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「
霊
台
方
寸
の
カ
メ
ラ
」
機
能

好

」

佐

苗

一、

ﾍ
じ
め
に

 
明
治
三
十
九
年
九
月
、
「
新
小
説
」
に
発
表
さ
れ
た
『
草
枕
』
は
、
現
実
世

界
を
忌
避
し
旅
に
出
た
画
工
が
、
目
の
前
に
現
れ
る
対
象
を
第
三
者
の
位
置
か

ら
観
察
し
、
一
幅
の
画
、
あ
る
い
は
能
舞
台
の
空
間
に
「
見
立
て
」
（
一
）
る

こ
と
で
理
想
的
な
世
界
へ
と
変
換
す
る
、
所
謂
「
非
人
情
」
美
学
遂
行
の
過
程

を
描
い
た
作
品
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

 
こ
の
よ
う
な
美
的
態
度
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
「
人
事
葛
藤
の
詮
議
立
て
」

（一

j
に
満
ち
、
対
象
を
細
部
に
ま
で
分
析
、
解
釈
、
活
用
し
よ
う
と
す
る

「
探
偵
」
（
九
）
的
社
会
へ
の
反
措
定
と
し
て
、
つ
ま
り
近
代
批
判
の
文
脈
に
お

い
て
論
じ
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
る
が
、
し
か
し
画
工
の
語
る
美
の
創
出
過
程
を

詳
細
に
見
れ
ば
、
こ
と
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。

 
 
住
み
に
く
き
世
か
ら
、
住
み
に
く
き
煩
ひ
を
引
き
抜
い
て
、
難
有
い
世
界

 
を
ま
の
あ
た
り
に
写
す
の
が
詩
で
あ
る
、
画
で
あ
る
。
あ
る
は
音
楽
と
彫
刻

 
で
あ
る
。
こ
ま
か
に
云
へ
ば
写
さ
な
い
で
も
よ
い
。
ロ
バ
ま
の
あ
た
り
に
見
れ

 
ば
、
そ
こ
に
詩
も
生
き
、
歌
も
湧
く
。
着
想
を
紙
に
落
さ
ぬ
と
も
謬
鋸
の
音

 
は
胸
裏
に
起
る
。
丹
青
は
画
架
に
向
っ
て
塗
抹
せ
ん
で
も
五
彩
の
絢
燗
は
自

 
か
ら
心
眼
に
映
る
。
只
お
の
が
住
む
世
を
、
か
く
観
じ
得
て
、
霊
台
方
寸
の

 
カ
メ
ラ
に
澆
季
凋
濁
の
俗
界
を
清
く
う
ら
＼
か
に
収
め
得
れ
ば
足
る
。
（
一
）

 
こ
の
よ
う
に
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
作
品
冒
頭
部
近
く
で
画
工
は
、
「
霊
台

方
寸
の
カ
メ
ラ
」
と
い
う
比
喩
を
用
い
て
、
自
ら
の
認
識
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
ひ

い
て
は
こ
の
小
説
の
語
り
の
シ
ス
テ
ム
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は

密
か
に
〈
写
真
〉
と
い
う
光
学
装
置
の
も
た
ら
す
感
性
、
近
代
的
な
美
的
規
範

が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
周
知
の
よ
う
に
、
写
真
術
と
い
う
、
光
に
よ
っ
て
瞬
時
に
対
象
を
写
し
撮
っ

て
し
ま
う
光
学
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
〈
瞬
間
〉
や
く
刹
那
〉
と
い
う
時
間
概
念

を
近
代
に
お
い
で
浮
上
さ
せ
た
。
そ
れ
は
『
草
枕
』
に
お
い
て
、
那
美
と
い
う

対
象
を
写
し
取
る
こ
と
、
即
ち
「
胸
中
の
画
面
」
（
十
三
）
に
焼
き
付
け
る
行

為
と
し
て
反
復
さ
れ
る
、
〈
刹
那
の
美
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
生
成
に
大
き
く
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関
わ
っ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
う
し
た
〈
刹
那
〉
の
連
続
は
、
幾
枚
も
の
画
の
連

鎖
の
ご
と
く
構
成
さ
れ
た
本
作
の
叙
述
形
式
を
も
規
定
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ

れ
は
、
「
筋
」
と
い
う
因
果
関
係
を
除
外
し
、
あ
る
時
点
に
「
低
徊
」
し
空
間

性
を
志
向
す
る
こ
と
を
特
質
と
す
る
、
漱
石
の
〈
写
生
文
〉
に
内
在
す
る
問
題

が
、
こ
こ
に
一
つ
の
く
写
生
文
〉
論
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
。
と
か
く
絵
画
的
認
識
と
の
関
連
を
指
摘
さ
れ
る
〈
写
生
文
〉
だ
が
、

こ
う
し
た
『
草
枕
』
に
お
け
る
〈
写
真
〉
の
喩
の
意
味
を
併
せ
て
検
討
す
る
こ

と
で
、
顕
在
化
し
て
く
る
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

 
以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
、
画
工
と
い
う
「
カ
メ
ラ
」
化
し
た
身

体
に
よ
っ
て
〈
写
生
〉
と
い
う
主
題
が
い
か
に
実
践
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の

「
霊
台
方
寸
の
カ
メ
ラ
」
の
機
能
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
漱
石
文
学
を
特

徴
付
け
る
〈
写
生
文
〉
の
孕
む
問
題
を
考
察
す
る
。

二
、
「
カ
メ
ラ
」
化
し
た
身
体
-
写
生
装
置
と
し
て
の
画
工

 
ま
ず
、
画
工
の
世
界
に
対
す
る
認
識
態
度
を
確
認
し
た
い
。
先
の
引
用
部
に

あ
る
よ
う
に
、
画
工
は
一
切
の
「
煩
ひ
」
を
脱
落
さ
せ
た
「
難
関
い
世
界
」
を

「
写
す
」
（
再
現
1
1
表
象
す
る
）
装
置
と
し
て
の
詩
や
画
と
い
っ
た
芸
術
ジ
ャ
ン

ル
を
語
り
な
が
ら
も
、
実
際
に
作
品
化
す
る
こ
と
に
は
拘
ら
な
い
。
む
し
ろ

「
ロ
ハ
ま
の
あ
た
り
に
見
」
る
こ
と
、
即
ち
「
心
眼
」
と
い
う
レ
ン
ズ
に
「
映
る
」

映
像
そ
れ
自
体
に
価
値
を
置
く
。
つ
ま
り
、
ひ
た
す
ら
対
象
を
〈
見
る
こ
と
〉

に
執
し
、
そ
れ
を
「
霊
台
方
寸
の
カ
メ
ラ
」
で
映
し
／
写
し
と
る
こ
と
、
自
ら

 
 
 
 
カ
メ
ラ
ロ
オ
ブ
ス
キ
ュ
ラ

の
身
体
を
 
暗
 
箱
 
1
1
写
生
装
置
と
し
て
機
能
さ
せ
る
こ
と
を
志
向
す
る
と

い
う
の
で
あ
る
。

 
無
論
、
対
象
を
映
す
／
写
す
た
め
に
は
、
そ
れ
と
の
一
定
の
距
離
が
必
要
と

な
る
。

 
 
是
か
ら
逢
ふ
人
間
に
は
超
然
と
遠
き
上
か
ら
見
物
す
る
気
で
、
人
情
の
電

 
気
が
無
暗
に
双
方
で
起
こ
ら
な
い
様
に
す
る
。
さ
う
す
れ
ば
相
手
が
い
く
ら

 
働
い
て
も
、
こ
ち
ら
の
懐
に
は
容
易
に
飛
び
込
め
な
い
訳
だ
か
ら
、
つ
ま
り

 
は
画
の
前
へ
立
っ
て
、
期
中
の
人
物
が
画
面
の
中
を
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
騒
ぎ

