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│1│北
米
合
衆
国
西
海
岸
の
富
の
象
徴
と
いって
よ
い
ポ
ー
ル・ゲ
ッ
テ
ィ・

セ
ン
タ
ー
は
、一
九
七
四
年
に
開
館
し
た
。
有
数
の
石
油
タ
イ
ク
ー
ン

に
し
て
、一
九
五
一
年
に
は
米
国
籍
を
離
脱
し
た
大
富
豪
の
所
有
す

る
超
一
等
地
の
丘
に
位
置
し
た
高
台
か
ら
は
、ロ
ス・ア
ン
ゼ
ル
ス
市

内
が
一
望
に
見
下
ろ
さ
れ
、
そ
の
遥
か
先
に
は
、カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の

太
平
洋
の
波
が
明
る
く
輝
く
。ロ
ス
滞
在
で
は
、「
絶
対
に
見
逃
せ

な
い
」観
光
名
所
。
そ
こ
に
は
美
術
研
究
者
の
た
め
の
設
備
も
整
え

ら
れ
、
著
者
T・J
・ク
ラ
ー
ク
は
こ
こ
の
研
究
機
関
に
、二
〇
〇
〇

年
初
旬
か
ら
半
年
の
、同
業
者
の
端
く
れ
と
し
て
は
羨
望
を
禁
じ

え
ぬ
、
贅
沢
な
滞
在
の
機
会
を
得
る
。
美
術
館
に
は
、
三
年
前
に

購
入
さ
れ
た
ニ
コ
ラ・プ
ッ
サ
ン
の《
静
穏
な
風
景
》（L

andscape w
ith 

a C
alm

。
以
下
、《
静
穏
》と
略
す
）が
や
す
ら
って
お
り
、そ
の
反
対
側

に
は
、た
ま
た
ま
ロ
ン
ド
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル・ギ
ャ
ラ
リ
ー
か
ら
貸
し
出

さ
れ
て
い
た《
蛇
に
殺
さ
れ
た
男
の
い
る
風
景
》（L

andscape w
ith a 

M
an K

iiled by a Snake

。
以
下
、《
蛇
》と
略
す
）が
掛
か
って
い
た
。
別

に
そ
れ
ら
を
眼
に
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
風
情
で
も
な
い
著

者
は
、そ
れ
ら
を
眼
に
し
て
気
づ
い
た
こ
と
を
、日
記
体
で
綴
って
ゆ

く
。
日
記
の
記
載
は
西
暦
二
〇
〇
〇
年
一
月
二
〇
日
に
始
ま
り
、四

月
二
四
日
ま
で
続
い
た
あ
た
り
で
小
休
止
し
、そ
の
あ
と
は
、離
任

後
の
翌
年
の
三
月
に
重
要
な
加
筆
が
な
さ
れ
る
ほ
か
、
断
続
的
に

記
載
が
加
わ
り
つつ
、二
〇
〇
三
年
一一
月
一
四
日
に
ロ
ン
ド
ン
で
、仮

展
示
室
に
逼
塞
し
て
い
る《
蛇
》に
別
れ
を
告
げ
る
と
こ
ろ
で
、
終

わ
る﹇
一
﹈。

こ
の
た
っ
た
二
枚
の
絵
画
作
品
の
た
め
に
、
約
二
五
〇
頁
の
紙
幅
が

費
や
さ
れ
る
。
日
記
体
で
ま
と
ま
り
も
な
い
感
想
や
発
見
を
書
き

連
ね
た
だ
け
の
本
？ 

そ
れ
が
市
販
の
書
籍
と
し
て
、エ
ー
ル
大
学

出
版
局
と
い
う
、定
評
あ
る
老
舗
か
ら
出
版
さ
れ
る
。
く
わ
え
て
そ

の
挿
絵
は
原
則
と
し
て
す
べ
て
原
色
で
あ
り
、
絵
画
の
細
部
拡
大

写
真
が
、惜
し
げ
も
な
く
展
開
さ
れ
る
。
巻
末
に
一
〇
頁
ほ
ど
の
註

は
あ
る
が
、
通
常
の
学
術
書
の
体
裁
は
と
っ
て
い
な
い
。
加
え
て
索

引
完
備（
？ 

こ
れ
に
つい
て
は
後
の
註
一
八
を
参
照
）。
あ
た
か
も
、
名
声

を
得
た
特
権
的
な
学
者
に
の
み
許
さ
れ
た
、
閑
雅
に
し
て
贅
沢
こ

の
う
え
な
い
ブ
ル
ジ
ョワ
趣
味
の
権
化
？ 

そ
も
そ
も
プ
ッ
サ
ン
な
ど
、

ク
ラ
ー
ク
が
相
手
に
す
る
な
ど
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
、「
反
動

的
」（viii

。
以
下
、
同
書
頁
数
）で「
権
威
主
義
的
」な
主
題
で
は
な
い

か
。一
瞬
、そ
ん
な
当
惑
に
囚
わ
れ
る
向
き
も
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
う
、い
ま
か
ら
は
や
三
〇
年
近
く
ま
え
に
、ブ
リ
ス
ト
ル
生
ま
れ

の
イ
ギ
リ
ス
人
青
年
ク
ラ
ー
ク
は
、二
〇
代
半
ば
で
パ
リ・
六
八
年
の

革
命
騒
ぎ
に
立
会
い（
日
本
で
は「
五
月
革
命
」と
称
し
、こ
れ
が
世
界
に

飛
び
火
し
て
大
学
紛
争
と
な
っ
た
）、そ
の
な
か
で
、一
八
四
八
年
の
二
月

革
命
を
背
景
と
し
て
、『
民
衆
の
イ
メ
ー
ジ
』『
絶
対
的
ブ
ル
ジ
ョワ
』

と
いっ
た
革
命
的
な
著
作
を
準
備
し
て
い
た﹇
二
﹈。
弱
冠
三
〇
歳
の

七
三
年
に
こ
れ
ら
の
著
作
が
世
に
問
わ
れ
る
や
、そ
れ
は
熾
烈
な
論

争
を
巻
き
起
こ
し
た
。
教
条
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
の
機
械
的
な
適

用
は
避
け
、む
し
ろ
写
実
主
義
の
画
家
ギ
ュス
タ
ー
ヴ・ク
ー
ル
ベ
や
、

戯
画
批
評
家
オ
ノ
レ・ド
ー
ミ
エ
の
時
代
こ
の
か
た
、百
年
以
上
に
わ

た
っ
て
検
証
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
忘
れ
ら
れ
て
い
た
に
等
し
い
一
次

史
料
を
、執
念
に
も
似
た
探
索
に
よ
って
発
掘
し
、そ
れ
を
根
拠
に

芸
術
を
社
会
環
境
の
な
か
に
位
置
づ
け
な
お
す
。
そ
の
精
緻
に
し

て
果
敢
な
方
法
論
の
実
践
は
、
も
っ
ぱ
ら
政
治
を
敬
遠
し
て
造
形

的
価
値
の
究
明
に
専
念
し
て
い
た
当
時
の
高
踏
的
・
講
壇
的
な
美

術
史
研
究
の
世
界
に
対
す
る
、意
識
的
な
侵
犯
行
為
と
も
見
え
る

振
る
舞
い
だ
っ
た
。
有
閑
階
級
の
子
弟
の
暇
潰
し
と
いっ
た
風
情
も

残
し
て
い
た
美
術
史
研
究
の
世
界
は
、一
方
で
構
造
主
義
革
命
の
洗

礼
に
晒
さ
れ
る
と
と
も
に
、他
方
で
は
ク
ラ
ー
ク
に
代
表
さ
れ
る
社

会
史
的
な
掘
り
下
げ
よ
って
、そ
れ
ま
で
の
暗
黙
の
行
動
規
範
に
問

い
直
し
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
だ
。

そ
の
ク
ラ
ー
ク
が
、な
ぜ
フ
ラ
ン
ス
古
典
主
義
絵
画
の
牙
城
と
いって

も
よ
い
、プ
ッ
サ
ン
な
ど
に
手
を
伸
ば
し
た
の
か
。
か
つ
て
の
学
問
の

静
穏
な
る
水
面 

蛇
の
蠢
く
闇 

T・J・ク
ラ
ー
ク『
死
の
光
景
』を
読
む

A
 C

alm
 M

irror of the W
ater and the D

ark R
ealm

 of the Serpent: A
 R

eading of T. J. C
lark’s T

he Sight of D
eath

稲
賀
繁
美
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革
命
家
は
、
常
夏
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
移
住
し
て
、
北
米
の
エ
ス
タ

ブ
リ
ッ
シ
ュメ
ン
ト
と
し
て
確
固
た
る
名
声
を
得
、
大
富
豪
の
慈
善

事
業
の
恩
恵
に
与
っ
て
、
体
制
の
申
し
子
へ
と「
反
動
的
」変
貌
を

遂
げ
た
の
だ
ろ
う
か
。
な
ん
ら
の
予
備
知
識
も
な
い
ま
ま
に
、本
書

の
書
評
を
依
頼
さ
れ
、ア
マ
ゾ
ン
経
由
で
送
付
さ
れ
て
き
た
ハ
ー
ド

カ
ヴ
ァ
ー
三
〇
ド
ル
の
堅
牢
な
書
籍
を
手
に
し
て
、ま
ず
そ
ん
な
疑

念
が
浮
か
ん
だ
。
お
り
か
ら
ゲ
ッ
テ
ィ
財
団
は
、マ
リ
ブ
ー
の
地
所
に

新
設
の
、シ
ル
ヴ
ェッ
テ
ィ
設
計
に
よ
る
ヴ
ィ
ラ
の
一
般
公
開
直
前
の

二
〇
〇
五
年
に
は
、不
法
購
入
や
脱
税
絡
み
の
醜
聞
に
ま
み
れ
、役

員
辞
任
な
ど
、設
立
以
来
最
大
の
危
機
に
瀕
し
て
い
た﹇
三
﹈。

│2│日
記
体
の
著
作
で
近
傍
に
見
つ
か
る
先
行
例
と
し
て
は
、た
と
え
ば

ジ
ャッ
ク・デ
リ
ダ
の『
絵
画
に
お
け
る
真
理
』（
高
橋
允
昭
＋
阿
部
宏
慈

訳
、法
政
大
学
出
版
局
、一
九
九
七
）や
、同
書
の
献
辞
に
名
前
が（
な
か

ば
抹
消
さ
れ
て
）刻
ま
れ
た
ジ
ャ
ン
＝
ク
ロ
ー
ド・レ
ー
ベン
シ
ュテ
イ
ン
に

よ
る「
ポ
ン
ト
ル
モ
の
日
記
」と
いっ
た（
読
者
な
ら
先
刻
ご
承
知
の
と
お

り
の
、
異
様
な
）著
作
が
脳
裏
に
浮
か
ぶ
。
突
飛
な
連
想
を
連
ね
る

な
ら
小
熊
英
二
の『
イ
ン
ド
日
記
│
牛
と
コ
ン
ピュー
タ
の
国
か
ら
』

（
新
曜
社
、二
〇
〇
〇
）を
挙
げ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
か
。
第
一
印
象
は
そ

の
場
で
書
き
連
ね
て
お
か
ね
ば
、翌
週
に
は
す
で
に
色
褪
せ
る
。
下

手
に
知
識
が
豊
富
に
な
って
、
判
断
の
公
準
が
で
き
あ
が
る
と
、
理

性
で
理
解
可
能
な
事
態
は
、も
は
や
記
述
に
値
す
る
価
値
を
保
持

し
な
く
な
る
。
だ
が
重
複
覚
悟
で
記
述
を
重
ね
て
ゆ
く
と
、か
え
っ

て
変
化
し
な
い
は
ず
の
画
面
が
示
す
変
化
に
気
づ
く
こ
と
に
な
る
。

と
い
う
よ
り
、同
一の
は
ず
の
光
景
を
眼
に
し
な
が
ら
、同
一の
記
述

な
ど
繰
り
返
せ
な
い
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

ゲ
ッ
テ
ィ・セ
ン
タ
ー
で
の
ク
ラ
ー
ク
の
日
記
の
記
載
は
、
そ
の
冒
頭

に
、
そ
の
日
そ
の
日
の
光
線
の
具
合
と
、
そ
れ
に
よ
る
画
面
の
変
化

が
、
著
者
み
ず
か
ら
も
煩
雑
す
ぎ
る
、
と
断
る
ほ
ど
に
記
述
さ
れ

る
。
絵
を
鑑
る
環
境
に
よ
って
映
像
は
変
貌
し
、そ
れ
が
鑑
賞
者
の

心
理
に
も
影
響
を
与
え
る
。ロ
ン
ド
ン
の
曇
天
と
、カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

の
春
の
午
後
の
陽
光
と
は
別
で
あ
る
。
光
の
変
化
は
、錯
誤
や
誤
認

を
悟
ら
せ
て
く
れ
る（131

）。
そ
し
て
容
易
に
記
憶
さ
れ
る
映
像
も

あ
れ
ば
、注
意
し
て
も
記
憶
に
保
持
す
る
こ
と
が
難
し
い
性
質
の
特

徴
も
あ
る
こ
と
も
、見
え
て
く
る
。
画
面
の
構
成
要
素
や
、登
場
人

物
の
交
錯
す
る
視
線
は
記
憶
に
た
や
す
く
刻
ま
れ
る
が
、
そ
れ
ら

を
隔
て
る
距
離
、さ
ら
に
は
互
い
に
説
話
論
的
に
は
無
関
係
に
配
置

さ
れ
た
逸
話
相
互
の
関
係
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
乖
離･

散
乱
の
様

は
、ほ
と
ん
ど
記
憶
に
は
残
ら
な
い（119

）。
さ
ら
に
画
面
の
大
き

さ
な
ど
は
、実
際
に
計
測
し
て
み
る
と
、主
観
的
な
感
覚
と
の
隔
た

り
に
驚
か
さ
れ
る（102

）。
加
え
て
、若
い
こ
ろ
に
初
見
で
感
動
し
た

「
傑
作
」が
、
年
を
経
て
再
訪
す
る
と
、
人
生
経
験
を
蓄
え
た
老

境
の
眼
に
は
、か
つ
て
の
輝
き
を
失
っ
た
り
、
別
物
に
変
貌
し
た
り

す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

『
死
の
光
景
』は
、
題
名
の
と
お
り「
死
」す
な
わ
ち
不
動
に
し
て

硬
直
し
た
事
態
を
描
い
て
い
る
は
ず
だ
。一
度
完
成
し
た
絵
画
作

品
は
、
描
か
れ
た
情
景
を
不
動
の「
死
」の
状
態
に
保
つ
。
さ
ら
に

「
死
」は
、
視
覚
研
究
一
般
の
比
喩
で
も
あ
る
。
対
象
と
な
る
光
景

を
記
述
に
よ
り
固
定
し
、
決
定
的
な
解
釈
に
よ
り
確
定
す
る
。
こ

う
し
て
い
わ
ば
死
体
処
理
を
済
ま
せ
、
死
体
標
本
よ
ろ
し
く
分
類

整
理
す
る
こ
と
で
、イ
メ
ー
ジ
に
決
着
を
つ
け
る
。
と
も
す
れ
ば
映

像
を
扱
う
商
売
が
当
然
と
す
る
こ
の
習
慣
に
は
、
虚
偽
が
あ
る
。

元
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
館
長
ト
マ
ス･

ホ
ウ
ヴ
ィ
ン
グ（
白
水
社
邦

訳
書
の
表
記
で
は「
ホ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
」）は
、ミ
イ
ラ
に
ダ
ン
ス
を
踊
ら
せ
た
、

