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は
じ
め
に

映
画
の
映
像
が
「
時
制
」
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
よ
く
指
摘
さ
れ
る
。

確
か
に
、
言
語
に
お
い
て
は
動
詞
の
活
用
に
よ
っ
て
発
話
内
容
の
過
去
・
現

在
・
未
来
が
明
示
さ
れ
る

―
各
時
制
の
下
位
区
分
は
言
語
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ

ま
で
あ
る
が

―
の
に
対
し
て
、
個
々
の
映
像
は
そ
う
し
た
時
制
の
指
標
を
有

し
て
お
ら
ず
、
そ
の
証
拠
に
、
映
画
作
品
を
途
中
か
ら
見
始
め
た
観
客
は
、
そ

れ
が
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
に
よ
る
過
去
の
場
面
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
で
描
か
れ

る
情
景
を
〝
現
在
〞
の
場
面
と
し
て
受
け
止
め
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
し
ば
し
ば

引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。
実
際
、『
わ
が
谷
は
緑
な
り
き
』（
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー

ド
、
一
九
四
一
）
の
冒
頭
で
、
生
ま
れ
育
っ
た
炭
鉱
の
町
を
去
ろ
う
と
す
る
主

人
公
が
往
年
の
生
活
を
語
り
始
め
、
あ
る
い
は
『
サ
ン
セ
ッ
ト
大
通
り
』（
ビ

リ
ー
・
ワ
イ
ル
ダ
ー
、
一
九
五
〇
）
の
同
じ
く
冒
頭
で
、
死
体
と
な
っ
て
プ
ー

ル
に
浮
か
ぶ
主
人
公
が
そ
う
し
た
事
態
に
至
る
ま
で
の
顚
末
を
語
り
出
す
と
し

て
も
、
以
後
の
展
開
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
の
形
式
を
採
ら
ず
に

物
語
が
進
行
す
る
場
合
と
同
様
に

―
た
だ
し
、
述
懐
す
る
主
人
公
の
ヴ
ォ
イ

ス
オ
ー
ヴ
ァ
ー
・
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
要
所
で
被
さ
る
こ
と
を
除
い
て

―
時
系

列
順
に
配
さ
れ
た
一
連
の
場
面
が
、
そ
こ
で
起
こ
る
出
来
事
を
〝
現
在
〞
の
そ

れ
と
し
て
描
き
出
し
て
ゆ
く
。
映
画
と
は
ま
さ
し
く
、hic et nunc

（
今
こ
こ

で
）
を
表
現
の
要
諦
と
す
る
媒
体
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
映
画
は
、
よ
り
正

確
に
は
フ
ィ
ル
ム
で
撮
影
し
た
映
像
を
供
す
る
限
り
で
の
映
画
は
、
現
像
や
プ

リ
ン
ト
な
ど
の
工
程
が
介
在
す
る
た
め
、
必
然
的
に
、
過
ぎ
去
っ
た
光
景
の
再

現
を
存
立
の
基
盤
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
が
テ
レ
ビ
の
生
中
継
や
、
録
画

を
介
さ
な
い
閉
回
路
な
ど
で
の
ヴ
ィ
デ
オ
映
像
と
は
決
定
的
に
異
な
る
点
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
映
画
と
は
必
ず
や
〝
過
去
〞
に
繋
ぎ
止
め
ら
れ
た
媒
体
で
も

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
二
重
性
な
い
し
は
両
義
性
を
内
在
さ
せ
つ
つ
、
物

語
映
画
が
、
デ
ィ
エ
ジ
ェ
ー
ズ
（
物
語
世
界
）
上
の
〝
現
在
〞
か
ら
〝
過
去
〞

へ
の
遡
行
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
や
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
（
例
え
ば
一
九
四
〇

年
代
の
フ
ィ
ル
ム
・
ノ
ワ
ー
ル
）、
諸
々
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
も
と
で
（
主

人
公
の
回
想
や
告
白
、
犯
罪
捜
査
や
裁
判
で
の
証
言
な
ど
）、
し
ば
し
ば
特
徴

映
画
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
ア
ス
ペ
ク
ト
性
に
つ
い
て

―
絵
画
と
写
真
の
形
象
を
中
心
に

―

武
　
　
田
　
　
　
　
　
潔
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的
な
技
法
を
伴
い
な
が
ら
（
ヴ
ォ
イ
ス
オ
ー
ヴ
ァ
ー
・
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
加
え

て
、
画
面
の
ぼ
か
し
や
デ
ィ
ゾ
ル
ヴ
や
カ
ラ
ー
と
モ
ノ
ク
ロ
の
対
比
な
ど
に
よ

る
過
去
の
情
景
へ
の
移
行
）、
多
彩
に
繰
り
広
げ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
通
り

で
あ
る

1

。

こ
の
よ
う
に
、
言
語
に
関
わ
る
基
本
的
な
文
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
映
画
に
お

い
て
は
欠
落
し
、
あ
る
い
は
言
語
に
お
け
る
よ
う
に
は

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

機
能
し
て
い
な
い
と

い
う
事
態
は

―
そ
も
そ
も
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
言
語
学
的
方
法

に
基
づ
く
第
一
期
の
映
画
記
号
学
の
企
図
で
も
あ
っ
た
が

―
何
も
「
時
制
」

（tem
ps

）
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
「
人
称
」（personne

）
に
関

し
て
も
、
映
画
の
映
像
そ
の
も
の
に
は
、
言
語
に
お
け
る
人
称
代
名
詞
の
よ
う

に
、
話
し
手
（
言
表
送
出
者
）
や
聴
き
手
（
言
表
受
容
者
）
や
そ
れ
以
外
の
人

格
を
指デ

イ
ク
シ
ス

呼
作
用
に
よ
っ
て
指
示
す
る
機
能
は
な
い
。
そ
の
こ
と
が
、
人
称
代
名

詞
を
用
い
て
映
画
に
お
け
る
言
表
作
用
の
類
型
を
説
明
し
た
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス

コ
・
カ
ゼ
ッ
テ
ィ
の
所
論
を
メ
ッ
ツ
が
退
け
た
根
拠
で
あ
っ
た
が

2

、
そ
こ
で

メ
ッ
ツ
が
強
調
し
た
よ
う
に
、
映
画
に
お
い
て
機
能
す
る
の
は
「
非
人
格
の
言

表
作
用
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
人
称
代
名
詞
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
妥
当
で

な
い
と
し
て
も
、
映
画
史
を
通
じ
て
の
事
実
と
し
て
は
、
こ
れ
も
広
く
知
ら

れ
る
通
り
、
例
え
ば
Ｐ
Ｏ
Ｖ
シ
ョ
ッ
ト
に
よ
っ
て
人
物
の
視
点
を
表
現
し
た

り
、
あ
る
い
は
映
像
や
音
声
に
加
工
を
施
し
て
夢
や
妄
想
の
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
を

描
写
し
た
り
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
主
観
表
現
」
の
事
例
は
枚
挙
に
い
と
ま

が
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
表
現
に
つ
い
て
理
論
的
に
考
察
し
よ
う
と
す

れ
ば
、
今
度
は
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
物
語
論
研
究
に
お
い
て
「
法
」

（m
ode

）
や
「
態
」（voix

）
と
い
っ
た
文
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
手
が
か
り
に
展

開
し
た
論
考
を
参
照
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
。
そ
も
そ
も
「
時
制
」
に
つ

い
て
も
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
物
語
論
は
動
詞
の
活
用
に
と
ど
ま
ら
ず
（
も
ち
ろ

ん
、
そ
れ
ら
が
個
々
の
文
学
作
品
の
分
析
に
お
い
て
無
視
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
が
）、
物イ

ス
ト
ワ
ー
ル

語
内
容
と
物レ

シ

語
言
表
が
取
り
結
ぶ
「
時
間
」
の
関
係
に
着
目
し
て

3

、

「
順
序
」、「
持
続
」、「
頻
度
」
を
基
準
と
す
る
一
連
の
類
型
を
抽
出
し
た
の
で

あ
り
、
そ
の
成
果
は
映
画
に
お
け
る
物
語
叙
述
の
研
究
に
も
大
き
く
寄
与
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
同
様
に
主
観
性
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
も
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
既

存
の
言
語
学
的
な
概
念
を
単
純
に
物ナ

ラ
シ
オ
ン

語
叙
述
に
当
て
は
め
る
の
で
は
な
く
、
そ

れ
を
規
定
す
る
根
本
的
な
原
理
を
再
考
し
た
上
で
、
洞
察
に
富
ん
だ
所
説
を
打

ち
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
も
と
も
と
言
語
に
お
い
て
、
発
話
内
容
に
対

す
る
話
し
手
の
態
度
を
表
す
「
法
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
、

こ
れ
も
動
詞
の
活
用
に
よ
っ
て
、
内
容
を
事
実
と
断
定
す
る
直
説
法
、
事
実
か

否
か
は
保
留
す
る
接
続
法
、
仮
定
を
述
べ
る
条
件
法
、
相
手
に
指
示
す
る
命
令

法
な
ど
が
区
別
さ
れ
る
が

4

、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
そ
う
し
た
区
別
の
本
質
が
「
情
報

制
御
」
の
様
態
に
あ
る
と
考
え
、
そ
れ
を
物
語
内
容
と
物
語
言
表
の
関
係
に
援

用
し
て
、
情
報
が
提
供
さ
れ
る
際
の
正
確
さ
の
度
合
い
を
表
す
「
距
離
」、
提

供
さ
れ
る
情
報
の
範
囲
を
画
定
す
る
「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
」、
そ
し
て
特
定

の
視
点
に
即
し
て
特
定
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
形
成
す
る
作
用
で
あ
る
「
焦

点
化
」
と
い
っ
た
新
た
な
概
念
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
叙
述
の
プ

ロ
セ
ス
を
精
緻
に
分
析
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、「
態
」
に
つ
い
て
も
、
言

語
で
は
行
為
と
そ
の
動
作
主
／
対
象
と
の
関
係
を
示
す
能
動
態
／
受
動
態
の
対

立
が
文
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
な
す
の
に
対
し
て
、
そ
れ
を
物
語
叙
述
と
物
語
言
表

の
、
か
つ
物
語
叙
述
と
物
語
内
容
の
関
係
に
と
も
に
関
わ
る
要
因
と
し
て
、
さ

ら
に
は
言
表
作
用
と
そ
の
主
体
の
位
置
づ
け
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
と
ら
え
直

し
、
従
来
、
主
人
公
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
物
語
が
直
ち
に
「
一
人
称
小
説
」
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と
結
び
つ
け
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
に
異
を
唱
え
て
、
焦
点
化
が
誰
の
視
点

に
即
し
て
行
わ
れ
る
か
（
す
べ
て
を
知
る
語
り
手
か
、
特
定
の
登
場
人
物
か
）

と
い
う
法
の
様
態
と
、
焦
点
化
さ
れ
た
物
語
が
誰
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
か
（
当

の
人
物
か
、
他
の
人
物
か
、
全
知
の
語
り
手
か5

）
と
い
う
態
の
様
態
は
、
別
の

問
題
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
論
証
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
論
考
が
、
物

語
映
画
に
お
け
る
主
観
表
現
や
、
さ
ら
に
は
映
画
的
言
表
作
用
＝
物
語
叙
述
の

シ
ス
テ
ム
全
体
を
検
討
す
る
上
で

―
「
視
点
」
や
「
声
」
が
比
喩
的
に
で
は

な
く
、
ま
さ
し
く
映
画
表
現
の
基
本
的
な
要
因
を
な
し
て
い
る
だ
け
に

―
多

大
な
貢
献
を
も
た
ら
し
て
き
た
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
強
調
す
る
ま
で
も
な
い
で

あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
物
語
論
が
言
語
学
の
モ
デ
ル
を
参
照
し
つ
つ
、
物
語
叙
述
の
プ

ロ
セ
ス
の
実
相
に
よ
り
適
合
し
た
理
論
体
系
を
構
築
し
て
い
っ
た
中
で
、
必

ず
し
も
中
心
的
に
は
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
文
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
あ
る
。「
相
」

（aspect

）
が
そ
れ
で
あ
る
（
以
後
は
「
ア
ス
ペ
ク
ト
」
と
表
記
す
る
）。
発
話

内
容
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
完
結
し
た
一
つ
の
全
体
と
し
て
と
ら
え
る
か
、
継

続
・
進
行
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
か
に
関
わ
る
こ
の
言
語
的
な
様
態
は
、

次
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
時
制
や
人
称
や
法
や
態
と
違
っ
て
、
必
ず
し
も
明
瞭

な
文
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
扱
わ
れ
な
い
こ
と
も
少
な
く
な
く
、
実
際
、
フ
ラ

ン
ス
語
に
お
い
て
は
、
ア
ス
ペ
ク
ト
が
動
詞
の
活
用
に
よ
っ
て
体
系
的
に
明
示

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
こ
と
が
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
影
響
し
た

の
か
否
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
彼
の
物
語
論
の
論
述
に
お
い

て
、
ア
ス
ペ
ク
ト
自
体
が
主
要
な
論
点
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
ア

ス
ペ
ク
ト
が
関
与
す
る
問
題
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
も
次
節
で
述
べ
る
通
り
、
た

い
て
い
は
（
時
制
の
内
の
持
続
や
頻
度
、
あ
る
い
は
態
と
い
っ
た
）
他
の
観
点

の
も
と
で
論
じ
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
言
語
に
よ
る
物
語
叙
述
と
い
う
、

単
一
の
表
現
手
段
を
前
提
と
す
る
物
語
論
の
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
ア

ス
ペ
ク
ト
の
問
題
が
さ
し
て
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
ま
し
て
や
映

画
と
い
う
、
視
聴
覚
に
ま
た
が
る
複
合
的
な
表
現
手
段
（
そ
の
内
に
は
言
語
も

―
台
詞
や
字
幕
や
画
面
内
の
文
字
と
し
て

―
含
ま
れ
る
が
）
を
操
る
媒
体

に
つ
い
て
、
ア
ス
ペ
ク
ト
の
関
与
を
検
討
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
し
、
そ
の
有
効
性
に
つ
い
て
も
疑
問
の
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
映
画
に
あ
っ
て
は
、
時
制
も
、
人
称
も
、

法
も
、
態
も
、
言
語
の
文
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
相
当
す
る
よ
う
な
要
因
が
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
そ
れ
ら
が
欠
け
て
い
る
か
ら
こ
そ

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

、
時
制

的3

な
、
人
称
的3

な
、
法
的3

な
、
態
的3

な
事
象
が
、
映
画
的
意
味
作
用
を
生
成
す

る
独
自
か
つ
多
様
な
契
機
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
そ
う

し
た
見
地
か
ら
、
映
画
の
テ
ク
ス
ト
に
生
起
す
る
ア
ス
ペ
ク
ト
的3

な
事
象
の
諸

相
を
探
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

言
語
学
に
お
け
る
ア
ス
ペ
ク
ト

ま
ず
は
言
語
学
に
お
け
る
ア
ス
ペ
ク
ト
の
概
念
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
そ
の

た
め
に
は
言
語
が
意
味
す
る
限
り
で
の
時
間
の
性
格
に
つ
い
て
再
確
認
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
、
現
実
に
お
け
る
「
時
間
」
の
流
れ
と
言

語
に
お
け
る
「
時
制
」
の
枠
組
み
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
前
者
は
客
観

的
に
計
測
可
能
な
時
間
の
経
過
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
発
話
の
時
点
と
言

表
の
内
容
が
属
す
る
時
点
と
の
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
基
本
的
に
動
詞
の

活
用
に
よ
っ
て
過
去
・
現
在
・
未
来
が
指
示
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ア
ス
ペ

ク
ト
は
時
間
お
よ
び
時
制
と
深
く
関
わ
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
概
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念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
行
為
や
出
来
事
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
既
に
完

結
し
た
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
場
合
と
、
そ
れ
ら
の
事
象

の
過
程
に
着
目
し
て
、
一
定
の
継
続
や
進
展
や
反
復
を
想
定
し
つ
つ
と
ら
え
る

場
合
と
で
は
、
言
語
表
現
が
異
な
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
違
い
を
表
わ

す
概
念
が
「
ア
ス
ペ
ク
ト
（
相
）」
で
あ
り
、
前
者
を
「
完
結
相
」、
後
者
を
「
不

完
結
相
」
と
称
す
る
。
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
動
詞
の
単
純
過
去
形
を
用
い

た
文 « Il courut. »

（
彼
は
走
っ
た
）
は
完
結
相
で
あ
り
、
半
過
去
形
を
用
い

た
文 « Il courait. »

（
彼
は
走
っ
て
い
た
）
は
不
完
結
相
で
あ
る
。

た
だ
し
、
ア
ス
ペ
ク
ト
に
関
す
る
研
究
は
き
わ
め
て
複
雑
か
つ
多
様
な
様
相

を
呈
す
る
。
何
よ
り
ア
ス
ペ
ク
ト
そ
の
も
の
が
、
ロ
シ
ア
語
を
は
じ
め
と
す
る

ス
ラ
ヴ
諸
語
の
よ
う
に
文
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
体
系
化
さ
れ
て
い
る
場
合
も

あ
れ
ば
（
例
え
ば
ロ
シ
ア
語
で
は
、
す
べ
て
の
動
詞
が
完
結
相
か
不
完
結
相
か

の
い
ず
れ
か
に
属
し
、
か
つ
接
頭
辞
や
接
尾
辞
な
ど
の
形
態
的
な
指
標
に
よ
っ

て
他
方
の
ア
ス
ペ
ク
ト
と
対
を
な
す
も
の
が
多
い
）、
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
や

ド
イ
ツ
語
の
よ
う
に
、
そ
う
し
た
文
法
的
な
区
別
が
部
分
的
に
し
か
、
あ
る
い

は
ま
っ
た
く
成
立
し
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
。
し
か
も
、
不
完
結
相
に
は
起
動

相
、
進
行
相
、
反
復
相
、
習
慣
相
な
ど
と
い
っ
た
種
々
の
下
位
区
分
が
想
定
さ

れ
、
そ
れ
ら
は
言
語
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
仕
方
で
表
現
さ
れ
る
。
例

え
ば
、
行
為
に
つ
い
て
「
〜
し
て
い
る
」
を
意
味
す
る
「
進
行
相
」
に
つ
い
て
、

英
語
で
は
す
べ
て
の
時
制
に
お
い
て
〈be

動
詞
＋
動
詞
の
現
在
分
詞
〉
に
よ
っ

て
表
さ
れ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
動
詞
の
半
過
去
形
に
よ
る
進
行
相
は
当
然

な
が
ら
過
去
に
つ
い
て
の
言
明
に
限
ら
れ
、
そ
の
一
方
で
、〈être en train 

de

＋
動
詞
の
不
定
形
〉
と
い
う
動
詞
と
慣
用
句
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
構

文
は
過
去
・
現
在
・
未
来
の
い
ず
れ
の
時
制
に
つ
い
て
も
用
い
ら
れ
る
。
さ
ら

に
は
、
こ
の
種
の
事
象
は
真
正
な
ア
ス
ペ
ク
ト
と
い
う
よ
り
も
、
行
為
に
つ
い

て
の
「
動
作
様
態
」（
文
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
ア
ス
ペ
ク
ト
を
持
た
な
い

ド
イ
ツ
語
に
関
し
てA

ktionsart

と
呼
ば
れ
る
も
の
）
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ

と
も
少
な
く
な
く
（
ロ
シ
ア
語
に
つ
い
て
す
ら
、
接
頭
辞
や
接
尾
辞
の
付
加
に

よ
る
ア
ス
ペ
ク
ト
の
転
換
を
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
立
場
も
あ
る
）、
そ
こ
で

は
も
は
や
動
詞
の
形
態
的
特
徴
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
語
彙
的
な
意
味
や
、
副
詞

句
な
ど
に
よ
る
修
飾
や
、
発
話
の
文
脈
や
状
況
な
ど
が
関
与
し
て
く
る
こ
と
に

な
る
。

こ
れ
ら
の
事
情
に
加
え
て
、
ア
ス
ペ
ク
ト
を
め
ぐ
る
考
察
を
い
っ
そ
う
複
雑

に
す
る
い
ま
一
つ
の
要
因
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
過
去
に
生
起
し
た
行
為
や
出
来

事
の
結
果
が
、
現
在
の
状
況
に
ま
で
及
ん
で
い
る
と
み
な
す
か
否
か
と
い
う

「
完
了
」
と
「
不
完
了
」
の
違
い
で
あ
り
、
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
同
じ
く

「
彼
は
パ
リ
に
行
っ
た
」
を
意
味
す
る
表
現
で
も
、 « Il est allé à Paris. »

