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１
．
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉

芥
川
龍
之
介
の
作
品
の
中
に
今
日
で
い
う
と
こ
ろ
の
い
わ
ゆ
る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
と
し
て
読
む
こ
と
の
で
き
る
小
説
が
あ
る
こ
と
を
、
こ
れ
ま
で
論
者
は
い
く

つ
か
の
拙
稿
に
お
い
て
論
じ
て
き
た
。
そ
の
作
業
を
通
じ
て
み
え
て
き
た
の
は
、

（
１
）

専
業
作
家
と
し
て
「
売
文
」
に
関
わ
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
大
正
八
年
（
一
九

一
九
年
）
以
降
の
芥
川
の
創
作
意
識
が
、
作
品
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
へ
結
び

付
い
て
い
く
と
い
う
事
態
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
当
然
す
ぎ

る
こ
と
だ
が
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
導
か
れ
る
契
機
が
、
職
業
作
家
の
創
作
意

識
に
の
み
端
を
発
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
ろ
う
は
ず
も
な
い
。
「
小
説
を
書

く
」
と
い
う
営
み
を
日
常
と
す
る
、
作
家
と
い
う
人
種
が
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
生

み
出
す
」
こ
と
の
作
為
性
・
疑
似
性
を
敏
感
に
気
配
取
り
、
そ
の
問
題
意
識
か
ら

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
す
な
わ
ち
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
至

る
道
程
は
、
お
そ
ら
く
作
家
自
身
に
と
っ
て
は
ご
く
自
然
に
導
か
れ
る
回
路
の
は

ず
で
あ
る
。
論
者
の
関
心
は
、
そ
の
回
路
の
仕
組
み
の
解
明
に
こ
そ
あ
り
、
一
連

の
売
文
小
説
論
も
そ
の
一
部
と
し
て
論
究
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
芥
川
文
学
に
お
け
る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
関
し
て
、
小
谷
瑛
輔
は

（
２
）

「
葱
」（
『
新
小
説
』
一
九
二
〇
年
一
月
）
を
分
析
す
る
こ
と
で
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ

リ
ズ
ム
〉
と
い
う
〈
小
説
の
外
と
内
の
安
定
し
た
階
層
構
造
理
解
を
逸
脱
す
る
感

覚
〉
、
あ
る
い
は
〈
「
物
語
世
界
と
物
語
世
界
外
と
の
境
界
を
解
体
し
よ
う
と
す
る
」

「
虚
構
と
現
実
の
境
界
を
侵
犯
・
解
体
す
る
」
機
能
〉
の
重
要
性
を
提
起
し
て
お

り
、
問
題
の
更
な
る
深
化
を
図
っ
て
い
る
。
こ
の
論
文
の
中
で
小
谷
は
、
メ
タ
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
傾
向
の
あ
る
芥
川
作
品
と
し
て
「
片
恋
」（
『
文
章
世
界
』
一
九
一

七
年
十
月
）
、
「
黄
梁
夢
」（
『
中
央
文
學
』
一
九
一
七
年
十
月
）
、
「
西
郷
隆
盛
」（
『
新
小

説
』
一
九
一
八
年
一
月
）
、「
狢
」（
『
讀
賣
新
聞
』
一
九
一
七
年
三
月
十
一
日
）
、「
龍
」（
『
中

央
公
論
』
一
九
一
九
年
五
月
）
と
い
っ
た
小
説
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
素
朴
な

疑
問
を
呈
さ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
「
果
た
し
て
こ
れ
ら
の
小
説
が
一
般
的
な
意
味

で
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
呼
べ
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
メ
タ

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
文
学
概
念
自
体
に
多
義
的
な
部
分
が
あ
る
以
上
、
こ
れ
は

「
何
を
も
っ
て
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
呼
ぶ
か
」
と
い
う
問
い
と
の
循
環
論
法
に

陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
こ
そ
「
あ
ら
ゆ
る
小
説
は
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ

る
」
と
い
う
見
方
さ
え
成
り
立
つ
わ
け
だ
が
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
を
試
み
た

諸
家
の
多
く
が
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
担
保
す
る
特
徴
と
し
て
指
摘
す
る
、
作

品
の
自
己
言
及
構
造
が
小
谷
の
名
指
す
作
品
に
は
顕
在
化
し
て
い
な
い
と
い
う
点

に
お
い
て
、
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
と
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
関
係
に
は

注
意
が
必
要
で
あ
る
。
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そ
れ
と
同
時
に
自
己
言
及
構
造
を
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
基
本
形
式
と
す
る
見

解
に
つ
い
て
も
再
考
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に

は
、
作
者
そ
の
も
の
が
作
中
に
現
れ
る
と
い
う
よ
う
な
、
自
己
言
及
的
な
特
徴
を

持
っ
た
作
品
が
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
自
己
言
及
構
造
そ
の
も
の
が
必
ず

メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
担
保
す
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
も
ま
た
自
明
と
は
い
え

な
い
面
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
野
口
武
彦
が
〈
日
本
で
は
江
戸
時
代
の
終
り
ま
で

―
つ
ま
り
、
明
治
に
な
っ
て
西
欧
十
九
世
紀
小
説
理
論
の
洗
礼
を
し
た
た
か
に

浴
び
る
ま
で

―
作
者
が
直
接
作
中
に
顔
を
出
し
て
読
者
に
語
り
か
け
る
の
が
、

む
し
ろ
小
説
の
な
ら
わ
し
だ
っ
た
〉
と
い
う
よ
う
に
、
近
世
の
戯
作
に
は
作
者
が

（
３
）

作
中
に
表
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
事
態
で
あ
っ
た
し
、
近
代
の
私
小
説
で
も
物

語
の
主
人
公
と
作
者
が
同
一
人
物
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
小
説
を
書
い
て
い
る
作
者

が
ご
く
自
然
に
作
中
に
現
れ
る
こ
と
も
稀
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
例
を
「
メ

タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ

ら
を
全
て
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
み
な
し
て
し
ま
う
の
は
、
モ
ダ
ン
の
欠
け
た
と

こ
ろ
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
透
視
し
て
し
ま
う
安
直
さ
と
ほ
と
ん
ど
選
ぶ
と
こ
ろ
は

な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
自
己
言
及
構
造
を
持
つ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
作
品
を
メ

タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
同
定
し
て
し
ま
う
こ
と
も
ま
た
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い

う
概
念
を
撹
乱
さ
せ
る
一
要
因
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
う
考
え
る
と
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
と
自
己
言
及
構
造
は
、
メ
タ
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
定
義
す
る
う
え
で
相
補
的
な
関
係
に
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
小

谷
の
唱
え
る
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
が
思
想
的
に
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を

捉
え
よ
う
と
し
た
と
き
に
見
出
さ
れ
る
特
徴
で
あ
る
一
方
、
自
己
言
及
構
造
は
メ

タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
形
式
的
に
措
定
し
よ
う
と
し
た
と
き
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で

あ
り
、
こ
の
両
者
を
備
え
た
作
品
は
典
型
的
な
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
、
い
わ

ゆ
る
狭
義
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
や
自
己
言
及
構
造
は
ど
う
い

っ
た
必
然
の
下
に
作
品
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
、

論
者
は
最
初
に
も
述
べ
た
「
売
文
」
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
小
説
が
自
己
言
及
構

造
を
持
つ
に
至
る
場
合
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉

に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
掘
り
下
げ
を
試
み
る
余
地
は

ま
だ
十
分
に
残
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
が

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
対
す
る
「
感
覚
」
で
あ
る
以
上
、
芥
川
一
個
人
に
備
わ
っ
た
資

質
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
と
は
別
に
一
人
の

個
性
に
還
元
さ
れ
な
い
、
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
を
も
た
ら
す
外
因
に
つ

い
て
も
相
応
の
検
討
は
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
考
察
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
に
つ
い
て
も

う
少
し
詳
し
く
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
こ
の
用
語
は
「
葱
」

の
作
中
人
物
で
あ
る
お
君
さ
ん
が
徳
冨
蘆
花
作
「
不
如
帰
」
の
作
中
人
物
浪
子
に

手
紙
を
書
い
て
い
る
と
い
う
場
面
に
対
し
、
「
葱
」
の
語
り
手
で
あ
る
〈
お
れ
〉

が
、
お
君
さ
ん
の
行
動
に
〈
お
君
さ
ん
の
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
微
笑
を
禁

じ
得
な
い
〉
と
述
べ
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
届
く
は
ず
の
な
い
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
中

の
人
物
へ
向
け
た
手
紙
を
書
く
と
い
う
行
動
を
、
虚
構
と
現
実
の
境
界
を
踏
み
越

え
る
も
の
と
し
て
、
小
谷
は
こ
れ
を
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
感
覚
と
捉
え
て
お