と
豪
語
し
た
。
そ
の
、い
さ
さ
か
下
品
な
地
口
に
ク
ラ
ー
ク
は
追
従

し
な
い
。
死
体
は
ダ
ン
ス
を
踊
る
。
イ
メ
ー
ジ
は
次
々
と
変
貌
を
遂

げ
る
。
そ
れ
を
言
語
に
よ
って
固
定
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
だ
。
そ

の「
動
物
」（63

）的
生
態
を
、『
死
の
光
景
』は
そ
の
記
述
を
通
じ

て
、み
ず
か
ら
実
証
し
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。

「
黙
し
た
も
の
を
相
手
に
す
る
の
が
、
私
の
職
業
だ
」（3, 106

）と

プ
ッ
サ
ン
は
友
人
に
語
って
い
る
。
物
言
わ
ぬ
絵
画
。
だ
が
そ
の
沈
黙

が
、も
て
る
力
を
発
揮
し
た
時
、そ
れ
に
は
いっ
た
い
何
が
可
能
な
の

か
を
示
し
た
い
、と
著
者
は
語
る（12

）。
絵
画
と
い
う
沈
黙
し
た
物

体
を
語
ら
せ
る
こ
と
と
は
何
な
の
か
。
否
む
し
ろ
、ル
ー
ド
ヴ
ィッ
ヒ・

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
言
う
よ
う
に
、
絵
画
が
言
語
を
捕
え
て

離
さ
な
い
の
で
は
な
い
か
。一
幅
の
絵
が
言
語
を
虜
に
し
、
言
語
を

し
て
、繰
り
返
し
そ
の
絵
を
語
ら
し
め
る
よ
う
に
と
、容
赦
な
く
言

語
を
責
め
苛
な
む
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か（x

）。

今
か
ら
三
〇
年
前
の
日
本
で
は
、
ケ
ネ
ス・ク
ラ
ー
ク（
一
九
〇
三
│

一
九
八
三
）の
著
作
か
ら
の
抜
粋
が
、大
学
教
養
課
程
の
読
本
と
し
て
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頻
繁
に
利
用
さ
れ
た
。
B
B
C
の
教
養
番
組「T

he C
ivilisation

」

の
成
功
と
、
そ
の
端
整
な
エ
ド
ワ
ー
ド
朝
仕
込
み
の
教
養
主
義
が
、

西
欧
世
界
へ
の
憧
れ
と
ま
だ
結
び
つ
き
え
た
幸
福
な
時
代
だ
っ
た
。

偶
然
同
じ
姓
を
も
ち
、ケ
ネ
ス・ク
ラ
ー
ク
と
は
ち
ょ
う
ど
四
〇
歳
、

年
齢
に
差
の
あ
る
T・J
・ク
ラ
ー
ク（
一
九
四
三
│

）は
、
現
在
、
英
語

に
よって
著
述
す
る
美
術
史
家
と
し
て
は
最
高
の
知
性
と
の
賞
賛
を

浴
び
て
久
し
い
。
だ
が
、
そ
の
著
作
が
、か
つ
て
の
ロ
ン
ド
ン・ナ
シ
ョ

ナ
ル・ギ
ャ
ラ
リ
ー
館
長
の
著
作
の
よ
う
に
、世
界
中
で
も
て
囃
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
な
に
も
西
欧
中
心
の
普
遍
的
教
養

が
す
で
に
二
一
世
紀
初
頭
の
世
界
で
は
通
用
し
な
い
、と
い
う
理
由

か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
ふ
た
り
の
ク
ラ
ー
ク
を
隔
て
る
大
き
な
距
離

は
、
同
時
に
こ
の
四
〇
年
間
で
人
文
学
が
体
験
し
て
き
た
危
機
を

も
照
ら
し
出
す
。

た
し
か
に
、こ
の
四
〇
年
の
あ
い
だ
に
、知
的
な
読
書
と
い
う
か
つ
て

の
閑
雅
な
生
活
習
慣
は
衰
退
し
、読
書
は（
一
般
人
の
み
な
ら
ず
、大
学

博
士
課
程
在
籍
者
も
含
め
）資
格
試
験
に
追
わ
れ
る
受
験
者
た
ち
の
情

報
摂
取
技
術
に
座
を
譲
っ
た
。
ク
ラ
ー
ク
卿
の
英
語
は
読
者
に
安
心

を
も
た
ら
し
、共
有
を
保
証
し
、そ
の
著
書
は
、中
産
階
級
の
客
間

に
ふ
さ
わ
し
い
調
度
と
な
っ
た
。
だ
が
四
〇
歳
年
下
の
T
・J
（
テ
ィ
モ

シ
ー・ジェ
イ
ム
ズ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
）の
英
語
は
、格
調
高

い
文
体
な
ど
は
な
か
ら
無
視
し
、
俗
語
表
現
や
口
語
的
言
い
回
し

を
縦
横
・
変
幻
自
在
に
駆
使
す
る
。
そ
れ
は
、不
安
を
招
き
寄
せ
、

断
絶
と
動
揺
と
決
定
不
能（217

）を
読
者
に
突
き
つ
け
る
。マ
ネ
と

印
象
派
の
周
辺
と
い
え
ば
、い
ま
だ
に
展
覧
会
の
ド
ル
箱
だ
が
、こ

の
時
代
を
扱
っ
た『
現
代
生
活
の
絵
画
』﹇
四
﹈に
し
て
も
、
古
典
と
の

評
価
の
確
立
し
た
今
日
な
お
、日
本
語
で
は
翻
訳
ひ
と
つ
登
場
し

な
い
。
専
門
家
の
議
論
が
、
大
衆
の
求
め
る
安
直
な
教
養
と
は
決

定
的
に
乖
離
し
た
こ
と
も
、
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
に
輪
を
か

け
る
よ
う
に
、ク
ラ
ー
ク
の
言
語
態
は
、こ
の
国
で
は
、
大
学
教
養

課
程
で
使
用
可
能
な
英
語
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
大
学
院
専
門
課
程

で
も
、生
半
可
な
学
生
に
は
、ひ
と
と
お
り
の
意
味
を
と
る
こ
と
す

ら
容
易
で
は
な
い
。
英
語
遣
い
の
大
半
は
英
文
学
か
英
語
学
専
攻

だ
か
ら
、フ
ラ
ン
ス
美
術
な
ど
に
手
を
出
し
て
も
業
績
に
は
な
ら
な

い
。
反
対
に
美
術
史
専
攻
の
学
生
は
外
国
語
に
は
さ
ほ
ど
堪
能
で

な
い
場
合
が
多
い
。
そ
ん
な
事
情
も
、
背
後
に
は
あ
ろ
う
か
。
さ
ら

に『
死
の
光
景
』で
の
ク
ラ
ー
ク
は
、自
己
の
言
語
表
現
の
臨
界
を
模

索
す
る
。
眼
が
画
面
に
し
か
と
認
め
た
観
察
を
、
言
葉
に
移
す
こ

と
が
、ど
れ
ほ
ど
ま
で
に
困
難
か
。
そ
の
試
行
錯
誤
が
、執
拗
な
ま

で
に
探
求
さ
れ
る
。
著
者
の
記
述
に
は
、
記
述
の
失
敗
や
、よ
う
や

く
見
つ
け
出
し
た
言
葉
遣
い
の
不
適
切
さ
に
関
す
る
自
己
批
判
が
、

休
み
な
く
挿
入
さ
れ
、観
察
の
精
妙
さ
が
輝
け
ば
輝
く
ほ
ど
、一
般

的
要
約
を
断
固
拒
絶
す
る
。いっ
た
い
何
が
著
者
を
し
て
、こ
う
し

た
不
可
能
に
も
近
い
、不
自
由
な
労
苦
へ
と
誘
う
の
か
。

│3│《
静
穏
さ
の
あ
る
風
景
》（
と
訳
し
て
み
よ
う
か
）﹇
1
﹈は
、た
と
え
ば
安

野
光
雅
の『
旅
の
絵
本
』（
福
音
館
書
店
）の
よ
う
に
意
図
的
な
騙
し
絵

や
ト
リ
ッ
ク
を
縦
横
に
張
り
巡
ら
し
、
隠
し
た
画
面
と
は
異
な
る
。

高
さ
九
七
セ
ン
チ
に
幅
一
三
一・五
セ
ン
チ
ほ
ど
の
作
品
は
、し
か
し
細

部
を
検
討
す
る
と
、さ
ま
ざ
ま
な
謎
を
隠
し
て
い
る
。
画
面
左
に

は
厩
と
水
場
が
見
え
る
が
、
切
妻
と
み
え
た
鈍
角
の
屋
根
は
、よ

く
観
察
す
る
と
壁
に
立
て
か
け
た
斜
め
の
屋
根
に
過
ぎ
ず
、
反
対

側
に
傾
い
で
見
え
た「
屋
根
」は
、実
際
に
は
、手
前
の
屋
根
が
後
壁

に
投
げ
た
影
法
師
に

過
ぎ
な
い（34

）﹇
2
﹈。

そ
う
気
づ
く
と
、
そ

れ
ま
で
画
面
の
な
か

で
ご
く
自
然
に
見
え

て
い
た
こ
の
厩
舎
の

構
造
そ
の
も
の
が
、

不
可
解
な
謎
に
変
貌

す
る
。
さ
ら
に
、
著

作
も
一
五
〇
頁
を
過

ぎ
て
、
ク
ラ
ー
ク
は

不
意
に
気
づ
く
。
水

辺
の
向
こ
う
を
歩
む

羊
と
牛
の
群
れ
の
な

か
で
、
ど
う
し
た
わ

け
か
、
中
央
の
巨
大

な
雄
牛
だ
け
は
、
水

面
に
影
を
落
と
し

1

│
ニ
コ
ラ
・
プ
ッ
サ
ン《
静
穏
さ
の
あ
る
風
景
》（
ポ
ー
ル
・
ゲ
ッ

テ
ィ
ー
・
セ
ン
タ
ー
）　

引
用
出
典
＝T

. J. C
lark, T

he Sight of 
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ale U

niversity P
ress, 

2006.
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て
い
な
い（156

）﹇
3
﹈。
プ
ッ
サ
ン
は
こ
う
し
た「
気
づ
か
れ
ぬ
も
の
の

画
家
」な
の
だ
。｢

静
寂｣

を
描
く
た
め
に
、静
寂
な
ら
ざ
る
も
の
が

「
意
味
な
く
」描
か
れ
る
。
そ
の
無
意
味
さ
こ
そ
が
、
描
か
れ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
、と
筆
者
は
観
察
す
る
。
そ
し
て
そ
ん
な
観
察
に
熱

中
す
る
自
分
の
う
ち
に「
狂
気
の
兆
候
と
い
う
か
、お
そ
ら
く
パ
ト

ス
」を
読
む
で
も
あ
ろ
う
読
者
の
姿
を
肩
越
し
に
推
察
す
る（42

）。

そ
の
一
方
、「
何
も
い
い
加
減
に
は
し
な
い
」症
候
群
を
呈
し
て
い
る
か

の
よ
う
な
謹
厳
な
る
プ
ッ
サ
ン
が
、と
き
に
山
羊
に
笑
い
顔
を
さ
せ

た
り（47

）、と
き
に
手
抜
き
工
事
で「
角
を
き
ち
ん
と
曲
が
ら
ず
」

に
済
ま
せ
た
り
す
る
の
を
眼
に
す
る
と
、思
わ
ず
ほっ
と
安
心
さ
せ

ら
れ
る（160

）。

こ
う
し
て
、細
部
の
観
察
か
ら
見
え
て
く
る
局
面
は
、あ
る
距
離
か

ら
の
視
点
を
絶
対
視
し
た
哲
学
的
解
釈
と
いっ
た
も
の
を
探
そ
う

と
す
る
人
間
の
営
み
の
限
界
を
も
照
ら
し
出
す（48

）。
画
面
に
は
、

前
も
って
準
備
さ
れ
た
目
的
論
的
思
考
で
は
な
く
、一
筆
一
筆
の
絵

具
の
着
地
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
思
考
が
生
起
す
る
。
だ
が
プ
ッ
サ
ン

に
お
い
て
そ
れ
は
、
知
的
範
疇
に
信
頼
を
寄
せ
る
あ
ま
り
視
覚
的

な
不
注
意
を
許
容
す
る
知
性
主
義
で
も
な
け
れ
ば
、
逆
に
絵
具
と

い
う
嘘
へ
の
誠
実
さ
に
徹
す
る
職
人
芸
で
も
な
い（60

）。
そ
の
ど
っ

ち
つ
か
ず
の
振
幅
の
近
似
値
を
プ
ッ
サ
ン
の
頭
脳
と
腕
は
探
る
。
だ

が
そ
う
し
た「
心｣

と｢

手｣

と
が
出
会
う
地
点
を
何
と
呼
ぶ
べ
き

か
、人
は
言
葉
に
窮
す
る
。
物
質
性
と
表
象
性
と
の
あ
い
だ
の
微
妙

な
振
動
、絵
筆
を
持
つ
手
の
振
る
え
。
そ
れ
は
、歴
史
的
事
実
に
照

ら
す
な
ら
、プ
ッ
サ
ン
が
ロ
ー
マ
で
感
染
し
、終
生
完
治
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
梅
毒
と
、あ
る
い
は
何
ら
か
の
関
係
を
も
って
い
た
の
か
も

