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特
　
集

漫
画
と
マ
ン
ガ
、そ
し
て
芸
術

　

本
特
集
の
目
的
は
、疎
遠
な
関
係
に
あ
る﹁
マ
ン
ガ
﹂研
究
と﹁
芸
術
﹂

研
究
を
交
流
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、﹁
マ
ン
ガ
﹂と﹁
芸
術
﹂、特
に﹁
美

術
﹂と
の
関
係
を
多
面
的
・
多
元
的
に
追
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。一
九
八

〇
年
代
以
降
、マ
ン
ガ
研
究
は﹁
芸
術
﹂を
参
照
し
な
く
な
っ
て
き
た
。一

方
、日
本
美
術
史
と
国
文
学
の
専
門
家
た
ち
は
と
言
え
ば
、近
年
の
マ
ン

ガ
言
説
に
親
し
ん
で
い
な
い
だ
け
で
な
く
、現
代
的
な
意
味
で
の﹁
マ
ン

ガ
﹂を
認
識
し
て
い
な
い
の
に
、マ
ン
ガ
の
普
及
を
背
景
に
、﹁
可
愛
さ
﹂

や﹁
キ
ャ
ラ
﹂な
ど
の
、い
わ
ゆ
る
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
つ
な
が
り
や
す

い
こ
と
ば
を
自
ら
の
研
究
対
象
に
適
用
す
る
こ
と
が
、も
は
や
常
識
の

域
に
入
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。本
特
集
に
お
い
て
も
窺
え
る
よ
う
に
、

明
治
期
以
前
の
表
象
文
化
に
携
わ
る
研
究
者
は
、雅
／
俗
の
二
元
論
と
、

物
語
の
表
現
方
法
、﹁
可
笑
し
さ
﹂や﹁
面
白
み
﹂と
い
っ
た
美
的
性
質
、さ

ら
に
図
像
の
制
作
・
流
通
・
消
費
な
ど
を
論
じ
る
際
に
、折
に
触
れ
て
漫

画
あ
る
い
は
マ
ン
ガ
と
の
類
似
性
に
言
及
す
る
こ
と
が
近
年
増
え
て
き

た
。

　

そ
の
際
、マ
ン
ガ
的
と
称
さ
れ
る
側
面
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。し
か
し
、

﹁
漫
画
﹂と﹁
マ
ン
ガ
﹂と
い
っ
た
表
記
に
よ
っ
て
差
を
つ
け
る
こ
と
は
一

昔
前
ほ
ど
容
易
く
は
な
い
。戦
後
日
本
で﹁
漫
画
﹂は
江
戸
時
代
に
溯
る

よ
う
な
日
本
的
な
伝
統
を
連
想
さ
せ
た
の
に
対
し
、﹁
マ
ン
ガ
﹂は
モ
ダ

ン
で
、し
か
も
雑
種
的
な
も
の
に
映
っ
た
。本
特
集
か
ら
言
う
と
、こ
の

﹁
漫
画
﹂は
原
田
平
作
が
論
じ
る
戯
画
的
・
諷
刺
的
肉
筆
の
絵
や
、北
澤
楽

天
が
物
語
的
な
も
の
に
優
先
し
た
新
聞
の
カ
ー
ト
ゥ
ー
ン
と
コ
マ
漫
画

な
ど
に
当
て
は
ま
る
が
、ロ
ナ
ル
ド
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
が
明
示
す
る
よ
う

に
、楽
天
は
こ
の﹁
漫
画
﹂と
い
う
語
に
日
本
を
越
え
る
普
遍
性
を
託
し

た
の
で
あ
る
。そ
れ
に
対
し
て
、﹁
マ
ン
ガ
﹂は
主
に
手
塚
治
虫
以
降
の
ス

ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
を
基
準
に
、複
数
の
ぺ
ー
ジ
に
わ
た
る
コ
マ
割
に
よ

っ
て
物
語
を
展
開
さ
せ
て
い
く
表
現
お
よ
び
、肉
筆
で
は
な
く
印
刷
、新

聞
で
は
な
く
雑
誌
連
載
と
そ
の
単
行
本
化
と
い
う
出
版
形
態
兼
ビ
ジ
ネ

ス
・
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
。と
こ
ろ
が
、二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、

﹁
漫
画
﹂と
い
う
表
記
が
復
活
し
て
き
た
の
で
あ
る
。若
い
世
代
が
昔
の

意
味
を
も
は
や
知
ら
な
い
か
ら
か
も
し
れ
な
い
が
、日
本
マ
ン
ガ
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
、ま
た
再
隆
盛
す
る
コ
ミ
ッ
ク
全
般
に
お
け
る
そ
の
識
別

と
も
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、﹁
芸
術
﹂研
究
と﹁
マ
ン
ガ
﹂研
究
の
よ
う
な
異
な
る

者
同
士
の
交
流
を
促
す
た
め
に
は
、マ
ン
ガ
の
定
義
は
欠
か
せ
な
い
だ

ろ
う
。本
特
集
へ
の
寄
稿
か
ら
は
、そ
の
切
り
口
と
し
て
複
数
の
定
義
が

推
察
で
き
る
。ま
ず
第
一
に
、マ
ン
ガ
家
の
制
作
動
機
や
社
会
的
地
位
に

焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、竹
宮
惠
子
や
吉
岡
洋
、橋
本

順
光
は
こ
の
側
面
を
追
究
す
る
。第
二
に
、マ
ン
ガ
の
受
け
手
に
主
眼
が

置
か
れ
る
。マ
ン
ガ
は
子
ど
も
や
女
性
、二
次
創
作
者
な
ど
を
タ
ー
ゲ
ッ

ト
と
す
る
も
の
と
し
て
長
年
社
会
的
に
認
め
ら
れ
た
存
在
で
は
な
か
っ

た
が
、森
村
泰
昌
が
興
味
深
く
指
摘
す
る
よ
う
に
、近
年
、年
長
者
の
読

み
物
へ
と
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。ま
た
、文
芸
批
評
家
よ
り
も
マ
ン
ガ
評
論

家
に
着
目
さ
れ
る
か
否
か
を
も
っ
て
本
格
的
な
マ
ン
ガ
か
ど
う
か
を
測

る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。第
三
と
し
て
、石
川
透
が
紹
介
す
る
冊
子
型
の
絵

本
や
版
本
か
ら
、吉
村
和
真
が
考
察
す
る
マ
ン
ガ
誌
に
至
る
ま
で
の
媒

体
の
役
割
が
留
意
さ
れ
る
。さ
ら
に
、動
線
や
効
果
線
、吹
き
出
し
と
オ

ノ
マ
ト
ペ
、コ
マ
割
と
い
っ
た
、マ
ン
ガ
を
マ
ン
ガ
と
し
て
成
り
立
た
せ

る
表
現
の
特
徴
が
分
析
さ
れ
る
。そ
れ
を
手
が
か
り
に
、山
本
陽
子
と
ア

ダ
ム
・
カ
ー
ン
の
論
文
は
、中
世
絵
画
や
江
戸
文
学
と
、現
代
マ
ン
ガ
と

の
非
連
続
性
を
確
認
す
る
。同
様
に
表
現
論
的
関
心
を
示
す
の
は
、マ
ン

ガ
の﹁
不
／
可
視
﹂に
触
れ
な
が
ら
妖
怪
マ
ン
ガ
を
論
じ
る
木
川
弘
美
、

﹁
隙
間
﹂が
浮
上
さ
せ
る
恐
怖
に
楳
図
マ
ン
ガ
の
特
色
を
見
出
す
前
川
修
、

マ
ン
ガ
特
有
の﹁
動
﹂と﹁
静
﹂か
ら
杉
浦
日
向
子
の
作
品
に
接
近
す
る
佐

藤
守
弘
な
ど
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、現
在
、求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、定
義
と
い
う
行
為
自
体

の
限
界
を
意
識
し
た
上
で
の
定
義
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。山
本
陽
子
は
、

﹁
マ
ン
ガ
﹂を
一
元
的
に
定
義
し
て
し
ま
う
と
、他
表
現
・
他
メ
デ
ィ
ア
と

の
関
係
を
そ
ぎ
落
と
し
て
し
ま
う
、と
い
う
重
要
な
指
摘
を
行
う
。ま
た
、

ロ
ナ
ル
ド
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
は
、﹁
漫
画
﹂の
言
葉
遣
い
や
表
記
が
ど
れ
ほ

ど
恣
意
的
で
あ
っ
た
か
、そ
の
意
味
づ
け
が
ど
れ
ほ
ど
他
用
語
と
の
関

係
に
依
拠
し
た
か
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
を
通
し
て
、言
説
と
そ
の
歴
史

的
変
容
を
抜
き
に
漫
画
／
マ
ン
ガ
を
論
じ
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
と
い
う

方
法
論
を
主
張
し
て
い
る
。そ
れ
は﹁
芸
術
﹂概
念
に
も
当
て
は
ま
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、現
代
日
本
で
マ
ン
ガ
が
ど
の
よ
う
に﹁
芸
術
﹂と
絡
み
合
っ
て

い
る
か
に
視
点
を
移
そ
う
。そ
れ
ぞ
れ
独
創
的
だ
っ
た
自
ら
の
マ
ン
ガ

展
企
画
を
振
り
返
る
高
橋
瑞
木
と
金
澤
韻
の
寄
稿
は
両
者
が
根
本
的
に

相
容
れ
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。マ
ン
ガ
を
美
術
館
で
取
り
扱
う

編
者　

ジ
ャ
ク
リ
ー
ヌ
・
ベ
ル
ン
ト
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こ
と
の
難
し
さ
は
、三
浦
篤
が
浮
世
絵
木
版
画
と
の
相
違
か
ら
強
調
す

る
よ
う
に
、マ
ン
ガ
は﹁
作
品
と
い
う
よ
り
は
資
料
﹂で
あ
る
と
い
う
性

質
と
も
関
連
し
て
い
る
。つ
ま
り
、マ
ン
ガ
は
、美
術
市
場
や
蒐
集
家
に

と
っ
て
常
に
不
可
欠
で
あ
る
美
術
品
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
外
れ
て

し
ま
う
も
の
で
あ
る
。し
か
し
、マ
ン
ガ
が
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
外
れ

る
の
は
、﹁
美
術
作
品
﹂に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、﹁
文
学
作
品
﹂と
し
て
で

も
あ
る
。橋
本
順
光
が
そ
の﹁
芸
術
家
マ
ン
ガ
﹂論
で
照
ら
し
出
す
よ
う

に
、近
年
の
も
っ
と
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な﹃
ジ
ャ
ン
プ
﹄誌
に
連
載
さ
れ
て

い
る
も
の
は
、手
塚
治
虫
な
ど
と
は
異
な
り
、も
は
や
近
代
小
説
を
意
図

的
に
参
照
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、そ
の
間
接
的
な
影
響
さ
え
自
覚
し
て
い

な
い
ほ
ど﹁
自
律
﹂し
て
き
て
い
る
。ま
た
、こ
の
マ
ン
ガ
が
得
意
と
す
る

と
こ
ろ
は
、自
己
完
結
し
た﹁
作
品
﹂よ
り
も
、二
次
創
作
か
ら
コ
ス
プ
レ

に
至
る
ま
で
の
活
動
を
含
み
読
者
の
能
動
性
を
搔
立
て
る﹁
媒メ

デ
ィ
ア体

﹂に
宿

る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

マ
ン
ガ
は
も
は
や﹁
芸
術
﹂で
な
く
て
も
よ
い
時
代
が
到
来
し
て
い
る
。

﹁
芸
術
﹂の
近
代
的
体
裁
と
権
威
に
頼
ら
ず
と
も
、業
界
と
し
て
成
り
立

ち
、自
足
す
る
ほ
ど
文
化
と
し
て
機
能
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。こ
こ
で

い
う﹁
芸
術
﹂
と
は
、
吉
岡
洋
の
言
葉
を
借
り
る
と
、﹁
上
か
ら
目
線
﹂
と

﹁
国
の
お
墨
付
き
﹂を
連
想
さ
せ
る
正
当
な
芸
術
を
指
し
て
い
る
。﹁
マ
ン

ガ
非
芸
術
論
﹂を
肯
定
さ
せ
る
の
は
、こ
の﹁
芸
術
﹂が
輸
入
物
で
あ
る
と

い
う
側
面
を
も
っ
て
い
る
た
め
で
も
あ
る
。明
治
期
以
降
、日
本
の
近
代

化
は
欧
米
を
モ
デ
ル
に
進
め
ら
れ
、そ
の
一
環
と
し
て
日
本
の
土
着
的

で
大
衆
的
な﹁
芸
能
﹂と
性
質
を
異
に
す
る﹁
芸
術
﹂も
定
着
さ
せ
ら
れ
た
。

竹
宮
惠
子
が
述
べ
る
よ
う
に
、一
九
七
〇
年
代
の
少
女
マ
ン
ガ
で
は
、作

者
も
読
者
も﹁
芸
術
﹂を﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
﹂と
い
う
非
日
常
と
同
一
視
す
る

き
ら
い
が
あ
っ
た
。一
方
、日
本
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
言
説
史
を
振
り
返

る
佐
野
明
子
は
、二
つ
の
相
反
す
る
か
の
よ
う
な
事
実
を
紹
介
し
て
い

る
。戦
前
の
日
本
で
千
代
紙
映
画
と
影
絵
映
画
が﹁
芸
術
映
画
﹂と
称
さ

れ
た
の
に
対
し
、戦
後
、﹁
芸
術
性
﹂を
含
意
す
る
の
は
、国
内
の
作
家
に

も
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た﹁
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
﹂と
い
う
外
来
語
で

あ
っ
た
。ち
な
み
に
、﹁
芸
術
﹂の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、日
本
ア
ニ
メ

ー
シ
ョ
ン
学
会（
一
九
九
八
年
会
設
）と
日
本
マ
ン
ガ
学
会（
二
〇
〇
一

年
会
設
）の
あ
り
方
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
を
念
頭
に
、ア
ー
ト
・
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
作
品
論
も
本
特
集
に
載
せ
る
予
定
で
あ
っ
た

が
、残
念
な
が
ら
間
に
合
わ
な
か
っ
た
。

　
﹁
芸
術
性
﹂の
主
張
は
、欧
米
に
お
け
る
マ
ン
ガ
の
市
民
権
を
獲
得
す

る
過
程
に
お
い
て
不
可
欠
で
あ
っ
た
。例
え
ば
、フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
マ
ン

ガ（
バ
ン
ド
・
デ
シ
ネ
）は
、一
九
六
〇
年
代
以
来
、﹁
第
九
芸
術
﹂と
し
て

公
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。そ
の
際
、美
術
館
で
の
展
覧
会
は
、ミ
ケ

ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
絵
画
と
、バ
ー
ン
・
ホ
ガ
ー
ス（B

u
rn

e H
o
garth

）作

画
の﹁
タ
ー
ザ
ン
﹂を
対
等
に
並
べ
る
企
画
を
含
め
て
、注
目
を
集
め
た
。

し
か
し
、古
永
真
一
が
説
明
す
る
よ
う
に
、マ
ン
ガ
の
市
民
権
を
主
張
し

た
人
た
ち
は
、古
美
術
よ
り
も
前
衛
映
画
と
の
交
流
に
頼
り
、さ
ら
に
、

マ
ン
ガ
を﹁
口
承
﹂文
学
と
関
連
づ
け
な
が
ら﹁
高
尚
﹂文
学
の
権
威
に
反

発
し
て
い
た
。

　

ほ
ぼ
同
時
に
ア
メ
リ
カ
の
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ミ
ッ
ク
ス
が

登
場
し
、
そ
の
巨
匠
ロ
バ
ー
ト
・
ク
ラ
ム（R

o
b
ert C

ru
m

b

）
な
ど
の

作
品
は﹁
コ
ミ
ッ
ク
・
ア
ー
ト
﹂を
社
会
的
に
承
認
さ
せ
る
こ
と
に
貢
献

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。本
特
集
に
は
そ
の
作
者
主
義
や
近
年
の﹁
グ
ラ
フ

ィ
ッ
ク
・
ノ
ベ
ル
﹂を
含
む
北
米
コ
ミ
ッ
ク
論
も
望
ま
し
か
っ
た
が
、事

情
に
よ
り
機
会
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。同
様
に
本
特
集
に
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、近
年
、外
国
人
が
制
作
す
る
日
本
風
の
マ
ン

ガ
で
あ
る
。マ
ン
ガ
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
に
、表
現
の
自
由
の
名
に
お
い
て
そ
れ
に
献
身
す
る﹁
ア
ー
テ

ィ
ス
ト
﹂が
少
な
く
な
い
。ま
た
、世
界
中
の
マ
ン
ガ
・
フ
ァ
ン
は
、そ
の

同
人
誌
系
制
作
を
ま
さ
に﹁d

evian
tA

R
T （

₁
）

﹂（
逸
脱
す
る
芸
術
）と
い
う

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
で
発
表
し
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。

　

そ
れ
と
は
対
照
的
に
、日
本
で
は﹁
芸
術
﹂で
は
な
く
、﹁
文
化
﹂の
名
に

お
い
て
マ
ン
ガ
の
市
民
権
が
主
張
さ
れ
て
き
た
。朝
日
新
聞
社
が
一
九

九
九
年
以
来
主
催
し
て
い
る﹁
手
塚
治
虫
文
化
賞
﹂は
そ
れ
を
象
徴
し
て

い
る
。そ
も
そ
も
手
塚
治
虫
も
偉
大
な﹁
芸
術
家
﹂と
し
て
で
は
な
く
、む

し
ろ﹁
表
現
者
﹂と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。な
る
ほ
ど
、﹁
ア
ー
ト
﹂と
い

う
英
語
に
相
当
す
る
の
は
、﹁
芸
術
﹂で
は
な
く﹁
表
現
﹂と
い
う
日
本
語

な
の
か
も
し
れ
な
い
。こ
の﹁
表
現
﹂を
手
が
か
り
に
、一
九
九
〇
年
代
半

ば
、ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
特
有
の
文
法
や
そ
の
リ
テ
ラ
シ
ー
の
分
析
を

中
心
に
据
え
る
新
し
い
研
究
分
野
が
定
着
し
は
じ
め
て
き
た
。と
こ
ろ

が
、﹃
マ
ン
ガ
の
読
み
方
﹄に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、こ
の
マ
ン
ガ
表
現
論

は
（
₂
）﹁

マ
ン
ガ
芸
術
論
﹂の
側
面
も
も
っ
て
い
る
。間ま

白は
く

や
音

オ
ノ
マ
ト
ペ

喩
な
ど
、マ
ン

ガ
研
究
特
有
の
用
語
を
作
り
出
し
て
マ
ン
ガ
を
マ
ン
ガ
と
し
て
論
じ
る

こ
と
を
求
め
て
き
た
マ
ン
ガ
表
現
論
に
は
、18
世
紀
以
降
、西
洋
芸
術
が

主
張
し
た
自
律
と
同
様
の
ク
レ
ー
ム
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。一
方
で
、マ
ン
ガ
の
表
現
に
対
す
る
注
目
は
、狭
義
の
意
味
作
用
に

止
ま
り
、形
式
自
体
が
具
体
的
な
作
品
の
読
み
に
も
た
ら
し
う
る
大
規

模
な
意
味
合
い
に
ま
で
及
ば
な
い
こ
と
も
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。こ
の

点
で
は﹁
芸
術
論
﹂的
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

で
は
、マ
ン
ガ
を
正
面
か
ら﹁
芸
術
﹂と
称
す
る
事
例
に
焦
点
を
当
て

て
み
よ
う
。一
九
九
七
年
以
来
、文
化
庁
は
マ
ン
ガ
を﹁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
﹂

の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
て
き
て
い
る
。﹁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
﹂に
は
マ
ン

ガ
と
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
他
に﹁
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
﹂、そ
し
て

現
代
美
術
の
一
種
と
し
て
の﹁
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ー
ト
﹂の
₄
部
門
が
あ
る

が
、映
画
や
音
楽
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。こ
の﹁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
﹂と
い
う

語
を
外
国
語
訳
す
る
場
合
、漢
字
表
記
の﹁
芸
術
﹂と
カ
タ
カ
ナ
表
記
の

﹁
ア
ー
ト
﹂と
の
微
妙
な
区
別
が
反
映
で
き
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、

国
内
向
け
に
発
信
さ
れ
た
も
の
だ
と
推
察
で
き
る
。実
際
、そ
れ
を
裏
づ

け
た
の
は
、マ
ン
ガ
の
よ
う
な
大
衆
文
化
的
表
現
の
普
及
と
電
子
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
時
代
の
到
来
に
加
え
、ま
さ
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
っ
た
動

向
で
あ
っ
た
。吉
岡
洋
に
よ
る
と
、﹁
大
衆
芸
術
﹂と
い
う
語
を
あ
え
て
用

い
な
い
姿
勢
か
ら
は
、従
来
の
上
下
関
係
を
避
け
て﹁
芸
術
﹂の
範
囲
を

横
並
び
に
拡
大
し
よ
う
と
す
る
文
化
庁
の
努
力
が
窺
え
る
。

　

と
こ
ろ
が
、今
日
の
文
化
庁
と
は
異
な
る﹁
マ
ン
ガ
芸
術
論
﹂も
過
去
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に
は
存
在
し
て
い
た
。一
九
六
七
年
に
出
版
さ
れ
た
石
子
順
造
の﹃
マ
ン

ガ
芸
術
論
﹄と
鶴
見
俊
輔
の﹃
限
界
芸
術
論
﹄が
そ
の
代
表
で
あ
る
。た
だ

し
、石
子
も
鶴
見
も﹁
芸
術
﹂を
単
に
既
存
の
制
度
と
し
て
し
か
捉
え
ず
、

そ
れ
を
も
っ
て
マ
ン
ガ
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。彼
ら
は
、定

評
あ
る﹁
伝
統
﹂や
高
尚
文
化
に
限
ら
ず
、き
わ
め
て
現
代
的
な
意
味
で

制
度
的
常
識
を
揺
る
が
す﹁
非
制
度
的
制
度
﹂の
次
元
を
活
か
し
な
が
ら

社
会
の
自
己
認
識
に
貢
献
す
る﹁
芸
術
﹂に
希
望
を
託
し
て
い
た
。芸
術

の
名
に
お
い
て
マ
ン
ガ
を
社
会
と
関
連
づ
け
る
石
子
順
造
の
試
み
は
、

加
治
屋
健
司
が
論
述
す
る
よ
う
に
、社
会
学
的
な
関
心
を
引
き
そ
う
な

﹁
読
者
共
同
体
﹂よ
り
も
、感
性
論
的
美
学
の
問
題
意
識
を
表
す﹁
知
覚
の

習
い
﹂と
い
う
容
易
に
変
更
で
き
な
い
身
体
化
さ
れ
た
慣
習
の
探
究
に

向
け
ら
れ
て
い
た
。こ
の
ス
タ
ン
ス
は
、一
九
七
〇
年
代
以
降
の
マ
ン
ガ

論
に
よ
っ
て
、芸
術
至
上
主
義
や
反
映
論
と
し
て
拒
否
さ
れ
て
き
た
が

（
₃
）

、

マ
ン
ガ
研
究
の
社
会
的
存
在
意
義
と
の
関
係
か
ら
、
今
現
在
、
つ
ま
り

₃
・
11
以
来
の
日
本
に
お
い
て
改
め
て
想
起
す
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な

い
。

　

マ
ン
ガ
業
界
の
成
熟
と
、マ
ン
ガ
世
代
に
よ
る
批
評
に
伴
い
、言
説
の

重
点
は
社
会
全
体
か
ら
読
者
共
同
体
と
そ
の
多
様
化
し
つ
つ
あ
る
嗜
好

へ
と
シ
フ
ト
し
た
。そ
の
一
環
で
、石
子
ら
の
マ
ン
ガ
芸
術
論
が
包
含
し

た
カ
ー
ト
ゥ
ー
ン
と
海
外
コ
ミ
ッ
ク
が
現
代
の
マ
ン
ガ
論
か
ら
排
除
さ

れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
小
田
切
博
が
示
し
て
い
る
通
り
で
あ
る

（
₄
）

。そ
れ

ら
に
加
え
、マ
ン
ガ
と
近
現
代
芸
術
の
交
流
も
ま
た
隠
蔽
さ
れ
て
き
た

と
い
う
事
実
を
見
逃
し
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
。近
代
社
会
が
本
来﹁
芸

術
﹂に
求
め
た
の
は
、保
証
さ
れ
た
知
識
の
学
習
で
は
な
く
、常
識
に
挑

戦
し
た
り
新
し
い
視
点
を
取
っ
て
み
た
り
す
る
こ
と
を
通
し
て
、個
別

の
利
害
を
超
え
た
形
で
、文
字
通
り
の
社
会
人
と
し
て
の
認
識
を
高
め

る
と
い
う
意
味
で
の﹁
教
養
﹂で
あ
る
。吉
岡
洋
は
そ
れ
を﹁
自
生
す
る
前

衛
﹂と
呼
び
、前
川
修
は
、特
定
の
読
者
共
同
体
＝
ジ
ャ
ン
ル
の
枠
内
に

止
ま
ら
ず
、自
明
で
あ
る
か
の
よ
う
な
見
方
／
読
み
方
を
覆
す
意
味
で

の﹁
芸
術
性
﹂を
楳
図
か
ず
お
の
恐
怖
マ
ン
ガ
に
見
出
す
。こ
の
よ
う
な

﹁
芸
術
性
﹂は
実
験
性
の
高
い
多
義
的
な
図
像
表
現
を
必
ず
し
も
必
要
と

し
な
い
。そ
の
可
能
性
が
活
か
さ
れ
る
か
否
か
は
、作
家
よ
り
も
読
者
次

第
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

　

マ
ン
ガ
と
ア
ー
ト
の
不
釣
り
合
い
は
制
度
や
言
説
に
限
ら
な
い
。受

け
手
に
よ
る
表
現
形
式
に
対
す
る
態
度
も
そ
れ
ぞ
れ
根
本
的
に
異
な
る
。

形
式
自
体
に
注
目
し
な
い
と
得
ら
れ
な
い
意
味
合
い
の
探
究
は
遅
く
と

も
モ
ダ
ニ
ズ
ム
以
降
、芸
術
作
品
の
鑑
賞
を
特
徴
づ
け
て
き
た
の
に
対

し
、マ
ン
ガ
の
場
合
、読
書
の
過
程
に
お
い
て
、最
初
は
独
特
と
思
わ
れ

る
表
現
す
ら
、読
み
進
む
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
意
識
さ
れ
な
く
な
っ
て
く

る
の
が
普
通
で
あ
る
。マ
ン
ガ
ら
し
い
マ
ン
ガ
は
、読
者
に
紙
面
の
物
質

性
に
注
目
さ
せ
る
こ
と
も
、表
現
形
式
に
メ
タ
的
な
意
味
を
求
め
さ
せ

る
こ
と
も
な
く
、可
能
な
限
り
ス
ト
レ
ー
ト
に
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
感
情

移
入
さ
せ
る
傾
向
が
著
し
い
。橋
本
順
光
は
そ
れ
を﹁
作
画
に
対
す
る
職

工
的
な
態
度
﹂に
還
元
す
る
が
、こ
の﹁
職
工
性
﹂は
作
画
の
洗
練
で
は
な

く
、む
し
ろ
マ
ン
ガ
の
特
定
の
読
ま
せ
方
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、メ
デ
ィ
ア
芸
術
賞
受
賞
作
で
あ
る
岩
明
均
の﹁
ヒ
ス
ト
リ
エ
﹂

（﹃
月
刊
ア
フ
タ
ヌ
ー
ン
﹄二
〇
〇
三
年
～
）は
、表
現
形
式
自
体
に
着
目

さ
せ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、マ
ン
ガ
に
お
け
る
歴
史
表
象
自
体
を
テ
ー

マ
に
し
て
い
な
い
と
い
っ
た
点
か
ら
、（
本
稿
で
い
う
）﹁
芸
術
﹂よ
り
も

﹁
文
化
﹂と
し
て
分
類
し
た
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

　

デ
ィ
エ
リ
・
グ
ル
ン
ス
テ
ン

（
₅
）

な
ど
の
理
論
家
は
、近
代
芸
術
の
言
説
を

背
景
に
、主
題
に
対
す
る
表
現
形
式
の﹁
妥
当
性
﹂を
評
価
基
準
と
す
る

き
ら
い
が
あ
る
が
、日
本
に
お
い
て
は
、過
剰
な
表
現
形
式
を
も
つ
マ
ン

ガ
が
多
く
、さ
ら
に
、表
現
形
式
の
必
然
性
を
、物
語
内
容
の
メ
タ
的
な

解
釈
と
つ
な
げ
て
図
る
マ
ン
ガ
論
も
な
い
に
等
し
い
。ア
ダ
ム
・
カ
ー
ン

は
メ
タ
的
意
味
合
い
と
そ
の
挑
発
的
批
評
力
を﹁
自
己
言
及
性
﹂に
求
め

る
が
、今
日
の
日
本
マ
ン
ガ
に
よ
く
見
ら
れ
る
パ
ロ
デ
ィ
的
な
自
己
言

及
性
は
、必
ず
し
も
批
評
力
を
発
揮
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
認

め
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。ま
た
、マ
ン
ガ
の
物
質
性
を
中
心
に
据
え
た

金
澤
韻
の
横
山
裕
一
展
は
芸
術
関
係
者
に
歓
迎
さ
れ
た
も
の
の
、マ
ン

ガ
の
物
質
性
へ
の
焦
点
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
意
味
合
い
を
め
ぐ
る
考

察
を
も
た
ら
し
て
い
な
い
。そ
れ
に
比
し
て
、佐
藤
守
弘
は﹁
物
質
的
﹂な

表
現
形
式
の
確
認
か
ら
そ
れ
に
付
随
す
る
意
味
合
い
に
ま
で
論
を
進
め

る
。具
体
的
に
は
、浮
世
絵
の
よ
う
な
コ
マ
に
よ
っ
て
ま
る
で
時
間
が
凍

結
し
た
か
の
よ
う
な
杉
浦
日
向
子
の
短
編
に
独
特
な
歴
史
論
を
見
出
し

て
い
る
。こ
こ
で
、断
片
的
な
静
止
画
の
形
で
し
か
享
受
で
き
な
い﹁
江

戸
﹂は
、マ
ン
ガ
読
者
の
視
線
や
想
像
力
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
は
じ
め

て﹁
歴
史
﹂と
し
て
生
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

近
現
代
社
会
に
お
い
て
、こ
う
し
た
表
現
形
式
が
も
た
ら
し
う
る
意

味
合
い
を
含
む﹁
芸
術
﹂の
使
命
を
再
認
識
し
な
が
ら
、マ
ン
ガ
文
化
の

未
来
を
開
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。﹁
芸
術
﹂研
究
と﹁
マ

ン
ガ
﹂研
究
が
二
十
一
世
紀
に
相
応
し
い
形
で
手
を
組
む
と
い
う
こ
と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
、そ
れ
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が
生
ま
れ

て
く
る
の
か
。本
特
集
が
そ
れ
を
探
究
し
続
け
る
際
の
刺
激
に
な
れ
ば

幸
い
で
あ
る
。

註（
₁
）http

 : //w
w

w
. d

evian
tart. co

m
/

（
二
〇
一
一
年
十
月
二
十
五
日
確
認
）

（
₂
）﹃
マ
ン
ガ
の
読
み
方
﹄（
別
冊
宝
島E

X

）
宝
島
社
、
一
九
九
五
年
。
四
方
田
犬
彦﹃
漫
画

原
論
﹄筑
摩
書
房
、一
九
九
四
年
。ス
コ
ッ
ト
・
マ
ク
ラ
ウ
ド﹃
マ
ン
ガ
学

︱
マ
ン
ガ

に
よ
る
マ
ン
ガ
の
た
め
の
マ
ン
ガ
理
論
﹄岡
田
斗
司
夫
監
訳
、美
術
出
版
社
、一
九
九

八
年
。伊
藤
剛﹃
テ
ヅ
カ
・
イ
ズ
・
デ
ッ
ド  

ひ
ら
か
れ
た
マ
ン
ガ
表
現
論
へ
﹄Ｎ
Ｔ
Ｔ

出
版
、二
〇
〇
五
年
。

（
₃
）夏
目
房
之
介﹁
マ
ン
ガ
表
現
論
の﹃
限
界
﹄を
め
ぐ
っ
て
﹂、Ｊ
・
ベ
ル
ン
ト
編﹃
マ
ン
美

研  

マ
ン
ガ
の
美
／
学
的
な
次
元
へ
の
接
近
﹄醍
醐
書
房
、二
〇
〇
二
年
、一
～
二
二

頁
を
参
照
。

（
₄
）小
田
切
博﹁﹃
マ
ン
ガ
﹄と
い
う
自
明
性  

ガ
ラ
パ
ゴ
ス
島
に
棲
む
日
本
の
マ
ン
ガ
言

説
﹂、Ｊ
・
ベ
ル
ン
ト
編﹃
世
界
の
コ
ミ
ッ
ク
ス
と
コ
ミ
ッ
ク
ス
の
世
界
﹄京
都
：
国
際
マ

ン
ガ
研
究
セ
ン
タ
ー
、二
〇
一
〇
年
、六
五
頁［
五
三
～
六
七
頁
］（
無
料
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
：http

 : //im
rc. jp

/lectu
re/2009/12/co

m
ics

︱in

︱th
e

︱w
o
rld

. h
tm

l

）

（
₅
）テ
ィ
エ
リ
・
グ
ル
ン
ス
テ
ン﹃
マ
ン
ガ
の
シ
ス
テ
ム  

コ
マ
は
な
ぜ
物
語
に
な
る
の

か
﹄野
田
謙
介
訳
、青
土
社
、二
〇
〇
九
年
。



特
集

漫
画
と
マ
ン
ガ
、そ
し
て
芸
術

１

「
大
人
げ
な
い
も
の
」が
発
達
す
る
と
き

―
相
似
形
と
し
て
の
絵
巻
と
マ
ン
ガ

山本陽子

絵
巻
は
マ
ン
ガ
の
源
流
か

　
﹁
マ
ン
ガ
の
原
点
、︽
鳥
獣
戯
画
︾﹂と
い
う
言
い
方
が
あ
る
。こ
の
言
説

に
対
す
る
反
応
は
多
様
で
あ
る
。

　

美
術
史
研
究
者
の
側
か
ら
は
、恐
ら
く
異
論
は
出
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

﹁
何
を
い
ま
さ
ら
﹂と
す
ら
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。日
本
美
術
史
の

中
で
い
ち
早
く
マ
ン
ガ
を
取
り
上
げ
た
辻
惟
雄
は
、﹁
私
は
む
し
ろ
そ
こ

に
、〈
鳥
獣
戯
画
〉を
生
ん
だ
日
本
の
芸
術
的
伝
統
の
血
脈
を
感
じ
る
の

だ
（
₁
）

。﹂と
述
べ
る
よ
う
に
、平
安
後
期
の
戯
画
に
お
け
る
動
線
の
表
現

（
₂
）

や

声
の
線

（
₃
）

に
注
目
し
て
き
た
人
物
で
も
あ
り
、マ
ン
ガ
を﹁
大
衆
性
と
密
着

し
た
戯
画
と
そ
の
同
類
、と
く
に
物
語
を
と
も
な
う
も
の

（
₄
）

﹂と
定
義
づ
け

る
。そ
れ
ま
で
卑
俗
視
さ
れ
て
来
た
マ
ン
ガ
が
日
本
の
現
代
美
術
の
一

分
野
と
し
て
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、﹁
当
時
の︽
鳥
獣

戯
画
︾も
、こ
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
﹂と
い
う
日
本
美
術
研

究
者
の
共
通
認
識
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
マ
ン
ガ
研
究
者
の
見
解
は
、二
分
さ
れ
る
。漫
画
史
研
究
家
の

清
水
勲
は
、﹃
漫
画
の
歴
史
﹄以
来
一
貫
し
て︽
鳥
獣
戯
画
︾を
、﹁
そ
の
描

写
の
見
事
さ
と
諷
刺
の
卓
抜
さ
で
日
本
漫
画
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
傑

作
（
₅
）

﹂と
評
し
、日
本
漫
画
史
の
冒
頭
に
挙
げ
て
い
る
。

　

一
方
、コ
マ
の
あ
る
日
本
の
マ
ン
ガ
を
明
治
以
降
に
入
っ
た
欧
米
マ

ン
ガ
の
影
響
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
と
見
る
夏
目
房
之
介
は
、﹁
連
続

コ
マ
・
マ
ン
ガ
と
絵
巻
物
や
黄
表
紙
物
の
表
現
形
式
の
違
い
は
、無
視
で

き
る
ほ
ど
小
さ
い
も
の
で
は
な
い

（
₆
）

﹂と
、﹁
絵
巻
物
や
黄
表
紙
な
ど
の
伝

統
か
ら
そ
の
ま
ま
何
の
断
絶
も
な
く
明
治
～
昭
和
期
の
マ
ン
ガ
が
語
ら

れ
る
﹂こ
と
に
異
議
を
唱
え
る
。ジ
ャ
ク
リ
ー
ヌ
・
ベ
ル
ン
ト
も
、美
術
科

の
学
習
指
導
要
領
が﹁
漫
画
﹂を
取
り
上
げ
な
が
ら
も﹁
日
本
の
伝
統
的

な
表
現
形
式
の
一
つ
と
言
え
る
も
の
﹂と
規
定
し
、教
科
書
が
漫
画
の
起

源
と
し
て︽
鳥
獣
戯
画
︾な
ど
の
絵
巻
や﹃
北
斎
漫
画
﹄を
羅
列
す
る
に
止

ま
り
、新
た
な
マ
ン
ガ
研
究
の
成
果
が
無
視
さ
れ
る
傾
向
を
危
惧
す
る

（
₇
）

。

　
︽
鳥
獣
戯
画
︾を
め
ぐ
る
こ
の
見
解
の
対
立
は
、何
を
マ
ン
ガ
と
す
る

か
と
い
う
各
研
究
者
の
マ
ン
ガ
観
の
相
違
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

