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は
じ
め
に 

  

寺
山
修
司
（
一
九
三
五
～
一
九
八
三
年
）
の
没
後
、「
市
街
劇
」
と
い
う
語
は
寺

山
の
代
名
詞
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
寺
山
が
遺
し
た

市
街
劇
作
品
は
、
そ
の
理
念
に
共
感
す
る
者
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
再
演
／
ア
ダ
プ

テ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
。 

 

市
街
劇
と
は
そ
の
名
の
と
お
り
市
街
で
上
演
さ
れ
る
演
劇
で
あ
る
。
劇
場
外
で

上
演
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
第
四
の
壁
〉
を
取
り
払
い
、
俳
優
／
観
客
の
二
項
対

立
を
解
体
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
常
生
活
と
虚
構
の
劇
の
世

界
を
隣
り
あ
わ
せ
る
こ
と
で
、
現
実
を
異
化
す
る
作
用
も
あ
る
。 

 

拙
稿
「
市
街
劇
の
犯
罪
性―
―

寺
山
修
司
演
劇
論
の
空
白―

―

」
（
『
近
代
文
学

試
論
』
六
十
号
、
二
〇
二
二
年
十
二
月
）
で
は
、
市
街
劇
を
構
想
し
た
寺
山
自
身

の
存
在
が
理
念
の
盲
点
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
逆
説
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の

結
果
、（
字
義
ど
お
り
の
）
作
者
の
死
を
迎
え
た
後
の
再
演
／
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン

に
お
い
て
は
、
理
念
が
十
全
に
果
た
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
示
さ
れ
た
。
そ
こ
で

本
稿
で
は
、
寺
山
没
後
の
再
演
／
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
状
況
か
ら
、
作
者
／
演

出
家
の
特
権
と
い
う
市
街
劇
が
抱
え
る
課
題
の
行
く
末
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 
 

参
加
者
側
の
参
加
態
度
に
よ
っ
て
進
行
が
容
易
に
変
わ
る
と
い
う
点
で
、
市
街

劇
は
数
あ
る
演
劇
形
態
の
な
か
で
も
特
に
一
回
性
が
強
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
再
演

／
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
初
演
時
に
は

な
か
っ
た
（
問
題
化
さ
れ
な
か
っ
た
）
新
た
な
課
題
が
浮
上
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
た
め
、
市
街
劇
の
再
演
／
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
初
演
／
原
作
と

の
連
続
性
の
な
か
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
が
制
作
さ
れ
た
時
代
や
社
会
の
網
目
の

な
か
に
お
い
て
も
意
味
づ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。 

 

そ
こ
で
、
議
論
の
補
助
線
と
し
て
、
中
森
明
夫
『
Ｔ
Ｒ
Ｙ
４
８
』（
新
潮
社
、
二

〇
二
三
年
一
月
）
に
お
け
る
市
街
劇
表
象
を
取
り
あ
げ
る
。『
Ｔ
Ｒ
Ｙ
４
８
』
は
「
寺

山
修
司
が
今
生
き
て
い
た
と
し
た
ら
」
と
い
う
仮
定
の
も
と
、
寺
山
が
ア
イ
ド
ル

グ
ル
ー
プ
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
す
る
世
界
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
。
中
森
は
膨
大
な

資
料
に
基
づ
い
て
寺
山
の
人
物
と
作
品
を
分
析
し
て
お
り
、
創
作
な
ら
で
は
の
手

法
で
寺
山
の
功
罪
を
問
う
て
い
る
。
作
中
の
随
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
パ
ロ
デ
ィ

は
、
リ
ン
ダ
・
ハ
ッ
チ
オ
ン
（Linda H

utcheon

）
が
『
パ
ロ
デ
ィ
の
理
論
』

（H
utcheon, L. (1985). A Theory of Parody. N

ew
 York : M

ethuen

）

で
定
義
し
た
と
こ
ろ
の
《
批
評
的
距
離
を
持
っ
た
模
倣

》
（
１
）

と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

『
Ｔ
Ｒ
Ｙ
４
８
』
で
の
思
考
実
験
を
も
と
に
、
現
代
の
我
々
に
と
っ
て
の
市
街
劇

の
価
値
を
読
み
解
き
た
い
。 

 

そ
の
う
え
で
、
寺
山
の
市
街
劇
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
作
品
に
あ
た
る
カ
オ
ス

市
街
劇
の
生
存
戦
略

― 

寺
山
修
司
「
人
力
飛
行
機
ソ
ロ
モ
ン
」
再
演
か
ら
カ
オ
ス*

ラ
ウ
ン
ジ
、『
Ｔ
Ｒ
Ｙ
48
』
ま
で 

―

矢　

吹　

文　

乃
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*
ラ
ウ
ン
ジ
の
連
作
市
街
劇
「
怒
り
の
日
」「
地
獄
の
門
」「
百
五
〇
年
の
孤
独
」
の

成
果
か
ら
、
市
街
劇
の
変
奏
に
目
を
向
け
る
。
カ
オ
ス*

ラ
ウ
ン
ジ
は
二
〇
〇
八
年

に
藤
城
嘘
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
集
団
で
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
に

黒
瀬
陽
平
が
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
と
し
て
参
加
し
て
以
来
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
オ
タ

ク
文
化
に
ま
つ
わ
る
実
験
的
か
つ
挑
発
的
な
イ
ベ
ン
ト
を
多
数
開
催
し
て
き
た
。

寺
山
の
市
街
劇
自
体
、
一
九
六
〇
年
代
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
ア
ー
ト
活
動
の
な
か

に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で

き
（
２
）

、
芸
術
分
野
か
ら
の
影
響
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
。
時
代
を
経
て
市
街
劇
が
芸
術
分
野
に
〝
再
発
見
〟
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
興

味
深
く
思
わ
れ
る
。 

 

以
上
の
分
析
を
と
お
し
て
、
寺
山
演
劇
の
再
演
が
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ハ

ー
ド
ル
を
指
摘
し
た
い
。
結
論
で
は
、
寺
山
演
劇
の
再
演
／
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン

を
分
析
・
評
価
す
る
際
の
評
価
軸
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
疑
問
に
も
立
ち

入
る
こ
と
に
な
ろ
う
。 

  
 

 

一 

テ
ラ
ヤ
マ
面
と
い
う
ア
イ
コ
ン 

  

は
じ
め
に
、
寺
山
没
後
の
市
街
劇
の
再
演
状
況
を
確
認
す
る
。 

 

大
規
模
か
つ
有
名
な
の
は
、「
人
力
飛
行
機
ソ
ロ
モ
ン 

青
森
篇
」（
以
下
、「
青

森
篇
」

）
（
３
）

と
「
人
力
飛
行
機
ソ
ロ
モ
ン 

松
山
篇
」
（
以
下
、
「
松
山
篇
」

）
（
４
）

で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
寺
山
が
主
宰
し
た
劇
団
「
演
劇
実
験
室⦿

天
井
桟
敷
」

（
以
下
、
天
井
桟
敷
）
の
元
関
係
者
に
よ
っ
て
上
演
さ
れ
た
。 

 

「
人
力
飛
行
機
ソ
ロ
モ
ン
」
は
一
九
七
〇
年
十
一
月
二
十
～
三
十
日
に
初
演
さ

れ
た
市
街
劇
で
あ

る
（
５
）

。
同
作
は
寺
山
の
生
前
に
海
外
で
も
再
演
さ
れ
て
お
り

、
（
６
）

「
人
力
飛
行
機
ソ
ロ
モ
ン 

ナ
ン
シ
ー
篇
・
ア
ー
カ
ム
篇
」
と
し
て
台
本
が
残
っ

て
い
る
。
厳
密
に
は
、
「
青
森
篇
」
「
松
山
篇
」
は
こ
れ
ら
の
寺
山
生
前
の
上
演
の

い
ず
れ
か
を
再
演
し
た
も
の
で
は
な
く
、
市
街
劇
「
ノ
ッ
ク
」
や
寺
山
の
他
作
品

の
要
素
が
織
り
交
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
松
山
篇
」
で
は
、
新
規
に
正
岡
子

規
を
主
題
と
し
た
「
子
規
劇
「
子
規
と
漱
石
と
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
」
」
が
上
演
さ
れ

た
り
、
寺
山
映
画
の
上
映
や
寺
山
演
劇
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
催
さ
れ
た
り
と
、

地
域
に
根
差
し
た
文
学
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。 
 

「
青
森
篇
」「
松
山
篇
」
と
並
ん
で
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
市
街
劇
に
、
幻
想
市

街
劇
「
田
園
に
死
す 

三
沢
篇
」（
以
下
、「
三
沢
篇
」
）

（
７
）

が
あ
る
。
こ
れ
は
寺
山

の
市
街
劇
作
品
の
再
演
で
は
な
く
、
歌
集
『
田
園
に
死
す
』（
白
玉
書
房
、
一
九
六

五
年
）
と
映
画
『
田
園
に
死
す
』（
Ａ
Ｔ
Ｇ
、
一
九
七
四
年
）
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ

ン
作
品
に
あ
た
る
。
た
だ
し
、
「
三
沢
篇
」
の
構
成
や
演
目
に
は
「
青
森
篇
」
「
松

山
篇
」
と
共
通
し
て
い
る
部
分
が
あ

る
（
８
）

。
そ
の
た
め
、
「
三
沢
篇
」
は
特
定
の
市

街
劇
作
品
の
再
演
で
は
な
い
も
の
の
〝
寺
山
修
司
の
市
街
劇
〟
の
総
体
的
な
イ
メ

ー
ジ
を
再
度
演
じ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

「
人
力
飛
行
機
ソ
ロ
モ
ン
」
の
初
演
で
は
、
市
街
劇
の
首
謀
者
は
作
者
・
寺
山

修
司
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
青
森
篇
」「
松
山
篇
」「
三
沢
篇
」
で
は
複
数
名
が
演

