
は
あ
り
え
ま
い
と

い
う
印
象
も
ま
た
持
つ
だ
ろ
う
。

そ
し
て
お
そ
ら
く
テ
プ
フ
ェ
ー
ル

自
身
が
、
そ
の
こ
と
を
否
定
し
よ

う
と
は
し
て
い
な
い
。
彼
は
た
だ

自
ら
に
現
れ
た
疑
い
よ
う
の
な
い

事
態
を
記
述
す
る
の
み
で
あ
り
、

お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て

い
る
。「
私
」
に
は
こ
の
顔
が
不

安
で
勤
勉
そ
う
に
見
え
、
あ
る
い

は
驚
き
と
安
心
感
を
同
居
さ
せ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は

「
私
」
に
と
っ
て
否
定
し
よ
う
の

な
い
真
実
な
の
だ
が
、
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
が
持
つ
絶
対
的
な
性
格
で
は
な
く
、

「
私
」
が
そ
れ
に
貸
し
与
え
て
い
る
性
格
で
あ
り
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
「
こ

の
」
私
と
「
こ
の
」
イ
メ
ー
ジ
の
出
会
い
に
よ
っ
て
発
生
す
る
出
来
事
な
の
で

あ
る
。
恣
意
的
で
あ
る
と
と
も
に
現
実
的
で
あ
り
、
誰
に
も
同
じ
よ
う
に
現
象

す
る
と
い
う
保
証
は
な
い
が
、
私
に
と
っ
て
は
否
定
し
よ
う
の
な
い
事
実
と
し

て
現
れ
る
こ
れ
ら
の
人
物
図
像
、
そ
れ
こ
そ
近
代
的
イ
メ
ー
ジ
の
出
発
点
で
あ

る
と
い
う
の
が
、
私
た
ち
の
仮
説
で
あ
る
。

　
『
試
論
』
以
外
に
も
コ
メ
ン
ト
し
て
お
き
た
い
テ
ク
ス
ト
が
あ
る
。『
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
万
有
文
庫
』
の
一
八
三
六
年
第
一
号
に
発
表
さ
れ
た
「
あ
る
実
施
要
綱

に
関
す
る
考
察
」
と
題
す
る
か
な
り
長
い
文
章
は
、
ペ
ー
タ
ー
ス
と
グ
ル
ン
ス

テ
ン
が
一
九
九
四
年
の
研
究
書
（
註
五
の
書
物
は
そ
の
邦
訳
）
で
取
り
上
げ
る

ま
で
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、『
試
論
』
に
十
年
近
く
先
立
つ
も
の
の
、

版
画
文
学
と
い
う
新
し
い
分
野
に
対
し
て
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
の
抱
い
て
い
た
期
待

の
あ
り
よ
う
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
部
分
的
に
は
『
試
論
』
の
素
描

の
よ
う
な
記
述
も
含
ま
れ
る
。
重
要
な
の
は
末
尾
に
現
れ
る
「
典
型
人
物

type

」
に
関
す
る
考
察
で
あ
ろ
う
。
版
画
文
学
は
そ
の
わ
か
り
や
す
さ
に
よ
っ

て
人
々
を
教
化
す
る
た
め
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
う
る
が
、
そ
こ
に
「
典
型

人
物
」
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
伝
達
能
力
を
高
め
る
は
ず
だ
と

テ
プ
フ
ェ
ー
ル
は
い
う
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
代
表
さ
れ
る
歴
史
的
な
人
物
が
大
衆

的
想
像
力
の
な
か
で
「
タ
イ
プ
」
と
し
て
の
価
値
を
持
つ
と
き
、
そ
の
人
物
が

体
現
す
る
価
値
観
は
明
確
に
記
号
化
さ
れ
る
し
、
さ
か
の
ぼ
れ
ば
さ
ま
ざ
ま
な

キ
リ
ス
ト
教
画
像
を
め
ぐ
っ
て
同
じ
事
態
は
常
に
生
じ
て
き
た
。
フ
ェ
ヌ
ロ
ン

図２　ロドルフ・テプフェール『観相学試論』（1845年）、第９章のイラスト。
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の
テ
レ
マ
ッ
ク
の
よ
う
に
、
作
品
内
の
人
物
で
も
こ
れ
に
近
い
役
割
を
果
た
す

ケ
ー
ス
も
あ
り
え
、
版
画
文
学
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
人
物
像
の
創
造
を
目
指
す

べ
き
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
伝
承
や
既
成
の
物
語
と
は
無
関
係
に
、
人
の

手
で
典
型
人
物
を
作
り
出
す
こ
と
は
可
能
だ
と
思
わ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
」

が
、「
や
っ
て
み
る
価
値
は
あ
る
）
9
（

」
は
ず
な
の
だ
。

　

こ
こ
に
も
相
反
し
た
二
重
の
要
請
が
あ
る
。
そ
の
人
物
像
は
神
話
や
伝
説
的

な
人
物
の
よ
う
な
、
語
り
手
に
と
っ
て
も
聞
き
手
に
と
っ
て
も
恣
意
的
に
作
り

出
す
こ
と
の
で
き
な
い
、「
与
え
ら
れ
た
」
存
在
で
あ
る
の
だ
が
、
版
画
文
学

の
作
者
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
人
物
形
象
を
意
図
的
に
（
い
わ
ば
恣
意
的
に
）

作
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
私
か
ら
独
立
し
た
、
私
に
は
操
作
す
る

こ
と
の
で
き
な
い
独
自
の
意
志
を
持
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
人
物
、
し
か
し
あ

く
ま
で
一
人
の
「
私
」
が
偶
然
の
成
り
行
き
に
よ
っ
て
作
り
出
し
て
し
ま
っ
た
、

そ
ん
な
人
物
が
要
求
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト
や
聖
人
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ

な
ら
ば
、
本
来
の
人
物
の
代
替
で
あ
り
、
そ
の
不
在
の
記
号
だ
と
い
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
だ
が
こ
こ
で
そ
の
図
式
は
逆
転
さ
れ
る
。「
私
」
が
作
り
出
し
て

し
ま
っ
た
の
が
明
ら
か
な
こ
の
人
物
は
、
し
か
し
「
私
」
が
自
由
に
操
作
す
る

こ
と
は
で
き
ず
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
「
私
」
の
想
像
世
界
を
抜
け
出
し
て
、

大
衆
的
な
力
を
さ
え
持
ち
う
る
だ
ろ
う
。
恣
意
的
で
あ
り
な
が
ら
自
立
し
た
存

在
と
し
て
の
人
物
図
像
、
そ
れ
が
や
が
て
近
代
的
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
な
っ
て
い

く
も
の
の
核
心
な
の
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
の
意
味
を
捉
え
る
た
め
に
、
も
う
少

し
作
品
に
即
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

３

．
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
フ
レ
ー
ム
を
踏
み
越
え
る

　

一
見
些
細
な
こ
と
な
の
だ
が
、
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
の
作
品
は
扉
ペ
ー
ジ
の
多
く

に
共
通
の
特
徴
が
あ
る
。『
ク
レ
パ
ン
氏
』
を
別
に
す
る
と
何
ら
か
の
人
物
像

が
描
か
れ
、
ま
た
『
ジ
ャ
ボ
氏
』
で
は
主
人
公
が
タ
イ
ト
ル
を
背
負
い
つ
つ
、

腰
に
手
を
当
て
た
い
つ
も
の
特
徴
的
な
ポ
ー
ズ
を
決
め
て
い
る
だ
け
だ
が
、
他

の
ケ
ー
ス
で
は
一
人
ま
た
は
数
人
の
人
物
が
こ
ち
ら
を
向
い
て
大
き
な
紙
片
を

掲
げ
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
序
文
を
読
者
に
差
し
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
テ
プ

フ
ェ
ー
ル
の
作
品
で
は
（
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
ほ
と
ん
ど
の
「
マ
ン
ガ
」

に
つ
い
て
同
じ
こ
と
が
い
え
る
が
）
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
読
者
の
方
に
直
接
視
線

を
向
け
る
こ
と
は
ほ
ぼ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
例
外
的
に
人
物
た
ち
が
は
っ
き
り