り
、
さ
ら
に
お
君
さ
ん
の
こ
う
し
た
態
度
を
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
と
批

評
し
た
語
り
手
の
〈
お
れ
〉
が
〈
畜
生
、
悪
意
が
な
い
所
か
、
う
つ
か
り
し
て
ゐ

る
と
お
れ
ま
で
も
、
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
ア
ル
に
な
り
兼
ね
な
い
ぞ
〉
と
語
っ
て
い

る
点
を
受
け
て
、
語
り
手
の
〈
お
れ
〉
に
お
君
さ
ん
の
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ

ム
〉
が
影
響
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
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だ
が
、
お
君
さ
ん
と
〈
お
れ
〉
の
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
の
間
に
は
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
対
す
る
態
度
の
差
異
を
認
め
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
お
君
さ
ん
が
「
不
如
帰
」
の
浪
子
に
手
紙
を
出
す
こ
と
は
、
虚
構
の
物
語
世

界
に
耽
溺
す
る
読
者
と
し
て
の
行
動
で
あ
る
が
、
〈
お
れ
〉
が
お
君
さ
ん
に
〈
左

様
な
ら
、
お
君
さ
ん
。
で
は
今
夜
も
あ
の
晩
の
や
う
に
、
此
処
か
ら
い
そ
い
で
出

て
行
つ
て
、
勇
ま
し
く
―
―
批
評
家
に
退
治
さ
れ
て
来
給
へ
〉
と
呼
び
か
け
る
こ

と
は
、
自
作
の
作
中
人
物
に
対
す
る
作
者
の
介
入
的
行
為
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
受

け
手
と
作
り
手
と
い
う
立
場
に
由
来
す
る
明
確
な
差
異
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
む

ろ
ん
作
者
に
も
自
作
に
対
す
る
受
け
手
的
な
側
面
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。だ
が
、

読
者
が
あ
る
作
品
に
没
頭
し
、
そ
の
作
品
に
影
響
を
受
け
て
お
君
さ
ん
の
よ
う
に

現
実
に
行
動
を
起
こ
す
こ
と
と
、
作
者
が
作
品
そ
の
も
の
の
中
に
、
物
語
世
界
に

対
す
る
メ
タ
レ
ベ
ル
に
あ
た
る
記
述
を
書
き
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
と
は
、
や
は
り

別
様
に
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
作
り
手
が
自
ら
創
り
出
し
た
作
中
人
物
に

語
り
か
け
た
い
と
い
う
感
情
は
、
紛
れ
も
な
い
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
に

相
違
な
い
だ
ろ
う
が
、
実
際
に
そ
れ
を
作
中
に
書
き
込
ん
で
し
ま
う
の
は
〈
サ
ン

テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
を
対
象
化
し
た
行
為
で
あ
る
。〈
「
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ

ム
」
＝
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
虚
構
一
般
に
つ
い
て
の
問
題
が
、
物
語
外
と

物
語
内
を
貫
い
て
作
品
を
構
造
化
し
て
い
る
〉
よ
う
に
み
え
る
の
は
、
あ
く
ま
で

（
４
）

作
り
手
の
中
に
潜
在
す
る
自
作
に
対
す
る
受
け
手
と
し
て
の
側
面
が
〈
サ
ン
テ
イ

マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
と
い
う
反
応
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
作
品
に
メ
タ
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
形
式
を
与
え
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ

ズ
ム
〉
を
対
象
化
し
、
そ
れ
を
表
現
へ
と
結
び
付
け
て
い
く
作
り
手
側
の
感
覚
で

あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
を
テ
ー
マ
と
し
た
芥

川
の
小
説
が
必
ず
し
も
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
形
式
を
備
え
て
い
な
い
こ
と
の

説
明
は
付
く
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
作
品
は
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
を
テ

ー
マ
と
し
て
い
て
も
、
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
を
対
象
化
し
批
評
す
る
方

向
で
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
小
説
が
メ
タ
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
化
す
る
に
は
、
や
は
り
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
を
対
象
化
す
る
作
り

手
に
よ
る
自
覚
と
批
評
性
が
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
受
け
手
に
よ
っ
て
感
覚
さ
れ
た
〈
サ
ン

テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
が
対
象
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が

作
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
発
生
に
お
け
る
一
つ
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
と
仮
定
し
て
、
そ
の
際
に
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
を
対
象
化
す
る
感

覚
が
ど
の
よ
う
な
契
機
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
を

行
う
こ
と
と
す
る
。

２
．「
影
」
の
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉

こ
こ
ま
で
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
み
え
て
き
た
の
は
、
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ

リ
ズ
ム
〉
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
受
容
の
問
題
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
受
容
に
お
け
る
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
の

問
題
を
考
え
て
い
く
う
え
で
と
り
あ
げ
た
い
の
が
、
芥
川
の
短
篇
「
影
」（
『
改
造
』

一
九
二
〇
年
九
月
）
で
あ
る
。
「
影
」
は
初
出
時
、
〈
こ
の
作
は
結
局
、
出
来
そ
こ

な
い
〉
、
〈
あ
ま
り
に
ト
リ
ツ
ク
が
多
過
ぎ
て
つ
い
わ
け
が
わ
か
ら
な
く
な
つ
て

（
５
）

し
ま
つ
た
〉
、〈
影
に
つ
い
て
明
確
な
意
識
〉
が
欠
け
〈
支
離
滅
裂
に
な
り
了
つ
た
〉

（
６
）

（
７
）

な
ど
と
、
ほ
と
ん
ど
芳
し
い
評
価
を
得
ら
れ
ず
、
ま
さ
に
「
停
滞
期
」
の
作
品
と

（
８
）

み
な
さ
れ
て
き
た
。
夫
に
よ
る
妻
の
殺
害
と
い
う
事
件
に
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
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意
匠
を
重
ね
た
こ
の
小
説
は
、
物
語
に
一
度
決
着
が
つ
い
た
後
、
そ
の
物
語
が

〈
私
〉
の
見
て
い
た
映
画
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
と
い
う
枠
小
説
の

構
成
を
採
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
小
説
を
作
中
に
表
れ
た
「
映
画
」
「
ド
ッ

ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
」
と
い
う
論
点
を
中
心
に
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
関
す
る
議
論

と
し
て
読
み
解
い
て
い
く
。

こ
の
小
説
自
体
は
典
型
的
な
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、

メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
要
素
を
い
く
つ
か
備
え
て
い
る
。
一
つ
は
、
こ
れ
が
「
映

画
を
見
る
」
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
受
容
の
枠
小
説
と
い
う
点
で
あ
る
。
枠
小
説

即
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
す
る
に
は
留
保
が
必
要
だ
が
、
こ
れ
が
メ
タ
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
と
非
常
に
類
縁
性
の
高
い
形
式
だ
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
し
、

語
り
手
と
思
し
き
〈
私
〉
が
見
た
映
画
と
い
う
か
た
ち
で
作
中
作
が
提
示
さ
れ
る

こ
と
で
、
こ
の
小
説
は
狭
い
意
味
で
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
な
る
機
会
を
逸
し

て
い
る
。
作
中
で
い
く
ら
映
画
と
強
調
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
実
際
に
読
者
が
読
ん
で

い
る
の
は
あ
く
ま
で
小
説
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
映
画
を
小
説
に
変
換
す
る
作
者
の

書
記
作
業
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
は
「
こ
れ
は

○
○
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
記
述
で
あ
る
」
と
い
う
現
実
を
仮
構
す
る
設
定
が
し
ば

し
ば
見
ら
れ
る
が
、
「
影
」
の
場
合
、
映
画
と
い
い
な
が
ら
結
局
読
者
の
眼
前
に

あ
る
の
は
小
説
で
あ
る
た
め
、
読
者
は
「
現
実
か
、
虚
構
か
」
と
い
う
部
分
で
認

識
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
こ
の
小
説
を
安
定
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し

て
受
け
取
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
意
味
で
「
影
」
は
読
者
の
現
実
感
覚
を
撹
乱

す
る
よ
う
な
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
と
い
う
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
関
わ
り
の
深
い
モ

チ
ー
フ
が
作
中
に
描
か
れ
て
い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
。
作
中
作
の
中
に
登
場
す
る

ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
は
一
人
の
人
物
が
見
る
者
と
見
ら
れ
る
者
へ
分
身
す
る
と
い

う
主
体
の
分
裂
を
描
い
て
い
る
。
こ
れ
は
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
持
つ
、
書
く
者