 
廻
る
の
を
見
る
の
と
同
じ
訳
に
な
る
。
間
三
尺
も
隔
て
＼
居
れ
ば
落
ち
付
い

 
て
見
ら
れ
る
。
あ
ぶ
な
気
な
し
に
見
ら
れ
る
。
言
を
換
へ
て
云
へ
ば
、
利
害

 
に
気
を
奪
は
れ
な
い
か
ら
、
全
力
を
挙
げ
て
、
彼
等
の
動
作
を
芸
術
の
方
面

 
か
ら
観
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
余
念
も
な
く
美
か
美
で
な
い
か
と
鑑
識
す

 
る
事
が
出
来
る
。
（
一
）

 
「
見
る
」
こ
と
、
「
観
察
」
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
対
象
と
の
間
に
距
離
を

設
定
し
、
世
界
を
理
想
的
な
も
の
に
書
き
換
え
、
美
と
し
て
享
受
す
る
と
い
う

画
工
の
世
界
に
対
す
る
認
識
態
度
。
こ
れ
は
、
対
象
の
内
面
に
踏
み
込
ま
ず
、

あ
く
ま
で
も
「
心
の
カ
メ
ラ
」
（
二
）
に
映
し
出
さ
れ
た
映
像
を
言
語
化
し
て

い
く
こ
と
で
、
「
プ
ロ
ッ
ト
も
な
け
れ
ば
事
件
の
発
展
も
な
い
」
小
説
を
成
り

立
た
せ
よ
う
と
い
う
こ
の
作
品
の
語
り
の
戦
略
を
宣
言
し
た
も
の
と
言
え
る
。

ま
さ
に
、
「
非
人
情
」
は
、
画
工
の
心
的
態
度
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
目

の
は
た
ら
き
、
「
カ
メ
ラ
」
と
化
し
た
身
体
の
機
能
に
よ
っ
て
、
可
能
と
な
る

の
で
あ
る
。
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そ
う
し
た
、
視
覚
に
突
出
し
た
画
工
の
語
り
の
方
法
は
、
作
者
に
よ
っ
て
も

明
晰
に
語
ら
れ
て
い
る
。
「
作
中
の
中
心
人
物
は
却
っ
て
動
か
ず
に
、
観
察
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
 

る
者
の
方
が
動
い
て
み
る
」
と
い
う
漱
石
の
自
注
が
示
す
よ
う
に
、
画
工
は
、

ひ
た
す
ら
移
動
し
、
那
美
を
様
々
な
角
度
、
背
景
、
構
図
に
お
い
て
観
察
し
、

心
の
画
面
に
写
し
撮
る
と
い
う
行
為
を
繰
り
返
す
。
勿
論
、
那
美
が
全
く
動
か

な
い
と
い
う
言
葉
に
は
留
保
が
必
要
だ
が
、
こ
の
小
説
に
お
け
る
、
見
る
／
見

ら
れ
る
、
写
し
撮
る
／
撮
ら
れ
る
と
い
う
基
本
的
な
二
人
の
関
係
性
は
、
画
工

と
い
う
語
り
手
が
、
那
美
と
い
う
対
象
を
言
語
に
よ
っ
て
映
像
化
す
る
こ
と
で

小
説
を
成
そ
う
と
す
る
こ
の
『
草
枕
』
の
試
み
に
お
い
て
、
必
須
の
も
の
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

 
で
は
、
こ
う
し
た
カ
メ
ラ
の
機
能
に
よ
っ
て
、
対
象
と
な
る
風
景
や
那
美
と

い
う
人
物
は
、
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
て
い
る
の
か
。
画
工
の
目
に
よ
っ
て
映

し
出
さ
れ
た
映
像
を
検
討
す
る
と
、
ま
ず
顕
著
な
特
質
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の

が
、
光
と
影
の
配
合
に
よ
る
美
、
殊
に
や
わ
ら
か
い
、
微
か
な
光
に
よ
る
朦
朧

と
し
た
美
の
表
現
で
あ
る
。

 
第
一
章
の
末
尾
で
画
工
が
写
し
撮
っ
た
映
像
は
、
雨
の
中
、
馬
子
が
暗
い
処

か
ら
「
ふ
う
と
あ
ら
は
れ
」
、
「
又
ふ
う
と
消
え
」
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
馬
子
の
姿
は
「
影
画
の
様
に
雨
に
つ
＼
ま
れ
」
る
と
い
う
比
喩
が
用
い

ら
れ
て
お
り
、
示
唆
的
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
影
画
」
と
は
、
光
が

物
体
に
投
射
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
影
の
像
を
指
す
が
、
そ
れ
を

物
質
の
上
に
固
定
し
た
も
の
が
写
真
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
、
写
真
の
ネ
ガ
に

あ
た
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
影
の
映
像
は
、
作
品
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
見
受
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け
ら
れ
、
画
工
の
認
識
の
感
性
を
特
徴
付
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
初
あ
て
那

美
が
登
場
す
る
場
面
で
は
、
「
花
な
ら
ば
二
業
か
と
思
は
る
＼
幹
を
脊
に
、
よ

そ
／
＼
し
く
も
月
の
光
り
を
忍
ん
で
朦
朧
た
る
影
法
師
が
居
た
」
（
三
）
と
い

う
よ
う
に
、
「
月
の
光
」
と
い
う
光
源
が
明
示
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
影
の
朦
朧

と
し
た
、
や
わ
ら
か
な
映
像
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
影
法
師
」
は
、
画
工

が
那
美
を
言
語
に
よ
っ
て
映
像
化
し
た
最
初
の
も
の
だ
が
、
さ
ら
に
注
目
す
べ

き
な
の
は
、
次
の
那
美
が
部
屋
に
現
れ
る
場
面
で
あ
る
。

 
 
余
が
膳
腺
の
境
に
か
く
迫
篤
し
て
居
る
と
、
入
口
の
唐
紙
が
す
う
と
開
い

 
た
。
あ
い
た
所
へ
ま
ぼ
ろ
し
の
如
く
女
の
影
が
ふ
う
と
現
は
れ
た
。
余
は
驚

 
き
も
せ
ぬ
。
恐
れ
も
せ
ぬ
。
ロ
ハ
心
地
よ
く
眺
め
て
居
る
。
眺
め
る
と
云
ふ
て

 
は
些
と
言
葉
が
強
す
ぎ
る
。
余
が
閉
ぢ
て
居
る
瞼
の
裏
に
幻
影
の
女
が
、
断

 
り
も
な
く
滑
り
込
ん
で
来
た
の
で
あ
る
。
ま
ぼ
ろ
し
は
そ
ろ
り
く
と
部
屋

 
の
中
へ
這
入
る
。
（
中
略
）
閉
つ
る
眼
の
な
か
か
ら
見
る
世
の
中
だ
か
ら
確

 
と
は
解
ら
ぬ
が
、
色
の
白
い
、
髪
の
濃
い
、
襟
足
の
長
い
女
で
あ
る
。
近
頃

 
は
や
る
、
ぼ
か
し
た
写
真
を
灯
影
に
す
か
す
様
な
気
が
す
る
。
（
三
）

 
こ
の
よ
う
に
、
画
工
の
不
明
瞭
な
意
識
に
よ
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
た
那
美
は
、

「
幻
影
」
、
「
ま
ぼ
ろ
し
」
と
し
て
表
象
さ
れ
、
あ
る
種
の
幻
想
美
を
た
た
え
て

い
る
。
こ
こ
で
画
工
の
目
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
れ
ば
、
ま
さ
に

「
心
の
カ
メ
ラ
」
に
よ
っ
て
映
し
出
さ
れ
た
映
像
で
あ
り
、
事
実
、
そ
れ
は

「
近
頃
は
や
る
、
ぼ
か
し
た
写
真
」
に
喩
え
ら
れ
て
い
．
る
。
こ
れ
が
、
「
ぼ
け

た
」
で
は
な
く
「
ぼ
か
し
た
」
と
い
う
、
技
術
的
な
処
理
を
明
示
す
る
表
現
で

あ
る
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
体
、
如
何
な
る
も
の
な
の

一3一



夏
目
漱
石
『
草
枕
』
論

か
。 

こ
こ
で
明
治
三
九
年
当
時
の
日
本
の
写
真
表
現
の
状
況
を
概
観
す
れ
ば
、
そ

こ
に
は
軟
焦
点
、
ソ
フ
ト
フ
ォ
ー
カ
ス
に
よ
っ
て
輪
郭
を
馨
し
、
絵
画
的
な
写

真
を
作
品
と
し
て
撮
る
こ
と
を
志
向
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
芸
術
写
真
」
の
興
隆