出
を
担
当
し
て
い
る
。
作
者
／
演
出
家
の
支
配
力
が
分
散
さ
れ
た
こ
と
で
、
市
街

劇
の
理
念
が
抱
え
て
い
た
作
家
／
演
出
家
の
特
権
化
と
い
う
問
題
は
解
決
さ
れ
た

か
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
各
上
演
の
映
像
を
確
認
し
て
み
る
と
、
再
演
な
ら

で
は
の
新
た
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。 

 
「
青
森
篇
」
の
上
演
映
像
で
、
現
在
ま
で
一
般
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
は
管
見

の
限
り
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
樋
口
ヒ
ロ
ユ
キ
『
死
想
の
血
統 

ゴ
シ

ッ
ク
・
ロ
リ
ー
タ
の
系
譜
学
』（
冬
弓
舎
、
二
〇
〇
七
年
七
月
）
に
詳
細
な
観
劇
記

録
が
あ
る
。「
松
山
篇
」
と
「
三
沢
篇
」
に
つ
い
て
は
、
撮
影
機
器
と
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
普
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及
に
よ
っ
て
多
く
の
参
加
者
の
手
で
記
録
さ
れ
て
お
り
、
個
人
ブ
ロ
グ
やYou 

Tube
に
掲
載
さ
れ
た
情
報
で
上
演
の
あ
ら
ま
し
を
掴
む
こ
と
が
で
き
る
。 

 

「
青
森
篇
」「
三
沢
篇
」
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
参
加
者
が
寺
山
の
顔
が
プ
リ

ン
ト
さ
れ
た
面
（
以
下
、
テ
ラ
ヤ
マ
面
）
を
着
用
し
て
劇
に
参
加
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ

る
（
９
）

。
テ
ラ
ヤ
マ
面
の
演
出
は
「
青
森
篇
」
か
ら
新
た
に
導
入
さ
れ
た
。

市
街
劇
の
参
加
者
は
受
付
で
ス
タ
ッ
フ
か
ら
面
を
渡
さ
れ
る
。
面
を
つ
け
た
参
加

者
が
街
を
歩
き
回
る
こ
と
で
「
寺
山
修
司
の
顔
が
溢
れ
か
え
る
市
街
」
と
い
う
異

様
な
光
景
が
生
み
出
さ
れ
、
日
常
と
非
日
常
が
融
和
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で

な
く
、
参
加
者
が
寺
山
に
化
け
る
こ
と
で
、
観
客
が
劇
の
半
分
を
作
る
と
い
う
市

街
劇
の
理
念
が
象
徴
さ
れ
て
も
い
る
。 

 

し
か
し
、
参
加
者
の
中
に
は
、
テ
ラ
ヤ
マ
面
に
市
街
劇
の
理
念
と
は
正
反
対
の

意
味
を
見
い
出
し
た
者
も
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

 
 

受
付
開
始
の
１
１
時
ち
ょ
う
ど
に
行
っ
た
の
で
す
が
、
も
う
か
な
り
の
人

だ
か
り
が
あ
り
ま
し
た
。
市
役
所
前
の
受
付
で
前
売
券
を
提
示
す
る
と
、
正

岡
子
規
の
お
面
と
、
市
街
劇
が
展
開
さ
れ
る
場
所
が
記
さ
れ
た
地
図
を
手
渡

さ
れ
ま
す
。
（
中
略
）
こ
の
と
き
、
「
必
ず
お
面
を
つ
け
て
移
動
し
て
く
だ
さ

い
」
と
受
付
の
方
に
念
を
押
さ
れ
ま
し
た
。
後
に
な
っ
て
気
付
い
た
の
で
す

が
、
ど
う
や
ら
こ
の
お
面
を
つ
け
て
い
る
こ
と
が
、
俳
優
側
が
「
あ
れ
は
突

発
的
に
劇
を
仕
掛
け
て
も
い
い
人
間
だ
」
と
見
分
け
る
目
印
に
な
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す

。
（1

0

） 
  

テ
ラ
ヤ
マ
面
が
市
街
劇
の
参
加
者
の
目
印
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
指
摘
は
、
先
述
の
樋
口
の
観
劇
記
録
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
観
劇
中
、
樋
口

は
テ
ラ
ヤ
マ
面
を
つ
け
て
い
る
か
否
か
で
市
街
劇
の
参
加
者
を
判
断
し
て
い

る
（1

1

）

。

寺
山
が
演
劇
論
集
で
主
張
し
た
よ
う
な
《
市
民
の
ド
ア
を
「
ノ
ッ
ク
」
し
て
、
強

引
に
関
係
を
生
成

》
（1

2

）

す
る
過
激
さ
は
そ
こ
に
は
な
い
。 

 

樋
口
は
テ
ラ
ヤ
マ
面
の
演
出
を
《
寺
山
の
存
命
中
な
ら
到
底
あ
り
得
な
か
っ
た
》

と
し
た
う
え
で
、
《
「
寺
山
亡
き
後
の
寺
山
演
劇
」
で
あ
る
こ
と
を
、
観
客
に
向
か

っ
て
鮮
や
か
に
示
す
先
制
パ
ン
チ
》
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
い

る
（1

3

）

。
し
か
し
、
樋

口
の
評
価
は
、
裏
を
返
せ
ば
再
演
へ
の
痛
烈
な
批
判
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
再

演
の
参
加
者
が
観
て
い
る
の
は
も
は
や
市
街
劇
で
は
な
い
の
だ
。
そ
こ
に
あ
る
の

は
「
寺
山
亡
き
後
の
寺
山
演
劇
」
、
寺
山
演
劇
の
面
影
で
あ
る
。
参
加
者
は
街
の
至

る
と
こ
ろ
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
寺
山
風
な
記
号
を
発
見
し
、
演
劇
史
上
有
名
な
〝

あ
の
市
街
劇
〟
を
追
体
験
す
る
。
あ
る
い
は
、
か
つ
て
観
た
〝
あ
の
市
街
劇
〟
を

懐
古
す
る
。
参
加
者
の
念
頭
に
は
常
に
市
街
劇
の
作
り
手
・
寺
山
修
司
の
存
在
が

あ
る
。
乱
暴
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
博
物
館
の
展
示
品
を
眺
め
る
の
と
同

様
の
体
験
な
の
で
あ
る
。 

 

守
安
敏
久
は
、《
今
回
の
幻
想
市
街
劇
『
田
園
に
死
す 

三
沢
篇
』
も
含
め
、
寺

山
没
後
に
行
わ
れ
た
三
度
の
市
街
劇
は
、
い
ず
れ
も
行
政
の
許
可
と
後
援
が
あ
り
、

認
可
に
囲
い
込
ま
れ
た
、
安
全
で
「
平
穏
無
事
」
な
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
上
演
さ
れ

た
も
の
》
で
あ
っ
た
と
し
、《
安
心
し
て
参
加
で
き
る
地
域
イ
ベ
ン
ト
へ
と
後
退
し

て
い

》
（1

4

）

た
と
述
べ
て
い
る
。
守
安
の
指
摘
は
、
か
つ
て
は
ア
ナ
ー
キ
ー
な
ゲ
リ
ラ

活
動
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
は
ず
の
市
街
劇
が
行
政
に
取
り
込
ま
れ
た
こ
と

を
嘆
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
行
政
の
認
可
や
後
援
以
前
の
困
難
が
そ
こ
に
は

横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
市
街
劇
の
再
演
に
遭
遇

し
た
人
々
は
行
政
の
広
報
活
動
に
よ
っ
て
劇
が
い
つ
／
ど
こ
で
お
こ
な
わ
れ
る
か

を
把
握
し
て
お
り
、
そ
れ
が
寺
山
修
司
の
市
街
劇
の
再
演
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
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し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
難
し
さ
だ
。
こ
う
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
市
街
劇
は
単
な

る
イ
ベ
ン
ト
と
化
し
、
市
民
の
《
安
全
地
帯
》
を
解
体
さ
せ
る
機
能
は
失
わ
れ
る
。

劇
中
の
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
は
「
寺
山
修
司
の
劇
の
な
か
で
お
こ
な
わ
れ
る
表
現
」

と
し
て
予
期
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

テ
ラ
ヤ
マ
面
は
、
現
在
で
は
市
街
劇
に
参
加
せ
ず
と
も
三
沢
市
寺
山
修
司
記
念

館
の
グ
ッ
ズ
コ
ー
ナ
ー
で
購
入
可
能
で
あ
る
。
市
街
劇
の
小
道
具
を
土
産
物
と
し

て
買
う
行
為
は
、
虚
構
に
よ
る
現
実
の
侵
食
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
、
ア
イ
コ

ニ
ッ
ク
な
テ
ラ
ヤ
マ
面
に
よ
っ
て
、
寺
山
の
む
き
だ
し
の
思
想
は
加
工
さ
れ
、
歴

史
化
さ
れ
、
虚
構
の
側
に
押
し
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

  
 

 

二 

無
害
化
さ
れ
る
市
街
劇 

  

中
森
明
夫
『
Ｔ
Ｒ
Ｙ
４
８
』
は
『
新
潮
』
二
〇
二
一
年
十
二
月
号
～
二
〇
二
二

年
九
月
号
に
連
載
さ
れ
た
長
篇
小
説
で
あ
る
。
ア
イ
ド
ル
を
夢
見
る
女
子
高
校
生
・

深
井
百
合
子
は
、
あ
る
日
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
「
怪
優
奇
優
侏
儒
巨
人
美
少
女
等
、
ア

イ
ド
ル
大
募
集
!! 