と
書
か
れ
る
者
へ
の
主
体
の
分
裂
と
い
う
基
本
構
造
と
相
似
形
を
成
す
も
の
で
あ

る
。

（
９
）最

後
に
、
こ
の
小
説
が
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
を
描
い
て
い
る
と
い
う

点
で
あ
る
。
大
石
富
美
が
〈
不
条
理
・
不
合
理
の
世
界
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て

入
れ
子
の
箱
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
構
造
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現

実
世
界
に
ま
で
浸
透
し
て
き
て
し
ま
う
よ
う
な
そ
れ
〉
と
述
べ
る
よ
う
に
、
映
画

（
１
０
）

を
見
て
い
た
〈
私
〉
は
作
中
作
で
あ
る
映
画
と
自
分
の
生
き
る
現
実
と
の
境
界
が

曖
昧
に
な
る
よ
う
な
感
覚
を
味
わ
う
。
こ
れ
は
い
わ
ば
〈
小
説
の
外
と
内
の
安
定

し
た
階
層
構
造
理
解
を
逸
脱
す
る
感
覚
〉
で
あ
り
、
な
ら
ば
こ
の
小
説
も
〈
サ
ン

テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
の
内
在
す
る
作
品
と
し
て
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
の
観
点

か
ら
も
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
「
影
」
は
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン

タ
リ
ズ
ム
〉
の
相
関
を
考
え
る
う
え
で
の
格
好
の
素
材
で
あ
る
と
い
え
る
。「
影
」

は
、
こ
れ
ま
で
映
画
性
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
際
に
は
、
小
説
内
に
取
り
入
れ

ら
れ
た
映
画
的
特
徴
に
焦
点
を
当
て
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
作
中
に
描
か

（
１
１
）

れ
た
「
映
画
を
見
る
」
と
い
う
体
験
そ
の
も
の
に
注
目
し
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
受
容

の
問
題
と
し
て
こ
れ
を
考
究
し
た
先
行
論
は
管
見
の
限
り
で
は
見
当
た
ら
な
い
。

作
中
に
表
れ
た
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
を
中
心
に
考
察
す
る
な
ら
ば
、
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
受
容
の
問
題
、
す
な
わ
ち
「
映
画
を
見
る
」
体
験
と
し
て
こ
の
小
説

を
読
み
解
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

「
影
」
で
は
、
最
後
の
場
面
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
「
映
画
を
見
る
」
体
験
が

描
か
れ
て
い
る
。
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突
然
『
影
』
の
映
画
が
消
え
た
時
、
私
は
一
人
の
女
と
一
し
よ
に
、
或
活
動

写
真
館
の
ボ
ツ
ク
ス
の
椅
子
に
坐
つ
て
ゐ
た
。

「
今
の
写
真
は
も
う
す
ん
だ
の
か
し
ら
。
」

女
は
憂
鬱
な
眼
を
私
に
向
け
た
。
そ
れ
が
私
に
は
『
影
』
の
中
の
房
子
の
眼

を
思
ひ
出
さ
せ
た
。

「
ど
の
写
真
？
」

「
今
の
さ
。『
影
』
と
云
ふ
の
だ
ろ
う
。
」

女
は
無
言
の
儘
、
膝
の
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
私
に
渡
し
て
く
れ
た
。
が
、
そ

れ
に
は
何
処
を
探
し
て
も
、
『
影
』
と
云
ふ
標
題
は
見
当
ら
な
か
つ
た
。

「
す
る
と
お
れ
は
夢
を
見
て
ゐ
た
の
か
な
。
そ
れ
に
し
て
も
眠
つ
た
覚
え
の

な
い
の
は
妙
ぢ
や
な
い
か
。
お
ま
け
に
そ
の
『
影
』
と
云
ふ
の
が
妙
な
写
真

で
ね
。
―
―
」

私
は
手
短
か
に
『
影
』
の
梗
概
を
話
し
た
。

「
そ
の
写
真
な
ら
、
私
も
見
た
事
が
あ
る
わ
。」

私
が
話
し
終
つ
た
時
、女
は
寂
し
い
眼
の
底
に
微
笑
の
色
を
動
か
し
な
が
ら
、

殆
聞
え
な
い
や
う
に
か
う
返
事
を
し
た
。

「
お
互
に
『
影
』
な
ん
ぞ
は
、
気
に
し
な
い
や
う
に
し
ま
せ
う
ね
。
」

映
画
館
で
映
画
を
見
る
〈
私
〉
を
描
い
た
こ
の
場
面
が
無
け
れ
ば
、
実
際
に
こ

の
小
説
を
映
画
と
結
び
付
け
て
論
じ
る
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
今
ほ
ど
強
固
な
も

の
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
早
く
に
は
三
好
行
雄
に
よ
る
〈
無
用
の
落
ち
〉

（
１
２
）

と
い
う
評
価
も
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
積
極
的
に
こ
の
場
面
の
意
味
が
考
察
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
場
面
最
大
の
問
題
は
、
こ
こ
ま
で
に
語
ら
れ
て
き
た
珍
彩
を
主
人

公
と
す
る
物
語
が
、
実
は
〈
私
〉
が
映
画
館
で
見
て
い
た
映
画
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
明
か
さ
れ
、
し
か
し
、
そ
の
映
画
が
現
実
に
上
映
さ
れ
た
も
の
か
、
そ
れ

と
も
〈
私
〉
の
幻
視
し
た
妄
想
な
の
か
、
判
断
の
つ
か
な
い
ま
ま
、
小
説
が
終
わ

る
と
い
う
点
に
あ
る
。
さ
ら
に
は
〈
一
し
よ
に
〉
映
画
を
観
て
い
た
〈
女
〉
の
眼

に
対
し
て
〈
『
影
』
の
中
の
房
子
の
眼
を
思
ひ
出
〉
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
現
実

に
虚
構
が
染
み
出
し
、
浸
食
し
始
め
る
よ
う
な
感
覚
を
〈
私
〉
は
覚
え
る
。
こ
れ

ら
は
ま
さ
に
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
を
彷
彿
と
さ
せ
る
体
験
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
〈
私
〉
に
は
物
語
と
真
摯
に
向
か
い
合
い
、
そ
の
世
界
に
沈
潜

し
て
い
く
よ
う
な
様
子
は
窺
え
な
い
。「
葱
」
の
お
君
さ
ん
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、

物
語
世
界
へ
の
切
実
さ
を
欠
い
た
と
こ
ろ
に
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
が
表

わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
の
事
態
を
解
読
す
る
こ
と
で
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
受
容
と

メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
関
係
も
明
ら
か
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

３
．
一
人
で
見
る
／
映
画
館
で
み
る

十
九
世
紀
後
半
に
い
く
つ
も
開
発
さ
れ
た
映
画
装
置
の
中
で
最
初
に
世
間
の
耳

目
を
集
め
た
の
は
、
一
八
八
九
年
に
ト
ー
マ
ス
・
エ
ジ
ソ
ン
社
に
よ
っ
て
開
発
さ

れ
た
キ
ネ
ト
ス
コ
ー
プ
で
あ
る
。
こ
れ
は
箱
の
中
の
動
く
映
像
を
覗
き
穴
か
ら
見

る
と
い
う
方
式
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
間
を
置
か
ず
に
発
表
さ
れ

た
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
兄
弟
の
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ
が
ス
ク
リ
ー
ン
投
射
方
式
で
、
こ
ち

ら
が
一
般
的
な
映
画
視
聴
の
形
式
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
単
に
技
術
と
コ
ス

ト
の
問
題
を
天
秤
に
か
け
た
結
果
、
一
度
に
大
勢
に
見
せ
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た

シ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ
に
資
本
主
義
市
場
に
お
け
る
優
位
性
が
あ
っ
た
か
ら
に
す
ぎ
な

い
だ
ろ
う
。
キ
ネ
ト
ス
コ
ー
プ
の
示
し
た
「
一
人
で
見
る
」
と
い
う
視
聴
ス
タ
イ

ル
が
現
代
に
お
い
て
こ
れ
だ
け
普
及
し
て
い
る
こ
と
を
顧
み
れ
ば
、
「
一
人
で
見
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る
」
こ
と
は
本
来
的
に
人
が
抱
え
る
欲
望
と
し
て
の
視
聴
の
あ
り
方
な
の
だ
と
も

い
え
る
。
「
影
」
が
提
示
す
る
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
の
問
題
と
は
、
実

に
こ
の
映
画
の
見
方
、ひ
い
て
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
受
容
の
あ
り
方
に
潜
ん
で
い
る
。

そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
「
影
」
を
読
み
返
し
て
み
る
と
、
そ
も
そ
も
〈
私
〉
が