は
、
発
話
の
場
所
が
パ
リ
以
外
で
あ
る
と
し
て
、
現
在
、
彼
が
そ
こ
に
い

る
か
否
か
は
言
明
せ
ず
（「
不
完
了
」）、
よ
っ
て « ... et revenu le m

ois 
dernier. »

（「
そ
し
て
先
月
、
帰
っ
て
来
た
」）
と
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、 

« Il est parti à Paris. »

（「
彼
は
パ
リ
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
」）
と
言
え
ば
、

彼
は
も
は
や
こ
こ
に
は
い
な
い
こ
と
が
含
意
さ
れ
る
（「
完
了
」）。
こ
う
し
た

事
象
は
時
制
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
も
、
ア
ス
ペ
ク
ト
の
一
環
と
し

て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
完
結
／
不
完
結
」（
英

語
でperfective/im

perfective

、
フ
ラ
ン
ス
語
でperfectif/im

perfectif

）

の
対
立
と
、「
完
了
／
不
完
了
」（
英
語
でperfect/im

perfect

、
フ
ラ
ン

ス
語
でparfait/im

parfait

）
の
対
立
が
互
い
に
深
く
関
係
し
て
い
る
こ
と

は
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
不
完
結
相
を
表
す
「
半
過
去
」
が
元
来
は
不
完
了
を
指
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す« im
parfait »

の
語
で
呼
ば
れ
る
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
で
あ
ろ
う

6

。
言

語
学
者
の
ヴ
ァ
ン
ド
リ
エ
ス
は
、
ア
ス
ペ
ク
ト
研
究
が
隆
盛
し
つ
つ
あ
っ
た

一
九
四
〇
年
代
に
、
そ
の
意
義
を
強
調
し
つ
つ
も
、「
こ
れ
ほ
ど
難
し
い
問
題

も
滅
多
に
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ほ
ど
異
論
が
噴
出
し
、
意
見
が
分
か
れ
る

問
題
も
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
、「
ア
ス
ペ
ク
ト
そ
の
も
の
の
定
義
に
つ

い
て
も
、
ア
ス
ペ
ク
ト
と
時
制
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
ア
ス
ペ
ク
ト
が
表
現
さ

れ
る
仕
方
に
つ
い
て
も
、
諸
言
語
の
動
詞
体
系
に
お
け
る
ア
ス
ペ
ク
ト
の
位
置

づ
け
に
つ
い
て
も
、
見
解
は
一
致
し
て
い
な
い
の
で
あ
る7

」
と
評
し
た
が
、
そ

う
し
た
状
況
は
、
そ
の
後
、
幾
多
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
展
開
さ
れ
、
す
ぐ
れ
た
成

果
が
も
た
ら
さ
れ
た
現
代
に
あ
っ
て
も
、
む
し
ろ
そ
の
多
彩
さ
と
幅
広
さ
の
ゆ

え
に
、
基
本
的
に
は
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

8

。

こ
の
よ
う
に
、
ア
ス
ペ
ク
ト
に
つ
い
て
考
究
す
る
こ
と
は
言
語
学
に
お
い
て

さ
え
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
非
常
に
錯
綜
し
た
概

念
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
言
語
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
諸
々
の

事
例
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
人
間
の
精
神
が
現
実
世
界
の
事
象
を
認
識
す
る

に
あ
た
っ
て
、
そ
の
基
本
的
な
枠
組
み
の
一
つ
と
し
て
、
完
結
相
と
不
完
結
相

の
対
比
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
し
た
何
ら
か
の
区
別
が
手
が
か
り
に
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
問
題
は
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
哲
学
に
お
け
る
「
デ
ュ
ナ
ミ
ス
（
能
力
、
可
能
態
）」
と
「
エ
ネ
ル
ゲ

イ
ア
（
活
動
、
現
実
態
）」
と
の
対
比
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
と
「
キ
ー
ネ
ー
シ
ス

（
運
動
、
変
動
）」
と
の
対
比
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
で
は
、
可
能
性

が
現
実
の
活
動
と
し
て
実
現
さ
れ
る
際
に
（
デ
ュ
ナ
ミ
ス
と
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
の

対
比
）、
そ
の
行
為
自
体
に
目
的
が
内
在
し
て
お
り
、
よ
っ
て
そ
の
い
か
な
る

局
面
に
お
い
て
も
完
全
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
特
定
の
目
的
に

向
か
う
行
為
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
が
達
成
さ
れ
る
ま
で
は
必
然
的
に
不
完
全
な

過
程
と
み
な
さ
れ
る
か
と
い
う
区
別
（
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
と
キ
ー
ネ
ー
シ
ス
の
対

比
）
の
問
題
が
探
究
さ
れ
て
い
る

9

。
そ
し
て
、
そ
れ
は
単
に
哲
学
的
な
思
弁
に

と
ど
ま
ら
ず
、
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
に
お
い
て
は
現
在
進
行
と
現
在
完
了
が
共
起
し

う
る
が
（
例
え
ば
「
見
る
」
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
は
「
見
て
い
る
」
と
「
見

て
し
ま
っ
た
」
が
同
時
に
成
り
立
つ
）、
キ
ー
ネ
ー
シ
ス
で
は
そ
う
で
は
な
い

（「
家
を
建
て
る
」
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
は
「
家
を
建
て
て
い
る
」
と
「
家
を

建
て
て
し
ま
っ
た
」
は
並
立
し
な
い
）
と
い
っ
た
議
論
を
介
し
て

―
こ
う
し

た
区
別
の
方
法
は
「
時
制
テ
ス
ト
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
基
本
的
な

観
点
は
ア
ス
ペ
ク
ト
よ
り
も
時
制
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
の

―
言
語
学
に
も

通
じ
る
問
題
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ア
ス
ペ
ク
ト
と
い
う
概
念
と
そ
れ
が
提
起
す
る
問
題
が
、

人
文
科
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
刺
激
や
示
唆
を
与
え
て
き
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
例
え
ば
詩
学
の
領
域
で
は
、
ボ
リ
ス
・
ウ
ス
ペ
ン
ス
キ
イ
が
文
学
作
品

に
お
け
る
「
視
点
」
の
構
成
を
多
角
的
に
検
討
す
る
中
で
、
時
制
と
ア
ス
ペ
ク

ト
に
着
目
し
た
分
析
を
試
み
て
い
る
し

0

、
物
語
論
に
お
い
て
も
、
先
述
し
た
よ

う
に
ア
ス
ペ
ク
ト
そ
の
も
の
は
理
論
構
築
の
基
軸
と
は
さ
れ
て
い
な
い
も
の

の
、
そ
れ
に
関
連
す
る
考
察
が
さ
ま
ざ
ま
な
論
点
に
即
し
て
展
開
さ
れ
て
い

る
。
も
と
も
と
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
物
語
叙
述
の
プ
ロ
セ
ス
を
解
析
す
る
た
め
の
基

本
的
な
枠
組
み
と
し
て
時
間
・
叙
法
・
態
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設
定
し
た
の
は
、

ト
ド
ロ
フ
の
論
考
を
参
照
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
が

!

、
実
は
ト
ド
ロ
フ
が
当
該

論
文
「
文
学
的
物
語
に
お
け
る
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー@

」
で
提
案
し
た
の
は
、
物
語
に

お
け
る
時
間
と
ア
ス
ペ
ク
ト
と
叙
法
と
い
う
観
点
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
ト
ド

ロ
フ
自
身
、
こ
こ
で
の
ア
ス
ペ
ク
ト
の
語
は
「
そ
の
語
源
的
意
味
、
す
な
わ
ち
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「
眼
差
し
」〔regard

〕
に
近
い
語
義
に
お
い
て
」
用
い
て
い
る
と
断
っ
て
お
り
、

そ
こ
で
の
論
述
内
容
か
ら
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
「
視
点
」
や

「
視
界
」（vision

）
に
関
わ
る
も
の
と
正
当
に
判
断
し
て
、
自
ら
が
提
起
す
る

「
距
離
」
や
「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
」
や
「
焦
点
化
」
と
い
っ
た
観
点
の
も
と

に
考
察
を
進
め
た
の
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ア
ス
ペ
ク
ト
に

関
わ
る
問
題
が
排
除
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
「
時
間
」
の
契
機
の
一

つ
を
な
す
「
頻
度
」
は
明
ら
か
に
ア
ス
ペ
ク
ト
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
特
に

プ
ル
ー
ス
ト
に
特
徴
的
と
さ
れ
る
「
括
復
法
」（itératif

）
は
、「
た
だ
一
度

の
物
語
上
の
発
信
が
、
同
じ
出
来
事
の
複
数
回
の
生
起
を
一
括
し
て
引
き
受
け

る#

」
点
に
お
い
て
、
不
完
結
相
の
内
の
習
慣
相
や
反
復
相
を
な
す
も
の
と
言
え

よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
純
然
た
る
文
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
ア
ス
ペ
ク
ト
に
と
ど

ま
ら
な
い
「
ア
ス
ペ
ク
ト
性
」
を
も
考
察
の
対
象
に
含
め
る
こ
と
の
必
要
性
に

つ
い
て
は
、
マ
ス
ロ
フ
自
身
が
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り

$

、
ま
た
ジ
ャ
ッ

ク
・
フ
ォ
ン
タ
ニ
ー
ユ
編
に
よ
る
論
集
『
ア
ク
ペ
ク
ト
化
さ
れ
た
言
説
』
の
序

文
で
は
、
言
語
や
他
の
記
号
に
よ
る
意
味
作
用
全
般
を
視
野
に
収
め
つ
つ
、「
ア

ス
ペ
ク
ト
」
を
「
動
詞
お
よ
び
動
詞
連
辞
の
記
述
に
用
い
ら
れ
る
形
態
的
＝
意

味
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
し
て
、「
ア
ス
ペ
ク
ト
性
」
を
「
狭
義
の
ア
ス
ペ
ク
ト

を
支
え
る
と
と
も
に
そ
れ
を
越
え
出
る
意
味
的
＝
統
辞
的
構
成
の
総
体
」
と
し

て
、
さ
ら
に
「
ア
ス
ペ
ク
ト
化
」
を
「
結
果
と
し
て
ア
ス
ペ
ク
ト
性
に
達
す
る

手
順
、
操
作
の
総
体
」
と
し
て
定
義
し
、
そ
れ
ら
三
つ
の
軸
を
踏
ま
え
な
が
ら

こ
の
問
題
系
に
取
り
組
む
こ
と
の
重
要
性
を
訴
え
て
い
る

%

。
以
下
で
は
そ
の
よ

う
な
認
識
の
も
と
に
、
映
画
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
ア
ス
ペ
ク
ト
性
の
問
題
に

つ
い
て
考
え
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

映
画
研
究
に
お
け
る
ア
ス
ペ
ク
ト
性
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
映
画
と
は
存
在
論
的
に
過
去
の
痕
跡
に
ほ
か
な
ら

な
い
映
像
に
よ
り
、
観
客
に
現
在
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
経
験
さ
せ
る
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
装
置
で
あ
る
。
そ
の
根
底
に
、
存
在
と
不
在
の
想
像
的
な
両
義
性
を
操

る
心
的
体
制
が
作
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
精
神
分
析
学
的
映
画
記
号
学
が
明
ら

か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
そ
う
し
た
議
論
を
繰
り
返
す
こ
と
は
し

な
い
。
た
だ
、
映
画
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
ア
ス
ペ
ク
ト
性
の
問
題
を
考
え
る

上
で
も
、
こ
う
し
た
映
画
の
根
源
的
な
両
義
性
が
関
与
し
て
く
る
こ
と
は
ま
ず

指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
映
画
は
〝
死
が
働
い
て
い
る
さ
ま
を

写
し
撮
る
〞
唯
一
の
芸
術
だ
」
と
は
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
が
発
し
た
と
さ
れ
る

有
名
な
言
葉
で
あ
る
が

^

、
撮
影
さ
れ
る
俳
優
も
必
ず
や
年
老
い
て
死
す
べ
き
運

命
に
あ
り
、
ゆ
え
に
静
止
し
た
絵
画
と
違
っ
て
、
映
画
は
死
が
働
い
て
い
る
ひ

と
時
を
フ
ィ
ル
ム
に
収
め
る
の
だ
と
す
る
こ
の
警
句
は
、
ま
さ
に
映
画
に
お
い

て
成
立
す
る
完
結
と
不
完
結
の
相
関
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

実
は
、
前
節
で
触
れ
た
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
と
キ
ー
ネ
ー
シ
ス
の
対
比
を
め
ぐ
っ

て
も
、
映
画
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
む
ろ
ん
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
が
映
画
に
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
古
典
学
の
諸
家
が
こ
の
問
題

を
議
論
す
る
中
で
時
に
映
画
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
J
・

L
・
ア
ク
リ
ル
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
見
る
」
な
ど
の
行
為
を
エ
ネ
ル
ゲ

イ
ア
に
、「
歩
く
」
な
ど
の
行
為
を
キ
ー
ネ
ー
シ
ス
に
分
類
し
た
こ
と
に
関
連

し
て
、
例
え
ば
芝
居
を
見
た
り
、
あ
る
い
は
交
響
曲
を
聴
い
た
り
す
る
場
合
、

そ
の
途
中
で
は
「
見
て
い
る
、
聴
い
て
い
る
」
と
「
見
て
し
ま
っ
た
、
聴
い
て

し
ま
っ
た
」
が
並
立
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
キ
ー
ネ
ー
シ
ス
と
も
み
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な
す
こ
と
が
で
き
、
逆
に
、「
歩
く
」
行
為
に
つ
い
て
も
、
特
定
の
地
点
か
ら

別
の
地
点
へ
の
移
動
の
過
程
で
は
な
く
、
そ
の
全
体
を
歩
行
能
力
の
行
使
と
と

ら
え
れ
ば
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
と
も
み
な
し
う
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
行

為
を
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
と
キ
ー
ネ
ー
シ
ス
に
二
分
す
る
論
法
に
は
矛
盾
が
あ
る
と

主
張
し
た

&

。
こ
れ
に
対
し
て
、（「
時
制
テ
ス
ト
」
と
い
う
名
称
の
提
案
者
で
も

あ
る
）
テ
リ
ー
・
ペ
ナ
ー
は
、
例
え
ば
「
映
画
を
見
る
」
と
い
う
行
為
は
、
視

覚
能
力
の
行
使
に
よ
っ
て
実
現
す
る
、
ま
っ
た
き
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
と
し
て
の

「
見
る
」
活
動
と
、
そ
の
対
象
で
あ
り
、
進
行
の
過
程
に
お
い
て
運
動
を
展
開

し
て
ゆ
く
キ
ー
ネ
ー
シ
ス
と
し
て
の
「
映
画
」
と
い
う
、
二
つ
の
実
体
か
ら
成

り
立
っ
て
い
る
と
説
き
、
こ
の “ tw

o entity”  theory

（
藤
澤
令
夫
の
訳
語
に

よ
り
「
二
局
面
構
造
説
」
と
呼
ば
れ
る
）
を
採
る
限
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

立
論
は
有
効
で
あ
る
と
反
論
し
た

*

。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
ア
ク
リ
ル
や
ペ
ナ
ー

の
所
説
を
め
ぐ
っ
て
も
、
批
判
を
含
め
幾
多
の
興
味
深
い
議
論
が
な
さ
れ
て

い
る

(

。
さ
て
、
肝
心
の
映
画
理
論
の
分
野
に
目
を
転
じ
る
と
、
ア
ス
ペ
ク
ト
に
着
目

し
た
研
究
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
り
、
筆
者
の
知
る
限
り
で
は
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・

ジ
ョ
ス
ト
が
物
語
映
画
に
お
け
る
叙
述
の
様
態
を
分
析
す
る
中
で
、
幾
度
か
ア

ス
ペ
ク
ト
性
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
程
度
で
あ
る

)

。
彼
は
ア
ン
ド
レ
・
ゴ
ド

ロ
ー
と
の
共
著
で
あ
る
『
映
画
的
物
語
』
の
中
で
、
過
去
と
し
て
の
「
撮
影

さ
れ
た
事
物
」
と
現
在
と
し
て
の
「
映
画
的
受
容
」
と
い
う
、
表
現
は
異
な

る
も
の
の
冒
頭
で
述
べ
た
の
と
同
じ
映
画
の
両
義
性
に
触
れ
た
上
で
、
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
メ
ッ
ツ
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
映
画
の
映
像
が
常
に
現
働

化
（actualisé

）
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
く
だ
ん
の
「
現
実
感
」（im

pression 
de réalité

）
を
支
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
必
ず
し
も
映
像
が
「
現

在
」
時
制
と
「
直
説
法
」
を
体
現
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
不
完

結
」
の
ア
ス
ペ
ク
ト
を
呈
し
て
い
る
か
ら
だ
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
ヴ
ォ
イ

ス
オ
ー
ヴ
ァ
ー
・
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
例
を
取
り
上
げ
て
、
映
像
は
常
に
不
完
結

相
で
あ
る
の
に
対
し
、
言
語
に
よ
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
時
に
不
完
結
相
で
語
ら

れ
る
こ
と
も
あ
る
も
の
の
、
多
く
の
場
合
は
完
結
相
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
的

確
に
指
摘
し
て
い
る

a

。
同
書
は
概
説
書
で
あ
る
た
め
に
そ
こ
で
の
論
述
は
簡
略

で
あ
る
が
、
ジ
ョ
ス
ト
は
そ
れ
に
先
立
つ
論
考
で
よ
り
詳
細
に
こ
の
問
題
を
検

討
し
て
お
り
、
例
え
ば
『
眼
＝
カ
メ
ラ

―
映
画
と
小
説
の
間
に
』
で
は
、
オ
ー

ソ
ン
・
ウ
ェ
ル
ズ
の
『
ア
ー
カ
デ
ィ
ン
氏
』（
一
九
五
五
）
を
取
り
上
げ
て
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
の
直
後
に
流
れ
る
主
人
公
の
ヴ
ォ
イ
ス
オ
ー
ヴ
ァ
ー
・
ナ
レ
ー

シ
ョ
ン
の
特
異
な
性
格
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
主
人
公
が
ア
ー

カ
デ
ィ
ン
の
秘
密
の
鍵
を
握
る
人
物
を
訪
ね
る
情
景
に
被
せ
て
、
そ
れ
ま
で
の

経
緯
と
、
現
状
と
、
こ
れ
か
ら
立
ち
向
か
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
命
運
が
主

に
現
在
形
で
語
ら
れ
る
。

と
う
と
う
こ
こ
に
や
っ
て
来
た
。
ナ
ポ
リ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、

メ
キ
シ
コ
…
そ
し
て
今
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
広
場
一
六
番
地

に
い
る
の
だ
。
こ
の
家
の
屋
根
裏
に
ヤ
コ
ブ
・
ズ
ー
ク
が
住
ん
で
い
る
。

ケ
チ
な
ゆ
す
り
屋
で
、
ム
シ
ョ
の
常
連
で
、
俺
以
外
で
生
き
残
っ
て
い
る

最
後
の
男
、
そ
し
て
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ア
ー
カ
デ
ィ
ン
の
秘
密
の
す
べ
て
を

知
っ
て
い
る
男
だ
。
今
や
俺
の
秘
密
調
書
は
完
成
し
た
。
も
と
も
と
こ
の

仕
事
の
報
酬
は
一
五
〇
〇
〇
ド
ル
だ
っ
た
が
、
ど
う
や
ら
ち
ょ
っ
と
し
た

お
ま
け
が
も
ら
え
そ
う
だ
、
背
中
に
突
き
立
て
ら
れ
る
ナ
イ
フ
の
よ
う
な

お
ま
け
が
。
だ
が
、
先
に
そ
れ
を
頂
戴
す
る
の
は
ズ
ー
ク
だ
ろ
う
、
俺
が
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助
け
て
や
ら
な
い
限
り
は
な
。
そ
う
さ
、
そ
し
て
次
は
俺
だ
…
コ
ケ
に
さ

れ
る
こ
と
に
か
け
て
は
勲
章
も
の
の
こ
の
俺
だ

b

。

こ
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
ジ
ョ
ス
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

―

「
こ
こ
で
の
構
成
を
規
定
し
て
い
る
の
は
、
物
語
叙
述
が
現
在
形
で
な
さ
れ
る

こ
と
（
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
言
う
「
同
時
的
物
語
叙
述
」）
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ

が
不
完
結
相

3

3

3

3

を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
語
り
手
は
、
進
行
し
つ
つ

あ
る
過
程
を
、
そ
の
決
着
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
るc

」。
実

は
、
こ
こ
で
ジ
ョ
ス
ト
が
着
目
し
て
い
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
直
後
の
主
人
公
の
ナ

レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
同
作
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
公
開
に
際
し
て
再
編
集
さ
れ
、『
秘
密

調
書
』
と
改
題
さ
れ
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
し
か
存
在
し
な
い
が

d

、
そ
れ
が
ジ
ョ

ス
ト
の
主
張
を
損
な
う
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
現
在
形
で
語
る

そ
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
な
く
と
も
、
そ
し
て
導
入
部
に
続
い
て
主
人
公
ヴ
ァ

ン
・
ス
ト
ラ
ッ
テ
ン
が
ズ
ー
ク
に
説
明
す
る
一
連
の
出
来
事
が
フ
ラ
ッ
シ
ュ

バ
ッ
ク
で
、
か
つ
過
去
形
で
語
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
導
か
れ
て
描
か
れ
よ
う
と

も
、
こ
こ
で
の
要
点
は
、
主
人
公
が
巻
き
込
ま
れ
た
策
謀
の
過
程
が
、
当
の
主

人
公
を
語
り
手
と
し
な
が
ら
、
彼
が
あ
た
か
も
事
の
顚
末
を
知
ら
な
い
か
の
よ

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

う
に

3

3

―
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
時
制
は
過
去
形
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
後
の
展
開
に

つ
い
て
は
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
ず
に

―
叙
述
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
形
式
に
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
上
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
必
ず
し
も
、『
ア
ー
カ
デ
ィ
ン
氏
』
の
フ
ラ
ッ

シ
ュ
バ
ッ
ク
が
作
品
の
終
盤
で
〝
現
在
〞
に
追
い
つ
き
、
ヴ
ァ
ン
・
ス
ト
ラ
ッ

テ
ン
が
ズ
ー
ク
を
連
れ
て
ア
ー
カ
デ
ィ
ン
の
魔
手
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
展
開
に

起
因
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、
ジ
ョ
ス
ト
は
不
完
結
相
に
よ
る
物
語

叙
述
の
い
ま
一
つ
の
例
と
し
て
『
縮
み
ゆ
く
人
間
』（
ジ
ャ
ッ
ッ
ク
・
ア
ー
ノ

ル
ド
、
一
九
五
七
）
を
挙
げ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
主
人
公
が
自
身
の
数
奇
な
運

命
を
語
り
出
す
冒
頭
か
ら
、
最
後
に
極
小
が
極
大
に
通
じ
、
そ
れ
が
宇
宙
の

真
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
悟
る
（
！
）
結
末
ま
で
、
全
体
が
フ
ラ
ッ
シ
ュ

バ
ッ
ク
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
要
所
要
所
で
挿
入
さ
れ
る
主
人
公
の
ヴ
ォ
イ

ス
オ
ー
ヴ
ァ
ー
・
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
彼
が
次
々
と
陥
る
危
機
的
状
況
を
こ
れ

ま
た
過
去
形
で
語
る
中
で
、
果
た
し
て
自
分
が
そ
の
苦
境
を
脱
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
、
で
き
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
手
段
に
よ
っ
て
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
ま
っ
た
く
触
れ
ず
、
そ
の
帰
趨
は
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
続
く
映
像
の
展

開
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
叙
述
の
様
態
に
お

い
て
、
両
作
品
は
例
え
ば
ウ
ェ
ル
ズ
の
『
上
海
か
ら
来
た
女
』（
一
九
四
八
）

と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
お
り
、
こ
ち
ら
で
は
主
人
公
が
冒
頭
で
、
主
に
仮
定

法
過
去
完
了
を
用
い
た
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
次
の
よ
う
に
語
り
出
す

―
「
私
が

愚
か
な
こ
と
を
や
り
出
す
と
、
も
う
止
め
ら
れ
な
く
な
る
。
ど
ん
な
結
末
に
な

る
か
わ
か
っ
て
い
た
ら
、
決
し
て
何
事
も
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
し
た
だ
ろ
う

に
。
つ
ま
り
、
私
が
正
気
で
い
た
な
ら
、
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
が
、
彼
女
を
見

た
途
端
に
、
私
は
正
気
で
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
、
そ
れ
も
随
分
長
い
間
…e

」。

こ
れ
以
後
、
主
人
公
が
繰
り
出
す
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
言
葉
は
、
一
貫
し
て
、
彼

が
事
件
の
一
部
始
終
を
承
知
し
た
上
で
述
懐
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、

そ
う
し
た
前
提
の
も
と
に
物
語
が
進
展
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

付
言
し
て
お
け
ば
、『
ア
ー
カ
デ
ィ
ン
氏
』
で
も
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
に
先
立
っ

て
飛
行
中
の
小
型
機
の
映
像
が
示
さ
れ
、
そ
れ
に
被
せ
て
ウ
ェ
ル
ズ
自
身
の
声

に
よ
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
、
こ
の
映
画
は
バ
ル
セ
ロ
ナ
上
空
を
飛
ぶ
こ
の
無
人

の
飛
行
機
に
ま
つ
わ
る
出
来
事
を
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
再
現
し
た
も
の
」
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で
あ
る
こ
と
を
告
げ
、
同
様
に
『
縮
み
ゆ
く
人
間
』
の
冒
頭
で
も
、
事
の
発
端

と
な
っ
た
船
遊
び
の
映
像
に
被
せ
て
、
主
人
公
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
、
自
ら
の

「
奇
妙
な
、
ほ
と
ん
ど
信
じ
難
い
物
語
は
、
ご
く
普
通
の
夏
の
日
に
始
ま
っ
た
」

と
語
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
伴
う
導
入
部
は
明
ら
か

に
完
結
相
を
な
し
て
い
る
が

f

、
そ
の
後
、
本
編
中
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
構
成

に
お
い
て
は
、
不
完
結
相
で
語
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
導
か
れ
つ
つ
、
本
来
的
に

不
完
結
相
を
な
す
映
像
が
物
語
を
進
行
さ
せ
て
ゆ
く
と
い
う
点
が
特
徴
的
な
の

で
あ
る
。

ジ
ョ
ス
ト
は
さ
ら
に
、「
私ジ

ュ

の
規
則
」
と
題
し
た
論
文
に
お
い
て
考
察
を
推

し
進
め

g

、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
も
取
り
上
げ
な
が
ら
、
物
語
内
容
と
物
語
叙

述
の
関
係
に
即
し
て
ア
ス
ペ
ク
ト
の
様
相
を
体
系
化
し
て
い
る
。
先
に
述
べ
た

通
り
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
焦
点
化
の
問
題
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
を
情
報

の
制
御
に
関
わ
る
「
叙
法
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
と
に
据
え
、
合
わ
せ
て
物
語

叙
述
が
物
語
言
表
に
組
み
込
ま
れ
る
仕
方
に
関
わ
る
「
態
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

も
言
及
し
た
の
で
あ
る
が
、
態
そ
の
も
の
の
様
態
に
つ
い
て
は
、
物
語
叙
述
の

「
時
間
」
と
「
水
準
」、
語
り
手
と
物
語
内
容
の
関
係
と
し
て
の
「
人
称
」
と
い

う
基
準
を
立
て
、
そ
の
内
の
時
間
に
関
し
て
、
物
語
叙
述
の
行
為
が
属
す
る
時

点
と
、
物
語
内
容
が
属
す
る
時
点
と
の
関
係
が
、
物
語
言
表
に
表
示
さ
れ
る
際

の
類
型
と
し
て
「
後
置
的
／
前
置
的
／
同
時
的
」
と
い
っ
た
区
別
を
提
起
し
た
。

こ
れ
は
ま
さ
し
く
言
語
に
お
い
て
、
発
話
内
容
の
時
点
と
発
話
行
為
の
時
点
と

の
関
係
を
、「
過
去
形
／
現
在
形
／
未
来
形
」
と
い
っ
た
動
詞
の
活
用
に
よ
っ

て
言
表
に
表
示
す
る
〝
時
制
〞
の
文
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
う
し
た
概
念
の
枠
組
み
は
、
あ
く
ま
で
も
言
語
に
よ
る
物
語
叙
述
の
プ

ロ
セ
ス
を
理
論
化
す
る
限
り
に
お
い
て
は
妥
当
な
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
が
、
言
語
的
情
報
と
視
覚
的
情
報
を
併
用
す
る
映
画
に
つ
い
て
は
、
そ
の
物

語
叙
述
の
様
態
を
解
明
す
る
上
で
十
全
な
も
の
と
は
言
い
難
い
。
そ
こ
で
ジ
ョ

ス
ト
は
、
既
に
『
眼
＝
カ
メ
ラ
』
に
お
い
て
提
起
し
て
い
た
よ
う
に
、
映
画
に

お
け
る
焦
点
化
の
作
用
を
「
知
る
こ
と
」
と
「
見
る
こ
と
」
の
相
関

―
言
い

換
え
れ
ば
「
語
る
私
」
と
「
視
覚
化
さ
れ
る
私
」
の
相
関

―
と
し
て
と
ら
え
、

そ
こ
に
ア
ス
ペ
ク
ト
の
観
点
を
接
続
し
て
、「
語
る
私
」
が
「
視
覚
化
さ
れ
る

私
」
よ
り
も
多
く
の
情
報
を
有
す
る
場
合
に
は
そ
の
叙
述
は
完
結
相
を
な
し
、

双
方
の
情
報
量
が
等
し
い
場
合
に
は
不
完
結
相
を
な
す
と
い
う
見
解
を
打
ち
出

し
て
い
る
。
そ
の
所
論
に
は
首
肯
し
が
た
い
点
も
あ
る
も
の
の

h

、
映
画
に
お
け

る
物
語
叙
述
の
様
態
を
よ
り
有
効
に
分
析
す
る
た
め
に
は
、
考
察
に
あ
た
っ
て

ア
ス
ペ
ク
ト
の
観
点
も
導
入
す
べ
き
だ
と
す
る
ジ
ョ
ス
ト
の
主
張
は
、
基
本
的

に
当
を
得
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

i

。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
ジ
ョ
ス
ト
の
論
考
は
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る

言
語
的
叙
述
と
映
像
に
よ
る
視
覚
的
描
写
と
の
相
関
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ

り
、
映
画
の
テ
ク
ス
ト
が
形
成
す
る
視
覚
的
表
象
作
用
そ
の
も
の
に
お
け
る
ア

ク
ペ
ク
ト
性
の
関
与
が
検
討
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
以
下
で
は
そ
う
し

た
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

映
画
に
お
け
る
絵
画
の
形
象
を
め
ぐ
っ
て

こ
れ
ま
で
筆
者
は
、
映
画
作
品
に
現
れ
る
視
覚
的
表
象
の
主
題
系
を
め
ぐ
っ

て
論
考
を
重
ね
て
き
た
が
、
と
り
わ
け
絵
画
と
写
真
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の

テ
ー
マ
で
あ
る
ア
ス
ペ
ク
ト
性
の
観
点
を
導
入
す
る
こ
と
が
新
た
な
考
察
の
手

が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
絵
画
や
写
真
の
形
象
が
映
画
の

テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
担
う
意
義
を
、
媒
体
の
技
術
的
特
性
や
、
物
語
内
容
や
物
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語
叙
述
に
関
わ
る
機
能
や
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
生
成
さ
れ
る
反
省
的
契
機
に
即

し
て
論
じ
る
中
で
、
筆
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

映
画
に
あ
っ
て
は
、
持
続
を
持
続
と
し
て
表
出
す
る
言
表
が
、
そ
れ
自

体
、
持
続
に
お
い
て
受
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
絵
画
の
場
合
に
は
、
そ

の
制
作
に
要
し
た
持
続
が
一
幅
の
静
止
画
に
凝
縮
さ
れ
、
そ
の
凝
縮
さ
れ

た
非
持
続
性
が
、
映
画
の
画
面
に
現
れ
る
こ
と
で
あ
ら
た
め
て
持
続
性
を

付
与
さ
れ
て
、
観
客
に
提
供
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
映
画
に
現

れ
る
写
真
の
場
合
に
は
、
瞬
間
の
切
り
取
り
と
し
て
成
立
す
る
静
止
画

が
、
そ
の
一
瞬
の
開
示
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
保
ち
つ
つ
、
片
や
現
実
に
お
け

る
と
同
じ
よ
う
に
、
片
や
映
画
の
淀
み
な
い
進
行
か
ら
は
遊
離
す
る
か
た

ち
で
、
持
続
の
相
の
も
と
に
差
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、

映
画
作
品
に
登
場
す
る
絵
画
や
写
真
の
形
象
は
、
運
動
と
静
止
の
、
持
続

と
凝
縮
の
、
見
る
こ
と
と
凝
視
す
る
こ
と
の
、
力
動
的
な
往
還
を
生
み
出

し
、
そ
こ
に
顕
在
化
す
る
異
な
る
表
象
様
態
の
ず
れ
を
通
し
て
、
映
画
を

観
る
と
い
う
い
と
な
み
に
反
省
的
な
眼
差
し
を
投
げ
か
け
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る

j

。

こ
こ
で
提
起
し
た
「
運
動
と
静
止
の
、
持
続
と
凝
縮
の
、
見
る
こ
と
と
凝
視

す
る
こ
と
の
、
力
動
的
な
往
還
」
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
完
結
相
と
不
完
結

相
の
相
関
を
操
る
原
理
に
ほ
か
な
ら
か
っ
た
。
実
際
、
バ
ザ
ン
が
『
ピ
カ
ソ

―
天
才
の
秘
密
』（
ア
ン
リ
＝
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ク
ル
ー
ゾ
、
一
九
五
六
）
を

「
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
映
画
」
と
形
容
し
、
か
の
『
物
質
と
記
憶
』
で
示
さ
れ
た
逆

円
錐
の
如
く
、
描
く
行
為
が
完
成
作
品
へ
と
凝
縮
さ
れ
て
ゆ
く
創
作
の
過
程
そ

の
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
称
賛
し
た
の
も
、
ま
た
、
そ
の
所
論
を
踏
ま

え
て
、
筆
者
が
『
マ
ル
メ
ロ
の
陽
光
』（
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
エ
リ
セ
、
一
九
九
二
）

を
取
り
上
げ
、
そ
こ
で
は
む
し
ろ
、
変
容
し
て
ゆ
く
自
然
（
マ
ル
メ
ロ
の
実
の

成
長
と
成
熟
）
を
静
止
し
た
絵
画
の
内
に
凝
縮
し
よ
う
と
す
る
、
も
と
よ
り
不

条
理
な
企
て
の
蹉
跌
の
過
程
こ
そ
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
強
調
し
た
の

も
（
朽
ち
て
落
下
し
た
果
実
の
光
景
が
あ
る
種
の
映
画
的
な
「
ヴ
ァ
ニ
タ
ス
」

を
な
し
て
い
る
こ
と
も
含
めk

）、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
完
結
相
を
な
す
絵
画
と

不
完
結
相
を
な
す
映
像
と
の
相
克
を
め
ぐ
る
考
察
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
言

え
よ
う
。

た
だ
し
、
ア
ス
ペ
ク
ト
性
に
関
し
て
映
画
と
絵
画
が
生
み
出
す
相
関
作
用

は
、
何
も
実
在
す
る
画
家
の
制
作
活
動
を
め
ぐ
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ

l

に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
の
シ

ネ
マ
ト
グ
ラ
フ
作
品
の
一
つ
『
逆
さ
ま
の
絵
』（
一
八
九
七
）
で
、
画
家
が
描

き
終
え
た
デ
ッ
サ
ン
を
上
下
反
転
さ
せ
る
と
、
そ
れ
が
婦
人
の
肖
像
画
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
趣
向
は
、
完
結
相
を
な
す
は
ず
の
描
き
終
え
ら
れ
た
絵

画
が
、
別
の
様
相
を
呈
す
る
こ
と
で
不
完
結
相
に
転
じ
る
さ
ま
を
浮
か
び
上
が

ら
せ
る
妙
趣
で
も
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
映
画
と
絵
画
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
筆
者

が
か
つ
て
試
み
た
さ
ま
ざ
ま
な
考
察
は
、
そ
の
対
象
が
実
在
ま
た
は
架
空
の
画

家
を
主
人
公
と
す
る
試
練
の
ド
ラ
マ
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
肖
像
画
と
モ
デ
ル
の

人
物
と
の
不
可
思
議
な
交
錯
を
描
く
幻
想
譚
で
あ
れ
、
は
た
ま
た
有
名
な
絵
画

の
情
景
を
活
人
画
と
し
て
再
現
す
る
視
覚
的
な
意
匠
で
あ
れ
、
い
ず
れ
も
動
画

に
よ
っ
て
描
か
れ
る
現
実
空
間
と
静
止
画
と
し
て
提
示
さ
れ
る
絵
画
空
間
の
相

関
を
通
じ
て
、
そ
こ
に
潜
む
表
象
作
用
へ
の
反
省
の
契
機
を
探
る
も
の
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
根
幹
に
は
、
既
に
完
結
し
た
は
ず
の
事
象
を
不
完
結
の
過
程
へ
と
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変
容
さ
せ
る
、
ア
ス
ペ
ク
ト
性
の
転
換
作
用
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
新
た
に

付
け
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
し
た
趣
旨
か
ら
、
か
つ
て
は
紙
幅
の
制
約
の
た
め
タ
イ
ト
ル
を
挙
げ
る

だ
け
に
と
ど
め
た
あ
る
作
品
の
事
例
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
ク
リ
ン

ト
・
イ
ー
ス
ト
ウ
ッ
ド
が
監
督
・
主
演
し
た
『
目
撃
』（
一
九
九
七
）
が
そ
れ

で
あ
る

m

。
こ
の
作
品
の
冒
頭
で
、
イ
ー
ス
ト
ウ
ッ
ド
の
演
じ
る
主
人
公
は
美
術

館
に
展
示
さ
れ
た
一
幅
の
絵
画
を
模
写
し
て
い
る
。
彼
が
た
め
息
を
つ
い
て
そ

の
手
を
止
め
る
と
、
傍
ら
で
同
じ
く
模
写
し
て
い
た
女
性
か
ら
「
諦
め
な
い

で
」
と
声
を
か
け
ら
れ
、
彼
は
「
決
し
て
諦
め
や
し
な
い
さ
」
と
答
え
る
。
実

は
腕
利
き
の
泥
棒
で
あ
る
彼
は
、
こ
の
後
、
あ
る
豪
邸
に
忍
び
込
み
、
図
ら
ず

も
、
泥
酔
し
て
帰
宅
し
た
男
女
が
刃
傷
沙
汰
に
及
び
、
踏
み
込
ん
で
き
た
別
の

男
た
ち
に
女
が
射
殺
さ
れ
る
ま
で
の
一
部
始
終
を
、
隠
し
部
屋
の
マ
ジ
ッ
ク
ミ

ラ
ー
越
し
に
目
撃
し
て
し
ま
う
。
男
は
ア
メ
リ
カ
大
統
領
そ
の
人
で
あ
り
、
女

は
長
年
の
支
援
者
の
妻
、
そ
し
て
彼
女
を
射
殺
し
た
の
は
シ
ー
ク
レ
ッ
ト
サ
ー

ビ
ス
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
主
人
公
は
警
察
に
追
わ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
事
件

を
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
大
統
領
の
側
近
た
ち
に
命
を
狙
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
追
跡
を
か
わ
す
べ
く
、
彼
は
い
っ
た
ん
は
逃
走
を
企
て
る
が
、
空
港
で
大

統
領
の
偽
善
的
な
記
者
会
見
を
伝
え
る
テ
レ
ビ
中
継
を
見
た
こ
と
か
ら
翻
意
し

て
、
真
実
を
暴
く
行
動
に
出
る
。
そ
の
た
め
に
、
父
を
嫌
っ
て
離
れ
て
暮
ら
す

娘
ま
で
も
が
側
近
た
ち
に
襲
撃
さ
れ
、
彼
女
は
重
傷
を
負
っ
て
し
ま
う
が
、
入

院
し
た
娘
に
な
お
も
迫
る
敵
の
脅
威
を
退
け
た
主
人
公
は
、
妻
を
亡
く
し
た
支

援
者
に
真
実
を
告
げ
、
そ
の
人
物
が
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
に
乗
り
込
ん
だ
夜
、
大