ア
イ
ド
ル
実
験
室
・
Ｔ
Ｒ
Ｙ
４
８
」
と
い
う
告
知
を
目
に
す

る
。
Ｔ
Ｒ
Ｙ
４
８
と
は
、
八
十
五
歳
の
寺
山
修
司
が
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
す
る
ア
イ
ド

ル
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
百
合
子
は
天
才
少
女
・
サ
ブ
コ
の
力
を
借
り
て
オ
ー
デ
ィ

シ
ョ
ン
に
参
加
し
、
念
願
の
ア
イ
ド
ル
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
す
。
し
か
し
、
プ
ロ
デ

ュ
ー
サ
ー
の
寺
山
修
司
は
一
癖
も
二
癖
も
あ
る
お
騒
が
せ
男
で
あ
っ
た
。
Ｔ
Ｒ
Ｙ

４
８
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
は
、
ア
イ
ド
ル
活
動
を
通
し
て
ア
イ
ド
ル
に
つ
い
て
考
え

を
巡
ら
せ
て
い
く
。
そ
の
果
て
に
、
少
女
ア
イ
ド
ル
た
ち
は
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
・

寺
山
修
司
を
相
手
取
り
、
〈
革
命
〉
の
火
ぶ
た
を
切
っ
て
落
と
す
の
だ
っ
た
。 

 

本
作
は
全
十
章
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
各
章
ご
と
に
八
十
五
歳
の
寺
山
を
め
ぐ

る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
描
か
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
は
中
森
が
独
自
に
想
像

し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
な
い
。
本
物
の
（
四
十
七
歳
で
没
し
た
）
寺
山
の
逸
話
を

継
ぎ
あ
わ
せ
て
現
代
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
、
パ
ロ
デ
ィ
な
の
で
あ
る
。 

 

本
書
の
末
尾
に
は
参
考
文
献
一
覧
が
付
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
見
る
と
、

本
作
が
寺
山
に
関
連
す
る
膨
大
な
資
料
を
下
敷
き
に
し
て
書
か
れ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
書
評
で
は
《
も
し
か
し
た
ら
、
こ
の
『
Ｔ
Ｒ
Ｙ
４
８
』
と
い
う
小
説
の
中
身
、

作
者
が
ほ
ん
と
う
に
語
り
た
か
っ
た
の
は
、「
寺
山
修
司
」
と
い
う
人
間
、
彼
が
残

し
た
膨
大
な
こ
と
ば
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い

》
（1

5

）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か

に
そ
の
よ
う
に
疑
い
た
く
な
る
く
ら
い
、
本
書
に
は
数
多
く
の
寺
山
の
言
葉
が
引

用
さ
れ
て
い
る
。
作
中
で
寺
山
が
語
る
理
屈
や
作
品
自
解
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
が
本

物
の
寺
山
が
評
論
や
対
談
で
述
べ
た
言
葉
の
一
部
を
改
変
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
て
呼
び
出
さ
れ
た
《
六
〇
年
代
の
遺
物
・
寺
山
修
司

》
（1

6

）

は
、
ア
イ
ド
ル

グ
ル
ー
プ
を
立
ち
あ
げ
る
こ
と
で
現
代
日
本
に
お
け
る
消
費
社
会
の
権
力
構
造
の

転
覆
＝
〈
革
命
〉
を
試
み
る
。
し
か
し
、
そ
の
試
み
は
こ
と
ご
と
く
挫
折
す
る
。

『
Ｔ
Ｒ
Ｙ
４
８
』
で
は
、
寺
山
演
劇
が
現
代
に
お
い
て
革
新
性
の
き
ら
め
き
を
失

う
さ
ま
が
極
め
て
戯
画
化
さ
れ
た
形
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。
八
十
五
歳
の
寺
山
の

失
速
の
原
因
は
、《
寺
山
さ
ん
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
、
ま
っ
た
く
更
新
さ
れ
て
い
な
い

》
（1

7

）

こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
九
六
〇
年
代
の
演
劇
理
論
を
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
現

代
に
移
植
す
る
（
再
現
す
る
）
こ
と
の
限
界
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 
で
は
、
寺
山
演
劇
を
無
力
化
す
る
〝
現
代
〟
と
は
、
ど
の
よ
う
な
時
代
な
の
だ

ろ
う
か
。
寺
山
演
劇
の
今
日
的
な
価
値
を
語
る
次
の
よ
う
な
台
詞
が
あ
る
。 

 
 

サ
ブ
コ
は
、
た
め
息
を
つ
い
た
。 

「…
…

今
と
な
っ
て
は
、
ど
う
で
し
ょ
う
？ 

行
き
先
を
告
げ
ず
、
観
客
を
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連
れ
去
る
劇…

…

な
～
ん
て
の
は
、
ミ
ス
テ
リ
ー
ツ
ア
ー
と
称
し
て
現
在
で

は
旅
行
会
社
の
目
玉
企
画
に
な
っ
て
い
ま
す
。
劇
場
の
出
入
口
を
封
じ
た
り
、

壁
が
あ
ち
こ
ち
に
降
り
て
き
て
、
迷
路
化
し
て
、
観
客
が
逃
げ
ら
れ
な
く
な

る
劇…

…
な
～
ん
て
の
も
、
リ
ア
ル
脱
出
ゲ
ー
ム
と
題
す
る
人
気
イ
ベ
ン
ト

と
し
て
大
流
行
し
て
い
る
。
寺
山
さ
ん
の
か
つ
て
の
前
衛
的
な
実
験
劇
も
、

今
じ
ゃ
す
っ
か
り
無
害
化
さ
れ
、
商
業
化
さ
れ
た
、
お
子
様
向
け
の
ア
ト
ラ

ク
シ
ョ
ン
と
成
り
果
て
た
ん
で
す
ね
。
天
井
桟
敷
の
活
動
休
止
後
、
近
年
で

は
寺
山
さ
ん
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
舞
台
を
移
し
て
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
劇
、
イ

ン
ス
タ
グ
ラ
ム
劇
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
劇…

…

等
々
、
独
自
の
実
験
劇
を
仕
掛
け
て

も
い
ま
す
。
正
体
不
明
の
匿
名
ア
カ
ウ
ン
ト
を
い
っ
ぱ
い
作
り
、
偽
情
報
を

拡
散
し
た
り
、
人
と
人
を
盛
ん
に
出
会
わ
せ
た
り…
…

。
け
ど
、
そ
れ
も
虚

構
新
聞
の
亜
流
か
、
新
種
の
マ
ッ
チ
ン
グ
ア
プ
リ
と
し
て
プ
チ
炎
上
し
、
失

笑
さ
れ
て
い
る
始
末
で
す

」
（1

8

） 
  

こ
こ
で
サ
ブ
コ
は
、
寺
山
の
実
験
演
劇
を
ミ
ス
テ
リ
ー
ツ
ア
ー
や
リ
ア
ル
脱
出

ゲ
ー
ム
な
ど
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
並
べ
て
い
る
。
ま
た
、
八
十
五
歳
の
寺
山
が

仕
掛
け
た
と
さ
れ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
演
劇
も
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
よ
く
見
か
け

ら
れ
る
デ
マ
情
報
や
出
会
い
系
ア
プ
リ
と
大
差
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。《
テ
ラ
ヤ

マ
の
方
法
論
が
、
い
ま
は
消
費
文
化
の
先
端
で
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
的
に
消
化
さ

れ
（1

9

）

》
、
無
害
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

サ
ブ
コ
の
批
評
を
受
け
て
、
寺
山
は
〈
革
命
〉
の
最
終
兵
器
と
し
て
市
街
劇
「
ア

イ
ド
ル
・
ノ
ッ
ク
」
の
上
演
を
決
定
す
る
。
上
演
は
十
時
間
に
及
び
、
マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
・
松
本
が
逮
捕
さ
れ
る
こ
と
で
幕
を
下
ろ
す
。
寺
山
を
含
め
た
メ
ン
バ
ー
は

《
今
度
ば
か
り
は
さ
す
が
に
「
無
害
化
さ
れ
た
」
と
か
「
安
全
に
消
費
さ
れ
た
」

と
か
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
だ
ろ
う

》
（2

0

）

と
興
奮
す
る
が
、
報
道
記
事
の
見
出
し
を
見

て
愕
然
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、《
に
せ
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
騒
動
!?
》
や
《
ポ

ケ
モ
ン
Ｇ
Ｏ
か
ら
テ
ラ
ヤ
マ
Ｇ
Ｏ
へ
!!
》
と
い
っ
た
、
平
穏
無
事
な
言
葉
が
並
ん

で
い
た
。《
寺
山
さ
ん
の
演
劇
で
も
っ
と
も
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
》
市
街
劇
「
ノ

ッ
ク
」
で
す
ら
、
極
め
て
商
業
主
義
的
な
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
イ
ベ
ン
ト
や
ゲ
ー
ム
の
文

脈
に
接
続
さ
れ
、
消
費
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
だ
。 

 

極
め
つ
け
に
、
市
街
劇
は
《
街
お
こ
し
》
と
し
て
ラ
ベ
リ
ン
グ
さ
れ
る
。 

 