〈
女
と
一
し
よ
に
〉
映
画
を
見
て
い
た
こ
と
が
事
態
を
複
雑
に
し
て
い
る
こ
と
に

気
づ
く
。
仮
に
映
画
を
見
て
い
た
の
が
〈
私
〉
一
人
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
〈
私
〉

は
自
分
の
見
た
も
の
を
夢
か
幻
で
あ
っ
た
と
一
人
で
自
得
し
自
己
完
結
し
て
い
た

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、〈
一
し
よ
に
〉
見
て
い
た
〈
女
〉
が
〈
そ
の
写
真
な
ら
、

私
も
見
た
事
が
あ
る
わ
〉
と
言
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
『
影
』
〉
と
い
う
映
画
の

実
在
の
真
偽
が
判
別
で
き
な
い
状
況
が
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
映
画

を
誰
か
と
〈
一
し
よ
に
〉
見
る
と
い
う
体
験
こ
そ
が
、
虚
構
が
現
実
と
の
境
界
を

侵
犯
す
る
「
影
」
の
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
体
験
の
根
本
を
成
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
映
画
の
見
方
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
観
点
か
ら
注

目
し
た
い
の
が
、
〈
私
〉
が
見
た
と
さ
れ
る
作
中
映
画
〈
『
影
』
〉
の
結
末
近
く
に

表
れ
る
次
の
場
面
で
あ
る
。

苦
し
い
何
秒
か
が
過
ぎ
た
後
、
戸
の
向
う
か
ら
は
か
す
か
な
が
ら
、
た
め

息
を
つ
く
声
が
聞
え
て
来
た
。
と
思
ふ
と
す
ぐ
に
寝
台
の
上
へ
も
、
誰
か
が

静
に
上
つ
た
や
う
で
あ
っ
た
。

も
し
こ
ん
な
状
態
が
、
も
う
一
分
続
い
た
な
ら
、
陳
は
戸
の
前
に
立
ち
す

く
ん
だ
儘
、
失
心
し
て
し
ま
つ
た
か
も
知
れ
な
か
つ
た
。
が
、
こ
の
時
戸
か

ら
洩
れ
る
蜘
蛛
の
糸
ほ
ど
の
朧
げ
な
光
が
、
天
啓
の
や
う
に
彼
の
眼
を
捉
へ

た
。
陳
は
咄
嗟
に
床
へ
這
ふ
と
、
ノ
ツ
ブ
の
下
に
あ
る
鍵
穴
か
ら
、
食
ひ
入

る
や
う
な
視
線
を
室
内
へ
送
つ
た
。

そ
の
刹
那
に
陳
の
眼
の
前
に
は
、
永
久
に
呪
し
い
光
景
が
開
け
た
。
…
…

…
…

〈
『
影
』〉
の
主
人
公
陳
彩
は
妻
の
房
子
が
不
義
を
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
疑
念
を
抱
い
た
ま
ま
、
夫
婦
の
寝
室
の
ド
ア
の
前
に
立
っ
て
い
る
。
寝
室

の
中
に
何
者
か
の
気
配
を
感
じ
た
彼
は
、
そ
の
ま
ま
室
内
へ
闖
入
す
る
の
で
は
な

く
、
鍵
穴
越
し
に
中
を
覗
き
見
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
対
象
に
直
接
対
峙
す
る
の
で

は
な
く
、
何
か
を
媒
介
さ
せ
て
「
見
る
」
と
い
う
こ
と
―
―
そ
れ
は
メ
デ
ィ
ア
を

介
し
た
視
聴
体
験
を
象
徴
的
に
体
現
す
る
行
為
で
あ
る
だ
ろ
う
。
覗
き
穴
を
介
し

て
「
見
た
」
結
果
、
陳
彩
は
自
分
自
身
が
妻
を
殺
害
す
る
場
面
を
目
の
当
た
り
に

す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
、
分
身
な
ど
と
呼
ば

れ
る
超
常
現
象
で
あ
る
が
、
先
行
研
究
に
は
陳
彩
の
妻
に
対
す
る
疑
心
や
嫉
妬
と

い
っ
た
心
理
的
要
因
を
こ
の
現
象
が
発
生
し
た
原
因
と
す
る
見
解
の
ほ
か
、
「
見

（
１
３
）

る
」
と
い
う
行
為
に
宿
る
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
性
を
問
う
も
の
が
あ
る
。
前
者
は

ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
存
在
を
ひ
と
ま
ず
引
き
受
け
た
う
え
で
、
こ
の
超
常
現
象

を
登
場
人
物
の
心
理
や
相
互
の
関
係
性
か
ら
物
語
内
で
解
釈
し
よ
う
と
す
る
試
み

で
あ
り
、
本
稿
の
趣
旨
と
は
乖
離
が
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
措
く
こ
と
と
す
る
。
と

り
あ
げ
た
い
の
は
、
た
と
え
ば
〈
ノ
ッ
ブ
か
ら
部
屋
を
覗
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、

本
人
で
あ
っ
た
陳
彩
も
ま
た
、
「
見
る
」
陳
彩
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
〉
と
い
う
よ

（
１
４
）

う
な
、
「
見
る
」
行
為
と
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
関
連
を
認
知
の
側
面
か
ら
捉
え

よ
う
と
す
る
後
者
の
見
解
で
あ
る
。

川
本
三
郎
が
〈
は
じ
め
て
ス
ク
リ
ー
ン
の
中
に
自
分
の
姿
を
見
た
と
き
、
そ
の

分
身
の
恐
怖
で
涙
を
流
し
た
〉
と
い
う
女
優
メ
リ
ー
・
ピ
ッ
グ
フ
ォ
ー
ド
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
引
き
な
が
ら
〈
映
画
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ゲ
ル
性
、
分
身
性
（
主
体
性
の

メタフィクション的感覚と映画体験
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解
体
）
〉
を
指
摘
す
る
よ
う
に
、
自
分
の
意
志
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
自
立
し
て

（
１
３
）

動
く
自
身
の
像
を
見
る
こ
と
は
、
映
画
装
置
を
特
徴
付
け
る
メ
デ
ィ
ア
体
験
だ
と

い
え
る
。
鍵
穴
の
中
に
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
を
見
た
陳
彩
の
体
験
は
、
こ
う
し
た

「
動
く
自
分
の
像
」
を
見
る
と
い
う
映
画
体
験
を
な
ぞ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
作
中
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
現
象
を
映
画
体
験
に
置
き
換
え
る
と
、
室

内
に
入
る
描
写
も
な
い
ま
ま
に
い
つ
の
間
に
か
陳
彩
自
身
が
〈
永
久
に
呪
し
い
光

景
〉
の
中
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
展
開
は
、
映
画
を
視
聴
す
る
う

ち
に
物
語
世
界
の
中
に
深
く
「
没
入
」
し
て
い
く
観
客
の
様
子
と
重
な
り
合
う
。

三
浦
哲
哉
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
映
画
評
論
家
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
メ
ッ
ツ
は

そ
の
映
画
論
に
お
い
て
、
〈
暗
闇
の
中
で
ス
ク
リ
ー
ン
上
に
投
影
さ
れ
る
映
像
を

見
つ
め
、
そ
こ
に
魅
入
ら
れ
る
体
験
〉、
す
な
わ
ち
〈
「
没
入
」
と
い
う
夢
と
も
比

較
で
き
る
退
行
現
象
〉
を
〈
映
画
鑑
賞
体
験
の
本
質
〉
と
し
た
と
い
う
。
こ
の
「
没

（
１
６
）

入
」
と
い
う
作
品
に
入
り
込
む
感
覚
は
、
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
を
喚
起

す
る
こ
と
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
も
確
認
し
た
が
〈
サ

ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
が
〈
「
物
語
世
界
と
物
語
世
界
外
と
の
境
界
を
解
体
し

よ
う
と
す
る
」
「
虚
構
と
現
実
の
境
界
を
侵
犯
・
解
体
す
る
」
機
能
〉
だ
と
い
う

の
で
あ
れ
ば
、
映
画
の
観
客
が
作
品
の
虚
構
世
界
に
「
没
入
」
し
て
入
り
込
ん
で

し
ま
う
事
態
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
虚
構
と
現
実
の
境
界
を
超
越
し
た
瞬
間
で
あ

り
、
そ
こ
に
は
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
が
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
は
「
没
入
」
体
験
に
よ
っ

て
喚
起
さ
れ
る
感
覚
な
の
だ
と
い
え
る
。

だ
が
、
映
画
を
見
る
際
に
「
没
入
」
と
い
う
現
象
が
常
に
起
こ
る
わ
け
で
は
な

い
。
メ
ッ
ツ
は
「
没
入
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
「
同
一
化
」「
窃
視
」「
否
認
」
と
い