と
読
者
を
意
識
し
、
版
画
文
学
と
い
う
真
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
奇
妙
な

物
語
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
よ
う
、
訴
え
か
け
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
つ
ま
り

彼
ら
は
物
語
の
外
か
ら
物
語
を
読
者
に
提
示
す
る
の
で
あ
り
、
一
貫
性
を
持
っ

た
物
語
世
界
内
に
と
ど
ま
る
義
務
を
持
た
な
い
、
ま
さ
に
現
代
の
私
た
ち
が

「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
と
呼
び
慣
わ
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
。

　

テ
プ
フ
ェ
ー
ル
作
品
に
と
っ
て
演
劇
が
重
要
な
モ
デ
ル
で
あ
る
こ
と
は
し
ば

し
ば
指
摘
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
扉
ペ
ー
ジ
の
描
き
方
は
、
舞
台
上
で
語
り
あ

い
愛
し
あ
い
敵
対
し
あ
っ
て
き
た
役
者
た
ち
が
、
カ
ー
テ
ン
コ
ー
ル
の
と
き
に

は
じ
め
て
物
語
世
界
の
外
に
踏
み
出
し
、
ま
っ
す
ぐ
観
客
に
視
線
を
向
け
る
瞬

間
の
よ
う
で
も
あ
る
。
た
し
か
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
物
語
の
主
要
な
登
場
人
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物
だ
と
は
っ
き
り
わ
か
る
の
は
『
フ
ェ
ス
テ
ュ
ス
博
士
』
の
ケ
ー
ス
だ
け
で
あ

り
、
常
に
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
自
身
が
物
語
を
紹
介
し
て
い
る
と
ま
で
い
い
切
れ
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
一
貫
し
た
物
語
世
界
に
属
し
、
本
当
ら
し
さ
を
ま
と
い
続

け
る
よ
う
運
命
づ
け
ら
れ
た
絵
画
的
表
象
と
は
異
な
る
何
か
、
物
語
の
内
と
外

を
行
き
来
し
て
し
ま
え
る
よ
う
な
何
か
へ
の
感
性
が
、
こ
こ
で
は
確
実
に
作
動

し
は
じ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
物
語
世
界
の
一
貫
性
は
、
扉
ペ
ー
ジ
の
よ
う
な
特
権
的
な
空
間
を
別
に

す
る
な
ら
、
一
切
の
破
綻
な
く
維
持
さ
れ
、
登
場
人
物
は
み
な
そ
の
世
界
の
統

一
性
に
お
と
な
し
く
従
属
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
表
面
的
に
は
そ
の
よ
う
に
も

見
え
る
。
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
の
人
物
た
ち
が
、
初
期
映
画
の
役
者
の
よ
う
に
観
客

に
ウ
ィ
ン
ク
を
送
る
こ
と
は
な
い
し
、
私
た
ち
に
親
し
い
現
代
の
マ
ン
ガ
に
お

け
る
よ
う
に
、
コ
マ
の
外
で
読
者
に
語
り
か
け
た
り
す
る
こ
と
も
な
い
。
た
し

か
に
そ
う
な
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
人
物
た
ち
が
コ
マ
の
な
か
に
│
│
物
語
世
界

の
な
か
に
│
│
安
住
す
る
の
で
な
く
、
コ
マ
を
越
え
出
る
よ
う
に
し
て
、
い
わ

ば
ペ
ー
ジ
の
上
で
動
き
出
し
て
し
ま
う
と
い
っ
た
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
見
つ

け
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
何
も
特
別
な
こ
と
で
は
な
い
。
や
は
り
グ

ル
ン
ス
テ
ン
が
明
確
に
総
括
し
て
い
る
よ
う
に
）
10
（

、
版
画
文
学
を
作
り
出
す
う
え

で
の
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
の
技
法
は
、「
コ
マ
割
りdécoupage

」
と
「
ペ
ー
ジ
構

成
（
＝
レ
イ
ア
ウ
ト
）m

ise en page

」
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
物
語
を

ど
の
よ
う
に
切
り
分
け
る
か
、
切
り
分
け
た
イ
メ
ー
ジ
を
ど
の
よ
う
に
紙
面
に

配
置
す
る
か
と
い
う
、
こ
れ
以
後
あ
ら
ゆ
る
マ
ン
ガ
家
が
悩
ま
さ
れ
て
い
く
二

つ
の
課
題
。
た
し
か
に
こ
こ
に
は
そ
れ
が
あ
る
の
だ
が
、
と
り
わ
け
「
ペ
ー
ジ

構
成
」
と
は
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
コ
マ
の
な
か
（
だ
け
）
で
な
く
、
ペ
ー
ジ
の

上
に
い
る
存
在
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
処
理
さ

れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
人
物
図
像
は
私
た
ち
が
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
と
呼
ぶ
も
の

で
あ
り
う
る
に
違
い
な
い
。
で
は
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
の
人
物
た
ち
は
、
ど
の
よ
う

に
ペ
ー
ジ
の
上
で
（
＝
コ
マ
の
外
で
）
機
能
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　

ペ
ー
タ
ー
ス
や
グ
ル
ン
ス
テ
ン
、
日
本
で
は
森
田
に
代
表
さ
れ
る
論
者
た
ち

に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
て
き
た
印
象
的
な
ペ
ー
ジ
構
成
の
多
く
は
、
コ
マ
を
越
え

て
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
を
作
動
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
）
11
（

。『
フ
ェ
ス
テ
ュ
ス
博
士
』

の
六
三
ペ
ー
ジ
目
で
、
梯
子
に
つ
か
ま
っ
た
十
数
人
の
男
た
ち
が
、
梯
子
を
蹴

と
ば
さ
れ
て
倒
れ
て
い
く
場
面
を
見
て
み
よ
う
（
図
３

）。
梯
子
は
隣
り
合
っ

た
二
つ
の
コ
マ
が
共
有
し
て
い
る
一
つ
の
角
を
支
点
に
し
て
、
ゆ
っ
く
り
右
側

へ
と
倒
れ
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
。
二
つ
の
コ
マ
を
独
立
さ
せ
て
見
る
限
り
、

コ
マ
の
内
部
に
空
間
把
握
上
の
齟
齬
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に

並
べ
ら
れ
る
と
き
梯
子
に
し
が
み
つ
い
た
男
た
ち
は
、
コ
マ
の
な
か
で
（
物
語

世
界
の
な
か
で
）
だ
け
倒
れ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
ペ
ー
ジ
上
を
倒
れ
て
い
く

と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
ほ
ぼ
九
〇
度
の
角
度
を
取
っ
た
こ
の
二
本
の
（
あ
る

い
は
一
本
の
）
梯
子
は
、
幾
何
学
的
な
配
置
に
よ
っ
て
見
や
す
い
例
に
な
っ
て

い
る
が
、
よ
り
微
妙
な
例
も
多
く
見
つ
か
る
。
た
と
え
ば
『
ペ
ン
シ
ル
氏
』
の

四
六
ペ
ー
ジ
目
で
は
奇
妙
な
事
情
で
箱
詰
め
に
さ
れ
た
ジ
ョ
リ
ボ
ワ
氏
が
斜
面

を
転
が
り
落
ち
、
木
に
つ
か
ま
る
こ
と
で
難
を
逃
れ
る
の
だ
が
（
図
４

）、
全

体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
落
下
運
動
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
マ
が
そ
の
う
ち
の

ど
の
時
点
を
表
現
し
た
も
の
か
、
は
っ
き
り
と
決
め
る
た
め
の
根
拠
は
何
も
な



835（300）

い
（
少
な
く
と
も
背
景
を
見
る
限
り
、
一
コ
マ
目
と
二
コ
マ
目
、
二
コ
マ
目
と

三
コ
マ
目
の
関
係
は
曖
昧
で
あ
る
）。
だ
が
私
た
ち
は
ほ
ぼ
直
感
的
に
│
│
背

景
を
無
視
し
て
│
│
一
コ
マ
目
か
ら
三
コ
マ
目
ま
で
の
運
動
を
直
接
一
続
き
の

も
の
と
し
て
認
識
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
ジ
ョ
リ
ボ
ワ
氏
は
コ
マ
の
な