〈…
…

先
頃
、
東
京
の
中
野
・
杉
並
で
突
発
的
に
行
わ
れ
た
少
女
た
ち
の
路

上
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
。
警
察
隊
が
出
動
し
、
逮
捕
者
も
出
て
、
事
件
化
し
て

い
る
。（
中
略
）
無
許
可
で
は
あ
る
も
の
の
、
少
子
高
齢
化
が
問
題
視
さ
れ
る

現
代
の
都
会
を
「
に
ぎ
や
か
に
」
し
よ
う
と
若
い
世
代
が
、
い
わ
ゆ
る
〝
街

お
こ
し
〟
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
貢
献
し
た
も
の―

―

と
し
て
地
域
住
民
ら
に
支

持
の
声
が
広
が
っ
て
い
る
。「
面
白
か
っ
た
」「
元
気
が
出
た
」「
楽
し
い
、
お

か
げ
で
寿
命
が
延
び
ま
し
た
！
」
と
破
顔
一
笑
の
地
元
の
お
年
寄
り
た
ち
。

こ
の
社
会
貢
献
活
動
に
対
し
て
、
杉
並
区
・
中
野
区
で
は…

…

〉
（2

1

） 
  

市
街
で
上
演
を
お
こ
な
う
と
い
う
市
街
劇
の
〝
空
間
性
〟
が
〝
地
域
性
〟
に
す

り
か
え
ら
れ
て
地
域
活
性
化
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
回
収
さ
れ
る
と
い
う
展
開
は
、
い

か
に
も
現
代
日
本
で
起
こ
り
そ
う
な
話
だ
。
ち
な
み
に
現
実
の
「
青
森
篇
」「
松
山

篇
」「
三
沢
篇
」
も
、「
日
本
文
化
デ
ザ
イ
ン
会
議'98

 

青
森
（
秋
）
」「
ま
つ
や
ま

Ｅ
Ｐ
Ｏ
Ｘ
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
な
ど
の
地
域
振
興
事
業
の
一
環
、
ま
た
は
寺
山
修
司
記

念
館
の
周
年
記
念
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、

市
街
劇
の
再
演
は
街
お
こ
し
に
一
役
買
っ
て
い
る
の
だ
。 
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寺
山
は
（
本
物
の
寺
山
も
小
説
の
寺
山
も
）
、
市
街
劇
を
仕
掛
け
る
こ
と
で
消
費

社
会
を
撃
と
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
市
街
劇
の
ム
ー
ド
と
と
り
わ
け
相
性
が

よ
か
っ
た
の
は
、
寺
山
が
撃
ち
損
な
っ
た
消
費
社
会
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

  
 

 

三 
撮
影
す
る
と
い
う
体
験 

  

再
演
な
ら
で
は
の
新
た
な
課
題
を
も
う
一
つ
挙
げ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
再

演
で
は
多
く
の
参
加
者
が
何
か
し
ら
の
撮
影
機
器
を
構
え
な
が
ら
観
劇
を
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
は
、
市
街
劇
は
カ
メ
ラ
越
し
に
観
ら
れ
る
こ
と
で
そ

の
効
力
を
失
っ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
、
カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
は
向
け
る―

向
け
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
る
者―

見
ら
れ
る
者
の
権
力
関
係
を
構
築
す
る
か
ら
で
あ

る
。
ス
ー
ザ
ン
・
ソ
ン
タ
グ
（Susan Sontag
）
は
、
写
真
文
化
に
つ
い
て
考
察

し
た
批
評
「
プ
ラ
ト
ン
の
洞
窟
で
」（Sontag, S.(1977). In Plato's Cave, On 

Photography. N
ew

 York: D
elta Books

）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 
 

一
枚
の
写
真
は
た
ん
に
写
真
家
が
ひ
と
つ
の
事
件
に
遭
遇
し
た
結
果
な
の

で
は
な
い
。
写
真
を
撮
る
こ
と
自
体
が
ひ
と
つ
の
事
件
で
あ
り
、
し
か
も
つ

ね
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
干
渉
し
た
り
、
侵
し
た
り
、
無
視
し
た
り
す
る

絶
対
的
権
利
を
も
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。（
中
略
）
ほ
ん
も
の
の
人
間
が
そ

こ
に
い
て
自
殺
し
た
り
、
べ
つ
の
ほ
ん
も
の
の
人
間
を
殺
し
た
り
し
て
い
る

あ
い
だ
に
、
写
真
家
は
自
分
の
カ
メ
ラ
の
う
し
ろ
に
い
て
、
も
う
ひ
と
つ
の

世
界―

―

私
た
ち
み
ん
な
よ
り
も
長
続
き
す
る
と
宣
言
し
て
い
る
映
像
世
界

―
―

の
小
片
を
つ
く
っ
て
い
る
の
だ

。
（2

2

） 
 

 

こ
の
引
用
の
す
こ
し
後
で
、
ソ
ン
タ
グ
は
写
真
を
撮
影
す
る
こ
と
を
《
進
行
中

の
も
の
は
な
ん
で
あ
ろ
う
と
そ
の
ま
ま
起
こ
り
続
け
る
よ
う
に
奨
励
す
る
方
法
》

と
呼
ん
で
い
る
。
《
介
入
す
る
人
間
は
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
》
ず
、
《
記
録
し
て

い
る
人
間
は
介
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
》
か
ら
で
あ

る
（2

3

）

。
つ
ま
り
、
撮
影
者
は

《
自
分
の
カ
メ
ラ
の
う
し
ろ
》
に
隠
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
《
ほ
ん
も
の
の
人
間
》

と
の
間
に
壁
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
カ
メ
ラ
は
持
ち
運
べ
る
サ
イ
ズ
の
〈
第

四
の
壁
〉
な
の
で
あ
る
。 

 

な
ら
ば
、
市
街
劇
の
上
演
時
に
は
撮
影
を
全
面
禁
止
に
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う

か
。
そ
う
し
た
方
法
も
あ
る
に
は
あ
る
が
、
劇
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知

ら
な
い
市
民
を
も
巻
き
込
ん
で
《
出
会
い
》
を
組
織
す
る
こ
と
が
市
街
劇
の
目
的

で
あ
る
の
な
ら
ば
、
珍
し
い
も
の
に
は
カ
メ
ラ
を
向
け
る
と
い
う
人
々
の
リ
ア
ク

シ
ョ
ン
を
抑
圧
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
々
に
撮
影
さ
れ
、
複
製
さ
れ
、
Ｓ
Ｎ

Ｓ
に
投
稿
さ
れ
る
こ
と
す
ら
も
劇
の
構
造
に
組
み
込
ん
だ
新
し
い
市
街
劇
の
理
念

が
構
想
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

 

カ
オ
ス*

ラ
ウ
ン
ジ
に
よ
る
市
街
劇
は
、
そ
う
し
た
今
日
的
な
要
求
に
応
え
る
も

の
で
あ
っ
た
。 

 

カ
オ
ス*

ラ
ウ
ン
ジ
の
市
街
劇
制
作
は
二
〇
一
一
年
の
「
カ
オ
ス*

イ
グ
ザ
イ

ル
（2

4

）

」

に
は
じ
ま
る
。
明
確
に
寺
山
の
市
街
劇
と
の
接
点
が
示
さ
れ
た
の
は
、
福
島
県
い

わ
き
市
で
開
催
さ
れ
た
連
作
市
街
劇
「
怒
り
の
日
」
（
二
〇
一
五
年
九
月
十
九
日

～
十
月
四
日
）
、
「
地
獄
の
門
」
（
二
〇
一
六
年
九
月
十
七
日
～
十
月
十
日
）
、

「
百
五
〇
年
の
孤
独
」
（
二
〇
一
七
年
十
二
月
二
十
八
日
～
二
〇
一
八
年
一
月
二

十
八
日
）
に
お
い
て
で
あ

る
（2

5

）

。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
東
日
本
大
震
災
を
テ
ー
マ
と

し
て
い
わ
き
市
の
歴
史
と
伝
承
を
題
材
に
制
作
さ
れ
て
お
り
、
現
在
の
街
並
み
に

過
去
や
未
来
を
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
る
こ
と
を
試
み
る
も
の
で
あ
っ
た
。 
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黒
瀬
さ
ん
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
寺
山
修
司
の
「
市
街
劇
」
は
、
ど
ん
な
部
分

が
共
通
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

黒
瀬
：
寺
山
が
１
９
７
０
年
代
初
頭
に
編
み
出
し
た
「
市
街
劇
」
は
、
想
像

力
に
よ
っ
て
歴
史
を
書
き
換
え
る
、
現
実
を
再
組
織
化
す
る
、
と
宣
言
し
て

い
ま
し
た
。
突
然
、
現
実
の
街
頭
で
同
時
多
発
的
に
起
こ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
、
ま
る
で
「
Ａ
Ｒ
（
拡
張
現
実
）
」
の
よ
う

に
別
の
レ
イ
ヤ
ー
が
重
ね
合
わ
さ
れ
、
想
像
力
に
よ
っ
て
現
実
が
書
き
換
え

ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
現
実
否
定
の
モ
メ
ン
ト
」
か
ら
始
ま
っ
た
表
現
の
一
形