う
三
つ
の
段
階
か
ら
成
る
も
の
と
分
析
し
て
い
る
が
、
そ
の
大
前
提
と
し
て
や
は

り
集
中
し
て
映
画
を
見
ら
れ
る
環
境
が
準
備
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
〈
永
久
に
呪
し
い
光
景
〉
に
「
没
入
」
し
て
し
ま
っ
た
陳
彩
の
場
合
、

「
一
人
で
見
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
奇
し
く
も
そ
の
条
件
を
満
た
し
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。

映
画
を
「
一
人
で
見
る
」
と
い
う
こ
と
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
芥
川
に
先
立

っ
て
映
画
と
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
相
関
を
描
い
て
み
せ
た
谷
崎
潤
一
郎
の
「
人

面
疽
」（
『
新
小
説
』
一
九
一
八
年
三
月
）
で
あ
る
。
こ
の
小
説
に
は
〈
あ
の
写
真
を
、

夜
遅
く
、
た
つ
た
一
人
で
静
か
な
部
屋
で
映
し
て
見
る
と
、
可
な
り
大
胆
な
男
で

も
、
と
て
も
し
ま
ひ
ま
で
見
て
居
ら
れ
な
い
や
う
な
、
或
る
恐
ろ
し
い
事
件
が
起

る
〉
と
語
ら
れ
る
〈
「
執
念
」
〉
と
い
う
映
画
が
登
場
す
る
。
興
味
深
い
の
は
、〈
あ

の
フ
イ
ル
ム
に
怪
異
が
現
れ
る
の
は
、
深
夜
、
た
つ
た
一
人
で
見
て
居
る
時
に
限

る
〉
と
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
一
人
で
見
る
」
こ
と
が
怪
異
を
体
験
す
る

う
え
で
の
条
件
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
の
よ
う
に
家
庭
用
Ａ
Ｖ
機
器

の
普
及
し
な
い
当
時
に
お
い
て
「
一
人
で
見
る
」
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
す
で
に

非
日
常
的
な
体
験
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
非
日
常
な
視
聴
体
験
が
作
品
へ
の

「
没
入
」
を
促
し
怪
異
を
呼
び
込
む
の
だ
と
す
れ
ば
、
対
蹠
的
に
思
い
や
ら
れ
る

の
は
「
没
入
」
を
妨
げ
る
映
画
館
で
の
視
聴
で
あ
る
。

誤
解
の
な
い
よ
う
に
補
足
し
て
お
く
と
、
こ
れ
は
映
画
館
で
の
視
聴
で
は
「
没

入
」
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
メ
ッ
ツ
が
前
提
に
し
て
い
る

の
も
映
画
館
で
の
視
聴
で
あ
る
し
、
実
際
に
映
画
館
で
の
「
没
入
」
体
験
と
い
う

も
の
も
決
し
て
珍
し
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
こ
こ
で
「
没
入
」
を

軸
に
「
一
人
で
見
る
」
こ
と
と
映
画
館
で
の
視
聴
を
対
照
さ
せ
る
の
は
、
「
影
」

や
「
人
面
疽
」
の
書
か
れ
た
時
代
の
映
画
館
が
、
作
品
へ
の
集
中
を
妨
げ
る
ノ
イ

ズ
に
溢
れ
た
場
所
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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今
日
、
映
画
館
で
は
作
品
に
集
中
す
る
た
め
静
粛
を
保
つ
こ
と
は
マ
ナ
ー
と
し

て
一
般
的
化
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
現
在
の
常
識
が
初
め
か
ら
同
じ
よ
う
に
常

識
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
板
倉
史
明
に
よ
れ
ば
、
映
画
雑
誌
な
ど
で
映
画
作
品

（
１
７
）

を
静
か
に
鑑
賞
し
よ
う
と
い
う
作
法
が
主
張
さ
れ
始
め
る
の
は
一
九
三
〇
年
代
初

頭
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
映
画
館
に
ト
ー
キ
ー
が
普
及
し
始
め
る
時
期
と
重
な

っ
て
い
る
。
要
す
る
に
字
幕
を
読
む
限
り
に
お
い
て
館
内
の
騒
が
し
さ
は
さ
し
て

問
題
と
は
な
ら
な
い
が
、
映
画
の
登
場
人
物
が
音
声
で
台
詞
を
喋
る
よ
う
に
な
れ

ば
、
そ
れ
を
聞
き
取
れ
る
だ
け
の
静
粛
さ
が
映
画
鑑
賞
に
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
以
前
は
現
在
の
よ
う
な
静
粛
性
が
映
画
館
に
お
い
て
必
ず
し

も
保
た
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
と
き
、

板
倉
の
い
う
〈
上
映
さ
れ
る
映
画
の
種
別
に
よ
っ
て
、
観
客
層
の
す
み
わ
け
が
あ

る
程
度
な
さ
れ
て
い
た
〉
と
い
う
こ
と
も
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
外

国
映
画
、
日
本
の
現
代
劇
、
日
本
の
時
代
劇
な
ど
と
い
っ
た
作
品
の
質
の
差
に
よ

っ
て
、
主
た
る
観
客
層
に
も
知
識
階
級
、
女
性
、
子
供
、
労
働
者
と
い
っ
た
差
異

が
あ
っ
た
と
い
う
。
〈
私
〉
が
〈
女
〉
と
共
に
足
を
運
ん
だ
映
画
館
が
ど
う
で
あ

っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
〈
『
影
』
〉
が
実
際
に
上
映
さ
れ
た
か
ど
う
か

が
不
明
な
た
め
、
作
品
の
質
か
ら
推
測
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
が
、
仮
に

〈
『
影
』〉
が
実
際
に
上
映
さ
れ
た
と
す
る
と
、
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
を
主
題
と
し

た
ド
イ
ツ
表
現
主
義
の
映
画
「
プ
ラ
ー
グ
の
大
学
生
」
を
彷
彿
と
さ
せ
る
そ
の
内

容
か
ら
、
客
層
は
知
識
階
級
を
主
と
し
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
、

館
内
の
静
寂
性
は
あ
る
程
度
保
た
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
時
の
映
画
館

に
お
け
る
ノ
イ
ズ
の
問
題
は
、
観
客
に
因
る
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
他
に
弁
士
に

よ
る
説
明
の
問
題
も
あ
る
。

ト
ー
キ
ー
以
前
の
無
声
映
画
時
代
、
日
本
の
映
画
館
で
は
弁
士
に
よ
る
説
明
が

当
た
り
前
に
行
わ
れ
ス
タ
ー
化
す
る
人
気
弁
士
も
現
れ
る
反
面
、
帰
山
教
正
ら
に

よ
る
純
映
画
劇
運
動
で
も
弁
士
の
説
明
を
廃
し
て
字
幕
を
用
い
る
こ
と
が
主
張
さ

れ
る
な
ど
、
作
品
へ
の
集
中
を
乱
す
ノ
イ
ズ
と
し
て
弁
士
に
対
す
る
否
定
的
な
意

見
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
大
正
時
代
の
映
画
文
化
を
象
徴
す
る
弁
士
の
存
在
は
、

「
影
」
に
は
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
〈
『
影
』〉
に
は
、
通
常
、
こ
の
当
時

の
映
画
技
術
で
は
表
現
し
き
れ
な
い
、〈
「
ニ
ス
の
匂
い
の
す
る
戸
」
等
、
嗅
覚
に

つ
い
て
の
描
写
〉
〈
モ
ノ
ロ
ー
グ
な
ど
を
使
わ
な
い
限
り
画
面
だ
け
で
は
説
明
で

き
な
い
は
ず
の
心
理
描
写
〉
な
ど
の
非
映
画
的
な
部
分
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
た
し

（
１
８
）

か
に
無
声
映
画
で
は
表
現
し
き
れ
な
い
部
分
で
あ
る
だ
ろ
う
が
、
弁
士
に
よ
る
説

明
を
用
い
れ
ば
容
易
に
観
客
へ
伝
達
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
弁
士
の
便
宜
の
た
め

ロ
ン
グ
シ
ョ
ッ
ト
を
多
用
し
た
当
時
の
日
本
映
画
と
比
較
す
る
と
、
頻
繁
に
場
面

転
換
の
行
わ
れ
る
〈
『
影
』〉
に
は
弁
士
を
排
除
し
字
幕
に
頼
ろ
う
と
す
る
気
配
も

窺
え
な
い
で
は
な
い
が
、
川
端
康
成
が
協
力
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
、
衣
笠
貞