か
を
（
＝
物
語
世
界
の
な
か
を
）
落
下
し
て
い
く
だ
け
で
な
く
、
ペ
ー
ジ
の
上

で
（
＝
物
語
世
界
の
外
で
）
も
落
下
し
て
い
く
。
一
貫
性
を
持
っ
た
世
界
の
一

部
を
切
り
取
っ
た
枠
の
な
か
で
、
動
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
迫
真
性
を
与
え
よ

う
と
す
る
絵
画
表
象
と
異
な
っ
て
、
枠
の
外
で
、
コ
マ
と
コ
マ
の
あ
い
だ
で
、

つ
ま
り
は
ペ
ー
ジ
の
上
で
不
条
理
に
も
動
い
て
し
ま
う
図
像
と
し
て
の
「
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
」
は
、
こ
の
う
よ
う
に
し
て
生
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

テ
プ
フ
ェ
ー
ル
に
よ
る
コ
マ
構
成
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
と
り
わ
け
目
立
つ
、

別
の
様
式
に
も
目
を
向
け
よ
う
。
同
時
進
行
す
る
二
つ
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
が
、

交
互
に
な
っ
た
コ
マ
で
表
さ
れ
る
よ
う
な
形
式
で
あ
る
。
代
表
的
と
い
え
る
の

は
『
ジ
ャ
ボ
氏
』
の
な
か
で
、
自
室
で
火
事
騒
ぎ
を
起
こ
し
て
あ
わ
て
る
ジ
ャ

ボ
氏
と
、
隣
室
で
そ
の
様
子
を
聞
き
つ
け
、
ジ
ャ
ボ
氏
が
自
分
に
恋
の
炎
を
燃

や
し
て
い
る
と
思
い
こ
む
侯
爵
夫
人
を
同
時
に
描
き
出
し
て
い
る
ペ
ー
ジ
な
ど

で
あ
ろ
う
（
図
５

）。
二
人
の
人
物
や
犬
の
向
き
に
細
か
い
配
慮
の
あ
る
こ
と

は
森
田
の
指
摘
に
あ
る
通
り
だ
が
）
12
（

、
こ
こ
で
は
ジ
ャ
ボ
氏
と
侯
爵
夫
人
、
ジ
ャ

ボ
氏
の
犬
た
ち
と
侯
爵
夫
人
の
犬
が
、
ペ
ー
ジ
の
上
で
向
か
い
合
っ
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
て
お
け
ば
よ
い
。
私
た
ち
の
知
っ
て
い
る
マ
ン
ガ
の
紙
面
で
は
、

た
と
え
ば
見
開
き
の
右
上
と
左
下
の
コ
マ
に
描
か
れ
た
二
人
の
人
物
が
、
物
語

空
間
の
な
か
で
は
離
れ
た
場
所
に
い
た
と
し
て
も
、
紙
面
上
で
は
見
つ
め
あ
っ

て
い
る
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
き
る
が
、
テ
プ
フ
ェ
ー
ル

に
お
い
て
開
か
れ
た
の
は
、
コ
マ
に
内
在
す
る
空
間
の
整
合
性
を
越
え
た
、

ペ
ー
ジ
の
上
で
の
関
係
性
な
の
で
あ
る
。

　

ペ
ー
ジ
上
で
の
運
動
や
関
係
性
と
い
う
の
と
は
や
や
レ
ベ
ル
が
違
う
よ
う
に

思
わ
れ
る
も
の
の
、
物
語
世
界
に
内
在
す
る
図
像
と
は
異
な
っ
た
近
代
的
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
と
い
う
存
在
を
考
え
る
と
き
意
味
を
持
つ
、
コ
マ
ど
う
し
の
さ
ら
に

別
の
関
係
性
を
見
つ
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
も
よ
く
話
題
に
さ
れ
る
レ
ト

リ
ッ
ク
だ
が
、
グ
ル
ン
ス
テ
ン
が
「
平
行
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
な
い
し
「
交
替
モ

ン
タ
ー
ジ
ュ
）
13
（

」
と
呼
ん
で
い
る
ペ
ー
ジ
構
成
で
あ
る
。『
ヴ
ュ
ー
・
ボ
ア
氏
』

の
六
二
ペ
ー
ジ
か
ら
六
八
ペ
ー
ジ
に
か
け
て
、
左
端
に
比
較
的
狭
い
コ
マ
が
配

置
さ
れ
、
メ
イ
ン
・
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
、
愛
す
る
人
と
行
動
を
と
も
に
す
る

ヴ
ュ
ー
・
ボ
ア
氏
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
と
は
別
に
、
同
じ
こ
ろ
水
車
に
巻
き
こ
ま

れ
て
苦
し
ん
で
い
る
彼
の
恋
敵
が
、
な
ん
と
か
脱
出
に
成
功
す
る
ま
で
が
描
か

れ
て
い
る
（
図
６

）。
二
つ
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
の
同
時
進
行
と
い
う
意
味
で
は

『
ジ
ャ
ボ
氏
』
の
例
と
同
じ
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
に

属
す
る
人
物
た
ち
が
、
紙
面
上
で
目
配
せ
を
交
わ
し
あ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
む
し
ろ
両
者
は
徹
底
し
て
無
関
係
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
で
ヴ
ュ
ー
・
ボ
ア

氏
と
ラ
イ
バ
ル
の
状
況
の
対
比
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
こ
の
と
き

何
が
起
き
る
か
と
い
え
ば
、
読
者
／
観
者
の
視
線
の
前
景
化
に
他
な
ら
な
い
。

そ
こ
か
ら
否
応
な
く
対
比
を
読
み
取
っ
て
し
ま
う
の
は
そ
れ
を
読
む
／
見
る
私

た
ち
で
あ
り
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
意
識
す
る
よ
う
強
制
さ
れ
る
。
翻
っ
て
ル
ネ

サ
ン
ス
以
来
の
絵
画
の
伝
統
に
お
い
て
、
一
つ
の
枠
に
二
つ
の
異
な
っ
た
時
空
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間
に
属
す
る
場
面
が
並
置
さ
れ
る
あ
り
方
が
例
外
的
な
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に

い
え
ば
忌
避
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
は
な
ぜ
か
と
考
え
る
な
ら
、
観
者
の

没
入
を
、
つ
ま
り
は
表
象
さ
れ
た
場
面
の
真
実
性
・
迫
真
性
を
害
す
る
も
の
だ

か
ら
と
い
う
の
が
合
理
的
な
答
え
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
る
と
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
に

お
い
て
私
た
ち
は
反
対
に
、
読
む
／
見
る
私
た
ち
自
身
を
意
識
す
る
よ
う
要
請

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
描
か
れ
た
図
像
が
「
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
」
で
あ
る
こ
と
の
帰
結
で
あ
る
。
人
物
が
コ
マ
の
な
か
（
物
語
世
界
の

な
か
）
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
と
は
、
す
な
わ
ち
そ
れ
を
見
る
私
た
ち
が
没
入

し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
だ
。
人
物
は
「
現
実
」
の
存
在
の
よ
う

に
、
一
貫
性
を
持
っ
た
世
界
の
な
か
で
、
自
ら
の
意
志
で
活
動
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
私
た
ち
が
そ
れ
を
動
か
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
私
た
ち
自
身
が
そ
れ

を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
と
い
っ
て
私
た
ち
が
状
況
を
思
う
が
ま
ま
に
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
ほ
ぼ
自
分
の
意
志
に
関
係
な
く
、
私
た

ち
は
ヴ
ュ
ー
・
ボ
ア
氏
と
恋
敵
の
対
比
を
読
み
取
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
私
た
ち

は
そ
こ
に
あ
る
関
係
を
作
り
出
し
て
い
る
の
が
自
分
自
身
だ
と
知
っ
て
い
る
の

に
、
同
時
に
そ
れ
を
否
応
な
く
作
り
出
す
よ
う
強
い
ら
れ
て
も
い
る
。「
ま
る

で
現
実
の
よ
う
に
動
い
て
見
え
る
」
の
で
は
な
く
（
そ
れ
は
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来