式
だ
と
思
っ
た
ん
で
す

。
（2

6

） 
  

黒
瀬
は
こ
こ
で
、
寺
山
の
市
街
劇
を
ア
グ
メ
ン
テ
ィ
ッ
ド
・
リ
ア
リ
テ
ィ
（A-

ugm
ented Reality

）
に
喩
え
て
い
る
。
Ａ
Ｒ
と
は
ゴ
ー
グ
ル
な
ど
の
デ
バ
イ
ス

を
通
じ
て
現
実
の
景
色
に
情
報
を
付
け
加
え
、
現
実
認
識
を
拡
張
す
る
技
術
の
こ

と
で
あ

る
（2

7

）

。
『
Ｔ
Ｒ
Ｙ
４
８
』
で
言
及
が
あ
っ
た
「
ポ
ケ
モ
ン
Ｇ

Ｏ
（2

8

）

」
に
も
用

い
ら
れ
て
い
る
。
Ａ
Ｒ
技
術
を
用
い
た
コ
ン
テ
ン
ツ
で
は
、
ユ
ー
ザ
ー
は
現
実
の

風
景
に
カ
メ
ラ
を
向
け
る
こ
と
で
虚
構
の
世
界
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
撮
影
す

る
と
い
う
体
験
を
介
し
て
は
じ
め
て
鑑
賞
体
験
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。 

 

念
の
た
め
断
っ
て
お
く
と
、
カ
オ
ス*

ラ
ウ
ン
ジ
の
市
街
劇
に
お
い
て
Ａ
Ｒ
技
術

が
用
い
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
黒
瀬
の
言
葉
は
あ
く
ま
で
比
喩
で
あ
る
。
だ
が
、

黒
瀬
に
よ
る
市
街
劇
理
念
の
読
み
か
え
は
、
情
報
技
術
が
発
達
し
た
現
代
に
市
街

劇
が
適
応
す
る
術
を
示
し
て
い
る
。 

 

黒
瀬
が
解
釈
す
る
市
街
劇
で
は
、
現
実
と
虚
構
は
は
じ
め
か
ら
同
一
平
面
上
に

あ
る
。
参
加
者
は
眼
鏡
を
か
け
た
り
外
し
た
り
す
る
よ
う
な
気
軽
さ
で
二
つ
の
次

元
を
自
在
に
行
き
来
で
き
る
。
寺
山
の
理
念
で
は
、
市
街
劇
と
は
現
実
に
虚
構
を

割
り
込
ま
せ
る
こ
と
で
市
民
に
《
シ
ョ
ッ
ク
療
法
》
を
施
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
市
街
劇
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
性
が
イ
ベ
ン
ト
性
と
し
て
消
費
さ
れ
て
し
ま
う

現
代
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
シ
ョ
ッ
ク
は
最
小
限
に
と
ど
め
、
現
実
と
虚
構
を
融

合
さ
せ
る
作
業
を
参
加
者
の
手
に
委
ね
た
ほ
う
が
効
果
的
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 
 

カ
オ
ス*

ラ
ウ
ン
ジ
は
そ
う
し
た
新
し
い
解
釈
に
基
づ
く
市
街
劇
を
、
参
加
者
が

持
つ
カ
メ
ラ
に
よ
っ
て
巧
み
に
作
り
あ
げ
て
い
る
。
「
怒
り
の
日
」
で
参
加
者
に

配
布
さ
れ
た
地
図
の
隅
に
は
《
※
展
示
会
場
・
作
品
の
写
真
撮
影
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
へ
の

投
稿
は
Ｏ
Ｋ
で
す
》《Tw

eet

し
よ
う 

ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ 

＃
怒
り
の
日
》
と
書
か

れ
て
い
る
。
撮
影
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
へ
の
投
稿
が
許
可
さ
れ
て
い
る
理
由
の
一
つ
に
は
、

も
ち
ろ
ん
宣
伝
効
果
に
対
す
る
期
待
が
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
市
街
を
撮
影
す
る

と
い
う
ま
さ
に
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
現
実
と
虚
構
が
二
重
写
し
に
さ
れ
て
い
る
こ

と
の
意
味
は
見
逃
せ
な
い
。 

 

市
街
劇
の
参
加
者
が
い
わ
き
市
の
風
景
を
撮
影
す
る
と
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

撮
影
者
の
手
元
に
は
写
真
が
残
る
。
そ
の
写
真
は
、
あ
る
と
き
被
災
地
・
い
わ
き

市
で
市
街
劇
が
お
こ
な
わ
れ
、
撮
影
者
は
そ
れ
に
参
加
し
た
と
い
う
二
つ
の
事
実

の
証
明
に
な
る
。
す
る
と
、
そ
の
写
真
は
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
（Roland Barthes

）

が
定
め
る
写
真
の
ノ
エ
マ
、
《
そ
れ
は

、
、
、
＝
か
つ
て

、
、
、
＝
あ
っ
た

、
、
、
》

（2
9

）

を
二
通
り
の
意
味

で
実
践
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
市
街
劇
が
か
つ
て
お
こ
な
わ
れ
た
」
と
い
う
意
味

と
、
「
被
災
地
・
い
わ
き
市
を
か
つ
て
訪
れ
た
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
。
こ
れ

ら
の
意
味
が
重
な
り
あ
い
つ
つ
立
ち
あ
が
る
と
き
、
撮
影
者
は
第
三
の
意
味
で
あ

る
「
被
災
地

、
、
、
で
は
な
い

、
、
、
、
い
わ
き
市
が
か
つ
て
あ
っ
た
が
（
震
災
が
起
こ
ら
な
け
れ

ば
い
ま
も
あ
る
は
ず
だ
っ
た
が
）
、
そ
こ
を
訪
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」
を

体
験
す
る
。
撮
影
者
の
想
像
力
に
よ
っ
て
、
現
在
の
い
わ
き
市
に
過
去
の
い
わ
き
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市
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
の
で
あ
る
。 

 
し
か
し
、
被
災
地

、
、
、
で
は
な
い

、
、
、
、
い
わ
き
市
は
架
空
の
場
所
で
あ
る
し
、
そ
の
場
所

で
は
撮
影
者
が
体
験
し
た
よ
う
な
市
街
劇
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。

市
街
劇
の
写
真
は
、
震
災
が
起
こ
り
、
い
わ
き
市
が
被
災
地
に
な
っ
た
と
い
う
事

実
の
否
定
し
が
た
い
証
拠
な
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
撮
影
者
が
《
＃
怒
り
の
日
》
と

い
う
タ
グ
と
と
も
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
写
真
を
投
稿
す
る
と
き
、
そ
れ
は
被
災
地
の
エ
ン

パ
ワ
メ
ン
ト
に
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
政
府
の
空
転
状
態
の
復
興
事
業
へ
の
怒
り

を
示
す
ア
ク
シ
ョ
ン
に
も
な
っ
て
い
る
。 

  
 

 

四 

市
街
劇
を
更
新
す
る 

  

「
青
森
篇
」
か
ら
は
じ
ま
る
三
つ
の
市
街
劇
の
再
演
が
《
安
心
し
て
参
加
で
き

る
地
域
イ
ベ
ン
ト
へ
と
後
退
し
て
い
》
た
と
述
べ
た
守
安
敏
久
は
、
《
と
は
い
え
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
過
度
な
尊
重
と
秩
序
倫
理
が
よ
り
厳
し
く
求
め
ら
れ
る
現
代
に

お
い
て
》《
市
民
秩
序
に
「
異
物
」
と
し
て
踏
み
込
み
、
混
乱
と
不
安
を
呼
び
込
む

挑
発
の
危
う
さ
》
を
持
っ
た
市
街
劇
を
求
め
る
こ
と
は
《
「
無
い
物
ね
だ
り
」
な
の

か
も
し
れ
な
い

》
（3

0

）

と
も
語
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
現
代
の
日
本
社
会
に
お
い
て
テ

ロ
ル
の
よ
う
な
市
街
劇
を
作
る
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
。
商
業
性
を
完
全
に
排

す
る
こ
と
も
ま
た
困
難
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
社
会
状
況
と
折
り
合
い
を
つ
け
な
が

ら
市
街
劇
を
延
命
さ
せ
る
の
に
は
な
に
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。 

 

カ
オ
ス*

ラ
ウ
ン
ジ
の
連
作
市
街
劇
に
お
い
て
、
福
島
県
と
い
う
場
は
作
品
を
今

日
的
な
文
脈
に
接
続
す
る
た
め
の
柱
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
市
街
劇
と
い
う
イ

ベ
ン
ト
は
復
興
中
の
町
に
観
光
客
を
呼
び
込
ん
だ
。
そ
う
し
た
側
面
を
見
れ
ば
、

こ
れ
ら
は
街
お
こ
し
の
文
脈
で
意
味
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
フ
ク
シ

マ
を
記
憶
す
る
た
め
に
市
街
劇
の
形
式
を
用
い
る
と
い
う
試
み
は
、
そ
の
空
間
で

市
街
劇
が
お
こ
な
わ
れ
る
必
然
を
形
作
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
寺
山
は
「
な
ぜ
こ

の
場
所
で
市
街
劇
を
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
視
点
は
さ

ほ
ど
重
要
視
し
て
い
な
か
っ
た

。
（3

1

） 
 

以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
寺
山
の
市
街
劇
論
を
読
ん
で
み
る
と
、
そ
こ
で

は
理
念
や
方
法
と
い
っ
た
面
ば
か
り
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か

さ
れ
る
。
寺
山
が
述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
市
街
」
と
は
明
ら
か
に
東
京
都
の
市
街
な

の
で
あ
る
が
、
寺
山
が
「
東
京
都
の
市
街
」
や
「
阿
佐
ヶ
谷
の
市
民
」
な
ど
と
名

指
す
こ
と
は
な
い
。
市
街
を
劇
場
に
す
る
以
上
、
劇
場
空
間
が
有
す
る
文
脈
を
無

視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。 

 