し
れ
ぬ（57

）。

こ
う
し
た（
複
製
で
は
わ
か
ら
な
い: 119, 166, 201, 221

）画
面
に
密

着
し
た
省
察
が
威
力
を
発
揮
し
始
め
る
の
は
、
す
で
に
本
書
も
三

分
の
一
を
経
過
し
た
あ
た
り
か
ら
だ
。い
ま
ま
で
の
プ
ッ
サ
ン
研
究

は
、こ
う
し
た
勘
所
を
こ
と
ご
と
く
見
落
と
し
て
い
る
。
ま
ず
槍
玉

に
あ
が
る
の
が
、ル
イ・マ
ラ
ン
の『
崇
高
な
る
プ
ッ
サ
ン
』（
矢
橋
透
訳
、

み
す
ず
書
房
、二
〇
〇
〇
。
原
著
一
九
九
五
）﹇
五
﹈。
た
し
か
に
マ
ラ
ン
も
細

部
の
事
故
や
擾
乱
を
観
察
し
て
は
み
せ
る
。
だ
が
そ
れ
ら
は
最
終

的
に
は
画
面
全
体
の
対
立
関
係
に
包
摂
さ
れ
、
還
元
さ
れ
て
解
釈

さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
と
は
違
って
、
作
品
を
理
論
に
解
消
す
る
の

で
は
な
く
、
逆
に
い
か
に
作
品
か
ら
理
論
が
生
成
す
る
か
を
描
き

た
い
、
と
ク
ラ
ー
ク
は
宣
言
す
る
。マ
ラ
ン
に
代
表
さ
れ
る
構
造
主

義
的structuralist

な
絵
画
読
解
に
対
し
て
、ク
ラ
ー
ク
は
絵
画

の
物
質
的
達
成m

aterialization

と
い
う
、い
ま
ひ
と
つ
別
の
織

物structure

、
生
成
の
跡
を
な
ぞ
り
描
く
野
望
を
対
置
さ
せ
る

（82

）。
こ
う
し
て
唯
物
主
義
者m

aterialist

の
信
条
を
吐
露
す
る

反
面
、
著
者
は
脱
構
築
を
も
批
判
す
る
。
擾
乱disturbance

と

い
う
な
ら
、
絵
を
描
く
こ
と
と
は
、
常

に
定
義
と
し
て
擾
乱
だ
ろ
う
。
だ
が
擾

乱
の
観
察
は
、必
ず
し
も
脱
構
築
的
手

法
を
ま
か
り
通
ら
せ
る
も
の
で
は
あ
る

ま
い
。《
静
穏
》に
あ
っ
て
、
鑑
賞
者
の

理
想
の
視
点
が
ど
こ
に
設
定
さ
れ
て
い

る
の
か
は
、
画
面
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
、

透
視
図
法
を
考
察
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

か
え
っ
て
判
然
と
し
な
く
な
る
。
だ
が

そ
れ
が「
静
穏
」に
対
す
る
擾
乱
を
構

成
し
な
い
こ
と
に
こ
そ
、《
静
穏
》が
プ
ッ

サ
ン
た
る
所
以
も
あ
る
の
だ
か
ら
。

つ
ぎ
に
再
検
討
さ
れ
る
の
が
、ア
ー
ウ
ィ
ン・パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
有
名
な

論
文「
我
モ
マ
タ
あ
る
か
で
ぃ
あ
ニ
ア
リ
キ
」（“ E

t in A
rcadia E

go”

）

﹇
六
﹈﹇
4
﹈。
石
棺
の
碑
文
を
読
も
う
と
す
る
羊
飼
い
た
ち
の
う
ち
、左

端
に
佇
む
男
を
、パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は「
挽
歌
の
感
情
を
隠
さ
ず
」表
明

し
て
い
る
、と
み
な
す
。
だ
が
、こ
の
判
断
は
論
者
の
希
望
的
観
測

を
登
場
人
物
に
い
さ
さ
か
手
前
勝
手
にtraject

（
投
擲
？ 

）し
て
い

2

│
《
静
穏
さ
の
あ
る
風
景
》部
分
1
─
3

│
《
静
穏
さ
の
あ
る
風
景
》部
分
2
─
4

│
ニ
コ
ラ
・
プ
ッ
サ
ン《
わ
れ
、ま
た
、ア
ル

カ
デ
ィ
ア
に
あ
り
き
》（
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
）　
い
ず
れ
も
引
用
出
典
＝T

. J. C
lark, Ibid.
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る
の
で
は
な
い
か
、と
ク
ラ
ー
ク
は
疑
う（95

）。パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
見

解
は
、結
局
の
と
こ
ろ
古
典
古
代
の
文
学
的
源
泉
に
よって
プ
ッ
サ
ン

の
絵
画
を
限
定
解
釈
す
る
図
式
に
囚
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う（164

）。

た
し
か
に
ヴ
ェル
ギ
リ
ウ
ス
の
偉
大
な
る
達
成
は
、
挽
歌
の
感
情
の

発
見
で
あ
っ
た
。
だ
が
こ
の
偉
大
な
る
達
成
を
、敢
え
て
峻
拒
し
た

と
こ
ろ
に《
静
穏
》や《
蛇
》が
出
現
す
る
。
ク
ラ
ー
ク
は
彼
一
流
の
切

り
替
え
し
の
文
体
を
駆
使
し
、パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
見
解
を
一
蹴
す
る

（
イ
ギ
リ
ス
流
の
屈
曲
文
体
が
、
北
米
の
学
会
で
生
き
延
び
た
、こ
れ
は
稀
有

な
例
だ
ろ
う
。パ
ノ
フ
ス
キ
ー
そ
の
ひ
と
も
、
亡
命
先
の
北
米
で
、
平
易
な
英

語
表
現
の
自
由
に
驚
い
た
人
物
で
あ
り
、彼
の
使
うproject

（
投
射
）な
ら
ぬ

traject

な
ど
と
い
う
動
詞
も
、英
語
と
し
て
は
破
格
だ
っ
た
は
ず
だ
が
）。

ク
ラ
ー
ク
が
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
解
読
格
子
に
抵
抗
し
た
の
は
、《
我
モマ

タ
》に
描
か
れ
た
左
端
の
羊
飼
い
と
右
端
の
女
性
と
の
関
係（
視
線
投

擲
の
す
れ
違
い
）が
、《
蛇
》に
描
か
れ
た
目
撃
者
の
男
と
そ
の
警
戒
信

号
に
気
づ
く
洗
濯
女
と
の
距
離
へ
と
翻
案
さ
れ
て
い
る
、と
見
る
か

ら
だ
。
と
同
時
に
、ク
ラ
ー
ク
は
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
論
文
初
版
で
の
解
釈

を
重
視
す
る
マ
ラ
ン
の
見
解
を
梃
子
に
し
て
、パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
観
察

を《
蛇
》読
解
の
糸
口
と
し
て
巧
妙
に
活
用
す
る
。
す
な
わ
ち
ギ
リ

シ
ア
古
典
彫
刻
の
線
刻
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
派
の
色
彩
と
を
和
解
さ
せ

た
プ
ッ
サ
ン
は
、そ
れ
に
よって
彫
像
的
孤
立
と
絵
画
的
融
合
を
二
つ

な
が
ら
回
避
し
た
│
と
す
る
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
見
解
は
、
排
除
さ

れ
た
対
立
項
の
狭
間
に
行
き
来
す
る
プ
ッ
サ
ン
の
弁
証
法
を
、見
事

に
射
抜
い
て
い
る（96-97

）。
そ
し
て
ク
ラ
ー
ク
自
身
は
、マ
ラ
ン
と
パ

ノ
フ
ス
キ
ー
と
い
う
二
人
の
論
敵
を
、否
定
の
弁
証
法
に
よって
止
揚

す
る
こ
と
で
、ヴ
ェル
ギ
リ
ウ
ス
の「
ネ
ガ
」と
し
て
、《
蛇
》の
描
く
生

と
死
の
弁
証
法
を
構
築
す
る
。マ
ル
ク
ス
主
義
の
敗
北
と
退
潮
と
い

う
ご
時
世
に
あ
って
、こ
の
美
術
史
家
が
唯
物
論
的
弁
証
法
を
ア
ド

ル
ノ
流
に
駆
使
し
て
、「
な
ん
ら
自
明
で
は
な
い
」プ
ッ
サ
ン
の
絵
画
世

界（127

）に
接
近
し
よ
う
と
腐
心
し
て
い
る
こ
と
は
、
も
は
や
自
明

だ
ろ
う
。

│4│《
静
穏
》は
、
静
穏
な
ら
ざ
る
要
素
を
密
か
に
隠
し
も
ち
な
が
ら
、

そ
れ
ら
が
気
づ
か
れ
ぬ
よ
う
に
競
合
し
て
静
穏
を
も
た
ら
し
て
い

た
。
こ
れ
と
対
置
し
て
み
る
と《
蛇
》（
縦
一一
八
セ
ン
チ
×
横
一
九
八
セ
ン

チ
）﹇
5
﹈は
筆
者
に
著
し
く
対
比
的
な
印
象
を
も
た
ら
す
。
ク
ラ
ー

ク
は
画
面
の
意
味
論
が
掴
め
な
い
と
自
白
し
、こ
の
絵
の
記
述
を

始
め
た「
今
朝
は
、い
ま
ま
で
で
一
番
書
き
に
く
い
朝
だ
」と
告
白

す
る（100

）。
空
間
の
構
成
も
判
然
と
は
せ
ず
、
そ
の
紆
余
曲
折

は
、い
わ
ば
前
景
で
屍
体
に
絡
み

つ
く
蛇
に
類
似
し
て
い
て
、
文
字

通
り「
容
易
に
呑
み
込
み
難
い
」。

前
景
左
手
前
の
、
内
臓
露
出
よ
ろ

し
き
暗
黒（
蛇
の
領
分﹇
6
﹈）と
構

図
の
う
え
で
対
置
さ
れ
て
い
る
の

が
、
右
手
中
景
の
若
木
の
木
立
だ

が
、
そ
れ
ら
は
前
景
の
濃
密
な
闇

と
は
と
て
も
対
峙
で
き
な
い
脆
さ

を
露
呈
し
、
結
果
と
し
て
人
間
の

脆
弱
さ
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
参

与
し
て
い
る﹇

7
﹈。
と
は
い
え
、
お

ぞ
ま
し
い
事
件
に
気
づ
い
た
男
は
、

災
厄
か
ら
逃
れ
る
道
筋
を
、
す
で

に
知
って
い
る
。
屍
体
の
光
景
に
凍
り
つい
た
こ
の
男
は
、同
時
に
生

気
に
満
ち
て
疾
走
し
て
も
い
る
。
死
と
生
と
の
閾
に
あ
って
、
釣
り

合
い
が
取
れ
て
い
る
わ
け
で
も
、釣
り
合
い
を
失
って
い
る
わ
け
で
も

な
い
。
現
場
に
あ
る
の
は
、
活
力
で
も
死
後
硬
直
で
も
な
い
。「
死
へ

5

│
ニ
コ
ラ・プ
ッ
サ
ン《
蛇
に
殺
さ
れ
た
男
の
居
る
風
景
》（
ロ
ン
ド
ン
、ナ
シ
ョ
ナ
ル・ギ
ャ
ラ
リ
ー
）─
6

│
《
蛇
に
殺
さ
れ
た
男
の
居
る
風
景
》部
分

1
─
7

│
《
蛇
に
殺
さ
れ
た
男
の
居
る
風
景
》部
分
2　
い
ず
れ
も
引
用
出
典
＝T

. J. C
lark, Ibid.
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と
沸
き
立
つ
肉
体
、あ
る
い
は
吊
る
さ
れ
て
不
屈
の
生
を
生
き
る
死

体
」（131
）。
そ
れ
を
語
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、と
い
う
夢
想
に
著

者
は
誘
わ
れ
る
が
、
読
者
の
な
か
に
は
、こ
れ
で
は
修
辞
学
で
い
う

撞
着
語
法
の
臭
気
が
や
や
鼻
に
つ
く
、と
い
う
向
き
も
あ
ろ
う
か
。

蛇
の
よ
う
に
蛇
行
し
、蝶
番
を
は
ず
さ
れ
た《
蛇
》の
空
間
構
成
は
、

言
葉
以
前
の
世
界
と
、
言
葉
に
よ
る
叙
述
の
世
界
と
の
断
絶
を
も

暗
示
し
て
い
る﹇
七
﹈。
そ
し
て
両
者
を
隔
て
る
中
景
の
遮
蔽
幕
は
、

著
者
に
突
然
、
印
象
派
の
画
家
、カ
ミ
ー
ユ・ピ
サ
ロ
の
木
立
を
思
い

出
さ
せ
る（171

）﹇
八
﹈﹇
8
﹈。
そ
し
て
ピ
サ
ロ
が
政
治
的
に
は
無
政
府

主
義
を
標
榜
し
て
い
た
事
実
も
、ク
ラ
ー
ク
の
ピ
サ
ロ
愛
好
の
理
由

と
し
て
、
ま
た
こ
の
プ
ッ
サ
ン
の
絵
の
読
解
の
う
え
で
、
思
想
的
に

無
視
で
き
な
い
。
こ
の
画
面
統
辞
上
の
亀
裂（
あ
る
い
は
無
政
府
状
態
）

は
、作
品
の
発
話
体
制
と
結
び
つ
く
。《
蛇
》に
は
事
件
が
人
間
の
声

に
よ
って
伝
達
さ
れ
る
寸
前
の
情
景
が
凍
結
さ
れ
て
い
る
。
記
号
化

さ
れ
た
身
体
表
現
が
表
象
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
記
号
と

呼
ぶ
の
は
安
全
で
は
な
い
。
走
る
男
は
、口
に
は
で
き
な
い
よ
う
な

経
験
を
眼
に
し
て
、そ
こ
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
し
、
記
号
の
世
界
へ

と
戻
る
そ
の
途
上
に
あ
る
。
あ
た
か
も
地
下
の
国
で
エ
ウ
リ
ュィ
ー

デ
ィ
ケ
ー
の
、
見
る
に
耐
え
ぬ
姿
を
眼
に
し
て
し
ま
っ
た
オ
ル
ペ
ウ
ス

の
よ
う
に
、と
ク
ラ
ー
ク
は
述
べ
る（106

）。

日
本
で
い
え
ば『
古
事
記
』の
イ
ザ
ナ
ミ
、イ
ザ
ナ
ギ
の
逸
話
に
相
当

す
る
禁
忌
破
り
の
場
面
を
想
起
す
る
の
は
、
見
事
な
比
喩
と
い
う

べ
き
だ
が
、
そ
の
瞬
間
、ク
ラ
ー
ク
は
そ
う
し
た
比
喩
の
危
険
に
も

気
づ
く
。
光
景
は
言
語
を
絶
し
た
悲
劇
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
い

