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１　
「
根
本
悪
に
直
面
す
る
芸
術
」

　

一
九
九
七
年
の
夏
に
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ル
ル
で
報
道
写
真
家
ク
リ
ス
チ
ャ

ン
・
コ
ジ
ョ
ル
を
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
開
か
れ
た
写
真
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
で
は
、《S-21

》
と
題
さ
れ
た
展
示
が
物
議
を
醸
し
た
。
と
い
う
の
も

そ
こ
に
は
、
一
九
七
〇
年
代
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
ポ
ル
・
ポ
ト
派
に
よ
っ
て
虐

殺
さ
れ
た
犠
牲
者
た
ち
が
、
生
前
に
ト
ゥ
ー
ル
・
ス
レ
ン
収
容
所
で
、
ク

メ
ー
ル
・
ル
ー
ジ
ュ
に
属
す
る
一
六
歳
の
少
年
ニ
ェ
ム
・
エ
ン
を
チ
ー
フ

と
す
る
写
真
チ
ー
ム
に
よ
っ
て
撮
ら
れ
た
百
枚
の
半
身
像
の
顔
写
真
が
展

「
根
本
悪
に
直
面
す
る
芸
術
」
の
ア
ポ
リ
ア

西
村
清
和

示
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
た
ひ
と
び
と
の
困
惑
は
、
ち
ょ

う
ど
こ
の
時
期
にM

oM
A

が
こ
れ
ら
の
写
真
の
う
ち
二
二
枚
を
購
入
し
、

《S-21

か
ら
の
写
真

─1975-1979

》
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
一
般

に
公
開
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
い
っ
そ
う
増
幅
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
マ
イ
ケ
ル
・
キ
メ
ル
マ
ン
はM

oM
A

の
シ
ョ
ウ
に
つ
い
て
、「
こ
れ

ら
の
写
真
に
つ
い
て
ど
う
語
る
べ
き
か
、
わ
た
し
に
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら

な
い
。
そ
れ
ら
を
見
る
の
は
き
わ
め
て
苦
痛
な
の
だ
が
、
し
か
も
そ
れ
ら

は
き
わ
め
て
魅
惑
的
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
こ
そ
、

ホ
ラ
ー
の
本
質
を
な
し
て
い
る（
１
）」

と
困
惑
し
つ
つ
、
こ
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ

ナ
ル
な
写
真
は
、
こ
れ
を
「
撮
っ
た
殺
人
者
た
ち
が
芸
術
家
で
あ
る
こ
と



國學院雑誌　第 123 巻第11号（2022年） ─ 86 ─

を
含
意
し
て
い
る
の
か
。
大
量
虐
殺
は
ア
ー
ト
で
あ
り
う
る
の
か
」
と
の

問
い
に
対
し
て
、
ど
う
答
え
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
と
告
白
す
る
。
ア
ル

ル
の
写
真
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
つ
い
て
報
じ
た『
ル
・
モ
ン
ド
』は
ミ
シ
ェ

ル
・
ゲ
ラ
ン
の
記
事
を
載
せ
て
い
る
が
、
か
れ
はM

oM
A

の
よ
う
な
美

術
館
が
こ
れ
ら
の
写
真
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
加
え
た
こ
と
で
、「
そ
れ
ら

は
〈
ア
ー
ト
〉
と
し
て
の
身
分
を
獲
得
し
た（
２
）」
と
い
う
一
方
で
、
こ
れ
ら

の
写
真
は
「
窃
視
症
と
病
的
気
質
の
色
合
い
を
帯
び
た
美
的
判
断
を
呼
び

こ
む
」
と
い
う
。

　

自
身
ア
ル
ル
で
《S-21

》
の
展
示
を
見
た
テ
ィ
エ
リ
ー
・
ド
・
デ
ュ
ー

ヴ
は
、「
根
源
悪
に
直
面
す
る
芸
術
」（2008
）
と
い
う
論
文
の
な
か
で
、

「
わ
た
し
の
人
生
の
な
か
で
、
美
的
判
断
が
こ
れ
ほ
ど
ひ
と
の
肩
に
重
く

の
し
か
か
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
感
じ
た
こ
と
は
こ
れ

ま
で
に
な
か
っ
た
。
ま
た
、
美
的
判
断
を
下
す
際
に
自
分
が
道
徳
的
責
任

を
負
っ
て
い
る
の
だ
と
こ
れ
ほ
ど
つ
よ
く
感
じ
た
こ
と
も
な
か
っ
た（
３
）」
と

告
白
し
て
い
る
。か
れ
は
、こ
れ
ら
の
写
真
を
最
初
に
見
た
と
き
は「
安
っ

ぽ
い
感
情
移
入
や
善
意
の
良
心
」
を
感
じ
た
が
、
や
が
て
こ
れ
ら
の
写
真

が
撮
ら
れ
た
情
況
を
知
る
に
お
よ
ん
で
、
こ
う
し
た
感
傷
に
対
し
て
不
快

感
を
覚
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
、
自
分
が
感
じ
た
そ
の
よ
う
な
「
道

徳
的
責
任
感
に
は
、
こ
れ
ら
の
写
真
が
も
た
ら
す
美
的
感
情
の
拒
絶
や
否

認
が
ふ
く
ま
れ
て
い
た
」
と
い
う
の
だ
が
、
し
か
も
そ
う
し
た
拒
絶
や
否

認
は
「
不
可
能
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
い
う
の
も
こ
う
し
た
美
的
感
情
は
無

意
識
の
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
」と
も
い
う
の
で
あ
る
。デ
ィ
レ
ク
タ
ー

で
あ
る
コ
ジ
ョ
ル
は
、
こ
の
展
示
に
対
す
る
自
分
の
「
態
度
は
倫
理
的
か

つ
政
治
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
美
的
な
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
」

と
主
張
す
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
も
ド
・
デ
ュ
ー
ヴ
は
、「
倫
理
的
な
も

の
と
美
的
な
も
の
を
そ
ん
な
に
つ
ご
う
よ
く
区
別
し
て
み
て
も
も
ち
こ
た

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
批
判
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
写
真
を
芸
術
と
呼
び
、
こ
れ
を
撮
っ
た
ニ
ェ
ム
・
エ
ン
を
芸

術
家
と
呼
ぶ
の
は
、
芸
術
家
を
「
美
的
領
域
に
お
け
る
人
間
性
の
ス
ポ
ー

ク
ス
マ
ン
で
あ
る
」
と
す
る
伝
統
的
な
芸
術
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
か
ら
す

れ
ば
「
汚
ら
わ
し
い
（obscene

）（
４
）」

こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
ド
・
デ
ュ
ー

ヴ
は
か
な
ら
ず
し
も
こ
う
し
た
伝
統
的
な
芸
術
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
理
論

を
支
持
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
あ
と
で

詩
を
書
く
こ
と
は
野
蛮
だ
」
と
い
う
ア
ド
ル
ノ
の
ア
ポ
リ
ア
に
陥
る
こ
と

な
く
、
伝
統
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
理
論
に
代
わ
る
べ
き
「
芸
術
と
美
術

館
に
と
っ
て
の
あ
た
ら
し
い
正
当
化
」
の
理
論
を
要
請
す
る
。
だ
が
そ
れ

が
ど
の
よ
う
な
芸
術
理
論
や
美
学
と
な
る
の
か
は
、ド
・
デ
ュ
ー
ヴ
に
と
っ

て
も
な
お
審
ら
か
で
は
な
く
、
か
れ
は
た
だ
、《S-21

》
の
写
真
を
見
る

も
の
に
ふ
さ
わ
し
い
態
度
と
は
、「
写
真
に
写
っ
て
い
る
ひ
と
び
と
が
か

れ
ら
の
人
間
性
を
回
復
す
る
」
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
態
度
だ
と
示
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唆
す
る
の
み
で
あ
る
。
は
た
し
て
わ
れ
わ
れ
が
、
こ
れ
ら
の
写
真
を
ド
・

デ
ュ
ー
ヴ
自
身
が
要
請
す
る
よ
う
な
あ
ら
た
な
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
に
置
き

い
れ
て
、
こ
れ
に
「
ア
ー
ト
」
と
い
う
洗
礼
名
を
付
与
し
、
こ
れ
を
美
的

に
鑑
賞
す
る
と
い
う
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
れ
、
そ
の
よ
う
な
ア
ー
ト
理
論
は
お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
の
写
真
が

要
請
す
る
倫
理
的
要
求
に
も
応
え
つ
つ
、
同
時
に
ひ
と
が
こ
れ
ら
の
写
真

に
い
や
お
う
な
く
自
動
的
に
感
じ
て
し
ま
う
「
形
式
上
の
関
心
」
や
美
的

判
断
を
も
あ
る
し
か
た
で
是
認
す
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
ド
・

デ
ュ
ー
ヴ
自
身
懐
疑
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
に
し
て
も
、
こ
う

し
た
〈
倫
理
的
〉
と
〈
美
的
〉
の
あ
い
だ
の
「
つ
ご
う
の
よ
い
区
別
」
が

も
ち
こ
た
え
る
と
は
思
え
な
い
。

２　

不
道
徳
主
義
論
争

　

芸
術
と
道
徳
、
美
的
な
も
の
と
倫
理
的
な
も
の
を
め
ぐ
っ
て
は
、
プ
ラ

ト
ン
以
来
の
論
争
の
な
が
い
伝
統
が
あ
る
。
だ
が
こ
こ
二
〇
年
ほ
ど
の
あ

い
だ
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
美
学
に
お
い
て
に
わ
か
に
再
燃
し
た
論

争
は
、そ
れ
以
前
の
と
は
い
さ
さ
か
趣
を
異
に
し
て
い
る
。と
い
う
の
も
、

ダ
ニ
エ
ル
・
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ソ
ン
が
一
九
九
七
年
に
論
文
「
不
道
徳
な
芸
術

礼
賛
」
を
発
表
し
て
以
来
、
一
般
に
「
不
道
徳
主
義
（im

m
oralism

）」

と
呼
ば
れ
る
立
場
を
め
ぐ
っ
て
ホ
ッ
ト
な
論
争
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
道
徳
主
義
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
か
た
ち
は
、「
作
品

の
唯
一

0

0

美
的
な
価
値
と
は
、
そ
の
倫
理
的
価
値
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
プ

ラ
ト
ン
流
の
も
の
で
あ
る
が
、こ
れ
に
対
し
て
は
、ほ
ん
ら
い
芸
術
に
と
っ

て
外
的
な
道
徳
的
価
値
や
認
識
的
価
値
は
、
そ
の
美
的
な
い
し
芸
術
的
な

価
値
に
関
与
的
で
は
な
い
と
す
る
形
式
主
義
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
芸
術
の

た
め
の
芸
術
」
を
標
榜
す
る
芸
術
至
上
主
義
が
対
立
す
る
。
も
っ
と
も
現

代
の
形
式
主
義
者
は
、
作
品
の
不
道
徳
な
面
そ
れ
自
体
が
作
品
の
美
的
な

価
値
の
大
小
を
左
右
す
る
こ
と
は
認
め
な
い
が
、
そ
れ
で
も
あ
る
種
の
作

品
が
不
道
徳
で
あ
り
う
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
作
品
を
不
道
徳
に
し
て
い
る