市
街
劇
の
理
念
は
、
空
間
が
持
つ
文
脈
を
排
除
す
る
こ
と
で
普
遍
性
を
獲
得
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
ロ
ジ
ッ
ク
偏
重
の
市
街
劇
理
念
は
「
寺
山
修
司
が
今
生
き
て

い
た
と
し
た
ら
」
と
い
う
甘
い
空
想
と
と
も
に
強
化
さ
れ
て
き
た
。
西
堂
行
人
と

九
條
今
日
子
の
対
談
に
象
徴
的
な
く
だ
り
が
あ
る
。 

 
 

Ｎ―
―

も
し
寺
山
さ
ん
が
生
き
て
い
ら
し
た
ら
七
〇
歳
に
な
る
わ
け
で
す

け
ど
、
八
〇
年
代
以
降
の
激
変
す
る
メ
デ
ィ
ア
状
況
を
ど
う
演
劇
に
取
り
込

ん
だ
だ
ろ
う
か
、
新
し
も
の
好
き
の
寺
山
さ
ん
だ
か
ら
、
ど
ん
な
こ
と
を
や

っ
て
い
た
か
と
興
味
が
尽
き
ま
せ
ん
。 

九
條 

（
中
略
）
亡
く
な
る
直
前
に
、「
も
う
一
回
市
街
劇
を
や
り
た
い
」
と

言
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
ん
な
疲
れ
る
こ
と
は
真
っ
平
と
思
っ
て
い
た
け

ど
、
今
だ
っ
た
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
配
信
で
い
く
ら
で
も
や
れ
て
し
ま
い

ま
す
ね
。
ア
ラ
バ
ー
ル
と
ネ
ッ
ト
上
で
将
棋
や
チ
ェ
ス
を
や
っ
た
り
と
か
。

遊
び
道
具
が
と
に
か
く
あ
り
す
ぎ
て
、
も
う
何
を
や
っ
て
い
た
か
考
え
た
く
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な
い
（
笑
）

。
（3

2

） 
  

西
堂
の
《
八
〇
年
代
以
降
の
激
変
す
る
メ
デ
ィ
ア
状
況
を
ど
う
演
劇
に
取
り
込

ん
だ
だ
ろ
う
か
》
と
い
う
質
問
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
代
に
お
け
る
市
街
劇

の
発
展
可
能
性
が
議
論
さ
れ
る
際
に
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
更
新
が
主
に
論
じ
ら

れ
て
き
た
。
質
問
に
対
し
て
、
九
條
は
《
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
配
信
》
に
よ
っ
て

市
街
劇
が
発
展
し
た
だ
ろ
う
と
答
え
て
い
る
。
し
か
し
、
九
條
が
空
想
す
る
よ
う

な
市
街
劇
を
い
ざ
現
実
に
持
ち
込
め
ば
空
想
ど
お
り
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ

の
こ
と
は
、
中
森
に
よ
る
『
Ｔ
Ｒ
Ｙ
４
８
』
の
思
考
実
験
が
証
明
し
て
い
る
。 

 

で
は
、
更
新
さ
れ
る
べ
き
は
な
に
な
の
か
。 

 

『
Ｔ
Ｒ
Ｙ
４
８
』
の
最
終
章
で
、
寺
山
は
「
白
夜
討
論
」
を
開
催
し
、
Ｔ
Ｒ
Ｙ

４
８
の
精
鋭
メ
ン
バ
ー
七
人
と
討
議
す
る
。
そ
こ
で
サ
ブ
コ
は
、
市
街
劇
に
よ
る

〈
革
命
〉
の
失
敗
を
ふ
り
か
え
っ
て
、《
寺
山
の
提
案
す
る
ア
イ
ド
ル
・
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
は
、
挑
発
的
で
、
ハ
ッ
と
す
る
ほ
ど
面
白
い
け
ど…

…
ど
こ
か
子
供
の
イ

タ
ズ
ラ
め
い
た
と
こ
が
あ
る
よ
な
あ
》
と
思
っ
た
こ
と
を
告
白
す
る
。 

 
 

サ
ブ
コ
は
く
や
し
そ
う
に
く
ち
び
る
を
噛
む
。 

「
何
が
い
け
な
か
っ
た
の
か
？ 

ど
こ
で
間
違
え
た
ん
だ
ろ
う
？ 

寺
山
修

司
の
思
想
を
、
ア
イ
ド
ル
と
し
て
具
現
化
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
Ｔ
Ｒ
Ｙ
４
８

だ
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し…

…

。
大
人
／
子
供
の
権
力
関
係
で
は
捉
え
ら

れ
な
い
、
寺
山
思
想
に
欠
け
る
も
の
、
絶
対
的
に
抜
け
落
ち
て
い
る
も
の
が

あ
る
。
何
だ
？ 

何
だ
？ 

何
だ
？
」 

（
中
略
） 

「
あ
あ
、
そ
う
か
、
そ
う
だ
っ
た
の
か
！ 

う
ん
、
そ
れ
は…

…

男
／
女
の

権
力
関
係
で
は
な
い
の
か
？ 

寺
山
さ
ん
は
男
で
、
わ
た
し
た
ち
は
女
だ
。

そ
う
し
て
、
男
性
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
に
支
配
さ
れ
る
少
女
ア
イ
ド
ル
と
し
て

隷
属
し
て
い
る
。
圧
倒
的
に
非
対
称
な
こ
の
関
係…

…

ま
ず
、
そ
れ
を
突
き

崩
す
こ
と
。
そ
う
だ
、
そ
う
な
ん
だ
、
〝
オ
ト
ナ
狩
り
〟
な
ら
ぬ
、
〝
オ
ト

コ
狩
り
〟…

…

い
や
、
〝
テ
ラ
ヤ
マ
狩
り
〟
だ
!!
」

（3
3

） 
  

サ
ブ
コ
は
《
寺
山
思
想
に
欠
け
る
も
の
》
が
《
男
／
女
の
権
力
関
係
》
だ
と
確

信
し
、
寺
山
を
相
手
取
っ
て
《
ど
ろ
り
と
真
っ
赤
な
経
血
の
女
た
ち
に
よ
る
革
命

の
邪
悪
な
夢
》
を
開
始
す
る
。
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
は
、
寺
山
の
ラ
ジ
オ
ド
ラ

マ
「
大
人
狩
り

」
（3

4

）

の
オ
マ
ー
ジ
ュ
に
な
っ
て
い
る
。「
大
人
狩
り
」
は
、《
も
う
我

慢
な
ら
な
い
》
と
決
起
し
た
東
京
全
土
の
子
ど
も
た
ち
が
大
人
を
狩
る
と
い
う
物

語
で
あ
る
。
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
大
人
狩
り
の
指
導
者
で
あ
っ
た
〈
子
供
１
〉

が
髭
を
生
や
し
た
大
人
に
な
っ
て
し
ま
う
場
面
で
終
わ
る
。 

 

『
Ｔ
Ｒ
Ｙ
４
８
』
の
寺
山
は
、
六
〇
年
代
に
は
演
劇
と
い
う
〈
革
命
〉
に
よ
っ

て
権
威
の
転
覆
を
図
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
時
を
経
て
寺
山
自
身
が
ア
イ
ド
ル
を

支
配
す
る
権
力
者
と
な
り
、
彼
が
虐
げ
た
少
女
た
ち
に
よ
っ
て
〈
革
命
〉
さ
れ
る
。

権
力
構
造
の
転
覆
と
い
う
運
動
は
繰
り
返
さ
れ
な
が
ら
、〈
革
命
〉
の
対
象
は
時
代

や
社
会
の
状
況
に
あ
わ
せ
て
変
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
手
段
を
受
け
継
ぎ
、

目
的
は
更
新
す
る
。
そ
れ
が
『
Ｔ
Ｒ
Ｙ
４
８
』
の
提
案
す
る
市
街
劇
の
生
存
戦
略

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

以
上
の
よ
う
な
生
存
戦
略
は
、
先
に
見
た
カ
オ
ス*

ラ
ウ
ン
ジ
の
例
に
も
取
り
入

れ
ら
れ
て
い
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
カ
オ
ス*

ラ
ウ
ン
ジ
の
市
街
劇
は
鑑
賞
時

に
喚
起
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
変
え
た
こ
と
で
現
代
に
適
応
し
た
。『
Ｔ
Ｒ
Ｙ
４
８
』

も
ま
た
、「
大
人
狩
り
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
借
り
つ
つ
、
狩
り
の
目
標
を
《
オ
ト
ナ
》
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か
ら
《
テ
ラ
ヤ
マ
》
に
変
更
し
た
こ
と
で
批
評
性
を
獲
得
し
た
。
こ
れ
ら
の
ア
ダ

プ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
一
考
に
値
す
る
理
由
は
、
そ
こ
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
ず
ら
し

が
〝
現
代
〟
を
う
ま
く
捉
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

  
 

 

ま
と
め 

  

市
街
劇
に
限
ら
ず
、
寺
山
演
劇
の
再
演
を
評
価
す
る
際
の
基
準
を
ひ
と
言
で
表

す
と
次
の
よ
う
に
な
る―

―
寺
山
が
遺
し
た
理
念
や
方
法
を
、
現
代
の
文
脈
に
い

か
に
適
用
し
て
い
る
か
。
こ
の
評
価
軸
を
も
と
に
分
析
／
考
察
を
お
こ
な
う
際
に

は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
〝
現
代
〟
を
ど
の
よ
う
な
時
代
と
し
て
捉
え
る
か
が