う
の
に
、
神
話
の
形
象
に
頼
る
と
、
記
述
は
、
突
如
メ
ロ
ド
ラ
マへ
と

変
貌
す
る
。
物
語
の
世
界
で
は
、一
瞬
後
に
は
、
男
が
警
戒
の
声
を

発
し
、
洗
濯
物
を
抱
え
た
女
性
や
水
辺
の
男
た
ち
に
そ
れ
が
伝
達

さ
れ
、蛇
退
治
が
始
ま
る
だ
ろ
う
…
…
。
だ
が
、そ
う
し
た「
未
来

時
制
」が
、こ
の
画
面
で
は
束
の
間
宙
吊
り
に
さ
れ
、
直
前
で
永
遠

に
停
止
さ
れ
て
い
る
。
言
語
を
仕
向
け
て
そ
れ
を
時
間
軸
に
再
生

さ
せ
よ
う
と
強
い
た
途
端
、叙
述
は
叙
述
特
有
の
演
劇
性
を
帯
び
、

と
同
時
に
、絵
画
が
見
事
に
達
成
し
て
い
た
も
の
を
、無
残
に
も
解

体
し
て
し
ま
う
。

プ
ッ
サ
ン
は
シ
ャ
ン
ト
ル
ー
に
向
か
っ
て
、
自
分
は｢

言
葉
よ
り
明
ら

か
な
も
の
に
専
心
す
る｣

と
語
っ
て
い
る
が（106:

索
引
よ
り
脱
落
）、

こ
こ
に
そ
の
顕
著
な「
例
証
」が
あ
る
│「
例
証
」と
い
う
言
葉
を

使
っ
た
瞬
間
に
、ポ
ー
ル・ド・マ
ン
が
そ
れ
を「
冷
笑
」で
迎
え
た
こ

と
を
、ク
ラ
ー
ク
は
忘
れ
ず
追
記
し
て
い
る
が（175

：
ド・マ
ン
も
索

引
か
ら
は
脱
落﹇
九
﹈）。
そ
し
て
そ
の「
言
葉
よ
り
明
ら
か
な
も
の
」を

描
い
た《
蛇
》で
は
、ま
だ
言
葉
は
発
せ
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
こ
そ

《
蛇
》と
お
そ
ら
く
同
じ
一
六
四
八
年
に
制
作
さ
れ
た《
デ
ィ
オ
ゲ
ネ

ス
》﹇

9
﹈の
登
場
人
物
が
見
出
し
た
、か
の「
真
実
の
瞬
間
」だ
っ
た
の

で
は
な
か
っ
た
か
。

「
ア
キ
レ
ス
と
亀
」の
逆
説
を
論
破
す
べ
く
、デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
は
、
世

界
の｢

不
動｣

を
唱
え
る
ゼ
ノ
ン
を
、
自
ら
歩
き
回
る
こ
と
で
、
反

駁
し
た
。
だ
が
こ
の
言
葉
以
前
の｢

真
実
の
瞬
間
」の
意
味
を
伝
え

る
に
は
、
皮
肉
に
も
哲
学
者
は
、そ
れ
を
言
語
に
よ
っ
て「
語
る
」こ

と
に
よ
っ
て
裏
切
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た（105

）。
し
か
る
に
画
家

は
、そ
の「
真
実
」を
、絵
画
の
沈
黙
の
う
ち
に
開
示
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
さ
ら
に
、こ
こ
で
は
ま
だ「
何
も
発
生
し
て
い
な
い
」。
文
字

通
り
画
面
は
固
定
さ
れ
、凍
結
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
美
術
館
の

引
率
指
導
で
、気
も
向
か
な
い
の
に
こ
の
絵
の
前
に
連
れ
て
こ
ら
れ
、

何
が
起
こって
い
る
の
か
記
述
し
な
さ
い
と
命
じ
ら
れ
、一
二
歳
く
ら

い
の
学
童
が
、
困
惑
し
、ぽ
つ
り
と
漏
ら
す
。「
で
も
何
も
起
こ
っ
て

な
い
」（135

）。
ま
だ「
何
も
起
こって
な
い
」言
葉
以
前
の
瞬
間
を
描

き
と
め
る
、絵
画
の
沈
黙
の
力
が
、そ
こ
に
充
実
し
て
い
る
。

言
語
で
述
べ
る
の
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
ほ
ど
、
き
わ
め
て
複
雑
な

こ
と
が
、こ
こ
に
は
、わ
ず
か
な
筆
捌
き
と
明
暗
の
う
ち
に
実
現
さ

8

│
カ
ミ
ー
ユ・ピ
サ
ロ《
エ
ル
ミ
タ
ー
ジ
ュの
上
り
坂
》（
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
美
術
館
）─
9

│
ニ
コ

ラ
・
プ
ッ
サ
ン《
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
の
い
る
風
景
》ル
ー
ヴ
ル
美
術
館　

と
も
に
引
用
出
典
＝T

. 
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れ
て
い
る
。
プ
ッ
サ
ン
が
こ
こ
に
張
り
巡
ら
し
た
も
の
。
そ
れ
は
、同

時
代
の
天
文
学
者
に
し
て
哲
学
者
ピ
エ
ー
ル･

ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
や
、『
エ

セ
ー
』の
著
者
と
し
て
名
高
い
、モ
ン
テ
ー
ニュの
文
章
に
匹
敵
す
る
、

精
密
な
る
巧
緻
で
あ
る（164:

索
引
無
記
載
）。
な
の
に
、
今
ま
で
美

術
史
家
た
ち
は
、そ
れ
を
見
落
と
し
て
き
た
。
ク
ラ
ー
ク
は
こ
こ
に

絵
画
の
経
済
学
を
見
る（109
）。
こ
の
簡
潔
さ
、
手
段
の
極
度
の
節

約
が
、強
度
と
手
を
取
り
合
って
芸
術
の
実
現
を
も
た
ら
す
。
な
ぜ

そ
れ
が
可
能
な
の
か
、
自
分
に
は
理
解
で
き
な
い
。
だ
が
、
そ
の
節

度
と
貞
淑
と
に
、一
六
世
紀
以
来
、
近
代
の
終
局
に
至
る
ま
で
の
、

西
欧
に
よ
る
世
界
制
覇
の
蕩
尽
、
放
縦
の
無
節
操
に
対
す
る
、
倫

理
的
な
裏
面
を
探
り
当
て
る
こ
と
が
で
き
ま
い
か（125
）。
こ
う
し

て
、プ
ッ
サ
ン
の
世
界
に
沈
潜
す
る
こ
と
の
意
義
が
、よ
う
や
く
読

者
に
も
解
き
明
か
さ
れ
る
。
誰
も
ま
だ
知
ら
ぬ
ま
ま
に
、二
〇
〇
一

年
九
月
一一
日
が
ひ
そ
か
に
近
づ
い
て
い
た
。
そ
のSep.11

以
降
の

世
界
政
治
を
、
左
翼
の
視
点
か
ら
批
判
的
に
考
察
す
る
こ
と
と
、

プ
ッ
サ
ン
を
論
ず
る
こ
と
と
は
、だ
か
ら
、
け
っ
し
て
無
縁
で
は
な
い

（vii-viii

）。
両
者
は
車
の
両
輪
を
な
す﹇
一
〇
﹈。
ル
イ
一
四
世
治
下
、

一
六
四
〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
確
立
期
の
美
術
を
考
察
す

る
な
ど
、一
見
、
反
革
命
的
、
反
動
的
に
み
え
る
。
だ
が
そ
れ
は
現

今
の
視
覚
の
支
配
体
制
に
対
す
る
逆
襲
を
含
み
こ
ん
だ
、
意
図
的

な
営
み
だ
っ
た
。

│5│こ
こ
で
、
読
者
は
初
め
て
、
著
者
と《
蛇
》と
の
出
会
い
が
、
偶
然
の

無
垢
な
遭
遇
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
明
か
さ
れ
る
。
六
〇
年
代
の
革

命
的
状
況
下
、ロ
ン
ド
ン
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル・ギ
ャ
ラ
リ
ー
入
り
口
の
ラ
イ

オ
ン
の
前
で
、
革
命
に
は
必
然
の
偶
像
破
壊
が
議
論
と
な
っ
た
。
そ

の
と
き
若
き
ク
ラ
ー
ク
が
血
祭
り
に
あ
げ
る
べ
き
だ
と
何
度
も
主

張
し
た「
革
命
の
寓
意
」が
、《
蛇
に
殺
さ
れ
た
男
の
い
る
風
景
》だ
っ

た
。
記
憶
は
な
い
も
の
の
、友
人
の
文
学
史
家
・
美
術
史
家
、ジ
ョン・

バ
レ
ル
か
ら
何
度
と
な
く
、
そ
う
だ
っ
た
と
聞
か
さ
れ
た
と
い
う
の

だ（114

）。
無
論
、抹
殺
の
対
象
と
な
る
べ
き
は
、そ
の
喪
失
が
も
っ

と
も
遺
憾
に
思
わ
れ
る
作
品
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。《
蛇
》と
い
う

作
品
は
、
恐
れ
と
絶
望
と
を
、
あ
た
か
も
自
然
の
道
理
で
あ
る
か

の
よ
う
に
表
象
す
る
。
だ
が
こ
の
あ
や
か
し
に
、た
や
す
く
説
得
さ

れ
て
は
な
ら
な
い
。
イ
メ
ー
ジ
即
ち
現
実
の
表
象
は
、人
を
直
接
行

動
か
ら
隔
離
し
、耐
え
難
い
現
実
を
な
ん
と
か
許
容
可
能
な
も
のへ

と
変
貌
さ
せ
る
。つ
ま
り
イ
メ
ー
ジ
は
、
人
々
の
政
治
参
加
を
妨
害

す
る
詐
術
と
し
て
糾
弾
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
イ
メ
ー

ジ
に
有
罪
宣
告
を
突
き
つ
け
た
時
代
が
あ
っ
た
。
そ
ん
な
時
代
を
、

過
ぎ
た
過
去
と
は
い
う
ま
い
。
だ
が
そ
れ
か
ら
三
〇
余
年
が
経
過

し
た
現
代
、表
象
と
行
動
と
の
関
係
は
さ
ら
に
錯
綜
し
、い
ま
や
イ

メ
ー
ジ
は
覇
権
政
治
と
野
合
を
遂
げ
、
真
実
を
覆
い
隠
し
、
抹
殺

す
る
策
略
に
体
よ
く
貢
献
し
て
し
ま
って
い
る
。

こ
う
し
て
本
書
の「
政
治
的
責
任
」が
明
確
に
さ
れ
る（121

）。い
ま

さ
ら
プ
ッ
サ
ン
に
関
心
を
寄
せ
る
な
ど
、
選
民
思
想
で
あ
り
、
異
性

愛
志
向（
あ
る
い
は
同
性
愛
志
向
│

論
理
的
に
ど
ち
ら
も
可
能
）、排
他
的

な
、
所
有
欲
へ
の
嗜
好
と
指
弾
さ
れ
か
ね
ま
い
。
だ
が
そ
れ
は
、
そ

う
し
た
情
緒
や
衝
動
強
迫
に「
汚
染
」さ
れ
て
い
な
い
と
言
い
張
る

類
の「
科
学
的
」な
関
与
な
ど
よ
り
は
、は
る
か
に
人
間
的
だ
ろ
う
。

か
つ
て
は
、世
間
の
雑
踏
や
猥
雑
な
現
実
か
ら
隔
離
さ
れ
て
美
の
殿

堂
に
鎮
座
し
、忘
我
の
対
象
よ
ろ
し
く
崇
め
ら
れ
て
い
た
芸
術
作
品

こ
そ
が
、
敵
だ
っ
た
。
初
期
の
ク
ラ
ー
ク
は
、
取
り
澄
ま
し
た
美
術

鑑
賞
の
偽
善
性
を
暴
い
た
。
作
品
存
在
の
高
尚
さ
の
裏
に
、社
会
の

「
取
引
」や
論
争
や
信
仰
が
隠
さ
れ
て
お
り
、
作
品
が
そ
の
争
点
で

あ
り
、「
政
治
」に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
。
作
品
は
世

界
に
所
属
す
る
。
そ
の
こ
と
を
信
じ
な
い
人
な
ど
、い
ま
や
い
ま
い
。

だ
が
芸
術
は
、象
牙
の
塔
か
ら
引
き
ず
り
降
ろ
さ
れ
る
や
、今
度
は

政
治
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
手
段
に
貶
め
ら
れ
、そ
の
隷
属
ぶ
り
が
賞

賛
さ
れ
る
、と
い
う
倒
錯
し
た
事
態
と
あ
い
な
っ
た
。

自
分
は
│
と
ク
ラ
ー
ク
は
言
う
│「
反
動
的
」reactionary

で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
常
に
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て「
反
応
的
」

reactive

な
美
術
史
を
目
指
し
て
き
た
。
プ
ッ
サ
ン
な
ど
過
去
の
む

な
し
き
郷
愁
に
過
ぎ
な
い
と
言
う
向
き
も
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
、

P
C
の
端
末
で
映
像
操
作
の
罠
に
鎖
で
つ
な
が
れ
て
い
な
が
ら
、
自

分
が
電
気
刺
激
や
モ
ル
ヒ
ネ
で
操
作
さ
れ
て
い
る
実
験
動
物
と
変
わ

ら
な
い
隷
属
状
態
を
生
き
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
か
ぬ
二
一
世
紀
の

知
識
人
の
、
言
葉
の
正
当
な
意
味
で
の「
盲
目
さ
」に
ほ
か
な
る
ま

い
。「
凝
視
」gaze

も
流
行
語
だ
が（121:

こ
れ
を
は
や
ら
せ
た
ノ
ー
マ
ン・

ブ
ラ
ン
ソ
ンへの
言
及
は
、
本
書
に
は
見
ら
れ
な
い
）、い
た
ず
ら
に「
凝
視
」

し
て
も
、
何
か
が
見
え
て
く
る
ど
こ
ろ
か
、か
え
っ
て
言
語
に
は
還
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元
で
き
な
い
視
覚
の
特
性
は
隠
さ
れ
て
し
ま
う
。
今
大
切
な
の
は
、

視
覚
媒
体
が
言
語
態
か
ら
取
る
距
離
で
あ
り
、
そ
こ
に
現
今
の
メ

デ
ィ
ア
支
配
に
対
す
る
抵
抗
の
可
能
性
が
あ
る
は
ず
だ
。
言
語
に

よ
る
世
界
か
ら
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
世
界
への
移
行
と
い
い
な
が
ら
、そ