の
絵
画
で
あ
ろ
う
）、
イ
メ
ー
ジ
そ
れ
自
体
が
動
い
て
い
る
の
で
は
な
く
「
私
」

が
動
か
し
て
い
る
と
知
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
私
」
の
意
志
と
は
関

係
な
し
に
動
い
て
し
ま
う
も
の
と
し
て
現
象
す
る
、
そ
れ
こ
そ
が
近
代
的
な

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
他
な
ら
な
い
。
コ
マ
の
内
在
世
界
を
越
え
て
運
動
し
、
結
び

つ
き
、
機
能
し
な
が
ら
、
運
動
さ
せ
、
結
合
さ
せ
、
機
能
さ
せ
て
い
る
の
が
奇

妙
に
も
私
た
ち
自
身
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
続
け
る
イ
メ
ー
ジ
。
テ
プ

フ
ェ
ー
ル
と
と
も
に
、
こ
の
逆
説
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
近
代
の
視
覚
体
験
を
覆
い

尽
く
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

　

よ
り
原
理
的
な
問
題
に
進
ん
で
み
よ
う
。
こ
こ
で
生
じ
て
い
る
の
は
つ
ま
り
、

「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
│
│
古
典
的
な
絵
画
に
お
け
る
人
物
表
象
と
は
異
な
り
、

フ
レ
ー
ム
を
踏
み
越
え
て
し
ま
う
人
物
図
像
│
│
と
「
コ
マ
」
│
│
絵
画
の
フ

レ
ー
ム
と
は
異
な
っ
て
、
描
か
れ
た
人
物
図
像
が
そ
れ
を
踏
み
越
え
て
し
ま
う

こ
と
を
許
容
し
、
さ
ら
に
は
要
請
す
る
フ
レ
ー
ム
│
│
と
の
相
補
的
な
生
成
で

あ
る
。
す
る
と
こ
ん
な
こ
と
を
思
い
つ
く
。
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
フ
レ
ー
ム
の
関

係
と
い
う
マ
ン
ガ
の
基
本
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
誰
も
が
思
い
起
こ
す

で
あ
ろ
う
伊
藤
剛
の
『
テ
ヅ
カ
・
イ
ズ
・
デ
ッ
ド
）
14
（

』
で
提
示
さ
れ
た
二
つ
の
テ
ー

ゼ
、「
キ
ャ
ラ
と
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
区
別
」
と
「
フ
レ
ー
ム
の
不
確
定
性
」
と

い
う
相
補
的
な
テ
ー
ゼ
が
教
え
て
い
る
マ
ン
ガ
の
あ
り
方
は
、
欧
米
の
文
脈
で

は
や
は
り
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
と
と
も
に
は
じ
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
近

代
的
な
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
マ
ン
ガ
の
こ
の
あ
り
方
は
、
少
な
く
と
も
西
欧
の

視
覚
文
化
史
に
お
い
て
、
あ
る
決
定
的
な
段
階
を
画
す
る
も
の
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

伊
藤
剛
の
用
語
法
に
お
い
て
、「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
と
は
物
語
世
界
に
内
属

す
る
登
場
人
物
、
つ
ま
り
コ
マ
の
な
か
に
収
ま
る
人
物
図
像
で
あ
る
と
す
る
と
、

「
キ
ャ
ラ
」
と
は
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
を
演
じ
る
基
体
の
よ
う
な
人
物
図
像
で

あ
り
、
物
語
世
界
に
対
し
て
権
利
上
先
在
す
る
と
と
も
に
、
コ
マ
の
外
に
踏
み

出
す
こ
と
の
で
き
る
│
│
い
わ
ゆ
る
「
コ
マ
を
突
き
破
る
よ
う
な
表
現
」
を
可
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図３　ロドルフ・テプフェール『フェステュス博士』（1840年）、63ページ。

図４　ロドルフ・テプフェール『ペンシル氏』（1840年）、46ページ。
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図５　ロドルフ・テプフェール『ジャボ氏』（1833年）、39ページ。

図６　ロドルフ・テプフェール『ヴュー・ボア氏の恋』（1837年）、66～67ページ。
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能
に
す
る
│
│
存
在
で
あ
る
。
要
す
る
に
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
と
は
コ
マ
の
な

か
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、「
キ
ャ
ラ
」
と
は
ペ
ー
ジ
の
上
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
て
、

こ
こ
で
近
代
的
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
呼
ん
で
き
た
も
の
は
し
た
が
っ
て
、
む
し
ろ

「
キ
ャ
ラ
」
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
キ
ャ
ラ
」
が
「
キ
ャ
ラ
」
で
あ

り
つ
つ
も
、
い
っ
た
ん
そ
れ
を
抑
圧
す
る
よ
う
に
し
て
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
を

演
じ
る
こ
と
が
可
能
な
の
は
、
マ
ン
ガ
の
フ
レ
ー
ム
が
コ
マ
に
も
ペ
ー
ジ
に
も

属
す
る
こ
と
の
で
き
る
不
確
定
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。
マ
ン
ガ
と
は
、
物

語
世
界
に
没
入
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
機
能
さ
せ
て
い
る
の
が
読
み
手

自
身
で
あ
る
こ
と
を
常
に
一
定
程
度
意
識
さ
せ
続
け
る
不
可
思
議
な
メ
デ
ィ
ア

な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
単
純
に
没
入
す
る
こ
と
、
物
語
世
界
の
真

実
性
を
単
純
に
信
じ
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
代
に
お
い
て
は
、

登
場
人
物
を
動
か
し
て
い
る
の
は
「
私
」
自
身
で
あ
る
と
知
っ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
人
物
が
動
い
て
し
ま
う
と
い
う
矛
盾
し
た
様
態
に
お
い
て
だ

け
物
語
へ
の
没
入
が
可
能
な
の
で
あ
り
、
そ
の
様
態
を
他
の
い
か
な
る
メ
デ
ィ

ア
に
も
ま
し
て
明
示
的
に
体
現
す
る
の
が
マ
ン
ガ
な
の
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う

か
。
す
る
と
こ
の
と
き
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
閉
じ
こ
め
る
あ
ら
ゆ
る
フ
レ
ー
ム

は
相
対
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
い
つ
で
も
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
キ
ャ
ラ
に
立
ち

戻
っ
て
し
ま
う
可
能
性
を
持
つ
が
、
そ
の
絶
え
間
な
い
往
復
の
な
か
で
作
り
出

さ
れ
て
は
壊
さ
れ
、
壊
さ
れ
て
は
別
の
場
所
に
作
り
直
さ
れ
て
ゆ
く
フ
レ
ー
ム

が
、
マ
ン
ガ
と
い
う
近
代
的
な
体
験
を
定
義
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

コ
マ
を
越
え
て
結
び
つ
き
、
作
動
す
る
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

（
あ
る
い
は
「
キ
ャ
ラ
」）
は
、
だ
か
ら
フ
レ
ー
ム
の
不
確
定
性
を
前
提
と
す
る
。

た
し
か
に
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
の
人
物
図
像
が
文
字
通
り
コ
マ
を
突
き
破
る
わ
け
で

は
な
い
。
だ
が
「
コ
マ
構
成
」
の
意
識
を
持
つ
と
は
、
必
然
的
に
人
物
図
像
を

ペ
ー
ジ
の
上
で
動
か
す
こ
と
で
あ
り
、
扉
ペ
ー
ジ
で
読
者
の
方
を
向
い
て
い
る

の
が
い
ま
だ
メ
イ
ン
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
は
な
い
と
し
て
も
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

が
コ
マ
を
抜
け
出
て
読
者
と
向
か
い
合
っ
て
し
ま
う
逆
説
的
な
時
空
間
は
、
テ

プ
フ
ェ
ー
ル
の
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
で
確
実
に
予
見
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の

こ
と
は
結
局
、『
観
相
学
試
論
』
で
開
陳
さ
れ
た
彼
の
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
論
」

の
必
然
的
な
帰
結
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。『
試
論
』
が
繰
り
返
し
説
い
て
い