が
窺
え
る
。
江
戸
末
期
に
渡
来
し
た
写
真
術
は
明
治
以
降
、
湿
板
か
ら
乾
板
へ

の
技
術
革
新
、
小
型
化
な
ど
に
よ
っ
て
発
展
と
進
化
を
遂
げ
、
そ
の
記
録
性
に

よ
り
日
清
・
日
露
戦
争
の
撮
影
に
利
用
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。
が
、
明
治
二

十
年
代
か
ら
は
ア
マ
チ
ュ
ア
写
真
家
に
よ
る
活
動
が
活
発
と
な
り
、
多
く
の
写

真
団
体
が
設
立
さ
れ
る
中
、
明
治
三
十
年
春
後
半
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
単
な
る

記
録
書
、
再
現
性
と
い
う
こ
と
に
留
ま
ら
ず
、
写
真
を
芸
術
と
し
て
確
立
し
よ

う
と
い
う
、
「
芸
術
写
真
」
の
運
動
が
始
ま
る
。
明
治
三
十
七
年
八
月
、
「
写
真

新
報
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
む
ら
さ
き
」
の
芸
術
写
真
の
主
張
は
そ
の
さ
き
が
け

と
な
る
も
の
で
あ
る
。

 
 
写
真
画
を
評
す
る
も
の
は
画
其
も
の
を
唯
一
の
目
的
物
と
す
べ
し
。
画
を

 
得
る
こ
と
は
、
写
真
の
終
局
の
目
的
な
り
、
技
術
は
其
手
段
の
み
、
学
理
に

 
至
て
は
更
に
下
て
技
術
を
得
る
の
手
段
の
み
、
学
者
や
技
術
者
に
写
真
画
の

 
批
評
を
な
さ
し
む
、
其
の
愚
や
測
り
知
る
べ
か
ら
ず
、
美
術
的
印
画
は
芸
術

 
家
財
は
其
批
評
家
の
み
が
批
評
を
な
し
得
る
人
な
り
。
（
中
略
）
芸
術
と
は
、

 
或
者
の
感
興
を
或
媒
介
物
に
よ
り
て
他
人
に
伝
ふ
る
の
謂
に
し
て
、
媒
介
物

 
即
ち
芸
術
品
な
り
、
写
真
は
此
媒
介
物
と
し
て
充
分
の
価
値
を
有
す
。

 
こ
の
「
む
ら
さ
き
」
の
主
張
は
、
「
写
真
画
」
「
美
術
的
印
画
」
と
の
言
に
表

れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
の
記
録
性
（
有
用
性
）
を
重
視
し
た
ス
ト
レ
ー

ト
写
真
を
否
定
し
、
先
行
す
る
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
絵
画
を
範
と
し
つ
つ
自

ら
の
「
感
興
」
を
美
意
識
に
そ
っ
て
作
品
化
す
る
、
そ
の
「
媒
介
物
」
と
し
て

の
写
真
の
芸
術
性
を
訴
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
飯
沢
耕
太
郎
に
よ
れ
ば
、
彼
は

さ
ら
に
、
「
写
真
画
」
を
制
作
す
る
た
め
に
、
ネ
ガ
や
印
画
紙
に
手
を
加
え
、

画
像
を
修
整
す
る
「
醇
化
、
理
想
化
」
を
提
唱
し
、
ゴ
ム
印
画
法
、
プ
ロ
ム
オ

イ
ル
法
な
ど
の
ピ
グ
メ
ン
ト
（
顔
料
）
印
画
法
や
、
柔
ら
か
な
調
子
を
生
む
軟

焦
点
レ
ン
ズ
（
ソ
フ
ト
フ
ォ
ー
カ
ス
）
の
効
果
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
写
真
に

「
絵
画
的
効
果
」
を
も
た
ら
す
方
法
を
主
張
し
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
こ
の
よ

う
な
「
絵
画
的
写
真
」
n
ビ
ク
ト
リ
ア
リ
ズ
ム
に
よ
る
「
芸
術
写
真
」
表
現
は

イ
ギ
リ
ス
を
起
源
と
し
て
お
り
、
殊
に
一
八
九
二
年
に
結
成
さ
れ
た
芸
術
志
向

の
写
真
家
集
団
・
リ
ン
ク
ト
・
リ
ン
グ
の
活
動
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ア

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ら

メ
リ
カ
に
も
拡
大
し
、
日
本
の
写
真
界
に
も
波
及
し
た
。
「
む
ら
さ
き
」
の
主

張
も
そ
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
明
治
三
十
七
年
十
月
に
は
久
野
（
秋

山
）
早
強
、
加
藤
精
一
ら
が
写
真
研
究
団
体
「
ゆ
ふ
つ
ゴ
社
」
を
創
設
し
、
ピ

グ
メ
ン
ト
印
画
法
を
研
究
、
明
治
四
十
年
五
月
に
は
「
東
京
写
真
研
究
会
」
を

結
成
し
「
芸
術
写
真
」
運
動
を
推
し
進
め
た
。
彼
ら
の
活
動
は
当
時
の
ア
マ

チ
ュ
ア
写
真
家
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
同
種
の
ク
ラ
ブ
や
研
究
会
が
全

国
各
地
で
結
成
さ
れ
、
「
芸
術
写
真
」
は
大
正
期
に
黄
金
時
代
を
迎
え
た
の
で

あ
る
。

 
『
草
枕
』
の
時
代
は
こ
の
「
芸
術
写
真
」
の
創
成
期
に
あ
た
り
、
そ
の
軟
焦

点
の
、
朦
朧
と
し
た
写
真
映
像
の
美
が
、
那
美
を
映
像
化
す
る
際
の
比
喩
と
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
 

て
文
学
の
領
域
に
持
ち
込
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
当
時
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の
新
し
い
写
真
表
現
の
も
た
ら
す
感
性
が
、
画
工
の
語
り
に
は
息
づ
い
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
風
呂
場
に
裸
体
の
那
美
が
現
れ
る
場
面
に
お
い
て
顕
著

に
表
れ
て
い
る
。

 
 
や
が
て
階
段
の
上
に
何
物
か
あ
ら
は
れ
た
。
広
い
風
呂
場
を
照
ら
す
も
の

 
は
、
只
一
つ
の
小
さ
き
釣
り
洋
燈
の
み
で
あ
る
か
ら
、
此
の
隔
り
で
は
澄
切

 
つ
た
空
気
を
控
へ
て
さ
へ
、
確
と
物
色
は
む
つ
か
し
い
。
況
し
て
立
ち
上
が

 
る
湯
気
の
、
濃
か
な
る
雨
に
抑
へ
ら
れ
て
、
逃
場
を
失
ひ
た
る
今
宵
の
風
呂

 
に
、
立
つ
を
誰
と
は
固
よ
り
定
め
に
く
い
。
（
中
略
）
春
の
夜
の
灯
を
半
透

 
明
に
崩
し
拡
げ
て
、
部
屋
一
面
の
虹
寛
の
世
界
が
濃
か
に
揺
れ
る
な
か
に
、

 
朦
朧
と
、
黒
き
か
と
も
思
は
る
＼
程
の
髪
を
粘
し
て
、
真
白
な
姿
が
雲
の
底

 
か
ら
次
第
に
浮
き
上
が
っ
て
来
る
。
（
中
略
）
し
か
も
此
姿
は
普
通
の
裸
体

 
の
如
く
露
骨
に
、
余
が
眼
の
前
に
突
き
つ
け
ら
れ
て
は
居
ら
ぬ
。
凡
て
の
も

 
の
を
幽
玄
に
化
す
る
一
種
の
下
着
の
な
か
に
髪
髭
と
し
て
、
十
分
置
美
を
奥

 
床
し
く
も
ほ
の
め
か
し
て
居
る
に
過
ぎ
ぬ
。
（
七
）

 
こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
「
釣
り
洋
燈
」
と
い
う
光
源
か
ら
射
す
光
が
、