れ
は
実
際
に
は
映
像
を
言
語
記
号
学
の
論
理
に
切
り
詰
め
て
い
る

だ
け
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
操
作
が
、
偽
ユ
ー
ト
ピ
ア

の
策
略
で
あ
る
こ
と
に
も
気
づ
か
ず
、こ
れ
を
素
朴
に
寿
ぐ
が
ご
と

き
陳
腐
に
し
て
致
命
的
な
妥
協
ほ
ど
、
苦
々
し
い
も
の
は
な
い（
こ
こ

に
仮
想
敵
の
名
前
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、た
と
え
ば
B・ス
タ
フ
ォ
ー
ド
や

J
・ク
レ
イ
リ
ー
ほ
か
が
T・J
・ク
ラ
ー
ク
の
敵
か
味
方
か
、は
一考
に
値
す
る

だ
ろ
う
。
献
辞
解
読
の
政
治
学
、と
い
う
課
題
が
こ
こ
に
開
か
れ
る
が
、今
は

措
く
）。

作
品
の
細
部
を
観
察
し
、
視
点
を
さ
ま
ざ
ま
に
変
え
て
思
索
を
め

ぐ
ら
す
著
者
の
態
度
は
、一
見
対
象
へ
の「
没
入
」absorption
と

も
見
紛
う（123

）。「
没
入
」は
、
も
ち
ろ
ん
盟
友
た
る
マ
イ
ケ
ル・フ

リ
ー
ド
愛
用
の
言
葉（232

）だ
が
、「
演
劇
性
」（113

）も
含
め
、フ

リ
ー
ド
の
流
行
ら
せ
た
言
葉
遣
い
が
、よ
く
考
え
る
と
意
味
不
鮮

明
な
こ
と
を
、ク
ラ
ー
ク
は
暗
に
揶
揄
し
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
の
よ
う

に
近
傍
の
同
僚
た
ち
を
も
敵
に
回
し
か
ね
な
い
ク
ラ
ー
ク
の
批
判
的

精
神
の
裏
に
は
、
現
今
の
き
わ
め
て
楽
観
的
で
体
制
迎
合
的
な
映

像
研
究
に
対
す
る
、ク
ラ
ー
ク
の
苦
々
し
さ
の
感
覚
が
あ
る
。
そ
れ

が
ク
ラ
ー
ク
を
プ
ッ
サ
ンへ
と
立
ち
返
ら
せ
る
。《
静
穏
》を
仔
細
に

分
析
す
れ
ば
、午
後
遅
く
の
陽
光
に
映
え
る
風
景
と
納
得
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て《
蛇
》の
画
面
で
は
、
朝
闇
の
な
か
に
、
陽
光
が
差

し
込
み
始
め
た
瞬
間
が
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
。「
夜
明
け
は
近
い
」。

革
命
へ
の
夜
明
け
は
間
近
、
と
告
げ
る
プ
ッ
サ
ン
の《
蛇
》だ
が
、
ま

だ
闇
の
刻
に
あ
っ
て
、
敵
か
ら
生
命
を
奪
い
取
り
粉
砕
し
た
い
、
と

い
う
若
き
革
命
家
の
暗
い
パ
ト
ス
を
も
、《
蛇
》は
同
時
に
宿
し
て
い

る
。

│6│分
節
言
語
は
線
状
を
な
し
、
読
解
に
は
時
間
を
要
す
る
。
こ
れ
に

た
い
し
て
絵
画
は
情
報
を
一
瞬
に
し
て
了
解
に
も
た
ら
す
、と
い
わ

れ
る
。
言
語
の
障
害
に
対
す
る
映
像
の
透
明
性
と
は
、よ
く
用
い
ら

れ
る
比
喩
だ
。
だ
が
果
た
し
て
こ
う
し
た
対
比
は
正
し
い
の
だ
ろ
う

か（175

）。一
方
で
絵
画
は
、
自
ら
の
表
面
の
う
ち
に
記
憶
の
層
を

宿
し
て
い
る
。
他
方
、絵
画
を
見
る
観
者
の
側
も
、絵
画
と
の
邂
逅

の
な
か
に
自
ら
の
記
憶
の
襞
を
刻
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
今
こ
こ

で
の
絵
画
と
の
対
面
は
、
筆
者
を
こ
う
し
て
次
の
次
元
へ
、
不
透
明

な
時
間
へ
と
、ゆっ
く
り
と
導
い
て
ゆ
く
。

《
蛇
》の
背
景
の
空
に
注
目
し
よ
う
。
そ
こ
に
は
、
絵
筆
の
節
約
と

は
逆
に
、
制
作
準
備
に
費
や
さ
れ
た
知
的
背
景
の
厚
み
が
隠
れ
て

い
る
。
ジ
ョル
ジ
ョ
ー
ネ
の
空
、テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
空
、ベ
ル
ニ
ー
ニ
の

空
。
少
な
く
と
も
ロ
ン
ド
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル・ギ
ャ
ラ
リ
ー
で「
引
掻
き

屋
と
詰
物
屋
」が
仕
事
を
す
る
ま
え
に
は
見
え
て
い
た
と（
回
想
の
な

か
で
幾
分
か
は
理
想
化
さ
れ
て
は
い
る
だ
ろ
う
が
）ク
ラ
ー
ク
が
記
憶
す
る

雲
の
陰
影
や
色
彩
の
余
韻
が
、《
蛇
》の
背
景
の
空
に
透
視
さ
れ
る

（123

）。
舞
台
と
し
て
想
定
さ
れ
た
古
代
に
お
け
る「
現
在
」の
空
の

う
え
に
は
、
異
な
る
時
代
の「
現
在
」の
空
が
重
ね
あ
わ
せ
に
さ
れ
、

組
み
合
わ
さ
れ
て
い
て
、鑑
賞
者
は
複
数
の
時
間
性
を
経
験
し
つつ
、

夢
想
の
迂
回
を
経
て
は
じ
め
て
、
今
こ
の
絵
を
眼
に
し
て
い
る
現
在

に
至
り
つ
く
。
そ
う
し
た
倒
錯
し
た
時
間
軸
の
背
景
が
、
現
代
美

術
の
世
界
に
は
、あ
ま
り
に
欠
け
て
い
て
、退
屈
な
思
い
を
さ
せ
る
、

と
ク
ラ
ー
ク
は
ひ
と
り
ご
つ
。「
引
掻
き
屋
と
詰
物
屋
」（186

）と
い

う
揶
揄
か
ら
は
、修
復
に
対
す
る
ク
ラ
ー
ク
の
意
見
も
見
え
る
。
修

復
は
作
品
を
当
初
の
状
態
に
復
元
す
る
と
言
い
張
り
な
が
ら
、
絵

画
の
経
験
し
た
時
間
の
堆
積
、そ
の
褶
曲
や
断
層（
波
打
つ
画
面
や
罅

割
れ
）を
抹
消
し
、登
場
人
物
を
亡
霊
化
す
る（235

）。
そ
し
て
ひ
い

て
は
画
家
が
画
面
に
託
し
た
は
ず
の
、
時
間
の
成
層
ま
で
も
が
消

去
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
明
言
は
し
て
い
な
い
が
、著
者
は
修
復
に

よ
る
記
憶
の
抹
殺
を
断
罪
す
る
。

記
憶
と
は
、
絵
を
見
る
記
憶
で
も
あ
る
。
映
像
が
記
憶
に
深
く
刻

ま
れ
れ
ば
刻
ま
れ
る
ほ
ど
、か
え
っ
て
そ
の
原
初
の
映
像
│
つ
ま

り
原
作
│
に
立
ち
返
る
必
要
を
感
じ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ

し
て
芸
術
作
品
は
な
ぜ
問
え
ば
問
う
に
し
た
が
っ
て
、
無
尽
蔵
に

与
え
て
く
れ
る
の
か
。
こ
の
問
い
は
、
先
に
触
れ
た「
凝
視
」の
一
回

性
の
不
十
分
さ
を
物
語
る
。
分
析
的
な
絵
画
の
読
み
解
き
で
は
な

く
、累
積
的
な
経
験
の
記
述
が
必
要
と
な
る
か
ら
だ（120

）。
だ
が

同
時
に
こ
れ
は
、す
で
に
絵
画
そ
の
も
の
の
存
在
論
に
限
定
さ
れ
た

問
い
で
は
な
い
。
絵
画
に
対
面
す
る
観
者
の
実
存
が
、絵
画
を
読
む

行
為
の
な
か
に
、い
や
お
う
な
く
投
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
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に
そ
れ
は
、
観
る
こ
と
と
、
書
く
こ
と
と
の
関
係
に
も
波
及
す
る
。

書
く
こ
と
は
、「
最
も
偉
大
な
絵
画
が
時
に
も
た
ら
す
、
見
る
こ
と

の
絶
対
的
な
受
身
の
姿
勢
」を
崩
し
て
し
ま
う
、と
ク
ラ
ー
ク
は
警

戒
す
る（131
）。
な
に
か
を
書
く
た
め
に
見
よ
う
と
す
る
姿
勢
を

ク
ラ
ー
ク
は
抑
圧
し
、そ
う
し
た
い
気
持
ち
を「
悪
い
兆
候
」（133

）

だ
と
反
省
す
る
。
だ
が
、
現
象
学
も
教
え
る
と
お
り
、
純
粋
な
受

動
性
を
視
覚
に
要
求
す
る
こ
と
は
困
難
だ
ろ
う
。
対
象
か
ら
発
す

る
ノ
エマ
と
、
視
覚
が
求
め
る
ノ
エ
ー
シ
ス
と
の
交
わ
り
は
、「
網
膜
」

（93

）の
人
ク
ラ
ー
ク
の
営
み
に
あ
って
も
無
視
で
き
ま
い
。
そ
し
て
そ

れ
は
、プ
ッ
サ
ン
がaspect

（163

）とprosepect
（191, 199

）と
呼

ん
で
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
ク
ラ
ー
ク
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が

倦
ま
ず
に
語
っ
た
、
鑑
画
体
験
に
お
け
る
一
種
の
脱
魂
作
用（237

）

に
触
れ
て
お
き
な
が
ら
、な
ぜ
か
プ
ッ
サ
ン
が
構
想
し
て
い
た
と
想

定
さ
れ
る
、視
覚
の
受
動
面
と
能
動
面
への
対
の
認
識
を
、組
織
的

に
は
追
求
し
て
い
な
い﹇
一一
﹈。

こ
の
よ
う
に
、
整
合
性
に
は
生
成
途
上
の
部
分
も
残
る
が
、
本
書

は
、プ
ッ
サ
ン
の
絵
画
制
作
の
な
か
で
理
論
が
立
ち
上
が
る
様
を
擬

似
的
に
追
体
験
し
、擬
態
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、ク
ラ
ー
ク
の
観
察

の
な
か
か
ら
い
ま
ひ
と
つ
の
理
論
が
浮
上
し
て
く
る
過
程
を
も
描
い

て
ゆ
く
。
そ
う
し
た
生
成
の
軌
跡
と
し
て
、
本
書
の
記
述
が
具
体

化
さ
れ
て
ゆ
く
。
だ
が
そ
こ
で
見
え
て
き
た
脈
絡
を
事
後
的
に
整

理
整
頓
し
て
し
ま
え
ば
、著
者
が
論
難
し
た
マ
ラ
ン
の
轍
を
踏
む
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。い
さ
さ
か
先
回
り
す
る
な
ら
、こ
こ
に
は
北
米

の
大
学
で
推
奨
さ
れ
る
理
論
と
そ
の
図
式
的
な
適
用
への
、ク
ラ
ー

ク
の
異
議
表
明
が
、
周
到
に
仕
込
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ

れ
は
ひ
い
て
は
、本
書
の
取
り
上
げ
る
二
つ
の
作
品
を
、ク
ラ
ー
ク
の

理
論
の
例
証
で
は
な
く
、
鑑
な
い
し（
ポ
ー
ル・ド・マ
ン
の
定
義
す
る
）寓

意
と
し
て
扱
う
こ
と
の
作
用
を
問
い
直
す（216

）、と
い
う
、い
ま
ひ

と
つ
別
の
次
元
で
の
、理
論
的
な
問
い
を
内
側
に
秘
め
て
い
る
。

そ
こ
に
は
精
神
分
析
と
分
析
哲
学
も
か
か
わ
っ
て
く
る
。
実
際
、

《
蛇
》に
は
、
無
意
識
と
意
識
と
の
閾
が
顔
を
見
せ
て
い
る
。
そ
れ

も
さ
ま
ざ
ま
に
重
層
的
に
過
剰
決
定
さ
れ
て
。
画
面
の
意
味
論
の

次
元
な
ら
ば
、そ
れ
は
前
景
左
手
の
闇
と
い
う「
蛇
」の
領
域
と
、そ

こ
か
ら
脱
出
し
て
理
性
、言
語
の
世
界
へ
と
戻
ろ
う
と
す
る
男
と
の

関
係
に
託
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
要
素
論
に
は
還
元
で
き
な
い
色
彩
と

光
の
効
果
が
そ
こ
に
競
合
す
る
。
こ
の
光
景
は
、お
そ
ら
く「
夜
明

け
」を
描
い
て
い
る
が
、夜
明
け
と
は
、物
事
の
輪
郭
が
徐
々
に
明
ら

か
に
な
って
く
る
時
刻
、「
か
は
た
れ
ど
き
」で
あ
り
、
判
然
と
し
な

い
様
相
が
意
識
に
確
固
た
る
姿
を
呈
示
し
始
め
る
移
ろ
い
の
時
で

も
あ
る
。
英
語
の
自
動
詞
と
し
て
のdaw

n

に
宿
る
こ
の
意
味
を
ク

ラ
ー
ク
は
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュタ
イ
ン
の『
哲
学
探
究
』の
英
訳
者
、エ
リ

ザ
ベ
ス・ア
ン
ス
コ
ン
ブ
の
創
発
的
翻
訳
に
見
出
し
、
そ
れ
を
梃
子
に

自
ら
の「
探
求
」を
進
め
て
ゆ
く（123, 156, 167, 173, 221

）。
発

見
に
関
す
る
認
識
そ
の
も
の
が
、夜
明
け
の
よ
う
に
徐
々
に
明
ら
か

と
な
り
、さ
ら
に
は
自
ら
に
課
し
た
問
い
を
忘
却
し
て
い
た
と
い
う

認
識
そ
の
も
の
が
、夜
明
け
の
よ
う
に
意
識
に
昇
る
状
態
ま
で
、冷

静
に
観
察
さ
れ
る
。
走
る
男
の
脚
は
文
字
通
り「
脚
光
」（
フッ
ト
ラ
イ

ト
）を
浴
び
て
い
る
。
水
面
に
落
ち
た
朝
日
の
照
り
返
し
が
、人
の
足

元
に
反
射
光
の
余
剰
を
提
供
す
る
一
方
で
、水
面
下
の
闇
の
世
界
に

深
み
を
付
与
す
る（160

）。
闇
に
対
す
る
光
の
勝
利（174

）。
そ
の

予
感
が
、時
の
移
ろ
い
に
託
し
て
、描
写
さ
れ
て
い
る
。

│7│

そ
の
闇
の
世
界
に
と
ぐ
ろ
を
巻
く
蛇
と
は
何
か
。
そ
れ
を
探
ろ
う

と
す
る
あ
た
り
で
、
著
者
は
ま
る
で
偶
然
の
よ
う
に
北
米
原
住
民

ホ
ピ
の
岩
山
に
休
暇
を
取
り
に
ゆ
く（168

）。一
八
九
一
年
に
ド
イ

ツ
の
美
術
史
家
、ア
ビ・ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
が
ホ
ピ
の
蛇
儀
礼
を
知
ろ