た
の
は
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
作
者
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
越
え
た
も
の
だ
と
い
う

テ
ー
ゼ
で
あ
っ
た
。
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
顔
に
い
か
な
る
法
則
性
が
発
見
さ
れ
る

に
も
せ
よ
、
法
則
は
常
に
後
天
的
な
も
の
で
し
か
あ
り
え
ず
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

は
ま
ず
「
や
っ
て
来
て
」
し
ま
う
。
ど
こ
か
ら
や
っ
て
来
た
か
と
問
え
ば
自
分

自
身
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
し
か
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

術
の
な
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
対
し
、
作
者
は
そ
れ
が
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
作

動
す
る
の
を
後
押
し
し
て
や
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
（
そ
の
意
味
で
、
や
は
り

テ
プ
フ
ェ
ー
ル
の
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ス
ム
が
批
判
的
視
点
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
と

い
う
ス
モ
ル
デ
レ
ン
の
主
張
に
は
無
理
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
）
15
（

）。
彼

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
は
じ
め
か
ら
、
物
語
世
界
に
所
属
す
る
義
務
を
負
わ
さ
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
ず
物
語
と
い
う
フ
レ
ー
ム
の
外
で
与
え
ら
れ
、

つ
い
で
そ
れ
が
演
じ
や
す
そ
う
な
役
柄
を
演
じ
る
よ
う
に
促
さ
れ
る
だ
け
だ
。

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
本
当
ら
し
さ
と
い
う
義
務
を
負
わ
ず
、
可
能
な
限
り
簡
便
な

線
で
描
か
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
こ
と
を
証
言
し
続
け
る
だ
ろ
う
。



キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
や
っ
て
来
る

（305）830

　

い
さ
さ
か
強
引
に
、
こ
の
こ
と
を
よ
り
大
き
な
文
脈
で
語
る
こ
と
も
で
き
る
。

一
九
世
紀
と
は
す
な
わ
ち
、
西
欧
に
お
け
る
究
極
の
物
語
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト

教
神
話
が
決
定
的
に
失
墜
す
る
時
代
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
フ
レ
ー
ム
の
相
対
化

の
時
代
で
も
あ
る
。
論
理
の
飛
躍
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
近
代
の
問

題
と
は
フ
レ
ー
ム
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
も
、
そ
れ
な
り
の
正
当
性
が

あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
）
16
（

。
一
つ
の
フ
レ
ー
ム
が
社
会
全
体
に
共
有
さ
れ
て
い

る
限
り
、
そ
れ
が
フ
レ
ー
ム
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
そ
う

し
た
フ
レ
ー
ム
の
力
が
弱
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
フ
レ
ー
ム
は
相
対
的
な
も
の
に
す

ぎ
な
い
こ
と
が
意
識
化
さ
れ
る
よ
う
な
と
き
、
最
終
的
な
真
実
の
不
在
と
と
も

に
生
き
る
た
め
の
技
術
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
小
説
に
も
ま
し
て
、
あ
る

い
は
や
が
て
近
代
を
象
徴
す
る
よ
う
な
位
置
に
ま
で
押
し
上
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
映
画
に
も
ま
し
て
、
マ
ン
ガ
と
は
こ
の
フ
レ
ー
ム
の
相
対
化
を
生
き
る
た
め

の
技
術
と
し
て
発
展
し
た
メ
デ
ィ
ア
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
お
そ
ら
く
テ
プ

フ
ェ
ー
ル
が
予
言
し
た
の
は
こ
う
し
た
事
態
で
あ
っ
た
。
い
か
な
る
フ
レ
ー
ム

に
帰
属
す
る
こ
と
も
な
く
│
│
帰
属
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
れ
は
い

つ
で
も
取
り
消
す
こ
と
の
で
き
る
契
約
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
明
示
し
続
け
│
│
、

た
え
ず
フ
レ
ー
ム
を
踏
み
越
え
な
が
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
不
可
能
な
、
原
理
上
常

に
相
対
的
な
物
語
を
生
産
し
て
い
く
近
代
的
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
。
そ
れ
が
テ
プ

フ
ェ
ー
ル
の
画
す
る
モ
ダ
ニ
テ
ィ
ー
の
核
心
で
あ
る
。

４

．
近
代
的
イ
メ
ー
ジ
が
は
じ
ま
る

　

最
後
に
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
以
後
に
起
き
た
こ
と
も
一
瞥
し
て
お
こ
う
。
テ
プ

フ
ェ
ー
ル
の
作
品
は
次
第
に
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
が
、「
後

継
者
」
た
ち
は
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
に
匹
敵
す
る
作
品
を
生
み
出
す
に
は
い
た
ら
ず
、

世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
（
語
圏
）
に
お
け
る
マ
ン
ガ
の
歴
史
は
曖
昧
な
も
の

だ
っ
た
と
い
う
の
が
お
そ
ら
く
一
般
的
な
認
識
で
あ
り
、
私
た
ち
も
取
り
立
て

て
そ
れ
に
反
論
を
企
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
直
接
の
後
継

者
と
い
え
そ
う
な
カ
ム
に
お
い
て
、
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
の
よ
う
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

と
フ
レ
ー
ム
に
関
す
る
意
識
化
が
十
全
な
形
で
見
出
せ
な
い
の
は
事
実
だ
ろ
う
。

た
だ
そ
の
カ
ム
に
し
て
も
、
コ
マ
全
体
を
黒
く
塗
り
つ
ぶ
す
こ
と
で
消
灯
し
た

部
屋
を
表
す
手
法
や
（『
ラ
ジ
ョ
ニ
ス
氏
の
物
語
』、
一
八
三
九
年
）、
子
供
の

描
い
た
デ
ッ
サ
ン
を
表
現
す
る
た
め
に
意
図
的
に
稚
拙
な
（
だ
が
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
私
た
ち
の
目
に
は
「
マ
ン
ガ
的
」
に
見
え
る
）
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
デ
ザ

イ
ン
す
る
な
ど
（『
バ
ル
ナ
ベ
・
ゴ
ゴ
氏
（
あ
る
理
解
さ
れ
ざ
る
天
才
）』、
一

八
四
一
年
）、
実
験
的
な
側
面
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
テ

プ
フ
ェ
ー
ル
に
よ
っ
て
「
発
明
」
さ
れ
た
マ
ン
ガ
な
い
し
版
画
文
学
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
は
、
生
ま
れ
る
や
否
や
メ
タ
・
レ
ベ
ル
の
実
験
に
突
き
進
ん
で
い
っ

た
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
ま
る
で
物
語
の
伝
達
手
段
と
し
て
成
熟
す
る
よ

り
は
る
か
に
早
く
、
自
ら
の
限
界
を
越
え
出
よ
う
と
し
て
い
た
か
の
よ
う
だ
。

そ
の
こ
と
自
体
が
お
そ
ら
く
、
マ
ン
ガ
と
は
普
遍
的
な
フ
レ
ー
ム
の
不
在
と
い
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う
近
代
の
不
安
と
つ
き
あ
う
一
つ
の
方
法
だ
っ
た
こ
と
の
証
左
に
他
な
ら
な
い
。

今
や
人
物
た
ち
は
物
語
の
枠
を
無
視
し
て
行
動
で
き
て
し
ま
う
と
い
う
事
実
に

対
す
る
戸
惑
い
と
、
そ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
て
し
ま
っ
た
自
由
を
享
受
し
た

い
と
い
う
欲
求
が
、
一
九
世
紀
の
イ
メ
ー
ジ
体
験
を
覆
っ
て
い
っ
た
。
そ
う
し

た
実
験
性
、
メ
タ
・
レ
ベ
ル
へ
の
挑
戦
を
誰
よ
り
も
極
端
な
形
で
体
現
し
た
の

は
、
間
違
い
な
く
若
き
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
ド
レ
で
あ
る
。

　

イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
で
名
声
を
う
る
よ
り
以
前
、
十
代

後
半
か
ら
二
十
代
は
じ
め
の
青
年
ド
レ
が
、
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
の
影
響
を
受
け
つ