「
湯
気
」
に
よ
っ
て
和
ら
げ
ら
れ
、
「
朦
朧
」
と
し
た
那
美
の
映
像
美
を
演
出
し

て
い
る
。
あ
く
ま
で
も
対
象
を
は
っ
き
り
と
ク
リ
ア
に
映
し
出
す
の
で
は
な

く
、
蒸
気
に
よ
る
光
の
屈
折
の
効
果
と
し
て
得
ら
れ
る
ソ
フ
ト
フ
ォ
ー
カ
ス
の

柔
ら
か
い
調
子
を
好
む
と
い
う
、
こ
の
朧
な
、
あ
る
い
は
「
半
透
明
」
の
美
へ

の
傾
倒
は
、
光
線
を
受
け
る
羊
蘂
の
美
（
四
）
と
し
て
も
繰
り
返
し
語
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
画
工
の
美
意
識
の
本
源
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
こ
の
画
工
の
「
朦
朧
美
」
の
感
性
に
注
目
し
た
秋
山
公
男
は
、
「
も
と
も
と

夏
目
漱
石
『
草
枕
』
論

非
人
情
理
論
が
、
「
知
」
「
情
」
「
意
」
に
拘
束
さ
れ
て
生
き
ざ
る
を
え
な
い
息

苦
し
さ
と
、
二
十
世
紀
文
明
、
西
洋
芸
術
へ
の
反
措
定
と
し
て
定
立
さ
れ
て
い

る
以
上
、
こ
れ
に
対
抗
し
う
る
明
晰
な
知
性
と
輩
固
な
自
意
識
が
要
求
さ
れ
る

の
は
自
明
で
あ
る
。
作
者
が
意
図
す
る
と
意
図
し
な
い
と
に
拘
ら
ず
、
作
中
に

朧
化
美
が
形
象
さ
れ
た
の
は
そ
の
意
味
で
必
然
で
あ
っ
た
。
平
な
美
へ
の
没
入

は
、
非
人
情
美
学
と
は
逆
に
知
的
操
作
の
放
棄
、
意
識
の
溶
解
、
思
考
の
停
止

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
ア

を
前
提
と
し
て
お
り
、
結
果
的
に
忘
我
の
境
を
可
能
に
す
る
」
と
し
、
「
自
他

の
区
別
」
を
強
い
、
意
識
的
に
し
か
選
択
で
き
な
い
明
晰
な
非
人
情
と
は
異
質

な
、
「
無
我
の
境
」
を
現
出
し
う
る
朦
朧
美
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
し

か
し
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
こ
の
朦
朧
美
に
も
、
西
洋
近
代
文
明
の
産

物
で
あ
る
写
真
的
感
性
の
働
き
が
看
て
取
れ
る
の
で
あ
り
、
単
に
反
近
代
、
反

知
性
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
「
西
洋
画
」
（
八
）
家
と

し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
画
工
は
、
「
常
に
空
気
と
、
物
象
と
、
彩
色
の
関
係
を

よ
の
な
か

宇
宙
で
尤
も
興
味
あ
る
研
究
の
一
と
考
へ
て
居
る
」
（
十
二
）
と
も
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
視
覚
表
現
に
お
い
て
空
気
と
い
う
物
質
性
、
光
の
透
過
性
が
い
か

に
重
要
で
あ
る
か
を
認
識
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
物
象
と
彩
色
と
の
関
係
式
で
捉

え
る
人
間
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
鑑
み
れ
ば
、
朦
朧
美
は
む
し
ろ
あ
る
種
の

「
知
的
操
作
」
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
産
物
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
り
、
少
な

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

く
と
も
、
語
り
手
と
し
て
の
画
工
は
、
明
晰
な
意
識
で
対
象
を
語
り
、
映
像
化

し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
画
工
と

い
う
「
カ
メ
ラ
」
が
、
ソ
フ
ト
フ
ォ
ー
カ
ス
で
那
美
を
写
し
撮
る
こ
と
に
よ
っ

て
形
象
化
さ
れ
た
美
な
の
で
あ
る
。
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夏
目
漱
石
『
草
枕
』
論

三
、
部
分
／
断
片
の
氾
濫
 
 
瞬
間
／
空
間
の
写
生
法

 
し
か
し
一
方
で
、
昼
の
明
る
い
光
の
下
で
記
述
さ
れ
た
那
美
の
顔
は
、
奇
妙

な
分
裂
を
見
せ
て
い
る
。

 
 
所
が
此
の
女
の
表
情
を
見
る
と
、
余
は
い
つ
れ
と
も
判
断
に
迷
っ
た
。
剛

 
は
一
文
字
を
結
ん
で
静
で
あ
る
。
眼
は
五
分
の
す
き
さ
へ
見
出
す
べ
く
動
い

 
て
居
る
。
顔
は
下
膨
の
瓜
実
形
で
豊
か
に
落
ち
付
き
を
見
せ
て
み
る
に
引
き

 
易
へ
て
、
額
は
狭
苦
し
く
も
、
こ
せ
つ
い
て
、
所
謂
富
士
額
の
俗
臭
を
帯
び

 
て
居
る
。
の
み
な
ら
ず
眉
は
両
方
か
ら
逼
っ
て
、
中
間
に
愛
郷
の
薄
荷
を
点

 
じ
た
る
ご
と
く
、
鼻
ば
か
り
は
軽
薄
に
鋭
く
も
な
い
、
遅
鈍
に
丸
く
も
な

 
い
。
画
に
し
た
ら
美
し
か
ら
う
。
か
よ
う
に
別
れ
く
の
道
具
が
皆
一
癖
あ

 
つ
て
、
乱
調
に
ど
や
く
と
余
の
双
眼
に
飛
び
込
ん
だ
の
だ
か
ら
迷
ふ
の
も

 
無
理
は
な
い
。
（
中
略
）
此
女
の
顔
に
統
一
の
感
じ
が
な
い
の
は
、
心
の
統

 
一
の
な
い
証
拠
で
、
心
に
統
一
が
な
い
の
は
、
此
女
の
世
界
に
統
一
が
な
か

 
つ
た
の
だ
ら
う
。
不
幸
に
圧
し
つ
け
ら
れ
な
が
ら
、
其
不
幸
に
打
ち
勝
た
う

 
と
し
て
居
る
顔
だ
。
不
仕
合
な
女
に
違
な
い
。
（
三
）

 
こ
こ
で
は
、
口
、
眼
、
顔
の
輪
郭
、
額
、
鼻
と
い
っ
た
那
美
の
顔
の
各
部
分

が
、
そ
れ
ぞ
れ
ば
ら
ば
ら
な
印
象
を
与
え
る
も
の
と
し
て
一
息
に
語
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
、
先
の
朦
朧
美
と
は
現
れ
方
の
異
な
る
、
写
真
的
感
性
の
あ
る

一
面
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
解
体
さ
れ
た
那
美
の
顔
の
表
象
に
つ
い
て
、
亀
井

秀
雄
は
「
こ
う
い
う
顔
の
分
割
的
紹
介
は
、
警
察
が
似
顔
絵
を
作
る
際
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
キ
ッ
ト
（
顔
写
真
合
成
カ
ー
ド
）
と
ほ
と
ん
ど
お
な
じ
で
あ
り
、
し

か
も
そ
の
一
つ
一
つ
を
擬
人
化
し
て
見
立
て
て
ゆ
く
の
で
あ
る
か
ら
、
統
一
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
げ
 

取
れ
な
い
の
は
む
し
ろ
当
然
」
だ
と
看
破
し
て
い
る
が
、
こ
の
犯
罪
捜
査
に
用

い
ら
れ
る
顔
の
各
部
分
の
合
成
は
、
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、

写
真
の
切
り
貼
り
、
各
断
片
の
編
集
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