特
徴
が
そ
の
作
品
の
価
値
を
減
ず
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
は
認
め
る
と
い

う
、
い
わ
ゆ
る
「
穏
健
な
自
律
主
義
（m

oderate autonom
ism （

５
））」
を

主
張
す
る
。
現
代
の
道
徳
主
義
に
し
て
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
プ
ラ
ト
ン
主
義

と
は
こ
と
な
っ
て
、
た
と
え
ば
ベ
リ
ス
・
ガ
ウ
ト
の
よ
う
に
、「
も
し
も

あ
る
作
品
が
倫
理
的
に
非
難
す
べ
き
態
度
を
表
明
し
て
い
る（m

anifest

）

な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
の
分
だ
け
美
的
に
欠
陥
が
あ
る
こ
と
に
な
る
し
、
作

品
が
倫
理
的
に
推
奨
す
べ
き
態
度
を
表
明
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ

の
分
だ
け
美
的
な
称
賛
に
値
す
る（
６
）」

と
主
張
す
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ソ
ン
の
不
道
徳
主
義
は
、「
あ
る
種
の
芸

術
は
た
ん
に
そ
の
不
道
徳
さ
の
ゆ
え
に
よ
り
よ
い
芸
術
で
あ
る
と
い
う
だ
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け
で
な
く
、
物
語
や
演
劇
芸
術
が
あ
る
重
要
な
倫
理
的
機
能
に
役
立
つ
の

は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
不
道
徳
さ
を
潜
在
さ
せ
て
い
る
か
ら
だ（
７
）」

と
主
張
す

る
。
こ
の
命
題
は
、
ふ
た
つ
の
部
分
か
ら
な
る
。
前
半
は
、
わ
れ
わ
れ
は

「
き
わ
め
て
危
険
な
こ
と
だ
が
、
感
情
移
入
し
や
す
い
」
の
で
あ
り
、
し

か
も
『
マ
ク
ベ
ス
』
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
「
し
ば

し
ば
、
邪
悪
な
人
物
で
す
ら
共
感
の
光
の
う
ち
に
描
く
こ
と
に
成
功
」
す

る
た
め
に
、
そ
う
し
た
作
品
は
、
道
徳
的
に
健
全
な
ひ
と
で
も
当
の
邪
悪

な
人
物
を
共
感
を
も
っ
て
「
想
像
す
る
こ
と
に
対
し
て
抵
抗
」
で
き
な
く

さ
せ
る
と
い
う
点
で
、
他
の
作
品
よ
り
力
強
い
作
品
と
な
る
こ
と
が
あ
る

と
主
張
す
る
。
命
題
の
後
半
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
「
わ
れ
わ
れ
の
道
徳

的
理
解
を
深
め
る
た
め
の
機
会
を
あ
た
え
る
」
と
い
う
道
徳
主
義
と
も
共

通
す
る
前
提
に
立
ち
つ
つ
も
、
道
徳
主
義
が
こ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
「
道
徳
的

に
適
切
な
」
作
品
つ
ま
り
悪
人
を
共
感
を
も
っ
て
描
か
な
い
作
品
に
よ
っ

て
の
み
可
能
だ
と
考
え
る
の
に
対
し
て
、
不
道
徳
主
義
は
、
現
実
の
多
様

な
価
値
観
か
ら
な
る
社
会
に
あ
っ
て
ひ
と
は
、
た
と
え
そ
れ
が
邪
悪
な
人

物
の
不
道
徳
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
他
人
が
世
界
を
見
る
そ
の
見
か

た
を
自
分
も
「
想
像
し
て
見
る
」
こ
と
は
必
要
で
、
こ
の
倫
理
的
「
価
値

の
認
識
論
」
と
い
う
点
に
不
道
徳
な
作
品
が
果
た
す
倫
理
的
機
能
が
あ
る

と
主
張
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
議
論
が
混
乱
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
理
由
の
ひ
と
つ
は
、

そ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
用
語
の
あ
い
ま
い
さ
に
あ
る
。
道
徳
主
義
と
不
道

徳
主
義
、
い
ず
れ
の
立
場
も
、
作
品
の
「
内
容
」
に
か
か
わ
る
倫
理
的
価

値
に
、
作
品
の
「
形
式
」
や
そ
れ
が
も
つ
一
貫
性
や
秩
序
と
い
っ
た
美
的

価
値
を
対
置
し
て
、
そ
の
両
者
の
関
係
を
問
う
。
こ
れ
に
対
し
て
ロ
バ
ー

ト
・
ス
テ
ッ
カ
ー
は
、
そ
も
そ
も
芸
術
作
品
の
価
値
と
い
う
と
き
、
そ
れ

は
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
の
複
合
体
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
美
的
価
値
は
他
の
倫

理
的
、
認
識
的
、
芸
術
史
的
価
値
等
と
な
ら
ん
で
作
品
の
価
値
の
一
部
で

し
か
な
い
と
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
諸
価
値
の
あ
い
だ
の
相
互
作
用
の
結
果

と
し
て
「
作
品
全
体
に
か
か
わ
る
芸
術
的
価
値
」
が
き
ま
る
と
す
る
。
そ

れ
ゆ
え
ス
テ
ッ
カ
ー
に
よ
れ
ば
、
不
道
徳
主
義
の
主
張
は
正
確
に
は
「
あ

る
作
品
の
道
徳
的
欠
陥
は
そ
の
［
美
的
価
値
で
は
な
く
］
芸
術
的
価
値
の

度
合
い
を
高
め
る
こ
と
が
あ
る（
８
）」と

い
う
べ
き
で
あ
る
。だ
が
ス
テ
ッ
カ
ー

の
こ
の
主
張
も
、
正
し
い
も
の
と
は
い
え
な
い
。
そ
も
そ
も
作
品
の
美
的

質
な
い
し
価
値
は
、
そ
れ
が
ア
ー
ト
〈
で
あ
る
〉
こ
と
や
小
説
〈
で
あ
る
〉

こ
と
に
応
じ
て
規
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
倫
理
的
価
値
、
認
識

的
価
値
と
な
ら
ん
で
独
自
の
一
領
域
を
な
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
し
、

そ
う
し
た
美
的
価
値
と
区
別
さ
れ
た
「
芸
術
的
価
値
」
と
い
わ
れ
る
よ
う

な
と
く
べ
つ
な
も
の
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
《
泉
》

（1917

）
と
い
う
作
品
の
ア
ー
ト
と
し
て
の
価
値
と
は
、
ふ
つ
う
便
器
と

呼
ば
れ
て
い
る
物
を
ア
ー
ト
の
作
品
〈
で
あ
る
〉
と
受
け
と
め
る
者
が
経
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験
す
る
そ
の
内
実
で
あ
り
、
そ
れ
は
便
器
に
は
な
く
て
《
泉
》
に
は
あ
る

「
あ
ら
た
な
思
考
」
や
そ
の
「
芸
術
史
的
」
位
置
に
支
え
ら
れ
た
、
こ
の

作
品
に
独
自
の
美
的
な
価
値
と
し
て
経
験
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

作
品
が
悪
人
と
そ
の
ゆ
が
ん
だ
信
念
や
行
動
を
描
写
し
再
現
す
る
こ
と

は
な
ん
ら
問
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
。
マ
ク
ベ
ス

は
、
そ
う
し
た
人
物
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
作
品
の
不
道
徳
性
と
い
う
こ
と

で
問
題
に
な
る
の
は
、
作
品
な
い
し
作
者
自
体
が
、
そ
う
し
た
人
物
の
信

念
や
価
値
観
や
態
度
を
推
奨
し
、
是
認
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
実
生
活
で
は

こ
れ
を
不
道
徳
と
す
る
読
者
に
も
是
認
す
る
よ
う
に
し
む
け
る
ば
あ
い
で

あ
る
。
混
乱
は
、
作
品
が
特
定
の
信
念
や
価
値
観
や
態
度
を
描
写
し
再
現

す
る
こ
と
は
、
は
た
し
て
作
品
な
い
し
作
者
が
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
読
者
に

も
是
認
す
る
よ
う
に
し
む
け
る
こ
と
な
の
か
、
ま
た
そ
う
し
た
作
品
の
美

的
な
経
験
と
は
、
そ
う
し
た
倫
理
的
問
題
に
つ
い
て
の
知
識
や
理
解
や
洞

察
を
読
者
に
あ
た
え
、
あ
る
い
は
深
め
る
認
識
論
的
な
「
探
求
」
な
の
か

と
い
う
点
に
あ
る
。
た
し
か
に
登
場
人
物
、
た
と
え
ば
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー

ニ
ナ
が
「
恋
を
知
る
に
は
、
や
は
り
、
一
度
は
ま
ち
が
い
を
犯
し
て
、
悔

い
改
め
る
に
か
ぎ
り
ま
す
わ
」
と
い
う
ベ
ッ
チ
ィ
公
爵
夫
人
と
の
議
論
に

お
い
て
、「
そ
う
ね
・
・
・
も
し
頭
の
数
だ
け
人
の
考
え
も
違
う
と
い
う

ん
で
し
た
ら
、
人
の
心
の
数
だ
け
、
愛
情
の
種
類
も
違
う
の
じ
ゃ
な
い
か

し
ら
」（
木
村
浩
訳
）
と
自
分
の
信
念
を
主
張
し
た
り
、
あ
る
い
は
地
の

文（
一
般
に
は
作
者
の
主
張
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）が「
オ
ブ
ロ
ン
ス
キ
ー

は
、
主
義
主
張
を
み
ず
か
ら
選
ん
だ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
主
義
主
張
の
ほ

う
が
彼
に
向
っ
て
や
っ
て
来
る
の
だ
っ
た
」
と
い
う
よ
う
に
ア
イ
ロ
ニ
ー

の
か
た
ち
で
人
物
の
行
動
や
態
度
に
一
定
の
倫
理
的
評
価
を
下
す
こ
と
は

し
ば
し
ば
あ
る
。
だ
が
こ
れ
ら
作
品
を
構
成
す
る
命
題
や
文
が
、
は
た
し

て
現
実
世
界
に
か
ん
す
る
登
場
人
物
や
作
者
の
認
識
や
倫
理
に
か
か
わ
る

「
主
張
」
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
わ
た
し
は
別
の
機
会
に
論
じ

て
お
い
た（
９
）。

い
ま
そ
の
概
略
を
ご
く
か
ん
た
ん
に
述
べ
る
こ
と
で
、
こ
の

問
題
を
手
早
く
片
づ
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

絵
画
や
小
説
は
現
実
世
界
を
「
再
現
描
写
す
る
（represent

）」
と
い

う
と
き
、
モ
ン
ロ
ー
・
ビ
ア
ズ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
語
は
ふ
た
つ
の
意

味
を
も
つ
が
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
モ
チ
ー

フ
と
な
る
事
物
や
で
き
ご
と
の
カ
ン
ヴ
ァ
ス
上
の
絵
の
具
に
よ
る
「
描
写

（depiction

）」
で
あ
り
、
あ
る
い
は
ペ
ー
ジ
に
印
刷
さ
れ
た
こ
と
ば
に

よ
る
「
叙
述
（narratio

）」
や
「
記
述
（descriptio

）」
で
あ
り
、
い
ず

れ
に
せ
よ
そ
れ
は
、
実
在
す
る
に
せ
よ
し
な
い
に
せ
よ
、
山
の
風
景
や
登

場
人
物
と
い
っ
た
特
定
の
モ
チ
ー
フ
の
美
的
造
形
で
あ
り
、
視
覚
デ
ザ
イ

ン
で
あ
る
。
一
方
で
ひ
と
は
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
山
が
富
士
山
で
あ
り
、