厳
密
に
い
え
ば
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ケ
ー
ン
の
言
う
よ
う
に
、﹁
マ
ン
ガ
の

源
流
を
求
め
る
に
は
、マ
ン
ガ
の
適
切
な
定
義
が
ま
ず
な
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

（
₈
）

﹂の
で
あ
ろ
う
。し
か
し
、マ
ン
ガ
の
定
義
を
一
元
化
す
る

こ
と
は
、マ
ン
ガ
と
近
似
す
る
周
辺
の
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係
性

を
そ
ぎ
落
と
し
、マ
ン
ガ
を
孤
立
さ
せ
て
し
ま
う
危
険
を
孕
ん
で
も
い

よ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
絵
巻
と
マ
ン
ガ
を
並
べ
て
扱
う
に
あ
た
っ
て
、本

論
の
視
点
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。遊
戯
性
や
諧
謔
性
、諷
刺
と
い
う

性
質
か
ら
で
は
な
く
、個
々
の
絵
画
表
現
か
ら
迫
っ
た
場
合
、︽
鳥
獣
戯

画
︾の
よ
う
な
絵
巻
物
と
マ
ン
ガ
は
一
貫
し
て
継
続
し
た
も
の
と
は
言

え
な
い
。そ
れ
で
も
字
も
充
分
に
読
め
ぬ
よ
う
な﹁
女
子
供
の
も
て
あ
そ

び
（
₉
）

﹂に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
た
絵
巻
物
と
二
十
世
紀
後
半
の
マ
ン
ガ
が
、権

威
と
権
力
を
持
っ
た
大
人
た
ち
の
批
評
と
支
持
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

新
た
な
表
現
を
生
み
出
し
、分
化
し
、洗
練
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
発
展
状

況
は
極
め
て
似
て
い
る
の
だ
。そ
こ
で
ま
ず
、絵
巻
特
有
の
絵
画
表
現
と

そ
の
急
速
な
発
達
を
、相
似
す
る
も
の
と
し
て
の
マ
ン
ガ
と
対
比
し
な

が
ら
見
た
い
。

動
線
の
表
現
と
声
の
線

　

辻
惟
雄
が
注
目
し
た
絵
巻
の
中
の
動
く
も
の
の
表
現
と
は
、﹃
今
昔
物

語
﹄
で
義
清
阿
闍
梨
が
描
い
た
と
い
う
矢
の
軌
跡
と
し
て
の
墨
線

（
10
）

や
、

︽
信
貴
山
縁
起
絵
巻
︾で
剣
の
護
法
童
子
が
乗
る
回
転
す
る
法
輪︵
図
₁
︶

で
あ
り
、後
者
の
表
現
の
先
例
は
花
山
天
皇
が
牛
車
の
輻（
ス
ポ
ー
ク
）

を
薄
墨
で
ぼ
か
し
て
描
き
、車
の
回
転
を
表
現
し
て
見
せ
た
と
い
う﹃
大

鏡
﹄の
記
事

（
11
）

に
よ
れ
ば
平
安
時
代
の
う
ち
で
も
十
世
紀
末
ま
で
溯
る
こ

と
に
な
る（
註
₂
参
照
）。も
っ
と
も
動
き
を
強
調
す
る
空
気
も
し
く
は

流
雲
の
表
現
は
、飛
鳥
時
代
の
玉
虫
厨
子
の
投
身
す
る
太
子
の
周
囲
に

も
見
出
さ
れ
る
の
で
、動
線
は
十
世
紀
の
時
点
で
再
発
見
さ
れ
た
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

十
二
世
紀
後
半
の︽
信
貴
山
縁
起
絵
巻
︾で
表
現
さ
れ
た
動
線
は
こ
れ

ば
か
り
で
な
い
。よ
く
見
れ
ば
飛
倉
の
巻
で
倉
か
ら
転
が
り
出
て
く
る

鉢
や
、鉢
に
持
ち
上
げ
ら
れ
て
空
を
飛
ん
で
ゆ
く
巨
大
な
米
倉
に
も
、か

す
れ
た
墨
線
に
よ
る
動
き
の
軌
跡

（
12
）

が
描
か
れ
て
い
る
。

　

一
方
、︽
鳥
獣
戯
画
︾の
兎
を
投
げ
る
蛙
や
猿
僧
正
の
口
か
ら
出
る
か

す
れ
た
墨
線︵
図
₂
︶は
、か
つ
て
は
吐
息
と
解
説
さ
れ
て
い
た

（
13
）

も
の
を
、

辻
が
気
合
や
読
経
の
声
と
し
た
も
の
で
あ
る
。も
っ
と
も
、絵
巻
中
の
犬

の
声
の
墨
線
表
現
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
は
、星
山
晋
也
の﹁
吠
え
か

か
る
犬
︱﹁
一
遍
聖
絵
﹂中
の
二
つ
の
点
景
か
ら
︱

（
14
）

﹂が
先
行
し
、︽
一
遍

聖
絵
︾の
よ
う
な
十
三
世
紀
末
の
高
僧
伝
絵
巻
か
ら
十
四
～
五
世
紀
の

︽
福
富
草
紙
︾絵
巻
に
至
る
ま
で
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。ま
た
、こ
の
よ

う
な
声
の
線
は
動
物
に
限
定
さ
れ
ず
、十
二
世
紀
の
京
都
国
立
博
物
館

23 ︱ B I J U T S U  F O R U M 21 VO L .24



本︽
餓
鬼
草
紙
︾絵
巻
の
門
前
の
乞
食
坊
主
や
、︽
信
貴
山
縁
起
絵
巻
︾の

倉
を
追
っ
て
走
る
若
い
僧
な
ど
に
も
見
出
さ
れ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お

き
た
い

（
15
）

。

　

こ
れ
ら
の
表
現
は
、辻
と
と
も
に﹁
絵
巻
物
︱
ア
ニ
メ
の
源
流
﹂展

（
16
）

を

企
画
し
た
高
畑
勲
に
よ
り
、﹁
絵
巻
に
見
る
マ
ン
ガ
・
ア
ニ
メ
的
表
現

（
17
）

﹂と

し
て
一
躍
注
目
を
浴
び
、絵
巻
を
マ
ン
ガ
に
引
き
付
け
て
見
る
原
動
力

と
な
っ
た
。

　

し
か
し
、こ
れ
ら
の
表
現
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、現
在
の
マ
ン
ガ
が

意
味
す
る
も
の
と
無
条
件
に
同
一
と
は
言
い
切
れ
な
い
。例
え
ば
声
の

線
が
用
い
ら
れ
る
場
合
は
、読
経
と
気
合
と
動
物
の
吠
え
声
に
限
ら
れ

て
い
る
。読
経
も
経
文
に
節
を
付
け
て
唄
う
声

し
ょ
う

明
み
ょ
う

が
流
行
し
て
い
た
時

期
で
あ
る
の
で
、い
ず
れ
も
言
葉
よ
り
も
音
声
的
性
格
の
強
い
も
の
と

言
え
よ
う
。そ
の
声
明
で
は
節
回
し
を
一
本
の
墨
の
曲
線
で
表
す﹁
目
安

博
士
﹂と
い
う
記
譜
法
が
行
わ
れ
て
い
た
。猿
僧
正
や
乞
食
坊
主
た
ち
の

口
か
ら
出
る
曲
が
り
く
ね
っ
た
墨
線
は
、こ
の﹁
目
安
博
士
﹂の
形
状
に

近
い
。従
っ
て
こ
れ
は
現
代
の
マ
ン
ガ
表
現
で
い
え
ば
、画
面
に
音
符
を

列
し
て
そ
こ
に
音
楽
や
歌
声
が
流
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
表
記
に

よ
り
近
い
表
現
と
い
う
こ
と
に
な
る（
註
15
参
照
）。

　

マ
ン
ガ
と
の
関
係
を
見
る
上
で
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、絵
巻
の
中
の

こ
れ
ら
の
表
現
が
、近
代
マ
ン
ガ
の
登
場
す
る
時
期
ま
で
は
続
か
ず
に
、

消
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。絵
巻
自
体
は
、江
戸
時
代
に
な
っ
て
絵

入
り
版
本
が
出
回
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、多
色
刷
り
の
浮
世
絵
が
売
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、制
作
さ
れ
続
け
て
い
る
。し
か
し
、動
き
を
表

す
線
は
十
四
世
紀
の︽
石
山
寺
縁
起
絵
巻
︾の
戯
れ
に
槍
を
回
し
て
見
せ

る
男
を
最
後
に
、声
の
線
は
十
四
～
五
世
紀
の︽
福
富
草
紙
︾絵
巻
を
最

後
と
し
て
、近
世
の
絵
巻
に
は
見
出
さ
れ
な
く
な
る
。

　

そ
の
消
滅
よ
り
後
で
登
場
し
た
現
代
の
マ
ン
ガ
に
、よ
く
似
た
動
線

や
声
の
線
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
、絵
巻
の
伝
統
が
継
続
さ
れ
た
と
言

う
こ
と
は
で
き
な
い
。近
似
し
た
文
化
と
生
活
環
境
の
中
で
、同
様
の
表

現
が
再
び
獲
得
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

マ
ン
ガ
の
コ
マ
と
絵
巻

　

マ
ン
ガ
を
特
徴
づ
け
る
要
素
に
コ
マ
が
あ
る
。夏
目
房
之
介
は
、コ
マ

を﹁
ペ
ー
ジ
に
展
開
す
る
マ
ン
ガ
の
時
間
と
空
間
を
表
現
す
る
根
底
の

形
式
﹂と
定
義
し
、﹁
物
語
マ
ン
ガ
は
コ
マ
割
り
さ
れ
て
は
じ
め
て
マ
ン

ガ
に
な
る
。﹂と
い
う

（
18
）

。同
じ
く
物
語
性
の
強
い
絵
巻
の
中
で
は
、な
ぜ
コ

マ
と
い
う
形
式
が
発
達
し
な
か
っ
た
の
か
。

　

絵
巻
の
物
語
は
極
度
に
横
長
の
巻
物
と
い
う
形
状
の
中
で
、詞
書（
文

章
）・
絵
・
詞
書（
文
章
）・
絵
と
交
互
に
提
示
さ
れ
、右
か
ら
左
へ
と
順
序

良
く
読
み
進
め
ら
れ
る
。し
か
し
、そ
の
単
純
さ
に
飽
き
た
と
き
、絵
巻

は
一
図
が
一
場
面
ず
つ
に
対
応
す
る
こ
と
を
止
め
る
。十
二
世
紀
後
半

の︽
伴
大
納
言
絵
巻
︾冒
頭
の
火
事
の
野
次
馬
の
場
面
や
、︽
信
貴
山
縁
起

絵
巻
︾飛
倉
の
巻
の
よ
う
に
、詞
書
を
前
後
に
排
除
し
て
、一
続
き
の
長

い
画
面
が
時
に
は
ま
る
ま
る
一
巻
分
延
々
と
展
開
す
る
、連
続
式
絵
巻

が
誕
生
す
る
。そ
こ
で
は
山
や
水
な
ど
の
風
物
や
雲
や
霞
が
描
か
れ
て
、

さ
り
げ
な
く
複
数
の
場
面
を
隔
て
て
い
る
。

　

な
か
で
も
霞
は
、異
な
る
時
間
や
空
間
を
接
続
し
た
り
、区
切
っ
た
り

す
る
た
め
の
機
能
に
特
化
し
て
、室
内
の
場
面
に
す
ら
描
か
れ
る
と
い

う
点
で
、マ
ン
ガ
の
コ
マ
と
コ
マ
を
区
切
る﹁
間
白
﹂に
近
い
存
在
に
な

っ
て
い
る
。十
六
世
紀
前
半
の︽
清
涼
寺
縁
起
絵
巻

（
19
）

︾や︽
真
如
堂
縁
起

（
20
）

︾

の
一
場
面
の
よ
う
に
、離
れ
た
時
空
間
の
出
来
事
を
霞
で
区
切
る
狭
い

間
隔
で
次
々
と
提
示
す
る
表
現
も
コ
マ
へ
の
接
近
を
思
わ
せ
る
。霞
の

形
状
は
時
代
が
下
る
と
と
も
に
直
線
的
に
な
り
、形
式
化
が
進
む

（
21
）

。絵
巻

に
と
っ
て
は
堕
落
と
い
う
べ
き
様
式
化
さ
れ
た
霞
は
、マ
ン
ガ
の
視
点

で
見
れ
ば
コ
マ
が
発
生
す
る
寸
前
の
段
階
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

　

一
方
、物
事
の
急
速
な
展
開
を
表
現
す
る
場
合
に
は
、︽
伴
大
納
言
絵

巻
︾の
子
供
の
喧
嘩
の
場
面︵
図
₃
︶の
よ
う
に
、ほ
ん
の
肩
幅
ほ
ど
の
画

面
に
子
供
同
士
の
喧
嘩
・
飛
び
出
し
て
来
る
父
親
・
我
が
子
を
か
ば
い
相

手
の
子
を
蹴
る
父
親
・
我
が
子
を
連
れ
帰
る
母
親
と
い
う
幾
つ
も
の
場

面
を
同
時
に
描
く
、異
時
同
図
法

（
22
）

が
用
い
ら
れ
た
。マ
ン
ガ
で
あ
れ
ば
幾

図2	 猿僧正の口から出る声の線（《鳥獣戯画》部分） 図1	 回転する法輪の表現（《信貴山縁起絵巻》部分）
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つ
も
の
コ
マ
に
分
け
て
描
く
で
あ
ろ
う
こ
の
局
面

（
23
）

で
、絵
巻
は
一
つ
の

画
面
中
に
各
場
面
の
人
物
を
配
す
。む
ろ
ん
そ
の
区
切
り
と
順
序
は
、マ

ン
ガ
の
コ
マ
ほ
ど
明
快
に
は
な
ら
な
い
が
、読
者
は
登
場
人
物
の
視
線

や
身
振
り
に
誘
導
さ
れ
つ
つ
、順
々
に
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
を
た
ど
っ
て

物
語
の
展
開
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

霞
の
表
現
、異
時
同
図
法
と
も
、マ
ン
ガ
の
よ
う
な
コ
マ
表
現
ま
で
あ

と
一
歩
、と
思
わ
せ
る
。し
か
し
、そ
れ
ら
が
絵
巻
の
中
で
コ
マ
へ
と
発

展
す
る
こ
と
は
、決
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

実
は
当
時
の
日
本
人
も
、絵
の
中
で
時
間
と
空
間
を
区
切
る
コ
マ
の

存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い

（
24
）

。大
陸
か
ら
日
本
に
も
た
ら
さ

れ
た
仏
教
系
の
大
画
面
掛
幅
画
に
は
、し
ば
し
ば
コ
マ
が
使
用
さ
れ
て

い
る
。例
え
ば
十
二
世
紀
末
の﹃
建
久
御
巡
礼
記
﹄に
も
載
る︽
当
麻
曼
荼

羅
︾は
極
楽
浄
土
図
を
囲
み
左
右
と
下
端
に
コ
マ
絵
が
並
ぶ
構
造
で
、左

側
の
コ
マ
に
は
下
か
ら
上
へ
と
こ
の
図
の
縁
起
に
あ
た
る
韋
提
希
夫
人

の
物
語
が
順
を
追
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。ま
た︽
華
厳
海
会
善
知
識
曼
荼

羅
図
︾の
よ
う
に
、善
財
童
子
が
五
十
三
所
の
賢
者
を
歴
参
す
る
場
面
を

一
図
の
中
に
コ
マ
絵
を
並
べ
て
描
い
た
も
の
も
あ
り
、後
に
は
そ
の
よ

う
な
中
か
ら
、コ
マ
を
進
む
と
い
う
遊
戯
性
を
持
っ
た
双
六
が
造
り
だ

さ
れ
る

（
25
）

。一
方
、仏
教
的
な
絵
巻
の
内
容
を
大
画
面
の
掛
軸
に
す
る
場
合

は
、横
長
画
面
の
絵
巻
を
掛
軸
の
幅
で
切
っ
て
、上
か
ら
段
々
に
張
り
付

け
た
よ
う
な
形
式
と
な
り
、コ
マ
を
区
切
る﹁
間
白
﹂の
役
割
で
各
段
の

上
下
端
に
霞
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

決
し
て
当
時
の
絵
巻
の
絵
師
が
、コ
マ
と
い
う
も
の
の
存
在
と
、そ
の

効
果
を
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。し
か
し
そ
の
手
段
を
あ
え
て

取
ら
ず
に
、横
長
の
画
面
と
異
時
同
図
法
や
霞
に
よ
っ
て
、時
間
と
空
間

を
表
現
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。

セ
リ
フ
と
絵
巻

　

マ
ン
ガ
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
、コ
マ
の
ほ
か
に﹁
吹
き
出
し
﹂

が
あ
る
。登
場
人
物
の
口
元
か
ら
出
る﹁
吹
き
出
し
﹂の
セ
リ
フ
に
よ
っ

て
マ
ン
ガ
の
物
語
は
進
行
し
、セ
リ
フ
に
よ
る
登
場
人
物
の
掛
け
合
い

は
、芝
居
を
見
る
よ
う
な
活
き
活
き
し
た
臨
場
感
を
マ
ン
ガ
に
も
た
ら

す
。

　

絵
巻
に﹁
吹
き
出
し
﹂そ
の
も
の
は
な
い
。け
れ
ど
絵
巻
の
絵
の
中
に

登
場
人
物
の
セ
リ
フ
が
書
き
こ
ま
れ
た
時
代
は
あ
っ
た
。絵
に
じ
か
に

書
き
込
ま
れ
た
文
章
を﹁
画
中
詞
﹂と
い
う

（
26
）

。十
二
世
紀
末
の
海
幸
山
幸

の
物
語︽
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
︾で
は
、画
中
詞
は
ま
だ﹁
釣
針
失
い
て
帰

る
と
こ
ろ
﹂の
よ
う
に
、場
面
の
説
明
に
止
ま
っ
て
い
た
。

　

絵
巻
の
絵
に
書
き
込
ま
れ
た
セ
リ
フ
と
し
て
の
画
中
詞
は
、十
三
世

紀
前
半
の︽
華
厳
宗
祖
師
絵
伝（
華
厳
縁
起
）︾に
登
場
す
る
。女
性
が
恋

の
告
白
を
す
る﹁
善
妙
、大
師
に
会
ひ
奉
り
て
、自
ら
の
執
心
を
説
く
と

こ
ろ
﹂な
ど
の
場
面
説
明
に
交
じ
っ
て
、海
に
身
を
投
げ
る
善
妙
を
見
た

朋
輩
の﹁
あ
な
浅
ま
し
や
あ
れ
は
如
何
な
る
事
ぞ
や
﹂の
よ
う
な
セ
リ
フ

が
書
き
こ
ま
れ
る
の
で
あ
る
。複
数
の
セ
リ
フ
に
は
一
、二
の
よ
う
な
読

む
順
番
の
数
字
さ
え
振
ら
れ
て
い
る︵
図
₄
︶。し
か
し
こ
の
絵
巻
に
お

い
て
セ
リ
フ
は
脇
役
に
限
ら
れ
て
、状
況
の
説
明
を
助
け
る
に
過
ぎ
ず
、

図3	《伴大納言絵巻》の子供の喧嘩の場面（四角い枠は筆者が設置）

図4	 会話の順番が振られた画中詞（《華厳宗祖師絵伝》部分）
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主
人
公
達
の
セ
リ
フ
が
書
き
こ
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

十
四
世
紀
前
半
に
は︽
善
教
坊
絵
巻
︾の
よ
う
に
、詞
書
の
文
章
が
な

く
、画
中
詞
と
し
て
書
き
込
ま
れ
た
主
人
公
た
ち
の
対
話
に
よ
っ
て
物

語
が
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
絵
巻
が
登
場
す
る
。︽
福
富
草
紙
︾絵
巻
を
は
じ

め
、こ
の
形
式
の
も
の
は
い
ず
れ
も
登
場
人
物
た
ち
の
会
話
が
活
き
活

き
と
書
き
進
め
ら
れ
、画
中
詞
を﹁
吹
き
出
し
﹂で
囲
ん
で
し
ま
え
ば
、マ

ン
ガ
の
物
語
の
進
行
に
極
め
て
近
い
。

　

し
か
し
こ
の
後
の
時
代
の
お
伽
草
子
の
絵
巻
で
は
、画
中
詞
に
地
の

文
章
ま
で
書
き
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、物
語
の
進
行
は
登
場
人
物
の

会
話
を
主
と
す
る
も
の
で
は
な
く
な
る
。

男
絵
・
女
絵
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

　

現
在
の
日
本
の
マ
ン
ガ
が
少
年
マ
ン
ガ
・
少
女
マ
ン
ガ
と
い
う
区
別

を
以
て
語
ら
れ
る
こ
と
と
同
様
に
、当
時
の
絵
巻
に
も
男
絵
・
女
絵
と
い

う
差
異
が
存
在
し
た
が
、そ
の
定
義
は
江
戸
時
代
末
に
は
明
確
で
は
な

く
な
っ
て
い
る

（
27
）

。女
絵
が
何
を
指
す
か
と
い
え
ば
、﹃
源
氏
物
語
﹄の﹁
総

角
﹂に﹁
恋
す
る
男
の
す
ま
ゐ
な
ど
描
き
ま
ぜ
﹂と
あ
る
の
で
女
を
題
材

に
し
た
も
の
と
は
限
ら
ず
、﹁
男
絵
な
ど
絵
師
は
づ
か
し
う
描
か
せ
給

う
﹂女
性

（
28
）

も
い
た
の
で
女
が
描
い
た
も
の
を
い
う
わ
け
で
も
な
い
。こ
の

両
者
の
別
を
、佐
野
み
ど
り
が
少
女
マ
ン
ガ
と
少
年
マ
ン
ガ
に
対
比
さ

せ
て
い
る
こ
と

（
29
）

は
当
を
得
て
い
よ
う
。︽
源
氏
物
語
絵
巻
︾の
よ
う
に
恋

物
語
を
情
緒
豊
か
に
描
い
た
女
絵
は
少
女
マ
ン
ガ
に
、︽
信
貴
山
縁
起
絵

巻
︾や︽
伴
大
納
言
絵
巻
︾の
よ
う
に
世
俗
の
出
来
事
を
迫
力
と
動
感
た

っ
ぷ
り
に
生
々
し
く
描
い
た
男
絵
は
少
年
マ
ン
ガ
や
劇
画
に
な
ぞ
ら
え

ら
れ
る
の
だ
。

　

い
ま
一
つ
の
分
野
が﹁
嗚を

呼こ

絵
﹂と
呼
ば
れ
る
戯
画
で
あ
り
、そ
の
例

に︽
鳥
獣
戯
画
︾の
一
部
が
挙
げ
ら
れ
る
。そ
れ
が
十
二
世
紀
に
は
独
自

の
分
野
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、﹃
今
昔
物
語
﹄三
九
六
話
の﹁
嗚
呼
絵
ハ

筆
ツ
キ
ハ（
一
字
不
明
）ニ
書
ケ
ド
モ
、其
レ
ハ
皆
嗚
呼
絵
ノ
気
色
無
シ
。

此
ノ
阿
闍
梨
ノ
書
タ
ル
ハ
、筆
墓ハ

カ

無ナ

ク
立
タ
ル
様
ナ
レ
ド
モ
、只
一
筆
ニ

書
タ
ル
ニ
、心
地
ノ
艶

エ
モ
イ
ハズ

見
ユ
ル
ハ
、可ヲ

カ
シ
キ
コ
ト
カ
ギ
リ
ナ

咲
事
無
限
シ
﹂と
、現
在
の
嗚
呼

絵
描
き
と
比
べ
て
こ
の
義
清
阿
闍
梨
の
絵
を
絶
賛
す
る
と
い
う
批
評
か

ら
も
判
る
。

　

絵
巻
特
有
の
様
々
な
表
現
も
、こ
の
分
化
し
た
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
産
み
出
さ
れ
た
。女
絵
か
ら
登
場
し
た
、密
室
で
の
恋
物
語
を
人
形

の
家
の
屋
根
を
外
し
て
覗
き
込
む
よ
う
に
描
く﹁
吹
抜
屋
台
﹂、男
絵
や

嗚
呼
絵
か
ら
出
て
き
た
動
き
の
線
や
異
時
同
図
、声
の
線
な
ど
が
、そ
れ

で
あ
る
。

「
大
人
げ
な
い
も
の
」が
発
達
す
る
と
き

　

こ
の
よ
う
に
、絵
巻
に
は
マ
ン
ガ
と
近
似
す
る
表
現
は
多
い
が
、い
ず

れ
も
マ
ン
ガ
の
発
達
す
る
近
代
ま
で
は
続
か
ず
に
消
滅
し
て
し
ま
う
。

従
っ
て
、絵
巻
の
表
現
そ
の
も
の
が
現
代
の
マ
ン
ガ
に
直
接
受
け
継
が

れ
て
い
る
、と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い

（
30
）

。

　

そ
れ
で
も
絵
巻
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
が
、物
語
性
を
持
つ
絵
と
い
う

以
上
に
マ
ン
ガ
と
の
親
近
性
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
、な
ぜ
だ
ろ
う
か
。私

は
、と
も
に﹁
字
の
読
め
な
い
よ
う
な
女
子
供
の
た
め
の
補
助
手
段
﹂と

し
て
軽
視
さ
れ
て
い
た﹁
大
人
げ
な
い
﹂メ
デ
ィ
ア
が
、そ
れ
ゆ
え
の
自

由
さ
で
自
在
に
実
験
的
な
表
現
を
行
う
こ
と
で
、権
威
あ
る
大
人
た
ち

の
支
持
を
得
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
発
達
過
程
を
持
つ
も
の

の
近
似
性
に
拠
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

日
本
に
お
け
る
物
語
マ
ン
ガ
は
、第
二
次
世
界
大
戦
前
に
講
談
社
の

幼
少
年
向
け
雑
誌
等
を
通
じ
て
絶
大
な
人
気
を
得

（
31
）

、さ
ら
に
二
十
世
紀

後
半
に
は
貸
本
マ
ン
ガ
や
少
年
少
女
向
け
の
マ
ン
ガ
雑
誌
を
通
し
て
、

爆
発
的
に
流
行
し
た
。﹁
大
学
生
が
マ
ン
ガ
を
読
む
﹂と
揶
揄
さ
れ
た
こ

の
時
代
、成
人
の
読
者
に
対
応
し
て
少
年
雑
誌
の
マ
ン
ガ
に
社
会
問
題

が
取
り
上
げ
ら
れ
、主
人
公
や
描
き
方
は
み
る
み
る
大
人
向
け
に
変
貌

し
、や
が
て
成
人
を
対
象
と
し
た
マ
ン
ガ
雑
誌
が
発
行
さ
れ
る
。少
女
マ

ン
ガ
で
は
大
人
の
恋
愛
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、た
と
え
ば
性
愛
や

複
雑
な
心
理
描
写
を
伴
う
レ
デ
ィ
ー
ス
コ
ミ
ッ
ク
が
登
場
す
る
。こ
こ

で
は
、当
初
は
子
供
を
対
象
と
し
て
い
た
マ
ン
ガ
が
大
人
の
読
者
を
得

る
こ
と
に
よ
っ
て
、題
材
、表
現
と
も
成
人
向
け
の
作
品
が
産
み
出
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

絵
巻
の
発
達
も
こ
れ
に
似
て
い
る
。中
国
か
ら
入
り
、八
世
紀
の
日
本

で
模
写
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
最
初
期
の
絵
巻
物
、︽
絵
因
果
経
︾は
、経
典

に
対
応
し
た
内
容
が
経
巻
の
上
半
分
に
描
か
れ
た
、漢
字
の
読
め
な
い

者
の
た
め
の
絵
解
き
と
い
う
役
割
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。絵
巻
が
飛
躍

的
に
発
展
す
る
十
二
世
紀
に
お
い
て
も
、﹁
字
も
ろ
く
に
読
め
な
い
女
子

供
﹂の
た
め
の
娯
楽
と
い
う
性
格
を
残
し
て
い
た
こ
と
は
、地
方
出
身
の

教
養
の
な
い
娘
で
あ
る
浮
舟
を
和
ま
せ
る
た
め
に
絵
物
語
の
絵
を
見
せ
、

傍
ら
の
侍
女
が
物
語
の
文
を
読
ん
で
や
っ
て
い
る
と
い
う︽
源
氏
物
語

絵
巻
︾﹁
東
屋
一
﹂の
画
面
か
ら
も
想
像
で
き
よ
う
。

批
評
と
素
人
参
加

　

そ
の﹁
女
子
供
の
な
ぐ
さ
み
も
の
﹂の
絵
巻
を
、批
評
の
対
象
と
し
て

取
り
上
げ
た
の
が
、紫
式
部
で
あ
る
。批
評
は﹃
源
氏
物
語
﹄﹁
帚
木
﹂の
登

場
人
物
、左
馬
守
の
口
を
借
り
て
、﹁
人
の
見
及
ば
ぬ
蓬
萊
の
山
、荒
海
の

怒
れ
る
魚
の
す
が
た
、唐
国
の
烈
し
き
獣
の
か
た
ち
、目
に
見
え
ぬ
鬼
の

顔
な
ど
﹂の
仰
々
し
い
架
空
の
表
現
よ
り
も
、﹁
世
の
常
の
山
の
た
た
ず

ま
ひ
、水
の
流
れ
、目
に
近
き
人
の
家
居
の
あ
り
さ
ま
、げ
に
と
見
え
な

つ
か
し
く
柔
ら
い
だ
る
形
﹂の
よ
う
な
身
近
な
も
の
に
よ
っ
て
こ
そ
上

手
下
手
が
判
る
の
だ
と
絵
師
の
優
劣
を
論
じ
る
。こ
の
批
評
は
中
国
の

画
論
を
読
ん
で
の
受
け
売
り
の
可
能
性
が
あ
る
も
の
の

（
32
）

、絵
巻
に
親
し

ん
だ
者
な
ら
で
は
の
具
体
例
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に﹃
源
氏
物
語
﹄で
は
絵
を
好
む
天
皇
の
下
で
二
人
の
妃
が
天
皇

の
寵
を
争
う
と
い
う
設
定
の
下
で
、双
方
か
ら
絵
巻
を
出
し
て
比
べ
、優

劣
を
決
め
る
と
い
う﹁
絵
合
﹂が
あ
る
。こ
の
行
事
の
中
で
、持
ち
出
さ
れ
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る
様
々
な
題
材
の
絵
巻
の
様
相
が
書
か
れ
、そ
れ
ら
に
対
す
る
判
者
の

評
価
が
述
べ
ら
れ
る
。そ
の
約
五
十
年
後
、架
空
の﹁
絵
合
﹂の
影
響
を
受

け
て

（
33
）

、実
際
に
麗
景
殿
女
御
の
絵
合
が
行
わ
れ
て
い
る
。こ
ち
ら
で
比
べ

ら
れ
た
の
は
歌
絵
の﹁
冊
子
﹂で
あ
っ
て
絵
巻
物
で
は
な
い
が
、﹃
源
氏
物

語
﹄が
現
実
世
界
の
絵
画
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

貴
族
た
ち
か
ら
支
持
を
得
た﹃
源
氏
物
語
﹄の
中
に
も
、光
源
氏
や
匂

宮
が
戯
れ
に
女
性
に
絵
を
描
い
て
見
せ
る
場
面
や
、絵
合
の
場
に
出
さ

れ
た
配
流
先
の
風
景
を
描
い
た
絵
巻
が
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、当
時

の
貴
族
の
男
女
は
自
ら
絵
を
描
き
、恋
文
に
機
知
的
な
絵
を
添
え
、愛
好

す
る
絵
に
物
語
を
加
え
て
い
た
。実
際
、牛
車
の
回
転
を
表
現
し
て
見
せ

た
先
の
花
山
天
皇
を
は
じ
め
、煙
の
出
て
い
る
女
の
姿
を
描
い
て
送
っ

た
と
い
う
五
条
御
と
い
う
女
性
や
、年
来
物
語
を
多
く
描
き
集
め
て
い

た
と
い
う
藤
原
斉
信
女
な
ど
、多
く
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

（
34
）

。

　

そ
こ
で﹁
こ
の
よ
う
な
貴
族
男
女
の
貴
族
男
女
の
絵
に
対
す
る
教
養

が
、逆
に
ま
た
専
門
画
人
の
作
品
に
対
す
る
す
ぐ
れ
た
批
評
や
指
導
の

さ
さ
え
と
も
な
っ
て
﹂、十
二
世
紀
の
絵
巻
の
よ
う
な﹁
新
し
い
物
語
絵

の
様
式
を
つ
く
り
あ
げ
る
に
際
し
て
、大
き
な
創
造
の
要
素
と
し
て
働

い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
﹂と
い
う

（
35
）

。こ
の
状
況
は
、現
代
日
本
の
マ
ン

ガ
の
隆
盛
に
お
け
る
、二
十
世
紀
最
末
期
か
ら
の
マ
ン
ガ
批
評
家
の
登

場
と
マ
ン
ガ
研
究
の
進
展
や
、マ
ン
ガ
同
人
誌
即
売
会
の
コ
ミ
ッ
ク
マ

ー
ケ
ッ
ト
の
盛
会
に
見
る
よ
う
な
ア
マ
チ
ュ
ア
層
の
厚
さ
と
の
関
連
と
、

相
似
形
を
描
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

後
白
河
上
皇
と
絵
巻

　

十
二
世
紀
の
絵
巻
を
飛
躍
的
に
発
展
さ
せ
た
要
素
と
し
て
、後
白
河

上
皇
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。貴
族
か
ら
武
士
の
世
へ
と
い
う
激

動
期
の
こ
の
権
力
者
は
、
当
時
の
民
間
歌
謡
で
あ
る
今
様
を﹃
梁
塵
秘

抄
﹄と
し
て
編
纂
し
、絵
巻
物
を
収
集
し
制
作
も
企
画
す
る
、非
公
的
文

化
の
庇
護
者
で
も
あ
っ
た
。

　

模
本
の
一
部
の
み
し
か
伝
来
し
な
い
が
、後
白
河
自
身
が
企
画
し
た

六
〇
巻
の
大
型
絵
巻
で
あ
っ
た
と
い
う︽
年
中
行
事
絵
巻
︾は
、宮
廷
か

ら
市
井
に
い
た
る
行
事
と
見
物
人
た
ち
を
描
い
た
男
絵
で
あ
り
、ま
た

一
方︽
末
葉
露
大
将
絵
巻
︾な
ど
女
絵
の
絵
巻
も
企
画
し
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る

（
36
）

。多
く
の
趣
向
を
凝
ら
し
た
絵
巻
物
が
制
作
さ
れ
、新
旧

の
名
作
が
後
白
河
上
皇
の
も
と
に
献
上
さ
れ
、蓮
華
王
院
宝
蔵
に
収
め

ら
れ
た
と
い
う
が
、王
権
の
凋
落
と
と
も
に
散
逸
し
て
今
は
伝
説
が
残

る
ば
か
り
で
あ
る
。

　

当
時
と
し
て
は
貴
重
な
紙
に
高
価
な
絵
具
と
手
間
を
ふ
ん
だ
ん
に
か

け
て
少
数
の
貴
族
階
級
を
対
象
に
作
ら
れ
た
絵
巻
と
、安
価
な
紙
に
大

量
に
印
刷
さ
れ
読
み
捨
て
ら
れ
る
マ
ン
ガ
雑
誌
を
、同
じ
視
点
で
対
比

す
る
方
が
無
理
と
い
う
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
当
時
の
都
の

人
々
の
間
で
、た
と
え
ば︽
鳥
獣
戯
画
︾は
賀
茂
祭
の
行
列
の
出
し
物
に

さ
れ
る
ほ
ど

（
37
）

知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。ま
た
現
在
、大
手
出
版
社
の

発
行
す
る
マ
ン
ガ
雑
誌
の
一
号
分
に
費
や
さ
れ
る
金
額
と
人
員
の
莫
大

さ
は
、高
価
な
絵
巻
以
上
の
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。そ
れ
ほ
ど
の
関
心

と
費
用
が
絵
巻
と
マ
ン
ガ
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　

い
ず
れ
も
、そ
れ
ま
で﹁
大
人
げ
な
い
も
の
﹂と
し
て
貶
め
ら
れ
て
き

た
媒
体
が
、愛
好
す
る
大
人
た
ち
の
関
心
と
批
評
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
急
速
に
成
長
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、絵
巻
と
マ
ン
ガ
は