 
港
千
尋
が
「
束
の
間
の
イ
メ
ー
ジ
を
定
着
さ
せ
る
写
真
は
、
家
族
の
肖
像
や

風
景
と
い
っ
た
写
真
以
前
に
あ
っ
た
伝
統
的
な
主
題
と
は
別
に
、
写
真
で
し
か

と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
新
し
い
テ
ー
マ
を
次
々
に
発
見
し
て
き
た
。
そ
の

ひ
と
つ
は
「
部
分
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
顕
微
鏡
的
な
ミ
ク
ロ
の
世
界
で
あ
り
、

人
間
の
身
体
の
部
分
で
あ
り
、
あ
る
い
は
自
由
な
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
に
よ
っ
て
切

り
取
ら
れ
る
、
風
景
の
一
部
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
写
真
に

よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
、
部
分
／
断
片
と
い
う
テ
ー
マ
、
そ
の
氾
濫
が
、
こ
の
那

美
の
顔
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
的
表
現
を
も
た
ら
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

は
、
あ
く
ま
で
も
切
り
取
ら
れ
た
断
片
の
寄
せ
集
め
な
の
で
あ
り
、
決
し
て

「
全
体
」
の
中
に
埋
没
す
る
こ
と
な
く
、
各
々
が
「
部
分
」
と
し
て
の
自
己
を

主
張
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
合
成
写
真
と
し
て
那
美
を
映
像

化
し
た
画
工
は
、
「
不
仕
合
な
女
」
と
い
う
解
釈
・
読
み
を
ほ
ど
こ
す
が
、
し

か
し
、
こ
の
一
瞬
に
個
々
の
断
片
が
氾
濫
す
る
と
い
う
事
態
は
、
画
工
が
試
み

よ
う
と
す
る
空
間
的
な
言
語
表
現
が
も
た
ら
す
、
当
然
の
帰
結
な
の
で
は
な
い

か
。 

 
余
が
嬉
し
い
と
感
ず
る
心
裏
の
状
況
に
は
、
時
間
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い

 
が
、
時
間
の
流
れ
に
沿
ふ
て
、
逓
次
に
展
開
す
べ
き
出
来
事
の
内
容
が
な
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い
。
一
が
去
り
、
二
が
来
り
、
二
が
消
え
て
三
が
生
ま
る
＼
が
為
め
に
嬉
し

い
の
で
は
な
い
。
初
か
ら
窃
然
と
し
て
同
所
に
把
住
す
る
趣
き
で
嬉
し
い
の

で
あ
る
。
既
に
同
所
に
把
住
す
る
以
上
は
、
よ
し
之
を
普
通
の
言
語
に
翻
訳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ

し
た
所
で
、
必
ず
し
も
時
間
間
に
材
料
を
按
排
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
矢

 
張
り
絵
画
と
同
じ
く
空
間
的
に
景
物
を
配
置
し
た
の
み
で
出
来
る
だ
ら
う
。

 
（
六
）

 
つ
ま
り
、
通
常
の
文
学
の
叙
述
形
式
の
よ
う
に
、
時
間
の
流
れ
に
沿
っ
て
、

そ
の
変
化
、
物
語
の
展
開
を
語
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
一
瞬
の
う
ち
に
、
空
間

的
に
配
置
す
る
こ
と
。
那
美
の
顔
の
各
部
分
は
ま
さ
に
「
同
所
に
把
住
す
る
趣

き
」
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
不
統
一
と
は
、
そ
も
そ
も
画
工
の
語

り
の
戦
略
が
惹
き
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
、
時
間
芸
術
と
さ
れ
る
文
学
・
詩
の
分
野
で
、
絵
画
的
・
空
間
的

な
語
り
を
試
み
る
こ
と
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
、
こ
の
『
草
枕
』
の
試
み
そ
れ
自

体
を
語
っ
た
も
の
と
言
え
る
。
「
も
し
詩
が
一
種
の
ム
ー
ド
を
あ
ら
は
す
に
適

し
て
居
る
と
す
れ
ば
、
此
の
ム
ー
ド
は
時
間
の
制
限
を
受
け
て
、
順
次
に
進
捗

す
る
出
来
事
の
助
け
を
籍
ら
ず
と
も
、
単
純
に
空
間
的
な
る
絵
画
上
の
要
件
を

充
た
し
さ
へ
す
れ
ば
、
言
語
を
以
て
描
き
得
る
も
の
と
思
ふ
」
（
六
）
と
い
う
、

こ
の
「
空
間
的
な
る
絵
画
上
の
要
件
」
を
満
た
し
た
語
り
と
は
、
無
論
、
漱
石

文
学
を
特
徴
づ
け
る
叙
述
形
式
、
〈
写
生
文
〉
の
試
み
と
し
て
、
展
開
さ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
は
ゆ

 
漱
石
は
「
文
学
雑
話
」
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
低
徊
趣
味
」
と
呼
ば
れ
る

「
平
面
的
の
興
味
云
は
ゴ
空
間
的
の
特
質
が
あ
る
」
写
生
文
と
、
筋
と
い
う
因

夏
目
漱
石
『
草
枕
』
論

果
性
に
よ
っ
て
「
推
移
」
す
る
時
間
性
を
特
質
と
す
る
小
説
と
を
対
比
し
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
「
写
生
文
を
パ
ノ
ラ
マ
と
す
れ
ば
小
説
は
活
動
写
真
」
で
あ

る
と
い
う
示
唆
的
な
比
喩
も
見
え
る
が
、
つ
ま
り
は
、
筋
に
同
化
し
た
小
説
に

対
し
、
空
間
的
な
拡
が
り
を
持
つ
写
生
文
の
面
白
さ
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
は
『
草
枕
』
に
お
い
て
試
み
ら
れ
て
い
る
も
の
と
同
一
の
課
題
と
し
て
読
む

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
同
時
に
写
生
文
は
「
散
漫
に
な
り
易
い
」
と
も
指

摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
欠
点
を
如
何
に
補
い
、
部
分
と
そ
の
統
合
と
い

う
問
題
を
超
え
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
漱
石
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

 
し
か
し
、
『
草
枕
』
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
対
す
る
一
つ
の
回
答
が
示
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
画
工
が
那
美
に
メ
レ
デ
ィ
ス
の
「
ビ
ー
チ
ャ
ム
の
生
涯
」

を
訳
出
し
て
聞
か
せ
る
場
面
に
現
れ
る
。
「
筋
を
読
ま
な
け
り
や
何
を
読
む
ん

で
す
。
筋
の
外
に
何
か
読
む
も
の
が
あ
り
ま
す
か
」
と
い
う
那
美
に
対
し
て
、

「
小
説
も
非
人
情
で
読
む
か
ら
、
筋
な
ん
か
ど
う
で
も
い
＼
ん
で
す
。
か
う
し

て
御
籔
を
引
く
や
う
に
、
ば
っ
と
開
け
て
、
開
い
た
所
を
、
漫
然
と
読
ん
で
る

の
が
面
白
い
ん
で
す
」
（
九
）
と
、
画
工
は
小
説
の
筋
、
プ
ロ
ッ
ト
を
排
斥
し
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
リ
 
 
ニ
 
 
ア

さ
ら
に
は
物
語
の
は
じ
め
か
ら
、
線
条
的
に
読
む
こ
と
を
否
定
し
て
、
無
作
為

に
、
断
片
化
し
て
読
む
こ
と
を
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
読
書
行
為
に
お
い
て
断

片
の
氾
濫
を
享
受
す
る
と
い
う
態
度
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
私
の
『
草
枕
』
は
、

こ
の
世
間
普
通
に
い
ふ
小
説
と
は
全
く
反
対
の
意
味
で
書
い
た
。
唯
一
種
の
感

じ
 
 
美
し
い
感
じ
が
読
者
の
頭
に
残
り
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
。
（
中
略
）
さ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
 

ば
こ
そ
、
プ
ロ
ッ
ト
も
無
け
れ
ば
、
事
件
の
発
展
も
な
い
」
と
い
う
漱
石
の
自
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夏
目
漱
石
『
草
枕
』
論