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
登
場
す
る
美
学
者
の
モ
デ
ル
は
大
塚
保
治
で
あ

る
と
い
う
よ
う
に
語
り
も
す
る
。
そ
の
と
き
ひ
と
は
、
こ
れ
ら
描
写
や
記



國學院雑誌　第 123 巻第11号（2022年） ─ 90 ─

述
が
現
実
世
界
に
対
し
て
と
る
論
理
的
指
示
関
係
、
ビ
ア
ズ
リ
ー
が
「
肖

像
（portraying

）
（1
（

）」
と
呼
ぶ
関
係
を
問
題
に
し
て
い
る
。
ひ
と
は
た
し

か
に
、図
鑑
の
絵
を
現
実
の
昆
虫
へ
の
指
示
に
用
い
る
し
、歴
史
家
は「
洛

中
洛
外
図
」
を
当
時
の
生
活
振
り
に
つ
い
て
の
歴
史
資
料
と
し
て
用
い
る

こ
と
は
あ
る
。
だ
が
こ
れ
は
絵
画
作
品
そ
れ
自
体
が
現
実
に
対
し
て
立
つ

論
理
的
・
認
識
論
的
関
係
で
は
な
い
し
、
作
品
の
美
的
経
験
の
実
質
で
も

な
い
。
小
説
の
な
か
の
人
物
が
主
張
す
る
命
題
や
地
の
文
の
コ
メ
ン
タ

リ
ー
に
し
て
も
、
お
お
む
ね
そ
う
主
張
す
る
人
物
や
で
き
ご
と
の
性
格
づ

け
に
寄
与
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
が
現
実
世
界
へ
の
指
示
に
立
つ

主
張
命
題
で
は
な
い
し
、ま
し
て
や
ジ
ョ
ン
・
サ
ー
ル
が
い
う
よ
う
な「
指

示
の
ふ
り）

（（
（

」
な
ど
で
は
あ
り
え
な
い
。
小
説
の
人
物
た
ち
が
議
論
す
る
と

き
、か
れ
ら
は
か
れ
ら
が
住
む
一
九
世
紀
の
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
社
交
界
や
、

SF

が
想
定
す
る
二
〇
一
〇
年
の
宇
宙
旅
行
に
つ
い
て
主
張
し
議
論
し
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、わ
れ
わ
れ
の
住
む
現
実
の
世
界
に
つ
い
て
で
は
な
い
。

　

そ
れ
ゆ
え
作
品
が
提
示
す
る
描
写
や
再
現
は
、
現
実
世
界
に
つ
い
て
の

知
識
や
理
解
や
洞
察
を
読
者
に
あ
た
え
る
認
識
論
的
な
「
探
求
」
で
は
な

く
、
作
者
に
よ
る
、
実
人
生
に
つ
い
て
の
そ
の
よ
う
な
探
求
に
も
と
づ
い

た
虚
構
世
界
の
人
物
や
行
動
の
美
的
造
形
で
あ
る
。
た
し
か
に
わ
た
し
の

信
念
と
、
作
品
な
い
し
作
者
や
そ
れ
が
想
定
し
て
い
る
読
者
が
依
拠
し
て

い
る
信
念
と
の
不
一
致
と
い
う
問
題
は
と
き
に
起
こ
る
。
グ
レ
ア
ム
・
グ

リ
ー
ン
の
『
情
事
の
終
わ
り
』
を
読
む
と
き
、
わ
た
し
は
そ
の
底
に
流
れ

る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
条
や
奇
跡
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
に
違
和
感
を
覚
え
つ

つ
も
、
こ
れ
を
た
の
し
む
。
だ
が
そ
れ
は
ウ
ェ
イ
ン
・
ブ
ー
ス
の
い
う
よ

う
に
、「
作
者
の
も
の
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
信
念
を
持
つ
自
己）

（1
（

」

の
ふ
り
を
し
て
読
む
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
信
念
の
不
一
致
が
解
き
が
た

い
難
問
に
見
え
る
の
は
、
小
説
の
テ
ク
ス
ト
を
、
直
接
に
せ
よ
間
接
に
せ

よ
現
実
を
指
示
す
る
主
張
命
題
と
考
え
、
そ
れ
ゆ
え
小
説
の
読
書
を
認
識

論
的
な
探
求
と
対
話
と
考
え
、
信
念
の
「
一
致
・
不
一
致
」
を
、
対
話
に

お
け
る
「
同
意
・
不
同
意
」
と
考
え
る
こ
と
に
よ
る
。
じ
っ
さ
い
に
は
、

作
品
が
わ
た
し
の
同
意
で
き
な
い
信
念
や
価
値
観
や
態
度
を
推
奨
し
是
認

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ば
あ
い
で
も
、
そ
れ
が
そ
れ
と
は
こ
と
な
る
わ
た

し
の
信
念
条
件
に
照
ら
し
て
も
一
定
の
許
容
範
囲
に
あ
る
か
ぎ
り
、
わ
た

し
は
こ
れ
を
大
目
に
見
、
あ
る
い
は
無
視
し
て
読
み
つ
づ
け
る
こ
と
が
で

き
、
そ
こ
に
描
写
さ
れ
造
形
さ
れ
た
登
場
人
物
た
ち
の
考
え
や
感
情
や
行

動
に
同
意
は
し
な
い
ま
で
も
、
か
れ
ら
に
共
感
し
、
か
れ
ら
の
運
命
に
同

情
を
寄
せ
る
こ
と
で
、
こ
れ
を
た
の
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
多
く

の
作
品
は
、
こ
の
許
容
範
囲
内
に
落
ち
つ
く
の
で
あ
る
。
信
念
の
不
一
致

が
許
容
範
囲
を
こ
え
る
ば
あ
い
に
は
、
わ
た
し
は
小
説
を
閉
じ
て
読
書
を

つ
づ
け
る
こ
と
を
断
念
す
る
だ
ろ
う
。

　

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
た
の
し
む
と
は
、ど
う
い
う
経
験
か
。ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
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ル
ド
は
と
も
か
く
、
伝
統
的
な
小
説
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
仕
掛

け
も
の
と
し
て
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
駆
使
し
て
そ
れ
が

読
者
に
割
り
当
て
る
美
的
反
応
で
あ
り
、
小
説
に
特
有
の
美
的
感
興
で
あ

る
。
小
説
の
感
興
の
中
心
に
あ
る
の
は
読
者
の
「
同
意
・
不
同
意
」
や
「
是

認
・
否
認
」
で
は
な
く
、
た
と
え
自
分
の
信
念
と
こ
と
な
り
、
あ
る
い
は

信
念
に
反
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、そ
の
登
場
人
物
に
読
者
が
よ
せ
る「
共

感
・
反
感
」
で
あ
る
。
道
徳
主
義
、
不
道
徳
主
義
を
問
わ
ず
、
論
争
に
お

け
る
混
乱
は
、
登
場
人
物
へ
の
共
感
を
感
情
移
入
つ
ま
り
同
一
化
と
と
ら

え
、
そ
の
人
物
の
価
値
観
や
態
度
を
み
ず
か
ら
に
引
き
う
け
「
想
像
的
に

経
験
す
る

0

0

0

0

こ
と
」
と
考
え
る
点
に
あ
る
。
だ
が
共
感
は
登
場
人
物
と
一
体

化
し
て
そ
の
苦
痛
や
悲
し
み
や
喜
び
を
ハ
ル
ト
マ
ン
の
い
う
「
仮
象
感

情）
（1
（

」
や
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ソ
ン
の
い
う
「
疑
似
─
感
情）

（1
（

」
と
し
て
経
験
す
る
こ

と
で
は
な
い
し
、
そ
も
そ
も
他
者
の
恐
怖
や
苦
痛
や
悲
し
み
を
と
も
に
す

る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
。
実
際
に
読
者
が
経
験
す
る
の
は
擬
似
的
な

感
情
と
い
っ
た
謎
め
い
た
も
の
で
は
な
く
、
た
と
え
虚
構
の
人
物
で
あ
っ

て
も
、
か
れ
ら
に
対
す
る
読
者
の
側
か
ら
の
共
感
や
反
感
と
し
て
、
作
品

が
意
図
し
て
読
者
に
割
り
当
て
た
現
実
の
美
的
反
応
で
あ
る
。
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
に
は
マ
ク
ベ
ス
の
よ
う
な
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
悪
人
で
あ
る
人
物
が

し
ば
し
ば
共
感
の
対
象
で
あ
る
主
人
公
と
し
て
登
場
す
る
が
、
そ
れ
が
可

能
な
の
は
、
自
分
の
利
益
の
た
め
に
他
人
を
殺
害
し
暴
力
を
ふ
る
う
か
れ

ら
の
考
え
か
た
や
行
動
が
標
準
的
な
道
徳
観
に
は
抵
触
す
る
と
し
て
も
、

か
れ
ら
が
お
か
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
に
個
人
的
な
情
況
や
事
情
か
ら
し

て
、
そ
れ
が
な
お
読
者
の
許
容
範
囲
を
こ
え
な
い
か
ぎ
り
で
、
読
者
が
か

れ
ら
に
共
感
し
つ
つ
物
語
を
た
の
し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
作
品
が
操

作
す
る
、
共
感
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
卓
抜
さ
ゆ
え
で
あ
る
。

　

じ
っ
さ
い
に
こ
の
論
争
に
関
与
す
る
論
者
が
不
道
徳
な
作
品
と
し
て
あ

げ
て
い
る
も
の
の
多
く
は
、
不
道
徳
な
信
念
や
価
値
観
や
態
度
を
推
奨
し

是
認
す
る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
読
者
に
も
こ
れ
を
是
認
す
る
よ
う
に
し
む

け
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
マ
ク
ベ
ス
は
た
し
か
に
悪
人
で
あ
り
、
リ

チ
ャ
ー
ド
Ⅲ
世
は
な
お
さ
ら
の
極
悪
人
だ
け
れ
ど
も
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

は
悪
人
の
主
人
公
に
対
す
る
観
客
の
共
感
を
喚
起
す
る
こ
と
で
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
知
ら
な
か
っ
た
悪
漢
の
悲
劇
に
成
功
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ

う
だ
と
し
て
も
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
共
感
は
是
認
で
は
な
く
、
シ
ェ
イ

ク
ス
ピ
ア
は
詩
的
正
義
の
礼
節
を
わ
き
ま
え
て
い
る
。

　

じ
っ
さ
い
に
不
道
徳
な
作
品
と
し
て
ひ
と
を
と
ま
ど
わ
せ
る
の
は
、
上

に
あ
げ
た
事
例
と
は
こ
と
な
っ
て
、
現
実
に
多
く
の
ひ
と
が
美
的
に
賞
賛

す
る
一
方
で
、
道
徳
的
に
邪
悪
で
あ
る
と
断
罪
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
作
品

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
作
品
の
例
と
し
て
し
ば
し
ば
と
り
あ
げ