統
領
の
唐
突
な
〝
自
殺
〞
が
報
道
さ
れ
る
。
最
後
に
、
娘
の
い
る
病
室
に
戻
っ

た
主
人
公
は
、
傍
ら
の
椅
子
に
腰
掛
け
て
静
か
に
彼
女
の
顔
を
デ
ッ
サ
ン
し
始

め
る
。
こ
れ
が
全
体
の
筋
立
て
で
あ
る
が
、
本
作
で
注
目
し
た
い
の
は
、
冒
頭

に
続
く
シ
ー
ン
に
見
ら
れ
る
あ
る
趣
向
で
あ
る
。
帰
宅
し
た
主
人
公
は
、
ス

ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
の
絵
を
見
な
が
ら
一
人
で
夕
食
を
摂
る
が
、
彼
が
大
き
な
屋
敷

を
描
い
た
一
枚
に
目
を
留
め
、
そ
れ
が
画
面
い
っ
ぱ
い
に
映
し
出
さ
れ
る
と

（
図
1
）、
そ
の
絵
柄
が
そ
の
ま
ま
邸
宅
の
実
景
に
変
わ
り
、
主
人
公
が
そ
こ
に

忍
び
込
ん
で
、
く
だ
ん
の
出
来
事
が
出
来
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
か
つ
て
述

べ
た
よ
う
に

n

、
映
画
作
品
の
冒
頭
で
、
タ
イ
ト
ル
バ
ッ
ク
の
絵
が
実
景
と
な
る

こ
と
で
物
語
が
始
ま
る
例
は
数
多
く
あ
り
、
そ
れ
は
主
に
歴
史
映
画
や
〝
古
き

良
き
時
代
〞
に
設
定
さ
れ
た
作
品
、
あ
る
い
は
お
伽
噺
の
映
画
化
な
ど
で
、
同

時
代
の
現
実
世
界
と
の
隔
た
り
を
印
象
づ
け
る
場
合
が
多
い
が
、『
目
撃
』
の

当
の
場
面
で
は
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
や
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
へ
と
導
く
指
標
と
し
て
こ

の
技
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
お
よ
そ
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
ま
さ

に
こ
の
移
行
の
瞬
間
こ
そ
が
、
作
品
全
体
を
通
じ
て
の
ア
ス
ペ
ク
ト
性
の
転
換

を
画
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
冒
頭
で
は
、
完
結
相
の
絵
画
を
主
人
公
が
模

写
す
る
行
為
が
示
さ
れ
な
が
ら
（
見
て
、
描
く
の
に
必
要
な
、
目
と
手
の
部
分

が
模
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
せ
よ
）、
そ
の
不
完
結
相
の
身
振
り
は
い
っ

た
ん
停
止
さ
れ
る
。
た
だ
し
、「
決
し
て
諦
め
な
い
」
と
い
う
彼
の
言
葉
は
、

不
完
結
相
の
過
程
に
向
か
お
う
と
す
る
彼
の
秘
め
た
意
思
を
感
じ
さ
せ
る
。
次

い
で
、
そ
う
し
た
潜
在
的
な
志
向

3

3

が
明
確
な
行
動

3

3

に
移
さ
れ
る
節
目
に
、
邸
宅

の
写
生
画
が
実
写
に
変
わ
る
と
い
う
く
だ
ん
の
意
匠
が
現
れ
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
に
導
か
れ
て
、
完
結
相
の
絵
画
を
起
点
と
し
、
窃
盗
の
実
行
と
、
殺
人
事
件

の
発
生
と
、
そ
の
後
の
真
相
暴
露
の
企
て
に
連
な
る
、
不
完
結
相
の
過
程
が
進

展
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
末
に
、
実
は
自
ら
の
不

器
用
さ
ゆ
え
に
娘
か
ら
は
忌
避
さ
れ
て
き
た
主
人
公
は
、
病
室
に
お
い
て
、
絵
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画
で
は
な
い
生
身
の
娘
を

―
し
か
も
痛
々
し
く
傷
つ
い
た
姿
を
写
生
す
る
の

で
は
な
く
、
滑
ら
か
で
穏
や
か
な
顔
立
ち
を
想
像
＝
創
造
し
つ
つ

―
描
く

に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
絵
画
を
愛
好
す
る
彼
が
、
殺
人
事
件

の
現
場
に
立
ち
会
い
な
が
ら
マ
ジ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
の
裏
側
で
そ
れ
を
見
守
る
こ
と

し
か
で
き
ず
、
ま
た
娘
に
対
し
て
さ
え

―
留
守
中
に
彼
女
の
住
ま
い
に
忍
び

込
み
、
冷
蔵
庫
に
ろ
く
な
食
べ
物
が
な
い
の
を
見
て
、
次
に
は
溢
れ
ん
ば
か
り

の
食
料
を
入
れ
て
お
く
と
い
っ
た
い
さ
さ
か
屈
折
し
た
振
る
舞
い
の
ほ
か
に
は

―
自
宅
に
娘
の
あ
ま
た
の
写
真
を
飾
る
こ
と
で
し
か
彼
女
へ
の
愛
情
を
表
せ

な
い
と
い
う
、
言
わ
ば
〝
見
る
こ
と
の
不
完
結
相
〞
に
縛
ら
れ
た
状
況
を
脱
し

て

―
こ
こ
で
も
ま
た
テ
レ
ビ
中
継
を
見
た
こ
と
に
触
発
さ
れ
な
が
ら
も

―

果
敢
に
〝
行
動
す
る
こ
と
の
不
完
結
相
〞
へ
と
踏
み
出
し
た
結
果
と
し
て
到
達

し
た
地
点
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
す
べ
て
は

―
事
件
を
捜
査
す
る
刑
事
に
連

れ
ら
れ
て
娘
が
初
め
て
父
の
住
ま
い
を
訪
れ
、
家
族
の
こ
と
な
ど
ま
る
で
顧
み

な
い
身
勝
手
な
人
間
だ
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
父
が
、
幼
い
頃
か
ら
の
彼
女
の

人
生
の
一
コ
マ
一
コ
マ
を
と
ど
め
た
多
く
の
写
真
を
飾
っ
て
い
た
こ
と
を
発
見

す
る
感
銘
深
い
場
面
で
、
彼
女
が
オ
フ
ィ
ス
に
置
い
て
い
た
の
と
同
じ
、
母
親

と
そ
の
腕
に
抱
か
れ
た
幼
い
娘
の
写
真
が
と
ら
え
ら
れ
る
と
、
実
は
二
人
の
傍

ら
に
は
、
彼
女
が
切
り
捨
て
て
い
た
父
の
姿
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
と
い
っ

た
、
写
真
の
画
面
外
を
新
た
に
開
示
す
る
よ
う
な
細
部
も
含
め

―
完
結
相
か

ら
不
完
結
相
へ
の
転
成
を
生
き
る
、
映
画
の
テ
ク
ス
ト
の
鮮
や
か
な
軌
跡
と
言

う
ほ
か
は
な
い
。

映
画
に
お
け
る
写
真
の
形
象
を
め
ぐ
っ
て

最
後
の
例
の
よ
う
に
、
映
画
に
お
け
る
写
真
の
形
象
も
ま
た
、
完
結
相
と

不
完
結
相
の
相
関
を
生
起
さ
せ
る
重
要
な
契
機
を
な
す
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

周
知
の
通
り
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
「
写
真
の
ノ
エ
マ
」
を
「
か
つ
て
あ
っ

3

3

3

3

3

た3

」（Ça-a-été

）
と
規
定
し
（
完
結
相
を
な
す
複
合
過
去
が
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
注
意
せ
よ
）、「
写
真
と
と
も
に
、
私
た
ち
は
平
ら
な
死

3

3

3

3

の
内
へ
と
入

る
」
と
述
べ
た

o

。
こ
れ
に
対
し
、
先
に
引
い
た
「
映
画
は
死
が
働
い
て
い
る

さ
ま
を
写
し
撮
る
唯
一
の
芸
術
だ
」
と
い
う
警
句
が
、「
死
」
と
「
働
い
て
い

る
さ
ま
」
を
並
置
し
、
前
者
の
完
結
相
と
後
者
の
不
完
結
相
を
重
ね
合
わ
せ
て

い
る
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
一
見
、
バ
ル
ト
は
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
写

真
を
死
の
完
結
性
の
極
に
位
置
づ
け
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
こ
れ
も
誰
も
が
知
る
通
り
、
バ
ル
ト
は
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
写
真
の
理
解

を
な
す
「
ス
ト
ゥ
デ
ィ
ウ
ム
」
を
離
れ
て
、
写
真
の
予
期
せ
ぬ
相
貌
が
見
る

者
を
「
突
き
刺
し
」
に
く
る
「
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム
」
の
契
機
を
語
っ
た
の
で
あ

り
、
そ
の
実
践
こ
そ
が
『
明
る
い
部
屋
』
と
い
う
書
物
の
企
図
に
ほ
か
な
ら
な

か
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
一
葉
一
葉
の
写
真
に
見
入
り
、
そ
こ
か
ら
立
ち
上
る
プ

ン
ク
ト
ゥ
ム
の
誘
い
に
身
を
任
せ
て
レ
ク
チ
ュ
ー
ル
を
い
と
な
む
と
い
う
「
思

索
性
」（pensivité

）
こ
そ
が
写
真
を
め
ぐ
る
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
核
心
で
あ
り
、

そ
う
し
た
性
質
は
映
画
に
は
見
ら
れ
な
い
と
バ
ル
ト
は
考
え
た
の
で
あ
っ
た

p

。

こ
れ
に
対
し
、
レ
イ
モ
ン
・
ベ
ル
ー
ル
は
「
思
索
す
る
観
客
」
と
題
し
た
論
文

に
お
い
て
、
映
画
作
品
に
現
れ
る
写
真
の
形
象
に
着
目
し
、
バ
ル
ト
が
写
真
を

見
る
い
と
な
み
の
内
に
探
り
当
て
た
思
索
性
が
映
画
に
お
い
て
も
成
立
す
る
こ

と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
が

q

、
そ
う
し
た
議
論
の
核
心
は
、
畢
竟
、
写
真
の
基



13

底
的
な
完
結
相
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
が
い
か
に
し
て
不
完
結
相
の
発
現
を
導

く
か
、
と
い
う
点
に
集
約
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
写
真
と
映
画

の
ア
ス
ペ
ク
ト
性
を
め
ぐ
る
こ
の
相
関
関
係
は
、
明
瞭
な
自
己
反
省
的
関
心
を

体
現
す
る
現
代
映
画
の
み
な
ら
ず
、
古
典
的
物
語
映
画
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て

す
ら
、
む
し
ろ
基
本
的
な
叙
述
の
プ
ロ
セ
ス
の
一
要
因
と
し
て
作
用
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
は
、
映
画
に
お
い
て
物
語
叙
述
の
存
立
を
支
え
る

根
本
原
理
を
あ
ら
た
め
て
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
つ
て

メ
ッ
ツ
は
、
一
枚
の
写
真
は
物
語
を
語
ら
な
い
が
、
二
枚
の
写
真
が
並
べ
ら

れ
た
途
端
に
、
そ
れ
ら
は
必
然
的
に
何
ご
と
か
を
物
語
っ
て
し
ま
う
と
述
べ

た

r

。
な
る
ほ
ど
、
物
語
の
最
小
要
件
を
、
ト
ド
ロ
フ
や
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
唱
え
た

よ
う
に
何
ら
か
の
「
変
化
」（transform

ation
）
の
表
出
に
求
め
る
と
す
れ

ば

s

、
静
止
画
で
あ
る
一
枚
の
写
真
に
は
そ
れ
が
成
立
す
る
余
地
が
な
く
、
複
数

の
写
真
の
並
置
か
、
あ
る
い
は
一
つ
の
動
画
、
さ
ら
に
は
そ
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ

に
よ
っ
て
初
め
て
、
何
ら
か
の
変
化
を
呈
す
る
物
語
の
成
立
が
可
能
に
な
る
と

考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
認
識
に
は
少
な
か
ら
ず
疑

問
の
余
地
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
レ
ッ
シ
ン
グ
の
「
最
も
簡
勁
な
瞬
間
」（der 

prägnanteste A
ugenblick

）
の
概
念
に
よ
れ
ば
、
絵
画
の
よ
う
に
時
間
的

進
行
を
伴
わ
な
い
表
現
形
態
で
あ
っ
て
も
、
対
象
と
な
る
行
為
の
過
程
を
最
も

的
確
に
と
ら
え
た
瞬
間
を
選
ぶ
こ
と
で
行
為
の
描
写
が
可
能
に
な
る
の
で
あ

り

t

、
そ
れ
は
写
真
に
つ
い
て
も
同
断
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
赤
い
河
』（
ハ
ワ
ー

ド
・
ホ
ー
ク
ス
、
一
九
四
八
）
の
大
詰
め
で
、
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
イ
ン
扮
す
る
年

配
の
カ
ウ
ボ
ー
イ
が
、
モ
ン
ゴ
メ
リ
ー
・
ク
リ
フ
ト
の
演
じ
る
青
年
カ
ウ
ボ
ー

イ
と
殴
り
合
い
を
す
る
場
面
の
写
真
（
図
2
）
を
目
に
す
る
者
は
、
た
と
え
こ

の
作
品
を
未
見
で
、
牧
畜
事
業
を
め
ぐ
る
彼
ら
の
親
子
の
よ
う
な
愛
憎
の
ド
ラ

マ
を
知
ら
ず
と
も
、
そ
こ
に
少
な
く
と
も
〈
一
人
の
男
が
も
う
一
人
の
男
を
殴

り
倒
す
〉
行
為
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い

て
、
そ
こ
に
は
一
つ
の
物
語
が
成
立
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

久
し
い
以
前
、
こ
う
し
た
問
題
を
検
討
し
た
際
に
は
、
映
画
に
お
け
る
デ
ィ
エ

ジ
ェ
ー
ズ
が
、
描
写
さ
れ
た
事
物
を
そ
れ
と
し
て
認
知
さ
せ
る
類ア

ナ
ロ
ジ
ー

同
性
の
レ
ベ

ル
と
、
そ
う
し
て
認
知
さ
れ
た
事
物
を
連
係
さ
せ
て
ス
ト
ー
リ
ー
を
進
展
さ
せ

て
ゆ
く
物ナ

ラ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ

語
性
の
レ
ベ
ル
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
考
え
、
両
者
が
映
画
表
現
に

お
い
て
表
出
さ
れ
る
様
態
に
つ
い
て
は
、
前
者
を
シ
ョ
ッ
ト
の
レ
ベ
ル
に
、
後

者
を
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
レ
ベ
ル
に
対
応
さ
せ
る
ア
ン
ド
レ
・
ゴ
ド
ロ
ー
の
所
論

を
退
け
て
（
シ
ョ
ッ
ト
＝
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
の
例
を
考
え
た
だ
け
で
も
そ
れ
が
不

適
当
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
）、
両
者
は
む
し
ろ
あ
る
種
の
成
層
関
係
を

な
し
て
い
る
と
主
張
し
た

u

。
今
日
、
ア
ス
ペ
ク
ト
性
の
観
点
か
ら
こ
の
問
題
を

再
考
し
て
み
る
と
、
同
じ
殴
打
の
ア
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
一
枚
の

写
真
で
見
た
場
合
に
は
、
類
同
性
の
コ
ー
ド
に
基
づ
い
た
認
知
の
作
用
が
完
遂

さ
れ
る
点
に
お
い
て
そ
れ
は
完
結
相
を
な
し
、『
赤
い
河
』
の
作
品
中
で
そ
れ

を
見
る
な
ら
ば
、
殴
打
の
過
程
に
、
つ
ま
り
物
語
性
の
コ
ー
ド
に
基
づ
く
変
化

の
進
行
に
、
観
客
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
立
ち
会
わ
せ
る
点
に
お
い
て
、
そ
れ
は

不
完
結
相
を
な
す
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た

類
同
性
に
よ
る
認
知
と
物
語
性
に
よ
る
進
展
が
、
そ
れ
ぞ
れ
完
結
相
と
不
完
結

相
を
な
し
つ
つ
重
な
り
合
う
こ
と
こ
そ
が
、
か
つ
て
筆
者
が
唱
え
た
「
成
層
関

係
」
の
実
体
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
観
点
に
立
て
ば
、
以
前
に
検
討
し
た
幾
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
も

よ
り
明
確
な
説
明
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、『
裏
窓
』（
ア
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ル
フ
レ
ッ
ド
・
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
、
一
九
五
四
）
の
冒
頭
で
、
主
人
公
の
ア
パ
ー

ト
の
室
内
が
台
詞
も
な
し
に
描
写
さ
れ
る
だ
け
で
、
彼
の
職
業
や
、
負
傷
し
て

ベ
ッ
ド
に
寝
て
い
る
状
態
に
至
る
ま
で
の
経
緯
が
巧
み
に
物
語
ら
れ
る
シ
ー

ク
ェ
ン
ス
に
お
い
て
、
壁
に
掛
け
ら
れ
た
自
動
車
レ
ー
ス
の
事
故
の
写
真
が
、

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
物
語
叙
述
に
お
け
る
「
時
間
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
一
つ
と
し
て

分
類
し
た
「
持
続
」
に
関
し
て
、「
省
略
法
」、「
休
止
法
」、「
要
約
法
」、「
情

景
法
」
の
性
質
を
併
せ
持
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
重
複
は
言
語
の
み
に
よ
る
物

語
叙
述
で
は
あ
り
得
ず
、
映
画
に
お
い
て
初
め
て
可
能
と
な
る
と
い
う
こ
と
は

以
前
に
指
摘
し
た
が

v

、
そ
れ
が
可
能
と
な
る
の
は
取
り
も
直
さ
ず
、
映
画
的

な
物
語
叙
述
の
プ
ロ
セ
ス
に
あ
っ
て
は
、
完
結
相
を
な
す
類
同
性
と
不
完
結

相
を
な
す
物
語
性
と
が
成
層
的
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
ま
た
、
フ
ィ
ル
ム
・
ノ
ワ
ー
ル
を
は
じ
め
、
写
真
が
し
ば
し
ば
事
件
の
重

要
な
鍵
と
し
て
登
場
す
る
物
語
映
画
は
数
多
い
が
、
時
に
そ
の
写
真
は
何
倍

に
も
拡
大
さ
れ
、
そ
の
同
じ
行
為
が
、『
出
獄
』（
ヘ
ン
リ
ー
・
ハ
サ
ウ
ェ
イ
、

一
九
四
八
）
で
は
無
実
の
罪
を
晴
ら
す
証
拠
を
も
た
ら
し
、『
欲
望
』（
ミ
ケ
ラ

ン
ジ
ェ
ロ
・
ア
ン
ト
ニ
オ
ー
ニ
、
一
九
六
六
）
で
は
逆
に
殺
人
事
件
の
発
生
そ

の
も
の
に
つ
い
て
の
疑
い
を
掻
き
立
て
、
さ
ら
に
『
ブ
レ
ー
ド
ラ
ン
ナ
ー
』（
リ

ド
リ
ー
・
ス
コ
ッ
ト
、
一
九
八
二
）
で
は
電
子
工
学
的
な
ス
キ
ャ
ニ
ン
グ
の
操

作
性
を
前
面
に
押
し
出
す

w

。
こ
の
よ
う
に
、
古
典
的
映
画
に
お
け
る
物
語
性
の

規
範
へ
の
回
収
か
、
現
代
映
画
に
お
け
る
物
語
性
の
整
合
性
か
ら
の
逸
脱
か
、

さ
ら
に
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
（
？
）
映
画
に
お
け
る
物
語
性
に
対
す
る
表
層
的
意

匠
の
優
越
か
と
い
っ
た
違
い
は
あ
れ
、
要
す
る
に
完
結
相
の
写
真
を
、
動
画
に

よ
っ
て
描
か
れ
る
検
証
の
行
為
に
よ
っ
て
不
完
結
相
へ
と
転
化
さ
せ
る
工
程

は
、
い
ず
れ
の
事
例
に
も
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
契
機
を
テ

ク
ス
ト
の
内
に
刻
み
付
け
、
そ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
動
的
な
レ
ク
チ
ュ
ー
ル

の
実
践
を
導
き
出
す
こ
と
こ
そ
が
、
こ
こ
で
の
ア
ス
ペ
ク
ト
性
の
効
力
な
の
で

あ
る
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
レ
ク
チ
ュ
ー
ル
の
試
み
は
、
古
典
的
映
画
に
お
い
て
す

ら
、
物
語
叙
述
の
コ
ー
ド
に
は
必
ず
し
も
収
ま
ら
な
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
た
ら

す
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
・
メ
ロ
ド
ラ
マ
の
代
表
作
の
一
つ
で

あ
る
『
情
熱
の
航
路
』（
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
ラ
パ
ー
、
一
九
四
二
）
で
は
、
船

中
で
知
り
合
っ
た
男
女
が
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
の
写
真
を
見
せ
る
場
面
が
あ
る