相
似
形
を
な
す
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

〈
図
版
出
典
〉

図
₁　
﹃
日
本
絵
巻
大
成
﹄₄
、﹁
信
貴
山
縁
起
﹂、中
央
公
論
社
、一
九
七
七
年

図
₂　
﹃
日
本
絵
巻
大
成
﹄₆
、﹁
鳥
獣
人
物
戯
画
﹂、中
央
公
論
社
、一
九
八
四
年

図
₃　
﹃
日
本
絵
巻
大
成
﹄₂
、﹁
伴
大
納
言
絵
詞
﹂、中
央
公
論
社
、一
九
七
七
年

図
₄　
﹃
日
本
絵
巻
大
成
﹄17
、﹁
華
厳
宗
祖
師
絵
伝（
華
厳
縁
起
）﹂、中
央
公
論
社
、一
九
七

八
年

註（
₁
）辻
惟
雄﹁
₅  

遊
戯
す
る
心
﹂﹃
岩
波  

日
本
美
術
の
流
れ
﹄₇
、〈
日
本
美
術
の
見
方
〉、

九
三
頁
、岩
波
書
店
、一
九
九
二
年

（
₂
）辻
惟
雄﹁﹁
を
こ
絵
﹂の
世
界
︱
日
本
絵
画
の
遊
戯
性
に
関
す
る
一
考
察
︱
﹂﹃
比
較
芸

術
研
究
Ⅱ
﹄﹁
芸
術
と
美
意
識
﹂八
九
～
一
一
八
頁
、美
術
出
版
社
、一
九
七
七
年

（
₃
）辻
惟
雄﹁
図
版
解
説  

表
紙
﹂﹃
日
本
の
美
術
﹄﹁
絵
巻
＝
鳥
獣
人
物
戯
画
と
鳴
呼
絵
﹂第

三
〇
〇
号
、八
六
頁
、至
文
堂
、一
九
九
一
年

（
₄
）辻
惟
雄﹁
マ
ン
ガ
、ア
ニ
メ
の
興
隆
﹂﹃
日
本
美
術
の
歴
史
﹄四
二
八
～
四
三
二
頁
、東
京

大
学
出
版
会
、二
〇
〇
五
年

（
₅
）清
水
勲﹁
は
し
が
き
﹂﹃
漫
画
の
歴
史
﹄ⅰ
頁
、岩
波
新
書
一
九
二
、一
九
九
一
年

（
₆
）夏
目
房
之
介﹁
仮
説
・
コ
マ
の
発
達
史  

マ
ン
ガ
は
い
つ
か
ら
マ
ン
ガ
に
な
っ
た
の

か
﹂﹃
別
冊
宝
島
Ｅ
Ｘ
﹄﹁
マ
ン
ガ
の
読
み
方
﹂二
〇
六
～
二
〇
九
頁
、宝
島
社
、一
九
九

五
年

（
₇
）ジ
ャ
ク
リ
ー
ヌ
・
ベ
ル
ン
ト﹁
漫
画
で
表
す

︱
ま
ん
が
に
ふ
さ
わ
し
い
美
学
の
反
面

教
師
と
し
て
の
中
学
校
新
美
術
科
﹂﹃
マ
ン
ガ
研
究
﹄第
一
号
、八
〇
～
八
五
頁
、二
〇

〇
二
年

（
₈
）シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ケ
ー
ン﹁
江
戸
文
学
か
ら
見
た
現
代
漫
画
の
源
流

︱
合
巻﹃
鬼
児

島
名
誉
仇
討
﹄を
例
に
﹂﹃
マ
ン
美
研  

マ
ン
ガ
の
美
／
学
的
な
次
元
へ
の
接
近
﹄二
三

～
五
二
頁
、醍
醐
書
房
、二
〇
〇
二
年

（
₉
）差
別
的
な
言
い
方
で
あ
る
が
、絵
巻
が
発
達
し
た
平
安
時
代
は
、臆
面
も
な
く
漢
文
を

読
み
散
ら
す
清
少
納
言
が
小
賢
し
い
女
と﹃
紫
式
部
日
記
﹄で
非
難
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、当
時
の
教
養
人
で
あ
る
は
ず
の
宮
仕
え
の
女
性
達
も
、表
向
き
は
漢
字
な
ど
読
め

な
い
風
を
装
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
10
）﹃
今
昔
物
語
集
﹄巻
第
二
十
八
の﹁
比
叡
山
無
動
寺
義
清
阿
闍
梨
嗚
呼
絵
語
第
三
十
六
﹂

（
11
）﹃
大
鏡
﹄中﹁
太
政
大
臣
伊
尹  

謙
徳
公
﹂

（
12
）村
重
寧﹁﹃
信
貴
山
縁
起
絵
巻
﹄解
説
﹂﹃
国
宝
／
信
貴
山
縁
起
絵
巻
﹄二
頁
、岩
崎
美
術

社
、一
九
七
九
年

（
13
）﹃
日
本
絵
巻
大
成
﹄六﹁
鳥
獣
人
物
戯
画
﹂三
四
頁
、中
央
公
論
社
、一
九
七
七
年

（
14
）星
山
晋
也﹃
美
術
史
研
究
﹄第
一
九
号
、一
～
一
三
頁
、早
稲
田
大
学
美
術
史
学
会
、一

九
八
二
年

（
15
）山
本
陽
子﹁
僧
の
声
を
聴
く
︱
絵
巻
の
中
の
声
の
表
現
に
つ
い
て
︱
﹂﹃
明
星
大
学
研

究
紀
要
﹄［
日
本
文
化
学
部
・
生
活
芸
術
学
科
］第
四
号
、四
三
～
五
一
頁
、一
九
九
六
年

（
16
）﹁
絵
巻
物
︱
ア
ニ
メ
の
源
流
﹂展
、千
葉
市
美
術
館
、一
九
九
九
年

（
17
）高
畑
勲﹁
コ
ラ
ム
①
絵
巻
に
見
る
マ
ン
ガ
・
ア
ニ
メ
的
表
現
﹂﹁
声
の
流
線
表
現
に
つ
い

て
﹂﹃
十
二
世
紀
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
﹄五
四
～
五
七
頁
・
一
三
九
頁
、徳
間
書
店
、一
九

九
九
年

（
18
）夏
目
房
之
介﹁
コ
マ
の
基
本
原
理
を
読
み
解
く
﹂﹃
別
冊
宝
島
Ｅ
Ｘ
﹄﹁
マ
ン
ガ
の
読
み

方
﹂第
四
章﹁
マ
ン
ガ
を
マ
ン
ガ
に
し
て
い
る
の
は﹁
コ
マ
﹂で
あ
る
﹂一
六
八
～
一
八
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三
頁
、宝
島
社
、一
九
九
五
年

（
19
）榊
原
悟﹁﹁
真
如
堂
縁
起
﹂概
説
﹂﹃
続
々
日
本
絵
巻
大
成
﹄伝
記
・
縁
起
篇
₅﹁
清
水
寺
縁

起  
真
如
堂
縁
起
﹂一
四
〇
～
一
六
五
頁
、中
央
公
論
社
、一
九
九
四
年

（
20
）近
藤
真
子﹁
真
如
堂
縁
起
絵
巻
に
お
け
る
空
間
表
現
の
特
異
性
﹂早
稲
田
大
学
文
学
研

究
科
修
士
論
文
、一
九
九
八
年

（
21
）若
杉
準
治﹁
絵
巻
の
時
間
表
現
︱
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
た
め
の
工
夫
﹂﹃
絵
巻
物
の
鑑

賞
基
礎
知
識
﹄四
四
～
四
八
頁
、至
文
堂
、一
九
九
五
年

（
22
）写
真
の
多
重
露
出
の
よ
う
な
こ
の
表
現
も
、現
在
の
マ
ン
ガ
の
主
人
公
の
急
激
な
動

作
を
表
す
場
合
に
、し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
い
る（
四
方
田
犬
彦﹁
運
動
の
分
割
﹂﹃
漫
画

原
論
﹄筑
摩
書
房
、一
九
九
四
年
）。

（
23
）実
際
、こ
の
絵
の
各
場
面
を
コ
マ
に
入
れ
て
レ
イ
ア
ウ
ト
し
、マ
ン
ガ
に
仕
立
て
る
試

み
が
、宮
次
男
監
修﹁
劇
画  

伴
大
納
言
絵
巻
﹂（﹃
ア
ー
ト
ジ
ャ
パ
ネ
ス
ク  

日
本
の

美
と
文
化
﹄₇
、﹁
絵
巻
と
物
語
＝
中
世
ド
ラ
マ
の
舞
台
﹂講
談
社
、一
九
八
二
年
）や
、

高
畑
勲﹁
そ
の
コ
マ
割
り
で
マ
ン
ガ
が
で
き
る
﹂（﹃
十
二
世
紀
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
﹄

徳
間
書
店
、一
九
九
九
年
）に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。

（
24
）山
本
陽
子﹁
マ
ン
ガ
以
前
の
日
本
絵
画
の
時
間
と
空
間
表
現
︱
マ
ン
ガ
の
コ
マ
と
の

比
較
に
お
い
て
︱
﹂﹃
明
星
大
学
研
究
紀
要
﹄［
日
本
文
化
学
部
・
言
語
文
化
学
科
紀
要
］

第
一
二
号
、一
一
三
～
一
二
六
頁
、二
〇
〇
四
年

（
25
）岩
城
紀
子﹁
双
六
の
歴
史
﹂﹃
絵
す
ご
ろ
く
︱
遊
び
の
中
の
あ
こ
が
れ
︱
﹄七
頁
、江
戸

東
京
博
物
館
、一
九
九
八
年

（
26
）若
杉
準
治﹁
絵
と
詞
の
饗
宴
﹂﹃
絵
巻
物
の
鑑
賞
基
礎
知
識
﹄三
〇
～
三
五
頁
、至
文
堂
、

一
九
九
五
年

（
27
）江
戸
末
期
の﹃
雅
言
集
覧
﹄で
は
男
絵
が﹁
男
の
形
を
か
き
た
る
画
な
る
べ
し
﹂と
さ
れ
、

す
で
に
錯
誤
し
て
い
る
。

（
28
）後
冷
泉
天
皇
后
・
藤
原
歓
子（﹃
栄
花
物
語
﹄﹁
ね
あ
わ
せ
﹂）

（
29
）辻
惟
雄
・
佐
野
み
ど
り﹁
対
談
︱
絵
巻
の
遊
戯
性
と
楽
し
み
方
﹂﹃
絵
巻
物
の
鑑
賞
基
礎

知
識
﹄一
三
二
～
一
四
四
頁
、至
文
堂
、一
九
九
五
年

（
30
）絵
の
中
に
姿
は
描
い
て
も
顔
は
見
せ
な
い
と
い
う
禁
忌
に
つ
い
て
も
、同
様
の
こ
と

が
言
え
る（
山
本
陽
子﹁
形
象
化
の
宗
教
的
忌
避
と
表
現
意
志
と
の
間
︱
現
代
日
本
の

漫
画
・
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
偶
像
崇
拝
禁
忌
の
問
題
︱
﹂﹃
明
星
大
学
青
梅
校

舎
日
本
文
化
学
部
共
同
研
究
論
集
・
第
六
輯  

言
語
と
形
象
﹄三
五
九
～
三
七
五
頁
、

二
〇
〇
三
年
）。

（
31
）清
水
勲﹁
子
供
漫
画
の
時
代
﹂﹃
漫
画
の
歴
史
﹄一
三
三
～
一
四
九
頁
、岩
波
新
書
一
九

二
、一
九
九
一
年

（
32
）河
野
道
房﹁﹃
源
氏
物
語
﹄と
中
国
画
論
﹂﹃
人
文
学
論
集
﹄二
二
号
、一
七
～
二
五
頁
、二

〇
〇
四
年

（
33
）大
河
内
優
子﹁
麗
景
殿
女
御
絵
合
を
め
ぐ
る
二
、三
の
問
題
﹂﹃
美
術
史
﹄一
一
五
号
、一

五
～
二
九
頁
、一
九
八
三
年

（
34
）家
永
三
郎﹁
平
安
朝
に
於
け
る
貴
紳
の
絵
画
的
教
養
﹂﹃
上
代
倭
絵
全
史
﹄三
九
四
～
四

〇
九
頁
、名
著
刊
行
会
、一
九
九
八
年（
初
版
一
九
四
六
年
）

（
35
）秋
山
光
和﹁
教
養
と
し
て
の
画
技
﹂﹃
王
朝
絵
画
の
誕
生
﹄一
五
九
～
一
六
〇
頁
、中
公

新
書
一
七
三
、一
九
六
八
年

（
36
）小
松
茂
美﹁
後
白
河
院
の
絵
巻
づ
く
り
と
蓮
華
王
院
宝
蔵
﹂﹃
日
本
絵
巻
大
成
﹄八
、﹁
年

中
行
事
絵
巻
﹂一
一
五
～
一
二
〇
頁
、中
央
公
論
社
、一
九
七
七
年

（
37
）︽
年
中
行
事
絵
巻
︾に
描
か
れ
た
賀
茂
祭
の
行
列
の
大
傘
に
、︽
鳥
獣
戯
画
︾の
人
形
が

飾
り
付
け
ら
れ
て
い
る（
下
店
静
市﹁
高
山
寺
鳥
獣
戯
画
巻
の
再
検
討
﹂﹃
東
洋
美
術
﹄

二
〇
号
、一
九
三
四
年
）。
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特
集

漫
画
と
マ
ン
ガ
、そ
し
て
芸
術

２

奈
良
絵
本
・
絵
巻
と
漫
画
・
ア
ニ
メ

石川　透

は
じ
め
に

　

室
町
時
代
後
期
か
ら
江
戸
時
代
中
期
に
か
け
て
、美
し
く
彩
ら
れ
た

手
作
り
の
絵
本
が
多
く
作
ら
れ
て
い
た
。そ
の
絵
本
は
、絵
入
り
の
冊
子

本
と
し
て
は
、日
本
の
最
初
の
絵
本
群
と
い
っ
て
よ
い
存
在
で
あ
っ
た
。

と
い
う
の
は
、室
町
時
代
中
期
ま
で
は
、絵
の
入
っ
た
本
は
、巻
物
に
し

て
い
た
の
で
あ
る
。こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
絵
巻
物
で
あ
っ
て
、日
本
人
で
あ

る
な
ら
ば
、誰
で
も
知
っ
て
い
る︽
源
氏
物
語
絵
巻
︾や︽
鳥
獣
戯
画
︾等

が
存
在
し
て
い
る
。し
か
し
、意
外
に
も
、日
本
の
古
い
冊
子
型
の
絵
本

に
つ
い
て
は
、ほ
と
ん
ど
誰
も
知
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。研
究
者
で
あ
っ

て
も
、室
町
時
代
中
期
以
前
に
作
ら
れ
た
冊
子
型
の
絵
本
の
存
在
を
知

っ
て
い
る
人
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。

一　

日
本
の
絵
本
の
歴
史

　

こ
れ
は
単
純
な
こ
と
で
、古
い
冊
子
型
の
絵
本
は
ほ
ぼ
存
在
し
て
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。も
ち
ろ
ん
、一
つ
も
作
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
。い
く
つ
か
は
作
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、基
本
的
に

は
絵
の
入
っ
た
も
の
は
、巻
物
に
す
る
と
い
う
伝
統
が
日
本
に
は
あ
っ

た
の
で
あ
る
。そ
の
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
考
え
ら
れ
る
が
、そ
の
一
つ
に
は
、

日
本
で
は
、重
要
な
物
、秘
密
性
の
高
い
物
は
、巻
物
に
す
る
と
い
う
伝

統
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。い
わ
ゆ
る
秘
伝
・
虎
の
巻
に
当
た
る
も
の
は
、

と
う
ぜ
ん
、印
刷
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、手
書
き
の
写
本
で
、そ
の
形
は

巻
物
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。絵
が
入
る
場
合
も
、こ
れ
に
準

じ
る
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、こ
れ
が
、室
町
時
代
後
期
に
な
る
と
、突
然
、冊
子
型
の
絵
入

り
写
本
が
多
く
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。た
ま
た
ま
か
も
し
れ
な
い
が
、

時
代
は
大
航
海
時
代
で
、日
本
が
西
洋
と
接
し
始
め
た
頃
か
ら
、絵
入
り

写
本
の
大
量
生
産
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

　

江
戸
時
代
に
な
る
と
、冊
子
型
の
絵
本
に
は
、印
刷
本（
版
本
）も
作
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、基
本
的
に
は
色
を
付
さ
な
い
絵
本
が
、江
戸
時
代
を

通
じ
て
、大
量
に
作
ら
れ
て
い
る
。そ
の
印
刷
本
の
最
初
期
の
群
が
作
ら

れ
る
以
前
か
ら
、手
作
り
で
色
を
付
し
た
冊
子
型
の
絵
入
り
写
本
群
が

あ
り
、江
戸
時
代
中
期
ま
で
は
作
ら
れ
た
が
、そ
れ
以
降
は
ほ
と
ん
ど
作

ら
れ
な
く
な
る
。そ
の
室
町
時
代
後
期
か
ら
江
戸
時
代
中
期
に
か
け
て

作
ら
れ
た
手
作
り
の
絵
入
り
写
本
群
は
、奈
良
絵
本
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
の
奈
良
絵
本
に
つ
い
て
は
、現
在
で
も
、辞
典
類
を
引
く
と
、奈
良
で

作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
説
が
で
て
い
る
が
、実

際
に
は
、奈
良
の
土
産
物
で
あ
る
奈
良
絵
と
似
て
い
る
絵
本
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
、明
治
時
代
に
奈
良
絵
本
と
呼
ば
れ
出
し
た
の
で
あ
ろ
う

と
、私
は
考
え
て
い
る
。

　

こ
の
奈
良
絵
本
に
つ
い
て
は
、印
刷
本
の
よ
う
に
、奥
書
が
記
さ
れ
る

こ
と
が
少
な
い
こ
と
も
あ
り
、誰
が
い
つ
作
っ
た
か
も
わ
か
っ
て
い
な

か
っ
た
。し
か
し
、類
似
し
た
内
容
を
持
つ
絵
巻
物
と
の
関
係
等
か
ら
、

よ
う
や
く
、そ
の
製
作
時
期
と
制
作
地
が
は
っ
き
り
し
て
き
た
。結
論
か

ら
い
う
と
、多
く
の
奈
良
絵
本
は
、京
都
に
お
い
て
、室
町
時
代
後
期
か

ら
江
戸
時
代
中
期
に
か
け
て
制
作
さ
れ
て
い
る
。そ
の
同
時
代
の
絵
巻

を
含
ん
だ
奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
研
究
に
つ
い
て
は
、﹃
奈
良
絵
本
・
絵
巻
の

生
成
﹄（
三
弥
井
書
店
、二
〇
〇
三
年
八
月
）、﹃
奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
展
開
﹄

（
三
弥
井
書
店
、二
〇
〇
九
年
八
年
五
月
）、さ
ら
に
は
、そ
の
図
録
で
あ

る﹃
入
門  

奈
良
絵
本
・
絵
巻
﹄（
思
文
閣
出
版
、二
〇
一
〇
年
八
月
）を
御

参
照
い
た
だ
き
た
い
。

　

本
稿
で
は
、こ
の
室
町
時
代
後
期
か
ら
江
戸
時
代
中
期
に
流
行
し
て

い
た
奈
良
絵
本
・
絵
巻
と
、現
代
流
行
し
て
い
る
漫
画
・
ア
ニ
メ
と
が
、ど

の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
を
簡
単
に
記
し
て
み
た
い
と
思
う
。

二　

奈
良
絵
本
と
童
話
絵
本

　

近
年
で
は
、漫
画
・
ア
ニ
メ
が
広
く
流
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、そ
の

源
流
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。作
品
名

と
し
て
よ
く
出
て
く
る
の
が
、先
に
あ
げ
た︽
鳥
獣
戯
画
︾や︽
信
貴
山
縁

起
絵
巻
︾等
の
平
安
時
代
後
期
に
作
成
さ
れ
た
、国
宝
の
絵
巻
群
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、知
名
度
も
高
い
こ
と
も
あ
り
、日
本
の
漫
画
の
源
流
と
し
て

社
会
的
に
認
知
さ
れ
て
き
て
い
る
。し
か
し
、本
と
し
て
の
形
は
、あ
く

ま
で
も
巻
物
で
あ
っ
て
、絵
本
と
い
う
形
で
は
な
い
。絵
本
と
い
う
形
だ

け
で
見
る
な
ら
ば
、奈
良
絵
本
の
方
が
、現
在
の
漫
画
の
形
に
近
い
の
で

あ
る
。

　

ま
た
、そ
の
奈
良
絵
本
の
内
容
は
、作
品
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
の
で
あ

る
が
、絵
自
体
も
現
在
の
漫
画
風
の
作
品
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。冊
子

型
の
絵
本
の
歴
史
で
い
う
と
、奈
良
絵
本
と
い
う
手
作
り
の
作
品
群
が

存
在
し
、そ
れ
に
少
し
遅
れ
て
、江
戸
時
代
に
な
る
と
絵
入
り
の
印
刷
本

（
版
本
）が
作
ら
れ
、江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
の
初
期
に
至
る
ま
で
、さ
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ま
ざ
ま
な
形
と
し
て
作
ら
れ
て
い
た
。

　

ち
な
み
に
、現
代
の
我
々
は
、漫
画
を
読
む
前
の
幼
少
期
に
は
、童
話

と
呼
ば
れ
る
絵
本
を
読
む
も
の
で
あ
る
が
、そ
の
本
と
し
て
の
形
は
、横

に
長
い
も
の
や
、正
方
形
に
近
い
形
の
も
の
が
多
く
存
在
し
て
い
る
。奈

良
絵
本
は
、普
通
の
縦
に
長
い
本
も
存
在
す
る
が
、同
じ
く
ら
い
の
割
合

で
、横
に
長
い
本
が
作
ら
れ
て
い
る
。そ
の
本
と
し
て
の
大
き
さ
は
、や

は
り
、現
代
の
童
話
絵
本
の
よ
う
に
大
型
の
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
。し

か
も
、現
代
の
童
話
絵
本
は
印
刷
本
で
は
あ
る
が
、ど
れ
も
き
れ
い
な
色

彩
に
彩
ら
れ
て
い
る
。奈
良
絵
本
も
、ほ
と
ん
ど
は
き
れ
い
な
色
彩
を
伴

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
、本
の
形
や
外
面
だ
け
を
取
り
上
げ

る
と
、奈
良
絵
本
は
、今
日
の
童
話
絵
本
に
近
い
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、肝
心
な
内
容
で
あ
る
が
、奈
良
絵
本
に
も
、﹁
浦
島
太
郎
﹂や

﹁
竹
取
物
語
﹂等
の
今
日
の
童
話
に
当
た
る
も
の
が
多
く
作
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
も
、奈
良
絵
本
は
童
話
絵
本
に
近
い
の
で
あ
る
が
、近
年
で

は
、奈
良
絵
本
と
し
て
、﹃
平
家
物
語
﹄等
の
軍
記
物
語
、﹃
源
氏
物
語
﹄等

の
王
朝
物
語
、﹃
徒
然
草
﹄等
の
随
筆
、﹃
百
人
一
首
﹄等
の
和
歌
も
、少
な

か
ら
ず
制
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、次
々
と
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い

る
。

　

と
な
る
と
、奈
良
絵
本
は
、や
は
り
、単
な
る
童
話
絵
本
で
は
な
く
、本

と
し
て
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
送
り
出
せ
る
媒
体
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

の
で
あ
る
。と
す
れ
ば
、今
日
の
漫
画
の
よ
う
な
役
割
も
担
っ
て
い
た
と

も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
、奈
良
絵
本
の
絵
自
体
は
、多
く
が
一
頁
に
独
立
し
て
描
か

れ
て
い
る
。そ
し
て
、そ
の
前
後
に
は
、説
明
に
当
た
る
、い
わ
ゆ
る
本
文

が
数
頁
に
わ
た
っ
て
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。今
日
の
漫
画
や
童
話
絵
本

の
よ
う
に
、絵
の
部
分
と
説
明
の
文
章
が
同
じ
頁
に
入
る
こ
と
は
少
な

い
。

三　

奈
良
絵
本
と
漫
画
・
ア
ニ
メ

　

こ
の
よ
う
に
、奈
良
絵
本
・
絵
巻
と
漫
画
・
ア
ニ
メ
は
、媒
体
と
し
て
基

本
的
に
異
な
っ
て
お
り
、古
い
時
代
の
絵
巻
物
や
現
代
の
童
話
絵
本
等

を
含
め
た
、日
本
の
絵
入
り
本
の
歴
史
の
中
で
位
置
付
け
る
必
要
が
あ

る
が
、こ
こ
か
ら
、両
者
の
関
係
に
つ
い
て
、お
お
ざ
っ
ぱ
な
こ
と
を
考

え
て
み
よ
う
。

　

奈
良
絵
本
・
絵
巻
は
、室
町
時
代
後
期
か
ら
江
戸
時
代
中
期
に
か
け
て
、

主
に
、大
名
家
や
裕
福
な
商
人
に
よ
っ
て
、購
入
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。一
方
、漫
画
・
ア
ニ
メ
は
、現
代
の
大
衆
文
化
で
あ
る
。享
受
す
る
人

物
の
階
層
は
違
っ
て
い
て
も
、や
は
り
、似
た
と
こ
ろ
も
存
在
し
て
い
る
。

　

今
日
で
は
、漫
画
や
ア
ニ
メ
で
は
、日
常
的
な
生
活
や
恋
愛
、フ
ァ
ン

タ
ジ
ー
な
冒
険
旅
行
、怪
獣
た
ち
と
人
間
と
の
戦
い
、等
、さ
ま
ざ
ま
な

内
容
が
描
か
れ
て
い
る
。こ
れ
は
、既
に
、奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
内
容
が
さ

ま
ざ
ま
で
あ
る
と
述
べ
た
の
と
、軌
を
一
に
す
る
。要
は
、描
か
れ
る
題

材
は
、き
わ
め
て
近
い
の
で
あ
る
。別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、絵
本
と
し

て
喜
ば
れ
る
題
材
は
、い
つ
の
時
代
で
も
同
じ
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ

る
。意
外
か
も
し
れ
な
い
が
、奈
良
絵
本
に
も
、絵
に
描
か
れ
た
竜
や
化

け
物
は
、多
く
登
場
す
る
。そ
し
て
、い
わ
ゆ
る
か
わ
い
い
と
い
わ
れ
る

者
の
存
在
も
、奈
良
絵
本
・
絵
巻
に
は
、見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

か
わ
い
い
と
か
美
し
い
と
い
う
感
覚
は
、個
別
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、

皆
が
納
得
す
る
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
が
、少
な
く
と
も
、多
く

の
現
代
人
が
美
し
い
と
か
か
わ
い
い
と
思
う
絵
は
存
在
し
て
い
る
。古

い
絵
巻
の
中
に
は
、例
え
ば
、﹃
土
蜘
蛛
草
紙
﹄の
化
け
物
と
し
て
登
場
す

る
大
柄
の
女
性
は
、目
が
大
き
く
、そ
の
絵
だ
け
を
見
る
な
ら
ば
、現
代

的
な
美
人
で
あ
る
。し
か
し
、そ
の
目
が
大
き
い
の
が
美
人
と
思
う
の
は
、

西
洋
文
化
に
あ
こ
が
れ
る
現
代
の
日
本
的
な
感
覚
で
あ
る
。

　

こ
れ
も
、明
治
時
代
以
前
の
描
か
れ
た
女
性
を
通
史
的
に
見
れ
ば
明

ら
か
な
よ
う
に
、日
本
で
は
美
し
い
女
性
と
さ
れ
た
の
は
、目
の
細
い
人

物
で
あ
っ
た
。も
し
、女
性
で
目
が
大
き
け
れ
ば
、﹃
土
蜘
蛛
草
紙
﹄の
よ

う
に
、化
け
物
な
の
で
あ
る
。男
性
で
あ
っ
て
も
、明
治
時
代
以
前
の
絵

で
は
、貴
族
の
ほ
と
ん
ど
は
細
い
目
で
描
か
れ
る
。目
が
大
き
く
描
か
れ

る
の
は
、化
け
物
か
、力
の
強
い
勇
者
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、奈
良
絵
本
・
絵
巻
と
現
代
の
漫
画
・
ア
ニ
メ
を
比
較
す

る
と
き
に
は
、社
会
的
な
価
値
観
の
差
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。だ
か

ら
、簡
単
に
は
比
較
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、こ
こ
で
、一
つ
だ
け
で
も
、

現
代
の
誰
も
が
か
わ
い
い
と
言
う
、絵
を
掲
げ
て
み
た
い
。

四　

か
わ
い
い
絵
と
女
性
作
家

　

図
₁
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、私
が
所
有
す
る
奈
良
絵
本﹃
鉢
か
づ

き
﹄の
一
シ
ー
ン
で
あ
る
。﹃
鉢
か
づ
き
﹄は
、今
日
で
も
童
話
に
さ
れ
る

こ
と
の
あ
る
作
品
で
、現
代
で
は
そ
の
舞
台
と
さ
れ
る
寝
屋
川
市
が
市

の
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
描
い
て
い
る
。物
語
本
文
を
読
む

と
、﹃
鉢
か
づ
き
﹄は
、鉢
を
か
ぶ
っ
て
い
る
の
で
、顔
は
見
え
な
い
は
ず

な
の
で
あ
る
が
、多
く
の
奈
良
絵
本
・
絵
巻
、さ
ら
に
は
、現
代
の
イ
メ
ー

図1	 奈良絵本『鉢かづき』
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ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
至
る
ま
で
、顔
は
丸
出
し
で
あ
る
。も
ち
ろ
ん
、顔

が
見
え
な
け
れ
ば
、そ
れ
こ
そ
絵
に
な
ら
な
い
か
ら
仕
方
な
い
の
で
あ

る
が
、物
語
本
文
を
尊
重
す
る
な
ら
ば
、顔
が
見
え
て
い
て
は
意
味
を
な

さ
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、こ
の
奈
良
絵
本
の﹃
鉢
か
づ
き
﹄は
、時
代
を
超
え

て
か
わ
い
い
と
感
じ
る
絵
で
あ
る
。こ
れ
を
い
つ
、誰
が
描
い
た
の
か
は
、

近
年
ま
で
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
制
作
と
い
う
点

か
ら
い
う
と
、そ
れ
ら
は
、江
戸
時
代
の
男
性
職
人
、絵
は
絵
師
、本
文
は

書
家
が
制
作
に
当
た
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。そ
れ
を
信
じ
る
な
ら

ば
、こ
の
奈
良
絵
本
も
男
性
の
手
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。し
か
し
、

こ
の
奈
良
絵
本
は
、江
戸
時
代
の
貞
享
・
元
禄
年
間
前
後
に
、居い

初そ
め

つ
な

と
い
う
女
性
が
、絵
も
本
文
も
制
作
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。居
初
つ
な
は
、今
か
ら
三
百
年
以
上
前
に
、往
来
物
等
も

手
が
け
た
女
性
で
、相
当
数
の
奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
制
作
に
当
た
っ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

時
代
的
な
差
は
あ
っ
て
も
、そ
う
い
わ
れ
れ
ば
、こ
の
絵
は
、た
し
か

に
女
性
的
な
絵
で
あ
る
。し
か
も
、現
代
の
漫
画
・
ア
ニ
メ
に
も
通
用
し

そ
う
な
か
わ
い
ら
し
さ
を
持
っ
て
い
る
。現
代
で
は
、女
性
の
漫
画
家
の

存
在
は
当
た
り
前
で
あ
る
が
、三
百
年
以
上
前
に
、同
じ
よ
う
な
こ
と
を

行
っ
て
い
た
女
性
が
存
在
し
た
の
は
、驚
き
で
あ
る
。彼
女
が
、現
代
の

漫
画
家
と
同
じ
よ
う
に
、ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
雇
っ
て
い
た
の
か
と
か
、ど

の
よ
う
に
描
い
た
の
か
、と
い
っ
た
こ
と
は
、今
後
研
究
す
る
必
要
が
あ

る
が
、ま
さ
に
、女
性
絵
本
作
家
、女
性
漫
画
家
の
は
し
り
の
よ
う
な
存

在
と
み
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

奈
良
絵
本
・
絵
巻
と
漫
画
ア
ニ
メ
の
関
係
を
考
え
る
に
は
、一
点
一
点

の
作
品
を
比
較
し
な
が
ら
、論
ず
る
必
要
も
あ
る
の
だ
が
、と
り
あ
え
ず

は
、大
ま
か
な
こ
と
を
述
べ
て
み
た
。今
後
、こ
の
分
野
は
さ
ま
ざ
ま
な

研
究
も
進
む
で
あ
ろ
う
。そ
れ
を
期
待
し
て
、本
稿
を
閉
じ
た
い
。
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特
集

漫
画
と
マ
ン
ガ
、そ
し
て
芸
術

３

黄
表
紙

―
江
戸
の
自
己
言
及
的
な
マ
ン
ガ

ア
ダ
ム
・
Ｌ
・
カ
ー
ン（
翻
訳
＝
土
田
恵
子
・
西
村
葵
）

は
じ
め
に

　

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
ア
ー
ト
は
、ア
イ
ロ
ニ
ー
や
表パ

ス
テ
ィ
ー
シ
ュ

面
的
引
用
、自
己
言

及
性
な
ど
に
よ
っ
て
、私
た
ち
の
混
沌
と
し
て
、断
片
化
し
た
世
界
を
反

映
し
よ
う
と
し
て
い
る
、と
は
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。こ

れ
ら
の
こ
と
を
、十
八
世
紀
の
江
戸
の
マ
ン
ガ

（
₁
）

に
つ
い
て
も
言
う
こ
と

は
容
易
い
。も
ち
ろ
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
、こ
れ
ら
の
マ
ン
ガ
や
、ま
し

て
江
戸
時
代
そ
の
も
の
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。そ
も
そ
も
、こ
の
時
代
に
は
ま
だ
産
業
革
命
も
、そ
れ
と

結
び
つ
い
た
産
業
資
本
主
義
や
近
代
国
民
国
家
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
、黄
表
紙
と
い
う
、当
時
、お

そ
ら
く
最
も
洗
練
さ
れ
、広
く
読
ま
れ
て
い
た
マ
ン
ガ
が
、ポ
ス
ト
モ
ダ

ン
と
同
じ
よ
う
な
、ア
イ
ロ
ニ
ー
や
表
面
的
引
用
、自
己
言
及
性
へ
の
傾

向
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。も
ち
ろ
ん
、逆
に
西
洋
の
ポ

ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
ル
ー
ツ
が
明
治
以
前
の
日
本
に
あ
っ
た
な
ど
と
、

言
お
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。そ
う
で
は
な
く
て
、近
世
の
マ
ン

ガ
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
ア
ー
ト
が
、基
本
的
な
相ホ

モ
ロ
ジ
ー

同
性

を
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。な
ぜ
な
ら
、江
戸

と
い
う
中メ

ト
ロ
ポ
ー
ル

心
地
に
お
け
る
混
沌
と
し
て
、断
片
化
し
た
生
活
経
験
は
、後

年
の
中
心
地
で
の
そ
れ
に
先
ん
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、黄

表
紙
が
こ
う
し
た
経
験
を
伝
え
る
の
に
、画
と
文
を
絡
み
合
わ
せ
る
物

語
を
用
い
、こ
の
物
語
自
体
も
ま
た
混
沌
と
し
て
、断
片
的
な
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、近
代
以
降
の
日
本
の
漫
画
が
黄
表
紙
と
密
接
な
つ
な

が
り
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
ひ
と
つ
の
さ
さ
や
か
な
理
由
か
も
し
れ

な
い
。も
ち
ろ
ん
、両
者
の
間
に
は
も
っ
と
明
白
な
類
似
性
も
見
ら
れ
る
。

そ
の
こ
と
は
、近
代
漫
画
の
起
源
を
日
本
の
文
化
的
伝
統
に
還
元
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
漫
画
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
近
年
の
努
力
に
も
窺
え
る
。

こ
こ
で
言
う﹁
伝
統
﹂に
は
、︽
鳥
獣
人
物
戯
画
︾や
、中
世
の
絵
巻
物
、御

伽
草
子（
も
と
は
絵
巻
の
形
式
で
あ
っ
た
が
、江
戸
時
代
初
期
に
は
、草

紙
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
）、浮
世
絵
木
版
画
、そ
し
て
近

代
漫
画
と
最
も
密
接
な
関
係
に
あ
る
木
版
刷
り
の
草
双
紙
が
含
ま
れ
て

お
り
、黄
表
紙
は
お
そ
ら
く
こ
の
草
双
紙
を
最
も
よ
く
代
表
す
る
事
例

で
あ
ろ
う
。

　

漫
画
を
日
本
の
伝
統
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
が
前
提
と

し
て
い
る
の
は
、こ
れ
ら
の
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
が
、歴
史
的
な
日
本
の
視

覚
文
化
の
一
部
で
あ
る
が
ゆ
え
に
相
互
に
関
係
し
て
お
り
、し
た
が
っ

て﹁
日
本
﹂と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
こ
れ
ら
の
メ
デ
ィ
ア
を
理
解
す
る

た
め
に
最
も
適
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
た
め
の﹁
唯
一

の
﹂コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
、と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。こ
の
見
解
に
よ

る
と
、漫
画
が
歴
史
的
に
黄
表
紙
に
由
来
す
る
の
は
、単
に
漫
画
と
黄
表

紙
と
が
日
本
の
視
覚
文
化
を
共
有
し
て
い
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
。し
か
し
、実
際
の
と
こ
ろ
、日
本
漫
画
の
何
が﹁
日
本
ら

し
い
﹂と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。そ
も
そ
も
、近
代
以
降
の
漫
画
は
、フ
ラ

ン
ス
語
圏
の
バ
ン
ド
デ
シ
ネ
と
ま
で
は
い
か
ず
と
も
、二
十
世
紀
初
頭

の
北
米
の
マ
ン
ガ
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。ま
た
、清
水
勲
や

ピ
ー
タ
ー
・
ド
ウ
ス
ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、そ
れ
ら
は
十
九
世
紀
後
半