ら
れ
る
の
は
、
レ
ニ
・
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
が
ヒ
ト
ラ
ー
の
依
頼
を

受
け
て
撮
っ
た
、
一
九
三
四
年
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
の
ナ
チ
党
大
会
の
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ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
『
意
志
の
勝
利
』
で
あ
る
。

３　

不
快
な
ジ
ョ
ー
ク

　

ジ
ェ
イ
コ
ブ
ソ
ン
は
、
た
と
え
ば
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
生
き
残
り
の
よ
う

な
ひ
と
に
は
『
意
志
の
勝
利
』
は
「
お
ぞ
ま
し
さ
（disgust

）
し
か
引

き
お
こ
さ
な
い
」
の
は
や
む
を
え
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
こ
の
作
品
が
美

的
価
値
を
も
た
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
美
的
判
断
と
し
て
は
「
ま
っ

た
く
ば
か
げ
て
い
る）

（1
（

」
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
ノ
エ
ル
・
キ
ャ
ロ
ル
は
、

「
こ
れ
が
美
的
に
成
功
し
た
フ
ィ
ル
ム
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
い
く
つ
か

の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
す
ば
ら
し
い
が
、

そ
れ
以
外
は
、あ
ま
り
に
も
冗
長
で
く
り
か
え
し
の
シ
ー
ン
が
多
す
ぎ
る
。

パ
レ
ー
ド
や
演
説
は
執
拗
で
気
が
遠
く
な
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
の
道
徳
的

立
場
は
お
く
と
し
て
も
、そ
の
フ
ィ
ル
ム
は
美
的
に
や
り
損
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
む
ら
が
あ
り
、
こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
退
屈
で
あ
る）

（1
（

」
と
い
う
。
し

か
し
メ
ア
リ
ー
・
デ
ヴ
ロ
ー
に
よ
れ
ば
、
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
は
従

来
の
退
屈
な
ニ
ュ
ー
ス
映
画
の
手
法
を
き
ら
っ
て
、
劇
映
画
の
た
め
に
開

発
さ
れ
て
い
た
「
移
動
撮
影
の
方
法
」
を
採
用
し
、
構
成
に
か
ん
し
て
も
、

じ
っ
さ
い
の
で
き
ご
と
の
順
序
を
ほ
と
ん
ど
無
視
し
て
、
昼
と
夜
の
シ
ー

ン
の
交
互
切
り
か
え
や
、
厳
粛
さ
が
歓
喜
へ
と
変
化
し
、
あ
る
い
は
シ
ー

ク
エ
ン
ス
か
ら
シ
ー
ク
エ
ン
ス
へ
の
移
動
の
ペ
ー
ス
に
変
化
が
生
じ
る
よ

う
に
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
す
る
こ
と
で
、
フ
ィ
ル
ム
に
「
リ
ズ
ム
構
造
を
つ
く

り
だ
す
」
こ
と
に
つ
と
め
た
。
こ
の
「
様
式
的
・
形
式
的
革
新
」
と
な
ら

ん
で
重
要
な
の
は
「
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
の
、
伝
統
的
な
物
語
の
手

法

─
テ
ー
マ
と
性
格
づ
け
、
象
徴
表
現
の
使
用
、
視
点
の
操
作

─
を

操
る
熟
練
し
た
技）

（1
（

」
で
あ
り
、
こ
れ
が
構
成
上
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
結
び
つ

け
ら
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
映
画
は
ヒ
ト
ラ
ー
を
ヒ
ー
ロ
ー
で
あ
り
救
世
主

と
す
る
国
家
社
会
主
義
と
い
う
「
大
き
な
物
語
」
を
「
ド
イ
ツ
の
民
族
的

神
話
が
も
つ
生
命
と
自
然
諸
元
素
に
つ
い
て
の
英
雄
的
な
考
え
か
た
」
に

結
び
つ
け
る
「
芸
術
的
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
と
い
う
。

　
「
美
と
悪
と
の
結
託
」
と
い
う
点
で
扱
い
の
じ
つ
に
や
っ
か
い
な
こ
の

フ
ィ
ル
ム
に
対
し
て
、
デ
ヴ
ロ
ー
自
身
は
、
こ
の
映
画
が
提
示
し
て
い
る

芸
術
的
ビ
ジ
ョ
ン
つ
ま
り
美
的
造
形
の
も
つ「
美
を
鑑
賞
す
る
こ
と
は
・・・

国
家
社
会
主
義
の
信
条
や
理
想
を
魅
力
的
な
も
の
と
見
な
す
こ
と
と
は
お

な
じ
で
は
な
い
」
と
い
う
。
そ
れ
で
も
こ
の
作
品
は
「
ヒ
ト
ラ
ー
や
国
家

社
会
主
義
の
性
格
を
あ
や
ま
っ
て
再
現
描
写
し
て
お
り
、
悪
で
あ
る
も
の

を
美
し
く
か
つ
善
い
も
の
と
し
て
提
示
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
ビ

ジ
ョ
ン
は
汚
れ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
を
す
ば
ら
し
い
芸

術
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
「
保
留

し
」
あ
る
い
は
「
躊
躇
す
べ
き
で
あ
る
と
わ
た
し
は
思
う
」
と
い
う
。
き
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わ
め
て
率
直
に
吐
露
さ
れ
た
デ
ヴ
ロ
ー
の
こ
の
逃
れ
が
た
い
ア
ン
ビ
ヴ
ァ

レ
ン
ス
と
逡
巡
こ
そ
、
不
道
徳
主
義
を
め
ぐ
る
論
争
の
根
底
に
あ
る
〈
美

的
〉
と
〈
倫
理
的
〉
を
め
ぐ
っ
て
の
、
だ
れ
に
も
共
通
す
る
困
惑
と
混
乱

で
あ
り
、
問
題
の
核
心
で
あ
る
。

　

デ
ヴ
ロ
ー
が
、『
意
志
の
勝
利
』
が
切
り
ひ
ら
い
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
造
形
上
の
「
様
式
的
・
形
式
的
革
新
」
に
言
及
す
る

と
き
、
こ
れ
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
よ
り
正
確
に
は
、
こ
の
映

画
作
品
の
様
式
的
「
美
的
」
質
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
れ
を
支
え
て

い
る
形
式
に
か
か
わ
る
感
覚
的
「
非
美
的
」
特
徴
の
革
新
性
や
卓
越
性
だ

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
批
評
家
が
「
こ
の
花
瓶
が
優
美
な
の
は
、
そ
の
な

め
ら
か
な
輪
郭
線
に
よ
っ
て
い
る
」
と
い
う
と
き
、
か
れ
は
そ
の
花
瓶
が

優
美
で
あ
る
と
美
的
に
感
受
し
た
そ
の
理
由
を
、
そ
の
花
瓶
が
も
つ
「
な

め
ら
か
な
輪
郭
線
」
と
い
う
そ
れ
自
体
は
非
美
的
な
感
覚
特
徴
に
よ
っ
て

説
明
し
て
い
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
花
瓶
が
な
め
ら
か
な
輪
郭
線
を

も
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
か
な
ら
ず
優
美
で
あ
る
」
と
い
お
う
と
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ク
・
シ
ブ
リ
ー
が
い
う
よ
う
に
、
あ
る
対
象

の
美
的
質
は
そ
れ
が
も
つ
非
美
的
感
覚
特
徴
に
「
依
存
し
て
い
る

（depend upon

）
（1
（

）」が
、そ
の
依
存
関
係
は
特
定
の
原
理
や
因
果
性
と
い
っ

た
論
理
的
に
十
分
な
や
り
方
で
「
条
件
的
に
決
定
さ
れ
る
（condition-

governed

）」
わ
け
で
は
な
い
。
シ
ブ
リ
ー
の
こ
の
美
的
質
と
非
美
的
特

徴
と
の
区
別
に
対
し
て
ジ
ョ
ゼ
フ
・
マ
ゴ
ー
リ
ス
は
、
フ
ー
ガ
形
式
に
注

目
し
そ
れ
と
し
て
聴
取
す
る
た
め
に
も
、
ひ
と
は
た
ん
に
形
式
的
で
非
美

的
な
知
識
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
形
式
を
そ
れ
と
し
て
聞
き
わ
け
る
あ
る
種

美
的
な
「
鋭
敏
さ
や
感
受
性）

（1
（

」
を
要
求
す
る
か
ら
、
シ
ブ
リ
ー
の
い
う
ほ

ど
非
美
的
と
美
的
と
が
は
っ
き
り
分
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
批
判
す

る
。
な
る
ほ
ど
じ
っ
さ
い
に
は
、
移
動
撮
影
や
フ
ー
ガ
と
い
っ
た
あ
た
ら

し
い
技
術
や
形
式
が
考
案
さ
れ
、
あ
る
い
は
こ
れ
が
教
授
さ
れ
る
と
き
に

は
、
そ
れ
ら
が
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
美
的
効
果
を
想
定
し
確
認
し
つ
つ
な

さ
れ
る
だ
ろ
う
し
、
そ
の
か
ぎ
り
で
形
式
的
特
徴
と
美
的
質
と
は
緊
密
に

連
関
し
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
し
て
も
な
お
、
映
画
専
門

学
校
の
カ
メ
ラ
・
ワ
ー
ク
の
授
業
で
移
動
撮
影
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
そ
の

純
粋
に
技
術
的
な
側
面
に
つ
い
て
学
び
、
音
楽
大
学
の
楽
理
の
授
業
で

フ
ー
ガ
に
つ
い
て
、
そ
の
純
粋
に
形
式
上
の
定
義
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
は

で
き
る
し
、
他
方
で
じ
っ
さ
い
に
こ
れ
ら
の
技
法
や
形
式
は
、
そ
れ
を
用

い
て
つ
く
ら
れ
る
べ
き
個
々
の
作
品
の
そ
の
つ
ど
こ
と
な
っ
た
美
的
コ
ン

テ
ク
ス
ト
に
応
じ
て
、
そ
れ
ら
が
も
た
ら
す
美
的
な
質
は
け
っ
し
て
一
様

で
は
な
い
は
ず
で
、
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
ら
技
法
や
形
式
が
も
つ
特
徴
は
そ
れ

自
体
で
す
で
に
ひ
と
つ
の
特
定
の
美
的
質
を
も
つ
の
だ
と
主
張
す
る
の

は
、
形
式
主
義
の
あ
や
ま
り
で
あ
る
。

　

い
わ
ゆ
る
形
式
主
義
は
も
ち
ろ
ん
、
道
徳
主
義
も
不
道
徳
主
義
も
一
致
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し
て
『
意
志
の
勝
利
』
が
も
つ
と
認
め
る
美
的
価
値
と
は
、
た
と
え
ば
ナ

チ
の
突
撃
隊
や
親
衛
隊
の
一
糸
乱
れ
ぬ
軍
隊
行
進
を
多
角
的
に
と
ら
え
た

場
面
の
構
成
で
あ
る
が
、
一
九
九
三
年
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
『
レ