う
と
し
て
、ニュ
ー
メ
キ
シ
コ
を
訪
れ
た
こ
と
は
、
今
日
美
術
史
の

世
界
で
は
常
識
と
な
っ
て
い
る
。
註
を
見
る
と（249

）、ス
ピ
ロ
ス・

パ
パ
ペ
ト
ロ
ス（Spyros P

apapetros

）が
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー

ク
レ
ー
校
に
二
〇
〇
一
年
に「
無
機
物
の
生
気
づ
け
に
つ
い
て
」（“ O

n 

the A
nim

ation of the Inorganic: ‘ Life in M
ovem

ent’  in the 

A
rt and A

rchitecture of M
odernity”

）に
関
す
る
博
士
論
文
を

提
出
し
て
お
り
、こ
こ
に（
お
そ
ら
く
は
指
導
教
授
か
論
文
審
査
担
当

者
）ク
ラ
ー
ク
の
発
想
源
も
あ
る
よ
う
だ
。
蛇
足
で
な
く
、
書
き
加

え
て
お
く
な
ら
、パ
パ
ペ
ト
ロ
ス
は
デ
ィ
デ
ィ
＝
ユ
ベ
ル
マ
ン
のL

‘ im
age 

survivante: histoire de l‘ art et tem
ps des fantom

es, selon 

A
by W

arburg

（
邦
訳
＝『
残
存
す
る
イ
メ
ー
ジ
│
ア
ビ・ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク

に
よ
る
美
術
史
と
幽
霊
た
ち
の
時
間
』竹
内
孝
宏
＋
水
野
千
依
、人
文
書
院
、

二
〇
〇
五
）に
対
し
て
、
辛
辣
だ
が
一
番
真
っ
当
な
書
評
を
書
い
た
人

物
で
も
あ
る﹇
一
二
﹈。
パ
パ
ペ
ト
ロ
ス
も
正
当
に
指
摘
す
る
と
お
り
、
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デ
ィ
デ
ィ
＝
ユ
ベ
ル
マ
ン
は
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
を
フ
ロ
イ
ト
に
引
き
寄
せ

す
ぎ
て
、
そ
の
両
義
的
極
性
を
見
落
と
す
半
面
、ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク

の
手
稿
を
ま
っ
た
く
読
ま
ず
に
放
置
し
て
い
る
…
…
）。

ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
は
後
年
の
講
演
で
、
蛇
を
仲
立
ち
と
し
て
ホ
ピ
の

人
々
が
、
通
常
の
社
会
的
規
範
の
制
約
を
乗
り
超
え
、
環
境
と

の
自
由
に
し
て
開
放
さ
れ
た
関
係
性
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
様

を
叙
述
す
る
。エ
リ
ッ
ヒ･
キ
ュス
タ
ー
は
一
九
一
三
年
の
著
作D

ie 

Schlange in der griechischen K
unst und R

eligion

（﹇R
eligio

nsgeschichtliche V
ersuche und V

orarbeiten, B
d.13, 2.H

eft

﹈. 

A
lfred T

öpelm
ann V

erlag, G
ießen 1913

）で
、
古
代
ギ
リ
シ
ア

を
例
に
と
り
、
蛇
が
死
者
と
生
者
と
の
交
流
を
仲
立
ち
す
る
役
割

を
担
って
い
た
と
主
張
し
て
い
る
。
善
悪
の
彼
岸
を
媒
介
す
る
霊
と

し
て
の
蛇
に
ま
つ
わ
る
象
徴
体
系
を
、プ
ッ
サ
ン
の
描
い
た《
蛇
》を

理
解
す
る
た
め
に
動
員
す
る
の
も
、
あ
な
が
ち
牽
強
付
会
と
ば
か

り
は
決
め
つ
け
ら
れ
ま
い﹇
 10
﹈。

実
際
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
は
、
蛇
に
関
す
る
人
類
学
的
な
経
験
が
、
美

術
の
な
か
で
造
形
的
に「
情
念
定
型
」を
な
し
て
憑
依
し
て
き
た
、

と
の
仮
説
を
展
開
し
て
い
た
。
古
代
の
石
棺
で
男
根
と
も
密
接
に

結
び
つ
き
、脱
皮
す
る
こ
と
で
自
己
再
生
し
、ま
た
自
分
の
触
れ
た

物
体
の
形
を
模
倣
す
る
蛇
。
と
ぐ
ろ
を
巻
く
と
い
う
自
己
言
及
性

か
ら
は
、
人
間
が
最
も
両
義
的
な
存
在
と
し
て
蛇
を
把
握
し
て
い

た
こ
と
も
納
得
さ
れ
る
。
自
分
で
自
分
の
尾
を
噛
む
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
に

は
、「
因
果
」causation

の
肉
体
的
な
具
現
を
み
る
こ
と
も
許
さ
れ

よ
う（178

）。
変
形
自
在
と
は
、一
定
の
形
を
取
ら
な
い
こ
と
で
あ

り
、そ
れ
が
ひ
い
て
は「
悪
」の
究
極
的
定
義
、さ
ら
に
は
寓
意
と
も

な
る
。
魅
惑fascination

の
語
源
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
のfascinus

は
、そ
の
ま
まphallus

を
意
味
す
る
が
、そ
の
男
根
と
も
類
比
さ

れ
る
蛇
は
、
戦
慄
と
忌
避
の
感
覚
を
ほ
と
ん
ど
本
能
的
に
惹
起
さ

せ
る
。《
蛇
》に
お
い
て
黒
い
大
蛇
が
描
か
れ
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
る

だ
ろ
う
。一
八
世
紀
の
批
評
家
、ド
ニ・デ
ィ
ド
ロ
が
、
蛇
に
扼
殺
さ

れ
る
人
物
を
女
性
と
見
誤
っ
た（113

）の
も
、
批
評
家
の
深
層
心
理

を
物
語
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
描
か
れ
た
黒
ぐ
ろ
と
濡
れ
て
光
沢
を

放
つ
も
の
は
、
実
際
の
蛇
と
い
う
よ
り
は
、む
し
ろ
人
間
が
無
意
識

の
裡
へ
と
葬
り
さ
ろ
う
と
す
る
な
に
も
の
か
の
表
象
だ
ろ
う（81

）。

あ
た
か
も
自
ら
の
内
臓
を
外
界
に
露
出
し
た
よ
う
な
粘
性
・
捉
え

ど
こ
ろ
の
な
い
流
動
性
が
、
蛇
と
い
う
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。《
蛇
に

殺
さ
れ
た
男
の
い
る
風
景
》は
、か
つ
て《
恐
怖
の
効
果
》と
名
づ
け

ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、「
恐
怖
」で
は
あ
ま
り
に
人
間
的
だ
、と
ク

ラ
ー
ク
は
考
え
る（181

）。「
恐
怖
」な
ど
と
い
う
名
前
を
与
え
る
こ

と
も
で
き
な
い
、そ
れ
以
前
の
根
源
的
な
、「
死
」の
生
け
る
姿
、
言

語
道
断
、
言
語
に
よ
る
把
握
を
拒
む
そ
の「
も
の
」性
が
、
見
る
人

を
竦
ま
せ
、
そ
の
抗
い
が
た
い
闇
の
無
意
味
な
世
界
へ
の
吸
引
力
に

対
し
て
、人
間
は
理
性
に
よ
る
抵
抗
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
る（
そ
れ
は

一
五
〇
六
年
に
発
見
さ
れ
た《
ラ
オ
コ
ー
ン
》群
像
の
造
形
す
る
蛇
と
人
間
た

ち
と
の
闘
争
だ﹇172

﹈。
そ
し
て
、こ
こ
ま
で
来
る
と
、先
に
批
判
し
た
生
と

死
に
ま
つ
わ
る「
撞
着
語
法
」が
、
戯
れ
で
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

憑
依
霊
の
形
象
化
と
い
う
解
釈
も
可
能
だ
ろ
う
が
…
…
）。

│8│蛇
は「
冷
た
い
」と
ク
ラ
ー
ク
は
言
う（166

）。
こ
れ
は
実
際
の
蛇
を

親
し
く
知
って
い
る
者
に
は
、い
さ
さ
か
納
得
が
ゆ
く
ま
い
。
だ
が
な

ぜ「
冷
た
く
」な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
は
、ク
ラ
ー
ク
の
精
神

の
内
面
が
明
か
さ
れ
る
に
し
た
が
っ
て
、
納
得
さ
れ
て
く
る
。
そ
し

て
そ
の
鍵
と
な
る
の
が
、走
る
男
の
左
手
に
い
て
、異
常
を
察
知
し
、

両
手
を
広
げ
る
洗
濯
女
だ
っ
た（
こ
の
先
は
、
読
書
の
楽
し
み
を
奪
い
か

ね
な
い
の
で
、本
文
通
読
を
意
図
さ
れ
る
読
者
は
、読
後
に
お
読
み
い
た
だ
き

た
い
。
も
っ
と
も
評
者
の
読
み
も
、既
に
こ
の
あ
た
り
か
ら
、ク
ラ
ー
ク
の
原
文

を
不
誠
実
に
な
ぞ
る「
擬

態
」は
放
棄
し
て
、
評
者

自
身
の
妄
想
の
領
域
へ

と
、
す
こ
し
づ
つ
逸
脱
し

て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
）。

著
者
が
本
書
で
精
神

分
析
へ
と
屈
曲
す
る

き
っ
か
け
が
、
ど
う
や

ら
ユベ
ー
ル・ダ
ミ
ッ
シュ

と
の
会
話
に
起
因
す

る
ら
し
い
の
は
、
兆
候

的
と
い
っ
て
よ
い
。
ダ

ミ
ッ
シ
ュ
と
い
う
、い
ま

や
現
役
最
長
老
と
な

10

│
ニ
コ
ラ
・
プ
ッ
サ
ン《
蛇
》
素
描（
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
）　

引
用
出
典
＝T

. J. C
lark, Ibid.
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ろ
う
と
し
て
い
る
美
術
史
家
は
、
自
分
自
身
、
師
匠
だ
っ
た
ピ
エ
ー

ル・フ
ラ
ン
カ
ス
テ
ル
と
き
わ
め
て
濃
密
な
精
神
分
析
的
関
係
を
結

び
、そ
こ
か
ら
の
脱
却
に
長
い
年
月
を
要
し
た
人
物
だ
が﹇
一
三
﹈、
自

分
の
周
囲
に
も
同
様
の
反
復
強
迫
を
遅
延
し
て
撒
き
散
ら
す
、
強

烈
な
オ
ー
ラ
の
も
ち
主
と
いって
よ
い
。
そ
の
ダ
ミ
ッ
シ
ュ
か
ら
、ま
だ

「
言
い
間
違
い
」lapsus
を
見
つ
け
な
い
の
か
、
と
叱
責
さ
れ
た
あ

た
り（190

）か
ら
、ク
ラ
ー
ク
の
行
文
は
今
ま
で
の
軌
道
を
逸
脱
し
、

自
分
の
過
去
へ
、
幼
少
へ
と
回
帰
す
る
。
二
〇
三
頁
の
拡
大
図
を
ご

覧
頂
く
の
が
よ
い
だ
ろ
う
か﹇
 11
﹈。
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
図
版
の
ト
リ

ミ
ン
グ
に
は
、ク
ラ
ー
ク
自
身
の
具
体
的
な
指
示
が
あ
っ
た
は
ず
だ

が
、右
手
の
走
る
男
が（
お
そ
ら
く
）子
供
と
し
て
の
ク
ラ
ー
ク
自
身
で

あ
り
、そ
の
左
手
で
両
手
を
拡
げ
、
異
常
を
察
知
し
た
仕
草
を
す

る
女
性
は
、そ
の
母
親
な
の
で
あ
る
。

ク
ラ
ー
ク
は
ど
こ
に
も
そ
う
明
言
は
し
て
い
な
い
が
、《
蛇
》が
彼
に

と
って「
革
命
の
寓
意
」へ
と
成
長
を
遂
げ
た
起
源
の
ひ
と
つ
は（
こ
れ

は
、
あ
く
ま
で
連
想
が
意
識
化
さ
れ
て
後
の
、
遡
及
的
な
合
理
化
に
よ
る
外

傷
形
成
に
典
型
的
な
論
理
だ
が
）、
彼
が
こ
の
画
面
に
見
え
る
女
性
に
、

そ
の
手
の
し
ぐ
さ
、そ
し
て
表
情
に
、自
分
の
母
の
姿
を
投
射
し
て

い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、も
は
や
何
を
し
で
か
し
た
の
だ
っ
た

か
、記
憶
に
は
残
って
い
な
い
が
、少
年
が
犯
し
た
過
ち
に
対
し
て
の

母
の
怒
り
が
封
印
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
彼
女
に
と
って
も
脅
威
で

あ
り
、取
り
返
し
の
つ
か
な
い
も
の
で
あ
り
、そ
れ
ゆ
え
、少
年
の
感

じ
た
恐
怖
に
は
、
無
限
の
優
し
さ
と
懇
願
と
が
、
分
離
し
が
た
く

結
び
つ
い
て
い
た
。
そ
の
経
験
は
ク
ラ
ー
ク
の
内
面
で
も
深
く
抑
圧

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
連
想
が
意
識
に
昇
っ
た
の
は
、二
〇
〇
一