に
日
本
で
発
行
さ
れ
た
英
国
の
風
刺
画
と
コ
ミ
ッ
ク
・
ス
ト
リ
ッ
プ
か

ら
も
影
響
を
受
け
て
い
る

（
₂
）

。欧
米
の
政
治
的
カ
ー
ト
ゥ
ー
ン
の
画
風
と

体
裁
を
採
用
し
た
日
本
の
出
版
物
の
は
し
り
と
し
て
最
も
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
の
は
、本
田
錦
吉
郎（
一
八
五
一
～
一
九
二
一
）が
洋
式
漫
画
を

描
い
た﹃
團
團
珍
聞
﹄（
一
八
七
七
年
創
刊
）で
あ
ろ
う
が
、こ
の
よ
う
な

出
版
物
で
最
も
古
い
も
の
は
、仮
名
垣
魯
文（
一
八
二
九
～
九
四
）作
、河

鍋
暁
斎（
一
八
三
一
～
八
九
）画
に
よ
る﹃
繪
新
聞  

日に
っ

本ぽ
ん

地ち

﹄（
一
八
七

四
年
創
刊
）
と
み
ら
れ
る︵
図
₁
︶。
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、﹃
日
本

地
﹄は
地
口
を
多
用
し
た﹁
大
衆
的
な
読
み
物
﹂（
地
本
）で
あ
る
と
同
時

に
、ポ
ン
チ
絵
と
し
て
知
ら
れ
る
欧
米
の
カ
ー
ト
ゥ
ー
ン
の
日
本
版
で

も
あ
っ
た
。こ
の
ポ
ン
チ
絵
と
は
、英
国
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
兼
風
刺
画

家
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ワ
ー
グ
マ
ン（C

h
arles W

irgm
an

, 1832

︱91

）
が

横
浜
在
住
の
外
国
人
向
け
に
一
八
六
二
年
に
創
刊
し
た﹃
ジ
ャ
パ
ン
・
パ

ン
チ
﹄な
ど
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、近
代
以
降
の
漫
画
が
日
本
の
視
覚
文
化
の
伝
統
に
加
え
て

図1	 仮名垣魯文作、河鍋暁斎画『繪新聞	 	 日本地』第 1号、
1874年
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欧
米
の
マ
ン
ガ
の
伝
統
を
も
取
り
込
ん
で
い
る
以
上
、あ
ら
ゆ
る
面
で

純
粋
に
日
本
的
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。ま
た
、漫
画
は
欧
米

の
マ
ン
ガ
か
ら
よ
り
も
多
く
の
恩
恵
を
黄
表
紙
か
ら
受
け
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。筆
者
が
本
論
で
主
張
し
た
い
の
は
、マ
ン
ガ
は
そ
れ
自
体
の

論
理
に
従
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、そ
う
し
た
論
理
は
、そ
の
マ

ン
ガ
と
し
ば
し
ば
関
連
づ
け
て
論
じ
ら
れ
る
特
定
の
文
化
か
ら
の
影
響

に
勝
る
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、同
等
に
重
要
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

１　

表
面
上
の
類
似
と
創
ら
れ
た
伝
統

　

黄
表
紙
に
は
時
折
、キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
セ
リ
フ
や
内
声
を
表
現
す
る

吹
き
出
し
と
似
た
も
の
が
登
場
す
る
。し
か
し
よ
く
見
る
と
、近
代
以
降

の
吹
き
出
し
と
違
っ
て
、黄
表
紙
の
典
型
的
な
吹
き
出
し
は
夢
の
世
界

の
よ
う
な
別
の
時
間
や
次
元
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。山
東
京
伝（
一
七
六

一
～
一
八
一
六
）の
黄
表
紙﹃
不ふ

案あ
ん

配ば
い

即そ
く

席せ
き

料り
ょ
う
り理

﹄（
一
七
八
四
年
）を
例

に
と
っ
て
み
よ
う
。こ
の
作
品
は
、﹃
義
経
記
﹄や
竹
田
出
雲（
一
六
九
一

～
一
七
五
六
）の﹃
義
経
千
本
桜
﹄（
一
七
四
七
年
）の
古
典
的
な
世
界
と
、

平
賀
源
内（
一
七
二
九
～
七
九
）の﹃
根
無
草
﹄（
一
七
六
三
年
）な
ど
の
作

品
に
描
か
れ
て
い
る
当
時
の
江
戸
の
遊
郭
の
世
界
と
い
う
、そ
れ
ぞ
れ

別
々
の
時
代
の
も
の
を
挑
発
的
に
綯
い
交
ぜ
に
し
た
も
の
で
あ
る
。図

₂
は
、主
人
公
の
佐
藤
四
郎
兵
衛
忠
信
が
、殺
害
さ
れ
た
恋
人
の
夢
を
み

て
い
る
場
面
で
あ
る
。三
浦
屋
高
尾
と
い
う
有
名
な
太
夫
で
あ
る
彼
の

恋
人
が
、今
死よ

み者
の
国
か
ら
彼
の
前
に
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。高
尾
は
一
見
す
る
と
吹
き
出
し
の
よ
う
な
も
の
の
中
に
登
場

し
て
い
る
が
、実
際
に
は
こ
れ
は
近
代
的
な
意
味
で
の
吹
き
出
し
で
は

な
い
。そ
う
で
は
な
く
、こ
れ
は
反
魂
香
を
描
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

中
国
の
古
い
民
間
信
仰
で
は
、死
者
は
幻（
＝
香
の
煙
）の
中
に
あ
ら
わ

れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
た

（
₃
）

。そ
れ
が
こ
の
吹
き
出
し
の
よ
う
な
も
の
な

の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
な
近
世
の
吹
き
出
し
が
、通
常
、啓
示
的
な
夢
や

幻
を
表
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、こ
れ
ら
を﹁
幻
﹂ま
た
は﹁
夢
﹂枕
と
呼
ん

で
も
よ
い
だ
ろ
う
。つ
ま
り
、漫
画
に
お
け
る
吹
き
出
し
が
、（
あ
る
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
が
発
し
、他
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
も
聞
こ
え
る
）﹁
セ
リ
フ
﹂も

し
く
は（
あ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
内
面
に
と
ど
ま
り
、他
の
キ
ャ
ラ
ク
タ

ー
に
は
聞
こ
え
な
い
）﹁
内
声
・
思
い
﹂と
い
う
言
語
的
テ
ク
ス
ト
を
表
示

す
る
の
に
対
し
て
、黄
表
紙
の
吹
き
出
し
は
、（
別
の
次
元
か
ら
発
せ
ら

れ
、夢
を
見
て
い
る
本
人
に
し
か
見
え
な
い
）﹁
夢
﹂も
し
く
は（
別
の
次

元
か
ら
発
せ
ら
れ
、お
そ
ら
く
他
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
も
見
え
る
）﹁
幻
﹂

と
い
う
視
覚
的
テ
ク
ス
ト
を
表
示
す
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、上
記
の
よ
う
な
見
た
目
の
類
似
点
を
調
べ
た
結
果
、こ
れ
ら
が

偶
然
に
よ
る
も
の
、す
な
わ
ち
、黄
表
紙
と
近
代
の
漫
画
と
の
間
に
歴
史

的
関
連
性
が
あ
る
と
証
明
す
る
に
は
程
遠
い
単
な
る
相
同
性
で
あ
る
と

い
う
結
論
に
い
た
っ
た

（
₄
）

。黄
表
紙
を
近
代
の
漫
画
の
原
点
だ
と
位
置
づ

け
よ
う
と
す
る
試
み
は
、﹁
創
ら
れ
た
伝
統
﹂と
い
っ
た
類
の
も
の
を
構

築
す
る
こ
と
に
等
し
い
。つ
ま
り
、ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
が
言
う
と
こ
ろ
の
、

国
民
国
家
が
国
の
近
代
化
を
可
能
に
す
る
た
め
に
国
家
の
文
化
的
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
捏
造
す
る
や
り
方
と
同
じ
で
あ
る

（
₅
）

。い
く
つ
か
の
異

な
る
文
化
的
な
実
践
を
選
び
、そ
れ
ら
を
、遠
い
昔
か
ら
存
在
し
て
今
日

ま
で
損
な
わ
れ
る
こ
と
な
く
継
続
し
て
き
た﹁
伝
統
﹂と
い
う
ふ
れ
こ
み

で
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、こ
の
よ
う
な﹁
創
ら
れ
た
伝
統
﹂は
、近

代
化

︱
そ
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
化

︱
の
名
の
下
に
、あ
る
文
化
の
過

去
を
そ
の
歴
史
と
関
係
な
く
作
り
替
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。ホ
ブ
ズ

ボ
ー
ム
の
説
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
、日
本

に
お
け
る﹁
創
ら
れ
た
伝
統
﹂が
持
つ
意
味
に
つ
い
て
同
様
の
論
を
展
開

し
た

（
₆
）

。例
え
ば
、そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
土
着
の
民
間
信
仰
と
精
神
修
業
が
、

昔
に
は
体
系
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、明
治
時
代
に
な

っ
て
か
ら
統
合
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。同
様
に
、日
本
の
漫
画
は
、

こ
の
数
十
年
の
間
に
世
界
市
場
に
参
入
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、欧
米

の
マ
ン
ガ
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、﹁
伝
統
的
な
﹂日
本
へ
と
還
元
さ
れ
つ
つ
日
本
独
自
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
与
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

分
か
り
や
す
く
言
う
と
、近
代
の
日
本
の
漫
画
と
黄
表
紙
の
間
に
は

多
く
の
類
似
点
が
あ
り
、両
者
に
は
歴
史
的
な
関
連
性
が
あ
る
よ
う
に

見
え
る
が
、こ
れ
ら
の
類
似
点
は
実
際
に
は
表
面
的
で
、歴
史
的
に
見
て

偶
然
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。言
い
換
え
れ
ば
、漫
画
と
黄
表
紙
が
似
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、黄
表
紙
が
の
ち
の
漫
画
の
登
場
を
決
定
づ

け
た
か
ら
で
は
な
く
、漫
画
と
黄
表
紙
が
ど
ち
ら
も
マ
ン
ガ
だ
か
ら
な

の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、本
論
で
は
、筆
者
が
長
年
抱
い
て
い
た
疑
問
を
追
求
し
て
み

図2	 山東京伝『不案配即席料理』
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た
い
と
思
う
。岩
崎
は
る
子
教
授
の
も
と
で
初
め
て
黄
表
紙
と
出
会
っ

て
以
来
、そ
れ
を
研
究
す
る
過
程
で
気
づ
い
た
の
は
、膨
大
な
数
の
黄
表

紙
が
自
己
言
及
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。つ
ま
り
、作
品
自
体
が

そ
の
制
作
行
為
や
そ
の
受
容
を
指
し
た
り
、作
中
で
、黄
表
紙
を
読
む
こ

と
や
黄
表
紙
の
読
者
に
言
及
し
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。こ
の
自
己

言
及
性
は
、ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
美
術
や
文
学
だ
け
で
な
く
、近
代
以
降
の

漫
画
に
も
見
ら
れ
る
。と
い
う
こ
と
は
、マ
ン
ガ
そ
の
も
の
が
本
来
自
己

言
及
的
な
の
だ
ろ
う
か
。

２　

マ
ン
ガ
、黄
表
紙
、自
己
言
及
性

　

黄
表
紙
と
は
、草
双
紙
の
一
種
で
あ
る
。草
双
紙
は
、密
接
に
関
連
し

た
木
版
の
絵
入
り
読
み
物
の
諸
ジ
ャ
ン
ル
を
総
称
し
た
も
の
で
、十
八

世
紀
を
通
じ
、十
九
世
紀
に
い
た
る
ま
で
江
戸
で
幅
広
い
人
気
を
博
し
、

一
般
的
に
は
表
紙
の
色
に
よ
っ
て
、赤
本
、黒
本
、青
本
と
呼
ば
れ
て
い

た
。そ
れ
ら
の
初
期
の
も
の
は
筋
書
き
が
比
較
的
単
純
で
分
か
り
や
す

く
、漢
字
は
書
か
れ
て
い
た
と
し
て
も
ご
く
わ
ず
か
で
、画
風
も
ま
た
比

較
的
平
明
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
を
読
む
の
に
高
度
な

読リ

テ

ラ

シ

ー

み
書
き
能
力
は
画
の
面
で
も
文
の
面
で
も
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
た

め
、こ
う
し
た
初
期
草
双
紙
の
読
者
は
、﹁
女
中
様
方
御
子
様
方
﹂な
ど
と

ひ
と
ま
と
め
で
呼
ば
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。し
か
し
、当
時
の
女
性
や

子
ど
も
た
ち
の
中
に
は
、
リ
テ
ラ
シ
ー
が（
特
に
視
覚
的
表
現
に
関
し

て
）そ
れ
ほ
ど
低
く
な
い
者
も
い
た
と
思
わ
れ
、読
者
の
中
の
一
定
数
は

（
作
品
の
絵
師
や
作
者
を
も
含
む
）教
養
の
あ
る
男
性
で
あ
っ
た
こ
と
も

確
か
で
あ
る
。

　

後
期
草
双
紙
に
お
い
て
は
、視
覚
表
現
の
面
で
も
日
本
語
の
面
で
も
、

よ
り
高
度
な
リ
テ
ラ
シ
ー
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。後

期
草
双
紙
に
は
、一
七
七
五
年
か
ら
一
八
〇
六
年
に
か
け
て
親
し
ま
れ

て
い
た
黄
表
紙
と
、そ
の
後
十
九
世
紀
に
盛
ん
に
な
っ
た
合
巻
と
い
う

二
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
含
ま
れ
る
。黄
表
紙
は
、初
期
草
双
紙
と
視
覚
的
・

言
語
的
な
様
式
、体
裁
、そ
し
て
内
容
の
面
で
似
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
よ
く
見
る
と
、こ
の
ジ
ャ
ン
ル
は
意
外
に
も
、

見
か
け
に
よ
ら
ず
大
変
洗
練
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。最
も
優
れ

た
部
類
の
黄
表
紙
に
書
か
れ
て
い
た
の
は
、日
本
の
文
学
や
美
術
、演
劇
、

歴
史
、神
話
、民
話
、そ
し
て
時
事
的
な
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
。こ
れ
ら

の
す
べ
て
の
分
野
に
と
ど
ま
ら
ず
、当
時
日
本
に
伝
わ
っ
て
い
た
中
国

文
学
の
全
て
の
分
野
を
も
網
羅
し
て
い
た
。し
か
し
最
も
重
要
な
点
は
、

黄
表
紙
の
作
者
や
読
者
に
、江
戸
の
文
化
的
生
活
に
精
通
し
て
い
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。と
り
わ
け
、徳
川
が
支
配
す
る

社
会
か
ら
の
一
時
的
な
逃
避
、つ
ま
り
浮
世
の
楽
し
み（
遊
郭
や
見
世
物
、

戯か
ぶ
き場

）に
対
し
て
、造
詣
が
深
い
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。簡
潔
に
い

う
と
、黄
表
紙
は
視
覚
表
現
と
言
語
表
現
を
寄
せ
集
め
る
な
か
で
、本
質

的
に
異
な
っ
た
種
類
の
文
化
的
言
説
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、読

者
に
非
常
に
高
い
教
養
を
求
め
た
だ
け
で
な
く
、断
片
化
さ
れ
た
江
戸

の
生
活
を
挑
発
的
に
描
く
典
型
例
と
し
て
も
機
能
し
た
の
で
あ
る
。

　

視
覚
表
現
と
言
語
表
現
を
想
像
豊
か
に
絡
み
合
わ
せ
る
黄
表
紙
は
、

他
の
草
双
紙
と
同
様
、マ
ン
ガ
の
一
種
と
い
う
に
相
応
し
い
。こ
こ
で
い

う
マ
ン
ガ
と
は
、言
葉
と
絵
を
緊
密
に
混
ぜ
合
わ
せ
て
物
語
を
提
示
し
、

そ
の
際
、戯
画
的
画
風
や
お
も
し
ろ
お
か
し
い
文
体
を
優
先
す
る
も
の

を
指
す
。こ
う
し
た
マ
ン
ガ
の
物
語
で
は
、画
と
文
を
切
り
離
す
と
全
体

の
意
味
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
。さ
ら
に
、マ
ン
ガ
特
有
の
物
語
は
、大
量

生
産
さ
れ
る
が
故
に
安
価
で
広
く
流
通
し
、幅
広
い
人
気
が
得
ら
れ
る

こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。マ
ン
ガ
を
特
徴
づ
け
る
の
は
安
っ
ぽ

い
装
丁
と
、コ
マ
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
中
身
で
あ
る
。確
か
に
、草
双
紙

は
、近
代
以
降
の
漫
画
の
よ
う
に
複
数
の
コ
マ
を
一
頁
内
に
配
置
す
る

こ
と
が
通
常
な
か
っ
た
が
、一
頁
あ
る
い
は
見
開
き
が
基
本
的
な
フ
レ

ー
ム
＝
コ
マ
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。さ
ら

に
、画
中
画
や
、前
述
の
よ
う
な
夢
の
吹
き
出
し
な
ど
の
よ
う
に
、基
本

的
な
フ
レ
ー
ム
の
中
に
よ
り
小
さ
な
フ
レ
ー
ム
＝
コ
マ
を
配
置
す
る
こ

と
も
あ
っ
た
。

　

上
記
の
よ
う
に
広
く
定
義
す
れ
ば
、草
双
紙
が
実
際
に
マ
ン
ガ
の
一

種
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。否
、草
双
紙
は
お
そ
ら
く
、厳
密

な
意
味
で
日
本
初
の
マ
ン
ガ
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。あ
る
い
は
、世
界
の
文

学
史
上
で
も
、幅
広
い
人
気
を
獲
得
し
た
最
初
の
マ
ン
ガ
だ
っ
た
可
能

性
も
あ
る
。そ
う
す
る
と
、黄
表
紙
は
そ
の
よ
う
な
マ
ン
ガ
の
中
で
も
教

養
の
高
い
大
人
の
読
者
に
む
け
た
最
初
の
マ
ン
ガ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
の
で
あ
る

（
₇
）

。

　

ま
た
、初
期
の
草
双
紙
に
も
随
所
に
見
ら
れ
た
と
は
い
え
、自
己
言
及

性
は
江
戸
と
い
う
中
心
的
大
都
会
を
主
に
扱
っ
た
黄
表
紙
に
顕
著
な
特

徴
で
あ
っ
た
。空
白
を
埋
め
尽
く
す
よ
う
に
文
章
を
ぎ
っ
し
り
と
書
き

込
む
と
い
う
黄
表
紙
の
視
覚
的
な
不
協
和
音
は
、予
測
で
き
な
い
聴
覚

的
・
視
覚
的
な
割
り
込
み
や
分
裂
に
満
ち
た
大
都
会
の
様
相
と
一
致
す

る
。こ
の
江
戸
と
い
う
大
都
会
で
は
、さ
ま
ざ
ま
な
階
級
・
職
業
・
出
身
の
、

異
な
っ
た
隠
語
や
方
言
を
話
す
人
々
が
、不
安
を
起
こ
さ
せ
る
ほ
ど
混

沌
と
し
た
環
境
に
集
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。黄
表
紙
の
画
面
構
成

そ
の
も
の
が
、当
時
の
江
戸
で
の
生
活
体
験
を
的
確
に
表
現
し
て
い
た
。

ま
た
、大
量
印
刷
技
術
の
登
場
に
よ
り
日
常
生
活
に
書
物
が
急
激
に
普

及
し
た
過
程
に
は
、こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
・
階
級
の
文
化
の
ぶ

つ
か
り
合
い
と
同
じ
め
ま
ぐ
る
し
さ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。初
期
草
双

紙
で
は
あ
ま
り
焦
点
の
定
ま
ら
な
か
っ
た
自
己
言
及
性
が
、黄
表
紙
に

お
い
て
初
め
て
、中
心
地
江
戸
の
諸
言
説
の
断
片
化
し
た
層
に
切
り
込

む
と
い
う
具
体
的
な
機
能
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。言
い
換
え
る

な
ら
、黄
表
紙
は
ま
さ
に
そ
の
自
己
言
及
性
に
よ
っ
て
お
そ
ら
く
世
界

文
学
史
に
お
け
る
最
初
の
成
熟
し
た
マ
ン
ガ
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
。

　

自
己
言
及
性
に
つ
い
て
、本
論
で
は
こ
こ
ま
で
、作
品
の
制
作
や
受
容

行
為
に
注
意
を
向
け
る
も
の
と
お
お
ま
か
に
定
義
し
て
き
た
。も
っ
と

具
体
的
に
言
う
な
ら
、自
己
言
及
性
と
は
、あ
ら
ゆ
る
文
化
的
産
物
が
持

つ
人
工
的
な
、﹁
お
約
束
﹂的
な
性
質
を
意
図
的
に
際
立
た
せ
る
も
の
で

あ
り
、自
己
自
身
に
つ
い
て
考
え
る
と
い
う
メ
タ
認
知
の
一
方
法
で
あ

る
。
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同
様
に
、芸
術
に
お
け
る
自
己
言
及
性
と
は
、あ
る
文
化
が
そ
れ
自
身

に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
一
方
法
で
あ
る
。な
ぜ
な
ら
、具
体
的
な
作
品

の
手
法
や
そ
れ
を
め
ぐ
る
慣
習
に
つ
い
て
自
己
言
及
的
に
熟
考
す
る
こ

と
は
、そ
れ
自
身
の
文
化
に
つ
い
て
熟
考
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、い
わ
ゆ
る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
あ
る
い
は
メ

タ
文
学
の
真
の
主
題
と
は
、フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
や
文
学
が
い
か
に
文
化
を

演パ
フ
ォ
ー
ム

じ
る
か
と
い
う
こ
と
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。と
す
る
と
、黄
表
紙
は
、

近
世
都
市
と
し
て
の
江
戸
に
つ
い
て
考
え
る
メ
タ
認
知
の
機
能
を
果
た

し
て
お
り
、そ
し
て
江
戸
と
い
う﹁
中
心
﹂を
基
準
に
、文
化
や
言
語
、時

代
に
お
い
て
そ
れ
と
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な﹁
周
辺
﹂が
鑑
定
さ
れ
、相
互

に
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。実
際
、江
戸
が
国
全
体
の
政
治
的
中
心

と
と
も
に
そ
の
文
化
的
中
心
と
な
っ
た
江
戸
時
代
中
期
に
な
っ
て
よ
う

や
く
、マ
ン
ガ
は
、後
の﹁
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
性
﹂を
予
期
さ
せ
る
要
素
を
持

ち
始
め
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
述
べ
て
お
き
た
い
の
は
、自
己
言
及
と﹁
自
己
投
影
﹂は
、英
語

で
は
学
術
的
な
文
書
に
お
い
て
も
互
換
性
の
あ
る
用
語
の
よ
う
に
扱
わ

れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、実
際
は
若
干
異
な
っ
た
意
味
を
持
つ
、と
い
う
こ

と
で
あ
る
。文
学
を
含
め
た﹁
芸
術
﹂に
お
い
て
、自
己
投
影
が
き
わ
め
て

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。日
本
の
私
小
説
の

例
で
い
う
と
、﹁
私
﹂で
あ
る
語
り
手
兼
主
人
公
は
、作
者
の
分
身
、あ
る

い
は
作
者
に
よ
る
主
人
公
へ
の
自
己
投
影
で
あ
る
。こ
の
作
者
で
あ
る

﹁
私
﹂は
、自
省
す
る
手
段
と
し
て
私
小
説
を
用
い
る
の
で
あ
る
。読
者
が

作
中
の
語
り
手
を
、作
外
の
作
者
と
同
一
視
し
て
い
る
た
め
、私
小
説
に

お
け
る
自
己
投
影
は
自
己
言
及
的
だ
と
言
っ
て
よ
い
。し
か
し
、文
学
お

よ
び
美
術
に
お
け
る
こ
の
種
の
自
己
投
影
が
常
に
自
己
言
及
的
で
あ
る

の
に
対
し
、そ
の
逆
、つ
ま
り
自
己
言
及
的
な
も
の
の
す
べ
て
が
自
己
投

影
的
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。自
己
言
及
的
な
も
の
の
中
に

は
、直
接
作
者
を
投
影
し
な
い
も
の
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

自
己
言
及
的
で
は
あ
る
が
作
者
の
自
己
投
影
で
は
な
い
例
と
し
て
、

山
東
京
伝
の
黄
表
紙﹃
盧ろ

せ
い
が
ゆ
め

生
夢
魂
其そ

の

前ぜ
ん

日じ
つ

﹄（
一
七
九
一
年
）の
中
の
場
面

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る︵
図
₃
︶。題
名
に
も
な
っ
て
い
る
登
場
人
物
、

中
国
の
賢
人
で
あ
る
盧ル
・
シ
ェ
ン生

が
、床
に
散
ら
ば
っ
た
多
く
の
黄
表
紙
の
中

の
一
冊
を
読
ん
で
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
洒

落
で
あ
る
。中
国
に
ま
で
フ
ァ
ン
が
い
る
ほ
ど
黄
表
紙
と
い
う
ジ
ャ
ン

ル
は
魅
力
的
な
の
だ
、と
お
ど
け
た
表
現
を
し
て
い
る
が
、実
際
に
は
黄

表
紙
は
外
国
へ
は
輸
出
さ
れ
な
か
っ
た
。黄
表
紙
の
中
で
黄
表
紙
を
読

む
と
い
う
こ
の
場
面
は
疑
い
な
く
自
己
言
及
的
で
あ
り
、読
者
を
楽
し

ま
せ
る
と
同
時
に
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
論
理
を
説
明
し
宣
伝
す
る
機
能
を

持
っ
て
い
る
が
、自
己
投
影
的
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。な
ぜ
な
ら
、盧

生
が
作
者
で
あ
る
山
東
京
伝
の
分
身
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

と
は
言
う
も
の
の
、矛
盾
す
る
よ
う
だ
が
、こ
の
場
面
は
黄
表
紙
の
画

作
者
と
し
て
の
京
伝
を
間
接
的
に
反
映
し
て
も
い
る
。言
語
学
と
論
理

学
、哲
学
な
ど
で
は
、長
年
に
わ
た
っ
て
自
己
言
及
性
に
関
心
が
持
た
れ

て
き
た
が
、そ
れ
は
同
様
の
矛
盾
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。﹁
こ
の
文
章

は
偽
で
あ
る
﹂と
い
う
よ
う
な
解
決
で
き
な
い
発
言
に
見
ら
れ
る
、い
わ

ゆ
る﹁
自
己
言
及
の
逆

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

説
﹂で
あ
る
。
龍

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ

樹
の
懐
疑
的
見
方
を
念
頭

に
お
い
て
の
こ
と
か
、
セ
ー
レ
ン
・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル（S

ø
ren

 K
i-

erkegaard

）は
、思
想
が
そ
れ
自
身
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
と
懐

疑
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、そ
の
懐
疑
は
哲
学
的
言
説
の
目
的
そ
の
も
の

を
損
な
う
と
警
告
し
て
い
る
。し
か
し
な
が
ら
、美
術
や
広
告
、そ
し
て

文
学
に
お
い
て
は
、自
己
言
及
性
は
逆
説
と
し
て
意
図
的
に
活
用
さ
れ

て
い
る
。そ
の
多
く
は
大
げ
さ
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
形
を
と
っ
て
お
り
、冗

談
半
分
に（
娯
楽
的
な
難
問
と
し
て
）、と
同
時
に
半
ば
真
剣
に（
文
化
的

な
生
産
の
約
束
事
に
対
す
る
反
発
的
行
為
と
し
て
）描
か
れ
て
い
る
。自

ら
を
偽
り
と
認
め
る
と
き
、自
己
言
及
の
逆
説
は
、表
面
的
な
虚
偽
を
裏

切
る
と
い
う
意
味
で
逆
説
的
に
そ
の
真
実
性
を
示
す
。ま
た
、偽
り
の
真

実
性
を
証
明
し
、そ
れ
以
上
に
、自
分
が
噓
を
つ
い
て
い
る
と
認
め
る
発

言
者
の
信
頼
性
を
保
証
す
る
と
い
う
意
味
で
、そ
の
真
実
性
は
特
権
を

得
る
。発
言
者
は
、自
ら
の
不
正
直
さ
を
認
め
る
と
い
う
高
潔
さ
に
よ
っ

て
信
頼
を
得
る
の
で
あ
る
。

　

論
理
学
や
言
語
学
、哲
学
に
お
い
て
は
自
己
言
及
の
逆
説
が
論
理
的

に
解
決
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
て
、芸
術
に
お
い
て
は
、そ
の

解
決
不
可
能
性
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。黄
表
紙
は
、ポ
ス
ト
モ
ダ
ン

の
美
術
や
文
学
と
同
じ
く
、自
己
言
及
性
の
逆
説
の
論
理
に
従
っ
て
作

用
し
て
い
る
。そ
れ
は
、都
会
的
な
生
活
に
お
け
る
バ
ラ
バ
ラ
で
矛
盾
し

て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
に
切
り
込
み
、中
心
と
な
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
の

信
憑
性
あ
る
い
は
説
得
力
を
保
証
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。し
た
が

っ
て
、マ
ン
ガ
が
自
己
言
及
性
を
用
い
る
の
は
作
品
の
持
つ
メ
ッ
セ
ー

ジ
の
真
実
性
を
保
証
す
る
た
め
に
他
な
ら
な
い
。た
だ
し
、こ
の
保
証
は
、

図3	 山東京伝『盧生夢魂其前日』
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決
し
て
写
実
主
義
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
断
片
化
さ
れ
た
言
説
を
視
覚

的
・
言
語
的
に
も
断
片
化
し
て
扱
い
、戯
画
化
す
る
と
い
う
マ
ン
ガ
ら
し

い
形
を
と
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
保
証
す
る
機
能
は
、日
本
の
マ
ン
ガ
の
み
に
見
ら
れ
る

も
の
で
は
な
い
。ま
た
日
本
で
自
己
言
及
性
が
見
ら
れ
る
の
が
黄
表
紙

の
み
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。こ
の
特
徴
は
あ
ら
ゆ
る
芸
術
ジ
ャ
ン
ル

に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。例
え
ば
、歌
舞
伎
や
人
形
浄
瑠
璃
の
舞
台

で
も
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
。観
客
に
対
し
て
、今
観
て
い
る
の
は
自
然
主

義
と
は
異
な
る
演
劇
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、物
語
の
持
つ

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
保
証
す
る
た
め
の
お
も
し
ろ
お
か
し
い
や
り
方
だ
っ
た

の
で
あ
る
。自
己
言
及
性
に
よ
っ
て
舞
台
上
の
役
者
や
人
形
と
、観
客
と

の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
埋
ま
る
こ
と
で
、信
頼
が
得
ら
れ
、こ
の
よ
う
な
戯

曲
の
持
つ
道
徳
的
あ
る
い
は
思
想
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
信
憑
性
を
確
立
す

る
こ
と
が
で
き
た
。こ
の
種
の
自
己
言
及
性
が
抱
え
る
ユ
ー
モ
ア
は
、怒

り
を
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
、そ
し
て
ず
う
ず
う
し
い
自
己
宣
伝
の
鋭
さ

を
和
ら
げ
る
の
に
も
効
果
的
な
方
法
で
あ
る
。こ
れ
は﹁
歳
旦
を
し
た
り

顔
な
る
俳
諧
師

（
₈
）

﹂と
い
う
与
謝
蕪
村（
一
七
一
六
～
八
三
）の
句
に
も
見

る
こ
と
が
で
き
る
。こ
こ
で
は
自
己
言
及
性
は
一
種
の
卑
下
自
慢
と
し

て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

３　

黄
表
紙
に
お
け
る
自
己
言
及
性

　

黄
表
紙
が
非
常
に
自
己
言
及
的
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。

す
べ
て
の
作
品
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、多
く

の
作
品
の
特
色
で
あ
り
、む
し
ろ
そ
の
方
が
多
数
派
だ
っ
た
と
さ
え
い

え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
の
黄
表
紙
に
お
い
て
、登
場
人
物
は
自
ら
の
虚
構
性
に
読
者
の
注

意
を
向
け
て
い
る
。最
も
よ
く
知
ら
れ
た
黄
表
紙
の
う
ち
の
一
つ
で
あ

り
、作
者
に
と
っ
て
も
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
と
っ
て
も
最
大
の
ヒ
ッ
ト
作

の
一
つ
と
な
っ
た
山
東
京
伝
画
作﹃
江え

戸ど

生
う
ま
れ

浮う
わ

気き
の

蒲か
ば

焼や
き

﹄（
一
七
八
五

年
）は
、こ
の
本
を
書
い
た
き
っ
か
け
を
故こ

事じ

附つ
け

と
い
う
類
の
取
っ
て
つ

け
た
よ
う
な
言
葉
で
説
明
し
て
い
る
。こ
の
物
語
の
主
人
公
は
、ま
ぬ
け

で
滑
稽
な
歌
舞
伎
の
熱
狂
的
な
フ
ァ
ン
で
あ
る
艶え

ん

二じ

郎ろ
う

だ
が
、彼
は（
偽

装
心
中
事
件
も
含
む
）芝
居
が
か
っ
た
歌
舞
伎
風
の
売
名
行
為
を
す
る

こ
と
で
名
う
て
の
プ
レ
イ
ボ
ー
イ
に
変
身
し
よ
う
と
し
て
い
る
。そ
れ

ら
の
売
名
行
為
が
こ
と
ご
と
く
滑
稽
な
失
敗
に
終
わ
る
の
で
、艶
二
郎

は
物
語
の
終
わ
り
に
は
つ
い
に
敗
北
を
認
め
る
と
と
も
に
、自
分
の
大

失
敗
を
他
人
が
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
警
告
す
る
た
め
に
、有
名
な
戯
作

者
で
あ
る
山
東
京
伝
に
、彼
の
災
難
を
マ
ン
ガ（
草
双
紙
）に
書
き
留
め

て
く
れ
る
よ
う
に
と
依
頼
す
る
の
で
あ
る
。そ
し
て
そ
の
依
頼
作
こ
そ

が
、読
者
が
今
ま
さ
に
読
ん
で
い
る
本
で
あ
る
。も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
売
名

行
為
に
つ
い
て
の
マ
ン
ガ
で
あ
る
の
で
、ひ
ょ
っ
と
し
て
作
品
全
体
が

作
者
で
あ
る
京
伝
本
人
を
宣
伝
す
る
た
め
の
売
名
行
為
で
は
な
い
の
か

と
も
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　

前
述
し
た
盧
生
ほ
ど
の
熱
狂
的
な
フ
ァ
ン
で
は
な
い
に
し
ろ
、黄
表

紙
の
読
者
が
登
場
す
る
黄
表
紙
も
あ
る
が
、盧
生
が
黄
表
紙
を
読
ん
で

い
る
場
面
の
自
己
言
及
性
は
注
目
に
値
す
る
。﹃
盧
生
夢
魂
其
前
日
﹄は
、

主
に
盧
生
伝
説
を
題
材
に
先
に
発
表
さ
れ
た
二
冊
の
大
変
有
名
な
黄
表

紙
を
綯
い
交
ぜ
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。ま
ず
一
冊
目
は
、最
初
の
黄

表
紙
で
も
あ
る
恋
川
春
町（
一
七
七
四
～
八
九
）の﹃
金き

ん

々き
ん

先せ
ん

生せ
い

栄ゑ
い

華が
の

夢ゆ
め

﹄

（
一
七
七
五
年
）で
あ
る
。こ
の
物
語
は
基
本
的
に
、世
阿
弥（
一
三
六
四

～
一
四
四
三
）の
能﹃
邯
鄲
﹄な
ど
を
通
し
て
読
者
に
も
馴
染
み
深
か
っ

た
盧
生
伝
説
を
、当
時
の
江
戸
の
文
脈
に
当
て
は
め
て
新
た
に
作
り
出

し
た
も
の
で
あ
る
。本
来
の
中
国
の
盧
生
伝
説
は
、盧
生
が
ど
う
生
き
る

べ
き
か
探
る
旅
の
途
中
、未
来
を
の
ぞ
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
枕
で

眠
り
に
落
ち
た
と
こ
ろ
、中
国
の
宮
殿
で
の
贅
沢
な
生
活
が
夢
に
あ
ら

わ
れ
た
、と
い
う
も
の
で
あ
る
。こ
れ
に
対
し
春
町
は
、片
田
舎
の
侍
で

あ
る
金
村
屋
金
兵
衛
が
江
戸
に
仕
事
を
求
め
に
行
く
途
中
で
、や
は
り

眠
り
に
落
ち
、さ
ま
ざ
ま
な
遊
郭
で
す
ご
す
享
楽
の
人
生
を
夢
に
見
る
、

と
挑
発
的
に
滑
稽
な
翻
案
を
し
た
の
で
あ
る
。二
つ
め
の
作
品
、朋ほ

う

誠せ
い

堂ど
う

喜き

三さ
ん

二じ
（
一
七
三
五
～
一
八
一
三
）
画
作
の﹃
見

み
る
が

徳と
く

一い
っ

睡
す
い
の

夢ゆ
め

﹄（
一
七
八

一
年
）で
は
、﹃
金
々
先
生
栄
華
夢
﹄と﹃
邯
鄲
﹄の
両
方
に
直
接
的
に
言
及

し
て
い
る

（
₉
）

。

　

他
に
、登
場
人
物
が
自
分
は
そ
の
黄
表
紙
の
中
で
の
み
存
在
す
る
架

空
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
す
ぎ
な
い
と
自
覚
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