が
、
男
性
が
相
手
の
示
す
写
真
に
写
っ
た
「
太
い
眉
毛
で
野
暮
な
髪
型
の
太
っ

た
ご
婦
人
は
誰
？
」
と
尋
ね
る
と
、
女
性
は
「
オ
ー
ル
ド
ミ
ス
の
お
ば
よ
」
と

答
え
る
（
図
3
）。
男
性
が
さ
ら
に
「
君
は
ど
こ
？
こ
の
写
真
を
撮
っ
て
る

の
？
」
と
重
ね
て
尋
ね
る
の
に
対
し
、
女
性
は
「
私
が
太
い
眉
毛
で
野
暮
な
髪

型
の
太
っ
た
ご
婦
人
よ
。
私
が
哀
れ
な
お
ば
の
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
よ
」
と
自
嘲
を

込
め
て
返
答
し
、
こ
の
や
り
取
り
に
よ
っ
て
、
彼
女
が
病
み
上
が
り
で
あ
り
、

快
癒
の
た
め
の
措
置
と
し
て
船
旅
に
出
た
こ
と
が
男
性
に
明
か
さ
れ
る
。
観
客

は
、
今
は
魅
惑
的
な
容
姿
で
佇
む
ヒ
ロ
イ
ン
が
、
か
つ
て
専
横
的
な
母
親
の
も

と
で
精
神
を
病
み
、
療
養
所
に
い
た
頃
の
姿
が
ま
さ
に
写
真
の
通
り
で
あ
っ

た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
も
の
の
（
主
演
の
ベ
テ
ィ
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
本
領
発

揮
！
）、
こ
の
瞬
間
に
は
、
思
い
が
け
な
い
事
実
を
知
っ
た
男
性
の
驚
き
に
も

匹
敵
す
る
よ
う
な
衝
撃
を
受
け
る
。
と
い
う
の
も
、
か
つ
て
ジ
ャ
ン
＝
ピ
エ
ー

ル
・
ウ
ダ
ー
ル
が
主
張
し
た
よ
う
に
、
い
か
な
る
映
像
に
あ
っ
て
も
そ
れ
を
撮

影
し
た
主
体
は
画
面
か
ら
は
決
定
的
に
不
在
で
あ
り
、
そ
こ
に
写
る
人
物
は

そ
う
し
た
本
来
的
な
不
在
者
の
代
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
れ
ば

x

、「
君
は
ど

こ
？
こ
の
写
真
を
撮
っ
て
る
の
？
」
と
い
う
男
性
の
問
い
と
そ
れ
に
対
す
る
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図 1　『目撃』

図 4　『勝手に逃げろ／人生』

図 3　『情熱の航路』図 2　『赤い河』



16

ヒ
ロ
イ
ン
の
答
え
は
、
い
っ
た
ん
撮
影
者
と
誤
認
さ
れ
た
人
物
を
被
写
体
と
し

て
画
面
内
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
不
在
を
現
前
に
置
き
換
え
、
し
か
も
そ
こ
に

写
っ
た
地
味
で
陰
鬱
な
風
情
の
女
性
が
、
た
っ
た
今
、
写
真
を
差
し
出
し
た
麗

人
と
同
じ
人
物
で
あ
る
と
い
う
、
に
わ
か
に
は
信
じ
難
い

―
「
わ
か
っ
て
は

い
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
」
―
暴
力
的
な
同
定
を
観
客
に
強
い
る
こ
と
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
ま
た
、
完
結
し
た
過
去
の
痕
跡
に
す
ぎ
な
い
と

み
な
し
て
い
た
写
真
が
、
新
た
な
相
貌
を
帯
び
る
こ
と
で
不
完
結
相
へ
と
転
じ

る
瞬
間
が
現
出
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

む
ろ
ん
、
そ
う
し
た
瞬
間
は
現
代
映
画
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
頻
繁
に
遭
遇

す
る
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
、『
都
会
の
ア
リ
ス
』
の

よ
う
に
、
写
真
を
介
し
て
明
確
な
自
己
反
省
的
意
識
を
具
現
し
た
作
品
に
限
ら

れ
る
わ
け
で
は
な
い

―
少
女
の
持
っ
て
い
る
写
真
を
手
が
か
り
に
彼
女
の
祖

母
の
家
を
探
し
回
り
、
よ
う
や
く
写
真
そ
の
ま
ま
の
家
を
探
り
当
て
て
事
は
解

決
し
た
と
思
い
き
や
、
今
は
別
人
が
住
ん
で
い
て
探
索
が
振
り
出
し
に
戻
る
と

い
っ
た
展
開
が
、
ま
さ
し
く
写
真
と
映
画
の
、
完
結
相
と
不
完
結
相
の
、
相
互

運
動
を
見
事
に
形
象
化
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
に
せ
よ
。
そ
の
証
左
の

一
つ
と
し
て
、
エ
リ
ッ
ク
・
ロ
メ
ー
ル
の
『
冬
物
語
』（
一
九
九
二
）
を
想
起

し
て
み
よ
う
。
こ
の
作
品
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
、
ひ
と
夏
の
恋
で
結
ば
れ
た
後
、
些

細
な
手
違
い
で
音
信
不
通
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
若
者
の
子
を
産
み
、
手
許
に
残

さ
れ
た
恋
人
の
写
真
を
愛
し
み
な
が
ら
、
彼
と
再
び
会
え
る
こ
と
を
信
じ
て
生

き
て
い
る
。
そ
の
間
、
別
の
二
人
の
男
性
と
親
密
に
な
っ
た
り
も
す
る
が
、
ラ

ス
ト
に
至
っ
て
、
バ
ス
の
中
で
ま
っ
た
く
偶
然
に
愛
す
る
人
と
の
再
会
を
果
た

す
。
こ
の
あ
ま
り
に
唐
突
な
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
は
観
客
を
途
惑
わ
せ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
再
会
に
先
立
っ
て
、
ヒ
ロ
イ
ン
が

く
だ
ん
の
男
友
達
の
一
人
に
連
れ
ら
れ
て
芝
居
を
見
に
行
く
場
面
で
あ
る
。
演

目
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
冬
物
語
』
で
、
家
族
の
長
い
別
離
と
再
会
が
超

自
然
的
な
力
を
交
え
て
描
か
れ
る
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
晩
年
の
〝
ロ
マ
ン
ス

劇
〞
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
大
詰
め
で
は
、
王
に
不
義
の
子
と
邪
推
さ
れ
て
異

国
に
放
逐
さ
れ
た
王
女
が
、
美
し
く
成
長
し
て
か
の
国
の
王
子
と
と
も
に
帰
還

し
、
か
つ
て
夫
の
命
で
投
獄
さ
れ
、
絶
望
の
あ
ま
り
息
絶
え
た
と
伝
え
ら
れ
た

王
妃
も
ま
た
、
生
き
写
し
の
彫
像
の
姿
で
登
場
し
、
悔
悟
す
る
王
の
目
の
前
で

動
き
出
し
て
、
彼
と
固
く
抱
擁
し
合
う
こ
と
で
す
べ
て
が
慶
ば
し
き
結
末
を
迎

え
る
。
実
は
、
王
妃
は
長
年
に
わ
た
り
家
臣
の
妻
に
匿
わ
れ
て
生
き
て
い
た
の

で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
戯
曲
の
中
で
明
示
さ
れ
ず
、
よ
っ
て
こ
の
場
面
は
、

登
場
人
物
は
も
と
よ
り
、
筋
立
て
を
知
ら
な
い
観
客
に
と
っ
て
も
神
秘
的
な
赴

き
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
と
い
え
ば

『
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』
し
か
知
ら
な
い
ヒ
ロ
イ
ン
は
、
こ
の
大
団
円
の

情
景
に
強
く
惹
か
れ
て
感
動
の
涙
を
流
す
の
で
あ
り
、
そ
の
数
日
後
に
、
バ
ス

で
の
再
会
が
訪
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
幼
い
娘
は
直
ち
に
若
者
を
「
パ
パ
」

と
呼
び
、
訝
る
彼
に
ヒ
ロ
イ
ン
が
、
あ
の
夏
に
撮
っ
た
彼
の
写
真
を
娘
に
見
せ

て
い
た
の
だ
と
告
げ
る
と
、
若
者
は
そ
れ
を
受
け
て
「
僕
に
は
写
真
な
ん
て
な

か
っ
た
よ
」
と
答
え
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ま
で
恋
人
の
写
真
と
い
う
完
結
相

の
姿
に
執
着
し
て
い
た
ヒ
ロ
イ
ン
が
、
彫
像
が
動
き
出
す
と
い
う
、
唐
突
か
つ

非
現
実
的
な
事
態
で
あ
り
な
が
ら
、
静
止
状
態
か
ら
の
脱
却
が
果
た
さ
れ
る
光

景
を
目
の
当
た
り
に
し
て
強
い
感
銘
を
覚
え
、
そ
う
し
た
途
端
に
、
こ
れ
ま
た

ま
っ
た
く
唐
突
か
つ
非
現
実
的
に
、
生
身
の
恋
人
と
再
会
し
て
、
い
っ
た
ん
は

引
き
離
さ
れ
た
二
人
の
愛
を
再
び
生
き
て
ゆ
く
と
い
う
、
不
完
結
相
の
歩
み
を

進
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
バ
ザ
ン
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
を
奉
じ
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た
点
で
、
ヴ
ェ
ン
ダ
ー
ス
の
よ
う
な
自
己
反
省
的
映
画
作
家
と
は
み
な
し
難
い

で
あ
ろ
う
ロ
メ
ー
ル
に
お
い
て
も
ま
た

y

、
す
ぐ
れ
て
ア
ス
ペ
ク
ト
性
に
関
わ
る

こ
う
し
た
趣
向
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

フ
リ
ー
ズ
・
フ
レ
ー
ム
の
問
題

こ
の
よ
う
に
映
画
の
中
に
現
れ
る
写
真
を
め
ぐ
っ
て
、
ア
ス
ペ
ク
ト
性
の
観

点
か
ら
論
ず
べ
き
こ
と
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
既
に
予
定
し
た
紙
幅
を
越
え
て

い
る
た
め
、
最
後
の
論
点
と
し
て
も
う
一
つ
だ
け
、
フ
リ
ー
ズ
・
フ
レ
ー
ム

（
画
面
静
止
）
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
ま
で
論

じ
て
き
た
画
面
に
現
れ
る
写
真
の
形
象
と
違
い
、
フ
リ
ー
ズ
・
フ
レ
ー
ム
は
動

い
て
い
た
映
像
が
止
ま
り
、
言
わ
ば
画
面
自
体
が
写
真
と
化
す
こ
と
で
、
そ
こ

に
刻
印
さ
れ
た
光
景
を
強
く
印
象
づ
け
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
『
大
人
は
判
っ

て
く
れ
な
い
』（
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ト
リ
ュ
フ
ォ
ー
、
一
九
五
九
）
や
『
革
命
前
夜
』

（
ベ
ル
ナ
ル
ド
・
ベ
ル
ト
ル
ッ
チ
、
一
九
六
四
）
の
よ
う
に
、
ラ
ス
ト
・
シ
ョ
ッ

ト
に
現
れ
て
作
品
を
締
め
括
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ま
で
動
く
映
像
に
よ
っ
て
描
き

出
さ
れ
、
不
完
結
相
の
も
と
に
進
め
ら
れ
て
き
た
物
語
を
、
静
止
画
像
へ
の
変

換
を
機
に
、
一
挙
に
完
結
相
の
も
と
に
終
結
さ
せ
る
と
い
っ
た
効
果
が
一
応
は

認
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
フ
リ
ー
ズ
・
フ
レ
ー
ム
が
も
た
ら
す
作
用
と
は
、

単
に
動
画
か
ら
静
止
画
へ
の
変
換
と
、
不
完
結
相
か
ら
完
結
相
へ
の
転
換
を
合

致
さ
せ
る
こ
と
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
実
際
、『
革
命
前
夜
』
の

ラ
ス
ト
に
見
ら
れ
る
、
嗚
咽
す
る
ヒ
ロ
イ
ン
の
姿
の
フ
リ
ー
ズ
・
フ
レ
ー
ム

は
、
パ
ル
マ
の
親
戚
一
家
の
も
と
に
逗
留
す
る
こ
と
に
な
っ
た
彼
女
が
、
寝
室

の
ベ
ッ
ド
の
上
に
並
べ
た
自
身
の
幼
少
時
代
か
ら
の
写
真
に
見
入
る
序
盤
の
光

景
を
は
じ
め
、
全
編
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
絵
画
や
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
や
映

画
な
ど
、
多
彩
な
視
覚
的
表
象
の
主
題
と
豊
か
な
相
関
を
な
す
も
の
で
あ
り

z

、

ま
た
『
大
人
は
判
っ
て
く
れ
な
い
』
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
波
打
ち
際
に
佇

み
、
こ
ち
ら
を
振
り
返
っ
た
瞬
間
の
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ド
ワ
ネ
ル
の
フ
リ
ー

ズ
・
フ
レ
ー
ム
に
よ
っ
て
、
こ
の
少
年
の
物
語
は
閉
じ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
期
せ
ず
し
て
そ
の
後
、
四
作
も
の
続
編
が
作
ら
れ
た
こ
と

で
、
当
の
フ
リ
ー
ズ
・
フ
レ
ー
ム
は
そ
う
し
た
シ
リ
ー
ズ
の
連
環
を
導
く
最
初

の
中
継
点
と
も
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
映
画
の
最
後
に
現
れ
る
フ
リ
ー
ズ
・

フ
レ
ー
ム
で
す
ら
、
完
結
相
と
不
完
結
相
を
め
ぐ
っ
て
揺
れ
動
く
余
地
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
作
品
の
途
中
に
現
れ
る
そ
れ
が
さ
ら
に
多
彩
な
様
相
を
呈
す
る
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

そ
も
そ
も
作
品
中
で
の
静
止
画
像
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
ル
ド
ル
フ
・
ア

ル
ン
ハ
イ
ム
が
『
芸
術
と
し
て
の
映
画
』
の
ド
イ
ツ
語
初
版
（
一
九
三
二
年

刊
）
の
中
で
既
に
指
摘
し
て
い
た
。
そ
こ
で
彼
は
、『
日
曜
日
の
人
々
』（
ロ
ベ

ル
ト
・
ジ
オ
ド
マ
ク
と
エ
ド
ガ
ー
・
G
・
ウ
ル
マ
ー
、
一
九
三
〇
）
の
一
場
面

で
、
写
真
屋
が
浜
辺
で
行
楽
客
た
ち
の
写
真
を
撮
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
姿
が
い
き

な
り
写
真
に
変
わ
る
趣
向
に
触
れ
つ
つ
、「
進
行
中
の
映
画
に
挿
入
さ
れ
た
静

止
画
像
は
た
い
へ
ん
奇
妙
な
効
果
を
引
き
起
こ
す
。
と
い
う
の
も
、
動
き
の
あ

る
映
画
の
場
面
に
内
在
す
る
時
間
経
過
が
、
そ
の
途
中
で
作
り
出
さ
れ
た
静
止

画
の
場
面
へ
と
移
し
替
え
ら
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
が
不
気
味
に
持
続
す
る
硬
直

の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る+

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
用
い
ら

れ
て
い
る
技
法
は
正
確
に
は
フ
リ
ー
ズ
・
フ
レ
ー
ム
で
は
な
く
、
動
画
で
と
ら

え
ら
れ
た
表
情
が
瞬
時
に
写
真
に
差
し
替
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
同
様

の
手
法
は
、『
時
の
外
何
物
も
な
し
』（
ア
ル
ベ
ル
ト
・
カ
ヴ
ァ
ル
カ
ン
テ
ィ
、

一
九
二
六
）
の
冒
頭
で
、
優
雅
に
階
段
を
降
り
て
来
る
女
性
た
ち
の
姿
が
一
瞬
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に
し
て
写
真
に
変
わ
り
、
そ
れ
が
び
り
び
り
と
破
り
捨
て
ら
れ
る
場
面
で
も
用

い
ら
れ
て
い
る
。
他
方
で
、
既
に
サ
イ
レ
ン
ト
時
代
か
ら
真
正
な
フ
リ
ー
ズ
・

フ
レ
ー
ム
の
技
法
を
用
い
た
作
品
も
あ
り
、
ル
ネ
・
ク
レ
ー
ル
の
処
女
作
で
あ

る
『
眠
れ
る
パ
リ
』（
製
作
一
九
二
三
／
公
開
一
九
二
五
）
の
大
詰
め
で
、
時

間
の
停
止
と
進
行
が
め
ま
ぐ
る
し
く
繰
り
返
さ
れ
る
場
面
や
、
ジ
ガ
・
ヴ
ェ
ル

ト
フ
の
『
カ
メ
ラ
を
持
っ
た
男
』（
一
九
二
九
）
の
中
で
、
走
る
馬
車
や
競
技

す
る
ス
ポ
ー
ツ
選
手
た
ち
が
急
に
静
止
す
る
場
面
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
サ
イ
レ
ン
ト
作
品
に
お
い
て
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
前

衛
的
な
志
向
の
も
と
で
、
映
画
的
な
運
動
性
に
対
す
る
反
省
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ

が
展
開
さ
れ
て
お
り

,

、
フ
リ
ー
ズ
・
フ
レ
ー
ム
や
静
止
画
像
の
効
果
が
し
ば
し

ば

―
時
に
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
や
フ
ァ
ー
ス
ト
モ
ー
シ
ョ
ン
と
も
組
み
合
わ

さ
れ
な
が
ら

―
用
い
ら
れ
た
の
も
、
完
結
相
と
不
完
結
相
の
対
比
と
い
う
よ

り
は
、
や
は
り
運
動
と
静
止
の
対
比
そ
の
も
の
を
際
立
た
せ
よ
う
と
す
る
、
当

時
の
先
鋭
な
映
画
理
念
に
基
づ
く
現
象
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
つ
て

述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
前
衛
映
画
（
論
）
の
展
望
と
は
、
映
画

の
過
去
か
ら
現
在
へ
、
そ
し
て
現
在
か
ら
未
来
へ
の
継
続
と
発
展
を
信
じ
る
、

ま
さ
に
不
完
結
相
の
映
画
史
観
に
貫
か
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り

/
、
そ
こ
で

は
映
画
の
テ
ク
ス
ト
を
め
ぐ
る
完
結
相
と
不
完
結
相
の
相
関
は
、
問
題
と
し
て

認
識
さ
れ
る
余
地
が
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
後
の
古
典
的
物
語
映
画
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
技
法
は
も
は
や
前
衛

的
な
企
図
の
た
め
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
物
語
を
巧
み
に
進
め
る
た
め
の

手
段
の
一
つ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と

は
、
フ
リ
ー
ズ
・
フ
レ
ー
ム
や
静
止
画
像
が
単
な
る
物
語
叙
述
の
便
法
に
還
元

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
こ
で
は
運
動
と

静
止
の
対
比
自
体
を
離
れ
て
、
テ
ク
ス
ト
の
奇
妙
な
文
彩
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も

の
が
、
レ
ク
チ
ュ
ー
ル
を
通
じ
て
し
ば
し
ば
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る

―
例
え

ば
、『
悪
魔
が
夜
来
る
』（
マ
ル
セ
ル
・
カ
ル
ネ
、
一
九
四
二
）
の
序
盤
で
舞
踏

会
が
静
止
す
る
情
景
と
、
名
高
い
結
末
の
シ
ー
ン
で
石
像
と
化
し
た
恋
人
た
ち

の
胸
元
か
ら
静
か
に
響
い
て
く
る
心
臓
の
鼓
動
。
あ
る
い
は
『
最
後
の
休
暇
』

（
ロ
ジ
ェ
・
レ
ー
ナ
ル
ト
、
一
九
四
八
）
の
ラ
ス
ト
で
、
毎
夏
を
過
ご
し
た
土

地
を
手
放
す
こ
と
に
な
っ
た
親
戚
一
同
が
、
最
後
に
皆
で
記
念
写
真
に
収
ま
っ

た
瞬
間
、
そ
の
光
景
が
写
真
に
変
わ
り
、
新
学
期
の
教
室
で
そ
れ
に
見
入
っ
て

い
た
主
人
公
の
少
年
が
、
い
っ
た
ん
は
教
師
に
見
咎
め
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ

ま
で
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
で
描
か
れ
て
き
た
ひ
と
夏
の
恋
と
思
春
期
の
終
わ
り