之
助
が
監
督
し
た
映
画
『
狂
っ
た
一
頁
』（
一
九
二
六
年
）
で
さ
え
弁
士
を
追
放
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
を
ふ
ま
え
る
と
、
や
は
り
〈
『
影
』〉
に
お

（
１
９
）

い
て
も
上
映
に
際
し
て
弁
士
が
採
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ

る
。さ

ら
に
、
作
品
へ
の
「
没
入
」
を
阻
害
す
る
ノ
イ
ズ
は
物
理
音
だ
け
で
は
な
い
。

当
時
の
映
画
館
の
興
業
形
態
に
も
そ
う
し
た
要
素
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
作

中
、
〈
私
〉
が
上
映
内
容
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
確
認
し
よ
う
と
す
る
行
動
が
見
ら
れ

る
が
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
今
日
と
は
そ
の
あ
り
方
が
異
な
っ
て
い
る
。
現
在
で

は
、
映
画
の
配
給
元
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
一
作
品
ご
と
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
映
画

館
で
販
売
さ
れ
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
こ
の
当
時
は
上
映
作
品
の
梗
概
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や
主
演
俳
優
の
紹
介
を
載
せ
た
各
館
独
自
編
集
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
無
料
配
布
さ
れ

て
い
た
。
こ
れ
を
見
る
と
当
時
は
数
本
の
作
品
を
同
時
上
映
し
て
い
た
こ
と
が
わ

【図】「キネマ同好会プログラム」1922年 3 月

か
る
。
板
倉
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
〇
年
代
に
戦
時
色
が
強
ま
っ
て
く
る
ま
で
日
本

（
２
０
）

の
映
画
館
で
は
長
編
映
画
を
複
数
本
同
時
上
映
す
る
、
四
時
間
以
上
の
長
時
間
興

業
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
た
し
か
に
「
影
」
で
も
、
〈
私
〉
の
〈
今
の

写
真
は
も
う
す
ん
だ
の
か
し
ら
〉
と
い
う
問
い
に
、
〈
女
〉
が
〈
ど
の
写
真
？
〉

と
聞
き
返
す
場
面
が
あ
る
が
、
こ
の
会
話
か
ら
も
こ
の
と
き
二
人
が
見
た
映
画
は

一
本
だ
け
で
は
な
く
、
〈
ど
の
写
真
〉
か
聞
き
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
複
数
上
映
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
長
時
間
上
映
は
、
見
る
者
を
疲
労
さ
せ
、

集
中
力
を
著
し
く
奪
う
。
〈
私
〉
が
上
映
中
に
我
知
ら
ず
眠
っ
て
し
ま
っ
た
り
呆

然
と
し
て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
も
、
十
分
に
あ
り
う
る
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
映
画
館
で
映
画
を
見
る
と
い
う
こ
と
が
、
様
々
な
制
約
や
条
件
下

で
行
わ
れ
る
視
聴
体
験
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
す
る
と
、
「
一
人
で
見
る
」
こ
と

は
当
時
の
技
術
的
制
約
に
よ
る
実
現
性
の
低
い
仮
想
的
な
視
聴
方
法
で
あ
り
、
換

言
す
る
な
ら
そ
れ
は
受
け
手
と
作
品
の
間
に
夾
雑
物
を
挟
ま
な
い
、
透
明
な
視
聴

ノ

イ

ズ

体
験
の
謂
い
だ
と
い
え
る
。も
ち
ろ
ん
現
実
に
は
純
粋
に
透
明
な
視
聴
体
験
な
ど
、

こ
の
現
在
に
お
い
て
さ
え
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
た
ち
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

受
容
は
必
ず
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
し
か
行
わ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
に
対
す
る
想
像
力
も
メ
デ
ィ
ア
を
取
り
巻
く
環
境
に
依
存
す
る
か
た
ち
で
し
か

発
現
し
え
な
い
。
も
し
、
何
の
妨
げ
も
な
し
に
い
つ
で
も
私
た
ち
が
作
品
に
「
没

入
」
し
て
虚
構
の
物
語
世
界
に
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
作

中
人
物
に
対
し
て
手
紙
を
書
く
こ
と
も
、
あ
る
い
は
二
次
創
作
的
な
活
動
も
必
要

は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
に
は
現
実
に
立
脚
す
る
私
た
ち
は
虚
構
と
の
境

界
を
飛
び
越
え
て
物
語
世
界
へ
侵
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
あ
り
、
だ
か

ら
こ
そ
、
そ
の
代
償
行
為
と
し
て
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
に
充
ち
た
行
動

を
取
る
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
の
対
象
化

メタフィクション的感覚と映画体験
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を
促
し
て
い
る
の
は
、
「
没
入
」
を
阻
害
す
る
「
制
度
的
な
も
の
」
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
映
画
館
で
の
視
聴
体
験
で
あ
っ
た
り
、
論
者
が
こ
れ

ま
で
唱
え
て
き
た
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
の
文
脈
に
即
す
な
ら
、
作
家
の
「
書
く
」

行
為
を
規
制
す
る
「
売
文
」
に
ま
つ
わ
る
制
度
も
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
数
え
る

こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
制
度
的
な
も
の
」
無
く
し
て
は
、

結
局
私
た
ち
は
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
を
感
じ
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
だ

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
と
は
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
虚
構
の

世
界
と
い
う
決
し
て
手
の
届
か
な
い
世
界
に
向
け
て
差
し
伸
ば
し
た
自
分
の
手

が
、
や
は
り
そ
こ
に
は
届
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
自
覚
す
る
と
こ
ろ
に
し
か
生
ま

れ
よ
う
の
な
い
感
覚
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
実
と
虚
構
を
隔
て
る
「
制
度

的
な
も
の
」
の
存
在
が
逆
説
的
に
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
を
導
出
し
て
し

ま
う
と
い
う
、
こ
の
事
態
こ
そ
が
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
感
覚
の
源
泉
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

４
．「
気
散
じ
」
と
し
て
の
映
画
体
験

最
後
に
「
映
画
を
見
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
え
て
み

た
い
。
人
は
映
画
館
へ
「
映
画
を
見
る
」
た
め
に
足
を
運
ぶ
。
そ
れ
は
当
た
り
前

の
こ
と
で
あ
る
が
、人
が
映
画
館
へ
行
く
目
的
は
た
だ
そ
れ
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
「
影
」
の
〈
私
〉
は
〈
女
〉
と
〈
一
し
よ
に
〉
映
画
館
を
訪
れ
て

い
る
。
作
中
に
は
〈
私
は
一
人
の
女
と
一
し
よ
に
、
或
活
動
写
真
館
の
ボ
ツ
ク
ス

の
椅
子
に
坐
つ
て
ゐ
た
〉
と
あ
り
、
こ
れ
は
大
正
六
年
（
一
九
一
七
年
）
に
制
定

さ
れ
た
「
活
動
写
真
興
業
取
締
規
則
」
に
基
づ
い
た
、
男
子
席
、
婦
人
席
、
男
女

同
伴
席
と
い
う
映
画
館
観
客
席
の
三
区
分
に
お
け
る
、
男
女
同
伴
席
に
〈
私
〉
が

〈
女
と
一
し
よ
に
〉
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
活
動
写
真

興
業
取
締
規
則
」
に
つ
い
て
は
加
藤
幹
郎
が
〈
東
京
で
は
施
行
か
ら
一
三
年
半
後

の
一
九
三
一
年
に
正
式
に
廃
止
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
厳
守
さ
れ
て
い
た
か
と
い

う
と
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
〉
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
実
際

（
２
１
）

に
は
客
席
の
空
席
を
埋
め
る
た
め
、
男
女
同
伴
席
に
も
一
般
の
客
を
座
ら
せ
る
と

い
っ
た
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
に
し
て
も
、
初
め
か
ら
男
女
同
伴
の
認
め
ら
れ
た

席
に
〈
一
し
よ
に
〉
座
る
〈
私
〉
と
〈
女
〉
の
間
柄
に
は
特
別
な
親
密
さ
が
窺
え

る
。
も
し
、
〈
私
〉
が
純
粋
に
「
映
画
を
見
る
」
こ
と
だ
け
を
目
的
と
し
て
い
た

の
な
ら
、
映
画
館
に
は
一
人
で
行
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
こ
に
〈
女
〉
と

二
人
連
れ
で
訪
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
〈
私
〉
は
最
初
か
ら
二
人
で
「
映
画
を
見

る
」
つ
も
り
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
映
画
視
聴
を
交
際
の
一
手
段
と
し
て

捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
か
す
る
と
上
映
さ
れ
る
作
品
そ
の
も
の