つ
数
冊
の
「
マ
ン
ガ
」
作
品
を
上
梓
し
た
こ
と
、
し
か
も
多
く
の
テ
プ
フ
ェ
ー

ル
追
随
者
と
異
な
っ
て
、
い
ち
早
く
そ
の
影
響
か
ら
抜
け
出
し
て
独
自
の
作
風

を
確
立
し
た
こ
と
は
、
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
）
17
（

。
特
に
マ
ン
ガ
家
と
し

て
の
最
終
作
『
聖
ロ
シ
ア
史
』（
一
八
五
四
年
）
は
、
一
九
世
紀
の
作
品
と
し

て
は
異
例
の
長
大
さ
と
と
も
に
、
空
白
の
コ
マ
の
使
用
や
皇
帝
に
よ
る
暴
虐
の

激
し
さ
を
白
い
ペ
ー
ジ
に
叩
き
つ
け
た
赤
い
絵
の
具
の
染
み
で
表
現
す
る
と

い
っ
た
手
法
の
せ
い
で
、
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
語
る
手
段
の
可
能
性
を
大
胆
に

追
求
し
た
作
品
に
見
え
る
。
た
だ
し
ス
ト
ー
リ
ー
・
マ
ン
ガ
と
い
う
よ
り
は
、

ロ
シ
ア
史
を
戯
画
的
に
跡
づ
け
る
絵
本
の
よ
う
な
性
格
が
強
く
、
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
と
物
語
世
界
の
関
係
を
錯
綜
さ
せ
る
実
験
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
限
り
、

決
定
的
な
の
は
そ
れ
に
先
立
つ
『
楽
し
い
旅
行
の
不
快
な
出
来
事
』（
一
八
五

一
年
）
で
あ
ろ
う
。
そ
ち
ら
は
プ
リ
ュ
メ
氏
と
そ
の
妻
の
ス
イ
ス
旅
行
記
と
い

う
体
裁
で
あ
り
、
旅
立
ち
か
ら
の
経
緯
を
語
る
冒
頭
の
数
ペ
ー
ジ
以
外
、
プ

リ
ュ
メ
氏
自
身
の
描
い
た
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
の
内
容
と
い
う
設
定
な
の
だ
が
、

紙
面
が
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に
変
わ
る
と
こ
ろ
で
絵
柄
や
語
り
の
人
称
が
変
わ
る

わ
け
で
も
な
く
、
他
方
で
は
作
中
に
ド
レ
自
身
が
登
場
す
る
な
ど
、
語
り
の
水

準
を
曖
昧
に
す
る
数
々
の
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
い
る
。
特
に
印
象
的
な
の
は
、

山
中
で
出
会
っ
た
土
地
の
人
間
が
そ
の
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
を
踏
み
つ
け
て
し
ま

い
、
プ
リ
ュ
メ
氏
と
そ
の
人
物
の
や
り
取
り
の
場
面
が
描
か
れ
た
紙
面
の
真
ん

中
に
そ
の
靴
跡
が
大
き
く
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ペ
ー
ジ
で
あ
り
（
図
７

）、
あ

る
い
は
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に
デ
ッ
サ
ン
し
て
い
た
プ
リ
ュ
メ
氏
の
背
後
か
ら
近

づ
い
た
牛
が
そ
の
デ
ッ
サ
ン
を
舐
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
表
現
す
る
た
め
に
、

当
該
の
ペ
ー
ジ
に
牛
の
横
顔
（
と
い
う
か
巨
大
な
口
と
舌
）
が
侵
入
し
て
い
る

構
図
で
あ
ろ
う
。
作
者
ド
レ
の
物
語
へ
の
介
入
に
し
ろ
、
靴
跡
や
牛
の
横
顔
に

し
ろ
、
そ
れ
ら
は
イ
メ
ー
ジ
に
対
す
る
外
部
の
痕
跡
で
あ
り
、
現
実
的
な
も
の

の
倒
錯
的
な
侵
入
で
も
あ
っ
て
、
つ
ま
り
は
語
ら
れ
て
い
る
出
来
事
の
虚
構
性

を
暴
露
す
る
装
置
だ
と
い
え
る
。
物
語
世
界
の
枠
組
み
は
、
幾
度
に
も
わ
た
っ

て
あ
か
ら
さ
ま
に
動
揺
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
マ
ン
ガ

と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
こ
こ
で
、
そ
れ
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
レ
ベ
ル
の
曖
昧

さ
を
一
挙
に
可
視
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
ド
レ
の
実
験
は
あ
く
ま
で
テ
ク
ス
ト
と
イ
メ
ー
ジ
、
物
語
世
界
と
視

覚
表
現
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
の
も
の
で
あ
り
、
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
が
開
拓
し
た

「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
の
謎
を
深
化
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
た

と
え
ば
プ
リ
ュ
メ
氏
が
、
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
の
人
物
の
よ
う
に
「
や
っ
て
来
た
」

も
の
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
持
つ
こ
と
は
難
し
そ
う
だ
。
人
物
図
像
と
し
て
の

安
定
性
は
た
し
か
に
高
い
が
（
な
ん
と
い
っ
て
も
ド
レ
の
デ
ッ
サ
ン
力
は
飛
び
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抜
け
て
い
る
）、
プ
リ
ュ
メ
氏
の
自
己
同
一
性
は
極
端
に
突
き
出
し
た
帽
子
の

ひ
さ
し
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
側
面
が
大
き
く
、
イ
メ
ー
ジ
が
先
行
し
て
形
成

さ
れ
た
人
格
と
い
う
よ
り
は
単
純
に
恣
意
的
な
記
号
と
い
う
印
象
が
強
い
。
ま

た
ド
レ
の
マ
ン
ガ
作
品
は
処
女
作
の
『
ヘ
ラ
ク
レ
ス
』
以
外
は
コ
マ
枠
を
持
た

ず
、
コ
マ
に
当
た
る
も
の
は
独
立
し
た
一
つ
の
カ
ッ
ト
（vignette

）
で
あ
る
。

当
然
な
が
ら
各
々
の
カ
ッ
ト
は
ま
と
ま
り
を
持
つ
た
め
に
背
景
が
描
き
こ
ま
れ

（
そ
う
で
な
い
と
登
場
人
物
が
白
い
紙
面
に
浮
い
て
い
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま

う
）、
絵
と
し
て
の
厚
み
を
獲
得
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
コ
マ
枠
を
持
つ
こ
と
に

よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
配
慮
か
ら
解
放
さ
れ
た
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
の
イ
メ
ー
ジ
よ
り

も
、
前
後
か
ら
独
立
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
性
格
が
強
い
の
で
あ
る
。

　

急
い
で
つ
け
加
え
る
が
、
ド
レ
が
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
よ
り
後
退
し
て
い
る
と
い

い
た
い
の
で
は
な
い
。
簡
便
な
絵
柄
で
ス
ト
ー
リ
ー
を
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
展
開

さ
せ
る
現
代
日
本
の
マ
ン
ガ
の
多
く
に
比
べ
、
フ
ラ
ン
ス
の
バ
ン
ド
・
デ
シ
ネ

は
コ
マ
一
つ
一
つ
の
独
立
性
（
芸
術
性
と
い
っ
て
も
い
い
）
が
高
く
、
背
景
の

な
い
コ
マ
も
一
般
的
に
日
本
マ
ン
ガ
よ
り
少
な
い
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
何
を

マ
ン
ガ
ら
し
く
感
じ
る
か
は
ど
こ
ま
で
も
相
対
的
な
問
題
に
す
ぎ
な
い
。
ま
し

て
や
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
体
験
の
変
化
全
体
の

な
か
に
置
き
直
し
て
考
え
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
す
で
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、

物
語
を
収
め
る
枠
へ
の
信
頼
が
決
定
的
に
揺
ら
い
だ
の
が
こ
の
時
代
で
あ
る
と

す
る
な
ら
、
フ
レ
ー
ム
を
踏
み
越
え
る
こ
と
は
こ
れ
以
降
の
イ
メ
ー
ジ
の
避
け

が
た
い
宿
命
で
あ
っ
た
。
一
九
世
紀
後
半
の
ポ
ス
タ
ー
の
な
か
で
│
│
ジ
ュ
ー

ル
・
シ
ェ
レ
の
ポ
ス
タ
ー
の
任
意
の
一
枚
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
よ
い
│
│
人
物