ニ
』（
レ
イ
・
ミ
ュ
ラ
ー
監
督
）の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ

タ
ー
ル
自
身
も
自
分
に
対
す
る
批
判
に
対
し
て
、
こ
の
場
面
の
政
治
的
な

メ
ッ
セ
ー
ジ
と
は
関
係
の
な
い
も
っ
ぱ
ら
美
的
な
構
成
を
強
調
し
、
お
な

じ
よ
う
な
も
の
は
ソ
連
や
北
朝
鮮
の
マ
ス
ゲ
ー
ム
に
も
あ
る
で
は
な
い
か

と
反
論
し
て
い
る
。
だ
が
こ
う
し
た
主
張
は
、
ナ
チ
の
統
率
さ
れ
た
軍
隊

行
進
が
画
面
の
幾
何
学
的
な
構
成
と
そ
の
多
彩
な
変
化
を
見
せ
る
場
面
だ

け
を
抽
出
し
て
、
そ
の
部
分
の
修
辞
的
な
美
的
効
果
を
記
述
す
る
か
、
そ

う
で
な
け
れ
ば
こ
の
作
品
が
ま
ず
は
フ
ィ
ル
ム
と
し
て
も
っ
て
い
る
カ
メ

ラ
・
ワ
ー
ク
や
移
動
撮
影
な
ど
テ
ク
ニ
カ
ル
な
面
で
の
形
式
的
「
非
美
的
」

特
徴
を
い
い
た
て
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
い
つ
で
も
、
そ
し
て
だ

れ
に
と
っ
て
も
お
な
じ
「
美
的
」
効
果
を
結
果
す
る
と
は
い
え
な
い
。
ケ

ン
ダ
ル
・
ウ
ォ
ル
ト
ン
が
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
乗
っ
た
飛
行
機
が
雲
を
抜
け
て

飛
ぶ
冒
頭
の
シ
ョ
ッ
ト
の
も
つ「
映
画
的
な
あ
る
い
は
形
式
上
の〈
美
〉は
、

そ
の
映
画
の
道
徳
的
腐
敗
と
は
ま
っ
た
く
独
立
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の

シ
ョ
ッ
ト
は
、
そ
れ
が
ま
っ
た
く
異
論
の
余
地
の
な
い
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に

嵌
め
こ
ま
れ
た
と
す
れ
ば
、す
く
な
か
ら
ず
美
し
い
だ
ろ
う
し
、そ
の
フ
ィ

ル
ム
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
つ
い
て
あ
ま
り
よ
く
知
ら
な
い
観
客
な
ら
ば
、
そ

れ
を
美
的
に
鑑
賞
す
る
の
に
な
ん
ら
困
難
を
感
じ
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う

と
き
、
そ
れ
は
こ
の
シ
ョ
ッ
ト
の
テ
ク
ニ
カ
ル
で
非
美
的
な
形
式
的
特
徴

を
記
述
し
、
そ
れ
が
あ
る
条
件
の
下
で
は
、
天
か
ら
降
臨
す
る
救
世
主
の

美
的
・
象
徴
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
美
的
に
経
験
さ
れ
う
る
こ
と
を
正
し
く

い
い
あ
て
て
い
る
。
そ
の
上
で
し
か
し
ウ
ォ
ル
ト
ン
も
、「
ナ
チ
党
と
そ

れ
が
信
奉
す
る
価
値
を
た
た
え
る
」
こ
の
映
画
の
道
徳
的
あ
や
ま
り
と
そ

れ
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
嫌
悪
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
美
を
た
の
し
む
こ

と
の
妨
げ
に
な
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
そ
れ
は
「
美
的
欠
陥
に
数
え
あ
げ
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い）

11
（

」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

あ
る
対
象
を
美
的
経
験
の
対
象
と
す
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
個
人
の
主
観

に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
美
的
態
度
で
は
な
く
、
対
象
に
つ
い
て
の
非
美
的
・
形

式
的
知
覚
を
一
定
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
も
と
づ
い
た
特
定
の
「
条
件
枠
」
の

下
で
美
的
な
反
応
を
引
き
お
こ
す
べ
く
組
織
立
て
構
造
化
す
る
社
会
的
、

文
化
的
、
慣
習
的
な
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
実
践
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
美
的

な
社
会
的
実
践
を
わ
た
し
は
「
美
的
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
」
と
呼
ぶ
が
、
と
り

わ
け
現
実
の
人
間
生
活
に
似
た
虚
構
の
人
物
の
言
動
や
で
き
ご
と
を
描
く

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
、
そ
れ
を
美
的
に
造
形
す
る
た
め

の
条
件
枠
と
し
て
の
美
的
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

同
時
代
の
作
者
と
読
者
の
あ
い
だ
に
多
く
の
ば
あ
い
共
有
さ
れ
た
実
践

的
・
倫
理
的
信
念
条
件
が
ふ
く
ま
れ
る
。
作
者
が
特
異
な
価
値
観
の
持
ち
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主
で
あ
っ
た
り
、
時
代
や
文
化
が
大
き
く
こ
と
な
る
ば
あ
い
に
は
、
そ
の

小
説
を
美
的
に
経
験
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
読
者
の
信
念
条
件
の
許
容
範

囲
に
か
か
っ
て
い
る
。『
意
志
の
勝
利
』
は
、
三
〇
年
代
ド
イ
ツ
の
政
治

経
済
的
に
過
酷
な
社
会
情
況
に
あ
っ
て
、
多
く
の
民
衆
が
ナ
チ
の
信
条
を

共
有
し
、そ
の
信
念
体
系
に
支
え
ら
れ
た
美
的
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
に
お
い
て
、

他
に
抜
き
ん
で
た
み
ご
と
な
作
品
と
評
価
さ
れ
、
美
的
に
経
験
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

　

こ
の
映
画
に
対
す
る
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
と
ま
ど
い
は
、
あ
た
か
も
人

種
差
別
や
性
差
別
に
も
と
づ
く
、
い
わ
ゆ
る
「
不
快
な
ジ
ョ
ー
ク

（offensive joke

）」
に
対
す
る
と
ま
ど
い
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
。
エ
リ

ザ
ベ
ス
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、「
あ
る
ひ
と
が
人
種
差
別
の
ジ
ョ
ー
ク
で

笑
う
と
き
、
当
人
は
自
分
が
笑
っ
た
こ
と
に
き
ま
り
の
悪
さ
を
感
じ
る
か

も
し
れ
な
い
。
そ
の
き
ま
り
悪
さ
は
、
自
分
が
お
も
し
ろ
が
る
こ
と
が
そ

の
ジ
ョ
ー
ク
に
対
す
る
適
切
な
反
応
で
は
な
い
と
い
う
判
断
を
反
映
し
て

い
る
。
そ
の
ジ
ョ
ー
ク
は
真
に
善
い
ジ
ョ
ー
ク
あ
る
い
は
お
も
し
ろ
い

ジ
ョ
ー
ク
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
笑
い
に
値
し
な
か
っ
た
の

だ）
1（
（

」
と
い
う
。
こ
う
し
た
立
場
は
、「
ジ
ョ
ー
ク
が
善
い
」
と
判
断
す
る

倫
理
的
是
認
と
「
ジ
ョ
ー
ク
が
お
も
し
ろ
い
」
と
い
う
判
断
と
を
ひ
と
つ

に
合
体
さ
せ
る
点
で
、
ガ
ウ
ト
の
道
徳
主
義
と
似
た
議
論
と
見
え
な
く
も

な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ソ
ン
は
、
人
種
差
別
や
性
差
別
に
も

と
づ
く
不
快
な
ジ
ョ
ー
ク
を
笑
う
こ
と
は
、
そ
の
場
の
礼
儀
作
法
と
し
て

ぶ
し
つ
け
で
倫
理
的
に
問
題
か
も
し
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
つ
い
笑
っ
て
し

ま
っ
た
ひ
と
は
き
ま
り
の
悪
さ
を
感
じ
自
責
の
念
に
駆
ら
れ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
ジ
ョ
ー
ク
が
特
定
の
理
由
に
よ
っ
て「
お

も
し
ろ
い
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
否
定
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
こ

れ
を
「
笑
う
」
と
い
う
感
情
的
反
応
に
は
十
分
な
理
由
が
あ
り
、
そ
の
意

味
で
「
正
当
な
」
も
の
だ
と
主
張
す
る
。
し
か
も
「
そ
の
ジ
ョ
ー
ク
に
お

い
て
ひ
と
を
不
快
に
す
る
ま
さ
に
そ
の
部
分
が
、
そ
の
お
も
し
ろ
さ
を
な

し
て
い
る）

11
（

」
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
不
快
な
ジ
ョ
ー
ク
は
け
っ
し
て
お

も
し
ろ
く
は
な
い
」と
い
う
道
徳
主
義
は
ま
ち
が
い
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

だ
が
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ソ
ン
の
こ
の
分
析
も
、
そ
の
ジ
ョ
ー
ク
の
ジ
ョ
ー
ク

と
し
て
の
形
式
的
技
巧
の
「
非
美
的
」
な
特
徴
を
、
た
だ
ち
に
「
お
も
し

ろ
い
」
と
感
じ
る
反
応
と
結
び
つ
け
混
同
す
る
と
い
う
、
す
で
に
見
た
形

式
主
義
と
同
種
の
あ
や
ま
り
を
犯
し
て
い
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
不
快
な

ジ
ョ
ー
ク
は
こ
れ
を
人
種
差
別
や
性
差
別
を
意
図
し
て
口
に
す
る
も
の
、

あ
る
い
は
こ
う
し
た
差
別
の
情
況
を
と
く
に
意
識
し
な
い
も
の
に
と
っ
て

は
「
お
も
し
ろ
い
」
ジ
ョ
ー
ク
と
し
て
機
能
す
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
攻

撃
さ
れ
嘲
笑
さ
れ
て
い
る
当
事
者
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
を
口
に
し
て
笑
っ

て
い
る
ひ
と
た
ち
に
と
っ
て
そ
れ
が「
お
も
し
ろ
い
ジ
ョ
ー
ク
」で
あ
り
、

し
か
も
「
ひ
と
を
不
快
に
す
る
ま
さ
に
そ
の
部
分
」
が
そ
の
お
も
し
ろ
さ
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を
な
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
悪
質
で
攻
撃

的
で
「
不
快
な
ジ
ョ
ー
ク
」
で
あ
る）

11
（

。
こ
れ
と
同
様
に
、
あ
る
小
説
そ
れ

自
体
は
だ
れ
に
と
っ
て
も
〈
美
的
〉
に
す
ぐ
れ
た
作
品
だ
が
、
そ
の
信
念

が
わ
た
し
の
許
容
範
囲
を
こ
え
る
の
で
、
わ
た
し
は
こ
れ
を
す
ぐ
れ
た
芸

術
作
品
と
し
て
賞
賛
す
る
こ
と
を
〈
倫
理
的
〉
に
保
留
す
る
と
い
う
の
は

正
し
い
い
い
方
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
わ
た
し
に
と
っ
て
そ
の
作

品
は
倫
理
的
許
容
範
囲
を
こ
え
る
た
め
に
、
そ
も
そ
も
美
的
対
象
と
は
な

り
え
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。〈
美
的
〉
と
〈
倫
理
的
〉
の
関
係
と
し

て
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
も
そ
も
あ
る
対
象
を
美
的
に
造
形
し
、
美
的

に
経
験
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
社
会
的
実
践
と
し
て
の
美
的
フ
レ
ー
ミ

ン
グ
を
意
識
的
、
無
意
識
的
に
支
え
て
い
る
個
人
な
い
し
共
同
体
の
信
念

条
件
に
か
か
わ
る
倫
理
性
な
の
で
あ
る
。

　