に
は
さ
ほ
ど
関
心
は
な
く
、
実
は
〈
女
〉
と
同
じ
場
所
で
同
じ
時
間
を
過
ご
す
と

い
う
こ
と
の
ほ
う
が
〈
私
〉
に
と
っ
て
本
来
の
目
的
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
と
き
、
映
画
は
真
剣
に
鑑
賞
す
る
対
象
か
ら
、
「
気
散
じ
」
と
し
て
消
費
さ

れ
る
商
品
へ
と
転
位
す
る
だ
ろ
う
。

今
日
で
は
、
大
正
期
は
谷
崎
潤
一
郎
や
志
賀
直
哉
、
菊
池
寛
な
ど
、
近
代
作
家

た
ち
が
映
画
と
い
う
新
メ
デ
ィ
ア
に
深
い
関
心
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
時
代
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
関
心
の
持
ち
方
・
接
し
方
は
決
し
て
一
様
で
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
谷
崎
や
菊
池
の
よ
う
に
制
作
者
と
し
て
映
画

に
関
わ
ろ
う
と
し
た
作
家
も
あ
る
一
方
で
、
次
の
よ
う
な
映
画
へ
の
接
し
方
も
見

受
け
ら
れ
る
。

そ
こ
に
打
つ
も
の
が
あ
れ
ば
、
全
体
と
し
て
つ
ま
ら
な
い
場
合
に
も
別
に
腹

メタフィクション的感覚と映画体験
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は
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
退
屈
な
時
に

―

退
屈
な
時
で
な
け
れ
ば
映
画

〔
マ
マ
〕

館
に
は
往
か
な
い
の
だ
か
ら
―
―
幾
ら
か
で
も
さ
う
し
た
、
刺
戟
を
与
へ
て

く
れ
ゝ
ば
、
私
は
そ
れ
だ
け
で
も
か
な
り
満
足
す
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、

こ
の
刺
戟
を
与
へ
て
く
れ
る
の
は
、
ま
た
街
頭
に
あ
る
も
の
ゝ
中
で
は
映
画

が
一
番
多
く
を
持
つ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

（
２
２
）

劇
作
家
の
関
口
次
郎
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
〈
退
屈
な
時
で
な
け
れ
ば
映
画
館

に
は
往
か
な
い
〉
と
い
う
映
画
へ
の
接
し
方
と
同
質
の
も
の
と
し
て
、
内
田
百
閒

の
〈
何
も
す
る
事
が
な
い
と
か
、
或
は
何
か
す
る
の
が
気
が
進
ま
な
い
と
か
云
ふ

時
の
暇
つ
ぶ
し
に
見
に
行
く
の
は
い
い
が
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
為
に
出
掛
け
る
程
の

物
で
も
な
い
と
思
は
れ
た
〉
と
い
う
、
暇
つ
ぶ
し
と
し
て
の
映
画
鑑
賞
を
挙
げ
る

（
２
３
）

こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
百
閒
の
師
に
あ
た
る
夏
目
漱
石
が
概
し
て
映
画
に
冷
淡
だ

っ
た
よ
う
に
、
明
治
・
大
正
を
生
き
た
作
家
た
ち
皆
に
と
っ
て
映
画
は
必
ず
し
も

芸
術
と
し
て
真
剣
に
向
き
合
う
対
象
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
映
画
が
今
日
で
も

多
く
の
人
々
に
娯
楽
と
暇
潰
し
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
「
気
散
じ
」
的

な
受
容
の
さ
れ
方
は
映
画
が
初
期
か
ら
持
つ
受
容
形
態
な
の
だ
と
い
え
る
。

そ
の
よ
う
な
「
気
散
じ
」
と
し
て
映
画
を
受
容
す
る
態
度
を
容
認
す
る
な
ら
ば
、

次
の
よ
う
な
芥
川
に
よ
る
映
画
へ
の
言
及
も
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

映
画
は
い
く
ら
見
て
も
直
ぐ
に
そ
の
筋
を
忘
れ
て
仕
舞
ふ
。
お
し
ま
ひ
に

は
題
も
何
も
か
も
忘
れ
る
。
見
な
か
つ
た
前
と
一
寸
も
変
り
が
な
い
。
本
な

ら
ど
ん
な
つ
ま
ら
な
い
と
思
つ
て
読
ん
だ
も
の
で
も
、
そ
ん
な
に
も
忘
れ
る

事
は
な
い
の
に
、
実
に
不
思
議
な
気
が
す
る
。

映
画
に
出
て
来
る
人
間
が
物
を
云
つ
て
呉
れ
た
ら
、
こ
ん
な
に
忘
れ
る
事

は
あ
る
ま
い
と
も
考
へ
て
見
る
。自
分
が
お
饒
舌
だ
か
ら
で
も
あ
る
ま
い
が
。

（
２
４
）

一
読
し
て
ど
う
し
て
も
こ
こ
に
芥
川
の
映
画
に
対
す
る
関
心
の
低
さ
を
感
じ
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
の
は
、
映
画
を
見
て
も
〈
忘
れ
て
仕
舞
ふ
〉
と
い
う
あ
ま
り
に

明
け
透
け
な
物
言
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
仮
に
こ
の
文
章
中
の
〈
映
画
〉
と
〈
本
〉

と
い
う
語
を
入
れ
替
え
た
場
合
、
お
そ
ら
く
同
じ
よ
う
な
無
防
備
さ
を
芥
川
が
曝

す
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
「
自
分
は
映
画
の
専
門
家
で
は
な
い
」

と
い
う
認
識
と
、
そ
れ
を
恥
じ
な
い
無
邪
気
さ
が
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
芥
川
は

〈
映
画
は
い
く
ら
見
て
も
直
ぐ
に
そ
の
筋
を
忘
れ
て
仕
舞
ふ
〉
の
だ
ろ
う
か
。
濫

読
家
と
し
て
知
ら
れ
る
芥
川
に
と
っ
て
、
「
本
を
読
む
」
と
い
う
長
年
の
習
慣
の

中
で
染
み
つ
い
た
身
体
技
法
と
比
較
す
れ
ば
、
た
し
か
に
「
映
画
を
見
る
」
こ
と

は
い
か
に
も
不
慣
れ
な
作
法
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
現
在
の
映
画
で
一
般
的
な
画
面
の

隅
に
映
し
出
さ
れ
る
字
幕
と
は
違
い
、
画
像
と
字
幕
の
画
面
が
交
互
に
切
り
替
わ

り
な
が
ら
進
ん
で
い
く
当
時
の
映
画
は
、
慣
れ
な
い
者
に
は
見
難
い
代
物
で
あ
っ

た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
さ
ら
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
や
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
と
い

っ
た
、
映
画
特
有
の
映
像
表
現
が
駆
使
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
文
法
を
理
解
し
な
い
者

に
は
な
お
さ
ら
話
の
筋
を
理
解
す
る
の
も
容
易
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

〈
映
画
〉
と
〈
本
〉
の
相
違
と
は
、
〈
本
〉
が
自
分
の
理
解
に
合
わ
せ
て
読
み

進
め
ら
れ
る
の
に
対
し
、
〈
映
画
〉
は
見
る
者
の
理
解
な
ど
お
構
い
な
し
に
、
勝

手
に
先
へ
進
ん
で
い
っ
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
あ
る
。
小
説
が
読
者
の
「
読
む
」

と
い
う
能
動
的
な
行
為
と
並
行
し
て
し
か
物
語
を
進
め
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、
映

画
は
観
客
の
「
見
る
」
行
為
を
置
き
去
り
に
し
て
で
も
物
語
を
物
理
的
に
始
ま
り

か
ら
終
わ
り
へ
向
け
て
進
行
さ
せ
る
。
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こ
の
と
き
、
思
い
出
さ
れ
る
の
は
芥
川
が
「
葱
」
に
お
い
て
試
み
た
、
語
り
手

が
語
っ
て
い
る
間
に
作
中
人
物
が
勝
手
に
次
の
行
動
を
始
め
て
し
ま
う
と
い
う
、

次
の
よ
う
な
表
現
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
の
上
明
瞭
な
田
中
君
の
肖
像
が
欲
し
け
れ
ば
、
さ
う
云
ふ
場
所

へ
行
つ
て
見
る
が
好
い
。
お
れ
が
書
く
の
は
も
う
真
平
御
免
だ
。
第
一
お

れ
が
田
中
君
の
紹
介
の
労
を
執
つ
て
ゐ
る
間
に
、
お
君
さ
ん
は
何
時
か
立

上
つ
て
、
障
子
を
開
け
た
窓
の
外
の
寒
い
月
夜
を
眺
め
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
。