身
の
言
と
響
き
あ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

 
実
際
、
『
草
枕
』
を
読
ん
だ
当
時
の
読
者
は
、
そ
の
断
片
性
を
的
確
に
捉
え
、

「
此
を
小
説
と
し
て
見
る
時
は
筋
が
余
り
簡
単
過
ぎ
る
同
時
に
段
と
段
と
の
間

が
余
り
隔
離
し
て
居
る
之
を
連
続
し
て
考
へ
る
に
は
非
常
の
想
像
と
非
常
の
労

力
と
を
要
す
る
換
言
す
れ
ば
縁
の
近
い
短
編
小
説
と
短
編
小
説
と
を
並
べ
た
や

 
 
 
 
 
 
ぼ
ね

う
な
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
い
つ
た
『
草
枕
』
の
戦
略
に
対
す

る
否
定
的
な
見
解
は
、
当
然
あ
り
得
べ
き
も
の
で
あ
り
、
筋
と
い
う
因
果
律
を

極
力
排
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
作
品
は
章
段
と
章
段
と
の
繋
ぎ
目
、
連
続
性

が
薄
い
作
品
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
に
は
、
空
間
的
に
配
置
さ
れ
た
断

片
が
果
た
し
て
有
機
的
な
繋
が
り
を
持
ち
え
る
か
、
と
い
う
大
き
な
問
題
が
示

唆
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
そ
も
そ
も
、
正
岡
子
規
を
は
じ
め
と
す
る
写
生

文
の
試
み
は
、
当
初
か
ら
こ
の
問
題
に
つ
い
て
意
識
的
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
子
規
は
「
叙
事
文
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

 
 
文
章
は
絵
画
の
如
く
空
間
的
に
精
細
な
る
能
は
ざ
れ
ど
も
、
多
く
の
粗
画

 
（
或
は
場
合
に
は
多
少
の
密
画
を
な
す
）
を
幾
枚
と
な
く
時
間
的
に
連
続
せ

 
し
む
る
は
其
長
所
な
り
。
然
れ
ど
も
普
通
の
実
叙
的
叙
事
文
は
余
り
長
き
時

 
間
を
連
続
せ
し
む
る
よ
り
も
、
短
き
時
間
を
一
秒
一
分
の
小
部
分
に
切
っ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
お

 
細
く
写
し
、
秒
春
分
々
に
変
化
す
る
有
様
を
連
続
せ
し
む
る
が
利
な
る
べ
し
。

 
こ
の
よ
う
に
、
写
生
文
の
文
章
は
絵
画
の
よ
う
に
精
密
で
は
な
い
が
、
時
間

的
な
連
続
が
可
能
で
あ
る
の
は
長
所
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
生
か

し
、
短
い
時
間
を
切
り
取
っ
て
写
し
た
画
を
順
番
に
並
べ
る
こ
と
に
よ
り
、

刻
々
と
変
化
す
る
事
象
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
普
通
の

小
説
の
よ
う
に
、
因
果
関
係
に
よ
っ
て
全
体
を
統
合
し
、
物
語
を
展
開
さ
せ
て

い
く
方
法
と
は
異
な
り
、
断
片
は
断
片
の
ま
ま
に
配
置
す
る
と
同
時
に
、
前
の

画
と
の
差
異
に
よ
っ
て
そ
こ
に
変
化
を
生
み
出
す
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
と

い
え
る
。
そ
れ
は
、
プ
ロ
ッ
ト
と
い
う
物
語
性
で
は
な
く
、
断
片
と
し
て
の
画

の
映
像
、
隠
喩
や
イ
メ
ー
ジ
の
反
復
、
連
鎖
に
よ
っ
て
、
連
続
し
た
動
き
を
生

み
出
す
と
い
う
方
法
な
の
で
あ
る
。

 
武
田
信
行
は
、
俳
句
と
小
説
を
比
較
し
た
上
で
、
そ
の
中
間
と
し
て
の
写
生

文
の
特
性
を
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

 
 
語
弊
を
お
そ
れ
ず
断
定
的
に
言
う
な
ら
、
俳
句
が
写
真
で
あ
る
こ
と
に
対

 
し
、
小
説
は
映
画
で
あ
る
。
映
画
は
原
理
的
に
は
写
真
の
連
続
で
あ
る
も
の

 
の
、
単
な
る
写
真
の
連
続
を
決
し
て
映
画
と
は
呼
ば
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ

 
ろ
う
。
そ
し
て
写
生
文
は
連
続
写
真
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
写
生
文
か
ら

 
小
説
へ
は
あ
る
決
定
的
な
飛
躍
が
あ
る
。
（
中
略
）
そ
れ
は
映
画
に
お
け
る

 
ワ
ン
シ
ョ
ッ
ト
が
、
写
真
で
い
う
と
こ
ろ
の
複
数
の
シ
ョ
ッ
ト
か
ら
構
成
さ

 
れ
て
い
る
よ
う
に
、
つ
ま
り
す
で
に
写
真
が
持
続
の
な
か
で
と
ら
え
ら
れ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
ロ

 
い
る
よ
う
に
、
小
説
と
は
持
続
な
の
で
あ
る
。

 
こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
れ
ば
、
写
生
文
と
は
、
写
真
の
一
枚
一
枚
が
連
続
す

る
、
「
連
続
写
真
」
の
よ
う
に
描
写
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
動
き
1
1
変
化

を
表
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
写
生
文
自
体
の

評
価
と
し
て
武
田
は
、
映
画
と
同
じ
構
造
を
も
つ
小
説
へ
と
至
る
、
そ
の
飛
躍

の
前
段
階
で
あ
る
と
い
う
、
消
極
的
な
位
置
付
け
を
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
写

生
文
か
ら
小
説
へ
、
と
い
う
文
学
史
的
な
進
化
論
が
働
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
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は
め

れ
る
。
ま
た
、
こ
の
問
題
は
漱
石
文
学
に
お
け
る
写
生
文
か
ら
近
代
小
説
へ
の

発
展
と
い
う
通
説
と
も
重
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
漱
石
文
学
が
『
そ
れ
か
ら
』

以
降
、
大
き
く
変
化
す
る
の
は
事
実
だ
が
、
ま
ず
こ
う
し
た
写
生
文
の
特
性
を

欠
点
と
し
て
の
み
扱
う
前
に
、
そ
の
画
像
の
連
鎖
と
い
う
手
法
が
実
践
さ
れ
て

い
る
こ
の
作
品
を
、
そ
れ
自
体
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い

か
。
そ
れ
は
漱
石
が
「
写
生
文
を
パ
ノ
ラ
マ
と
す
れ
ば
小
説
は
活
動
写
真
」
と

言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
、
「
活
動
写
真
」
（
映
画
）
で
は
な
い
こ
と
、
あ

る
い
は
「
連
続
写
真
」
的
な
写
生
文
の
可
能
性
を
模
索
す
る
こ
と
に
も
繋
が
る

は
ず
で
あ
る
。

 
そ
れ
は
、
「
朦
朧
た
る
影
法
師
」
（
三
）
の
那
美
、
部
屋
に
入
り
込
ん
だ
「
ま

ぼ
ろ
し
」
の
那
美
（
ゴ
一
）
、
振
袖
姿
で
「
有
と
無
の
間
に
迫
遥
」
す
る
那
美

（
六
）
、
「
朦
朧
」
と
し
た
裸
体
の
那
美
（
七
）
、
鏡
が
池
の
那
美
（
十
）
、
前
夫

と
対
面
す
る
那
美
（
十
二
）
、
そ
し
て
「
憐
れ
」
の
表
情
が
浮
か
ん
だ
那
美

（
十
三
）
と
い
う
、
そ
の
都
度
の
、
瞬
間
の
画
像
の
集
積
と
し
て
の
那
美
の
軌

跡
が
「
連
続
写
真
」
的
に
立
ち
上
る
、
こ
の
『
草
枕
』
の
も
つ
断
片
性
の
効
果

を
感
受
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

四
、
「
連
続
写
真
」
と
し
て
の
『
草
枕
』

〈
写
生
文
〉
の
可
能
性

 
し
か
し
、
そ
の
「
連
続
写
真
」
で
写
し
撮
ら
れ
た
刹
那
の
画
像
は
あ
く
ま
で

も
瞬
間
の
固
定
、
静
止
画
像
の
連
続
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
は
あ
る
特
有
の
イ