年
三
月
六
日
、日
記
の
記
載
が
始
ま
って
一
年
以
上
を
経
過
し
た
頃

の
、不
意
の
出
来
事
だ
っ
た﹇
一
四
﹈。

だ
が
こ
こ
か
ら
の
ク
ラ
ー
ク
の
思
索
は
、よ
く
あ
る
よ
う
に
、
外
傷

の
原
光
景
を
特
定
し
て
求
刑
論
告
す
る
方
向
へ
は
伸
び
て
ゆ
か
な

い
。《
蛇
》は
す
で
に
ほ
ぼ
一
年
前
の
四
月
二
四
日
に
は
ゲ
ッ
テ
ィ・セ
ン

タ
ー
を
後
に
し
て
お
り
、
連
想
が
ク
ラ
ー
ク
に
生
ま
れ
た
の
は
、
実

物
の
作
品
で
は
な
く
、
複
製
を
眺
め
て
い
る
と
き
の
こ
と
だ
っ
た
。

複
製
作
品
を
集
め
て
思
考
実
験
を
繰
り
返
す
と
、操
作
が
容
易
で

あ
る
だ
け
に
、メ
ロ
ド
ラ
マ
的
な
物
語
を
な
す
連
想
が
容
易
に
繁
殖

す
る（222
）。
こ
れ
は（
評
者
の
勝
手
な
脱
線
だ
が
）ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
晩

年
の
ム
ネ
モ
シュ
ネ
ー
の
企
画
に
も
、あ
る
い
は
内
在
す
る
危
険
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
と
ま
れ「
こ
れ
で
本
質
的
に
は
物
語
は
お
し
ま
い
」

（200

）と
宣
言
し
た
後
に
な
っ
て
、
筆
者
に
と
っ
て
も
思
い
が
け
ず
、

母
親
の
追
憶
が
到
来
し
た
、と
い
う
。

問
題
は
観
念
連
合
の
根
源
に
遡
及
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
作

品
を
前
に
し
て
、
そ
う
し
た
連
想
が
作
品
に
対
し
て
有
効
に
働
く

か
ど
う
か
、そ
の
妥
当
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
、次
な
る
任
務
と
な

る（210

）。
そ
こ
に
は
、
伝
統
的
な
図
像
学（
ア
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー﹇
日
本
で

は
通
常「
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
」と
発
音
す
る
が
、そ
れ
で
は
北
太
平
洋
文
化
圏
で
は

通
用
し
な
い
﹈）へ
の
強
烈
な
る
違
和
感
も
投
影
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、絵
画
が
先
行
す
る
ど
の
よ
う
な
文
学
的
源
泉
に
基
づ
い
て

い
る
か
を
探
り
あ
て
る
こ
と
で
、
あ
た
か
も
絵
画
の
意
味
を
極
め
つ

く
し
た
か
の
よ
う
に
振
舞
う
文
献
主
義
へ
の
、ク
ラ
ー
ク
の
根
本
的

な
疑
念
が
、自
ら
の
精
神
分
析
に
お
い
て
も
、貫
徹
さ
れ
る﹇
一
五
﹈。

母
が
子
を
い
と
お
し
む
気
持
ち
、
そ
の
や
さ
し
さ
、
配
慮
、
気
遣
い

が
、
そ
れ
ゆ
え
落
胆
に
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
そ
の
原
因
を
つ
く
っ
た

子
た
る
自
分
に
対
す
る
自
己
懲
罰
に
結
び
つ
く
。
そ
う
し
た
情
感

を
洗
濯
女
の
姿
に
読
み
込
み
た
い
の
は
、
あ
く
ま
で
ク
ラ
ー
ク
の
側

の
投
射（
あ
る
い
はtraject?

？ 

）と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の

是
非
に「
誠
実
な
回
答
」を
寄
せ
る
こ

と
は
、
原
理
的
に
無
理
な
相
談
だ
。

予
言
破
り
の
自
由
と
同
様
に
、
設
問

条
件
に
よ
っ
て
事
態
が
必
然
的
に
歪

曲
を
蒙
って
し
ま
う
の
だ
か
ら（221

）。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、こ
の
解
釈
に
一
縷

の
希
望
を
託
す
姿
勢（217

）は
、
ク

ラ
ー
ク
の
学
問
に
対
す
る
根
本
姿
勢

と
も
密
接
に
呼
応
す
る
よ
う
だ
。
即

ち
、
学
問
と
は（
こ
こ
で
W・ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が

言
及
さ
れ
る
）、
知
ら
れ
ざ
る
も
の
と
い

う
暗
黒
の
穴（
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
）の
周
囲

を
、
あ
た
か
も
崖
っ
ぷ
ち
を
経
巡
る
よ

う
に
周
回
し
て
い
る
も
の
な
の
だ
か
ら

（164

）﹇
一
六
﹈。
そ
れ
な
の
に
、
昨
今
の

（
訴
訟
社
会
北
米
な
ら
で
は
の
？ 

）学
会
で

は
、
学
説
の
自
己
主
張
の
正
当
化
に

ば
か
り
力
点
が
置
か
れ
て
、
そ
の
結

11

│
《
蛇
に
殺
さ
れ
た
男
の
居
る
風
景
》部
分

3　

引
用
出
典
＝T

. J. C
lark, Ibid.
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果
が
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
か
に
は
、さ
し
て
注
意
が
払
わ
れ
な
い

（163-164
）。
そ
う
し
た
学
会
力
学
の
風
潮
に
対
す
る
不
信
感
も
、

本
書
の
通
奏
低
音
の
ひ
と
つ
だ
ろ
う
。

│9│蛇
の
冷
た
さ
、
そ
れ
は
ど
う
や
ら
ク
ラ
ー
ク
が
自
ら
の
母
の
死
を

看
取
っ
た
と
き
の
、
霊
安
室
で
感
じ
た「
冷
た
さ
」の
投
射
だ
っ
た

よ
う
に
、
評
者
は
読
ん
だ（229

）。「
氷
の
よ
う
な
」と
い
う
形
容
詞

は
、つ
ま
り
は
言
葉
で
は
触
れ
え
ぬ
領
域
か
ら
、
死
と
い
う
現
実
を

奪
還
す
る
た
め
の
、
理
性
に
よ
る
試
み
の
痕
跡
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

《
蛇
》の
画
面
に
み
え
る
洗
濯
女
の
首
の
周
辺
の
衣
服
の
斑
に
、ロ

ラ
ン・バ
ル
ト
が『
明
る
い
部
屋
│
写
真
に
つ
い
て
の
覚
書
』（
部
屋
は

cam
era

で
、こ
れ
を
用
い
た
英
訳
題
名
は
、一
読
写
真
論
と
わ
か
る
仕
組
み
。

ち
な
み
に
仏
文
原
題L

a cham
bre claire

の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
はnote sur la 

photographie

と
あ
る
）で
提
唱
し
た
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム
を
見
る
ク
ラ
ー
ク

の
主
観（222

）も
ま
た
、バ
ル
ト
が
そ
の
文
学
批
評
の
出
発
点
で
表

明
し
た「
絶
対
零
度
」の
感
覚
、
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
の
表
現
で
い
う

な
ら
ば
、「
物
自
体
」D

ing an sich

に
触
れ
た
と
き
の
不
気
味
さ

に
通
ず
る
も
の
だ
ろ
う
。
ク
ラ
ー
ク
に
と
って《
蛇
》と
は
、こ
の
よ
う

に
、
意
味
の
世
界
に
は
回
収
さ
れ
な
い
原
体
験
の
軌
跡trajectory

で
あ
り
、
死
と
い
う
形
象
を
生
け
る
表
象
の
う
ち
に
宿
し
た
、
力

動
性
の
凍
結
│《「
死
」の
生
け
る
様
》と
い
う
お
ぞ
ま
し
さ
│

で
あ
り
、
意
味
と
い
う
衣
で
は
包
む
こ
と
の
で
き
な
い
、
得
体
の
し

れ
ぬ
も
の
、恐
怖
と
名
づ
け
る
こ
と
す
ら
憚
ら
れ
る
黒
い
無
を
湛
え

た
原
初
的
な
絵
画
だ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
、本
書
の
終
末
に
い
た
って

判
明
す
る
。
そ
し
て
、こ
の
よ
う
な
リ
ビ
ド
ー
の
底
辺
に
接
し
た
絵

画
的
記
憶
喚
起
の
器
と
、い
わ
ば
対
を
な
し
、だ
が
こ
れ
と
は
対
極

で
、
言
語
の
彼
方
に
究
極
の「
平
穏
」を
指
し
示
す
の
が
、《
平
穏
》

の
、
今
は
何
も
映
し
て
い
な
い
水
面
を
構
成
す
る
、「
類
比
を
絶
し

た
青
の
色
彩
」だ
っ
た
、と
い
う
こ
と
に
な
る
。

│10│二
〇
〇
三
年
九
月
二
一
日
、《
蛇
》に
思
い
を
馳
せ
て
い
た
ク
ラ
ー
ク

の
脳
裏
に
は
、ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
発
端
と
な
っ
た
コ
ン
コ
ー
ド
や
レ

キ
シ
ン
ト
ン
の
戦
場
跡
の
墓
石
に
刻
ま
れ
た「
悲
痛
」affliction

の

文
字
が
浮
か
ぶ
。
そ
こ
に
バッハ
の《
哀
悼
行
事
》Actus T

ragicus

の
カ
ン
タ
ー
タ
が
聞
こ
え
て
く
る
。
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ・フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
＝

デ
ィ
ー
ス
カ
ウ
の
声
が
耳
朶
を
打
つ
。「
い
ま
や
、い
ま
や
、
汝
、
我
と

と
も
に
天
国
に
在
ら
ん
」。
こ
の
対
比
が
、筆
者
を
政
治
的
な
想
念

へ
と
誘
う
。
暗
黒
と
取
り
返
し
の
つ
か
な
さ
の
感
覚
な
く
し
て
は
、

昇
天
も
ま
た
あ
り
え
な
い
。
日
々
の
悲
痛
、
憎
悪
と
忌
避
の
ま
っ

た
だ
な
か
で
、
そ
れ
に
決
着
を
つ
け
る
知
恵
。
プ
ッ
サ
ン
の
世
界
は

そ
れ
を
湛
え
て
い
た
。
だ
が
現
在
の
新
た
な
宗
教
戦
争
に
あ
っ
て
、

プ
ッ
サ
ン
の「
世
界
へ
の
信
頼
」（195

）は
回
復
不
可
能
な
ま
で
に
喪

失
し
た
。

こ
こ
に
来
て
、不
意
に「
社
会
主
義
」と
い
う
言
葉
が
、初
め
て
登
場

す
る
。
本
書
も
残
す
と
こ
ろ
本
文
あ
と
一
頁
に
な
って
、「
い
ま
だ
に

そ
れ
を
そ
う
呼
ん
で
よ
い
な
ら
ば
」と
い
う
保
留
と
と
も
に
。
そ
し

て
ク
ラ
ー
ク
は
こ
う
続
け
る
。
思
え
ば
社
会
主
義
も
ま
た
、
災
厄

と
苦
悩
と
死
の
な
か
に
生
れ
落
ち
、敗
退
の
時
に
出
発
し
た
の
で
は

な
か
っ
た
か
。
悲
痛
と
非
道
な
ま
で
の
不
条
理
こ
そ
が
、
常
に
ユ
ー

ト
ピ
ア
の
本
当
の
顔
だ
っ
た
こ
と
を
、い
ま
ふ
た
た
び
学
び
直
す
時

で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
言
葉
で
表
現
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
そ
こ

に《
蛇
》と
い
う
一
幅
の
絵
を
、
乱
暴
か
つ
強
引
に
も
ひ
と
つ
の「
寓

意
」に
仕
立
て
よ
う
と
す
る
、絶
望
的
な
企
て
を
見
る
人
も
あ
る
だ

ろ
う（240

）。
こ
ん
な
こ
と
は
言
わ
ず
も
が
な
で
あ
って
ほ
し
い
。
む

し
ろ
、プ
ッ
サ
ン
の
絵
に
、よ
り
良
い
、あ
る
い
は
よ
り
化
け
物
じ
み
た

「
生
」へ
の
親
密
な
告
知
が
な
さ
れ
て
い
る
│
と
い
う
こ
と
を
見
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ら
、ど
う
だ
ろ
う
、な
ど
と
は
、で
き
れ
ば
考

え
た
く
な
い
。
そ
こ
に
は
、少
な
く
と
も（
ク
ラ
ー
ク
が
一
九
八
五
年
の
著

書
で
分
析
し
た
）「
現
代
生
活
」の
弁
証
法
的
反
定
立
が
、何
に
よ
って

つ
く
ら
れ
て
い
る
か
が
示
さ
れ
て
い
る
。
現
在
に
は
未
来
を
夢
見
る

こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い
の
だ
。
な
ぜ
な
ら「
現
在
」は
、ま
だ
存
在

し
て
い
な
い
現
実real

を
つ
く
る
材
料
と
し
て
の「
過
去
」を
宿
し
て

は
い
な
い
の
だ
か
ら
、と
。

│11│布
を
木
枠
に
貼
り
付
け
て
、
そ
れ
を
油
性
の
絵
の
具
で
覆
っ
た
存

在
。
そ
ん
な
絵
画
は
、
し
ょ
せ
ん
無
防
備
で
ひ
弱
な
存
在
だ
。
年
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月
の
う
ち
に
絵
の
具
は
変
質
し
、
鏝
を
当
て
て
ア
イ
ロ
ン
で
伸
ば

し
、
上
か
ら
筆
を
被
せ
る
乱
暴
な
修
復
に
よ
っ
て
、
そ
の
精
妙
な

仕
掛
け
は
容
易
に
台
な
し
に
さ
れ
て
し
ま
う（188, 235

）。
し
か

し
そ
れ
で
も
、
彼
ら
は
過
去
の
災
厄
を
生
き
延
び
て
き
た
貴
重

な
生
き
残
り
、
死
線
を
超
え
て
、か
つ
て
の
世
界
を
証
言
す
る
生

存
者survivors

で
も
あ
る
。
生
き
延
び
た
イ
メ
ー
ジim

ages 

survivantes

に
託
さ
れ
、そ
れ
が
可
能
に
し
て
く
れ
る
批
判
的
考

察
を
、本
書
は
模
索
し
て
き
た
。
た
し
か
に
そ
れ
は
、誇
り
高
き
直

接
行
動
な
ど
に
比
べ
れ
ば
、
所
詮「
弱
い
政
治
」で
し
か
あ
る
ま
い
。

し
か
し
そ
れ
は
現
代
社
会
を
支
配
し
よ
う
と
し
て
い
る
視
覚
文
化

な
る
も
の
に
抵
抗
、
あ
る
い
は「
反
応
」し
、
そ
の
エ
ー
ト
ス
の
欺
瞞

性
を
し
か
と
認
知
す
る
だ
け
で
も
、い
ま
や
汗
牛
充
棟
の
様
を
呈

し
て
い
る「
視
覚
文
化
研
究
」と
称
す
る
あ
ま
た
の
民
俗
学
的
記
述

の「
反
動
性
」と
は
、そ
の
志
を
異
に
す
る
。
そ
う
、ク
ラ
ー
ク
は
宣

言
し
た
い
よ
う
だ（185

）。
潜
在
的
な
可
視
性
が
、ヴ
ァ
ー
チ
ュア
ル・

リ
ア
リ
テ
ィ
の
名
で
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
に
よ
る
世
論
操
作
の
道
具
へ
と

簒
奪
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
民
主
主
義
の
実
現
で
も
あ

る
か
の
よ
う
に
巧
妙
に
も
変
装
し
、
自
由
な
解
放
区
と
い
う
虚
偽

を
ま
か
り
通
ら
せ
る
現
代
。
時
代
への
、
静
か
な
怒
り
が
、
行
間
か

ら
伝
わ
って
く
る
。

T・J
・ク
ラ
ー
ク
と
い
う
、六
八
年
の
生
き
残
り
で
あ
り
、
左
翼
で

あ
る
こ
と
を
誇
り
に
す
る
文
化
人
が
、プ
ッ
サ
ン
を
い
と
お
し
ま
ね

ば
な
ら
な
い
時
代
に
、
我
々
は
生
き
て
い
る
。
ひ
と
つ
の
文
化
の
死

を
前
に
し
て
、
そ
の
死
と
向
き
合
う「
倫
理
」が
、こ
こ
に
は
慎
ま

し
く
実
践
さ
れ
て
い
る
。“ Les travellings sont affaire de 

m
orale” . 