黄
表
紙
も
あ
る
。﹃
盧
生
夢
魂
其
前
日
﹄に
お
け
る
脇
役
の
一
人
は
、寝
間

着
姿
で
描
か
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
作
者
へ
の
不
満
を
語
っ
て
い
る
。同

様
の
例
と
し
て
、京
伝
の﹃
三み

筋す
ぢ

緯だ
ち

客き
や
く
の氣

植う
へ

田だ

﹄（
一
七
八
七
年
）の
下
巻

で
は
、主
人
公
た
ち
が
陥
っ
た
や
や
こ
し
い
事
態
に
つ
い
て
、あ
る
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
が
作
者
を
責
め
る
場
面
が
あ
る

（
10
）

。

　

い
く
つ
か
の
黄
表
紙
に
は
、そ
の
存
在
自
体
が
黄
表
紙
へ
の
自
己
言

及
的
な
注
意
を
促
し
て
い
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
出
て
く
る
。つ
ま
り
、こ

れ
ら
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
黄
表
紙
が
擬
人
化
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
北
尾
政ま

さ

演の
ぶ（

京
伝
の
別
名
）の﹃
御ご

ぞ
ん
じ
の存

商
し
ょ
う

売ば
い

物も
の

﹄

（
一
八
七
二
年
）に
み
ら
れ
る
。異
類
合
戦
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
こ
の

黄
表
紙
で
は
、木
版
の
読
み
物
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
擬
人
化
さ
れ
、ジ
ャ
ン

ル
間
の
派
閥
争
い
を
繰
り
広
げ
る
様
子
が
描
か
れ
て
お
り
、主
人
公
は

黄
表
紙
で
あ
る

（
11
）

。特
に
目
を
ひ
く
自
己
言
及
的
な
場
面
は
、擬
人
化
さ
れ

た
噺
本
、洒
落
本
、柱
絵
、そ
れ
か
ら
青
本（
黄
表
紙
）ら
が
、月
に
一
度
の

読
書
会
に
集
ま
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。そ
こ
で
彼
ら
が
話
題
に
す
る
青
本

は
、現
実
世
界
で
政
演
が
執
筆
も
し
く
は
作
画
し
た
作
品
や
、彼
の
板
元

の
鶴
屋
喜
右
衛
門
が
刊
行
し
た
も
の
な
の
で
あ
る︵
図
₄
︶。

　

北
尾
政
演
は
黄
表
紙
画
作
者
の
北
尾
政
演
と
し
て
物
語
の
序
文
に
登

場
す
る
が
、こ
の
他
に
、黄
表
紙
の
作
者
が
黄
表
紙
の
作
者
と
い
う
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
と
し
て
黄
表
紙
の
物
語
内
に
現
れ
る
例
も
あ
る
。図
₅
が
示

す
京
伝
の﹃
虚

う
そ
か
ら
で
た
ま
こ
と

生
実
草ざ

う

紙し

﹄（
一
七
九
七
年
）の
場
面
に
お
い
て
、黄
表

紙
画
作
者
で
あ
る
山
東
京
伝
と
い
う
人
物
は
う
た
か
た
の
夢
を
見
な
が

ら
、読
者
が
ち
ょ
う
ど
今
読
ん
で
い
る
黄
表
紙
を
執
筆
し
よ
う
と
し
て

い
る
。こ
の
黄
表
紙
に
登
場
す
る
多
様
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、彼
が
見
た

夢
の
中
で
ま
さ
に
彼
の
前
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
、そ
の
様
子
を
夢
の
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吹
き
出
し
に
登
場
さ
せ
る
。
京
伝
は﹃
京

き
ょ
う

伝で
ん

憂う
き

世よ

之の

酔ゑ
ひ

醒さ
め

﹄（
一
七
九
〇

年
）の
主
人
公
で
も
あ
る
。ま
た
朋
誠
堂
喜
三
二
は
、自
ら
の
名
を
冠
し

た﹃
喜き

三さ
ん

二じ
な

夢ゆ
め

物も
の

語
が
た
り

﹄（
一
七
七
九
年
）
に
も
登
場
す
る
。
他
に
、
黄
表
紙

と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
歴
史
や
性
質
を
主
題
と
し
て
い
る
黄
表
紙
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、﹃
艸く

さ

雙ぞ
う

紙し

年ね
ん

代だ
い

記き

﹄（
一
七
八
三
年
）は
岸
田
杜
芳（
？
～
一
七

八
八
）作
、北
尾
政
信（
京
伝
）画
に
よ
る
黄
表
紙
で
あ
る
が
、艸
草
紙（
草

双
紙
＝
黄
表
紙
）の
歴
史
を
、草
双
紙
の
形
式
で
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

年
代
記
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
茶
化
し
な
が
ら
、有
名
な
黄
表
紙
の
画
風

と
文
体
ま
で
も
パ
ロ
デ
ィ
化
し
て
い
る
。
そ
の
二
十
年
後
、
式
亭
三
馬

（
一
七
七
六
～
一
八
二
二
）が
同
様
に﹃
稗く

さ
ぞ
う
し
こ
じ
つ
け

史
億
説
年ね

ん

代だ
い

記き

﹄（
一
八
〇
二

年
）に
お
い
て
、さ
ま
ざ
ま
な
稗
史（
草
双
紙
＝
黄
表
紙
）の
故
事
附
を
披

露
し
て
い
る
。ま
た
同
年
、十
返
舎
一
九（
一
七
六
五
～
一
八
三
一
）の
刊

行
し
た
黄
表
紙﹃
的

あ
た
り
や
し
て

中
地ぢ

本ほ
ん

問と
い

屋や

﹄で
は
、黄
表
紙
の
制
作
者
で
あ
る

作
者
、筆
耕
、彫
師
、画
工
、そ
し
て
江
戸
地
本
の
板
元
ら
の
世
界
に
焦
点

を
あ
て
て
い
る

（
12
）

。

　

こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、こ
の
よ
う
に
マ
ン
ガ
の
形
式
を

も
っ
て
自
己
言
及
的
に
マ
ン
ガ
を
取
り
扱
う
の
は
、黄
表
紙
だ
け
に
限

ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。こ
う
い
っ
た
手
法
は
近
代
以
降
、欧
米
の

マ
ン
ガ
や
日
本
の
漫
画
に
も
見
ら
れ
る
。例
え
ば
、マ
ン
ガ
の
形
式
で
マ

ン
ガ
を
取
り
扱
っ
た
例
と
し
て
も
っ
と
も
有
名
で
、欧
米
で
の
マ
ン
ガ

研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、ス
コ
ッ
ト
・
マ
ク
ラ
ウ
ド（S

co
tt 

M
cC

lo
u
d

）に
よ
る﹃
マ
ン
ガ
学

（
13
）

﹄な
ど
が
あ
る

（
14
）

。マ
ク
ラ
ウ
ド
に
よ
る

日
本
の
漫
画
に
つ
い
て
の
簡
潔
な
言
及
に
は
、漫
画
を
実
際
に﹁
読
む
﹂

よ
り
も
む
し
ろ﹁
見
て
﹂述
べ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
が
、そ
れ
は
さ
て

お
き
、確
か
な
の
は
、マ
ク
ラ
ウ
ド
が
式
亭
三
馬
や
十
返
舎
一
九
ら
に
よ

る
草
双
紙
を
知
っ
た
上
で
執
筆
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。し
た
が
っ
て
、時
代
や
場
所
を
問
わ
ず
、マ
ン
ガ
が
マ
ン
ガ
の
作
中

で
自
己
言
及
的
な
主
題
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
は
マ
ン
ガ
と
い
う

表
現
媒
体
自
体
が
持
つ
論
理
に
よ
る
の
で
あ
る
。

４　

自
己
言
及
性
の
日
本
的「
伝
統
」

　

一
種
の
マ
ン
ガ
と
し
て
黄
表
紙
は
自
己
言
及
性
を
、物
語
の
信
憑
性

を
保
証
す
る
た
め
に
戦
略
的
に
用
い
る
。と
こ
ろ
で
、日
本
の
芸
術
に
自

己
言
及
性
が
広
く
普
及
し
て
い
る
事
実
か
ら
、黄
表
紙
の
自
己
言
及
性

が
、日
本
的﹁
伝
統
﹂の
一
例
に
す
ぎ
な
い
と
安
易
に
結
論
づ
け
ら
れ
て

し
ま
う
場
合
が
あ
る
。し
か
し
、自
己
言
及
性
は
、東
西
を
問
わ
ず
、あ
ら

ゆ
る
表
象
に
本
質
的
に
備
わ
っ
て
お
り
、特
に
言
語
表
現
と
視
覚
表
現

を
合
わ
せ
た
表
象
の
中
で
顕
著
で
あ
る
。と
り
わ
け
、表
象
の
世
界
と
現

実
世
界
を
区
切
る
枠
組
み
の
働
き
に
よ
り
、自
己
言
及
性
は
、枠
組
み
装

置
の
用
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
は
ど
こ
に
で
も
現
れ
る
の
で
あ
る
。

　

事
実
、﹃
古
事
記
﹄（
七
一
一
年
）の
冒
頭
で
は
き
わ
め
て
自
己
言
及
的

な
形
で
枠
組
み
の
手
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。つ
ま
り
、序
文
に
は
天
武
天

皇（
六
七
三
～
六
八
六
）が
こ
の
作
品
を
つ
く
る
こ
と
を
命
じ
た
い
き
さ

つ
と
、そ
れ
を
今
読
者
の
読
ん
で
い
る
テ
ク
ス
ト
を
太
安
万
侶
が
ど
の

よ
う
に
記
録
し
た
か
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。も
ち
ろ
ん
、作
品
が
ど
の
よ

う
に
出
来
上
が
っ
た
か
を
序
文
で
説
明
す
る
の
は
自
然
な
こ
と
だ
が
、

書
く
と
い
う
行
為
は
不
自
然
な
も
の
で
あ
り
、そ
し
て
こ
の
不
自
然
さ

図4	 北尾政演（山東京伝）『御存商売物』

図5	 山東京伝『噓生実草紙』
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は
、特
に
文
書
制
作
の
黎
明
期
に
お
い
て
は
、説
明
を
要
す
る
。こ
の
よ

う
な
説
明
は
、メ
タ
テ
ク
ス
ト
的
解
説
に
お
け
る
自
己
言
及
性
を
通
し

て
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、浮
世
絵
木
版
画
に
お
い
て
も
自
己
言
及
性
が
顕
著
で
あ
る
。浮

世
絵
に
は
だ
ま
し
絵
や
紋
中
紋
の
例
が
多
数
あ
る
。美
人
が
見
て
い
る

自
分
自
身
の
鏡
像
を
鑑
賞
者
も
眺
め
て
い
る
と
い
う
美
人
画
、今
日
で

は
春
画
と
し
て
知
ら
れ
る
笑
い
絵
の
中
で
人
間
の
性
行
為
を
真
似
て
交

尾
す
る
猫
を
描
い
た
も
の
、そ
し
て
絵
双
六
で
遊
ぶ
子
ど
も
た
ち
が
描

か
れ
た
絵
双
六
、な
ど
で
あ
る︵
図
₆
︶。

　

こ
れ
ら
す
べ
て
の
形
式
を
使
用
す
る
黄
表
紙
は
他
の
草
双
紙
と
同
じ

く
木
版
産
業
の
製
品
の
一
つ
で
あ
っ
た
。異
な
っ
た
戯
号
を
用
い
て
は

い
て
も
、黄
表
紙
の
発
行
者
と
作
者
は
、浮
世
絵
を
作
っ
て
い
た
の
と
同

じ
人
々
な
の
で
あ
る
。し
か
し
、単
純
に
黄
表
紙
が
浮
世
絵
か
ら
自
己
言

及
の
技
法
を
取
り
入
れ
た
と
推
測
す
る
よ
り
は
、む
し
ろ
浮
世
絵
の
方

が
こ
れ
ら
の
技
法
を
、よ
り
古
い
絵
本
か
ら
で
は
な
か
っ
た
に
し
て
も

草
双
紙
か
ら
取
り
入
れ
た
と
考
え
る
方
が
良
い
か
も
し
れ
な
い
。と
い

う
の
も
、マ
ン
ガ
本
と
い
う
大
枠
の
中
に
、物
語
に
流
れ
る
時
間
の
異
な

る
瞬
間
を
枠
に
は
め
た
絵
と
し
て
の
コ
マ
は
、本
質
的
に
あ
る
種
の
画

中
画
だ
か
ら
で
あ
る
。自
己
言
及
性
が
木
版
画
と
マ
ン
ガ
の
双
方
に
あ

ら
わ
れ
る
の
は
、ど
ち
ら
も
そ
の
写
実
的
で
な
い
表
現
を
通
し
て
真
実

を
伝
え
よ
う
と
す
る
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。同
じ
事

は
欧
米
の
マ
ン
ガ
に
も
当
て
は
ま
る
。

５　

�

近
代
の
漫
画
と
欧
米
の
コ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る�

�

自
己
言
及
性

　

黄
表
紙
や
そ
の
他
の
明
治
以
前
の
日
本
の
芸
術
と
同
様
に
、近
代
以

降
の
漫
画
に
も
自
己
言
及
の
例
は
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
多
く
存
在
す
る
。

劇
画
で
は
、辰
巳
ヨ
シ
ヒ
ロ
の
描
く
厳
し
い
自
己
言
及
が
思
い
浮
か
ぶ
。

ま
た
、少
年
漫
画
で
は
、手
塚
治
虫
は
し
ば
し
ば
自
身
の
作
品
の
中
に
手

塚
治
虫
と
い
う
漫
画
家
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
登
場
さ
せ
た
。少
女
漫
画

の
例
で
い
う
と
、﹁
美
少
女
戦
士
セ
ー
ラ
ー
ム
ー
ン
﹂に
は
、武
内
直
子
が

作
者
と
し
て
登
場
し
読
者
に
秘
か
に
語
り
か
け
る
だ
け
で
な
く
、主
人

公
の
月
野
う
さ
ぎ
が
セ
ー
ラ
ー
Ｖ
に
な
る
こ
と
を
夢
み
る
描
写
も
あ
る
。

　

大
友
克
洋
の﹁A

K
IR

A

﹂は
、筆
者
が
講
談
社
の﹃
ヤ
ン
グ
マ
ガ
ジ
ン
﹄

で
イ
ン
タ
ー
ン
を
し
て
い
た
頃
に
出
会
っ
た
作
品
だ
が
、そ
の
中
に
は
、

金
田
正
太
郎
と
島
鉄
雄
の
ふ
た
り
が
、長
ら
く
待
た
れ
た
末
の
対
決
の

瞬
間
に
、オ
ー
ト
バ
イ
で
互
い
に
向
か
っ
て
突
進
し
て
い
く
と
い
う
場

面
が
あ
る

（
15
）

。ふ
た
り
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
見
開
き
ペ
ー
ジ
の

左
右
₁
コ
マ
ず
つ
を
占
有
し
て
い
る
の
で
、読
者
が
次
に
何
が
起
き
る

の
か
を
見
よ
う
と
ペ
ー
ジ
を
繰
っ
た
と
き
に
、彼
ら
が
バ
ー
チ
ャ
ル
な

衝
突
へ
と
突
き
進
む
の
を
効
果
的
に
見
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。こ
の
よ

う
に
見
開
き
の
活
用
に
よ
っ
て
マ
ン
ガ
が
媒
体
と
し
て
持
つ
物
質
性
と

戯
れ
る
こ
と
は
、自
己
言
及
性
の
中
で
も
特
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
表

現
に
思
わ
れ
、草
双
紙
に
も
同
じ
よ
う
な
例
が
な
い
か
探
す
の
に
苦
心

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

同
じ﹃
ヤ
ン
グ
マ
ガ
ジ
ン
﹄に
掲
載
さ
れ
た
士
郎
正
宗
の﹁
攻
殻
機
動

隊
﹂も
ま
た
自
己
言
及
的
で
あ
る
。主
人
公
の
草
薙
素
子
は
謎
の﹁
人
形

使
い
﹂を
捜
索
す
る
が
、そ
の
捜
索
は
最
終
的
に
彼
女
自
身
へ
と
帰
結
す

る
。こ
の
よ
う
に
、探
し
て
い
た
他
者
が
実
は
自
分
自
身
で
あ
っ
た
と
判

明
す
る
と
い
う
展
開
は
、ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
探
偵
小
説（
安
倍
公
房
の
少

な
く
と
も
一
作
を
含
む
）に
見
ら
れ
る
自
己
言
及
で
あ
る
。探
し
て
い
た

人
物
が
実
は
自
分
自
身
の
こ
と
で
あ
る
と
判
明
す
る
と
い
う
の
が
、自

己
言
及
性
が
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
結
末
と
し
て
用
い
ら
れ
た
例
で
あ
る
の

は
確
か
だ
が
、重
要
な
の
は
、こ
の
仕
掛
け
が
読
者
を
楽
し
ま
せ
る
た
め

だ
け
で
は
な
く
、ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
の
常
識
を
覆
す
試
み

で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。つ
ま
り
、次
第
に
断
片
化
が
進
む
私
た

ち
の
世
界
に
お
い
て
は
、個
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
認
識
も
次
第

に
分
裂
症
的
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、現
代
の
日
本
漫
画
で
用
い
ら
れ
て
い
る
自
己
言
及
性
の
中

で
最
も
興
味
深
い
例
は
、中
沢
啓
治
の﹁
は
だ
し
の
ゲ
ン
﹂の
中
に
あ
ら

わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。中
岡
元
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
、フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
を
最
小
限
に
加
え
た
中
沢
啓
治
自
身
の
分
身
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ

う
が
な
い
。し
た
が
っ
て
こ
の
作
品
は
自
己
参
照
的
で
あ
り
、よ
っ
て
自

己
言
及
的
で
あ
る
。し
か
し﹁
は
だ
し
の
ゲ
ン
﹂は
、原
爆
に
つ
い
て
一
人

称
で
自
己
参
照
的
に
語
っ
た
も
の
を
含
む
他
の
多
く
の
回
顧
録
と
は
一

線
を
画
し
て
い
る
。主
題
か
ら
一
定
の
客
観
的
距
離
を
お
く
た
め
に
架

空
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
用
い
て
は
い
る
も
の
の
、中
沢
は
、物
語
や
そ
の

信
憑
性
の
た
め
に
不
可
欠
な
や
り
方
で
自
己
言
及
性
を
用
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
、そ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
現
実
の
彼
自
身
お
よ
び
自
分
の
描
い

た
漫
画
と
結
び
つ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

物
語
中
の
あ
る
長
い
シ
ー
ン
で
は
、ゲ
ン
が
吉
田
政
二
と
い
う
被
爆

者
の
姿
を
見
て
、画
家
に
な
ろ
う
と
触
発
さ
れ
る
経
緯
が
描
か
れ
て
い

る
。こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、中
沢
が﹁
は
だ
し
の
ゲ
ン
﹂を
描
く
に
至
っ
た

動
機
の
正
当
性
を
確
認
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。中
沢
が
こ
の
マ
ン
ガ

図6	『幸不幸振分双六』
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を
描
い
た
の
は
、ヒ
ロ
シ
マ
で
の
自
ら
の
個
人
的
な
経
験
と
と
も
に
、そ

こ
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
人
々
に
声
を
与
え
る
た
め
で
あ
っ
て
、自
身
の

少
年
時
代
を
実
際
よ
り
も
肯
定
的
に
明
る
く
描
く
た
め
で
も
、経
済
的

利
益
を
得
る
た
め
で
も
な
い
。も
し
そ
の
よ
う
な
理
由
で
描
い
た
と
す

れ
ば
、﹁
は
だ
し
の
ゲ
ン
﹂が
マ
ン
ガ
読
者
の
信
頼
を
損
な
う
だ
け
で
な

く
、被
爆
者
た
ち
自
身
の
苦
悩
の
正
当
性
に
も
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ

る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、中
沢
の
自
己
言
及
性
は
、漫
画
を
美
術
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、そ
の
地
位
を
上
げ
る
働
き
を
も
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
。こ
の
よ
う
に
、自
己
言
及
性
に
よ
っ
て
は
、中
沢
が
こ
の
作
品
を
書

い
た
動
機
や
、人
類
史
上
最
悪
に
数
え
ら
れ
る
出
来
事
に
つ
い
て
の
準

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の﹁
真
実
性
﹂が
認
証
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、こ
の
テ
ー

マ
が
、高
度
に
商
業
的
で
、し
か
も
写
実
的
で
な
い
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て

描
か
れ
た
理
由
も
ま
た
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
中
沢
の
自
己
言
及
的
手
法
は
、他
の
マ
ン
ガ
家
に
も
評

価
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
一
人
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
つ
い
て
の
マ
ン
ガ

﹃
マ
ウ
ス

（
16
）

﹄で
ピ
ュ
ー
リ
ッ
ツ
ァ
ー
賞
を
受
賞
し
た
ア
ー
ト
・
ス
ピ
ー
ゲ

ル
マ
ン（A

rt S
p
iegelm

an

）
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
コ
ミ

ッ
ク
ス
に
は
自
己
言
及
的
作
品
が
そ
の
他
に
も
数
多
く
存
在
す
る
。例

え
ば
、マ
ン
ガ
家
の
苦
闘
ぶ
り
を
描
い
た
ハ
ー
ビ
ー
・
ピ
ー
カ
ー（H

ar-

vey P
ekar

）の﹃
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
プ
レ
ン
ダ
ー

（
17
）

﹄や
、ア
ン
ダ
ー
グ
ラ

ウ
ン
ド
・
コ
ミ
ッ
ク
ス
の
巨
匠
ロ
バ
ー
ト
・
ク
ラ
ム（R

o
b
ert C

ru
m

b

）

の
作
品
が
代
表
的
で
あ
る
。さ
ら
に
、一
コ
マ
マ
ン
ガ
も
見
逃
し
て
は
い

け
な
い
。﹃
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
カ
ー
﹄誌
を
か
ざ
っ
た
作
品
で
知
ら
れ
る
ソ
ー

ル
・
ス
タ
イ
ン
バ
ー
グ（S

au
l S

tein
b
erg

）は
多
く
の
自
己
言
及
的
な

ジ
ョ
ー
ク
を
生
み
出
し
た
。図
₇
の
例
は
、自
分
を
形
づ
く
る
描
線
を
描

い
て
い
る
最
中
の
マ
ン
ガ
家
の
姿
で
あ
る
。

結
論

　

漫
画
の
起
源
を
黄
表
紙
に
求
め
る
た
め
に
自
己
言
及
性
を
用
い
よ
う

と
す
る
試
み
は
、現
代
漫
画
を
日
本
的﹁
伝
統
﹂に
還
元
す
る
試
み
と
同

様
に
、誤
り
で
あ
る
こ
と
は
上
記
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。実
際
、

日
本
的
伝
統
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
疑
わ
し
い
と
言
え
る
。と
い
う

の
は
、こ
の
よ
う
な
概
念
は﹁
創
ら
れ
た
伝
統
﹂に
等
し
く
、必
然
的
に
、

日
本
伝
統
の
独
自
性
と
い
う
神
話
を
支
持
す
る
こ
と
を
通
し
て
、過
去

を
歪
め
る
か
ら
で
あ
る
。そ
し
て
、も
う
一
点
に
つ
い
て
も
指
摘
で
き
る
。

つ
ま
り
、マ
ン
ガ
が
特
定
の
時
代
と
場
所
で
そ
の
地
位
を
確
立
す
る
に

あ
た
り
、そ
の
文
化
固
有
の
要
素
が
ひ
と
つ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る

の
は
疑
い
よ
う
が
な
い
が
、同
時
に
、互
い
の
歴
史
的
関
係
性
を
証
明
で

き
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
や
場
所
に
共
通
し
て
存
在
す
る
普
遍
的
な
マ

ン
ガ
表
現
と
言
え
る
も
の
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

結
局
、こ
の
表
現
を
裏
付
け
る
の
は
、言
う
ま
で
も
な
く
近
代
国
民
国
家

の
資
本
主
義
体
制
の
論
理
な
の
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、マ
ン
ガ
を
再
定

義
す
る
と
、中
心
地
に
お
け
る
途
方
も
な
い
断
片
化
の
感
覚
に
つ
い
て
、

同
様
に
断
片
化
し
た
視
覚
的
・
言
語
的
な
物
語
を
用
い
て
語
る
、大
量
生

産
の
商
業
的
媒
体
、と
い
う
こ
と
に
な
る
。そ
し
て
こ
の
マ
ン
ガ
の
物
語

は
、自
己
言
及
的
な
傾
向
が
あ
る
と
言
え
る
。

　

マ
ン
ガ
が
自
己
言
及
的
な
傾
向
を
持
つ
の
に
は
二
つ
の
主
な
理
由
が

あ
る
。一
つ
め
は
、自
己
言
及
性
は
言
説
の
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
と
タ
イ

プ
に
切
り
込
み
、作
品
に
中
心
と
な
る
信
憑
性
を
与
え
る
ポ
テ
ン
シ
ャ

ル
で
あ
る
。そ
し
て
二
つ
め
は
、資
本
主
義
体
制
の
中
で
マ
ン
ガ
の
よ
う

な
大
量
生
産
の
商
業
メ
デ
ィ
ア
に
み
ら
れ
る﹁
ず
う
ず
う
し
い
﹂自
己
宣

伝
を
拡
散
さ
せ
る
た
め
に
、自
己
言
及
性
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。自
己
言
及
性
も
自
己
宣
伝
も
、作
品
の
約
束
事
や
物
質
性
を
認
め
ざ

る
を
得
な
い
と
し
て
も
、何
ら
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
た
め
の
信

憑
性
あ
る
い
は
説
得
力
を
得
よ
う
と
努
め
る
も
の
で
あ
る
。上
述
し
た

黄
表
紙
に
お
け
る
自
己
言
及
性
の
例
の
大
半
が
、山
東
京
伝
の
作
品
か

ら
と
ら
れ
て
い
る
の
も
当
然
で
あ
る
。他
の
作
者
に
よ
る
黄
表
紙
も
ま

た
自
己
言
及
性
を
用
い
て
い
る
と
は
い
え
、数
少
な
い
町
人
の
黄
表
紙

作
家
の
一
人
で
あ
っ
た
京
伝
の
広
告
に
対
す
る
関
心
と
理
解
は
特
に
深

か
っ
た
か
ら
で
あ
る

（
18
）

。

　

と
は
い
う
も
の
の
、上
述
し
た
黄
表
紙
と
漫
画
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る

自
己
言
及
性
の
例
は
、必
ず
し
も
同
じ
種
類
の
も
の
で
は
な
い
と
の
異

議
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。一
般
的
に
い
う
と
、黄
表
紙
の
自
己
言
及
性

が
主
に
そ
の
制
作
状
況
を
茶
化
す
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、上
記
の

漫
画
は
、表
現
媒
体
の
物
質
性
を
活
か
し
て
い
る
。黄
表
紙
と
漫
画
の
共

通
点
と
し
て
自
己
言
及
性
を
主
張
す
る
の
に
は
筆
者
が
提
示
し
た
作
品

例
の
数
は
い
さ
さ
か
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、し
か
し
な
が
ら
、黄
表

紙
と
漫
画
双
方
と
も
、マ
ン
ガ
と
い
う
共
通
の
表
現
を
た
だ
独
自
の
や

り
方
で
活
用
し
て
い
る
と
い
う
可
能
性
は
明
示
で
き
た
だ
ろ
う
。一
方
、

両
者
の
自
己
言
及
性
に
見
ら
れ
る
相
違
点
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
マ
ン
ガ
が

各
自
の
存
在
し
た
歴
史
上
の
時
点
で
上
記
の
普
遍
的
表
現
に
加
え
た
独

自
の
工
夫
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

註（
₁
）以
下
、明
治
期
以
降
に
日
本
で
作
ら
れ
た
も
の
を﹁
漫
画
﹂、日
本
の
漫
画
に
限
ら
ず
、

そ
れ
以
外
の﹁
絵
入
り
読
み
物
﹂を
総
称
し
て﹁
マ
ン
ガ
﹂と
表
記
す
る
。

（
₂
）清
水
勲﹃
漫
画
の
歴
史
﹄岩
波
新
書（
新
赤
版
）、一
七
二
、岩
波
書
店
、一
九
九
一
年
。

図7	 ソール・スタインバーグ		《無題》		1948年		イェール
大学蔵
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P
eter D

u
u
s, 

“Weap
o
n
s o

f th
e W

eak, W
eap

o
n
s o

f th
e S

tro
n
g

︱

T
h
e D

evelo
p
m

en
t o

f th
e Jap

an
ese P

o
litical C

arto
o
n
,

” in
 : Jou

r-

n
al of A

sian
 S

tu
d
ies, vo

l. 60, n
o
. 4 

（N
o
vem

b
er 2001

）, p
p
. 965

︱

997.

（
₃
）こ
の
手
法
と
中
国
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、以
下
を
参
照
の
こ
と
。夏
目
房

之
介﹁
黄
表
紙
を
マ
ン
ガ
か
ら
み
る
﹂﹃
江
戸
戯
作
草
紙
﹄棚
橋
正
博
編
、小
学
館
、二
〇

〇
〇
年
、一
九
六
～
二
〇
五
頁
。

（
₄
）Ad

am
 L

. K
ern

, M
an

ga from
 th

e F
loatin

g W
orld

 : C
om

icbook 

C
u
ltu

re an
d
 th

e K
ibyōsh

i of E
d
o Jap

an
, H

arvard
 U

n
iversity 

A
sia C

en
ter, 2006.

（
₅
）Eric J. H

o
b
sb

aw
m

 an
d
 T

eren
ce O

. R
an

ger, ed
s, T

h
e In

ven
tion

 

of T
rad

ition
, C

am
b
rid

ge U
P, 1992.

（
₆
）Step

h
en

 V
lasto

s, ed
., M

irror of M
od

ern
ity : In

ven
ted

 T
rad

i-

tion
s of M

od
ern

 Jap
an

, U
n
iversity o

f C
alifo

rn
ia P

ress, 1998.

（
₇
）Ad

a
m

 
L
. 

K
ern

, 

“Th
e 

K
ib

yō
sh

i : 
Ja

p
a
n

’s 
E

igh
teen

th

︱C
en

tu
ry 

C
o
m

icb
o
o
k fo

r A
d
u
lts,

” in
 : K

ern
, ed

., 

“Kib
yō

sh
i : T

h
e W

o
rld

’s 

F
irst C

o
m

icb
o
o
k ?

”, T
h
e In

tern
ation

al Jou
rn

al of C
om

ic A
rt, 

vo
l. 9, n

o
. 1 

（sp
rin

g 2007

）, p
p
. 3

︱32.

（
₈
）尾
形
仂﹃
蕪
村
全
集  

第
一
巻

︱
発
句
﹄講
談
社
、一
九
九
二
年
。

（
₉
）水
野
稔
校
注﹃
黄
表
紙
・
洒
落
本
集
﹄岩
波
書
店
、一
九
五
八
年
、六
九
～
八
六
頁
。

（
10
）水
野
稔
校
注﹃
山
東
京
伝
全
集  

一
巻
﹄ぺ
り
か
ん
社
、一
九
九
二
年
、三
一
三
～
三
三

四
頁
。山
東
京
伝
作
・
北
尾
政
演（
京
伝
の
別
名
）画
、板
元
は
蔦
谷
重
三
郎
。

（
11
）厳
密
に
い
え
ば
、作
中
で
は
主
人
公
は﹁
青
本
﹂と
呼
ば
れ
て
い
る
。黄
表
紙
と
は
、青

本
の
表
紙
が
黄
色
く
色
あ
せ
た
も
の
に
付
け
ら
れ
た
名
称
で
あ
る
と
の
説
が
あ
る
。

（
12
）十
返
舎
一
九
作
画
、村
田
屋
治
郎
兵
衛
版
の
二
巻
も
の
の
黄
表
紙
。Law

ren
ce E

. 

M
arceau

, 

“Beh
in

d
 th

e scen
es : n

arrative an
d
 self

︱referen
tiality 

in
 E

d
o
 illu

strated
 p

o
p
u
lar fictio

n
,

” in
 : Jap

an
 F

oru
m

, vo
l. 21, 

n
o
. 3 

（N
o
vem

b
er 2009

）, p
p
. 403

︱423.

（
13
）岡
田
斗
司
夫
訳﹃
マ
ン
ガ
学

︱
マ
ン
ガ
に
よ
る
マ
ン
ガ
の
た
め
の
マ
ン
ガ
理
論
﹄美

術
出
版
社
、一
九
九
八
年
。

（
14
）Sco

tt 
M

cC
lo

u
d
, 

R
ein

ven
tin

g 
C

o
m

ics : 
H

o
w

 
Im

agin
ation

 
an

d
 

T
ech

n
ology are R

evolu
tion

izin
g an

 A
rt F

orm
, W

illiam
 M

o
rro

w
 

P
ap

erb
acks, 2000. S

co
tt M

cC
lo

u
d
, M

akin
g C

om
ics : S

torytellin
g 

S
ecrets of C

om
ics, M

an
ga, an

d
 G

rap
h
ic N

ovels, W
illiam

 M
o
r-

ro
w

 P
ap

erb
acks, 2006.

（
15
）（
英
語
版
）Ōto

m
o
 K

atsu
h
iro

, A
kira, Volu

m
e 1, K

o
d
an

sh
a C

o
m

ics, 

2009, p
p
. 296

︱297.