メ
ー
ジ
が
漂
う
こ
と
に
な
る
。
再
び
、
写
真
の
喩
に
注
目
し
た
い
。

夏
目
漱
石
『
草
枕
』
論

 
二
三
年
前
宝
生
の
舞
台
で
高
砂
を
見
た
事
が
あ
る
。
そ
の
時
こ
れ
は
う
つ

く
し
い
活
人
画
だ
と
思
っ
た
。
箒
を
担
い
だ
爺
さ
ん
が
橋
懸
り
を
五
六
歩
来

て
、
そ
ろ
り
と
後
向
に
な
っ
て
、
婆
さ
ん
と
向
ひ
合
ふ
。
そ
の
向
ひ
合
ふ
た

姿
勢
が
今
で
も
眼
に
つ
く
。
余
の
席
か
ら
は
婆
さ
ん
の
顔
が
殆
ん
ど
真
む
き

に
見
え
た
か
ら
、
あ
＼
う
つ
く
し
い
と
思
っ
た
時
に
、
其
表
情
は
び
し
や
り

 
と
心
の
カ
メ
ラ
へ
焼
き
付
い
て
仕
舞
つ
た
。
茶
店
の
婆
さ
ん
の
顔
は
此
写
真

 
に
血
を
通
は
し
た
程
似
て
居
る
。
（
二
）

 
こ
こ
で
は
茶
店
の
婆
さ
ん
を
形
容
す
る
た
め
に
、
以
前
、
舞
台
の
高
砂
の
婆

さ
ん
を
「
心
の
カ
メ
ラ
」
に
収
め
た
こ
と
を
想
起
し
た
上
で
、
「
写
真
に
血
を

通
は
す
」
と
い
う
喩
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
「
び
し
や
り
」
と
一
瞬
に
し
て
生
き
た
対
象
を
切
り
取
り
、
焼
付
け
、
固

定
さ
せ
る
と
い
う
撮
影
行
為
、
そ
し
て
そ
の
映
像
を
固
定
し
た
も
の
で
あ
る
写

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
へ

真
と
は
、
血
が
通
っ
て
い
な
い
、
即
ち
死
ん
だ
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
、
写
真
は
瞬
間
を
切
り
取
り
、
動
き
を
止
め
る
こ
と
か
ら
、
見
る
者
に
死
の

イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し
、
失
わ
れ
た
〈
い
ま
・
こ
こ
〉
を
現
前
さ
せ
る
も
の
で
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
あ

る
。
作
中
に
お
い
て
、
那
美
が
「
オ
フ
エ
リ
ヤ
」
や
「
長
良
の
乙
女
」
（
二
）

と
い
っ
た
死
を
纏
う
女
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
ね
ら
れ
る
の
も
、
そ
う
し
た
〈
瞬
間

・
の
科
学
〉
と
し
て
の
写
真
の
本
性
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
那
美
自
身
も
ま

た
、
死
へ
の
志
向
を
示
し
て
い
る
が
、
画
工
と
い
う
カ
メ
ラ
に
よ
っ
て
写
し
撮

ら
れ
、
そ
の
生
の
持
続
が
刹
那
と
し
て
切
り
取
ら
れ
る
そ
の
た
び
ご
と
に
、
彼

女
は
「
死
」
を
経
験
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
鏡
が
池
へ
の
擬
似
投
身
劇
に

お
け
る
刹
那
の
画
像
は
、
そ
の
最
も
典
型
的
な
も
の
と
言
え
よ
う
。
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余
が
視
線
は
、
蒼
白
き
女
の
顔
の
真
中
に
ぐ
さ
と
釘
付
け
に
さ
れ
た
ぎ
り

 
動
か
な
い
。
女
も
し
な
や
か
な
る
体
躯
を
伸
せ
る
丈
伸
し
て
、
高
い
巌
の
上

 
に
一
指
も
動
か
さ
ず
に
立
っ
て
居
る
。
此
一
刹
那
！
 
／
余
は
覚
え
ず
飛
び

 
上
っ
た
。
女
は
ひ
ら
り
と
身
を
ひ
ね
る
。
帯
の
間
に
椿
の
花
の
如
く
赤
い
も

 
の
が
、
ち
ら
つ
い
た
と
思
っ
た
ら
、
既
に
向
ふ
へ
飛
び
下
り
た
。
夕
日
は
樹

 
梢
を
掠
め
て
、
幽
か
に
松
の
幹
を
染
む
る
。
熊
笹
は
愈
青
い
。
（
十
）

 
こ
の
よ
う
に
、
切
り
取
ら
れ
た
刹
那
の
画
像
は
、
一
枚
の
写
真
と
し
て
那
美

の
生
を
固
定
す
る
。
そ
れ
は
、
静
止
1
1
死
の
連
続
と
し
て
作
品
内
に
散
乱
し
、

積
み
重
ね
ら
れ
、
連
鎖
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
に
「
連
続
写
真
」
的
な
経

験
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

 
ま
た
、
死
ん
だ
写
真
に
「
血
を
通
は
」
す
と
は
、
逆
に
静
1
1
死
を
動
1
1
生
へ

と
転
換
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
髪
結
床
で
「
ぞ
き
り
と
」
鳴
る
画

工
の
「
動
脈
」
（
五
）
、
満
州
へ
出
征
す
る
青
年
・
久
一
の
「
血
潮
」
「
動
脈
」

「
鼓
動
」
（
八
）
、
「
お
さ
き
真
弓
に
盲
動
す
る
汽
車
」
（
十
三
）
な
ど
、
作
品
に

散
乱
す
る
血
の
隠
喩
の
連
鎖
と
身
体
の
脈
動
の
モ
チ
ー
フ
は
、
こ
の
「
死
」
か

ら
「
生
」
へ
、
と
い
う
「
血
を
通
は
」
す
行
為
を
暗
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
が
、
結
局
そ
の
よ
う
な
動
日
生
へ
の
転
換
を
物
語
化
す
る
こ
と
な
く
各
断

片
の
画
像
は
連
鎖
／
反
復
す
る
に
と
ど
ま
り
、
作
品
は
や
や
慌
し
く
幕
を
閉
じ

る
。 

そ
れ
は
、
作
中
に
持
ち
込
ま
れ
た
唯
一
の
筋
、
不
統
一
な
那
美
の
顔
を
「
憐

れ
」
に
よ
っ
て
統
一
し
、
「
胸
中
の
画
」
を
完
成
さ
せ
る
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
の

存
在
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
が
、
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
作
品
を
こ

う
し
た
プ
ロ
ッ
ト
の
起
動
か
ら
結
末
へ
と
至
る
、
画
工
と
那
美
の
関
係
性
の
ド

 
 
 
 
 
 
ぼ
り

ラ
マ
と
し
て
読
む
こ
と
は
、
こ
の
作
品
の
持
つ
〈
写
真
性
〉
を
捨
象
す
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
事
実
、
那
美
に
「
憐
れ
」
の
表
情
が
浮
か
ぶ
結
末
部
に
お
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
へ

て
、
画
工
は
「
咄
嵯
」
と
い
う
一
瞬
に
彼
女
を
結
局
一
つ
の
画
像
と
し
て
、
カ

ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ

メ
ラ
に
収
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
画
工
の
「
カ
メ
ラ
」
と
し
て
の
機
能
が

全
う
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
こ
に
二
人
の
本
質
的
な
関
係
性
を
見
る
こ
と
は
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

き
な
い
。
そ
も
そ
も
、
那
古
井
と
い
う
共
同
体
の
中
で
疎
外
さ
れ
て
い
る
那
美

の
苦
悩
の
内
実
は
、
「
カ
メ
ラ
」
と
し
て
の
画
工
が
受
け
止
あ
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
の
で
あ
る
。