に
根
ざ
す
少
年
の
憂
愁
を
察
し
た
教
師
が
、
大
人
の
世
界
へ
と
彼
を
送
り
出
す

励
ま
し
の
言
葉
を
か
け
、
そ
れ
を
受
け
て
振
り
返
っ
た
少
年
が
カ
メ
ラ
に
向

か
っ
て
微
笑
み
と
と
も
に
投
げ
か
け
る
眼
差
し
。
は
た
ま
た
、『
素
晴
ら
し
き

哉
、
人
生
！
』（
フ
ラ
ン
ク
・
キ
ャ
プ
ラ
、
一
九
四
六
）
の
冒
頭
近
く
で
、〝
二

級
天
使
〞
が
主
人
公
の
救
済
に
遣
わ
さ
れ
る
際
に
彼
の
姿
を
と
ら
え
る
フ
リ
ー

ズ
・
フ
レ
ー
ム
と
、
大
詰
め
で
絶
望
か
ら
自
殺
し
よ
う
と
し
た
主
人
公
が
、
自

分
な
ど
生
ま
れ
て
こ
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
と
口
走
っ
た
こ
と
か
ら
、
天
使
に
そ

う
で
あ
っ
た
場
合
の
街
の
惨
状
を
見
せ
ら
れ
て
翻
意
す
る
と
い
う
、〝
パ
ラ
レ

ル
・
ワ
ー
ル
ド
〞
が
も
た
ら
す
展
開
。
さ
ら
に
は
『
イ
ヴ
の
総
て
』（
ジ
ョ
ゼ

フ
・
L
・
マ
ン
キ
ウ
ィ
ッ
ツ
、
一
九
五
〇
）
の
こ
れ
も
序
盤
で
、
ヒ
ロ
イ
ン
が

演
劇
賞
の
ト
ロ
フ
ィ
ー
を
受
け
取
る
瞬
間
に
そ
の
姿
が
静
止
し
、
先
輩
の
大
女

優
を
追
い
落
と
し
て
成
功
を
つ
か
ん
だ
彼
女
の
歩
み
が
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
で

描
か
れ
た
末
に
、
彼
女
と
ま
っ
た
く
同
じ
く
、
付
き
人
と
し
て
採
用
さ
れ
た
若

い
女
優
志
願
の
女
性
が
主
人
の
豪
華
な
ガ
ウ
ン
を
纏
い
、
そ
の
艶
や
か
な
姿
が
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合
わ
せ
鏡
に
無
限
の
反
映
と
な
っ
て
映
る
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
。
こ
れ
ら
の
例
に
お

い
て
、
動
き
の
静
止
と
い
う
形
象
が
、
単
に
物
語
を
進
展
さ
せ
る
た
め
の
足
場

を
提
供
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
う
し
た
物
語
映
画
の
装
置
性
を
先
鋭
に
反

省
さ
せ
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
生
と
死
、
過
去
と
未
来
、
現

実
と
表
象
と
い
っ
た
極
の
間
を
往
還
す
る
運
動
を
あ
た
か
も
示
し
合
わ
せ
た
か

の
よ
う
に
導
き
出
す

―
『
悪
魔
が
夜
来
る
』
で
は
死
を
も
た
ら
す
石
化
と
生

命
の
証
と
し
て
の
鼓
動
、『
最
後
の
休
暇
』
で
は
追
想
か
ら
成
長
へ
と
、
か
つ

デ
ィ
エ
ジ
ェ
ー
ズ
内
か
ら
そ
の
外
側
へ
と
転
じ
ら
れ
る
眼
差
し
、『
素
晴
ら
し

き
哉
、
人
生
！
』
で
は
現
実
か
ら
の
逃
避
と
、
仮
想
世
界
の
目
撃
を
機
と
し
た

現
実
へ
の
帰
還
、『
イ
ヴ
の
総
て
』
で
は
合
わ
せ
鏡
が
映
し
出
す
実
像
と
虚
像

の
無
限
の
増
殖

―
と
い
う
の
は
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
事
態
な
の
で
あ
ろ

う
か
。

こ
の
問
い
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
二
〇
年
代
の
前
衛
映
画
で
活
用
さ
れ

た
後
、
古
典
的
物
語
映
画
で
は
ほ
ぼ
姿
を
消
し
た
、
フ
リ
ー
ズ
・
フ
レ
ー
ム
の

あ
る
特
殊
な
形
態
を
い
ま
一
度
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
画
面
が
立
て
続

け
に
止
ま
っ
た
り
動
い
た
り
す
る
、
継
起
的
な
フ
リ
ー
ズ
・
フ
レ
ー
ム
の
技
法

が
そ
れ
で
あ
る
。
今
日
、
そ
の
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
例
と
し
て
想
起
さ
れ
る
の

は
、『
突
然
炎
の
ご
と
く
』（
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ト
リ
ュ
フ
ォ
ー
、
一
九
六
二
）
の

中
で
、
主
人
公
の
二
人
の
男
性
の
前
で
ヒ
ロ
イ
ン
の
ジ
ャ
ン
ヌ
・
モ
ロ
ー
が
さ

ま
ざ
ま
な
表
情
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
見
せ
る
く
だ
り
や
、『
勝
手
に
逃
げ

ろ
／
人
生
』（
ジ
ャ
ン
＝
リ
ュ
ッ
ク
・
ゴ
ダ
ー
ル
、
一
九
八
〇
）
で
、
自
転
車

を
走
ら
せ
る
ナ
タ
リ
ー
・
バ
イ
の
姿
を
は
じ
め
と
し
て
随
所
に
出
現
す
る
、
フ

リ
ー
ズ
・
フ
レ
ー
ム
の
連
鎖
に
よ
る
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
効
果
で
あ

ろ
う
。
映
画
の
テ
ク
ス
ト
に
現
前
し
な
が
ら
、
物
語
展
開
上
の
必
要
に
よ
っ
て

動
機
づ
け
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
こ
れ
ら
の
形
象
は
、
い
か
な
る
手
が
か
り
に

よ
っ
て
、
い
か
な
る
レ
ク
チ
ュ
ー
ル
の
展
望
へ
と
わ
れ
わ
れ
を
誘
う
の
で
あ
ろ

う
か
。

こ
こ
で
も
、
レ
イ
モ
ン
・
ベ
ル
ー
ル
の
考
察
が
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ

る
。
か
つ
て
彼
は
、「
見
出
さ
れ
ぬ
テ
ク
ス
ト
」
と
題
し
た
論
考
の
中
で
、
映

画
作
品
を
分
析
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
複
製
写
真
す
な
わ
ち
フ
ォ
ト
グ
ラ
ム

と
、
フ
リ
ー
ズ
・
フ
レ
ー
ム
と
が
、「
映フ

ィ
ル
ム画

の
進
展
を
中
断
す
る
ま
さ
に
そ
の

瞬
間
に
映
画
の
テ
ク
ス
ト
性
を
開
く
と
い
う
、
ま
っ
た
く
矛
盾
し
た
機
能
」
を

共
有
し
て
お
り
、
両
者
は
「
映
画
を
絶
え
ず
取
り
逃
し
な
が
ら
、
し
か
し
逆
説

的
に
、
そ
れ
が
テ
ク
ス
ト
と
し
て
逃
げ
去
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
」
と
述
べ

た

=

。
彼
が
手
が
け
た
幾
多
の
〝
映
画
の
テ
ク
ス
ト
分
析
〞
や
、
バ
ル
ト
が
「
第

三
の
意
味
」
で
提
起
し
た
レ
ク
チ
ュ
ー
ル
が
、
そ
う
し
た
認
識
に
基
づ
く
実
践

で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
そ
の
後
、
ド
ゥ

ル
ー
ズ
の
『
シ
ネ
マ
』
を
参
照
し
つ
つ
、
映
画
に
お
け
る
「
中
断
、
瞬
間
」
に

つ
い
て
探
究
し
た
論
考
の
中
で
、「
映
画
か
ら
引
き
剥
が
さ
れ
た
フ
ォ
ト
グ
ラ

ム
、
あ
る
い
は
バ
ル
ト
が
想
定
し
た
よ
う
な
、
映
画
が
語
る
こ
と
を
空

ユ
ー
ト
ピ
ア想

的
に

ダ
ブ
ら
せ
る
フ
ォ
ト
グ
ラ
ム
で
は
な
く
、
写
真
を
通
し
て
立
ち
現
れ
る
フ
ォ

ト
グ
ラ
ム
、
映
画
の
内
に
沈
め
ら
れ
た
写
真
的
な
も
の
が
そ
の
物
語
の
方
向

と
流
れ
の
中
で
自
ら
を
際
立
た
せ
、
紛
れ
も
な
い
明
証
性
を
呈
す
る
よ
う
な

フ
ォ
ト
グ
ラ
ムA

」
へ
と
関
心
を
移
行
さ
せ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
ロ
ッ
セ
リ
ー
ニ

の
『
殺
人
カ
メ
ラ
』（
一
九
五
二
）
を
例
に
挙
げ
、
映
画
の
進
展
の
た
だ
中
で

写
真
的
な
も
の
が
顕
在
化
す
る
瞬
間
を
、
あ
の
ホ
ル
バ
イ
ン
の
絵
画
「
大
使

た
ち
」
に
お
け
る
髑
髏
の
ア
ナ
モ
ル
フ
ォ
ー
ズ
に
も
通
じ
る
よ
う
な
、
死
が

顔
を
覗
か
せ
る
契
機
と
し
て
論
じ
た
の
で
あ
っ
た

B

。
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
、
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栄
達
を
讃
え
る
こ
と
を
画
趣
と
し
て
完
結
相
に
属
し
て
い
る
は
ず
の
絵
画
を
、

「
死メ

メ

ン

ト

・

モ

リ

を
忘
る
な
か
れ
」
の
戒
め
に
よ
っ
て
不
完
結
相
へ
と
転
じ
る
仕
掛
け
が
、

映
画
に
お
け
る
静
止
の
形
象
を
介
し
て
、
そ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
性
の
様
態
に
も
通

底
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、

先
に
述
べ
た
、「
死
が
働
い
て
い
る
さ
ま
を
写
し
撮
る
」
映
画
の
潜
在
力
に
立

ち
返
る
こ
と
に
な
る
。

そ
う
し
た
考
察
を
踏
ま
え
て
、『
突
然
炎
の
ご
と
く
』
に
お
け
る
フ
リ
ー
ズ
・

フ
レ
ー
ム
の
継
起
を
あ
ら
た
め
て
思
い
起
こ
す
な
ら
ば
、
そ
れ
が
作
品
の
序
盤

に
見
ら
れ
た
あ
る
シ
ー
ン
と
呼
応
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
主
人

公
の
男
性
二
人
が
友
人
に
彫
像
の
ス
ラ
イ
ド
を
見
せ
ら
れ
る
場
面
が
そ
れ
で
、

次
々
と
ス
ラ
イ
ド
が
映
さ
れ
る
中
で
、
か
す
か
に
微
笑
む
女
性
の
顔
の
像
に
強

く
惹
き
つ
け
ら
れ
た
二
人
は
、
さ
ら
に
細
部
を
写
し
た
幾
つ
か
の
ス
ラ
イ
ド
も

見
届
け
た
上
で
、
直
に
そ
の
像
を
見
る
べ
く
地
中
海
の
島
を
訪
れ
る
。
当
然
な

が
ら
、
彼
ら
が
見
せ
ら
れ
た
一
連
の
ス
ラ
イ
ド
は
動
か
ぬ
写
真
で
あ
り
、
ま
た

遺
跡
で
彼
ら
が
目
の
当
た
り
に
す
る
の
も
固
い
石
の
像
で
あ
る
が
、
文
字
通
り

「
石
化
」
し
た
そ
の
彫
像
は
、
し
か
し
、
燦
々
と
降
り
注
ぐ
陽
光
の
も
と
、
そ

の
周
り
を
巡
る
彼
ら
の
視
点
の
移
動
に
応
じ
て
、
生
き
生
き
と
し
た
微
笑
み
の

表
情
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

が
、
あ
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
情
を
と
ら
え
た
フ
リ
ー
ズ
・
フ
レ
ー
ム

と
の
照
応
を
予
告
す
る
の
で
あ
る

―
「
彼
ら
は
こ
ん
な
微
笑
み
に
出
会
っ
た

こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
断
じ
て
な
い
。
い
つ
か
そ
れ
に
出
会
っ
た
ら
ど
う
す

る
か
。
き
っ
と
そ
の
後
に
つ
い
て
行
く
だ
ろ
う
」。
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
微
笑

み
を
湛
え
た
ヒ
ロ
イ
ン
は
、
彼
ら
と
出
会
っ
て
か
ら
ほ
ど
な
く
し
て
、
気
ま
ぐ

れ
に
セ
ー
ヌ
川
に
飛
び
込
ん
で
み
せ
、
最
後
に
も
ま
た
、
男
性
の
一
人
を
乗
せ

た
ま
ま
唐
突
に
自
動
車
を
川
に
転
落
さ
せ
て
命
を
絶
つ
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う

し
た
水
中
へ
の
転
落
の
主
題
ほ
ど
に
明
示
的
で
は
な
い
に
せ
よ
、
く
だ
ん
の
ス

ラ
イ
ド
と
フ
リ
ー
ズ
・
フ
リ
ー
ム
も
ま
た
、
生
の
魅
惑
へ
の
接
近
が
死
に
つ
な

が
る
こ
と
を
伝
え
る
、
秘
か
な
予
兆
と
し
て
姿
を
現
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

そ
の
よ
う
に
フ
リ
ー
ズ
・
フ
レ
ー
ム
を
介
し
て
死
が
垣
間
見
え
る
瞬
間
は
、

『
勝
手
に
逃
げ
ろ
／
人
生
』
に
お
い
て
い
っ
そ
う
鮮
明
に
現
出
す
る
。
フ
リ
ー

ズ
・
フ
レ
ー
ム
の
継
起
に
よ
る
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
表
現
が
頻
出
す

る
同
作
の
最
後
で
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
ュ
ト
ロ
ン
演
じ
る
主
人
公
は
、
い
き
な
り

自
動
車
に
は
ね
ら
れ
て
転
倒
し
、
そ
の
様
子
が
フ
リ
ー
ズ
・
フ
レ
ー
ム
の
連
鎖

に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
が
（
図
4
）、
そ
の
時
、
仰
向
け
に
倒
れ
た
彼
は
「
俺

は
死
に
か
け
て
は
い
な
い
。
俺
の
人
生
が
目
の
前
を
流
れ
て
い
か
な
か
っ
た
か

ら
な
」（ « Je ne suis pas en train de m

ourir. M
a vie n’ a pas défilé 

devant m
es yeux. »

）
と
つ
ぶ
や
く
。「
流
れ
て
ゆ
く
」（défiler

）
こ
と
こ

そ
は
、
行
列
の
行
進
か
ら
追
想
の
連
な
り
ま
で
、
そ
し
て
フ
ィ
ル
ム
の
「
送
り
」

ま
で
を
も
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
が
、
人
は
死
ぬ
間
際
に
、
己
の
人
生
が
走
馬

燈
の
よ
う
に
流
れ
て
ゆ
く
の
を
見
る
と
い
う
俗
信
に
そ
っ
た
彼
の
言
葉
は
、
言

わ
ば
死
と
い
う
完
結
相
の
事
態
を
、
流
れ
ゆ
く
こ
と
と
い
う
不
完
結
相
の
事
象

の
欠
如
に
よ
っ
て
、
逆
説
的
に
退
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
彼
が
そ

の
こ
と
を
つ
ぶ
や
く
際
に
、
先
に
触
れ
た
「
〜
し
つ
つ
あ
る
」
と
い
う
不
完
結

相
の
表
現
の
否
定
形
を
用
い
て
い
る
点
で
も
、
そ
の
言
動
の
逆
説
性
が
際
立
つ

が
、
そ
う
し
て
不
完
結
相
の
欠
如
や
否
定
に
よ
っ
て
完
結
相
の
死
を
免
れ
よ
う

と
す
る
身
振
り
も
虚
し
く
、
彼
は
息
絶
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ

と
は
取
り
も
直
さ
ず
、
映
画
が
抱
え
る
根
本
的
な
逆
説
、
す
な
わ
ち
『
ア
メ
リ
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カ
の
夜
』（
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ト
リ
ュ
フ
ォ
ー
、
一
九
七
三
）
で
ト
リ
ュ
フ
ォ
ー

自
身
が
演
じ
る
監
督
が
語
る
よ
う
に
、「
映
画
は
夜
汽
車
の
よ
う
に
淀
み
な
く

進
む
」
一
方
で
、
そ
の
進
行
自
体
が
フ
ィ
ル
ム
の
間
歇
的
な
送
り
と
い
う
、
継

起
的
な
静
止
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
露
わ
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
不
完
結
相
の
生
の
物
語
を
進
展
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
遂

行
が
完
結
相
を
な
す
写
真
、
つ
ま
り
は
死
の
継
起
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い

る
と
い
う
、
映
画
に
課
せ
ら
れ
た
不
可
避
の
宿
命
を
具
象
化
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

し
か
し
、
フ
リ
ー
ズ
・
フ
レ
ー
ム
の
継
起
が
体
現
す
る
そ
う
し
た
映
画
の
逆

説
は
、
必
ず
し
も
死
の
潜
在
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
だ
け
で
は
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
デ
ュ
ボ
ワ
は
、
映
画
と
写
真
の
相
関
を
論
じ
、
そ

の
様
態
を
分
類
し
た
際
に
、
写
真
家
に
よ
る
映
画
の
制
作
、
物
語
内
容
に
お
け

る
写
真
の
主
題
、
静
止
画
や
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
や
フ
リ
ー
ズ
・
フ
レ
ー
ム
な

ど
の
写
真
的
形
態
の
活
用
と
並
ん
で
、
彼
が
「
写
真
的
効
果
」
と
呼
ぶ
作
用
を

指
摘
し
た

C

。
そ
れ
は
単
な
る
題
材
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
物
語
の
進
展
を
主
導

す
る
原
理
と
し
て
の
写
真
に
比
べ
て
、「
よ
り
い
っ
そ
う
奥
深
い
層
に
探
り
当

て
ら
れ
」、「
む
し
ろ
解
釈
の
次
元
に
属
す
る
よ
う
な
」
作
用
で
あ
る
。
彼
が
そ

こ
で
想
定
し
て
い
る
の
は
、
恐
怖
に
こ
わ
ば
っ
た
表
情
や
、
夢
や
妄
想
に
よ
っ

て
枠
取
ら
れ
た
想
像
的
空
間
や
、
写
真
を
き
っ
か
け
と
し
て
蘇
る
記
憶
の
情
景

な
ど
で
あ
る
が
、
フ
リ
ー
ズ
・
フ
レ
ー
ム
も
ま
た
、
映
像
の
技
術
的
特
性
に
と

ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
実
際
に
は
使
用
さ
れ
な
い
場
合
で
す
ら
、
デ
ュ

ボ
ワ
が
唱
え
る
よ
う
な
写
真
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
契
機
と
な
り
う
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
あ
る
映
画
を
鑑

賞
し
た
際
の
個
人
的
な
経
験
で
あ
っ
た
。
そ
の
作
品
と
は
テ
リ
ー
・
ギ
リ
ア
ム

の
『
Dr. 

パ
ル
ナ
サ
ス
の
鏡
』（
二
〇
〇
九
）
で
あ
る
。
そ
の
序
盤
で
、
幻
術
的

な
見
世
物
を
上
演
す
る
旅
芸
人
の
一
座
が
、
道
中
で
加
わ
っ
た
男
を
交
え
て
客

寄
せ
を
す
る
場
面
が
あ
る
が
、
う
ら
ぶ
れ
た
移
動
舞
台
か
ら
わ
ず
か
な
観
衆
に

向
か
っ
て
、
鏡
を
通
り
抜
け
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
願
い
が
叶
う
幻
想
世
界
に
遊
べ
る

と
言
葉
巧
み
に
口
上
を
述
べ
る
男
の
後
ろ
で
は
、
座
長
で
あ
る
怪
老
人
の
「
パ

ル
ナ
サ
ス
博
士
」
が
泥
酔
し
て
舞
台
に
倒
れ
込
み
、
そ
の
横
で
は
博
士
の
若
い

娘
が
さ
ま
ざ
ま
な
ポ
ー
ズ
を
と
っ
て
父
の
失
態
を
取
り
繕
お
う
と
す
る
（
図

5
）。
私
は
な
ぜ
か
そ
の
姿
が
強
く
印
象
に
残
り
、
映
画
館
か
ら
の
帰
り
道
に

そ
の
理
由
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
と
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
た
。
そ
し
て
は
た
と
思
い

当
た
っ
た
の
が
、
ぎ
こ
ち
な
く
し
な

3

3

を
作
る
彼
女
の
姿
が
、
マ
ッ
ク
ス
・
オ

フ
ュ
ル
ス
の
メ
ロ
ド
ラ
マ
『
忘
れ
じ
の
面
影
』（
一
九
四
八
）
の
あ
る
場
面
を

想
起
さ
せ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
『
見
知
ら
ぬ
女
か

ら
の
手
紙
』
を
原
作
と
す
る
こ
の
作
品
の
中
盤
で
、
少
女
時
代
か
ら
憧
れ
て
き

た
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
男
性
と
再
会
し
た
ヒ
ロ
イ
ン
は
、
そ
ん
な
こ
と
に
は
ま
っ
た

く
気
づ
か
ぬ
ま
ま
彼
女
の
勤
め
る
服
飾
店
を
訪
ね
て
来
た
男
性
の
前
で
、
商

品
の
ド
レ
ス
を
纏
っ
て
あ
れ
こ
れ
と
ポ
ー
ズ
を
と
っ
て
み
せ
る
（
図
6
）。
そ

の
さ
ま
が
、『
Dr. 