（
16
）小
野
耕
世
訳﹃
マ
ウ
ス

︱
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
生
き
の
び
た
父
親
の
物
語
﹄晶
文

社
、一
九
九
一
年
。小
野
耕
世
訳﹃
マ
ウ
ス
Ⅱ

︱
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
生
き
の
び

た
父
親
の
物
語
﹄晶
文
社
、一
九
九
四
年
。

（
17
）押
野
素
子
訳﹃
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
プ
レ
ン
ダ
ー
﹄ブ
ル
ー
ス
イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
ズ
、

二
〇
〇
四
年
。

（
18
）谷
峯
藏﹃
江
戸
の
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
﹄（
岩
崎
美
術
社
、一
九
八
六
年
）に
は
、京
伝
は
日

本
に
お
け
る
広
告
の
大
量
生
産
を
手
掛
け
た
先
駆
者
だ
っ
た
と
あ
る
。い
ず
れ
に
せ

よ
、彼
の
黄
表
紙
に
お
け
る
自
己
言
及
性
が
主
に﹁
京
伝
﹂と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
を
宣
伝

す
る
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
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特
集

漫
画
と
マ
ン
ガ
、そ
し
て
芸
術

４

北
澤
楽
天
の「
漫
画
」

―
「
旧
派
」の「
旧
き
江
戸
趣
味
」か
ら
離
れ
た
新
し
い
も
の
を
目
指
す

ロ ナ ル ド・ 
スチュワート

﹁
そ
し
て
、合
理
的
な
方
法
で
、旧
石
器
時
代
か
ら
ピ
カ
ソ
ま
で
の

実
際
の

0

0

0

美
術
史
を
物
語
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
不
可
能
で
あ
る
。﹂

（
エ
ル
キ
ン
ズ
、二
〇
〇
二
年

（
₁
）

）

﹁
漫ま

ん

畫く
わ

と
云い

ふ
こ
と
も
決け

っ

し
て
国こ

く

民み
ん

の
間

あ
ひ
だ

に
理り

解か
い

さ
れ
て
居ゐ

な
い

ら
し
い
。﹂（
鳥
瞰
生
、一
九
〇
九
年

（
₂
）

）

は
じ
め
に

　

二
〇
一
一
年
七
月
二
十
八
日
か
ら
八
月
二
日
に
か
け
て
日
本
国
際
切

手
展
が
開
催
さ
れ
、イ
ベ
ン
ト
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
と
し
て
、国
宝
で
あ
る
十

二
世
紀
絵
巻︽
鳥
獣
人
物
戯
画
︾甲
巻
の
一
部
、ウ
サ
ギ
が
鹿
に
乗
っ
て

い
る
イ
メ
ー
ジ
が
使
わ
れ
た
。ま
た
、こ
の
展
示
会
を
記
念
す
る
切
手
シ

ー
ト
が
七
月
二
十
八
日
に
二
種
類
発
行
さ
れ
て
い
る
。一
種
類
目
の
シ

ー
ト
に
は
、上
記
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
と
葛
飾
北
斎
の︽
富
嶽
三
十
六
景
︾木

版
画
十
枚
が
図
柄
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。も
う
一
種
類
の
シ
ー
ト

は
五
つ
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
な
っ
て
お
り
、北
斎
の
有
名
な﹁
山
下
白
雨
﹂

の
富
士
山
の
上
に
鳥
獣
戯
画
ロ
ゴ
が
ホ
ロ
グ
ラ
ム
で
印
刷
さ
れ
て
い
る

の
だ
が
、そ
の
切
手
の
隣
に
、な
ん
と﹁
ハ
ロ
ー
キ
テ
ィ
﹂﹁
ピ
カ
チ
ュ
ウ
﹂

﹁
ド
ラ
え
も
ん
﹂と﹁
鉄
腕
ア
ト
ム
﹂が
並
べ
ら
れ
て
い
る︵
図
₁
︶。な
る

ほ
ど
、現
代
日
本
の
漫
画
と
ア
ニ
メ
文
化
は
平
安
時
代
か
ら
始
ま
り
、江

戸
時
代
の
北
斎
の
作
品
を
含
む
滔
々
と
流
れ
て
き
た
伝
統
を
持
つ
と
考

え
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。こ
の
伝
統
を
他
の
と
こ
ろ
で
確
認
し
て
み
る
と
、

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の﹁
鳥
獣
人
物
戯
画
﹂の
項
目
に
、﹁
現
在
の
漫
画
に
用

い
ら
れ
て
い
る
効
果
に
類
似
し
た
手
法
が
見
ら
れ
る
﹂、﹁
日
本
最
古
の

漫
画
と
も
称
さ
れ
る

（
₃
）

﹂と
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。あ
わ
せ
て
北
斎
と

の
関
係
も
確
認
す
る
と
、﹁
浮
世
絵
師
葛
飾
北
斎
﹂と
い
う
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
に
、﹃
北
斎
漫
画
﹄は﹁
現
代
の
漫
画
、マ
ン
ガ
と
は
少
し
意
味
合
い
が

違
い
ま
す
が
、お
か
し
く
て
思
わ
ず
笑
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
共
通
の
要

素
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
﹂、﹁
現
代
の﹃
漫
画
﹄と
い
う
言
葉
の
ル
ー
ツ

に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
﹂と
書
い
て
あ
る

（
₄
）

。ま
た
、有
泉
豊
明

著﹃
北
斎
漫
画
を
読
む
﹄（
里
文
出
版
、二
〇
一
〇
）と
い
う
本
に
は
、﹁
北

斎
漫
画
は
現
代
の
マ
ン
ガ（
漫
画
）の
ル
ー
ツ
で
す
﹂（
一
六
七
頁
）、﹁
現

代
で
は
国
際
語
と
し
て
通
用
す
る
マ
ン
ガ（
漫
画
）で
す
が﹃
漫
画
﹄と
い

う
言
葉
が﹃
北
斎
漫
画
﹄で
始
め
て
用
い
た
言
葉
で
す
﹂（
六
頁
）と
書
い

て
あ
る

（
₅
）

。

　

こ
う
し
て
現
代
日
本
漫
画
と
、古
い
時
代
に
現
代
と
は
異
な
る
環
境

で
作
ら
れ
親
し
ま
れ
た
作
品
を
取
り
上
げ
、表
面
的
な
類
似
点
あ
る
い

は﹁
漫
画
﹂と
い
う
言
葉
の
み
に
焦
点
を
当
て
簡
単
に
結
び
つ
け
る
こ
と

が
本
当
に
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。し
か
し
、こ
の
よ
う
な
平
安
あ
る
い
は

江
戸
時
代
と
現
代
漫
画
と
を
つ
な
ご
う
と
す
る
歴
史
観
は
、日
本
だ
け

で
は
な
く
外
国
に
も
よ
く
見
ら
れ
、大
衆
メ
デ
ィ
ア
か
ら
学
術
論
文
に

ま
で
表
れ
て
い
る
。近
年
、漫
画
史
研
究
者
、特
に
宮
本
大
人
に
よ
る
掘

り
下
げ
た
研
究

（
₆
）

に
お
い
て
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、こ
の
よ
う
な
歴
史
観
は
多
く
の
人
に
と
っ
て
魅
力
的
か
つ
分
か

り
や
す
い
と
い
う
理
由
だ
け
で
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、、こ
の
歴
史

観
の
広
が
り
が
衰
え
な
い
。

　

宮
本
に
よ
る
と
、こ
の
よ
う
な
通
史
の
前
身
は
明
治
後
期
に
表
れ
た

が
、細
木
原
青
起
が
書
い
た
一
九
二
四
年
の﹃
日
本
漫
画
史
﹄に
よ
っ
て
、

そ
れ
以
降
通
説
と
な
り
、現
在
も
続
い
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る（
宮
本
、

図1	「日本国際切手展2011」（シール式）2011年７月28日発行
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二
〇
〇
九
）。例
と
し
て
、鈴
木
琢
二
編﹃
日
本
の
笑
い 

マ
ン
ガ
₁
₀
₀

₀
年
史
﹄（〈
文
藝
春
秋
デ
ラ
ッ
ク
ス
〉、
一
九
七
五
年
）、
清
水
勲﹃
年
表 

日
本
漫
画
史
﹄（
臨
川
書
店
、二
〇
〇
八
年
）が
挙
げ
ら
れ
る
。外
国
に
お

い
て
も
、日
本
の
現
代
の
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
を
、︽
鳥
獣
戯
画
︾の
作
者
の
一

人
に
擬
さ
れ
た
鳥
羽
僧
正
か
ら
始
ま
っ
た
と
す
る
伝
統
に
倣
お
う
と
す

る
動
き
が
一
八
八
〇
年
代
か
ら
表
れ
た

（
₇
）

。一
九
二
一
年
に
キ
ン
ノ
ス
ケ
・

ア
ダ
チ
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
新
聞
で
北
澤
楽
天
の
四
コ
マ
漫
画
を
紹
介

し
、そ
れ
を
鳥
羽
僧
正
か
ら
北
斎
を
含
む
伝
統
の
流
れ
の
上
に
当
代
の

カ
リ
カ
チ
ュ
ア
が
あ
る
と
位
置
づ
け
た

（
₈
）

。一
九
八
三
年
に
出
版
さ
れ
た

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
Ｌ
・
シ
ョ
ッ
ト
著
の
日
本
漫
画
文
化
の
入
門
書

（
₉
）

を
初
め
、

日
本
漫
画
へ
の
関
心
と
受
容
が
ど
ん
ど
ん
広
が
る
と
共
に
、﹁
日
本
の
コ

ミ
ッ
ク
﹂
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て﹁m

an
ga

﹂
が
広
く
浸
透
し
た
。
漫

画
に
関
す
る
文
章
も
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
っ
た
が
、そ
の
中
で
も
遠
く

離
れ
た
時
代
の
表
現
、特
に﹃
北
斎
漫
画
﹄に
つ
な
が
る
も
の
が
多
数
を

占
め
る

（
10
）

。

　

こ
う
し
た
文
章
の
中
に
は
、現
代
と
過
去
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て﹁
漫

画
﹂と
い
う
言
葉
自
体
を
使
う
も
の
は
少
な
く
な
い
が
、そ
の
論
調
に
は

二
種
類
あ
る
と
思
わ
れ
る
。一
つ
は
目
的
論
の
方
法
で
、﹁
漫
画
﹂の
簡
単

な
定
義
を
決
め
て
か
ら
そ
の
語
を
用
い
、過
去
の
表
現
と
照
ら
し
合
わ

せ
て
系
譜
を
構
成
し
て
い
く
方
法
。も
う
一
つ
は﹁
漫
画
﹂と
い
う
言
葉

が
過
去
に
題
と
し
て
使
わ
れ
た
だ
け
に
も
か
か
わ
ら
ず
、時
代
を
超
え

て
も
こ
の
言
葉
の
意
味
が
存
続
し
て
い
る
と
考
え
、過
去
と
現
在
の﹁
漫

画
﹂
あ
る
い
は﹁
マ
ン
ガ
﹂、﹁m

an
ga

﹂
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
論

調
で
あ
る
。

　

本
稿
の
目
的
は
、こ
の
よ
う
な
き
れ
い
に
流
れ
る
通
史
を
問
題
視
す

る
先
行
研
究
に
声
を
揃
え
、現
代
漫
画
は
江
戸
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の

文
化
に
容
易
に
繫
げ
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
強
調
す
る
こ
と
で
あ
る
。

特
に
、本
稿
で
は
今
ま
で
に
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
、明
治
後
期
か

ら
昭
和
に
か
け
て
日
本
漫
画
界
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
っ
た
北
澤
楽
天

（
一
八
七
六
～
一
九
五
五
）の﹁
漫
画
﹂に
つ
い
て
の
記
述
、ま
た
彼
の
出

版
物
や
手
紙
に
お
け
る﹁
漫
画
﹂と
い
う
言
葉
の
使
い
方
を
考
察
す
る
。

楽
天
に
と
っ
て
の﹁
漫
画
﹂と
い
う
も
の
は
代
々
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
を

踏
襲
し
た
も
の
で
は
な
く
、む
し
ろ
伝
統
的
な
視
覚
文
化
に
対
す
る
抵

抗
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

通
史
に
お
け
る
問
題
点

　

楽
天
と﹁
漫
画
﹂の
関
係
を
取
り
上
げ
る
前
に
、通
史
の
問
題
に
つ
い

て
少
し
考
え
て
み
よ
う
。こ
こ
で
、美
術
に
お
け
る
通
史
を
問
題
化
す
る

美
術
史
家
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
エ
ル
キ
ン
ズ
の
著
書（S

tories of A
rt

）は

参
考
に
な
る

（
11
）

。こ
の
本
の
中
で
エ
ル
キ
ン
ズ
は
様
々
な
美
術
の
通
史
の

形
を
分
析
し
、そ
れ
ら
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
、問
題
点
を
論
じ
て
い
る
。

美
術
の
通
史
は
約
四
〇
〇
年
前
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
始
ま
っ
た
ジ
ャ
ン
ル

で
あ
る
が
、時
代
の
流
れ
が
一
種
の
物
語
と
し
て
分
り
や
す
く
解
説
さ

れ
る
の
で
、現
在
も
一
般
の
人
々
に
人
気
が
あ
り
、大
学
の
美
術
史
入
門

講
座
で
も
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
。そ
の
好
例
の
一
つ
と
し
て
、Ｅ
・
Ｈ
・

ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
の
有
名
な﹃
美
術
の
物
語
﹄（
一
九
五
〇
年
）が
挙
げ
ら
れ

る
。ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
は
有
史
以
前
の
視
覚
的
な
表
現
か
ら
出
発
し
、そ
れ

以
降
の
視
覚
的
な
表
現
を
系
譜
的
に
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
り
、一
万
年

以
上
前
か
ら
二
十
世
紀
ま
で
の﹁
西
洋
美
術
史
﹂を
説
得
力
の
あ
る
平
易

な
物
語
と
し
て
成
り
立
た
せ
た
。エ
ル
キ
ン
ズ
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
記

述
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。

　

平
安
時
代
、あ
る
い
は
江
戸
時
代
の﹃
北
斎
漫
画
﹄か
ら
現
代
の
マ
ン

ガ
に
至
る
ま
で
の
漫
画
史
の
記
述
と
比
べ
る
と
、エ
ル
キ
ン
ズ
が
考
察

し
た
歴
史
書
は
時
間
的
・
地
理
的
・
文
化
的
な
範
囲
が
よ
り
広
い
が
、彼

が
指
摘
す
る
美
術
通
史
に
お
け
る
以
下
の
六
つ
の
問
題
点
が
日
本
の
漫

画
通
史
に
も
当
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

⑴
複
数
の
時
代
に
ま
た
が
る
歴
史
記
述
の
多
く
は
物
語
の
形
を
取
り
、

連
続
性
を
与
え
る
た
め
に
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
歴
史
観
、つ
ま
り﹁
進
歩
﹂及

び﹁
時
代
精
神
﹂に
頼
る
。様
々
な
ま
っ
た
く
異
な
る
表
現（
作
品
）は
そ

れ
ら
が
作
ら
れ
た
時
代
を
反
映
し
て
い
る
と
捉
え
、こ
れ
ら
の
表
現（
作

品
）を
並
べ
る
こ
と
で
絶
え
間
な
く
続
く﹁
進
歩
﹂の
流
れ
を
語
る
。そ
れ

ら
の
表
現（
作
品
）は
ど
の
く
ら
い
代
表
的
な
の
か
、ど
の
く
ら
い
関
連

し
て
い
る
の
か
は
あ
ま
り
問
わ
れ
な
い（
エ
ル
キ
ン
ズ
、二
〇
〇
二
年
、

五
三
～
五
五
頁
）。

　

⑵
進
歩（
発
展
）的
な
物
語
を
語
る
時
に
物
語
の
出
発
点
、つ
ま
り﹁
起

源
神
話
﹂を
作
り
た
が
る
き
ら
い
が
あ
る（
エ
ル
キ
ン
ズ
、二
〇
〇
二
年
、

六
四
～
六
五
頁
）。日
本
漫
画
通
史
の
場
合
、漫
画
の
定
義
に
よ
っ
て
異

な
る
が
、八
世
紀
の﹁
大
大
論
﹂（
正
倉
院
文
書
に
記
さ
れ
た
戯
画
）、十
一

世
紀
の︽
鳥
獣
人
物
戯
画
︾、十
八
世
紀
の﹁
鳥
羽
絵
﹂、あ
る
い
は﹁
漫
画
﹂

と
い
う
語
に
よ
っ
て
十
九
世
紀
の﹃
北
斎
漫
画
﹄な
ど
が
起
源
と
し
て
挙

げ
ら
れ
た
。

　

⑶
複
数
の
時
代
に
関
わ
る
歴
史
を
書
く
場
合
、そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の

人
が
実
際
に
生
き
た
歴
史
を
抜
き
に
し
て
語
ら
れ
る
。つ
ま
り
、画
家
と

版
元
の
関
係
及
び
作
品
を
買
っ
て
楽
し
ん
だ
人
の
日
常
生
活
と
そ
の
複

雑
さ
と
流
動
性
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る（
エ
ル
キ
ン
ズ
、二
〇
〇
二

年
、一
一
八
頁
）。漫
画
通
史
に
も
扱
わ
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の

文
化
的
コ
ン
プ
レ
ク
シ
テ
ィ
に
あ
ま
り
触
れ
な
い
。

　

⑷
こ
の
よ
う
な
歴
史
観
を
も
と
に
す
る
と
表
現（
作
品
）と
表
現（
作

品
）の
間
の
つ
な
が
り
が
実
際
に
証
明
で
き
な
く
て
も
、年
代
順
お
よ
び

作
品
を
並
列
す
る
こ
と
で
つ
な
が
り
を
作
っ
て
し
ま
え
る（
エ
ル
キ
ン

ズ
、二
〇
〇
二
年
、六
三
、七
七
、一
一
八
頁
）。近
年
の
漫
画
史
研
究
の
一

例
と
し
て
、
小
山
リ
シ
ャ
ー
ル
のO

n
e T

h
ou

san
d
 Y

ears of 

M
an

ga 

（2007

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
本
で
は
こ
う
し
た
年
代
順
に

並
べ
る
こ
と
で
連
続
性
を
構
築
し
、強
化
し
た
。ま
た
同
書
で
は
並
列
も

使
用
さ
れ
、十
七
世
紀
の
絵
本
と
一
九
六
四
年
の﹁
鉄
腕
ア
ト
ム
﹂の
漫

画
を
並
べ
、分
析
も
な
く
表
面
的
な
共
通
点（
巨
大
な
蟻
の
表
象
）を
強

調
す
る
だ
け
で
、強
い
文
化
的
な
つ
な
が
り
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る（
四

一
頁
）。こ
れ
は
絵
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
。同
じ
言
葉
を
使
う
作
品
、例
え

ば﹃
北
斎
漫
画
﹄と
他
の﹁
マ
ン
ガ
﹂と
題
さ
れ
た
コ
ミ
ッ
ク
を
同
じ
文
章
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中
に
並
べ
る
こ
と
で
関
係
は
強
化
さ
れ
る
。日
本
語
の
場
合
、漢
字
と
仮

名
づ
か
い
で
あ
る
程
度
差
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、横
文
字
と
な

る
と
こ
の
差
は
消
え
て
し
ま
う
。

　

⑸
世
界
美
術
史
お
よ
び
各
国
の
美
術
通
史
は
自
文
化
中
心
主
義
に
陥

る
。著
者
は
自
己
文
化
と
の
関
連
性
を
強
調
し
、読
者
に
ア
ピ
ー
ル
す
る

（
エ
ル
キ
ン
ズ
、二
〇
〇
二
年
、六
四
、八
六
、九
四
頁
）。主
に
国
内
の
表

現（
作
品
）に
注
目
し
、日
本
に
は
独
特
な
長
い
伝
統
が
存
在
す
る
こ
と

を
証
明
し
よ
う
と
し
て
読
者
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
通
史
と
し
て
は
、例
え

ば
細
木
原
青
起
が
一
九
二
四
年
と
一
九
二
八
年
に
手
が
け
た
日
本
の
漫

画
史

（
12
）

が
挙
げ
ら
れ
る
。こ
れ
ら
は
一
種
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
切
り

離
せ
な
い
。そ
の
反
面
、他
国
で
書
か
れ
た
も
の
は
、類
似
し
た
内
容
で

日
本
の
漫
画
を
自
文
化
と
根
本
的
に
異
な
る
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
文
化
と

し
て
強
調
し
読
者
を
魅
了
し
よ
う
と
す
る
た
め
、一
種
の
オ
リ
エ
ン
タ

リ
ズ
ム
と
切
り
離
せ
な
い
。

　

⑹
最
後
に
、上
記
の
問
題
を
す
べ
て
含
む
基
本
的
な
問
題
は
、こ
の
よ

う
な
美
術
史
は
歴
史
を
単
純
化
し
す
ぎ
る
こ
と
に
あ
る
。近
年
、大
半
の

美
術
史
研
究
は
よ
り
短
い
期
間
を
対
象
に
し
、そ
の
時
代
の
複
雑
さ
を

意
識
し
な
が
ら
様
々
な
社
会
理
論
が
生
か
さ
れ
て
い
る（
エ
ル
キ
ン
ズ
、

二
〇
〇
二
年
、一
三
、五
七
頁
）。宮
本
大
人
も
上
記
の
問
題
の
幾
つ
か
に

触
れ
な
が
ら
、こ
れ
か
ら
は
生
き
て
い
る
歴
史
、社
会
と
文
化
を
も
っ
と

意
識
す
る
よ
う
な
総
合
的
な
漫
画
史
を
進
め
る
べ
き
だ
と
論
じ
て
い
る

（
二
〇
〇
九
年
）。

漫
画
と「
漫
画
」と
い
う
言
葉

　

宮
本
大
人
は﹁
ポ
ン
チ
﹂と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
か
ら﹁
漫
画
﹂と
い
う
ジ
ャ

ン
ル
へ
の
変
化
を
幾
つ
か
の
論
文
で
論
じ
て
い
る
。宮
本
に
よ
る
と
幕

末
・
明
治
初
期
に
現
れ
た﹁
ポ
ン
チ
﹂の
構
造
は
、あ
る
程
度
新
し
い
印
刷

技
法
お
よ
び
画
風
と
テ
ー
マ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、﹁
江
戸
の
文
化
圏
内
に

と
ど
ま
っ
て
い
た
と
い
え
る
﹂（
二
〇
〇
五
年
）。ま
だ
戯
作
文
化
と
同
様

に
、言
葉
と
音
が
よ
り
大
き
い
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。文
字
量
が
多
く
、

音
読
で
楽
し
む
た
め
に
七
五
調
の
文
体
や
数
多
く
の
語
呂
合
わ
せ
が
使

わ
れ
、視
覚
化
さ
れ
た
駄
洒
落
も
よ
く
登
場
す
る
。明
治
二
十
、三
十
年

代
は﹁
ポ
ン
チ
﹂と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
か
ら﹁
漫
画
﹂と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
へ
の

過
渡
期
に
な
っ
た
、と
宮
本
は
述
べ
て
い
る（
二
〇
〇
一
、二
〇
〇
五
年
）。

新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
だ
と
の
認
識
が
表
れ
る
と
、異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
と
区

別
す
る
た
め
の
新
し
い
名
前
を
付
け
よ
う
と
す
る
意
志
も
生
ま
れ
る

（
宮
本
、二
〇
〇
九
年
、九
八
頁
）。こ
の
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
は
新
聞﹃
時
事

新
報
﹄の
画
家
で
あ
っ
た
今
泉
一い

っ

瓢
ぴ
ょ
う（

一
八
六
五
～
一
九
〇
四
年
）に
よ

り﹁
漫
画
﹂と
名
付
け
ら
れ
、後
に
同
誌
に
勤
め
る
北
澤
楽
天
の﹃
時
事
漫

画
﹄付
録
に
よ
っ
て
ジ
ャ
ン
ル
の
名
前
と
し
て
普
及
し
て
い
く（
宮
本
、

二
〇
〇
五
年
）。以
下
、考
察
す
る
北
澤
楽
天
の﹁
漫
画
﹂と
い
う
言
葉
の

使
用
の
中
に
、宮
本
が
論
じ
た
ジ
ャ
ン
ル
の
変
化
の
認
識
が
確
認
で
き

る
。し
か
し
な
が
ら
、楽
天
、ま
た
、彼
の
漫
画
を
掲
載
し
た
雑
誌
や
新
聞

社
側
に
と
っ
て
は
彼
の
漫
画
を
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
意
識
は
し
て

い
た
と
し
て
も
、﹁
漫
画
﹂と
い
う
言
葉
を
使
う
必
然
性
は
な
か
っ
た
。楽

天
に
と
っ
て﹁
漫
画
﹂と
同
義
の
言
葉
と
し
て﹁
パ
ッ
ク
﹂が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。そ
れ
は
、彼
の﹁
漫
画
﹂と
い
う
名
の
使
用
が
一
九
一
〇
年
代
後

半
ま
で
定
着
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

　

新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
名
と
し
て
、過
去
に
も
使
わ
れ
た﹁
漫
画
﹂と
い
う

言
葉
を
借
用
す
る
こ
と
に
は
問
題
も
あ
っ
た
。新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
の
歴

史
を
語
る
時
に
そ
の
言
葉
の
語
源
を
探
っ
た
り
、そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
の

意
味
か
ら
本
質
的
な
意
味
を
決
め
付
け
た
り
す
る
人
が
少
な
く
な
い
。

こ
の
言
葉
の﹃
北
斎
漫
画
﹄以
前
の
使
用
例
に
つ
い
て
、一
九
二
八
年
以

降
、何
回
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が

（
13
）

、北
斎
が
こ
の
言
葉
を
新
語
と
し
て
造

っ
た
と
い
う﹁
定
説
﹂（
一
種
の
常
識
）が
未
だ
に
消
え
な
い
。そ
し
て
漢

字
は
、記
号
論
の
用
語
で
言
え
ば
、あ
る
程
度
ア
イ
コ
ン
性
を
持
っ
て
い

て
も
、実
際
の
使
用
は
恣
意
的
で

（
14
）

、言
説
の
中
に
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い

る
。つ
ま
り﹁
漫
画
﹂の
よ
う
な
言
葉
は
本
質
的
な
意
味
が
な
く
、言
葉
自

体
は
意
味
の
交
渉
が
常
に
行
わ
れ
る
場
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
、そ
の
意
味
は
安
定
性
を

持
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
が
流
動
性
も
あ
り
、時
代
、場
所
、文
化
、使
い

手
に
よ
っ
て
意
味
が
少
し
ず
つ
変
化
す
る
。﹁
漫
画
﹂と
い
う
言
葉
の
恣

意
的
な
面
や
流
動
性
は
、宮
本
大
人
に
よ
る
近
世
か
ら
明
治
中
期
ま
で

の
意
味
の
変
遷
の
研
究
、ま
た
は
瓜
生
吉
則
の
二
十
世
紀
後
半
の
マ
ン

ガ
論
に
お
け
る
系
譜
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

（
15
）

。そ
の
た

め
今
泉
一
瓢
を
初
め
、北
澤
楽
天
な
ど
は
、明
治
後
期
に
使
わ
れ
な
く
な

っ
て
き
た﹁
漫
画
﹂と
い
う
言
葉
を
、特
に
北
斎
な
ど
の
過
去
の
表
現
と

の
つ
な
が
り
が
な
い
、新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
に
ふ
さ
わ
し
い
、自
由
に
意
味

を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
言
葉
と
し
て
使
っ
た
と
言
え
る
。

楽
天
と「
漫
画
」

　

北
澤
楽
天
が﹁
漫
画
﹂と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
ど
う
考
え
た
の
か
を
以

下
で
考
察
す
る
。楽
天
は
一
九
〇
五
年
か
ら
一
九
五
二
年
の
間
に
、自
分

独
自
の
漫
画
論
を
唱
え
る
文
章
、お
よ
び
自
分
が
活
躍
し
た
漫
画
界
を

振
り
返
る
回
想
録
を
若
干
執
筆
し
て
い
る

（
16
）

。ま
ず
、こ
れ
ら
の
文
章
に
お

け
る
楽
天
の﹁
漫
画
﹂の
見
方
に
注
目
す
る

（
17
）

。そ
の
中
に
楽
天
の﹁
漫
画
﹂

に
関
す
る
考
え
の
変
遷
は
あ
る
程
度
う
か
が
え
る
が
、そ
れ
よ
り
も
彼

の﹁
ポ
ン
チ
﹂お
よ
び
江
戸
時
代
の
視
覚
表
現
に
対
す
る
強
い
抵
抗
、そ

し
て
楽
天
が
そ
れ
に
抵
抗
す
る
た
め
に﹁
漫
画
﹂と
い
う
言
葉
を
使
用
し

た
と
い
う
主
張
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
た
い
。こ
れ
ら
の
文
章
か

ら
は
、特
に﹁
漫
画
﹂が
広
く
日
本
社
会
に
浸
透
し
た
一
九
二
〇
年
代
以

降
、楽
天
の﹁
漫
画
﹂と
い
う
言
葉
に
対
す
る
思
い
を
明
快
に
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
。し
か
し
、一
八
九
〇
年
代
か
ら
一
九
一
〇
年
代
に
か
け

て
、楽
天
の
手
紙
、そ
し
て
彼
が
所
属
し
た
新
聞
お
よ
び
雑
誌
に
お
け
る

﹁
漫
画
﹂と
い
う
言
葉
の
実
際
の
使
用
は
も
っ
と
曖
昧
で
あ
る
の
で
、最

後
に
こ
の
面
も
考
察
し
比
較
す
る
。こ
れ
に
よ
り
、楽
天
の
言
葉
づ
か
い

に
関
し
て
の
よ
り
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
あ
る
像
が
見
え
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
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楽
天
の
文
章
に
お
け
る「
漫
画
」の
意
味
と
使
用

　

楽
天
が
初
め
て
漫
画
表
現
に
つ
い
て
文
章
を
投
稿
し
た
一
九
〇
五
年

に
は﹁
漫
画
﹂で
は
な
く
、﹁
絵
画
﹂の
一
種
と
し
て﹁
滑
稽
諷
刺
も
の
﹂と

い
う
言
葉
を
使
っ
た
。﹁
漫
画
﹂と
い
う
言
葉
が
一
般
的
に
な
っ
た
一
九

二
〇
年
代
に
、楽
天
は
文
章
の
中
で﹁
漫
画
﹂﹁
漫
画
家
﹂﹁
漫
画
向
き
﹂と

い
う
語
を
使
っ
て
い
る
が
、彼
に
と
っ
て﹁
漫
画
﹂は
ま
だ
ユ
ー
モ
ア
の

媒
体
で
、主
に
諷
刺
あ
る
い
は
似
顔
絵
に
適
し
た
語
で
あ
っ
た
。一
九
二

〇
年
代
末
に
な
る
と
、彼
に
と
っ
て
の﹁
漫
画
﹂の
意
味
が
広
が
っ
た
。

﹁
現
在
で
は
漫
畫
の
解
釈
が
複
雑
に
な
つ
て
、可
成
り
多
種
多
様
の

要
素
を
含
ん
だ
絵
を
漫
畫
と
総
称
し
て
ゐ
る
﹂（
楽
天
、一
九
二
八

年
）。

　

楽
天
は
一
九
〇
二
年
に﹃
時
事
漫
画
﹄を
担
当
し
始
め
て
以
来
長
い
間
、

彼
が
言
う
と
こ
ろ
の
連
続
漫
画
を
描
き
続
け
た
が
、二
〇
年
代
に
入
っ

て
彼
に
師
事
し
た
麻
生
豊（
一
八
九
八
～
一
九
六
一
年
）の
四
コ
マ
漫
画

﹁
ノ
ン
キ
ト
ウ
サ
ン
﹂や
他
の
連
続
漫
画
が
人
気
と
な
っ
た
た
め
考
え
方

が
代
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。し
か
し
、漫
画
の
多
様
性
を
認
め
な
が
ら
も
、

連
続
漫
画
を
二
次
的
な
存
在
と
見
な
し
た
。漫
画
の
構
想
を
学
ぶ
た
め

に
は
有
利
な
道
具
に
は
な
る
が
、﹁
ス
ト
ー
リ
ー
を
主
と
す
る
も
の
﹂は

﹁
漫
画
の
本
格
的
な
も
の
で
は
な
い
﹂（
楽
天
、一
九
三
四
年
）。そ
れ
よ
り

も
諷
刺
漫
画
を
重
視
す
る
こ
と
が
必
要
で
、漫
画
に
は
政
治
と
経
済
の

問
題
を
取
り
上
げ
る﹁
大
き
な
使
命
﹂が
あ
り
、そ
し
て
国
境
を
超
え
る

力
が
あ
る
と
考
え
た
。

﹁
漫
画
は
そ
れ
程
の
威
力
の
あ
る
も
の
か
ら
、現
在
の
日
本
に
対
す

る
世
界
列
国
の
認
識
不
足
を
訂
正
す
る
に
は
、漫
画
が
最
も
有
力

な
役
割
を
務
め
得
る
の
で
あ
る
﹂（
楽
天
、一
九
三
四
年
）。

　

楽
天
が
一
九
二
〇
年
代
以
降
に
書
い
た
明
治
後
期
の
漫
画
界
に
つ
い

て
の
記
述
よ
り
、文
字
の
量
が
多
い
だ
け
で
は
な
く
、言
葉
づ
か
い
が
婉

曲
的
で
あ
る﹁
ポ
ン
チ
﹂お
よ
び
江
戸
時
代
の
視
覚
表
現
に
抵
抗
し
て
い

る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。楽
天
に
よ
る
と
文
字
の
少
な
い
漫
画
が
好
ま

し
く
、諷
刺
漫
画
の
場
合
、﹁
漫
画
家
は
、画え

に
物
を
言
わ
せ
る
と
い
う
事

を
心
掛
け
た
い
も
の
で
あ
る
﹂。そ
し
て
、連
続
漫
画
は﹁
説
明
な
し
で
、

ス
ト
ー
リ
ー
を
感
得
さ
せ
る
の
が
最
も
善
い
の
で
あ
る
﹂と
し
て
い
る
。

楽
天
に
と
っ
て
、﹁
漫
画
﹂は
特
に
日
本
の
伝
統
的
な
も
の
と
い
う
認
識

は
な
く
、先
行
の
日
本
人
漫
画
家
・
画
家
か
ら
学
ぶ
も
の
で
あ
る
と
は
思

わ
な
か
っ
た
。楽
天
は
明
治
初
期
と
そ
れ
以
前
の
諷
刺
画
家
の
言
葉
の

上
手
さ
を
し
ぶ
し
ぶ
認
め
な
が
ら
も
、明
治
時
代
に
入
る
と﹁
出
版
条
例

が
寛
大
に
な
つ
た
の
で
、巡
り
く
ど
く
云
ふ
必
要
が
な
く
﹂な
っ
た
と
彼

ら
の﹁
主
に
洒
落
で
、言
葉
の
裏
に
﹂諷
刺
を
込
め
る
方
法
を
批
判
し
た

（
楽
天
、一
九
二
八
年
）。

　

漫
画
を
学
ぶ
時
に
文
字
の
少
な
い
視
覚
表
現
、外
国
の
漫
画
を
手
本

と
し
て
倣
う
べ
き
だ
と
進
め
た
。好
例
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
シ
ャ

ヴ
ァ
ン
ヌ（P

ierre P
u
vis d

e C
h
avan

n
es 1824

～98

）
と
ド
ー

ミ
エ（H

o
n
o
ré

︱V
icto

rin
 D

au
m

ier 1808

～79

）、イ
ギ
リ
ス
人
漫

画
家
ス
ト
ル
ー
ブ（S

id
n
ey C

o
n
rad

 S
tru

b
e 1891

～1956

）、
米

国
人
グ
ル
イ
ア
ス
・
ウ
イ
リ
ア
ム（G

iu
yas W

illiam
 1888

～1982

）

を
挙
げ
た（
楽
天
、一
九
三
四
年

（
18
）

）︵
図
₂
︶。こ
の
記
述
の
約
三
十
三
年
前

に
今
泉
一
瓢
も
彼
の﹃
一
瓢
雑
話
﹄（
誠
之
堂
、一
九
〇
一
年
）の
中
で
同

じ
よ
う
に
漫
画
の
好
例
と
し
て﹁
西
洋
漫
画
﹂を
挙
げ
、オ
ー
ス
ト
リ
ア

人
漫
画
家
ハ
ン
ス
・
シ
ュ
リ
ー
ス
マ
ン（H

an
s S

ch
liessm

an
n
 

1852

～1920

）の
文
字
が
な
い
四
コ
マ
漫
画
を
本
の
口
絵
で
紹
介
し
た
。

楽
天
が
残
し
た
三
つ
の
回
想
録
の
中
に
は
、十
代
の
時
に
東
京
に
あ
っ

た
絵
画
研
究
所
大
幸
館
で
学
ん
だ
こ
と
や
、そ
し
て
横
須
賀
の
浮
世
絵

師
の
も
と
で
絵
を
学
ん
だ
こ
と
よ
り
も
、彼
が
外
国
人
の
漫
画
家
か
ら

学
ん
だ
こ
と
を
重
視
し
た
記
述
が
あ
る
。ま
た
、漫
画
家
の
フ
ラ
ン
ク
・

ナ
ン
キ
ベ
ル（F

ran
k A

. N
an

kivell 1869

～1959 

参
考
文
献
）に

学
ん
だ
後
、ナ
ン
キ
ベ
ル
が
有
力
な
米
国
漫
画
雑
誌﹃
パ
ッ
ク
﹄の
漫
画

家
に
な
っ
た
こ
と
を
楽
天
は
繰
り
返
し
て
記
述
し（
楽
天
、一
九
二
八
、

一
九
三
六
、一
九
五
二
）、自
分
の﹁
漫
画
﹂と
い
う
国
際
共
通
視
覚
言
語

の
技
法
に
お
け
る
権
威
を
主
張
し
た
。楽
天
に
と
っ
て
は
、﹁
漫
画
﹂は
普

遍
的
な
も
の
で
、そ
の
表
現
形
態
が
表
れ
る
こ
と
が
完
全
に
発
達
し
た

国
の
文
化
の
印
で
も
あ
る
と
考
え
た
。

　
﹁
ど
こ
の
国
で
も
ユ
ー
モ
ア
芸
術
は
文
化
の
爛
熟
期
に
一
番
後

れ
て
興
隆
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、明
治
の
初
期
よ
り
は
中
期
以

後
に
漫
画
が
勃
興
し
、大
正
昭
和
と
次
第
に
隆
盛
を
極
め
て
来
た

の
は
蓋
し
自
然
な
帰
趨
な
の
で
あ
る
﹂（
楽
天
、一
九
三
六
年

（
19
）

）。

　

楽
天
が
五
十
代
か
ら
晩
年
ま
で
に
書
い
た
文
章
の
中
で
、二
十
世
紀

初
頭
の
漫
画
界
を
振
り
返
る
時
に
は
必
ず
、﹁
ポ
ン
チ
﹂や
江
戸
時
代
の

表
現
に
抵
抗
し
た
う
え
で
の
自
分
の
活
躍
を
熱
烈
に
語
っ
て
い
る
。上

述
し
た
文
字
数
と
洒
落
だ
け
で
は
な
く
、楽
天
に
と
っ
て﹁
ポ
ン
チ
﹂の

問
題
の
特
徴
は
他
に
二
つ
あ
っ
た
。一
つ
は
漫
画
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
必

要
な
い
表
面
的
な
誇
張
で
あ
り
、も
う
一
つ
は﹁
ワ
イ
セ
ツ
﹂な
堕
落
し

た
表
現
が
多
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

図2	 楽天が漫画の見本／好例として挙げたシャバンヌの《肉商売の牛》
	 （代田収一編『東西漫画集―現代漫画大観6』中央美術社、1928年より転載）
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﹁
私
共
は
既
に
ポ
ン
チ
と
云
は
ず
、漫
畫
々
々
と
云
つ
て
ゐ
た
。

云
い
出
し
た
の
は
誰
れ
か
知
れ
な
い
。私
の
漫
畫
は
ポ
ン
チ
絵
の

反
対
に
行
き
た
い
、ポ
ン
チ
は
形
の
可
笑
し
み
、パ
ツ
ク

︱
漫
畫

は
内
容
の
可
笑
し
み
﹂（
楽
天
、一
九
二
八
年

（
20
）

）。

　

同
じ
文
章
で
楽
天
は
、一
九
〇
四
年（
実
際
は
一
九
〇
七
年
）に
終
刊

し
、三
十
年
間
の
歴
史
を
終
え
た
ユ
ー
モ
ア
雑
誌﹃
團
々
珍
聞
﹄と
入
れ

替
わ
る
よ
う
に
、漫
画
雑
誌﹃
東
京
パ
ッ
ク
﹄が
一
九
〇
五
年
に
創
刊
さ

れ
た
背
景
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

﹁
当
時
私
共
の
描
い
た
の
は
新
派
の
漫
画
で
あ
り
、團
珍
は
旧
派
の

代
表
機
関
だ
つ
た
。当
時
の
漫
画
界
に
は
、滑
稽
と
ワ
イ
セ
ツ
と
を

混
同
し
て
ゐ
る
風
が
著
し
い
の
を
見
て
、私
は
苦
々
し
く
思
つ
て

ゐ
た
。こ
れ
は
滑
稽
趣
味
を
堕
落
さ
せ
る
も
の
と
思
つ
た
の
で
、何

と
か
し
て
漫
畫
界
革
新
を
計
り
度
い
も
の
と
考
へ
⋮
⋮
﹂（
楽
天
、

一
九
二
八
年
）。

　