自
身
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
生
ま
れ
で
あ
る
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
ひ
と
り
で
も
あ

る
ス
ー
ザ
ン
・
ソ
ン
タ
グ
に
と
っ
て
、
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
に
対
す

る
評
価
の
帰
趨
は
切
実
な
問
題
で
あ
る
。
一
九
七
三
年
に
出
版
さ
れ
た

リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
の
写
真
集
『
最
後
の
ヌ
バ
（T

he Last of the 
N

uba

）』
に
対
し
て
、
こ
れ
を
「
さ
い
き
ん
の
数
年
に
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ

で
出
版
さ
れ
た
も
の
の
な
か
で
ま
ぎ
れ
も
な
く
も
っ
と
も
魅
惑
的
な
写
真

集
」
と
認
め
つ
つ
、
し
か
も
そ
の
出
版
を
「
自
由
な
社
会
に
お
い
て
追
放

さ
れ
た
人
物
の
復
権
」
と
批
判
的
に
と
ら
え
る
ソ
ン
タ
グ
は
、
そ
こ
に

六
〇
年
代
以
降
ア
メ
リ
カ
に
広
が
り
つ
つ
あ
っ
た
一
種
の
審
美
主
義
、
事

柄
を
真
面
目
に
受
け
と
る
こ
と
に
背
を
む
け
て
、
す
べ
て
を
審
美
化
す
る

「
キ
ャ
ン
プ
の
感
受
性
」
を
見
て
い
る
。

「
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
た
だ
一
時
の
流
行
な
の
か
も
し
れ
ず
、
そ
し
て
こ
の

流
行
が
趣
味
の
制
御
で
き
な
い
ほ
ど
の
混
乱
を
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と

は
、
か
え
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
は
救
い
と
な
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
趣
味
判
断
そ
の
も
の
は
無
実
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ

う
。・
・
・
趣
味
と
は
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
そ
し
て
コ
ン
テ
ク
ス

ト
は
変
化
し
た
の
で
あ
る）

11
（

」。

ソ
ン
タ
グ
に
よ
れ
ば
、
な
ぜ
自
分
が
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
に
感
動
す

る
か
を
説
明
す
る
と
き
、
ひ
と
は
「
不
誠
実
で
あ
る
」。
な
ぜ
な
ら
そ
れ

が
美
的
価
値
の
フ
ィ
ル
タ
ー
の
も
と
で
か
く
し
て
い
る
不
快
な
政
治
的
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
を
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
か
ら
で
あ
る
。
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ

タ
ー
ル
の
作
品
が
も
っ
て
い
た
力
は
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
「
あ
る
種
ロ
マ

ン
主
義
的
な
理
想
」

─
「
生
活
を
芸
術
す
る
理
想
、
美
の
崇
拝
、
勇
気

の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
、
共
同
体
に
よ
せ
る
忘
我
の
感
情
に
よ
る
疎
外
感
の

消
滅
、
知
性
の
拒
否
、
人
類
と
い
う
家
族
」

─
が
も
つ
そ
の
「
フ
ァ
シ

ズ
ム
美
学
」
に
あ
る
。
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４　

恐
怖
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル

　

問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
共
同
体
が
あ
る
対
象

─
ア
ー
ト

の
作
品
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず

─
を
美
的
に
享
受
す
る
べ
き
か
ど
う

か
に
か
か
わ
る
社
会
的
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
と
し
て
の
美
的
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
そ

れ
自
体
の
倫
理
性
で
あ
る
。
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
「
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
写

真
」
と
い
う
エ
セ
ー
の
な
か
で
、
グ
ア
テ
マ
ラ
で
の
共
産
党
員
処
刑
の
写

真
に
か
ん
す
る
ジ
ュ
ヌ
ヴ
ィ
エ
ー
ヴ
・
セ
ロ
ー
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
発
言
に

言
及
し
て
い
る
。

「
い
っ
た
い
こ
れ
は
偶
然
の
一
致
の
奇
跡
な
の
か
、
そ
れ
と
も
カ
メ
ラ

マ
ン
の
悪
魔
的
な
腕
前
の
よ
さ
な
の
か
・
・
・
？　

こ
の
写
真
は
そ
れ

自
体
と
し
て
は
悲
劇
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
明
白
さ

の
上
に
閉
じ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
れ
が
初
め
て
悲
劇
的
な
も
の
に
な
る

の
は
、
わ
た
し
が
、
つ
ま
り
同
じ
時
代
に
生
き
て
い
る
わ
た
し
が
そ
れ

を
見
つ
め
る
瞬
間
か
ら
で
あ
る）

11
（

」。

セ
ロ
ー
が
こ
こ
に
、
見
る
も
の
を
圧
倒
す
る
「
自
ら
の
明
白
さ
の
上
に
閉

じ
て
い
る
」写
真
を
認
め
る
と
き
、そ
れ
は
お
そ
ら
く
バ
ル
ト
の
い
う「
た

ん
な
る
外
示
」
と
し
て
の
写
真
「
映
像
の
自
然
ら
し
さ

0

0

0

0

0

（le naturel de 
l’im

age

）」、「
外ト
ラ

傷ウ
マ

的
な
映
像
の
レ
ベ
ル）

11
（

」
を
い
う
の
だ
ろ
う
。
そ
の
と

き
こ
の
写
真
は
過
度
に
造
り
あ
げ
ら
れ
意
味
づ
け
ら
れ
、
も
は
や
「
い
か

な
る
歴
史
も
有
し
て
い
な
い
」
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
で
は
な
く
「
字
義
通
り
の

ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
「
映
像
を
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
の

状
態
に
お
い
て
深
く
受
け
と
め
る
こ
と
」
は
、
こ
れ
を
見
る
も
の
を
「
恐

怖
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
に
、
つ
ま
り
は
こ
の
恐
怖
を
引
き
お
こ
し
た
自
分

と
同
時
代
の
歴
史
情
況
へ
と
み
ち
び
い
て
い
き
、
見
る
も
の
に
「
暴
力
的

な
問
い
か
け
を
強
い
る
」。
そ
れ
ゆ
え
バ
ル
ト
に
と
っ
て
こ
う
し
た
写
真

は
、「
感
情
の
浄
化）

11
（

」
に
か
か
わ
る
美
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
「
悲

劇
的
」
な
も
の
と
し
て
享
受
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

　

そ
れ
で
は
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ヒ
タ
ー
の
ド
イ
ツ
赤
軍
派
（
バ
ー
ダ
ー
＝

マ
イ
ン
ホ
フ
・
グ
ル
ッ
ペ
）
の
メ
ン
バ
ー
の
獄
中
死
を
連
作
で
描
い
た

《
一
九
七
七
年
一
〇
月
一
八
日
》（1989

）
は
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の

作
品
が
発
表
さ
れ
た
当
時
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
国
内
に
衝
撃
と
と
ま
ど
い
を

あ
た
え
た
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
作
品
は
、
新
聞
や
雑
誌
な
ど
メ
デ
ィ
ア

に
流
布
す
る
過
激
な
テ
ロ
リ
ス
ト
の
生
前
の
写
真
と
死
体
の
写
真
と
い

う
、
当
時
の
ド
イ
ツ
国
民
の
ト
ラ
ウ
マ
に
ふ
れ
る
一
種
「
恐
怖
の
ス
キ
ャ

ン
ダ
ル
」
の
映
像
を
、
芸
術
す
な
わ
ち
美
的
な
ア
ル
ス
の
対
象
と
し
て
と

り
あ
げ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
九
五
年
六
月
に
はM

oM
A

が
こ
れ
を
購

入
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
で
も
、
ヒ
ル
ト
ン
・
ク
レ
ー
マ
ー
は
「M

oM
A

、

ド
イ
ツ
人
テ
ロ
リ
ス
ト
の
殉
教
に
手
を
貸
す
」
と
い
う
記
事
で
、
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M
oM

A

は
バ
ー
ダ
ー
＝
マ
イ
ン
ホ
フ
・
ギ
ャ
ン
グ
の
「
殉
教
を
記
念
・

顕
彰
す
る
」
リ
ヒ
タ
ー
の
連
作
を
購
入
す
る
こ
と
で
、
か
れ
ら
の
「
伝
説

に
こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
ふ
さ
わ
し
い
エ
ピ
ロ
ー
グ
を
提
供）

11
（

」
し
た
と
非
難

し
て
い
る
。
し
か
し
マ
イ
ケ
ル
・
ブ
レ
ン
ソ
ン
は
、
連
作
で
は
テ
ロ
リ
ス

ト
た
ち
が
「
超
越
や
救
済
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
つ
か
わ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
て
リ
ヒ
タ
ー
を
擁
護
し
つ
つ
、「
こ
こ
に
は

た
し
か
に
美
が
あ
る
が
、
し
か
し
非
情
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
も
あ
る
。
そ
れ
は

厳
し
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
か
ろ
う
じ
て
慰
撫
も
す
る
よ
う
な
た
ぐ
い
の

も
の
で
あ
る）

11
（

」と
い
う
。ピ
ー
タ
ー
・
シ
ュ
ジ
ェ
ル
ダ
ー
ル
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
な
ん
に
ん
か
の
知
識
人
は
、
リ
ヒ
タ
ー
が
こ
の
悪
名
高
い
不
快
な
事

件
・
・
・
を
た
ん
な
る
審
美
主
義
の
精
神
の
も
と
で
利
用
し
て
い
る
と
し

て
こ
れ
を
非
難
し
た
。
し
か
し
わ
た
し
は
、
リ
ヒ
タ
ー
は
政
治
的
暴
力
に

直
面
し
た
際
の
美
的
な
も
の
の
苦
悩
を
表
現
し
た
の
だ
と
い
う
の
が
、
よ

り
正
確
な
い
い
か
た
だ
と
考
え
る）

11
（

」
と
擁
護
す
る
一
方
で
、「
リ
ヒ
タ
ー

に
特
有
の
ト
ー
ン

─
抗
し
が
た
い
審
美
主
義
と
動
じ
る
こ
と
の
な
い
道

徳
主
義
、
窃
視
者
の
炎
と
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
氷
と
が
正
面
衝
突
す
る
こ
と

か
ら
結
果
す
る
、そ
の
抑
鬱
の
密
度

─
は
、相
対
的
に
は
傾
向
と
し
て
、

想
像
力
の
快
楽
と
い
う
も
の
に
心
を
悩
ま
せ
る
こ
と
は
な
い
ア
メ
リ
カ
の

観
者
た
ち
を
す
ら
当
惑
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
い
、「
実
存
を
経

験
し
価
値
づ
け
る
と
く
べ
つ
な
モ
ー
ド
と
し
て
の
美
的
な
も
の
は
、
遅
か

れ
早
か
れ
ホ
ラ
ー
を
約
束
す
る
原
罪
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」と
問
う
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
連
作
を
め
ぐ
る
議
論
の
焦
点
は
、
シ
ュ
ジ
ェ
ル
ダ
ー
ル
が
「
抗

し
が
た
い
審
美
主
義
と
動
じ
る
こ
と
の
な
い
道
徳
主
義
・
・
・
と
が
正
面

衝
突
す
る
」
こ
と
か
ら
生
じ
る
「
美
的
な
も
の
の
苦
悩
」
と
呼
ん
だ
も
の

に
ま
つ
わ
る
問
い
で
あ
り
、
と
ま
ど
い
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
は
《S-21