作
者
の
意
図
を
離
れ
て
作
中
人
物
が
動
き
出
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
の
現
象

は
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
意
匠
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
さ
に
映
画
視
聴
を
彷

彿
と
さ
せ
る
体
験
で
も
あ
る
。
集
中
力
を
欠
き
な
が
ら
散
漫
に
ス
ク
リ
ー
ン
を
眺

め
、
時
折
作
品
と
は
全
く
関
係
の
な
い
こ
と
に
考
え
を
奪
わ
れ
た
り
、
あ
る
い
は

同
席
者
と
の
会
話
に
気
を
取
ら
れ
た
り
し
て
い
る
う
ち
に
映
画
の
登
場
人
物
が
観

客
を
置
き
去
り
に
し
て
「
勝
手
に
物
語
を
進
め
て
し
ま
う
」
と
い
う
体
験
は
、
映

画
視
聴
に
お
い
て
誰
し
も
が
味
わ
っ
た
こ
と
の
あ
る
感
覚
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
「
葱
」
が
小
説
で
あ
る
以
上
、
読
者
の
「
読
む
」
行
為
を
媒
介
し
て
し

か
物
語
は
進
ま
な
い
の
に
は
違
い
な
い
が
、
こ
の
「
物
語
に
置
き
去
り
に
さ
れ
る
」

表
現
が
「
葱
」
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
特
徴
の
一
つ
だ
と
す
れ
ば
、
芥
川
の
メ

タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
発
想
の
根
底
に
は
映
画
体
験
が
潜
在
し
て
い
る
可
能
性
も
決

し
て
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
集
中
を
欠
い
た
映
画
視
聴
と
い
う
、
あ
る
意
味
切

実
さ
と
は
程
遠
い
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
受
容
の
体
験
か
ら
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
感
覚

へ
と
結
び
付
い
て
い
く
こ
の
事
態
に
お
い
て
は
、
映
画
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
ま
つ

わ
る
「
制
度
的
な
も
の
」
の
存
在
が
〈
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
を
対
象
化
す

る
動
因
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
映
画
を
一
例
に
と
り
あ
げ
た

も
の
で
あ
る
が
、
社
会
に
は
そ
れ
以
外
に
も
現
実
と
虚
構
の
間
に
介
在
す
る
「
制

度
的
な
も
の
」
が
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
ら
と
創
作
物
と
の
関
係

フ
ィ
ク
シ
ヨ
ン

を
分
析
す
る
こ
と
が
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
解
明
の
一
経
路
と
な
り
う
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

注（
１
）
拙
稿
「
戦
略
と
し
て
の
〈
売
文
〉
小
説

―
芥
川
龍
之
介
「
葱
」
試
論
―
」
（
『
日

本
近
代
文
学
』

、
二
〇
〇
九
年
五
月
）
、
「
〈
売
文
〉
小
説
と
メ
タ
構
造

―
芥
川

80

龍
之
介
「
奇
遇
」
試
論
―
」（
『
國
文
學
攷
』

、
二
〇
〇
八
年
六
月
）
、
「
芥
川
龍
之

198

介
を
め
ぐ
る
大
正
期
の
〈
売
文
〉
状
況

―
「
書
く
こ
と
が
な
い
」
こ
と
を
書
く
小

説
と
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
―
」（
『
語
文
と
教
育
』

、
二
〇
一
〇
年
八
月
）

24

（
２
）
小
谷
瑛
輔
「
切
実
か
、
不
真
面
目
か
―
―
芥
川
龍
之
介
の
〈
神
聖
な
愚
人
〉
と
メ

タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」（
『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』

、
二
〇
一
六
年
二
月
）

64

（
３
）
野
口
武
彦
『
日
本
語
の
世
界

小
説
の
日
本
語
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
〇
年

13

十
二
月

（
４
）（
２
）
に
同
じ
。

（
５
）
田
中
純
「
九
月
の
文
壇
評
（
一
）
」（
『
時
事
新
報
』
一
九
二
〇
年
九
月
五
日
）

（
６
）
平
林
初
之
輔
「
九
月
の
創
作
」（
『
文
章
世
界
』
一
九
二
〇
年
十
月
）

（
７
）
村
松
正
俊
「
新
秋
文
壇
評
〔
十
一
〕
」
（
『
讀
賣
新
聞
』
一
九
二
〇
年
九
月
十
五
日
）

（
８
）
芥
川
の
「
停
滞
期
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
停
滞
の
構
造

―
芥
川
龍
之
介
に
お

け
る
「
停
滞
期
」
の
分
析
と
考
察
―
」（
『
近
代
文
学
試
論
』

、
二
〇
一
四
年
十
二

52

月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
９
）
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
分
身
に
関
し
て
は
、
阿
部
和
重
／
法
月
綸
太
郎
／
東
浩
紀

「
形
式
と
分
身
と
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
～
記
号
化
さ
れ
た
リ
ア
ル
～
」
（
メ
ー
ル
マ

ガ
ジ
ン
『
波
状
言
論
』
二
〇
〇
四
年
六
月
四
日
→
『
阿
部
和
重
対
談
集
』
講
談
社
、

二
〇
〇
五
年
七
月
）
で
も
議
論
さ
れ
て
い
る
。

（

）
大
石
富
美
「
映
画
を
読
む
小
説
―
芥
川
龍
之
介
「
影
」
論
―
」
（
『
九
大
日
分
』

、

10

25

二
〇
一
五
年
三
月
）

（

）
特
に
作
品
の
映
画
性
に
焦
点
を
絞
っ
て
「
影
」
を
論
じ
た
も
の
に
、
篠
崎
美
生
子

11

『
芥
川
龍
之
介

絵
画
・
開
化
・
都
市
・
映
画
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）

で
の
論
究
が
あ
る
。

（

）
三
好
行
雄
「
作
品
解
説
」
（
『
杜
子
春
・
南
京
の
基
督
』
角
川
書
店
、
一
九
六
八
年

12

十
月
）

（

）
渡
邉
正
彦
「
分
身
―
―
「
二
つ
の
手
紙
」
「
影
」
を
中
心
に
」（
『
芥
川
龍
之
介

そ

13

の
知
的
空
間
』
至
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
一
月
）

（

）
石
川
景
子
「
芥
川
龍
之
介
『
二
つ
の
手
紙
』
『
影
』
論
」（
『
東
京
女
子
大
學
日
本
文

14

學
』

、
二
〇
〇
一
年
九
月
）

96

（

）
川
本
三
郎
『
大
正
幻
影
』
新
潮
社
、
一
九
九
〇
年
十
月

15
（

）
三
浦
哲
哉
『
映
画
と
は
何
か
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
四
年
十
一
月

16
（

）
板
倉
史
明
「
映
画
館
に
お
け
る
観
客
の
作
法
―
―
歴
史
的
な
受
容
研
究
の
た
め
の

17

序
説
」（
『
日
本
映
画
は
生
き
て
い
る
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
七
月
）

（

）（

）
に
同
じ
。

18

14

（

）
四
方
田
犬
彦
『
日
本
映
画
史

年
』
集
英
社
、
二
〇
一
四
年
八
月

19

110

（

）（

）
に
同
じ
。

20

17

（

）
加
藤
幹
郎
『
映
画
館
と
観
客
の
文
化
史
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
六
年
七
月

21
（

）
関
口
次
郎
「
映
画
趣
味
」（
『
文
藝
春
秋
』
一
九
二
五
年
二
月
）

22

（

）
内
田
百
閒
「
映
画
と
想
像
力
」
（
『
映
画
朝
日
』
一
九
三
八
年
十
一
月
）
→
『
新
輯

23

内
田
百
閒
全
集

第
八
巻
』
福
武
書
店
、
一
九
八
七
年

（

）
芥
川
龍
之
介
「
映
画
」「
拊
掌
談
」（
『
文
藝
時
報
』
一
九
二
五
年
十
二
月
）

24
※

芥
川
の
本
文
引
用
に
際
し
て
、
「
影
」
は
『
芥
川
龍
之
介
全
集

第
七
巻
』
（
岩
波
書

店
、
一
九
九
六
年
五
月
）
、「
葱
」
は
同
全
集
『
第
五
巻
』
（
一
九
九
六
年
三
月
）
、「
映

画
」
は
『
第
十
三
巻
』
（
一
九
九
六
年
十
一
月
）
に
依
っ
た
。
ま
た
、
全
て
の
引
用
に

お
い
て
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
・
傍
線
等
は
適
宜
省
略
し
た
。

（
お
お
に
し

ひ
さ
あ
き
、
松
江
工
業
高
等
専
門
学
校
講
師
）
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