楽
天
は
江
戸
時
代
の
文
化
の
表
現
を
陳
腐
な
も
の
と
し
て
見
て
お
り
、

﹁
ポ
ン
チ
﹂は
そ
れ
を
逸
脱
し
た
表
現
で
は
な
い
と
考
え
た
。﹃
東
京
パ
ッ

ク
﹄を
創
刊
す
る
際
、出
版
社
は
こ
の
新
し
い
雑
誌
名
を﹃
た
ぬ
き
﹄と
し

よ
う
と
し
た
が
、楽
天
に
と
っ
て﹁
た
ぬ
き
﹂に
は﹁
旧
き
江
戸
趣
味
﹂の

雰
囲
気
が
あ
る
う
え
、﹁
ポ
ン
チ
﹂を
連
想
さ
せ
る
名
前
で
あ
っ
た
。﹁
ポ

ン
チ
の
名
称
を
抹
殺
﹂し
よ
う
と
す
る
楽
天
が﹃
た
ぬ
き
﹄と
い
う
雑
誌

名
に
強
く
反
対
し
た
の
で
、
そ
の
代
わ
り
に
ア
メ
リ
カ
の
雑
誌﹃
パ
ッ

ク
﹄の
名
前
を
流
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る（
楽
天
、一
九
二
八
、

一
九
三
六
年
）。楽
天
に
よ
る﹁
ポ
ン
チ
﹂と
い
う
言
葉
自
体
を
排
斥
し
よ

う
と
す
る
活
動
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
明
治
末
期
に﹁
ポ
ン

チ
﹂の
代
わ
り
に﹁
漫
画
﹂と
い
う
語
を
使
う
人
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、新
聞﹃
萬
朝
報
﹄に
掲
載
さ
れ
た
政
治
諷
刺
画

は
ま
だ﹁
は
が
き
ポ
ン
チ
﹂と
題
さ
れ
続
け
た
。楽
天
は﹁
ポ
ン
チ
﹂の
代

わ
り
に﹁
漫
画
﹂を
使
う
よ
う
に
苦
情
の
手
紙
を﹃
萬
朝
報
﹄に
送
っ
て
い

る（
楽
天
、一
九
三
六
年
）。

　

楽
天
が
漫
画
の
ル
ー
ツ
を
江
戸
期
に
お
い
た
の
は
一
回
の
み
で
、一

九
五
二
年
に﹁
日
本
の
い
ま
の
漫
画
の
、そ
も
そ
も
の
は
じ
め
は
江
戸
時

代
の
鳥
羽
絵
で
あ
る
。﹂と
い
う
文
章
に
お
い
て
だ
。し
か
し
、こ
れ
は
彼

の
他
の
記
述
と
矛
盾
し
て
い
る
。同
じ
文
章
中
で
は
、﹁
漫
画
﹂と
い
う
言

葉
が
古
く
か
ら
あ
っ
た
と
述
べ
、﹃
北
斎
漫
画
﹄に
言
及
す
る
が
、意
味
が

異
な
る
と
指
摘
す
る（
楽
天
、一
九
五
二
年
）。

　

こ
う
し
て
、楽
天
は
特
に
昭
和
時
代
に
入
っ
て
か
ら
、﹁
漫
画
﹂と
い
う

言
葉
の
導
入
と
反﹁
ポ
ン
チ
﹂お
よ
び
反
江
戸
時
代
表
現
を
主
張
し
続
け

た
。し
か
し
、人
が
回
想
録
お
よ
び
自
伝
を
書
く
時
に
は
、同
時
代
の
読

者
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
り
、自
分
の
業
績
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
に
強

調
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、逆
に
何
も
語
ら
ず
黙
秘
す
る
こ
と
も

あ
る
。ま
た
、過
去
の
い
く
つ
か
の
出
来
事
か
ら
選
択
し
て
物
語
を
形
成

す
る
こ
と
も
あ
る
。つ
ま
り
、一
種
の﹁
主
観
的
な
事
実
﹂に
な
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。結
論
を
出
す
前
に
、よ
り
客
観
的
な
視
線
で
一
八
九
〇
年

代
か
ら
一
九
二
〇
年
代
に
か
け
て
の
楽
天
の
実
際
の
言
葉
づ
か
い
を
あ

ら
た
め
て
見
て
み
よ
う
。な
お
、楽
天
の
漫
画
が
掲
載
さ
れ
た
新
聞
と
雑

誌
に
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
は
必
ず
し
も
楽
天
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

出
版
社
と
編
集
者
、漫
画
家
間
の
関
係
は
不
透
明
で
あ
り
、楽
天
の
場
合
、

意
見
が
合
わ
な
い
ケ
ー
ス
が
明
ら
か
に
あ
っ
た

（
21
）

が
、楽
天
は
多
く
の
場

合
、主
筆
、担
当
者
あ
る
い
は
編
集
者
の
立
場
に
あ
っ
た
の
で
、言
葉
づ

か
い
に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
た

（
22
）

。

楽
天
に
よ
る「
漫
画
」と
い
う
言
葉
の
つ
か
い
方

　

楽
天
は
自
作
品
が
江
戸
時
代
の
表
現
、あ
る
い
は
そ
れ
に
類
似
し
た

表
現
と
は
異
な
る
こ
と
を
意
識
し
、区
別
を
す
る
た
め﹁
漫
画
﹂と
い
う

言
葉
の
使
用
を
進
め
た
と
主
張
し
た
が
、こ
の
言
葉
が
一
般
的
に
な
っ

た
一
九
二
〇
年
代
ま
で
、彼
と
彼
が
属
し
た
新
聞
や
雑
誌
の
実
際
の
言

葉
づ
か
い
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。

　

楽
天
が
一
八
九
五
年
に
横
浜
市
に
あ
っ
た
英
字
新
聞﹃
ボ
ッ
ク
ス
・
オ

ブ
・
キ
ュ
リ
オ
ス
﹄に
漫
画
家
・
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
と
し
て
入
社
し
た

時
、両
親
宛
に
葉
書
や
手
紙
を
書
い
て
い
る
。そ
の
中
で
は﹁
漫
画
﹂と
い

う
言
葉
を
使
わ
ず
、手
紙
に
お
い
て
は
自
作
品
を﹁
画
﹂と
呼
び
、葉
書
に

お
い
て
は
自
分
の
デ
ビ
ュ
ー
政
治
漫
画
を﹁
図
﹂と
表
記
し
て
い
る

（
23
）

。一

八
九
九
年
に
楽
天
は﹃
時
事
新
報
﹄新
聞
社
に
入
社
し
た
。カ
リ
カ
チ
ュ

ア
技
法
を
学
び
に
ア
メ
リ
カ
東
海
岸
に
留
学
し
た
後﹁
米
国
漫
画
士
﹂と

自
称
し
た
今
泉
一
瓢
が
一
八
九
〇
年
に
こ
の
新
聞
社
に
入
社
し
て
か
ら
、

時
折﹁
漫
画
﹂と
い
う
言
葉
が
紙
上
に
表
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。清
水
勲

に
よ
る
と
、初
見
は
一
八
九
〇
年
二
月
十
一
日
掲
載
の
、﹁
寓
意
漫
画
﹂と

題
さ
れ
た
小
林
清
親
に
よ
る
一
コ
マ
政
治
漫
画
で
あ
る

（
24
）

。次
の
約
十
年

間
、﹁
漫
画
﹂と
い
う
言
葉
は
、と
き
た
ま
今
泉
一
瓢
の
漫
画
と
海
外
の
新

聞
か
ら
転
載
さ
れ
た
一
コ
マ
か
ら
四
コ
マ
漫
画
の
題
名
に
お
い
て
使
用

さ
れ
た
。病
弱
だ
っ
た
今
泉
一
瓢
の
代
わ
り
と
し
て
一
八
九
九
年
に
楽

天
が
入
社
し
、漫
画
を
描
き
始
め
て
い
る
。そ
の
後
の
二
年
半
、楽
天
の

漫
画
や
イ
ラ
ス
ト
が
頻
繁
に
掲
載
さ
れ
て
は
い
た
が
、楽
天
が
担
当
す

る
日
曜
版
の
付
録﹁
時
事
漫
画
﹂が
始
ま
る
ま
で
、﹁
漫
画
﹂と
い
う
呼
び

方
は
一
回
も
使
わ
れ
な
か
っ
た
。一
九
〇
〇
年
一
月
一
日
に
楽
天
は
新

し
い﹁
ポ
ン
チ
畫
家
﹂と
し
て
読
者
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
、今
泉

一
瓢
と
同
様
に
西
洋
漫
画
に
範
を
取
り
、文
字
の
少
な
い
絵
を
中
心
に
、

も
う
一
つ
の
西
洋
漫
画
の
要
素
で
あ
る
ロ
ー
マ
字
の
サ
イ
ン
も
よ
く
使

用
す
る
な
ど
、故
意
に
日
本
の
視
覚
的
文
化
の
伝
統
と
の
区
別
を
表
現

し
た

（
25
）

。

　

一
九
〇
二
年
一
月
十
二
日
に
初
め
て
楽
天
に
よ
る
一
頁
全
面
の
日
曜

版
の
漫
画
欄﹁
時
事
漫
画
﹂が
掲
載
さ
れ
た
。そ
の
後
三
年
間
に
渡
っ
て

描
き
続
け
て
い
る
う
ち
に
、様
々
な
形
の
漫
画
表
現
が﹁
時
事
漫
画
﹂欄

に
掲
載
さ
れ
た
。一
コ
マ
か
ら
十
コ
マ
以
上
の
コ
マ
漫
画（
楽
天
は
当
時

﹁
続

つ
づ
き

畫ゑ

﹂と
呼
ん
で
い
た
）、様
々
な
実
験
的
な
コ
マ
の
構
成
、海
外
の
コ
マ

漫
画
、そ
し
て
た
ま
に
政
治
漫
画
が
あ
っ
た
。さ
ら
に﹁
懸け

ん

賞
し
や
う

考
か
ん
が
へ

物も
の

﹂

と
い
う
題
で
読
者
か
ら
の
投
稿
コ
マ
漫
画
、読
者
の
加
筆
に
よ
っ
て
完

成
さ
せ
る
漫
画
や
パ
ズ
ル
も
あ
っ
た︵
図
₃
︶。
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こ
こ
で
は
じ
め
て
楽
天
は﹁
漫
画
﹂と
い
う
言
葉
を
使
い
始
め
る
。お

そ
ら
く
、楽
天
は
こ
の
言
葉
を
使
っ
た
こ
と
の
あ
る﹃
時
事
新
報
﹄か
ら

受
け
継
い
だ
の
だ
ろ
う
。﹁
時
事
漫
画
﹂で
も
そ
の
言
葉
を
使
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
、楽
天
は
一
九
三
六
年
の
回
想
録
に
お
い
て
自
分
の
判
断
だ

っ
た
と
主
張
す
る
が
、彼
の
一
九
五
二
年
の
回
想
録
に
は
、当
時
の﹃
時

事
新
報
﹄は﹁
官
報
の
よ
う
に
几
帳
面
す
ぎ
る
と
い
う
定
評
が
あ
り
、そ

れ
を
緩
ら
げ
る
為
に
は
、ア
メ
リ
カ
の
新
聞
の
日
曜
日
付
録
の
カ
リ
カ

チ
ャ
ー
が
一
番
よ
ろ
し
い
と
い
う
の
で
﹂最
初
は
今
泉
一
瓢
が
と
き
ど

き﹁
社
会
諷
刺
画
﹂
を
描
い
て
い
た
と
あ
り
、
そ
の
後
、
楽
天
が
選
ば
れ

﹁
ア
メ
リ
カ
の
物
語
式
に
、人
物
に
性
格
を
与
え
、四
コ
マ
か
ら
八
コ
マ

く
ら
い
の
、物
語
風
の
連
続
漫
画
﹂の
あ
る
付
録
を
つ
く
り
、そ
れ
を﹁
漫

画
﹂と
題
す
る
こ
と
は
新
聞
社
と
の
相
談
の
上
決
ま
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

﹁
こ
れ
は
今
ま
で
の
ポ
ン
チ
絵
と
は
、ぜ
ん
ぜ
ん
趣
を
異
に
し
て
い

る
の
で
、編
集
局
で
協
議
の
末
、時
事
漫
画
と
名
付
け
た
。こ
れ
が

新
聞
漫
画
の
先
駆
で
あ
っ
た
。﹂（
楽
天
、一
九
五
二
年
）

　

こ
の
よ
う
に﹁
時
事
漫
画
﹂を
新
し
い
も
の
と
し
て
意
識
し
な
が
ら
も
、

楽
天
は﹁
ポ
ン
チ
﹂
を
し
ば
ら
く
使
い
続
け
た
。
第
一
回
目
の﹁
時
事
漫

画
﹂に﹁
時
事
漫
画
能
書
﹂と
い
う
冗
談
半
分
に
書
か
れ
た
宣
伝
文
が
載

っ
て
い
る
。こ
の
宣
伝
文
に
は﹁
漫
画
﹂が
も
た
ら
す
良
い
効
果
が
列
挙

さ
れ
て
い
る
。例
え
ば
、漫
画
は
薬
の
よ
う
に
病
を
直
し
、善
根
を
養
い
、

そ
し
て
、漫
画
に
よ
る
啓
発
で
漫
画
を
愛
す
る
人
は
出
世
し
、漫
画
を
愛

す
る
国
は
豊
か
に
な
る
。従
っ
て
、欧
米
に
お
け
る
繁
栄
し
た
国
々
で
は

漫
画
が
盛
ん
で
あ
る
。題
名
の﹁
漫
画
﹂と
い
う
字
の
上
に﹁
ま
ん
く
わ
﹂

と
い
う
ル
ビ
が
付
い
て
い
る
が
、そ
れ
以
外
の
七
回
に
は﹁
漫
画
﹂の
上

に﹁
ポ
ン
チ
ゑ
﹂と
あ
る
。こ
の
後
に
も
時
﹁々
時
事
漫
画
﹂の
中
に﹁
ポ
ン

チ
寫
眞
﹂と
い
う
似
顔
絵

（
26
）︵
図
₄
︶や
、外
国
の
新
聞
や
雑
誌
か
ら
転
載
さ

れ
た﹁
外
國
ポ
ン
チ
﹂な
ど
に
も﹁
ポ
ン
チ
﹂の
文
字
が
あ
る
。

　
﹃
時
事
新
報
﹄で
自
由
に
政
治
漫
画
を
描
け
な
い
状
況
に
不
満
を
感
じ

た
楽
天
は
、一
九
〇
五
年
に
出
版
者
中
村
有
楽
と
と
も
に
漫
画
雑
誌﹃
東

京
パ
ッ
ク
﹄を
作
り
、七
年
間
そ
の
主
筆
を
務
め
た
。楽
天
は
以
前
よ
り

も
数
多
く
の
政
治
漫
画
を
描
け
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、﹃
東
京
パ
ッ
ク
﹄

図3	「時事漫画」欄（『時事新報』1903年（明治36年）３月７日号）

図4	〈左〉「ポンチ寫眞」のモデルとなったと考えられる米国『Puck』誌の「Puck-
ographs」（つまり「パック写真」）似顔絵シリーズの例：Nankivell「Pucko-
graphs.―XXV」（ウイルヘルム2世）（『Puck』1899年11月 8日）

　　　〈右〉Y.	 Kitazawa「ポンチ寫眞」（上：歌舞伎俳優の市川團十郎、下：尾上菊
五郎）（『時事新報』1902年（明治35年）３月23日号、「時事漫画」欄）
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は
一
コ
マ
ギ
ャ
グ
漫
画
お
よ
び
コ
マ
漫
画
も
売
り
物
に
し
た
多
色
刷
の

雑
誌
で
、読
者
の
投
稿
漫
画
だ
け
で
は
な
く
、新
し
い﹁
漫
画
師
﹂も
養
成

し
始
め
、﹁
時
事
漫
画
﹂よ
り
も
多
様
性
の
あ
る
漫
画
表
現
を
発
表
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。人
気
を
博
し
た﹃
東
京
パ
ッ
ク
﹄を
模
倣
す
る
雑
誌
も

幾
つ
か
表
れ
た
。

　
﹃
東
京
パ
ッ
ク
﹄に
お
い
て
は
漫
画
の
呼
び
方
は
統
一
し
て
い
な
か
っ

た
。創
刊
後
の
最
初
の
一
年
間
、新
聞
広
告
の
中
に﹁
日
本
一
の
漫
画
雑

誌
﹂﹁
日
本
唯
一
の
漫
画
雑
誌
‼
﹂（﹃
朝
日
新
聞
﹄一
九
〇
五
年
四
月
十
七

日
）と
あ
る
よ
う
に
、﹁
漫
画
﹂と
い
う
言
葉
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

う
か
が
え
る
。し
か
し
、こ
れ
は﹁
漫
画
﹂が
日
本
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、

欧
米
が
範
を
作
り
国
境
を
超
え
る
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
た
。例
え
ば
、﹁
世
界
の
一
等
國
に
は
各
代
表
的
な
漫
画
雑
誌
が

あ
り
ま
す
。英
國
に
は
倫
敦
ポ
ン
チ
、米
国
に
は
紐
育
パ
ツ
ク
、日
本
に

は
東
京
パ
ツ
ク
出
て
て
日
本
も
瘉
々
世
界
の
一
等
國
と
な
り
ま
し
た
﹂

﹁
東
洋
代
表
的
大
漫
画
雑
誌
﹂（﹃
朝
日
新
聞
﹄一
九
〇
六
年
三
月
五
日
）の

よ
う
な
宣
伝
文
が
あ
っ
た︵
図
₅
︶。雑
誌
の
二
年
目
に
楽
天
は
自
分
の

職
業
を﹁
漫
画
師
﹂と
し
、﹁
漫
画
﹂の
コ
ン
テ
ス
ト
も
開
催
し
た
。し
か
し
、

実
際
に
は
全
体
を
通
し
て
こ
の
雑
誌
に﹁
漫
画
﹂と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り

使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。創
刊
号
の
序
文
に﹁
漫
画
雑
誌
﹂で
は
な
く﹁
絵

画
雑
誌
﹂と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
、﹁
ポ
ン
チ
畫ゑ

﹂の
投
稿
者
を
募
集
し
て

い
る
。雑
誌
の
最
初
の
三
年
間
、﹁
字
ポ
ン
チ
﹂﹁
俳
優
ポ
ン
チ
﹂﹁
ポ
ン
チ

話
﹂﹁
ポ
ン
チ
珍
談
﹂と
題
さ
れ
た
滑
稽
話
の
コ
ラ
ム
が
頻
繁
に
現
れ
た
。

一
九
〇
七
年
に
山
本
鼎
は
こ
の
雑
誌
を
振
り
返
っ
た
批
評
で
、第
一
号

に
掲
載
さ
れ
て
い
た
不
要
な
文
字
や﹁
劣
等
な
る
地
口
画
﹂を
批
判
し
、

﹁
俗
悪
な
る
舊
趣
味
を
脱
し
難
き
か
と
思
い
ひ
﹂と
述
べ
た
が
、山
本
に

よ
る
と
こ
の
よ
う
な
江
戸
的
な
要
素
は
そ
の
後
の
号
か
ら
少
し
ず
つ
消

え
て
い
く

（
27
）

。山
本
が
考
察
し
た
範
囲
の
後
の
号
に﹁
ポ
ン
チ
﹂の
使
用
も

減
っ
て
い
っ
た
。

　

し
か
し
、一
九
一
四
年
ま
で
に
、こ
の
雑
誌
や
そ
の
後
刊
行
さ
れ
た
雑

誌
で
一
番
重
視
さ
れ
、よ
く
使
わ
れ
た
言
葉
は﹁
パ
ッ
ク
﹂で
あ
る
。雑
誌

を
代
表
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
は
パ
ッ
ク
博
士
、パ
ッ
ク
大
博
士
、

伯パ
ッ

駆ク

子し

、パ
ッ
ク
太
子
と
名
付
け
ら
れ
、そ
の
時
々
で
使
い
分
け
ら
れ
た
。

ま
た
、﹁
パ
ッ
ク
﹂に
は﹃
東
京
パ
ッ
ク
﹄の
漫
画
を
意
味
す
る
場
合
も
あ

れ
ば
、漫
画
の
ス
タ
イ
ル
を
意
味
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。例
え
ば
、﹁
パ
ツ

ク
畫
﹂、﹁
パ
ツ
ク
的
漫
畫
﹂、﹁
パ
ッ
ク
式
﹂。お
そ
ら
く
、こ
の
外
来
語
を

選
択
し
た
の
は﹁
旧
き
江
戸
趣
味
﹂と﹁
ポ
ン
チ
﹂だ
け
で
は
な
く
、ま
た

﹁
時
事
漫
画
﹂よ
り
も
新
し
い
も
の
と
し
て
区
別
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。

　

一
九
一
二
年
に﹃
東
京
パ
ッ
ク
﹄の
出
版
権
が
出
版
者
に
よ
っ
て
売
ら

れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
苦
い
経
験
を
し
た
そ
の
す
ぐ
後
、楽
天
は﹃
東
京

パ
ッ
ク
﹄の
主
筆
を
辞
め
、新
た
に﹃
家
庭
パ
ッ
ク
﹄と﹃
楽
天
パ
ッ
ク
﹄を

創
刊
し
た
。﹃
家
庭
パ
ッ
ク
﹄の
創
刊
号（
一
九
一
二
年
七
月
一
日
）に
、楽

天
は
当
時
ま
で﹁
パ
ッ
ク
﹂と
同
時
に﹁
漫
画
﹂を
発
達
し
広
め
よ
う
と
し

た
苦
労
に
つ
い
て﹁
折
角
發
達
し
か
け
た
パ
ツ
ク
道
漫
畫
道
の
為
を
思

図5	「東洋代表的大漫画雑誌」という宣伝文のある「東京パック」の全面広告（『朝日新聞』（朝刊）1906年（明治39年）３月５日、第一面）
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わ
ぬ
薄
情
者
と
唄
は
る
る
﹂語
っ
て
い
る
。し
か
し
、﹁
ポ
ン
チ
﹂は
ま
だ

完
全
に
消
え
て
い
な
か
っ
た
。
一
九
一
四
年
に
楽
天
は
再
び﹃
時
事
新

報
﹄に
勤
め
始
め
る
。同
年
の﹃
楽
天
パ
ッ
ク
﹄第
三
巻
第
一
号（
一
九
一

四
年
一
月
一
日
）に
掲
載
さ
れ
た﹃
時
事
新
報
﹄の
広
告︵
図
₆
︶に﹁
面
し

ろ
い
ポ
ン
チ
﹂﹁
楽
天
の
ポ
ン
チ
畫
は
判
り
易
く
て
面
白
し
﹂と
書
い
て

あ
る
が
、こ
こ
で
売
り
文
句
に
し
て
い
る﹁
判
り
易
﹂さ
と
は
他
の﹁
ポ
ン

チ
﹂と
区
別
す
る
た
め
で
あ
る
。文
字
と
洒
落
の
多
い
江
戸
文
化
の
要
素

の
あ
る
従
来
の﹁
ポ
ン
チ
﹂と
は
異
な
り
、宮
本
が
い
う﹁
漫
画
﹂と
類
似

し
た
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。

　

一
九
一
四
年
に﹃
家
庭
パ
ッ
ク
﹄と﹃
楽
天
パ
ッ
ク
﹄が
廃
刊
に
な
っ
た
。

同
じ
年
に
、楽
天
は﹃
時
事
新
報
﹄に
戻
り
、﹃
子
供
之
友
﹄に
も
勤
め
始
め

た
。こ
の
頃
よ
り﹁
パ
ッ
ク
﹂と
い
う
言
葉
か
ら
距
離
を
置
く
よ
う
に
な

る
。絵
本
・
絵
雑
誌
の
研
究
者
三
宅
興
子
に
よ
る
と
、当
時
子
ど
も
向
け

の
出
版
物
に﹁
ポ
ン
チ
﹂が
ま
だ
盛
ん
に
載
っ
て
い
た
が
、北
澤
楽
天
が

絵
画
主
任
に
な
っ
た﹃
子
供
之
友
﹄か
ら
は﹁
ポ
ン
チ
﹂は
ど
ん
ど
ん
消
え

て
い
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る

（
28
）

。一
九
一
二
年
か
ら﹃
朝
日
新
聞
﹄で﹁
漫
画

漫
文
﹂と
い
う
言
葉
を
使
い
始
め
た
岡
本
一
平
が﹁
漫
画
﹂と
い
う
言
葉

を
広
め
る
活
動
を
始
め
、一
九
一
五
年
か
ら
岡
本
を
中
心
に
始
ま
っ
た

﹁
東
京
漫
画
会
﹂お
よ
び﹁
漫
画
祭
﹂運
動
に
楽
天
も
他
の
漫
画
家
と
一
緒

に
参
加
す
る
よ
う
に
な
る
。一
〇
年
代
後
半
か
ら
楽
天
は
も
っ
ぱ
ら﹁
漫

画
﹂を
使
っ
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。一
九
二
一
年
に
楽
天
は﹃
時
事
新
報
﹄

で
複
数
頁
多
色
刷
の
日
曜
版
の
付
録
と
し
て﹁
時
事
漫
画
﹂を
復
活
さ
せ

た
。

最
後
に

　

実
際
に
は
、楽
天
は
回
想
録
に
記
述
す
る
程
き
っ
ぱ
り﹁
ポ
ン
チ
﹂と

い
う
言
葉
を
や
め
て
い
な
か
っ
た
。﹃
時
事
新
報
﹄に
入
る
前
か
ら
江
戸

の
視
覚
文
化
の
表
現
を
、解
り
に
く
さ
、必
要
で
な
い
洒
落
、意
味
の
な

い
誇
張
、猥
褻
な
表
現
な
ど
の
面
で
否
定
し
、そ
の
代
わ
り
に
、彼
が﹁
一

等
国
﹂の
共
通
し
た
視
覚
的
表
現
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
外
国
の
漫
画

か
ら﹁
漫
画
﹂
の
範
を
取
っ
た
。
そ
し
て﹁
旧
派
﹂
で
あ
る﹁
旧
き
江
戸
趣

味
﹂を
背
負
っ
た﹁
ポ
ン
チ
﹂を
避
け
る
姿
勢
は
ど
ん
ど
ん
強
ま
っ
て
い

っ
た
。最
初
は﹃
時
事
新
報
﹄か
ら
受
け
継
い
だ﹁
漫
画
﹂と
い
う
言
葉
を

使
用
し
て
い
た
が
、さ
ら
に
区
別
を
付
け
る
た
め
に﹁
パ
ッ
ク
﹂と
い
う

言
葉
を
使
用
し
始
め
た
。し
か
し
、﹁
パ
ッ
ク
﹂と
題
さ
れ
た
雑
誌
か
ら
離

れ
、﹁
漫
画
﹂
と
い
う
言
葉
が
社
会
に
浸
透
し
始
め
る
と
、
楽
天
に
よ
る

﹁
漫
画
﹂と
い
う
言
葉
の
使
用
も
定
着
し
た
。楽
天
に
と
っ
て﹁
漫
画
﹂は
、

﹁
旧
き
江
戸
趣
味
﹂を
感
じ
さ
せ
な
い
、新
し
い
表
現
を
意
味
づ
け
ら
れ

る
言
葉
で
あ
っ
た
。冒
頭
に
引
用
し
た
鳥
瞰
生
が
一
九
〇
九
年
に
書
い

た
記
事
に
は
楽
天
の﹃
東
京
パ
ッ
ク
﹄の
漫
画
を
誉
め
な
が
ら
も
、楽
天

は
ア
メ
リ
カ
の
漫
画
雑
誌
に
範
を
取
っ
た
だ
け
で
、ド
イ
ツ
お
よ
び
フ

ラ
ン
ス
の
漫
画
雑
誌
ほ
ど
洗
練
さ
れ
て
い
な
い
と
あ
る
。楽
天
と
同
じ

よ
う
に
模
範
的
な
漫
画
は
外
国
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
、そ
し
て
国
民

に
と
っ
て
は﹁
漫
画
﹂と
い
う
言
葉
が
ま
だ
新
し
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い

概
念
だ
と
示
唆
す
る
。

　

要
す
る
に
、楽
天
は﹁
漫
画
﹂と
い
う
言
葉
の
普
及
に
大
き
な
役
割
を

果
た
し
た
が
、彼
が
こ
の
言
葉
を
使
用
す
る
の
は
、彼
の
漫
画
は
江
戸
の

視
覚
文
化
と
の
間
に
何
ら
連
続
性
が
な
く
、む
し
ろ
そ
れ
と
の
決
別
を

意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。こ
れ
は
江
戸
時
代
の
視
覚
文
化
の
表
現

形
態
が
現
在
の
マ
ン
ガ
文
化
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
す
る
歴
史
観
に
お

い
て
見
逃
し
て
し
ま
う
多
く
の
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。

註（
₁
）Elkin

s, Jam
es. S

tories of A
rt. N

ew
 Y

o
rk : R

o
u
tled

ge, 2002.

（
₂
）鳥
瞰
生﹁
当
世
画
論（
卅
）北
澤
楽
天
氏
﹂﹃
読
売
新
聞
﹄一
九
〇
九
年
一
月
七
日
。

（
₃
）こ
の
主
張
の
出
典
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。http

 : //ja. w
ikip

ed
ia. o

rg/w
iki/

鳥

獣
人
物
戯
画（
参
照
二
〇
一
一
年
八
月
三
日
）。

（
₄
）http

 : //w
w

w
. h

o
ku

sai. gr. jp

（
参
照
二
〇
一
一
年
八
月
三
日
）。

（
₅
）な
お
、こ
の
本
の
著
者
は﹃
北
斎
漫
画
﹄は
現
代
マ
ン
ガ
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
理
由
と
し
て
、﹁
小こ

間ま
（
枠わ

く

）の
内
に
描
か
れ
た
﹂こ
と
や﹁
教
養
の
高
い
当
時
の
民

衆
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
た
﹂こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
い
る（
六
～
七
頁
）。

（
₆
）宮
本
大
人
が
こ
の
歴
史
観
を
問
題
化
す
る
論
文
と
エ
ッ
セ
ー
と
し
て
は
次
の
も
の
が

挙
げ
ら
れ
る
。宮
本﹁﹃
漫
画
﹄の
起
源 

不
純
な
領
域
と
し
て
の
成
立
﹂﹃
週
刊
朝
日
百

科 

世
界
の
文
学
₁₁₀
テ
ー
マ
編 

マ
ン
ガ
と
文
学
﹄二
〇
〇
一
年
八
月
、二
九
二
～
二
九

五
頁
。宮
本﹁﹁
ポ
ン
チ
﹂と﹁
マ
ン
ガ
﹂、そ
の
新
聞
と
の
関
わ
り
﹂、ニ
ュ
ー
ス
パ
ー
ク

（
日
本
新
聞
博
物
館
）編﹃
新
聞
漫
画
の
眼
︱
人 

政
治 

社
会
﹄横
浜
、日
本
新
聞
博
物

館
、二
〇
〇
三
年
、一
〇
六
～
一
〇
九
頁
。宮
本﹁﹁
ポ
ン
チ
﹂か
ら﹁
漫
画
﹂へ

︱
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ズ
ム
と﹁
美
術
﹂の
間
で
表
現
を
磨
く
﹂、宮
地
正
人
監
修﹃
明
治
時
代
館
﹄〈
ビ

ジ
ュ
ア
ル
・
ワ
イ
ド
〉、小
学
館
、二
〇
〇
五
年
、三
九
〇
～
三
九
一
頁
。宮
本﹁
歴
史
研

究
﹂、夏
目
房
之
介
・
竹
内
オ
サ
ム
編﹃
マ
ン
ガ
学
入
門
﹄京
都
、ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、二

〇
〇
九
年
、九
六
～
一
〇
一
頁
が
あ
る
。他
の
研
究
者
と
研
究
の
例
は
、呉
智
英﹃
現
代

マ
ン
ガ
の
全
体
像
﹄
情
報
セ
ン
タ
ー
出
版
局
、
一
九
八
六
年
／B

ern
d
t, Jaq

u
e-

lin
e. 
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ics 

to
 P

rem
o
d
ern

 A
rt.

” S
ign

s

（1 : 1

） 2007. p
p
. 33

︱47

が
あ
る
。

（
₇
）“Jap

an
ese A

rt

” T
h
e E

ven
in

g T
elegram

︱N
ew

 Y
ork, Ju

ly 5, 1887.

（
₈
）Ad

ach
i K

in
n
o
su

ke. 

“Th
e K

n
ack o

f M
akin

g Jap
an

ese L
au

gh
.

” 

N
ew

 Y
ork T

ribu
n
e, N

o
v. 6, 1921.

（
₉
）Sch

o
d
t, F

red
erick L

. M
an

ga  ! M
an

ga  ! T
h
e W

orld
 of Jap

an
ese 

C
om

ics. T
o
kyo

 : K
o
d
an

sh
a In

tern
atio

n
al, 1983.

図6	『時事新報』の広告（部分）（『楽天パック』1914年１月１日号）
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（
10
）
近
年
の
例
は
、
ブ
リ
ジ
ッ
ト
・
リ
シ
ャ
ー
ル＝

小
山（K

o
yam

a

︱R
ich

ard
, B

ri-

gitte

）
の
著
書O

n
e T

h
ou

san
d
 Y

ears of M
an

ga. P
aris : F

lam
m

ari-

o
n
, 2007

と
社
会
学
者
伊
藤
琴
子
の
論
文Ito

, K
in

ko
. 

“Man
ga in

 Jap
an

ese 

H
isto

ry.
” In

 W
illiam

s ed
. Jap

an
ese V

isu
al C

u
ltu

re. A
rm

o
n
k : M

. 

E
. S

h
arp

e, 2008, p
p
. 26

︱47 

が
あ
る
。美
学
者
ジ
ャ
ク
リ
ー
ヌ
・
ベ
ル
ン
ト
は

こ
の
問
題
を
、特
に﹁
北
斎
漫
画
﹂と
の
関
係
か
ら
批
判
的
に
取
り
上
げ
た
こ
と
が
あ

る（B
ern

d
t, 

Ja
q
u
elin

e. 

“Ma
n
ga

 
a
n
d
 

“Ma
n
ga

” : 
C

o
n
tem

p
o
ra

ry 

Ja
p
a
n
ese 

C
o
m

ics 
a
n
d
 
th

eir 
D

is / sim
ila

rities 
w

ith
 
H

o
ku

sa
i

’s 

M
an

ga.

” Jab
lo

n
ski et. al. ed

s, C
ivilization

 of E
volu

tion
, C

ivili-

zation
 of R

evolu
tion

, M
etam

orp
h
oses in

 Jap
an

 1900

︱2000. K
ra-

ko
w

 : m
an

ggh
a / M

u
seu

m
 o

f Jap
an

ese A
rt an

d
 T

ech
n
o
lo

gy, 2009 

p
p
. 210

︱222

）。

（
11
）Elkin

s, Jam
es. S

tories of A
rt. N

ew
 Y

o
rk ; R

o
u
tled

ge, 2002.