》

を
ま
え
に
し
た
ド
・
デ
ュ
ー
ブ
の
と
ま
ど
い
と
も
重
な
る
も
の
で
あ
る
。

問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
対
象
が
な
ん
で
あ
れ
、
そ
れ
を
「
さ
け
が
た
く
魅

惑
的
に
見
せ
て
し
ま
う
絵
画
」と
い
う
美
的
な
ア
ル
ス
の
倫
理
性
で
あ
り
、

「
美
的
に
は
ま
っ
た
く
受
け
つ
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
」
画
題
を
選
択
す
る

画
家
の
道
徳
的
責
任
で
あ
る
。

　

リ
ヒ
タ
ー
に
と
っ
て
も
写
真
映
像
は
、
そ
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
性
に
お
い

て
「
ほ
と
ん
ど
自
然）

1（
（

」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
絵
画
と
は
、
写
真
が
写

し
と
る
ほ
と
ん
ど
自
然
の
、
そ
れ
ゆ
え
非
人
間
的
で
客
観
的
な
現
実
に
対

し
て
、
ど
う
あ
っ
て
も
主
観
的
で
し
か
あ
り
え
な
い
ひ
と
り
の
人
間
が
か

か
わ
る
た
め
の
形
式
で
あ
り
、
リ
ヒ
タ
ー
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
映
像
と
い

う
「
ほ
と
ん
ど
自
然
」
の
現
実
を
、
い
っ
た
ん
は
報
道
写
真
を
忠
実
に
描

き
写
し
た
上
で
、
細
部
を
消
去
し
ぼ
か
す
こ
と
で
「
バ
ラ
バ
ラ
に
解
体
す

る
た
め
の
技
法
」と
し
て
の「
拭
き
と
り
に
よ
る
ぼ
か
し（V

erw
ischung

）」

に
よ
る
フ
ォ
ト
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
写
真
が
見
せ

て
い
る
愚
劣
で
悲
惨
な
「
自
然
＝
現
実
」
の
細
部
の
多
く
が
破
壊
さ
れ
る
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が
、
そ
れ
は
「
す
べ
て
を
均
等
に
す
る
た
め
、
す
べ
て
を
ひ
と
し
く
重
要

で
あ
る
と
同
時
に
ひ
と
し
く
重
要
で
な
い
も
の
に
す
る
た
め
で
あ
る
」。

そ
の
結
果
生
じ
る
絵
は
、「
も
は
や
特
定
の
情
況
に
つ
い
て
報
告
す
る
も

の
で
は
な
い
。
そ
の
描
写
［
さ
れ
た
情
況
］
が
、
不
条
理
で
ば
か
ば
か
し

い
も
の
と
な
る）

11
（

」。
ナ
チ
党
員
と
し
て
自
慢
気
に
カ
メ
ラ
の
前
に
立
つ
現

実
の
ル
デ
ィ
叔
父
さ
ん
と
い
う
「
こ
の
ち
っ
ぽ
け
な
将
校
の
写
真
を
、
も

う
一
度
描
き
写
す
」
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
リ
ヒ
タ
ー
の
《
ル
デ
ィ
叔
父
さ

ん
》（1965

）
は
「
こ
と
が
ら
に
よ
り
多
く
の
普
遍
性
を
調
達
す
る
」、
つ

ま
り
は
特
定
の
個
人
や
で
き
ご
と
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
自
然

＝
本
性
」
に
共
通
の
現
実
に
か
か
わ
る
も
の
を
見
え
る
も
の
に
す
る
。

　

リ
ヒ
タ
ー
の
い
う
「
普
遍
性
」
が
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
か
ん
す
る
「
軽

薄
な
愚
劣
さ
」
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
伝
統
的
な
絵
画
が
も
と
づ
い
て
い

た
古
典
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
い
う
精
神
、
理
性
、
同
情
、
博
愛
の
「
普

遍
的
人
間
性
」
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
個
々
人
が
ご
く

日
常
的
に
共
通
し
て
も
つ
「
普
通
さ
（das ‘N

orm
ale’

）」
あ
る
い
は
「
平

凡
さ
（Banalität

）」
で
あ
る
。
こ
こ
で
リ
ヒ
タ
ー
は
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー

レ
ン
ト
が
ユ
ダ
ヤ
人
殲
滅
を
指
揮
し
た
ナ
チ
ス
親
衛
隊
中
佐
の
ア
イ
ヒ
マ

ン
に
つ
い
て
述
べ
た
と
い
う
「〈
悪
の
平
凡
さ
（“banality of evil

）
11
（”

）〉」

と
い
う
こ
と
ば
を
想
起
し
て
い
る
。
だ
が
こ
の
平
凡
な
残
酷
さ
と
い
う
ス

キ
ャ
ン
ダ
ル
に
不
安
と
恐
怖
を
覚
え
る
と
き
、「
だ
れ
の
心
の
な
か
に
も

あ
の
残
酷
さ
が
ひ
そ
ん
で
い
る
」
と
認
識
す
る
こ
と
で
、
ひ
と
は
「
よ
り

よ
い
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
つ
い
て
の
観
念
＝
表
象
（V

orstellungen

）
を

つ
く
り
だ
す
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
認
識

を
「
の
り
こ
え
て
生
き
延
び
て
い
く
」
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
リ

ヒ
タ
ー
は
、
こ
の
生
き
の
び
る
た
め
の
戦
略
を
「
希
望
」
と
呼
ぶ
。
か
れ

の
作
品
は
、こ
う
し
た
悲
惨
さ
に
対
す
る
告
発
や
警
告
や
批
判
で
は
な
い
。

リ
ヒ
タ
ー
は
、
そ
う
い
う
否
定
や
批
判
と
い
う
課
題
の
す
べ
て
に
先
立
っ

て
「
わ
た
し
が
関
心
を
も
つ
の
は
も
っ
ぱ
ら
芸
術
が
は
た
す
美
的
な
成
果

だ）
11
（

」
と
い
う
の
だ
が
、
し
か
も
こ
の
「
美
的
な
成
果
」
を
リ
ヒ
タ
ー
は
「
喪

＝
哀
悼
（T

rauer

）」
と
名
指
す
。
そ
れ
は
悲
劇
に
よ
る
「
感
情
の
浄
化
」

の
カ
タ
ル
シ
ス
が
も
た
ら
す
人
間
的
普
遍
性
へ
の
哀
れ
み
や
共
感
、
そ
し

て
そ
の
崇
高
さ
へ
の
賞
賛
や
感
動
と
は
こ
と
な
っ
て
、
人
間
の
普
通
さ
に

対
す
る
哀
悼
で
あ
る
。
た
し
か
に
哀
悼
に
は
、
ひ
と
つ
の
感
情
、
た
と
え

ば
悲
哀
や
悲
嘆
と
い
っ
た
感
情
が
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
「
喪

＝
哀
悼
」
と
は
、
死
者
の
た
め
と
い
う
よ
り
は
、
死
と
そ
れ
に
い
た
る
現

実
の
生
の
不
条
理
と
い
う
「
直
視
し
て
し
ま
う
と
生
き
る
意
欲
を
失
わ
せ

て
し
ま
い
か
ね
な
い
よ
う
な
、
リ
ア
ル
な
あ
り
さ
ま
」
に
対
し
て
、
生
き

の
こ
っ
た
も
の
が
、
死
者
を
断
念
し
、
現
実
の
不
条
理
と
と
も
に
「
生
き

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
」
た
め
に
も
つ
感
情
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
た

と
え
ば
葬
礼
と
い
っ
た
形
式
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
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５　

美
的
な
ア
ル
ス
の
限
界

　

こ
の
断
念
を
よ
り
耐
え
や
す
く
す
る
一
般
的
な
手
だ
て
と
し
て
、
涙
と

い
う
生
理
的
な
慰
め
や
、
祈
り
と
い
う
宗
教
的
な
慰
め
、
そ
し
て
レ
ク
ィ

エ
ム
や
そ
れ
を
荘
厳
す
る
献
花
、
香
の
よ
う
な
美
的
な
浄
化
の
慰
め
が
あ

る
が
、
リ
ヒ
タ
ー
に
と
っ
て
そ
れ
は
絵
を
描
く
こ
と
で
あ
る
。
リ
ヒ
タ
ー

の
「
喪
＝
哀
悼
」
の
作
業
に
あ
っ
て
は
、
画
家
は
い
っ
た
ん
は
死
体
と
血

だ
ま
り
と
首
に
刻
ま
れ
た
ロ
ー
プ
の
痕
跡
と
い
っ
た
、耐
え
が
た
く
醜
い
、

そ
れ
ゆ
え
美
的
に
享
受
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
自
然
＝
現
実
」
そ
の
も

の
の
細
部
を
、
精
神
分
析
の
セ
ラ
ピ
ー
の
よ
う
に
、
で
き
る
だ
け
克
明
に

原
寸
大
で
描
き
う
つ
し
た
上
で
、
そ
の
特
定
の
現
実
を
再
現
描
写
す
る
層

を
拭
き
と
り
細
部
を
ぼ
か
す
と
い
う
独
自
の
ア
ル
ス
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を

観
者
の
だ
れ
に
も
通
底
す
る
普
通
の
平
凡
な
悲
惨
さ
の
フ
ォ
ル
ム
へ
と
い

わ
ば
濾
過
し
な
ら
す
。
そ
れ
は
悲
劇
的
浄
化
に
よ
る
高
揚
感
を
も
た
ら
す

こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
こ
れ
に
よ
っ
て
対
象
は
「
よ
り
静
か
に
」
な

る
。
こ
う
し
て
ひ
と
は
、「
死
と
い
う
も
の
の
ま
っ
た
き
厳
粛
さ
」
の
観

照
の
う
ち
に
、
こ
れ
を
み
ず
か
ら
の
「
普
通
性
」
と
通
底
す
る
も
の
と
し

て
、
な
ん
と
か
制
御
し
享
受
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
れ
を
あ
え
て

い
え
ば
美
的
な
哀
悼
と
い
え
よ
う
が
、
そ
の
美
的
質
は
リ
ヒ
タ
ー
自
身
が

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
人
工
的
な
陽
気
さ
、
歯
を
食
い
し
ば
っ
て
、
強

迫
を
と
も
な
う
陽
気
さ
（Fröhlichkeit

）
11
（

）」
と
い
っ
た
た
ぐ
い
の
も
の

で
あ
る
。
リ
ヒ
タ
ー
に
と
っ
て
絵
を
描
く
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
美
的
な
ア

ル
ス
と
は
、
た
と
え
リ
ア
ル
な
現
実
を
ご
ま
か
す
子
ど
も
じ
み
た
な
ぐ
さ

め
や
希
望
だ
と
し
て
も
、
こ
の
現
実
と
と
も
に
生
き
の
び
る
た
め
の
一
方

式
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
で
あ
る
。
そ
れ
は
伝
統
的
な
美
し

い
芸
術
の
「
美
（
完
全
性
）」
を
も
た
な
い
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
「
な