パ
ル
ナ
サ
ス
の
鏡
』
の
く
だ
ん
の
場
面
を
目
に
し
た
こ
と
で
、

無
意
識
の
内
に
蘇
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
、
両
者
に
見
ら
れ
る
ポ
ー
ズ
の

継
起
は
フ
リ
ー
ズ
・
フ
レ
ー
ム
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
し

か
し
、
そ
こ
で
繰
り
出
さ
れ
る
一
連
の
動
作
は
、
フ
リ
ー
ズ
・
フ
レ
ー
ム
の
継

起
に
も
通
じ
る
、
ま
さ
に
「
写
真
的
効
果
」
を
生
み
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
そ
こ
に
は
映
画
の
テ
ク
ス
ト
と
写

真
を
「
い
っ
そ
う
奥
深
い
層
」
に
お
い
て
結
び
つ
け
る
、
秘
か
な
相
関
作
用
が

読
み
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、『
忘
れ
じ
の
面
影
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
、
本



22

人
に
は
告
げ
な
い
ま
ま
愛
す
る
男
性
の
子
を
産
み
育
て
る
が
、
死
を
前
に
し
て

彼
に
宛
て
た
手
紙
に
は
、
病
気
で
亡
く
な
っ
た
息
子
の
写
真
が
同
封
さ
れ
、
男

性
は
虫
眼
鏡
を
手
に
亡
き
息
子
の
写
真
に
見
入
る
（
図
７

D

）。
そ
し
て
、
手
紙

を
読
み
終
わ
っ
た
彼
は
、
い
っ
た
ん
は
逃
げ
よ
う
と
し
た
決
闘
の
場
へ
と
向

か
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
継
起
す
る
フ
リ
ー
ズ
・
フ
レ
ー
ム
を

思
わ
せ
る
動
作
が
、『
突
然
炎
の
ご
と
く
』
や
『
勝
手
に
逃
げ
ろ
／
人
生
』
と

同
様
に
、
写
真
を
介
し
て
（
ヒ
ロ
イ
ン
と
息
子
と
男
性
の
、
三
重
の
）
死
と
結

び
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
Dr. 

パ
ル
ナ
サ
ス
の
鏡
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
、

人
々
の
欲
望
を
虚
し
く
掻
き
立
て
る
見
世
物
を
供
し
な
が
ら
も
、
実
は
し
が
な

い
そ
の
旅
回
り
の
生
活
の
中
で
、
い
つ
も
一
枚
の
写
真
を
身
近
に
置
き
、
そ
こ

に
写
さ
れ
た
情
景
に
憧
れ
を
抱
い
て
い
る
。
そ
れ
は
『
理
想
の
家
庭
』
な
る
雑

誌
に
掲
載
さ
れ
た
、
ま
さ
に
〝
家
族
の
幸
せ
〞
を
絵
に
描
い
た
よ
う
な
写
真
で

（
図
8
）、
蠱
惑
の
奇
譚
が
め
く
る
め
く
Ｓ
Ｆ
Ｘ
を
駆
使
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た

末
に
、
彼
女
は
遂
に
、
現
実
の
世
界
で
そ
う
し
た
家
庭
的
幸
福
の
情
景
に
収
ま

る
。
そ
の
時
、
娘
の
姿
を
カ
フ
ェ
の
ウ
ィ
ン
ド
ウ
越
し
に
見
や
っ
た
老
残
の
父

は
、
再
び
大
道
に
出
て
子
供
た
ち
を
集
め
る
と
、
お
も
ち
ゃ
の
舞
台
で
人
形
を

操
り
な
が
ら
得
々
と
く
だ
ん
の
幻
術
の
見
世
物
を
演
じ
始
め
る
。
こ
う
し
て
、

あ
の
フ
リ
ー
ズ
・
フ
レ
ー
ム
の
継
起
に
も
似
た
動
作
は
、
片
や
古
典
的
メ
ロ
ド

ラ
マ
映
画
に
お
い
て
、
写
真
が
突
き
つ
け
る
事
実
の
重
さ
に
よ
っ
て
死
の
刻
印

を
招
来
し
、
片
や
現
代
の
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
映
画
に
お
い
て
、
写
真
が
育

む
イ
メ
ー
ジ
の
力
に
よ
っ
て
生
へ
の
意
思
を
牽
引
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
対
比

は
、
物
語
内
容
に
お
け
る
死
と
生
、
悲
劇
と
幸
福
、
事
実
と
願
望
に
関
わ
る
も

の
で
あ
る
と
同
時
に
、「
写
真
的
効
果
」
の
喚
起
力
が
完
結
相
と
不
完
結
相
の

い
ず
れ
に
向
か
う
か
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ア
ス
ペ
ク
ト
性
に
関
わ
る
対
比
を

も
な
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

結
び

映
画
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
ア
ス
ペ
ク
ト
性
の
関
与
を
め
ぐ
っ
て
、
主
に
絵

画
と
写
真
の
形
象
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
映
画
的
表
象
と
の
間
で
い
か
な
る
相

関
関
係
を
生
み
出
す
の
か
を
検
討
し
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
探
究
を

進
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
他
の
視
覚
的
表
象
を
も
視
野
に
含
め
る
こ
と
が
不
可
欠

で
あ
り
、
ま
ず
は
映
画
の
内
に
登
場
す
る
映
画
の
形
象
、
つ
ま
り
映
画
中
映
画

の
問
題
と
、
さ
ら
に
は
テ
レ
ビ
や
ヴ
ィ
デ
オ
の
映
像
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
ア

ス
ペ
ク
ト
性
に
関
し
て
映
画
の
テ
ク
ス
ト
と
い
か
な
る
相
関
を
な
す
の
か
と
い

う
こ
と
を
考
察
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
視
覚
的
媒
体
の
特

性
を
ア
ス
ペ
ク
ト
性
に
即
し
て
あ
ら
た
め
て
整
理
し
て
み
る
と
、
絵
画
と
写
真

は
静
止
画
と
い
う
完
結
相
の
表
象
を
、
映
画
は
記
録
さ
れ
た
動
画
と
い
う
完
結

相
と
不
完
結
相
が
重
な
っ
た
表
象
を
、
そ
し
て
テ
レ
ビ
と
ヴ
ィ
デ
オ
に
つ
い
て

は
、
録
画
さ
れ
た
映
像
で
あ
れ
ば
基
本
的
に
は
映
画
に
準
じ
る
表
象
を
な
す
と

し
て
も
、
生
中
継
に
よ
る
テ
レ
ビ
放
送
や
、
ヴ
ィ
デ
オ
・
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ

ン
や
監
視
カ
メ
ラ
に
よ
る
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
の
伝
送
で
あ
れ
ば
、
そ
の
映
像
は

明
ら
か
に
不
完
結
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
絵
画
と
写

真
の
形
象
で
さ
え
、
そ
れ
が
映
画
の
テ
ク
ス
ト
と
と
も
に
生
み
出
す
ア
ス
ペ
ク

ト
性
の
相
関
作
用
は
き
わ
め
て
多
様
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
映
画
に
現
れ
る
映

画
、
テ
レ
ビ
、
ヴ
ィ
デ
オ
と
対
象
を
拡
げ
て
ゆ
け
ば
、
そ
こ
に
は
必
ず
や
、
い
っ

そ
う
複
雑
で
多
岐
に
わ
た
り
、
そ
れ
だ
け
に
い
っ
そ
う
興
味
深
い
論
点
が
立
ち

現
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
論
じ

る
こ
と
に
し
た
い
。
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図 5　『Dr.パルナサスの鏡』

図 8　『Dr.パルナサスの鏡』

図 6　『忘れじの面影』 図 7　『忘れじの面影』
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と
こ
ろ
で
、
本
稿
の
考
察
を
通
じ
て
、
通
常
は
完
結
相
に
属
す
る
と
み
な
さ

れ
る
よ
う
な
表
象
が
、
何
ら
か
の
契
機
を
介
し
て
、
不
完
結
相
に
転
じ
る
と
い

う
事
例
を
数
多
く
取
り
上
げ
て
き
た
。
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ

ス
が
出
来
す
る
の
は
別
に
映
画
の
テ
ク
ス
ト
を
め
ぐ
る
レ
ク
チ
ュ
ー
ル
に
限
っ

た
こ
と
で
は
な
く
、
例
え
ば
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
「
異
化
」

も
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
お
け
る
「
異
郷
化
」
も
、
自
動
化
さ
れ
た
、
す
な

わ
ち
完
結
相
の
も
と
に
固
着
し
た
知
覚
を
、
異
な
る
相
貌
へ
と
変
容
さ
せ
る
こ

と
で
不
完
結
化
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ま
た
古
典
的
映
画
理
論
に

お
い
て
も
、
エ
プ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
フ
ォ
ト
ジ
ェ
ニ
ー
」
や
ヴ
ェ
ル
ト
フ
の
「
映

画
眼
」
は
、
旧
来
の
人
間
中
心
的
な
世
界
観
を
映
画
と
い
う
機
械
の
眼
が
変

革
す
る
と
訴
え
た
点
で
、
完
結
相
か
ら
不
完
結
相
へ
の
転
換
を
目
論
む
主
張
で

あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
サ
ン
ト
＝
ブ
ー
ヴ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

近
代
的
な
文
学
研
究
が
、
完
成
し
た
作
品
を
完
結
相
の
も
と
に
位
置
づ
け
、
そ

れ
を
創
造
し
た
作
家
と
の
関
係
を
実
証
的
に
追
究
し
た
の
に
対
し
、
作
品
を
不

完
結
の
も
の
と
み
な
し
て
、
そ
れ
を
「
読
む
」
こ
と
で
テ
ク
ス
ト
体
系
を
構
築

し
て
い
っ
た
「
テ
ク
ス
ト
論
」
の
実
践
も
ま
た
、
畢
竟
、
文
学
や
芸
術
の
研
究

に
お
い
て
、
完
結
相
と
不
完
結
相
の
枠
組
み
を
逆
転
さ
せ
よ
う
と
し
た
最
も
意

識
的
な
企
て
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
日
で
は
、
実
証
主
義
的
あ
る
い
は

テ
ク
ス
ト
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
い
ず
れ
が
正
当
で
あ
る
か
な
ど
と
い
う
問
い

は
も
は
や
有
効
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
両
者
が
ア
ス
ペ
ク

ト
性
を
め
ぐ
っ
て
対
照
的
な
認
識
を
基
盤
と
し
て
い
た
こ
と
は
看
過
さ
れ
て
は

な
る
ま
い
。
実
際
、
近
年
で
は
両
者
を
統
合
す
る
よ
う
な
取
り
組
み
も
進
め
ら

れ
て
お
り
、
例
え
ば
文
学
に
お
け
る
草
稿
研
究
の
新
た
な
隆
盛
も
そ
の
一
つ
で

あ
る
が

E

、
も
は
や
「
決
定
稿
」
を
揺
る
が
ぬ
基
点
と
み
な
す
の
で
は
な
く
、
そ

こ
に
至
る
ま
で
の
多
様
な
模
索
を
、
ま
さ
に
テ
ク
ス
ト
が
生
成
さ
れ
る
豊
饒
な

過
程
と
し
て
探
究
す
る
点
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
も
ま
た
完
結
相

と
不
完
結
相
の
相
関
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
筆
者
の
主
た
る
関
心
は
あ
く
ま
で
も
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ

と
に
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
こ
で
な
さ
れ
る
レ
ク
チ
ュ
ー
ル
が
歴
史
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
る
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
あ
ら
ゆ
る
研
究
と
同
じ
く
、

本
稿
で
論
じ
た
映
画
に
お
け
る
ア
ス
ペ
ク
ト
性
の
問
題
を
歴
史
の
観
点
か
ら
検

証
し
よ
う
と
す
る
類
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
真
に
そ
れ
を
志
向
す
る
研
究
者
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
確
信
す
る
。
そ
の
よ
う
な
企
て
が
な
さ
れ
た

暁
に
は
、
本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
で
一
応
の
完
結
相
に
達
し
た
筆
者
の
考
察

も
、
再
び
不
完
結
相
の
探
究
へ
と
投
げ
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
し
た

展
開
へ
の
期
待
を
表
明
し
つ
つ
、
ひ
と
ま
ず
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
す
る
。

注（
１
）  

映
画
に
お
け
る
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
を
包
括
的
に
論
じ
たM

aureen T
urim

, 
Flashbacks in Film

: M
em

ory &
 H

istory, N
ew

 Y
ork, Routledge, 1989

を
参
照
せ
よ
。

（
2
）  

カ
ゼ
ッ
テ
ィ
は
、
映
画
に
お
け
る
言
表
送
出
者
を
「
私
」、
言
表
受
容
者
を

「
あ
な
た
」、
登
場
人
物
や
場
面
を
提
示
す
る
言
表
を
「
彼
」
と
し
、
い
わ
ゆ
る

「
ノ
ー
ボ
デ
ィ
ズ
・
シ
ョ
ッ
ト
」
の
よ
う
に
客
観
的
と
み
な
さ
れ
る
映
像
に
つ
い

て
は
「
私
と
あ
な
た
が
彼
を
見
る
」、
人
物
が
カ
メ
ラ
に
視
線
を
向
け
る
場
合
な

ど
の
「
呼
び
か
け
」
に
つ
い
て
は
「
私
と
彼
が
あ
な
た
を
見
る
」、
人
物
が
目
に

す
る
光
景
を
示
す
い
わ
ゆ
る
「
主
観
的
映
像
」
に
つ
い
て
は
「
あ
な
た
と
彼
が
私

の
見
せ
る
も
の
を
見
る
」
な
ど
と
い
っ
た
要
領
で
、
人
称
代
名
詞
に
託
し
た
映
画

的
言
表
作
用
の
分
類
を
提
起
し
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
メ
ッ
ツ
は
、
言
語
に
よ
る

現
実
の
対
話
と
違
い
、
映
画
で
は
観
客
と
い
う
言
表
受
容
者
は
そ
の
場
に
い
て
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も
、
言
表
送
出
者
は
不
在
で
あ
る
た
め
、
双
方
向
的
な
や
り
取
り
が
成
り
立
た
な

い
ば
か
り
か
、
そ
も
そ
も
そ
こ
で
言
表
受
容
者
が
相
手
に
す
る
の
は
映フ

ィ
ル
ム画

そ
の
も

の
で
あ
り
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
「
私
」

と
い
っ
た
人
格
の
役
割
を
担
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
し
て
、
こ
う
し
た
人
称
代

名
詞
に
託
し
た
説
明
を
退
け
た
。
議
論
の
詳
細
に
つ
い
て
はChristian M

etz, 
L
’ E

nonciation im
personnelle, ou le site du film

, Paris, M
éridiens 

K
lincksieck, 1991 , pp. 24 -27

を
参
照
せ
よ
。

（
3
）  

英
語
の
用
語
で
は
「
時
制
」
はtense

、「
時
間
」
はtim

e

で
あ
る
が
、
フ
ラ

ン
ス
語
で
は
い
ず
れ
もtem

ps

で
あ
る
。

（
4
）  

実
際
に
は
フ
ラ
ン
ス
語
に
お
け
る
法
の
様
態
は
よ
り
複
雑
多
様
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
そ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
語
学
の
専
門
的
な
議
論
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。

（
5
）  

「
態
」
を
指
す
文
法
用
語
（
フ
ラ
ン
ス
語
でvoix

、
英
語
でvoice

）
は
ま
さ

に
「
声
」
を
意
味
す
る
語
彙
で
も
あ
る
。

（
6
）  

ち
な
み
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
複
合
過
去
は
も
と
も
と
完
了
の
意
味
を
有
し
て
い

た
が
、
日
常
表
現
に
お
い
て
単
純
過
去
に
代
わ
っ
て
完
結
相
の
過
去
を
意
味
す
る

よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
完
了
を
意
味
す
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
が
並
存
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
付
言
し
て
お
け
ば
、
日
本
に
お
け
る
ロ
シ
ア
語
学
で
は
「
完

結
相
／
不
完
結
相
」
が
伝
統
的
に
「
完
了
体
／
不
完
了
体
」
と
称
さ
れ
て
き
た

と
い
う
事
情
が
あ
り
、
こ
れ
も
用
語
の
混
乱
を
招
き
か
ね
な
い
要
因
と
な
っ
て

い
る
。

（
7
）  

Joseph V
endryes, Com

pte rendu de l’ ouvrage de Jens H
olt, E

tudes 
d’ aspect (1943 ), Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, t. 42 , 
fas. 2  (n

o 125 ), 1946 , p. 84 .

（
8
）  

言
語
学
に
お
け
る
ア
ス
ペ
ク
ト
研
究
全
体
を
解
説
す
る
こ
と
は
筆
者
の
手
に
余

る
の
で
、
こ
の
分
野
の
基
本
文
献
と
さ
れ
る
コ
ム
リ
ー
や
マ
ス
ロ
フ
な
ど
の
著
作

を
参
照
さ
れ
た
い

―Bernard Com
rie, A

spect: A
n Introduction to the 

Study of V
erbal A

spect and R
elated P

roblem
s, London, Cam

bridge 
U

niversity Press, 1976

（
バ
ー
ナ
ー
ド
・
コ
ム
リ
ー
『
ア
ス
ペ
ク
ト
』、
山
田

小
枝
訳
、
む
ぎ
書
房
、
一
九
八
八
年
）、
ユ
ー
リ
ー
・
S
・
マ
ス
ロ
フ
『
ア
ス
ペ

ク
ト
論
』（
ロ
シ
ア
語
原
書
、О

черки по аспектологии , 1984

）、
林
田
理

恵
・
金
子
百
合
子
訳
、
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一
八
年
。

（
9
）  

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』（『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
』
第
十
二
巻
）、

出
隆
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
、
Θ
巻
（
第
九
巻
）、
特
に
第
六
章
。

（
10
）  

ボ
リ
ス
・
ウ
ス
ペ
ン
ス
キ
イ
『
構
成
の
詩
学
』（
ロ
シ
ア
語
原
書
、П

оэтика 
композиции , 1970

）、
川
崎
浹
・
大
石
雅
彦
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
八
六
年
、
八
二
―
九
七
頁
。

（
11
）  

Gérard Genette, Figures III, Paris, Seuil, 1972 , pp. 74 -75 . 

ジ
ェ
ラ
ー

ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』、
花
輪
光
・
和
泉
凉
一
訳
、
書
肆

風
の
薔
薇
、
一
九
八
五
年
、
一
九
―
二
一
頁
。

（
12
）  

T
zvetan T

odorov, « L
es catégories du récit littéraire », 

Com
m

unications, n
o 8 , 1966 .

（
13
）  

Genette, op. cit., p. 148 . 

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
、
前
掲
書
、
一
三
三
頁
。

（
14
）  

マ
ス
ロ
フ
、
前
掲
書
、
一
二
―
一
三
頁
。

（
15
）  

A
.-J. Greim

as et J. Fontanille, Préface à Jacques Fontanille (dir.), 
Le discours aspectualisé, Lim

oges/A
m

sterdam
/Philadelphia, PU

LIM
/

Benjam
ins, 1991 , p. 8 .