図７　ギュスターヴ・ドレ『楽しい旅行の不快な出来事』（1851年）、10ページ。
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図
像
（「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」）
は
宣
伝
す
べ
き
店
や
商
品
の
名
前
と
絡
み
あ
い
、

そ
の
前
に
乗
り
出
す
こ
と
も
あ
れ
ば
、
物
質
化
し
た
文
字
に
も
た
れ
か
か
っ
た

り
す
る
こ
と
さ
え
珍
し
く
な
い
。
一
貫
性
を
持
っ
た
三
次
元
空
間
が
あ
り
、
そ

の
上
に
文
字
の
書
か
れ
た
平
面
が
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
人
物
の

い
る
空
間
は
統
一
的
な
空
間
か
ら
あ
ふ
れ
出
し
て
い
る
。
私
た
ち
は
今
、
雑
誌

の
表
紙
で
人
物
イ
メ
ー
ジ
が
タ
イ
ト
ル
の
一
部
を
背
後
に
隠
し
て
し
ま
う
よ
う

な
構
図
を
何
の
疑
念
も
な
し
に
受
け
入
れ
る
が
、
そ
う
し
た
事
態
が
い
つ
は
じ

ま
っ
た
か
を
明
確
に
い
う
の
は
難
し
い
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
逸
脱
は
一
九

世
紀
（
お
そ
ら
く
世
紀
の
半
ば
）
か
ら
急
速
に
一
般
化
し
た
よ
う
に
見
え
る
。

テ
プ
フ
ェ
ー
ル
の
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
が
フ
レ
ー
ム
を
踏
み
越
え
て
し
ま
う
様

態
は
、
フ
レ
ー
ム
の
相
対
化
と
い
う
一
般
的
な
現
象
を
、
物
語
世
界
の
享
受
と

和
解
さ
せ
、
さ
ら
に
は
新
た
な
享
受
形
態
を
開
拓
す
る
た
め
に
利
用
す
る
一
つ

の
方
法
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
ド
レ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
メ
タ
・
レ
ベ
ル
の
イ

メ
ー
ジ
遊
戯
は
同
じ
現
象
に
対
し
、
語
り
方
の
追
求
よ
り
は
、
イ
メ
ー
ジ
と
意

味
と
の
関
係
を
重
視
し
て
働
き
か
け
た
結
果
だ
と
解
釈
で
き
る
。
近
代
的
メ

デ
ィ
ア
と
し
て
の
マ
ン
ガ
と
は
、
フ
レ
ー
ム
の
不
確
定
性
が
一
般
化
し
た
状
況

の
な
か
で
、
そ
の
困
難
を
、
フ
レ
ー
ム
を
乗
り
越
え
る
人
物
図
像
、
つ
ま
り

「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
に
信
頼
を
寄
せ
る
こ
と
で
可
能
性
に
変
え
よ
う
と
す
る
多

様
な
実
践
の
総
体
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

冒
頭
で
確
認
し
た
こ
と
に
戻
る
な
ら
、
マ
ン
ガ
が
客
観
的
な
基
準
に
よ
っ
て

規
定
で
き
な
い
理
由
も
こ
う
し
て
納
得
で
き
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
い
か
な

る
フ
レ
ー
ム
も
特
権
的
な
正
当
性
を
持
た
ず
、
そ
れ
を
踏
み
越
え
る
「
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
」
の
存
在
様
態
に
も
あ
ら
か
じ
め
い
か
な
る
規
則
も
備
わ
っ
て
は
い
な

い
。
仮
構
の
枠
を
仮
構
の
も
の
と
知
り
つ
つ
絶
対
的
な
も
の
と
見
な
す
（
リ
ア

リ
ズ
ム
的
な
？
）
選
択
も
あ
り
え
れ
ば
、
枠
の
外
へ
の
逃
走
を
繰
り
返
す

「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」（
あ
る
い
は
「
キ
ャ
ラ
」）
の
あ
り
方
に
こ
そ
リ
ア
リ
テ
ィ

を
見
出
し
て
し
ま
う
享
受
者
も
存
在
し
う
る
。
そ
の
中
間
に
は
、
紙
面
上
の
イ

メ
ー
ジ
ど
う
し
の
あ
い
だ
に
ど
の
程
度
、
ど
の
よ
う
な
関
係
を
見
出
し
機
能
さ

せ
る
か
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
態
と
段
階
が
あ
る
だ
ろ
う
。
い
か
な
る
様
態
が

採
用
さ
れ
る
か
、
い
か
な
る
様
態
を
マ
ン
ガ
と
見
な
す
か
は
、
個
々
の
主
体
の

「
好
み
」
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、
主
体
と
イ
メ
ー
ジ
の
関
係
に
よ
っ
て
決
定

さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
が
持
つ
何
ら
か
の
法
則
性
に
よ
っ

て
、
マ
ン
ガ
を
定
義
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
あ
る
時
期
の
あ
る
地
域

に
お
い
て
、
主
体
と
イ
メ
ー
ジ
の
関
係
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
一
定
の
コ
ン
セ

ン
サ
ス
が
成
り
立
ち
、
機
能
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
は
ず
だ
。
テ

プ
フ
ェ
ー
ル
が
決
定
的
な
形
で
経
験
し
、
何
ら
か
の
規
則
の
形
に
練
り
上
げ
た

疑
似
法
則
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
は
あ
ら
か
じ

め
い
か
な
る
物
語
の
フ
レ
ー
ム
に
も
属
さ
な
い
以
上
、
常
に
フ
レ
ー
ム
か
ら
抜

け
出
す
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
の
を
承
知
の
う
え
で
、
通
常
そ
こ
ま
で
過
激
な

手
段
に
訴
え
る
こ
と
は
せ
ず
、
た
い
て
い
は
人
物
を
コ
マ
の
な
か
に
と
ど
め
な

が
ら
、
他
の
コ
マ
と
の
あ
い
だ
の
ひ
そ
か
な
連
携
の
う
ち
に
物
語
を
紡
ぎ
出
し

て
み
せ
る
、
そ
う
し
た
語
り
の
形
式
と
し
て
成
立
し
た
の
が
マ
ン
ガ
と
呼
ば
れ

る
体
験
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
な
ら
、
や
は
り
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
は
マ
ン
ガ
を
発

明
し
た
と
い
え
る
に
違
い
な
い
。



キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
や
っ
て
来
る
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か
つ
て
フ
レ
ー
ム
の
な
か
に
一
つ
の
現
実
を
作
り
出
す
の
は
「
絵
画
」
の
役

割
だ
っ
た
。
そ
の
契
約
が
破
綻
す
る
瞬
間
を
、
一
九
世
紀
は
何
度
に
も
わ
た
っ

て
経
験
す
る
が
、
そ
の
決
定
的
な
一
つ
と
し
て
誰
も
が
思
い
浮
か
べ
る
マ
ネ
の

《
オ
ラ
ン
ピ
ア
》
が
、
ま
っ
す
ぐ
観
者
を
見
つ
め
る
こ
と
で
、
自
分
は
イ
メ
ー

ジ
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
暴
露
し
つ
つ
、
し
か
も
だ
か
ら
こ
そ
か
え
っ
て
観
者
の

自
意
識
を
巻
き
こ
ん
だ
形
で
誘
惑
と
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
を
生
み
出
し
た
と
い
う

歴
史
的
な
事
実
は
、
マ
ン
ガ
体
験
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
も
無
視
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
フ
レ
ー
ム
が
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
で
失
わ
れ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
と
新

た
に
え
ら
れ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
見
る
主
体
を
巻
き
こ
ん
だ

新
た
な
リ
ア
リ
テ
ィ
（
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
？
）
の
問
題
と
、
多
く
の

美
術
は
こ
の
時
期
以
降
、
関
わ
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
う
。
一
九
世
紀
に
い
た