ま
の
リ
ア
ル
」
に
接
す
る
美
的
質
の
境
界
に
挑
む
ア
ー
ト
で
あ
り
、
そ
の

か
ぎ
り
で
リ
ヒ
タ
ー
の
絵
画
は
、と
り
わ
け
て
現
代
ア
ー
ト
な
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
ど
の
よ
う
な
対
象
、
ど
の
よ
う
な
で
き
ご
と
で
も
絵
に
な

る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。一
九
八
九
年
の
リ
ヒ
タ
ー
と
の
対
談
で
ヤ
ン
・

ト
ル
ン
＝
プ
リ
ッ
カ
ー
は
、
リ
ヒ
タ
ー
が
集
め
た
写
真
の
い
わ
ば
保
管
庫

で
あ
る
《
ア
ト
ラ
ス
》
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
強
制
収
容
所
の
犠
牲
者
の
写
真
と

ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
が
な
ら
べ
て
配
置
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た
と
き
に

自
分
が
感
じ
た
分
裂
し
た
印
象
に
つ
い
て
、「
わ
た
し
に
は
そ
れ
が
ゆ
る

さ
れ
な
い
こ
と
だ
と
思
わ
れ
た
。
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た）

11
（

」
と
い
う
。
そ
の

上
で
か
れ
は
リ
ヒ
タ
ー
に
、「
描
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
と
感
じ
た
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
の
で
す
か
」
と
た
ず
ね

て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
リ
ヒ
タ
ー
は
、「
い
い
え
。
そ
の
よ
う
に
感

じ
た
こ
と
は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
て
い
る
。
ア
ド
ル
ノ
に
反
し
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て「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
あ
と
で
も
叙
情
詩
は
あ
る
」と
い
う
リ
ヒ
タ
ー

に
と
っ
て
「
つ
く
る
べ
き
で
は
な
い
絵
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は

な
く
、
た
だ
事
実
と
し
て
、
リ
ヒ
タ
ー
個
人
に
と
っ
て
「
描
く
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
テ
ー
マ
が
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
代
半
ば
に

は
じ
め
て
見
て
衝
撃
を
受
け
、
三
〇
代
半
ば
に
集
め
は
じ
め
た
ユ
ダ
ヤ
人

強
制
収
容
所
や
そ
こ
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
お
び
た
だ
し
い
死
体
の
写
真
に

つ
い
て
、
リ
ヒ
タ
ー
は
こ
れ
を
描
い
て
み
よ
う
と
は
し
た
が
放
棄
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
と
述
懐
し
て
い
る
。
一
九
六
二
年
ご
ろ
に
《
ヒ
ト
ラ
ー
》

を
描
い
た
も
の
の
、
の
ち
に
こ
れ
を
破
棄
し
、《
ア
ト
ラ
ス
》
の
配
置
の

ま
ま
に
強
制
収
容
所
の
写
真
を
ポ
ル
ノ
写
真
と
な
ら
べ
る
展
覧
会
も
企
画

し
た
が
実
現
で
き
な
か
っ
た
。
二
〇
〇
一
年
の
ロ
バ
ー
ト
・
ス
ト
ア
に
よ

る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
な
ぜ
で
き
な
か
っ
た
の
か
と
問
わ
れ
て
リ
ヒ
タ
ー

は
「
わ
た
し
に
は
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
い
い
ま
し
ょ
う
。・
・
・

強
制
収
容
所
の
写
真
と
ポ
ル
ノ
写
真
を
ど
の
よ
う
に
展
示
す
べ
き
か
、
道

徳
的
に
も
形
式
的
に
も
い
か
な
る
解
答
も
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
の
で
す
」

と
答
え
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
個
人
的
な
限
界
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
ま
た
描
い
た
と
こ
ろ
で
ま
ち

が
っ
た
受
け
と
ら
れ
方
を
す
る
こ
と
が
あ
ま
り
に
も
は
っ
き
り
予
見
で

き
る
た
め
に
、
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
っ
た
、
時
代
の
限
界
が
あ
る
の

で
す
。
し
か
し
こ
れ
は
ま
た
、
こ
と
が
ら
に
正
し
い
形
式
を
あ
た
え
ら

れ
な
い
と
い
う
個
人
的
な
不
適
格
さ
で
も
あ
り
ま
す
。
三
年
前
、
わ
た

し
は
ふ
た
た
び
強
制
収
容
所
の
写
真
を
と
り
あ
げ
よ
う
と
し
ま
し
た

が
、
や
は
り
だ
め
で
し
た
。
で
も
そ
れ
は
わ
た
し
の
せ
い
な
の
で
す）

11
（

」。

リ
ヒ
タ
ー
に
も
な
お
、
ヒ
ト
ラ
ー
や
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
描
く
こ
と
は

で
き
な
い
。
こ
れ
を
か
れ
は
、
道
徳
的
に
も
形
式
的
に
も
い
か
な
る
解
答

も
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
か
れ
個
人
の
限
界
、
あ
る
い
は
か
れ
が
属
す
る
時

代
の
限
界
だ
と
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
の
こ
と
ば
で
い
え

ば
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
あ
と
で
も
詩
（
絵
画
）
は
あ
り
う
る
に
し
て

も
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
そ
れ
自
体
を
美
的
に
哀
悼
す
る
こ
と
を
道
徳
的

に
も
形
式
的
に
も
許
容
す
る
よ
う
な
美
的
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
が
、
リ
ヒ
タ
ー

が
生
き
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
も
生
き
る
こ
の
社
会
に
は
な
お
不
可
能
だ
と

い
う
、
時
代
の
情
況
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
写
真
を
す
ら
ア
ー

ト
と
し
美
的
対
象
と
す
る
よ
う
な
美
的
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
そ
の
も
の
の
倫
理

的
妥
当
性
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
対
し
て
、
い
ま
わ
れ
わ
れ
と
し
て
答

え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
や
ト
ゥ
ー

ル
・
ス
レ
ン
の
収
容
所
で
撮
ら
れ
た
写
真
を
既
成
の
ア
ー
ト
の
美
的
フ

レ
ー
ミ
ン
グ
に
嵌
め
こ
ん
で
、
こ
れ
を
美
的
な
対
象
と
し
、
こ
れ
を

M
oM

A
に
展
示
し
て
美
的
に
経
験
す
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。ク
シ
シ
ュ
ト
フ
・
ヴ
ォ
デ
ィ
チ
コ《
パ
ブ
リ
ッ



國學院雑誌　第 123 巻第11号（2022年） ─ 102 ─

ク
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
・
イ
ン
・
ヒ
ロ
シ
マ
》（1999

）
の
よ
う
に
、

原
爆
ド
ー
ム
を
戦
争
の
犠
牲
者
の
鎮
魂
と
浄
化
と
哀
悼
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
用
い
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
ド
ー
ム
自
体
を
、
形
式

主
義
や
自
律
主
義
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
置
か
れ
て
い
る
ほ
ん
ら

い
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
切
り
は
な
し
て
、
こ
れ
を
い
ま
流
行
の
美
的
な

廃
墟
や
風
景
と
し
て
味
わ
う
こ
と
は
、百
年
の
ち
の
時
代
な
ら
と
も
か
く
、

こ
ん
に
ち
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
な
お
で
き
な
い
し
、
や
る
べ
き

で
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の

は
、
あ
る
対
象
や
で
き
ご
と
を
美
的
に
享
受
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
さ

き
だ
っ
て
、
そ
れ
を
美
的
な
も
の
と
す
る
社
会
的
実
践
と
し
て
の
美
的
フ

レ
ー
ミ
ン
グ
そ
れ
自
体
の
倫
理
性
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

事
態
な
の
で
あ
る
。

　

二
〇
一
四
年
、
八
二
歳
の
リ
ヒ
タ
ー
は
四
枚
の
抽
象
画
連
作
《
ビ
ル
ケ

ナ
ウ
》
を
制
作
し
た
。
し
か
し
か
れ
は
、
こ
の
絵
は
美
術
市
場
に
だ
し
て

売
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
売
り
た
く
な
い
と
し
て
、
あ
ら
た
に
設
立
し
た

ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ヒ
タ
ー
財
団
を
介
し
て
他
の
お
よ
そ
一
〇
〇
点
の
作
品

と
と
も
に
、
ベ
ル
リ
ン
国
立
博
物
館
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
永
久

貸
与
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
絵
も
ま
た
リ
ヒ
タ
ー
の
フ
ォ
ト
ペ
イ
ン

テ
ィ
ン
グ
の
手
法
に
よ
る
が
、
し
か
も
こ
こ
で
は
い
っ
た
ん
描
か
れ
た
画

面
の
絵
具
を
た
ん
に
拭
き
と
り
に
よ
っ
て
ぼ
か
す
の
で
は
な
く
、
ヘ
ラ
な

ど
に
よ
っ
て
は
げ
し
く
擦
り
落
と
し
そ
ぎ
落
と
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
た

と
こ
ろ
ま
っ
た
く
の
抽
象
絵
画
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
じ
っ
さ
い
に
は
、

そ
の
四
枚
の
絵
そ
れ
ぞ
れ
の
表
層
の
下
に
は
、
二
〇
〇
八
年
に
な
っ
て
か

れ
が
そ
の
存
在
を
知
っ
た
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
・
ビ
ル
ケ
ナ
ウ
強
制
収

容
所
で
死
体
処
理
に
従
事
し
た
特
別
労
務
班
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
っ
て
ひ
そ

か
に
撮
影
さ
れ
た
四
枚
の
ブ
レ
た
写
真
の
イ
メ
ー
ジ
が
描
か
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
二
〇
二
一
年
の
ベ
ル
リ
ン
・
旧
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
の

展
示
に
際
し
て
は
、一
方
の
壁
に
四
点
の
抽
象
絵
画
が
、そ
れ
と
む
き
あ
っ

て
反
対
側
の
壁
に
四
枚
の
灰
色
の
鏡
が
配
置
さ
れ
、
他
の
ふ
た
つ
の
壁
の

両
端
に
は
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
づ
つ
、
上
述
の
四
枚
の
白
黒
写
真
が
額
に
入
れ

て
掛
け
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
の
展
示
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
立
つ
者
は
お
そ
ら
く
、

陰
鬱
な
灰
色
の
鏡
に
映
り
こ
ん
だ
《
ビ
ル
ケ
ナ
ウ
》
と
お
な
じ
空
間
に
自

分
の
姿
も
映
り
こ
ん
で
い
る
の
を
目
撃
し
て
、
そ
の
絵
画
の
深
層
に
ひ
そ

む
ブ
レ
た
写
真
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
、
そ
の
絵
画
に
よ
っ
て
再
現
描
写
さ

れ
た
愚
劣
で
悲
惨
な
情
況
が
、ほ
か
な
ら
ぬ
み
ず
か
ら
に
も
通
底
す
る「
悪

の
平
凡
さ
」
の
情
況
で
あ
る
こ
と
を
痛
切
に
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
お
そ
ら
く
こ
れ
が
、
二
〇
〇
一
年
に
は
な
お
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
「
こ
と
が
ら
に
正
し
い
形
式
を
あ
た
え
ら
れ
な
い
と
い
う
個
人
的
な
不

適
格
さ
」
を
な
ん
と
か
乗
り
こ
え
よ
う
と
し
た
リ
ヒ
タ
ー
な
り
の
、
現
時

点
で
の
ひ
と
つ
の
回
答
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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