（
16
）  

こ
れ
は
ゴ
ダ
ー
ル
が
初
期
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
の
中
で
、
コ
ク
ト
ー
の
『
オ
ル

フ
ェ
』
に
出
て
く
る
一
文
と
し
て
引
い
た
も
の
で
あ
る
が
、『
ゴ
ダ
ー
ル
全
評

論
・
全
発
言
』
の
訳
者
で
あ
る
奥
村
昭
夫
氏
が
注
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
正
確

に
は
、
死
神
（la M

ort

）
の
使
い
で
あ
る
ユ
ル
ト
ビ
ー
ズ
が
オ
ル
フ
ェ
に
告
げ

る
言
葉
（「
鏡
は
死
神
が
出
入
り
す
る
扉
で
す
。
そ
れ
に
、
鏡
に
映
る
自
分
を
一

生
見
続
け
て
ご
覧
な
さ
い
。
死
神
が
働
い
て
い
る
の
が
見
え
る
で
し
ょ
う
、
ま

る
で
ガ
ラ
ス
の
巣
箱
の
中
の
蜜
蜂
の
よ
う
に
」）
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
も
の
で

あ
る
。Jean-Luc G

odard par Jean-Luc G
odard, nouvelle édition, t. 1 , 

Paris, Cahiers du ciném
a, 1998 , p. 222 .

『
ゴ
ダ
ー
ル
全
評
論
・
全
発
言
Ⅰ 

一
九
五
〇
―
一
九
六
七
』、
奥
村
昭
夫
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
、
五
〇
七

頁
・
注
24
。
な
お
、
ゴ
ダ
ー
ル
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
記
事
で
は
初
出
時
か
ら
一
貫
し

て« la m
ort »

と
語
頭
が
小
文
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
文
中
で
の
引
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用
に
際
し
て
は
「
死
」
と
訳
し
た
。

（
17
）  

J. L. A
ckrill, “ A

ristotle’ s D
istinction betw

een E
nergeia and 

K
inesis” , R

enford B
am

brough (ed.), N
ew

 E
ssays on P

lato and 
A

ristotle, London, Routledge, 1965 , pp. 131 -135 .

（
18
）  

T
erry P

enner, “ V
erbs and the Identity of A

ctions – A
 

Philosophical Exercise in the Interpretation of A
ristotle” , O

scar P. 
W

ood and George Pitcher (eds.), R
yle: A

 Collection of Critical E
ssays, 

N
ew

 Y
ork, A

nchor Books, 1970 , pp. 441 -453 .

（
19
）  

こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
示
唆
に
富
ん
だ
論
考
と
し
て
、
藤
澤
令
夫
『
イ
デ
ア
と

世
界
』（
初
版
一
九
八
〇
年
、『
藤
澤
令
夫
著
作
集
』
第
二
巻
）、
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
〇
年
、
第
七
章
「
現
実
活
動
態

―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
〈
活
動
〉

の
論
理
と
〈
運
動
〉
の
論
理
」、
桑
子
敏
雄
『
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア

―
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
哲
学
の
創
造
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
、
第
五
章
「「
エ
ネ
ル
ゲ

イ
ア
」
の
文
脈
」、
三
浦
洋
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
」
と
「
キ
ー

ネ
ー
シ
ス
」
の
区
別
に
関
す
る
一
考
察
」、『
西
洋
古
典
学
研
究
』、
日
本
西
洋
古

典
学
会
、
第
Ｘ
Ｌ
Ｖ
巻
、
一
九
九
七
年
、
を
参
照
せ
よ
。

（
20
）  

ジ
ョ
ス
ト
は
「
ア
ス
ペ
ク
ト
」
の
語
を
用
い
て
い
る
が
、
前
節
で
引
い
た
定
義

に
従
え
ば
、
言
語
で
は
な
く
映
画
に
つ
い
て
論
じ
る
限
り
、
そ
こ
で
提
起
さ
れ
て

い
る
の
は
「
ア
ス
ペ
ク
ト
性
」
の
問
題
で
あ
る
。

（
21
）  

A
ndré Gaudreault et François Jost, L

e récit ciném
atographique, 

Paris, N
athan, 1990 , pp. 101 -104 . 

同
書
は
ゴ
ド
ロ
ー
と
ジ
ョ
ス
ト
の
共
著
で

あ
る
が
、
該
当
部
分
は
ジ
ョ
ス
ト
が
執
筆
し
て
い
る
。

（
22
）  

時
制
の
確
認
の
た
め
、
原
文
を
示
し
て
お
く

―“ H
ere I am

, at the 
end of the road: N

aples, France, Spain, M
exico... and now

 M
unich, 

Sebastianplaz, 16 . In the attic of this house lives Jakob Zouk, a petty 
racketeer, a jailbird, and the last m

an alive, besides m
e, w

ho know
s 

the w
hole truth about Gregory A

rkadin. M
y confidential report is 

com
plete now

. M
y original fee for this job w

as $15 ,000 , and it looks 
like a little bonus w

ill be tossed in, like a knife in m
y back. But Zouk 

w
ill get his first, unless I can save him

. Y
eah, and then m

e... the 
w

orld’ s prize sucker.”

（
23
）  

François Jost, L
’ Œ

il-cam
éra: entre fi�lm

 et rom
an, Lyon, PU

L, 1987 , 
2

e éd. revue et augm
entée, 1989 , p. 85

（
強
調
は
原
文
）。

（
24
）  

周
知
の
通
り
、
同
作
に
は
幾
つ
も
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
存
在
す
る
が
、

二
〇
〇
六
年
発
売
の
ク
ラ
イ
テ
リ
オ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
Ｄ
Ｖ
Ｄ
ボ
ッ
ク
ス

（“ T
he Com

plete M
r. A

rkadin”

）
に
収
録
さ
れ
た
三
つ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
当

初
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
と
さ
れ
る
「
コ
リ
ン
ト
版
」、
製
作
者
ル
イ
・
ド
リ
ヴ
ェ
に

よ
っ
て
再
編
集
さ
れ
た
『
秘
密
調
書
』、
種
々
の
素
材
を
統
合
し
た
「
完
全
版
」）

の
内
、
く
だ
ん
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
含
ま
れ
る
の
は
『
秘
密
調
書
』
の
み
で
あ
る
。

（
25
）  

原
文
は
以
下
の
通
り

―“ W
hen I start out to m

ake a fool of m
yself, 

there’ s very little can stop m
e. If I’ d know

n w
here it w

ould end, I’ d 
have never let anything start. If I’ d been in m

y right m
ind, that is. 

But once I’ d seen her, I w
as not in m

y right m
ind for quite som

e 
tim

e...”

（
26
）  

ち
な
み
に
、
ジ
ョ
ス
ト
も
示
唆
す
る
通
り
（Jost, op. cit., p. 83

）、
ウ
ェ
ル

ズ
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
完
結
相
を
な
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
彼
の
〝
声
の
権
威
〞

と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
関
与
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
27
）  

François Jost, « Les règles du je », Iris, n
o 8 , 1988 .

（
28
）  

例
え
ば
、
ジ
ョ
ス
ト
は
さ
ら
に
、
実
例
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
が
、
理
論
的

に
は
「
語
る
私
」
が
「
視
覚
化
さ
れ
た
私
」
よ
り
も
少
な
い
情
報
を
有
す
る
場

合
も
考
え
ら
れ
（
例
え
ば
殴
ら
れ
て
前
後
不
覚
に
陥
っ
た
主
人
公
が
事
態
を
明

確
に
語
れ
な
い
場
合
）、
そ
の
際
の
叙
述
も
完
結
相
を
な
す
と
し
て
い
る
が
、
そ

の
判
断
の
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
論
文
で
は
、『
ア
ー
カ
デ
ィ
ン

氏
』
の
主
人
公
は
メ
イ
ヤ
ー
・
ス
タ
ン
バ
ー
グ
の
言
う
「
隠
蔽
す
る
」
語
り
手

（“ suppressive”  narrator

）、
す
な
わ
ち
全
知
で
あ
り
な
が
ら
所
有
し
て
い
る

情
報
の
一
部
を
あ
え
て
伝
え
な
い
語
り
手
に
当
た
る
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
（
ス

タ
ン
バ
ー
グ
の
所
論
に
つ
い
て
はM

eir Sternberg, E
xpositional M

odes 
and T

em
poral O

rdering in Fiction, Bloom
ington, Indiana U

niversity 
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Press, 1978 , chap. 9  (“ Expositional M
otivation, T

em
poral Structure, 

and Point of V
iew

 (2 ): Restricted and Self-Restricted N
arration” ) 

を
参

照
せ
よ
）、
そ
れ
に
対
し
て
、『
縮
み
ゆ
く
人
間
』
の
主
人
公
は
実
際
に
自
身
の
辿

る
命
運
を
知
ら
ず
に
叙
述
を
進
め
て
い
る
と
し
て
い
る
が
、
先
に
述
べ
た
通
り
、

後
者
の
主
人
公
も
導
入
部
で
は
完
結
相
で
述
懐
を
始
め
て
お
り
、
両
者
の
差
異
化

に
は
疑
問
が
残
る
。

（
29
）  

ち
な
み
に
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』
の
英
訳
刊
行
に
際
し

て
書
評
論
文
を
発
表
し
た
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、『
わ
が
谷
は
緑
な

り
き
』
に
お
け
る
括
復
法
の
特
徴
な
ど
、
映
画
に
お
け
る
物
語
叙
述
を
め
ぐ
っ
て

興
味
深
い
指
摘
を
行
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
こ
で
の
観
点
も
題
名
に
謳
わ
れ
て

い
る
通
り
時
制
と
法
と
態
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
ア
ス
ペ
ク
ト
に
関
す
る
記
述

は
見
ら
れ
な
い

―Brian H
enderson, “ T

ense, M
ood, and V

oice in Film
 

（N
otes after Genette

）” , Film
 Q

uaterly,V
ol. 36 , N

o. 4 , Sum
m

er 1983 .

（
30
）  

拙
稿
「「
開
か
れ
た
窓
」
か
ら
の
問
い
か
け

―
映
画
作
品
に
お
け
る
絵
画
の

形
象
に
つ
い
て
」、『
演
劇
映
像
学
二
〇
〇
九
』、
第
一
集
、
早
稲
田
大
学
演
劇
博

物
館
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
二
〇
一
〇
年
、
三
二
二
頁
。

（
31
）  

拙
稿
「
映
画
の
中
の
絵
画

―
光
、
持
続
、
音
、
そ
し
て
画
家
の
身
体
」、『
演

劇
映
像
学
二
〇
一
〇　

報
告
集
一
』、
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ

Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
二
〇
一
二
年
、
一
五
一
―
一
五
二
頁
を
参
照
せ
よ
。

（
32
）  

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
で
あ
る
『
ピ
カ
ソ

―
天
才
の
秘
密
』
だ
け
で
な
く
、

『
マ
ル
メ
ロ
の
陽
光
』
も
ま
た
、
実
在
す
る
画
家
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ロ
ペ
ス
・
ガ
ル

シ
ア
の
自
宅
で
の
制
作
活
動
を
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
・
タ
ッ
チ
で
描
い
て
い
る
。

（
33
）  

拙
稿
「「
開
か
れ
た
窓
」
か
ら
の
問
い
か
け
」、
前
掲
書
、
三
二
七
頁
を
参
照
。

（
34
）  

同
書
、
三
一
一
頁
を
参
照
。

（
35
）  

R
oland B

arthes, L
a cham

bre claire, Paris, E
d. de l’ E

toile/
Gallim

ard/Seuil, 1980 , pp. 120 -121  et145 . 

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
『
明
る
い
部

屋
』、
花
輪
光
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
五
年
、
九
四
―
九
五
お
よ
び
一
一
五

頁
（
強
調
は
原
文
）。

（
36
）  

Ibid., pp. 89 -90 . 

同
書
、
六
八
―
六
九
頁
。
彼
が
「
第
三
の
意
味
」
で
、
エ
イ

ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
の
『
戦
艦
ポ
チ
ョ
ム
キ
ン
』
の
シ
ー
ン

3

3

3

で
は
な
く
、
フ
ォ
ト
グ

3

3

3

3

ラ
ム

3

3

（
コ
マ
写
真
）
を
対
象
と
し
て
分
析
を
試
み
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。

（
37
）  

Raym
ond Bellour, « Le spectateur pensif » (1984 ), L

’ E
ntre-im

ages: 
P

hoto, ciném
a, vidéo, 2

e éd. revue et corrigée, Paris, E
d. de la 

D
ifférence, 2002 , pp. 75 -83 . 

拙
稿
「
見
る
こ
と
の
顕
現

―
映
画
作
品
に
お

け
る
写
真
の
形
象
に
つ
い
て
」、『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』、
第

五
三
輯
・
第
三
分
冊
、
二
〇
〇
八
年
、
三
一
頁
も
参
照
せ
よ
。

（
38
）  

Christian M
etz, « Le ciném

a : langue ou langage? » (1964 ), E
ssais 

sur la signifi�cation au ciném
a, t. 1 , Paris, K

lincksieck, 1968 , p. 53 . 

ク

リ
ス
チ
ャ
ン
・
メ
ッ
ツ
「
映
画

―
言
語
か
言
語
活
動
か
」（
武
田
潔
訳
）、
浅
沼

圭
司
監
訳
『
映
画
に
お
け
る
意
味
作
用
に
関
す
る
試
論

―
映
画
記
号
学
の
基
本

問
題
』、
水
声
社
、
二
〇
〇
五
年
、
八
五
頁
。

（
39
）  

V
oir T

zvetan T
odorov, « Les transform

ations narratives » (1970 ), 
Poétique de la prose, Paris, Seuil, 1971 , pp. 225 -240 ; Gérard Genette, 
N

ouveau discours du récit, Paris, Seuil, 1983 , p. 14 . 

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
物
語

の
詩
学

―
続
・
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』、
和
泉
涼
一
・
神
郡
悦
子
訳
、
書
肆

風
の
薔
薇
、
一
九
八
五
年
、
二
二
頁
。

（
40
）  

G. E. Lessing, Laokoon (1766 ), Lessings W
erke, Bd. 3 , Frankfurt am

 
M

ain, Insel, 1967 , S. 89 -90 . 

レ
ッ
シ
ン
グ
『
ラ
オ
コ
オ
ン
』、
斎
藤
栄
治
訳
、

岩
波
文
庫
、
一
九
七
〇
年
、
一
九
九
頁
。

（
41
）  

詳
し
く
は
拙
稿
「
裂
け
目
と
縫
い
目

―
「
映
画
作
品
に
お
け
る
写
真
の
意
味

作
用
」
序
説
」、『
演
劇
学
』、
第
三
八
号
、
早
稲
田
大
学
演
劇
学
会
、
一
九
九
六

年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
42
）  

詳
し
く
は
拙
稿
「
見
る
こ
と
の
顕
現
」、
前
掲
書
、
二
一
―
二
二
頁
を
参
照

せ
よ
。

（
43
）  
同
書
、
二
七
―
二
九
頁
を
参
照
。

（
44
）  

Jean-Pierre O
udart, « La suture », Cahiers du ciném

a, n
os 211 -212 , 

avril-m
ai 1969 . 

ジ
ャ
ン
＝
ピ
エ
ー
ル
・
ウ
ダ
ー
ル
「
縫
合
」（
谷
昌
親
訳
），
岩

本
憲
児
・
武
田
潔
・
斉
藤
綾
子
編
『
新
・
映
画
理
論
集
成
』、
第
二
巻
、
フ
ィ
ル
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ム
ア
ー
ト
社
、
一
九
九
九
年
。

（
45
）  

た
だ
し
、
か
つ
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
ロ
メ
ー
ル
の
映
画
批
評

に
は
明
ら
か
な
自
己
反
省
的
観
点
が
認
め
ら
れ
（
拙
著
『
明
る
い
鏡

―
ル

ネ
・
ク
レ
ー
ル
の
逆
説
』、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
六
年
、
一
七
二
―

一
七
六
頁
を
参
照
）、
ま
た
『
グ
レ
ー
ス
と
公
爵
』（
二
〇
〇
一
）、『
三
重
ス
パ
イ
』

（
二
〇
〇
四
）、『
我
が
至
上
の
愛

―
ア
ス
ト
レ
と
セ
ラ
ド
ン
』（
二
〇
〇
七
）
と

い
っ
た
最
晩
年
の
作
品
に
も
表
象
作
用
に
対
す
る
反
省
的
な
関
心
が
窺
わ
れ
る
。

（
46
）  

拙
稿
「
見
る
こ
と
の
顕
現
」、
前
掲
書
、
二
五
―
二
六
頁
を
参
照
せ
よ
。

（
47
）  

R
udolf A

rnheim
, Film

 als K
unst, B

erlin, E
rnst R

ow
ohlt, 1932 , 

S. 139 -140 . 

こ
う
し
た
記
述
は
後
の
英
語
増
補
改
訂
版
で
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る

―Film
 as A

rt, Berkeley and Los A
ngeles, U

niversity of California 
Press, 1957 , p. 118 .

『
芸
術
と
し
て
の
映
画
』、
志
賀
信
夫
訳
、
み
す
ず
書
房
、

一
九
六
〇
年
、
一
一
〇
頁
（
邦
訳
の
底
本
は
英
語
版
）。

（
48
）  

そ
れ
ら
の
内
、
ク
レ
ー
ル
自
身
が
「
動
く
映
像
の
価
値
に
つ
い
て
の
背
理
法
に

よ
る
証
明
」
を
試
み
た
と
述
べ
て
い
る
『
眠
れ
る
パ
リ
』
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
明

る
い
鏡

―
ル
ネ
・
ク
レ
ー
ル
の
逆
接
』、
前
掲
書
、
第
一
章
「
背
理
法
か
ら
の

出
発

―
処
女
作
『
眠
れ
る
パ
リ
』」
を
参
照
せ
よ
。

（
49
）  

同
書
、
一
七
六
―
一
七
九
お
よ
び
一
八
九
―
一
九
三
頁
を
参
照
。
な
お
、
そ
こ

で
は
「
未
完
了
相
／
完
了
相
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
た
が
、
本
稿
の
用
語
法

に
従
え
ば
、
一
九
二
〇
年
代
の
前
衛
映
画
（
論
）
は
映
画
の
継
続
的
発
展
を
信
じ

た
点
で
「
不
完
結
相
」
の
、
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・
ヴ
ァ
ー
グ
は
古
典
的
映
画
の
終
焉
を

前
提
と
し
た
点
で
「
完
結
相
」
の
、
映
画
史
観
を
そ
れ
ぞ
れ
奉
じ
て
い
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
少
な
く
と
も
後
者
は
ま
た
、
古
典
的
映
画
が
も
は
や
不

可
能
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
映
画
の
〝
現
在
〞
を
切
り
拓
い
た
の
で
あ

り
、
そ
の
点
で
は
「
完
了
相
」
の
映
画
史
観
を
体
現
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
も
ま
た
ア
ス
ペ
ク
ト
性
の
問
題
が
呈
す
る
複
雑
な
様
相
の
一
例
と
言
え
よ
う
。

（
50
）  
Raym

ond Bellour, « Le texte introuvable » (1975 ), L
’ A

nalyse du 
fi�lm

, Paris, A
lbatros, 1980 , p. 40 .

（
51
）  

R
aym

ond B
ellour, « L

’ interruption, l’ instant » (1987 ), L
’ E

ntre-

im
ages: Photo, ciném

a, vidéo, op. cit., p. 115 .

（
52
）  

Ibid., pp. 117 -121 .

（
53
）  

Philippe D
ubois, « La photo trem

blée et le ciném
a suspendu », La 

recherche photographique, n
o 3 , décem

bre 1987 , pp. 22 -24 .

（
54
）  

ベ
ル
ー
ル
も
「
思
索
す
る
観
客
」
の
中
で
こ
の
場
面
に
注
目
し
、「
写
真
が
あ

る
距
離
を
、
あ
る
別
の
時
間
を
創
り
出
す
こ
と
で
、
私
は
映
画
に
つ
い
て
思
索
で

き
る
よ
う
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る

―Bellour, « Le spectateur pensif », 
op. cit., pp. 76 -77 .

（
55
）  

プ
ル
ー
ス
ト
が
遺
し
た
膨
大
な
草
稿
や
創
作
ノ
ー
ト
を
新
た
に
所
載
し
、
綿

密
な
校
訂
を
施
し
た
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
叢
書
新
版

は
そ
の
代
表
的
な
成
果
で
あ
る
（M

arcel Proust, A
 la recherche du tem

ps 
perdu, édition publiée sous la direction de Jean-Y

ves T
adié, Paris, 

Gallim
ard, « Bibliothèque de la Pléiade », 4  tom

es, 1987 -1989

）。
そ

う
し
た
近
年
の
草
稿
研
究
の
意
義
と
実
践
に
つ
い
て
は
松
澤
和
宏
『
生
成
論
の

探
究

―
テ
ク
ス
ト
・
草
稿
・
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
』、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
三
年
を
参
照
せ
よ
。