 
二
人
の
関
係
性
の
ド
ラ
マ
は
、
そ
の
開
始
の
一
歩
手
前
で
打
ち
切
ら
れ
た
。

し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
『
草
枕
』
は
写
生
文
の
新
た
な
試
み
と
し

て
、
「
連
続
写
真
」
的
作
品
に
成
り
得
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

注静注
321

注注
54

注
6

回
目
漱
石
「
余
が
『
草
枕
』
」
（
「
文
章
世
界
」
明
3
9
・
1
1
）

注
1
に
同
じ

む
ら
さ
き
「
空
蝉
（
一
）
」
（
「
写
真
月
報
」
明
3
7
．
8
）
「
む
ら
さ
き
」
止
は
、

ゆ
ふ
つ
ゴ
社
の
社
員
・
斎
藤
太
郎
の
筆
名
。

「
歴
史
と
現
在
」
（
『
日
本
写
真
史
概
説
』
平
1
1
・
1
1
、
岩
波
書
店
）

平
木
収
「
海
外
に
お
け
る
“
芸
術
写
真
”
」
（
『
日
本
写
真
全
集
2
芸
術
写
真
の

系
譜
』
昭
6
1
・
1
1
、
小
学
館
）
。
ま
た
、
漱
石
が
留
学
し
て
い
た
一
九
〇
〇
年

に
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
に
二
五
六
の
ア
マ
チ
ュ
ア
写
真
家
団
体
が
存
在
し
た
と

い
う
。

飯
沢
耕
太
郎
も
、
「
ビ
ク
ト
リ
ア
リ
ズ
ム
の
射
程
」
（
『
「
芸
術
写
真
」
と
そ
の
時
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注細注
987

注注注注注14 13 12 11 10
注
1
5

代
」
昭
6
1
・
7
、
筑
摩
書
房
）
に
お
い
て
、
『
草
枕
』
の
こ
の
箇
所
に
触
れ
、

漱
石
が
「
芸
術
写
真
」
を
実
際
に
見
て
書
い
た
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
、
実
際
の
漱
石
と
「
芸
術
写
真
」
の
接
点
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
注
目
さ
れ

る
の
は
、
『
草
枕
』
執
筆
時
期
に
も
近
い
、
明
治
三
九
年
五
月
三
十
日
、
橋
口

五
葉
宛
書
簡
の
記
述
で
あ
る
。
「
借
先
日
願
ひ
候
ブ
ッ
ク
プ
レ
ー
ト
の
依
頼
者

あ
る
美
術
的
に
写
し
た
る
写
真
を
見
せ
る
か
ら
来
い
と
申
す
故
次
の
日
曜
日
朝

参
る
積
に
候
。
（
中
略
）
此
男
の
説
に
よ
る
と
日
本
の
写
真
術
は
ま
る
で
駄
目

の
よ
し
。
此
男
は
美
術
が
す
き
で
そ
ん
な
も
の
を
調
べ
る
為
め
半
分
来
朝
丸
で

日
本
的
の
生
活
を
送
り
居
候
」
。
こ
の
「
ブ
ッ
ク
プ
レ
ー
ト
の
依
頼
者
」
は
、

当
時
一
高
の
同
僚
で
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
人
教
師
ク
ラ
ー
ク
（
Ω
p
・
爵
ρ
国
匹
≦
p
。
a

じ
d
憎
9
・
目
≦
Φ
＝
）
、
あ
る
い
は
同
じ
く
同
僚
の
ア
メ
リ
カ
人
教
師
モ
リ
ス

（
即
．
ぐ
く
・
7
自
O
憎
一
ω
）
の
い
ず
れ
か
と
推
定
さ
れ
る
。
日
本
の
も
の
は
ひ
と
ま
ず

お
く
と
し
て
、
少
な
く
と
も
漱
石
が
こ
の
と
き
に
イ
ギ
リ
ス
、
あ
る
い
は
ア
メ

リ
カ
の
「
＋
云
術
写
真
」
を
目
に
し
た
可
能
性
は
高
い
と
言
え
よ
う
。

秋
山
公
男
「
『
草
枕
』
1
朧
の
美
学
」
（
「
日
本
近
代
文
学
」
平
4
・
1
0
）

「
『
草
枕
』
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ィ
」
（
「
国
文
学
」
平
6
・
1
）

『
映
像
論
一
〈
光
の
世
紀
〉
か
ら
く
記
憶
の
世
紀
〉
へ
』
（
平
1
0
・
4
、
日
本
放

送
出
版
会
）

「
早
稲
田
文
学
」
明
4
1
・
1
0

注
1
に
同
じ

 
 
 
 
 
マ
マ

家
巣
「
夏
目
漱
石
の
『
草
枕
」
」
（
「
国
民
新
聞
」
明
3
9
・
9
・
2
0
）

「
日
本
附
録
週
報
」
明
3
3
・
3
・
1
2

「
「
写
生
」
と
「
歩
行
」
」
（
『
岩
波
講
座
文
学
7
つ
く
ら
れ
た
自
然
』
平
1
5
・
1
、

岩
波
書
店
）

た
だ
し
、
武
田
は
「
持
続
」
の
概
念
を
筋
や
プ
ロ
ッ
ト
に
限
定
す
る
の
で
は
な

く
、
描
写
の
反
復
性
や
関
係
性
に
ま
で
拡
張
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
本
稿
の

注
1
6

注 注
18 17

画
像
の
連
鎖
と
し
て
の
「
連
続
写
真
」
と
い
う
考
え
と
重
な
っ
て
く
る
と
思
わ

れ
る
。

付
言
す
れ
ば
、
ミ
レ
ー
の
「
オ
フ
エ
リ
ア
」
は
、
実
際
に
モ
デ
ル
を
水
面
に
浮

か
べ
て
撮
影
し
た
写
真
を
も
と
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
草
枕
』
に
は

タ
ー
ナ
ー
が
引
用
さ
れ
る
（
三
・
四
）
な
ど
、
印
象
主
義
絵
画
と
の
関
係
が
深

く
、
光
や
大
気
を
重
視
す
る
画
工
の
絵
画
論
は
、
明
ら
か
に
そ
の
影
響
下
に
あ

る
が
、
ド
カ
な
ど
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
的
な
絵
画
に
挑
戦
し
た
印
象
派
の
試
み

は
、
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
写
真
の
瞬
間
性
、
切
断
性
に
触
発
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
一
方
、
「
芸
術
写
真
」
に
顕
著
な
よ
う
に
、
写
真
に
お
け
る
絵
画
の

重
要
性
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
一
八
三
九
年
に
ダ
ゲ
ー
ル
に
よ
っ
て
写
真
術
が

発
明
さ
れ
て
以
来
、
絵
画
と
写
真
と
い
う
異
ジ
ャ
ン
ル
間
の
影
響
関
係
、
相
互

乗
り
入
れ
と
い
っ
た
事
態
は
、
絵
画
と
写
真
の
要
素
が
混
在
す
る
こ
の
『
草

枕
』
の
語
り
に
も
影
を
落
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「
流
動
す
る
刹
那
-
『
草
枕
』
論
 
 
」
（
「
成
城
国
文
学
」
昭
6
3
・
3
）
な
ど
。

那
古
井
と
い
う
共
同
体
の
抑
圧
性
と
非
人
情
言
説
と
の
関
係
、
ま
た
そ
の
対
象

と
し
て
の
那
美
に
つ
い
て
は
木
村
功
「
『
草
枕
』
i
鏡
・
「
顔
」
・
領
有
さ
れ

る
「
那
美
」
」
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」
平
1
3
・
3
）
に
詳
し
い
。

＊
本
文
の
引
用
は
『
漱
石
全
集
』
（
平
6
・
2
、
岩
波
書
店
）
に
拠
り
、
ル
ビ

は
一
部
を
除
き
省
略
し
た
。

 
〔
付
記
〕
 
本
稿
は
二
〇
〇
四
年
度
日
本
近
代
文
学
会
九
州
支
部
春
季
大
会
に

お
け
る
口
頭
発
表
（
二
〇
〇
四
年
六
月
二
十
日
、
於
九
州
大
学
）
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
。
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