こ
れ
は
マ
ル
グ
リ
ッ
ト・デ
ュラ
ス
の
、本
邦
で
は
無
残
に
も

不
道
徳
的
に『
二
四
時
間
の
情
事
』と
改
題
さ
れ
た
映
画
作
品『
ヒ

ロ
シ
マ
、
我
が
愛
』を
め
ぐ
る
、ラ
ウ
ン
ド・テ
ー
ブ
ル「
ヒ
ロ
シ
マ
、
我

ら0

が
愛
」席
上
の
、ゴ
ダ
ー
ル
の
発
言
だ﹇
一
七
﹈。
す
な
わ
ち「
移
動
撮

影
は
美
学
の
問
題
で
は
な
い
、道
徳
の
問
題
だ
」、と
未
来
の『
映
画

史
』編
集
監
督
者
は
主
張
す
る
。
プ
ッ
サ
ン
に
向
き
合
う
た
び
に
、

こ
の
言
葉
がethics

と
英
訳
さ
れ
て
ク
ラ
ー
ク
に
は
想
起
さ
れ
る

（36

）﹇
一
八
﹈。「
移
動
撮
影
の
倫
理
」。
特
権
的
な
視
点
を
排
除
し
、

視
線
の
移
動
に
身
を
委
ね
、
言
語
の
線
状
性
を
犠
牲
に
し
、
絵
画

の
物
質
性
に
密
着
し
、
絵
画
の
実
現
に
言
葉
を
失
う
経
験
を
通
し

て
、
言
語
の
明
示
性
の
限
界
を
露
呈
さ
せ
る（216

）。
と
き
に
絵
が

言
語
の
よ
う
に
見
え
る
の
は
、ま
さ
に
我
々
に
そ
の「
読
め
な
さ
」を

警
告
す
る
た
め
で
は
な
い
か（175

）。
あ
る
日
、ふ
と
気
づ
く
と
絵

画
の
表
面
が
自
分
の
背
後
に
あ
っ
て
、い
つ
し
か
絵
の
な
か
に
取
り

込
ま
れ
て
い
る（135, 237

）。
そ
ん
な
瞬
間
の
到
来
を
密
か
に
夢
見

な
が
ら
、「
絵
に
つ
い
て
書
く
」の
で
は
な
く
、「
絵
を
書
く
」と
い
う

倒
錯
的
実
験（216

）。
絵
に
沿
っ
た
移
動
撮
影
の
旅
程
が
描
く
倫
理

的
な
軌
跡
。
そ
こ
に「
死
の
光
景
」に
立
ち
向
か
う
ひ
と
り
の
美
術

史
家
の
、
真
摯
な
心
情
告
白
と
、
託
し
た
希
望
の
あ
り
か
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

*

本
来
書
き
連
ね
る
べ
き
こ
と
は
、ほ
と
ん
ど
す
べ
て
筆
の
あ
い
だ
を

す
り
抜
け
て
逃
げ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
印
象
が
拭
え
な
い
。
初
歩

的
な
読
解
の
手
引
き
を
不
器
用
に
与
え
た
に
す
ぎ
な
い
が（
そ
し
て

そ
れ
が
あ
ら
ぬ
方
角
を
指
し
て
は
い
な
い
こ
と
を
、祈
る
ば
か
り
だ
が
）、こ
こ

で
いっ
た
ん
筆
を
擱
く
こ
と
と
す
る
。
意
識
的
、無
意
識
的
に
抑
圧

し
、
検
閲
し
て
排
除
し
た
部
分
、
逃
走
し
た
観
念（
と
り
わ
け
詩
）を

追
い
損
ね
る
さ
ら
な
る
試
み
は
、他
日
を
期
し
た
い
。

 

﹇
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ル
カ
デ
ィ
ア
に
あ
り
き
」土
岐
恒
二
訳（『
視
覚
芸
術
の
意
味
』中
森
義
宗
＋
内
藤
秀
雄
＋
清
水
忠

訳
、岩
崎
美
術
社
、一
九
七
一
）。

七

│
《
蛇
》の
空
間
に
蛇
行
曲
線figura serpentinata

を
見
る
見
解
は
、サ

イ
モ
ン・シ
ャ
ー
マ
の
圧
倒
的
な
大
著『
風
景
と
記
憶
』（
高
山
宏
著
＋
栂
正
行
訳
、河
出
書

房
新
社
、二
〇
〇
五
。こ
こ
で
は
原
著561-562

）に
も
見
え
る
。
だ
が
シ
ャ
ー
マ
の
才
気
あ

ふ
れ
る
筆
も
、ク
ラ
ー
ク
の
執
拗
な
分
析
の
ま
え
で
は
、い
か
に
も
軽
妙
で
良
識
的

な
、話
の
枕
扱
い
程
度
の
修
辞
に
変
貌
し
て
し
ま
う
。

八

│
ピ
サ
ロ
の
作
品
の
記
憶
の
最
初
の
兆
候
は
一
〇
一
頁
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
、
多
く
の
ほ
か
の
重
要
な
固
有
名
詞
同
様
、マ
ー
ガ
レ
ッ
ト・ビ
ン
ス
作
成
の

索
引
か
ら
は
、
不
注
意
に
脱
落
し
て
い
る
。
こ
の
索
引
の
杜
撰
さ
に
つい
て
は
、
註

一
八
参
照
。

九

│
ク
ラ
ー
ク
は
、Barbara C

ohen, J. H
illis M

iller et al, eds., 

M
aterial E

vents: P
aul de M

an and the A
fterlife of T

heory, 2001

に

“ P
henom

enality and M
ateriality in C

ézanne”  

を
寄
稿
し
て
い
る
。

一
〇

│
こ
の
点
に
つい
て
は
、序
文
に
も
言
及
が
あ
る
よ
う
に
、Retort
の
集
合

著
者
名
に
よ
る
、A

fflicted P
ow

ers: C
apital and Spectacle in the N

ew
 A

ge 

of W
ar, 2005. A

ffliction

と
い
う
言
葉
に
つい
て
は
、本
稿
最
後
で
手
短
に
触

れ
る
。
題
名
に
見
え
るspectacle

か
ら
はG

uy D
ebord

の
こ
と
が
容
易
に
推
察

で
き
る
が
、こ
の
点
は
本
書p.185

参
照
。

一一
│
こ
の
点
はT

. J. C
lark, “ P

henom
enality and M

ateriality in 

C
ézanne,”  in op. cit.

（
註
九
）も
参
照
の
こ
と
。

一
二

│Sp
yros P

ap
ap

etros, “ T
h

e E
tern

al Seesaw
: O

scillation
s 

in
 W

arb
u

rg
’ s R

evival,”  O
xford A

rt Journal, 2
6

 n
o.2

, 2
0

0
3

, 

p
p

.1
6

9
-1

7
6

.  

本
書
評
の
決
定
不
可
能
な
振
幅
へ
の
執
着
は
、
あ
る
い
は
ク

ラ
ー
ク
の
方
法
が
伝
染
し
た
も
の
か
。
な
お
デ
ィ
デ
ィ
＝
ユ
ベ
ル
マ
ンへ
の
拙
書
評
は

「
イ
メ
ー
ジ
は
い
か
に
し
て
生
ま
れ
、伝
播
し
、体
験
さ
れ
る
の
か
」（『
図
書
新
聞
』

二
七
八
九
号
、二
〇
〇
六
年
九
月
九
日
付
）、お
よ
び「
イ
メ
ー
ジ
解
釈
学
の
隠
蔽
に

西
欧
二
〇
世
紀
文
化
史
の
犯
罪
を
摘
発
す
る
」（『
あ
い
だ
』一
三
二
号
、二
〇
〇
六

年
一二
月
二
〇
日
付
、八
│
二
七
頁
）。

一
三

│
ダ
ミッ
シュの『
透
視
図
法
の
起
源
』（L

’ O
rigine de la perspective, 1987

）の

一
起
源
が
、フ
ラ
ン
カ
ス
テ
ル
の『
絵
画
と
社
会
』（A

rt et société, 1951

）に
あ
り
、父

親
殺
し
が
そ
の
意
図
だ
っ
た
こ
と
は
、ダ
ミッ
シュに
よ
り
慎
重
に
検
閲
抹
消
さ
れ
て

い
る
が
、余
り
に
も
明
白
で
あ
る
。

一
四

│
な
お
、こ
の
両
腕
を
広
げ
た
女
性
の
仕
草
は
、伝
統
的
な
身
体
言
語
で

は
説
明
が
つ
き
に
く
い
が
、
新
古
典
派
の
J
・L
・ダ
ヴ
ィッ
ド《
サ
ビ
ニ
の
女
た
ち
》

（Les Sabines

）の
中
央
に
立
ち
、
対
立
す
る
男
た
ち
の
軍
勢
に
割
っ
て
は
い
る
ヘ
ル

シ
ニ
ア
の
動
作
が
、
あ
る
い
は
プ
ッ
サ
ン
の《
蛇
》の
こ
の
中
央
の
女
性
に
由
来
す
る

か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
類
似
し
て
い
る﹇
 12
﹈。
な
お
ク
ラ
ー
ク
は
、こ
の
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド

の
作
品
をF

arew
ell to an Idea: E

pisodes from
 a H

istory of M
odernism

, 

1999

で
取
り
上
げ
た
ほ
か
、
本
書
脱
稿
後
と
推
察
さ
れ
る
以
下
の
論
文
が
あ

る
。“ T

he Sabine W
om

en and Lévi-Strauss,”  in P
eter de B

olla, 

N
iegel Leask and D

avid Sim
pson, eds., L

and, N
ation and C

ulture 

1740-1840: thinking the republic of taste, 2005.  

《
サ
ビ
ニ
の
女
た
ち
》

も
、ク
ラ
ー
ク
の
内
面
で
重
層
決
定
さ
れ
て
い
た
。

一
五

│
と
は
い
え
、こ
れ
は
ク
ラ
ー
ク
が
文
献
学
的
探
索
を
蔑
ろ
に
し
て
い
る
こ

と
を
意
味
し
な
い
。《
蛇
》の
中
景
左
手
で
、絵
の
具
の
変
質
の
た
め
も
あ
って
判
然

と
し
な
い
、暗
闇
の
野
原
の
上
に
戯
れ
る
三
人
の
人
物
の
仕
草
を
、ル
イ・マ
ラ
ン
の

指
摘
に
従
い
、フェヌ
ロ
ン
の
著
作『
死
者
た
ち
の
対
話
』（D

ialogue des m
orts

）か
ら

「
モ
ラ
の
遊
び
」と
見
て（206

）、
そ
こ
に
孕
ま
れ
た
未
来
予
測
の
不
可
能
を
条
件

と
し
た
遊
戯
│
時
間
の
比
喩
│
に
、手
前
の
死
の
場
面
の
、凍
結
さ
れ
た
時
間

の
遠
い
隠
喩
あ
る
い
は
、隠
さ
れ
た
提
喩
を
読
む
執
念
、そ
こ
に
キ
ー
ツ
の
詩
を
援

用
す
る
著
者
の
狡
知
を
見
よ
。

一
六

│
こ
こ
で
ク
ラ
ー
ク
は
、
黒
い
蛇
も
ま
た
、も
う
ひ
と
つ
の「
母
」で
あ
る
と

い
う
驚
く
べ
き
観
察
を
書
き
付
け
る
が
、こ
れ
を
展
開
は
し
て
い
な
い（209

）。
だ

が
た
と
え
ば
わ
が
子
を
貪
る
カ
ー
リ
ー
女
神
の
破
壊
性
に
根
源
的
な
創
造
への
力

動
性
を
見
る
マ
ー
ヤ
ー
解
釈（
A
・K
・ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
の『
シ
バ
の
踊
り
』﹇T

he D
ance of 

Siva, 1918

﹈な
ど
）へ
と
連
結
す
れ
ば
、無
意
識
の
闇
の
穴
への
、も
う
ひ
と
つ
の（
危
険

な
）通
路
が
こ
こ
に
仄
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

一
七

│«
H

irosh
im

a ‘ n
otre am

ou
r’ »

, C
ahier du ciném

a, n
o.9

7
, 

Ju
ly, 1

9
5

9
.

一
八

│
だ
が
、
本
書
を
横
断

traject

し
て
間
歇
的
に
噴
出
す
る
、

こ
の
大
切
な「
倫
理
」感
の
発
想
源

で
あ
る
ゴ
ダ
ー
ル
の
名
前
も
、ベ
ン
ヤ

ミ
ン
の
名
前
同
様
、
索
引
か
ら
は
脱

落
し
て
い
る
。
こ
の
見
事
な
ま
で
の

不
作
為
は
、入
念
に
彫
琢
さ
れ
た
本

文
を
い
や
ま
し
に
際
立
た
せ
る
意
味

で
は
、
逆
説
的
に
、
比
類
な
く
道
徳

的
だ
。
読
者
に
は
自
分
な
り
の
索
引

を
編
む
愉
し
み
が
残
さ
れ
る
。

12

│
ジ
ャ
ッ
ク
＝
ル
イ・ダ
ヴ
ィ
ッ
ド《
サ
ビ
ニ
の
女
た

ち
》（
中
央
部
分
、ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
）　

引
用
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oreA
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