問
題
に
な
る
。
ま
た
、
再
演
が
い
か
な
る
〝
文
脈
〟
に
接
続
さ
れ
て
い
る
か
を
慎

重
に
解
釈
す
る
必
要
も
あ
ろ
う
。
再
演
の
作
り
手
は
誰
か
。
再
演
さ
れ
た
場
所
は

ど
こ
か
。
い
つ
上
演
さ
れ
た
の
か…

…

等
々
、
作
品
を
取
り
ま
く
あ
ら
ゆ
る
文
脈

が
む
き
だ
し
に
さ
れ
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
の
で
あ
る
。 

 

本
稿
で
は
『
Ｔ
Ｒ
Ｙ
４
８
』
を
分
析
の
補
助
線
と
し
て
、
元
・
天
井
桟
敷
関
係

者
に
よ
る
市
街
劇
の
再
演
と
、
カ
オ
ス*

ラ
ウ
ン
ジ
に
よ
る
市
街
劇
の
ア
ダ
プ
テ
ー

シ
ョ
ン
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
再
演
の
分
析
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
寺
山
生

前
の
上
演
を
反
復
す
る
だ
け
で
は
、
単
に
観
客
の
懐
古
趣
味
を
く
す
ぐ
る
の
に
終

始
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
だ
。
カ
オ
ス*

ラ
ウ
ン
ジ
の
市
街
劇
が
成
功
を
収
め
た

の
は
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
導
入
し
た
か
ら
で
は
な
く
、
市
街
劇
を
お
こ
な
う

場
が
持
つ
文
脈
を
充
分
に
検
討
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
営
み
は
《
寺
山
思
想
に

欠
け
る
も
の
》
を
埋
め
る
作
業
で
あ
る
と
同
時
に
、
寺
山
が
考
案
し
た
ロ
ジ
ッ
ク

の
強
度
を
試
す
実
験
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

 

最
後
に
、
カ
オ
ス*

ラ
ウ
ン
ジ
の
作
品
を
評
価
す
る
う
え
で
、
一
つ
言
及
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
文
脈
が
あ
る
。 

 

二
〇
二
〇
年
八
月
一
日
、
藤
城
嘘
が
代
表
を
務
め
る
合
同
会
社
カ
オ
ス
ラ
の
元

社
員
の
女
性
が
「note

」
の
記
事
に
お
い
て
黒
瀬
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
行
為
を
告
発
し
た
。
黒
瀬
は
二
〇
二
〇
年
七
月
二
十
四
日
に
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス

に
て
加
害
の
事
実
を
認
め
て
退
社
し
、
カ
オ
ス*

ラ
ウ
ン
ジ
は
事
実
上
の
活
動
休
止

に
入
っ
た
。
そ
の
後
、
カ
オ
ス*

ラ
ウ
ン
ジ
側
は
《
一
刻
も
早
い
事
態
の
収
束
を
目

指
し
た
た
め
に
社
内
で
混
乱
が
起
き
、
関
係
者
の
心
証
を
優
先
さ
せ
る
形
を
と
っ

て
、
十
分
な
調
査
を
行
わ
な
い
ま
ま
、
不
正
確
な
公
表
を
し
》
た
と
い
う
理
由
で

プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
を
撤
回
。
被
害
者
と
「note

」
を
運
営
す
るnote

株
式
会
社
を

起
訴
し
た
。
東
京
高
等
裁
判
所
に
よ
る
二
〇
二
三
年
八
月
二
十
九
日
の
判
決
で
は

双
方
の
主
張
が
棄
却
と
な
っ
た
が
、
黒
瀬
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
つ

い
て
は
第
一
審
判
決
に
引
き
続
き
事
実
認
定
さ
れ

た
（3

5

）

。 
 

『
Ｔ
Ｒ
Ｙ
４
８
』
が
批
判
し
た
《
男
／
女
の
権
力
関
係
》
は
こ
こ
に
も
影
を
落

と
し
て
い
た
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
観
点
で
寺
山
を
捉
え
直
そ
う
と
し
た
中
森
の

洞
察
は
、
現
代
日
本
が
「
芸
術
表
現
」
と
ラ
ベ
リ
ン
グ
す
る
こ
と
で
存
続
を
許
し

て
き
た
消
費
と
暴
力
の
社
会
構
造
を
た
し
か
に
抉
り
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

注 （
１
）
リ
ン
ダ
・
ハ
ッ
チ
オ
ン
（
辻
麻
子
訳
）『
パ
ロ
デ
ィ
の
理
論
』
未
来
社
、
一
九
九
三
年

三
月
、p.86 

（
２
）
守
安
敏
久
「
寺
山
修
司
の
「
ド
キ
ュ
ラ
マ
」―

―

テ
レ
ビ
・
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
か

ら
市
街
劇
へ
」
（
二
〇
二
一
年
度
日
本
近
代
文
学
会
秋
季
大
会
、
二
〇
二
一
年
十
月

二
十
四
日
開
催
）
で
は
、
市
街
を
〈
劇
場
〉
と
す
る
一
九
六
〇
年
代
の
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
ア
ー
ト
と
し
て
、
土
方
巽
・
大
野
一
雄
・
大
野
慶
人
の
ダ
ン
ス
・
ハ
プ
ニ
ン
グ
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（
一
九
六
一
年
六
月
）
、
ハ
イ
レ
ッ
ド
・
セ
ン
タ
ー
の
「
直
接
行
動
」（
一
九
六
二
年

十
月
、
一
九
六
四
年
十
月
）
、
ゼ
ロ
次
元
の
集
団
「
儀
式
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。 

（
３
）
初
演
は
一
九
九
八
年
十
一
月
一
日
。「
日
本
文
化
デ
ザ
イ
ン
会
議'98

 

青
森
（
秋
）
」

の
た
め
に
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
言
語
：
寺
山
修
司
／
総
指
揮
・
音
楽
：
Ｊ
・

Ａ
・
シ
ー
ザ
ー
／
演
出
：
Ｊ
・
Ａ
・
シ
ー
ザ
ー
、
根
本
豊
、
高
取
英
、
三
上
宥
起
夫
、

森
崎
（
寺
山
）
偏
陸
、
稲
葉
憲
仁
、
さ
す
が
わ
さ
さ
め 

（
４
）
初
演
は
二
〇
〇
八
年
十
一
月
二
十
四
日
。「
ま
つ
や
ま
Ｅ
Ｐ
Ｏ
Ｘ
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
一

環
と
し
て
企
画
さ
れ
た
。
没
後
二
十
五
周
年
記
念
公
演
。
原
作
：
寺
山
修
司
／
新
台

本
：
高
取
英
／
総
指
揮
・
音
楽
：
Ｊ
・
Ａ
・
シ
ー
ザ
ー
／
演
出
：
Ｊ
・
Ａ
・
シ
ー
ザ

ー
、
高
取
英 

（
５
）
高
田
馬
場
、
新
宿
一
帯
で
上
演
さ
れ
た
。
以
下
、
ス
タ
ッ
フ
情
報
。
作
：
寺
山
修
司

／
演
出
：
竹
永
茂
生
／
音
楽
：
Ｊ
・
Ａ
・
シ
ー
ザ
ー
／
制
作
：
九
條
映
子
（
今
日
子
） 

（
６
）
上
演
主
体
は
天
井
桟
敷
で
あ
る
。
一
九
七
一
年
五
月
二
日
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
ナ
ン
シ

ー
市
一
帯
、
同
年
六
月
二
十
二
日
に
は
オ
ラ
ン
ダ
の
ア
ー
ヘ
ム
美
術
館
お
よ
び
ア
ー

ヘ
ム
市
一
帯
（
「
オ
ラ
ン
ダ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
・
ソ
ン
ズ
ピ
ー
ク'71
」
の
一
環
）
、
同

年
九
月
に
は
デ
ン
マ
ー
ク
の
オ
デ
オ
ン
シ
ア
タ
ー
で
再
演
さ
れ
た
。 

（
７
）
初
演
は
二
〇
一
七
年
八
月
六
日
。
寺
山
修
司
記
念
館
二
十
周
年
記
念
特
別
公
演
。
企

画
・
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
：
笹
目
浩
之
／
原
案
・
言
語
：
寺
山
修
司
／
総
指
揮
・
音
楽
：

Ｊ
・
Ａ
・
シ
ー
ザ
ー
／
構
成
：
Ｊ
・
Ａ
・
シ
ー
ザ
ー
、
高
田
恵
篤
／
演
出
：
Ｊ
・
Ａ
・

シ
ー
ザ
ー
、
高
田
恵
篤
、
佐
々
木
英
明
、
増
田
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
、
福
士
正
一
、
森
崎

（
寺
山
）
偏
陸
、
長
谷
川
孝
治 

（
８
）「
三
沢
篇
」
で
は
、
参
加
者
は
受
付
で
地
図
と
面
を
入
手
す
る
。
こ
れ
は
「
青
森
篇
」

「
松
山
篇
」
と
同
じ
参
加
方
法
で
あ
る
。
ま
た
、
プ
ロ
ロ
ー
グ
に
は
「
松
山
篇
」
と

同
じ
演
目
が
採
用
さ
れ
た
ほ
か
、「
青
森
篇
」「
松
山
篇
」
と
共
通
す
る
演
目
「
老
ポ

パ
イ
の
帰
還
」
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
な
ど
も
再
上
演
さ
れ
て
い
る
。 