る
ま
で
絵
画
が
果
た
し
て
き
た
役
割
を
、
そ
の
と
き
無
数
の
近
代
的
イ
メ
ー
ジ

が
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
主
役
は
映
画
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
し
、

事
実
そ
う
だ
と
い
え
る
側
面
は
多
い
が
、「
私
」
の
介
入
を
も
っ
と
も
見
え
や

す
い
形
で
利
用
す
る
と
い
う
意
味
で
、
マ
ン
ガ
は
近
代
的
イ
メ
ー
ジ
体
験
の
宿

命
を
い
か
な
る
メ
デ
ィ
ア
に
も
ま
し
て
明
確
に
問
い
の
形
に
変
え
る
。
フ
レ
ー

ム
の
複
数
化
と
異
な
っ
た
フ
レ
ー
ム
を
横
断
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
が
近
代
の

イ
メ
ー
ジ
体
験
を
規
定
す
る
な
ら
、
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
が
体
現
し
て
み
せ
た
不
確

定
な
フ
レ
ー
ム
と
フ
レ
ー
ム
を
乗
り
越
え
る
人
物
図
像
の
同
時
生
成
は
、
私
た

ち
が
い
ま
だ
に
そ
れ
を
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
一
つ
の
時
代
の
地
平
そ
の

も
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
が
そ
の
後
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
体
験
の
す
べ
て
を
先

取
り
し
て
い
た
な
ど
と
い
え
は
し
な
い
。
現
代
日
本
の
マ
ン
ガ
を
範
例
と
し
て

考
え
ざ
る
を
え
な
い
私
た
ち
に
と
っ
て
、
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
に
お
い
て
決
定
的
に

欠
落
し
て
い
る
の
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
愛
さ
れ
る
対
象
と
し
て
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
に
対
す
る
意
識
で
あ
る
。
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
に
起
源
を
持
つ
一
九
世
紀
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
マ
ン
ガ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
ど
こ
ま
で
も
対
象
を
突
き
放
し
て
描
く
も

の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
同
一
化
技
法
」
は
問
題
と
な
り
え
な
か
っ
た
。
一
九

世
紀
に
い
た
る
ま
で
の
絵
画
が
引
き
受
け
て
き
た
対
象
へ
の
同
一
化
や
、
イ

メ
ー
ジ
と
の
疑
似
恋
愛
的
な
対
面
の
問
題
を
、
マ
ン
ガ
が
自
ら
の
課
題
と
す
る

の
は
や
は
り
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
二
〇
世
紀
に
お

け
る
イ
メ
ー
ジ
へ
の
愛
は
一
九
世
紀
ま
で
の
そ
れ
と
同
じ
で
は
な
い
。
不
在
の

対
象
へ
の
愛
で
は
な
く
、
イ
メ
ー
ジ
そ
れ
自
体
へ
の
愛
と
い
う
倒
錯
的
な
体
験

を
お
そ
ら
く
二
〇
世
紀
は
可
能
に
す
る
が
、
そ
れ
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
や
は

り
、
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
を
筆
頭
と
す
る
前
世
紀
の
描
き
手
た
ち
が
、
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
を
フ
レ
ー
ム
か
ら
解
き
放
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
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e W
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T
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olderen », T
öpfferiana, 16 octobre 2015. 

こ
れ
以
外
の
グ
ル
ン
ス

テ
ン
の
反
応
と
し
て
は
、
テ
ク
ス
ト
と
イ
メ
ー
ジ
の
関
係
を
取
り
扱
う
ウ
ェ
ブ
上
の
研

究
誌
に
掲
載
さ
れ
た
次
の
記
事
が
、
問
題
点
を
簡
潔
に
要
約
し
て
い
て
参
考
に
な
っ
た
。

T
hierry Groensteen, « D

e l ’art séquentiel à l ’art ludique », T
extim

age, 

hiver 2013.
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（
３

）　

テ
ィ
エ
リ
・
グ
ル
ン
ス
テ
ン
『
マ
ン
ガ
の
シ
ス
テ
ム　

コ
マ
は
な
ぜ
物
語
に
な
る
の

か
』
野
田
謙
介
訳
、
青
土
社
、
二
〇
〇
九
年
。

（
４

）　

九
ペ
ー
ジ
。
ペ
ー
ジ
は
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
自
身
が
作
品
に
書
き
こ
ん
だ
も
の
を
示
す

（
以
下
も
同
様
）。

（
５

）　

一
八
四
四
年
一
一
月
三
〇
日
の
手
紙
。
テ
ィ
エ
リ
・
グ
ル
ン
ス
テ
ン
／
ブ
ノ
ワ
・

ペ
ー
タ
ー
ス
『
テ
プ
フ
ェ
ー
ル　

マ
ン
ガ
の
発
明
』
古
永
真
一
・
原
正
人
・
森
田
直
子

訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、 

二
〇
一
四
年
、
一
八
四
ペ
ー
ジ
。

（
６

）　

同
書
、
二
〇
六
ペ
ー
ジ
。（
文
脈
に
合
わ
せ
て
多
少
訳
文
を
変
更
し
た
。）

（
７

）　

同
書
、
二
一
六
ペ
ー
ジ
。

（
８

）　

同
書
、
二
一
七
ペ
ー
ジ
。

（
９

）　

同
書
、
一
六
五
ペ
ー
ジ
。

（
10
）　

同
書
、
一
〇
二
│
一
〇
七
ペ
ー
ジ
。

（
11
）　

こ
こ
で
直
接
言
及
し
て
い
る
ペ
ー
タ
ー
ス
と
グ
ル
ン
ス
テ
ン
の
書
物
の
内
容
を
、
の

ち
に
グ
ル
ン
ス
テ
ン
は
単
独
で
発
展
さ
せ
て
い
る
（T
hierry Groensteen, M

on-

sieur T
öpffer invente la ban de dessinée, Les Im

pressions N
ouvelles, 2013

）。

ま
た
こ
こ
で
の
議
論
と
ク
ロ
ス
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
の
で
言
及
は
し
て
い
な
い

が
、
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
の
デ
ッ
サ
ン
を
め
ぐ
る
次
の
論
考
が
示
唆
に
富
ん
で
い
た
こ
と
を

つ
け
加
え
て
お
く
。Pierre Sterckx, « Les desseins du dessin selon le D

octeur 

Festus », N
euvièm

e A
rt, n

° 1, janvier 1996, p.96-103.

（
12
）　

森
田
直
子
『「
ス
ト
ー
リ
ー
漫
画
の
父
」
テ
プ
フ
ェ
ー
ル
│
│
笑
い
と
物
語
を
運
ぶ

メ
デ
ィ
ア
の
原
点
』、
萌
書
房
、
二
〇
一
九
年
、
六
四
ペ
ー
ジ
。

（
13
）　

ペ
ー
タ
ー
ス
、
グ
ル
ン
ス
テ
ン
、
前
掲
書
、
一
〇
三
ペ
ー
ジ
。

（
14
）　

Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
五
年
／
星
海
社
新
書
、
二
〇
一
四
年
。

（
15
）　T

hierry Sm
olderen, op. cit., p.46.

（
16
）　

こ
の
論
考
と
は
あ
ま
り
に
遠
い
分
野
に
思
わ
れ
そ
う
だ
が
、
近
代
に
お
け
る
フ
レ
ー

ム
の
相
対
化
と
イ
メ
ー
ジ
の
問
題
と
の
関
連
を
語
っ
た
近
年
の
重
要
な
寄
与
と
し
て
、

人
類
学
者
に
よ
る
次
の
書
物
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
箭
内
匡
『
イ
メ
ー
ジ
の
人
類
学
』、

せ
り
か
書
房
、
二
〇
一
八
年
。

（
17
）　

マ
ン
ガ
家
と
し
て
の
ド
レ
、
と
り
わ
け
そ
の
手
法
の
前
衛
性
に
つ
い
て
は
、
次
の
論

集
に
収
め
ら
れ
た
論
文
が
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。Guillaum

e D
égé (dir.), 

G
ustave D

oré, ogre et génie, M
usées de la ville de Strasbourg, 2014.