（
９
）「
青
森
篇
」
と
「
三
沢
篇
」
と
で
は
面
の
デ
ザ
イ
ン
が
異
な
る
。「
松
山
篇
」
で
は
正

岡
子
規
の
顔
が
プ
リ
ン
ト
さ
れ
た
も
の
が
配
布
さ
れ
た
。 

（
10
）「
「
人
力
飛
行
機
ソ
ロ
モ
ン
・
松
山
篇
」
体
験
記
（
１
）
」（
個
人
サ
イ
ト
、
筆
者
不
明
、

掲
載
日
不
明
）http://park8.w

akw
ak.com

/~end/solom
on1.htm

（
最
終
閲
覧

日
：
二
〇
二
三
年
十
月
一
日
） 

（
11
）
「
二
時
と
三
時
に
一
つ
の
動
き
を
」
の
上
演
に
参
加
し
た
際
、
樋
口
は
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
指
示
通
り
に
「
右
手
を
空
に
あ
げ
る
」
と
い
う
動
作
を
し
た
が
、《
ど
う
や
ら
演
目

を
読
ま
な
か
っ
た
人
が
多
い
ら
し
く
、
「
寺
山
お
面
」
を
付
け
た
人
ま
で
が
妙
な
目

つ
き
で
こ
っ
ち
を
見
て
い
》
た
と
い
う
。
こ
の
記
述
か
ら
、
樋
口
が
テ
ラ
ヤ
マ
面
の

有
無
に
よ
っ
て
通
行
人
を
見
分
け
、
面
を
つ
け
た
者
に
対
し
て
劇
の
参
加
者
と
し
て

の
連
帯
感
を
覚
え
て
い
た
と
わ
か
る
。 

（
12
）
寺
山
修
司
『
臓
器
交
換
序
説
』
フ
ァ
ラ
オ
企
画
、
一
九
九
二
年
一
月
、p.130

（
初

刊
：
日
本
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
八
二
年
七
月
） 

（
13
）
樋
口
ヒ
ロ
ユ
キ
『
死
想
の
血
統 

ゴ
シ
ッ
ク
・
ロ
リ
ー
タ
の
系
譜
学
』
前
掲
、p.187 

（
14
）
守
安
敏
久
「
市
街
劇
・
映
画
・
書
物―

―

「
天
井
桟
敷
」
創
立
五
十
周
年
の
寺
山
修

司
」
（
『
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｅ
Ｄ
』
三
十
二
号
、
二
〇
一
八
年
十
一
月
）p.25 

（
15
）
高
橋
源
一
郎
「
ま
た
見
つ
か
っ
た
、
な
に
が
、
寺
山
修
司
が
！
」（
『
波
』
二
〇
二
三

年
二
月
号
）p.10 

（
16
）
中
森
明
夫
『
Ｔ
Ｒ
Ｙ
４
８
』
前
掲
、p.256 

（
17
）
中
森
明
夫
『
Ｔ
Ｒ
Ｙ
４
８
』
前
掲
、p.291 

（
18
）
中
森
明
夫
『
Ｔ
Ｒ
Ｙ
４
８
』
前
掲
、p.228 

（
19
）
今
井
照
容
「
中
森
明
夫
『
Ｔ
Ｒ
Ｙ
４
８
』 

寺
山
修
司
の
「
胡
散
臭
さ
」
を
よ
み
が

え
ら
せ
る
」
（
『
出
版
人
・
広
告
人
』
第
十
一
巻
四
号
、
二
〇
二
三
年
四
月
）p.32 
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（
20
）
中
森
明
夫
『
Ｔ
Ｒ
Ｙ
４
８
』
前
掲
、p.254 

（
21
）
中
森
明
夫
『
Ｔ
Ｒ
Ｙ
４
８
』
前
掲
、p.256-257 

（
22
）
ス
ー
ザ
ン
・
ソ
ン
タ
グ
（
近
藤
耕
人
訳
）
『
写
真
論
』
改
版
版
、
晶
文
社
、
二
〇
一

八
年
四
月
、p.19-20

（
初
版
：
一
九
七
九
年
四
月
） 

（
23
）
ス
ー
ザ
ン
・
ソ
ン
タ
グ
（
近
藤
耕
人
訳
）
『
写
真
論
』
前
掲
、p.21 

（
24
）
会
期
：
二
〇
一
一
年
十
月
二
十
二
日
～
十
一
月
六
日
（
於
・
秋
葉
原
周
辺
）
「
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
・
ト
ー
キ
ョ
ー
２
０
１
１
」
主
催
作
品
／
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
：
黒
瀬
洋
平
、

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
：
梅
沢
和
木
、
藤
城
嘘
ほ
か 

（
25
）
公
式
Ｈ
Ｐ
で
は
各
作
品
は
「
展
示
」
と
解
説
さ
れ
て
お
り
、
厳
密
に
は
「
上
演
」
で

は
な
い
。
し
か
し
、
地
図
を
も
と
に
市
街
を
巡
る
と
い
う
参
加
方
法
は
、
寺
山
の
市

街
劇
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。 

（
26
）
中
島
晴
矢
「
黒
瀬
陽
平
が
語
る
カ
オ
ス*

ラ
ウ
ン
ジ
新
芸
術
祭
。
震
災
後
の
ア
ー
ト

を
問
う
」
（CIN

RA

、
二
〇
一
八
年
五
月
十
四
日
、https://w

w
w.cinra.net/arti

cle/interview
-201805-kuroseyohei 

最
終
閲
覧
日
：
二
〇
二
三
年
十
月
五
日
） 

（
27
）『
広
辞
苑
』
第
七
版
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
一
月
）「
拡
張
現
実
」
を
参
照
し
た
。 

（
28
）
「
ポ
ケ
モ
ン
Ｇ
Ｏ
」
は
二
〇
一
六
年
に
任
天
堂
が
発
表
し
た
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ

リ
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
ユ
ー
ザ
ー
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
介
す
る
こ
と
で
、
架
空
の
生

物
「
ポ
ケ
モ
ン
」
が
現
実
の
市
街
に
現
れ
た
か
の
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
29
）
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
（
花
輪
光
訳
）
『
明
る
い
部
屋 

写
真
に
つ
い
て
の
覚
書
』
み
す

ず
書
房
、
一
九
九
七
年
六
月
（
新
装
版
）
、p.94

（
傍
点
マ
マ
） 

（
30
）
守
安
敏
久
「
市
街
劇
・
映
画
・
書
物―

―

「
天
井
桟
敷
」
創
立
五
十
周
年
の
寺
山
修

司
」
（
『
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｅ
Ｄ
』
三
十
二
号
、
二
〇
一
八
年
十
一
月
）p.25 

（
31
）
天
井
桟
敷
の
舞
台
監
督
を
務
め
て
い
た
浅
井
隆
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
天
井
桟
敷
は

演
劇
と
い
う
よ
り
〝
ロ
ッ
ク
〟
だ
っ
た
」（
『
文
藝
別
冊 

総
特
集 

寺
山
修
司 

い

ま
こ
そ
、
新
た
な
読
者
の
た
め
に
』
増
補
新
版
、
二
〇
一
九
年
六
月
、p.104

）
で
「
ノ

ッ
ク
」
の
上
演
場
所
の
選
定
に
つ
い
て
、《
選
挙
か
何
か
の
デ
ー
タ
や
、
世
帯
の
人
口

と
か
を
分
析
し
て
》《
東
京
の
平
均
的
な
小
市
民
と
い
う
属
性
を
内
包
し
て
い
る
街
》

を
選
ん
だ
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
天
井
桟
敷
が
市
街
劇
の
上
演
場
所
を

選
ぶ
際
に
は
住
民
の
属
性
に
重
き
が
置
か
れ
て
お
り
、
街
が
持
つ
歴
史
や
文
化
は
重

視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
き
市
の
歴
史
と
伝
承
に
重
き
を

置
い
た
カ
オ
ス*

ラ
ウ
ン
ジ
と
は
対
照
的
で
あ
る
。 

（
32
）
西
堂
行
人
『
〔
証
言
〕
日
本
の
ア
ン
グ
ラ―

―

演
劇
革
命
の
旗
手
た
ち
』
作
品
社
、

二
〇
一
五
年
十
一
月
、p.235 

（
33
）
中
森
明
夫
『
Ｔ
Ｒ
Ｙ
４
８
』
前
掲
、p.294 

（
34
）
寺
山
修
司
の
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
三
作
目
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
二
月
、
Ｒ
Ｋ
Ｂ
毎
日
に

て
放
送
さ
れ
た
。 

（
35
）Be w

ith Ayano Anzai 

団
体
Ｈ
Ｐ
（https://bew

ithayanoanzai.cargo.sit

e/

）
及
び
、
カ
オ
ス*

ラ
ウ
ン
ジ
公
式
Ｈ
Ｐ
「
２
０
２
０
年
７
月
２
４
日
の
プ
レ
リ
リ

ー
ス
に
お
け
る
調
査
報
告
と
お
知
ら
せ
」（http://chaosxlounge.com

/w
p/archi

ves/2868

）
を
参
照
し
た
。
い
ず
れ
も
最
終
閲
覧
日
は
二
〇
二
三
年
十
月
四
日
。 

 

付
記 

引
用
文
中
の
略
、
傍
線
は
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
。 

調
査
に
あ
た
っ
て
、
三
沢
市
寺
山
修
司
記
念
館
学
芸
員
の
広
瀬
有
紀
氏
の
ご
協
力
を

賜
り
ま
し
た
。
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｔ
次
世
代
研
究
者
挑
戦
的
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ムJPM

JSP2132

の
支

援
を
受
け
て
い
ま
す
。 

 
（
や
ぶ
き 

あ
や
の
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学
） 

− 96 −− 97 −

市街劇の生存戦略