（
12
）細
木
原
青
起﹃
日
本
漫
画
史
﹄雄
山
閣
、一
九
二
四
年
。細
木
原
青
起
・
水
島
爾
保
布
編

﹁
日
本
漫
画
集  

藤
原
時
代

︱
明
治
時
代
﹂、代
田
収
一
編﹃
東
西
漫
画
集  

現
代
漫

画
大
観
₆
﹄中
央
美
術
社
、一
九
二
八
年
、六
五
～
一
七
二
頁
。

（
13
）細
木
原
青
起
・
水
島
爾
保
布
編（
一
九
二
八
年
）／
清
水
勲﹃
漫
画
の
歴
史
﹄岩
波
新
書
、

一
九
九
一
年
な
ど
を
参
照
。

（
14
）一
つ
の
簡
単
な
例
は﹁
手
﹂と﹁
紙
﹂の
漢
字
を
並
べ
た﹁
手
紙
﹂と
い
う
熟
語
で
あ
り
、

日
本
語
で
は
郵
送
す
る﹁
て
が
み
﹂を
意
味
す
る
が
、中
国
語
で
は﹁
ト
イ
レ
ッ
ト
・
ペ

ー
パ
ー
﹂を
意
味
す
る
。

（
15
）宮
本
大
人﹁﹁
漫
画
﹂概
念
の
重
層
化
課
程

︱
近
世
か
ら
近
代
に
お
け
る
﹂﹃
美
術
史
﹄

第
五
二
巻
第
二
号
、二
〇
〇
三
年
、三
一
九
～
三
三
四
頁
。瓜
生
吉
則﹁〈
マ
ン
ガ
論
〉の

系
譜
学
﹂﹃
東
京
大
学
社
会
情
報
研
究
所
紀
要
﹄第
五
六
号
、一
九
九
八
年
、一
三
五
～

一
五
三
頁
。

（
16
）北
澤
楽
天﹁
滑
稽
と
絵
端
書
﹂﹃
葉
書
世
界
﹄第
六
号
、一
九
〇
五
年
十
月
三
日
、一
～
二

頁
。北
澤
楽
天﹁
似
顔
画
の
し
く
ぢ
り
﹂﹃
日
本
一
﹄第
六
巻
第
四
号
、一
九
二
〇
年
四
月
、

七
三
頁
。北
澤
楽
天﹁
漫
畫
界
昔
ば
な
し
﹂﹃
中
央
美
術
﹄第
十
四
巻
二
号
、一
九
二
八
年

二
月
、一
三
〇
～
一
三
六
頁
。北
澤
楽
天﹁
全
集
に
就
い
て
﹂﹃
明
治
大
正
昭
和
社
會
漫

畫
集
︱
楽
天
全
集
₁
﹄
ア
ト
リ
ヱ
社
、
一
九
三
一
年
。
北
澤
楽
天﹁
漫
画
を
志
す
人
達

へ
﹂﹃
現
代
﹄七
月
号
、一
九
三
四
年
。北
澤
楽
天﹁
明
治
時
代
の
漫
画

︱
東
京
パ
ッ
ク

を
中
心
と
せ
る
﹂﹃
東
陽
﹄一
九
三
六
年
十
月
一
日
号
。北
澤
楽
天﹁
漫
画
太
平
記
﹂﹃
笑

い
の
泉
﹄白
鷗
社
、一
九
五
二
年
七
月
号
、九
〇
～
九
九
頁
。

（
17
）時
が
た
つ
に
つ
れ
て
楽
天
の
文
体
も﹁
そ
う
ろ
う
文
﹂か
ら﹁
で
あ
る
文
﹂に
ず
い
ぶ
ん

変
わ
っ
て
い
く
。自
分
に
つ
い
て
書
く
時
に
第
三
人
称
を
使
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

（
18
）楽
天
が
紹
介
す
るP
ierre P

u
vis d

e C
h
avan

n
es

漫
画
は
一
九
二
四
年
の﹃
シ

ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
画
﹄、一
九
二
八
年
の﹃
東
西
漫
画
集 

現
代
漫
画
大
観
六
₆
﹄に
紹
介
さ

れ
た
。
ま
た
、Giu

yas W
illiam

の
漫
画
が
一
九
二
八
年
ご
ろ
に
頻
繁
に
雑
誌﹃
新

青
年
﹄に
掲
載
さ
れ
た
。

（
19
）楽
天
が
手
掛
け
た
第
一
回
目
の﹁
時
事
漫
画
﹂の
宣
伝
文
に
も
冗
談
半
分
で
似
た
よ
う

な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。漫
画
子﹁
時
事
漫
画
能
書
﹂﹃
時
事
新
報
﹄（
最
初
回﹁
時
事
漫

画
﹂ペ
ー
ジ
）一
九
〇
二
年
一
月
十
二
日
。そ
の
後
に﹃
東
京
パ
ッ
ク
﹄の
宣
伝
で
も
同

じ
よ
う
な
主
張
が
う
か
が
え
る
。

（
20
）楽
天
は
一
九
五
二
年
の
文
章
に
も
同
じ
問
題
を
取
り
上
げ
る
。﹁
当
時
の
ポ
ン
チ
絵
は
、

主
に
ワ
イ
セ
ツ
が
ね
ら
い
で
あ
つ
て
、リ
ア
ル
に
は
描
け
ず
、形
を
誇
張
し
て
描
い
て

い
た
。﹂

（
21
）楽
天
と﹃
東
京
パ
ッ
ク
﹄の
出
版
者
中
村
有
楽
の
間
に
複
雑
な
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
は

中
村
の
息
子
で
あ
る
中
村
パ
ク
三
の
逸
話
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。中
村
日
出
男﹃
流
れ

や
め
ぬ
小
川
の
よ
う
に
﹄大
阪
、リ
ベ
ー
ロ
イ
社
、二
〇
〇
六
年
参
照
。

（
22
）例
え
ば
、上
記
の﹃
東
京
パ
ッ
ク
﹄の
名
前
の
決
断
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。

（
23
）父
親
宛
の
手
紙（
一
八
九
五
年
四
月
十
四
日
）、両
親
宛
の
葉
書（
一
八
九
五
年
五
月
一

日
）。と
も
に
、さ
い
た
ま
市
立
漫
画
会
館
所
蔵
。

（
24
）清
水
勲﹁
マ
ン
ガ
の
源
流
を
た
ど
る
﹂﹃
マ
ン
ガ
の
教
科
書
﹄臨
川
書
店
、二
〇
〇
八
年
、

一
一
～
五
九
頁
。

（
25
）当
時
、ま
だ
本
名
で
あ
る
北
澤
保
次
を
使
っ
て
い
た
の
で
、英
語
順
でY

K

あ
る
い
は

Y
 K

itazaw
a

と
表
記
し
た
。

（
26
）こ
の﹁
ポ
ン
チ
写
真
﹂の
描
き
方
は
米
国﹃
パ
ッ
ク
﹄誌
の
似
顔
絵
シ
リ
ー
ズP

u
cko

-

grap
h
s

と
非
常
に
似
て
い
る
。

（
27
）山
本
鼎﹁
現
代
の
滑
稽
画
及
び
諷
刺
画
に
就
い
て
﹂﹃
方
寸
﹄一
九
〇
七
年
七
月
号
、三

～
四
頁
。

（
28
）三
宅
興
子
・
香
曽
我
部
秀
幸
編﹃
大
正
期
の
絵
本
・
絵
雑
誌
の
研
究
﹄翰
林
書
房
、二
〇

〇
九
年
。し
か
し
、一
般
的
な
用
語
と
し
て﹁
ポ
ン
チ
﹂は
戦
後
に
か
け
て
も
使
わ
れ
つ

づ
け
た
が
、江
戸
文
化
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、単
に
粗
い
描
き
方
あ
る
い
は

誇
張
し
す
ぎ
た
描
き
方
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る（
例
え
ば
、岡
本
一
平﹃
新
漫
画
の

描
き
方
﹄中
央
美
術
社
、一
九
二
八
年
、一
九
～
二
二
頁
を
参
照
）。
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特
集

漫
画
と
マ
ン
ガ
、そ
し
て
芸
術

５

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と�

マ
ン
ガ
を
め
ぐ
る
一
考
察

三浦　篤

　

現
在
、欧
米
を
中
心
に
世
界
中
で
日
本
の
マ
ン
ガ
が
熱
狂
的
に
流
行

し
、高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
グ
ロ

ー
バ
ル
な
文
化
現
象
で
あ
る
。そ
の
際
、比
較
の
対
象
と
し
て
よ
く
引
き

合
い
に
出
さ
れ
る
の
が
、十
九
世
紀
後
半
の
欧
米
を
席
巻
し
た
ジ
ャ
ポ

ニ
ス
ム（
日
本
趣
味
）と
の
類
似
性
で
あ
る
。多
数
の
浮
世
絵
版
画
や
工

芸
品
が
海
を
渡
り
、日
本
美
術
愛
好
と
い
う
大
き
な
流
れ
を
作
り
出
し

た
の
で
あ
る
が
、二
十
世
紀
の
終
わ
り
頃
か
ら
巻
き
起
こ
っ
た
国
際
的

な
マ
ン
ガ
・
ブ
ー
ム
は
、は
た
し
て
新
た
な
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
見
な
さ
れ

得
る
の
だ
ろ
う
か
。世
界
を
席
巻
す
る
マ
ン
ガ
を
第
二
の
浮
世
絵
と
見

な
し
て
も
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。美
術
史
、ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
研
究
の
立
場
か

ら
、こ
の
問
題
に
つ
い
て
歴
史
的
、原
理
的
に
考
察
し
て
み
た
い
。

　

日
本
の
大
衆
的
な
画
像
文
化
の
海
外
へ
の
伝
播
、流
行
と
い
う
点
で
、

浮
世
絵
と
マ
ン
ガ
、ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
マ
ン
ガ
・
ブ
ー
ム
は
表
面
的
に
は

似
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
な
が
ら
、百
年
以
上

の
時
代
の
隔
た
り
、社
会
的
条
件
の
差
異
、画
像
の
内
容
や
媒
体
の
違
い
、

波
及
効
果
の
レ
ベ
ル
等
々
を
考
え
る
な
ら
ば
、表
層
的
な
類
似
性
を
安

易
に
口
に
す
る
こ
と
か
ら
事
の
本
質
を
見
誤
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ

る
。私
見
で
は
、新
た
な
文
化
的
輸
出
品
に
よ
る
日
本
評
価
へ
の
期
待
か

ら
両
者
を
軽
々
し
く
結
び
つ
け
る
こ
と
を
止
め
て
、む
し
ろ
両
者
の
距

離
と
差
異
を
冷
静
に
見
極
め
る
方
が
得
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
う
。

　

歴
史
的
な
意
味
に
お
け
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
現
象
と
は
、端
的
に
言
え

ば
十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
の
西
洋
美
術
に
与
え
た
日
本
美

術
の
影
響
と
い
う
こ
と
に
な
り
、そ
の
前
提
と
し
て
日
本
の
美
術
品
が

西
洋
で
大
量
に
蒐
集
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。そ
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス

ム
の
実
態
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。簡
約
化
さ
れ
た
形
で

あ
れ
そ
の
全
貌
を
見
わ
た
す
に
は
、一
九
八
八
年
に
パ
リ
と
東
京
で
開

催
さ
れ
た﹃
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
﹄展
の
カ
タ
ロ
グ
や
、ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
学
会

編﹃
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
入
門
﹄（
二
○
○
○
年
）な
ど
が
と
り
あ
え
ず
の
参
考

に
な
る
の
で
、興
味
の
あ
る
方
は
目
を
通
し
て
い
た
だ
き
た
い

（
₁
）

。

　

こ
こ
で
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
典
型
的
な
例
と
し
て
、フ
ラ
ン
ス
絵
画
に

お
け
る
影
響
を
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
、い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
を
見
い
だ

す
こ
と
が
で
き
る
。異
文
化
交
流
の
根
底
に
見
知
ら
ぬ
他
文
化
へ
の
憧

れ
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、そ
の
結
果
生
ま
れ
る
視
覚
表

象
物
に
は
、サ
イ
ー
ド
の﹃
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
﹄を
引
き
合
い
に
出
す

ま
で
も
な
く
、憧
れ
る
側
の
欲
望
と
偏
っ
た
眼
差
し
が
投
影
さ
れ
て
い

る
の
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
異
国
趣
味（
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ

ム
）と
し
て
の
日
本
が
前
面
に
表
れ
る
絵
画
作
品
は
サ
ロ
ン（
官
展
）に

出
品
さ
れ
る
ア
カ
デ
ミ
ス
ム
系
の
絵
画
に
見
い
だ
さ
れ
、そ
こ
で
は
主

題
や
モ
チ
ー
フ
の
レ
ベ
ル
で
日
本
の
女
性
や
珍
し
い
風
物
に
強
い
関
心

が
向
け
ら
れ
て
い
る
の
が
分
か
る（︽
日
本
の
雑
貨
屋
︾、︽
日
本
の
渡
し

船
︾、︽
日
本
の
化
粧
︾と
い
っ
た
作
品

（
₂
）

）。ま
た
、日
本
の
美
術
品
か
ら
造

形
表
現
の
レ
ベ
ル
で
刺
戟
を
受
け
た
作
例
は
印
象
派
や
ポ
ス
ト
印
象
派

の
画
家
た
ち
に
多
い
。例
え
ば
モ
ネ
や
ゴ
ッ
ホ
の
作
品
の
な
か
に
、構
図
、

形
態
、色
彩
等
々
に
お
い
て
浮
世
絵
版
画
か
ら
受
け
た
刺
戟
を
見
い
だ

す
の
は
困
難
で
は
な
い
。し
か
も
、模
写
か
ら
創
造
的
活
用
に
い
た
る
ま

で
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
が
あ
る
。こ
の
時
期
の
フ
ラ
ン
ス
前
衛
絵
画
に
典

型
的
に
見
ら
れ
る
造
形
要
素
の
自
律
、平
面
性
や
装
飾
性
へ
の
志
向
の

触
媒
と
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
、﹁
浮
世
絵
か
ら
印
象
派
へ
﹂と
い
う
言

葉
に
集
約
さ
れ
る
図
式
は
す
で
に
美
術
史
的
な
常
識
に
属
し
て
い
る
の

で
あ
る

（
₃
）

。

　

と
こ
ろ
が
、フ
ラ
ン
ス
絵
画
に
お
け
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
を
調
べ
て
い

く
と
、異
国
趣
味
で
も
造
形
革
新
で
も
な
い
ま
っ
た
く
別
の
タ
イ
プ
が

あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
面
白
い
。そ
れ
は
自
然
主
義
の
影
響
を
受
け
た

ア
カ
デ
ミ
ス
ム
系
の
画
家
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
コ
ラ
ン
の
場
合
で
、彼
は
ま
ず

日
本
の
美
術
品
の
コ
レ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た

（
₄
）

。浮
世
絵
版
画
の
み
な
ら
ず

屛
風
、能
面
、焼
き
物
、刀
の
鍔
な
ど
、多
種
多
様
な
日
本
の
品
物
を
少
な

く
と
も
一
○
○
○
点
以
上
は
所
有
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。そ
し
て
、

ダ
フ
ニ
ス
と
ク
ロ
エ
の
物
語
に
自
ら
の
理
想
を
投
影
す
る
こ
の
画
家
は

年
若
い
少
女
風
の
裸
婦
や
女
性
像
を
得
意
と
し︵
図
₁
︶、は
な
は
だ
興

味
深
い
こ
と
に
、浮
世
絵
師
の
な
か
で
フ
ラ
ン
ス
で
も
人
気
の
あ
っ
た

北
斎
、
広
重
、
歌
麿
で
は
な
く
、
自
分
に
近
い
女
性
像
を
描
く
春
信︵
図

₂
︶を
熱
愛
し
て
い
た
の
で
あ
る
。フ
ラ
ン
ス
の
画
家
で
も
き
わ
め
て
異

例
な
こ
の
少
女
趣
味
的
な
作
風
は
、美
意
識
の
本
質
的
な
共
感
に
基
づ

く
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
し
、も
し
か
す
る
と
現
代

の
マ
ン
ガ
ま
で
つ
な
が
る
日
本
美
の
系
譜
の
一
面
を
物
語
っ
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
。春
信
と
コ
ラ
ン
に﹁
萌
え
﹂系
美
少
女
の
先
駆
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、歴
史
的
な
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
現
象
を
、絵
画

か
ら
美
術
や
文
化
へ
と
範
囲
を
広
げ
て
い
け
ば
、ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
に
は

他
に
も
多
様
な
観
点
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。人
間
と
自
然

の
融
和
的
な
関
係
、装
飾
的
な
も
の
の
位
置
づ
け
、生
活
と
芸
術
の
一
体
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化
な
ど
、西
洋
に
と
っ
て
異
質
の
価
値
観
が
流
入
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
（
₅
）

。つ
ま
り
、ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
は
美
術
現
象
の
み
な
ら
ず
、明
ら
か
に
文

化
現
象
で
も
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
話
を
浮
世
絵
と
マ
ン
ガ
の
問
題
に
戻
す
な
ら
ば
、前
提
と
し

て
マ
ン
ガ
の
概
念
規
定
を
ど
こ
ま
で
広
げ
る
の
か
と
い
う
点
は
や
は
り

気
に
か
か
る
。ブ
リ
ジ
ッ
ト
・
小
山
＝
リ
シ
ャ
ー
ル
氏
の
よ
う
に
、マ
ン

ガ
を
日
本
の
視
覚
文
化
の
常
数
の
よ
う
に
見
な
し
て
、︽
鳥
獣
戯
画
︾か

ら
浮
世
絵
版
画
を
経
て
現
代
マ
ン
ガ
ま
で
通
観
す
る
立
場
も
あ
る
が

（
₆
）

、

そ
の
よ
う
な
巨
視
的
な
視
点
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
と
、そ
れ
で
は
見

失
っ
て
し
ま
う
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。﹃
北
斎
漫
画
﹄は
は
た
し

て
マ
ン
ガ
の
範
疇
に
入
る
の
か
。歴
史
と
現
代
の
狭
間
で
、日
本
の
画
像

文
化
に
お
け
る
マ
ン
ガ
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
慎
重
に
論
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

（
₇
）

。

　

実
際
、十
九
世
紀
後
半
に
浮
世
絵
が
西
洋
に
も
た
ら
し
た
も
の
と
、現

代
の
マ
ン
ガ
が
世
界
に
も
た
ら
し
つ
つ
あ
る
も
の
と
は
、ど
こ
ま
で
が

共
通
し
、ど
こ
が
異
な
っ
て
い
る
の
か
を
、冷
静
に
判
断
し
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
あ
ろ
う
。議
論
の
糸
口
と
し
て
い
く
つ
か
の
問
題
提
起
を
行

い
た
い
。

　

先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、江
戸
時
代
と
現
代
日
本
、近
代
以
前
と
近

代
以
後
と
い
う
時
代
状
況
の
違
い
を
別
に
す
れ
ば
、
日
本
の
民
衆（
大

衆
）的
な
画
像
文
化
の
外
国
へ
の
普
及
と
い
う
表
層
的
な
類
似
性
を
、浮

世
絵
版
画
と
マ
ン
ガ
に
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。欧
米
で
の
承
認
が

日
本
で
の
評
価
を
促
す
と
い
う
、日
本
の
歴
史
上
よ
く
あ
る
逆
輸
入
の

構
造
と
い
う
点
で
も
共
通
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。そ
の
後
で
、輸
出

品
、輸
出
産
業
と
し
て
の
可
能
性
が
模
索
さ
れ
る
と
い
う
の
も
同
様
の

道
筋
だ
。し
か
し
、こ
こ
で
は
両
者
の
差
異
を
中
心
に
考
え
て
み
よ
う
。

⑴
異
文
化
性

　
﹁
異
国
趣
味
﹂と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、浮
世
絵
と
マ
ン
ガ
は
日
本

に
対
す
る
い
か
な
る
興
味
、関
心
を
か
き
立
て
る
の
か
。浮
世
絵
が
欧
米

に
も
た
ら
し
た
の
が﹁
フ
ジ
ヤ
マ
、ゲ
イ
シ
ャ
﹂的
な
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ

ム
だ
と
す
る
な
ら
ば
、マ
ン
ガ
の
そ
れ
は
何
な
の
か
。伝
統
を
保
持
し
つ

つ
も
、近
代
西
洋
化
さ
れ
た
現
代
日
本
が
も
た
ら
す
異
文
化
の
誘
惑
と

は
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
な
の
か
。テ
ク
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
近
未
来
図
、

オ
タ
ク
的
な
少
年
少
女
イ
メ
ー
ジ
、文
化
の
雑
種
的
な
融
合
形
態
に
魅

力
を
感
じ
る
の
か
。世
界
に
広
ま
り
つ
つ
あ
る﹁
カ
ワ
イ
イ
﹂と
い
う
美

意
識
に
つ
い
て
も
、歴
史
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
掘
り
下
げ
る
必
要
が
あ
ろ

う
。ま
た
、欧
米
を
中
心
と
し
た
主
要
な
マ
ン
ガ
需
要
層
が
、子
供
の
こ

ろ
に
日
本
製
の
マ
ン
ガ
・
ア
ニ
メ
を
見
な
が
ら
成
長
し
た
経
験
を
土
台

と
し
て
い
る
な
ら
ば
、彼
ら
に
と
っ
て
マ
ン
ガ
は
本
来
の
意
味
に
お
け

る﹁
異
文
化
﹂で
す
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。状
況
は

大
き
く
変
わ
っ
て
い
る

（
₈
）

。

⑵
作
品
性

　

浮
世
絵
版
画
は
木
版
画
で
あ
り
、マ
ン
ガ
も
印
刷
物
で
あ
る
か
ら
、と

も
に
同
一
作
品
が
複
数
制
作
さ
れ
て
い
る
。た
だ
し
、物
質
と
し
て
の
作

品
の
重
み
は
浮
世
絵
版
画
の
方
に
あ
る
の
は
否
定
し
が
た
い
。江
戸
時

代
に
ハ
イ
・
カ
ル
チ
ャ
ー
と
見
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、現
代

で
は
美
術
品
と
し
て
認
知
さ
れ
、美
術
館
の
収
蔵
品
と
も
な
っ
て
い
る
。

マ
ン
ガ
は
量
産
さ
れ
消
費
さ
れ
る
大
衆
的
文
化
財
の
イ
メ
ー
ジ
が
ま
だ

強
く
、芸
術
、ア
ー
ト
と
し
て
の
評
価
は
一
般
的
に
は
必
ず
し
も
確
立
さ

れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。マ
ン
ガ
関
係
の
図
書
館
、博
物
館
も
増
え
、

﹁
京
都
国
際
マ
ン
ガ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
﹂の
よ
う
な
本
格
的
な
施
設
が
出
来

た
こ
と
は
喜
ば
し
い
が
、そ
れ
で
も
作
品
と
い
う
よ
り
は
資
料
を
収
蔵

し
て
い
る
と
い
う
意
識
で
あ
ろ
う
。誤
解
を
避
け
る
た
め
に
こ
と
わ
っ

て
お
く
と
、私
は
浮
世
絵
と
比
べ
て
マ
ン
ガ
の
芸
術
性
が
低
い
と
言
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、マ
ン
ガ
を
美
術
に
格
上
げ
す
れ
ば
よ
い
と
思

っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く（
安
易
に
そ
う
し
て
も
意
味
が
な
い
）、む
し

ろ
単
純
に
は
比
較
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
の
だ
が
、浮
世
絵
と
マ
ン

ガ
の
社
会
的
な
認
知
に
現
時
点
に
お
い
て
落
差
が
あ
る
こ
と
は
冷
静
に

認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑶
触
媒
性

　

浮
世
絵
は
西
洋
美
術
を
変
容
さ
せ
る
造
形
革
新
の
触
媒
と
な
っ
た
が
、

マ
ン
ガ
と
西
洋
の
ハ
イ
・
ア
ー
ト
の
関
係
は
ど
う
な
の
か
。
西
洋
の
サ

ブ
・
カ
ル
チ
ャ
ー
へ
の
マ
ン
ガ
の
影
響
は
あ
る
だ
ろ
う
し
、外
国
人
マ
ン

ガ
作
家
は
す
で
に
出
現
し
て
い
る
が
、ハ
イ
・
カ
ル
チ
ャ
ー
に
ま
で
浸
透

し
、そ
の
在
り
方
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ

図2	 鈴木春信		《雪中相合傘》		中判錦絵		明和４年（1767）
頃

図1	 ラファエル・コラン	 	《ドルコーンの嫉妬（『ダフ
ニスとクロエ』挿絵原画）》	 	1890年	 	油彩・カン
ヴァス		トゥールコワン美術館
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う
か
。こ
の
点
に
つ
い
て
は
未
だ
見
え
な
い
部
分
が
多
い
し
、﹁
浮
世
絵

と
印
象
派
﹂の
よ
う
な
図
式
が
成
立
す
る
余
地
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。む

し
ろ
日
本
の
現
代
美
術
作
家（
村
上
隆
、奈
良
美
智
な
ど
）が
、自
作
の
な

か
で
ポ
ッ
プ
・
カ
ル
チ
ャ
ー
と
し
て
の
マ
ン
ガ
の
創
造
的
活
用
を
実
践

し
て
い
る
方
が
目
立
っ
て
い
る
。ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
を
逆
手
に
と
っ
て
戦

略
的
な
世
界
進
出
を
企
て
る
美
術
家
な
ど
は
、む
ろ
ん
幕
末
・
明
治
初
期

の
日
本
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
し
、現
在
の
事
態
は
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
創

世
記
よ
り
も
は
る
か
に
複
雑
に
な
っ
て
い
る
。

⑷
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
性

　

浮
世
絵
よ
り
も
マ
ン
ガ
の
方
が
、西
洋
の
大
衆
芸
術
の
影
響
を
色
濃

く
受
け
た
、よ
り
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
文
化
的
生
産
物
で
は
な
い
の
か
。確

か
に
、浮
世
絵
に
も
西
洋
絵
画
の
遠
近
法
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。そ
れ
は

浮
絵
と
い
う
特
殊
な
ジ
ャ
ン
ル
を
生
み
出
し
た
し
、幕
末
の
浮
世
絵
版

画
に
西
洋
的
な
空
間
表
現
の
日
本
的
変
容
の
軌
跡
を
探
る
こ
と
も
不
可

能
で
は
な
い
。し
か
し
な
が
ら
、浮
世
絵
が
西
洋
絵
画
の
影
響
を
取
り
込

ん
だ
と
す
る
な
ら
ば
、マ
ン
ガ
の
場
合
は
や
や
位
相
が
異
な
っ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、絵
画
と
い
う
よ
り
、映
画
や
広
告
な
ど
西
洋
の
大
衆
図
像
の

影
響
を
、そ
れ
も
広
範
囲
に
受
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。西
洋
風
の
体
型

や
顔
立
ち
の
人
物
が
マ
ン
ガ
に
頻
出
す
る
の
が
も
っ
と
も
見
や
す
い
例

で
あ
る
が
、明
治
以
来
の
西
洋
へ
の
憧
れ
の
大
衆
化
現
象
が
マ
ン
ガ
だ

と
い
う
側
面
は
あ
る
。マ
ン
ガ
の
な
か
に
は
、西
洋
的
な
図
像
を
吸
収
し

た
上
で
、日
本
独
特
の
美
意
識
と
造
形
技
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て

作
り
上
げ
ら
れ
た
部
分
も
少
な
く
な
い
。と
す
れ
ば
、そ
れ
が
西
洋
で
熱

狂
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
は
、彼
ら
が
単
純
に
マ
ン
ガ
に﹁
日
本
的
な

も
の
﹂を
見
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、意
識
的
で
あ
れ
無
意
識
的
で
あ
れ
、

﹁
西
洋
化
さ
れ
た
要
素
﹂を
媒
介
に
し
て
受
容
し
て
い
る
か
ら
だ
と
も
考

え
ら
れ
る
。と
も
あ
れ
、相
互
的
、重
層
的
な
影
響
関
係
と
い
う
点
で
、マ

ン
ガ
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
性
は
際
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑸
翻
訳
必
要
性

　

西
洋
に
お
け
る
浮
世
絵
版
画
の
受
容
に
お
い
て
、翻
訳
は
ほ
と
ん
ど

重
要
性
を
持
た
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。も
ち
ろ
ん
、浮
世
絵
の
鑑

賞
に
一
定
の
文
化
的
な
理
解
は
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
が
、絵
を
楽
し
む

た
め
に
必
須
の
条
件
で
は
な
い
。ま
し
て
や
画
家
と
し
て
画
像
自
体
か

ら
刺
戟
、養
分
、ヒ
ン
ト
を
得
る
の
が
目
的
な
ら
ば
、な
お
さ
ら
必
要
な

か
ろ
う
。ゴ
ッ
ホ
が
広
重
の︽
名
所
江
戸
百
景
︾の
油
彩
模
写
を
行
い
、そ

こ
に
別
の
浮
世
絵
版
画
の
文
字
を
付
け
加
え
た
と
き
も
、意
味
不
明
の

文
字
と
認
識
し
つ
つ
あ
く
ま
で
も
造
形
上
の
一
要
素
と
し
て
使
っ
て
い

る
。そ
れ
に
対
し
て
、マ
ン
ガ
の
受
容
に
は
翻
訳
が
不
可
欠
の
作
業
と
な

る
。と
り
わ
け
ス
ト
ー
リ
ー
や
テ
ー
マ
の
理
解
が
前
提
と
な
る
マ
ン
ガ

の
場
合
に
は
、翻
訳
が
不
可
避
で
あ
る
の
は
論
を
俟
た
な
い
。少
な
く
と

も
文
字
の
読
解
な
く
し
て
は
、受
容
の
レ
ベ
ル
に
大
き
な
差
が
つ
く
の

は
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。絵
と
文
字
の
関
係
を
考
え
る
と
、浮
世
絵

の
場
合
は
各
々
別
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
容
易
だ
が
、マ
ン
ガ
に

あ
っ
て
は
特
に
セ
リ
フ
と
い
う
形
で
絵
と
文
字
が
密
接
に
結
び
合
わ
さ

れ
て
お
り
、明
ら
か
に
文
字
の
占
め
る
役
割
や
重
要
性
が
高
く
な
っ
て

い
る
。こ
の
点
は
両
者
の
大
き
な
違
い
と
言
え
よ
う
。

⑹
国
際
性

　

浮
世
絵
版
画
が
美
的
衝
撃
を
与
え
た
の
は
欧
米
を
中
心
と
し
た
西
洋

文
化
圏
に
留
ま
る
が
、マ
ン
ガ
は
世
界
の
よ
り
広
い
範
囲
に
伝
播
し
て

い
る
の
も
大
き
な
違
い
で
あ
る
。そ
の
意
味
で
、価
値
観
の
基
軸
が
欧
米

に
あ
る
と
は
い
え
、現
在
マ
ン
ガ
は
浮
世
絵
以
上
の
国
際
性
、普
遍
性
を

獲
得
し
つ
つ
あ
る
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。デ
ジ
タ
ル
化
と
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
進
化
に
よ
っ
て
画
像
情
報
の
伝
達
も
加
速
度
的
に
速
ま

っ
た
と
い
う
条
件
も
そ
の
背
景
に
あ
ろ
う
。マ
ン
ガ
が
ど
こ
ま
で
世
界

の
視
覚
文
化
の
共
通
言
語
に
な
る
の
か
、そ
の
行
く
末
を
見
守
り
た
い
。

　

こ
の
よ
う
に
考
察
を
重
ね
る
と
、世
界
的
な
マ
ン
ガ
・
ブ
ー
ム
を
ジ
ャ

ポ
ニ
ス
ム
と
い
う
言
葉
で
簡
単
に
括
っ
て
よ
し
と
は
言
え
な
い
こ
と
が

理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。異
な
る
歴
史
段
階
に
は
異
な
る
状
況
や
条
件

が
あ
り
、マ
ン
ガ
と
浮
世
絵
を
め
ぐ
っ
て
も
、共
通
点
と
相
違
点
を
見
極

め
つ
つ
各
々
の
特
性
と
波
及
効
果
を
検
証
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

今
後
は
マ
ン
ガ
の
何
が
、ど
の
よ
う
な
部
分
が
、世
界
の
人
々
に
興
味
、

感
銘
、衝
撃
を
与
え
、そ
の
結
果
と
し
て
、欧
米
の
画
像
文
化
に
ど
の
よ

う
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
を
、具
体
的
に
解
明
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。そ
し
て
、鑑
賞
者
で
は
な
く
創
作
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、受

動
的
な
影
響
と
い
う
よ
り
は
、自
ら
が
欲
す
る
も
の
、必
要
と
す
る
養
分

を
選
択
的
に
摂
取
す
る
わ
け
で

（
₉
）

︱
場
合
に
よ
っ
て
は
ア
プ
ロ
プ
リ
エ

ー
シ
ョ
ン（
私
物
化
、横
領
）と
も
形
容
で
き
る
よ
う
な
や
り
方
で

︱

マ
ン
ガ
が
外
国
の
地
で
ど
の
よ
う
な
新
し
い
実
を
結
ん
で
い
く
の
か
、

き
わ
め
て
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。

　

今
こ
そ
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
研
究
者
と
マ
ン
ガ
研
究
者
が
本
格
的
に
協
力

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、広
い
視
野
か
ら
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
マ
ン
ガ
の
関

係
を
解
明
す
る
新
た
な
研
究
段
階
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

註＊
本
稿
は
、二
〇
一
〇
年
十
二
月
五
日
に
京
都
国
際
マ
ン
ガ
ニ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
行
わ
れ
た

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
学
会
と
国
際
マ
ン
ガ
研
究
セ
ン
タ
ー
の
共
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム﹁
ジ
ャ
ポ

ニ
ス
ム
と
マ
ン
ガ
：＂
二
つ
の
日
本
美
＂﹂に
お
け
る
発
表﹁
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
マ
ン
ガ
を

め
ぐ
る
問
題
提
起
﹂に
基
づ
き
、加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
₁
）﹃
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
﹄展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
、パ
リ
、グ
ラ
ン
・
パ
レ
／
東
京
、国
立
西
洋
美
術

館
、一
九
八
八
年
。ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
学
会
編﹃
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
入
門
﹄思
文
閣
出
版
、二

○
○
○
年
。

（
₂
）三
浦
篤﹁
サ
ロ
ン
に
お
け
る
日
本
趣
味 

︱ 

一
八
五
○
年
～
一
八
八
○
年
の
パ
リ
の
サ

ロ
ン
に
発
表
さ
れ
た
日
本
を
主
題
と
す
る
絵
画
作
品
に
関
す
る
研
究
﹂﹃
美
術
史
論

叢
﹄第
六
号
、一
九
九
○
年
、五
七
～
九
三
頁
。

（
₃
）こ
の
問
題
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
。﹃
浮
世
絵
と
印
象
派
の
画
家
た
ち
﹄展
覧
会
カ

タ
ロ
グ
、サ
ン
シ
ャ
イ
ン
美
術
館
他
、一
九
七
九
～
八
○
年
。大
島
清
次﹃
ジ
ャ
ポ
ニ
ス

ム
︱
印
象
派
と
浮
世
絵
の
周
辺
︱
﹄講
談
社
学
術
文
庫
、一
九
九
二
年（
初
版
：
美
術
公

論
社
、一
九
八
○
年
）。

（
₄
）ラ
フ
ァ
エ
ル
・
コ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。﹃
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
コ
ラ
ン
展
﹄展
覧
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会
カ
タ
ロ
グ
、福
岡
市
美
術
館
他
、一
九
九
九
～
二
○
○
○
年
。

（
₅
）美
術
中
心
で
は
あ
る
が
参
考
に
な
る
文
献
と
し
て
以
下
が
あ
る
。馬
淵
明
子﹃
ジ
ャ
ポ

ニ
ス
ム
︱
幻
想
の
日
本
﹄ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、一
九
九
七
年
。稲
賀
繁
美﹃
絵
画
の
東
方
︱
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
か
ら
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
へ
﹄名
古
屋
大
学
出
版
会
、一
九
九
九
年
。

（
₆
）Brigitte K

o
yam

a

︱R
ich

ard
, M

ille an
s d

e m
an

ga, P
aris, F

lam
m

a-

rio
n
, 2007.

（
₇
）ち
な
み
に
、日
本
美
術
史
で
マ
ン
ガ
ま
で
視
野
に
入
れ
た
近
年
の
通
史
と
し
て
は
以

下
が
あ
る
。辻
惟
雄﹃
日
本
美
術
の
歴
史
﹄東
京
大
学
出
版
会
、二
○
○
五
年
。

（
₈
）マ
ン
ガ
の
み
な
ら
ず
日
本
の
ポ
ッ
プ
・
カ
ル
チ
ャ
ー
全
体
の
理
解
と
評
価
に
関
す
る

グ
ロ
ー
バ
ル
な
現
状
認
識
を
得
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
以
下
が
あ
る
。東
浩
紀
編

﹃
日
本
的
想
像
力
の
未
来  

ク
ー
ル
・
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ー
の
可
能
性
﹄Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク

ス
、二
○
一
○
年
。

（
₉
）
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
以
下
の
拙
論
を
参
照
。
三
浦
篤﹁
選
択
的
摂
取
と
し
て
の
受

容
﹂﹃
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
21
﹄二
○
一
一
年
五
月
、三
六
～
四
一
頁
。
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特
集

漫
画
と
マ
ン
ガ
、そ
し
て
芸
術

６

杉
浦
日
向
子
と
再
―

想
像
さ
れ
た
江
戸

佐藤守弘

は
じ
め
に

　
﹁
時
代
／
歴
史
も
の
﹂は
、小
説
、演
劇
、映
画
、テ
レ
ビ
な
ど
の
諸
メ
デ

ィ
ア
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、マ
ン
ガ
に
お
い
て
も
確
立
し
た
ジ
ャ

ン
ル
と
し
て
一
定
の
人
気
を
得
て
い
る
。時
代
に
よ
っ
て
流
行
り
廃
り

は
あ
る
も
の
の
、古
く
は
福
井
英
一
／
武
内
つ
な
よ
し﹁
赤
胴
鈴
之
助
﹂

（
一
九
五
四
～
六
〇
）、劇
画
に
お
い
て
は
白
土
三
平﹁
カ
ム
イ
伝
﹂（
一
九

六
四
～
七
一
）、小
池
一
夫
／
小
島
剛
夕﹁
子
連
れ
狼
﹂（
一
九
七
〇
～
七

六
）、近
年
で
は
、井
上
雄
彦﹁
バ
ガ
ボ
ン
ド
﹂（
一
九
九
八
～
）、山
田
芳
裕

﹁
へ
う
げ
も
の
﹂（
二
〇
〇
五
～
）等
々
ヒ
ッ
ト
作
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な

い
。
ま
た
村
上
も
と
か﹁JIN

︱
仁
︱
﹂（
二
〇
〇
〇
～
二
〇
一
〇
）
な
ど

は
、映
画
や
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
原
作
と
な
り
、諸
メ
デ
ィ
ア
を
ま
た
い
だ

ヒ
ッ
ト
を
生
み
出
し
て
い
る
。そ
の
よ
う
に
多
種
多
様
な
時
代
／
歴
史

マ
ン
ガ
の
な
か
で
も
特
異
な
位
置
を
占
め
る
の
が
、杉
浦
日
向
子（
一
九

五
八
～
二
〇
〇
五
）に
よ
る
一
連
の
マ
ン
ガ
で
あ
る
。

　

杉
浦
日
向
子
は
、一
九
八
〇
年
に﹃
ガ
ロ
﹄に
て﹁
虚
々
実
々
通
言
室
之

梅
﹂
で
マ
ン
ガ
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
す
る
。
時
代
考
証
家
の
稲
垣
史
生

（
一
九
一
二
～
九
六
）に
師
事
し
て
得
た
知
識
を
基
に
江
戸
風
俗
の
研
究

を
進
め
、江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
初
年
に
至
る
時
代
を
舞
台
に
し
た

マ
ン
ガ
で
高
い
評
価
を
得
た
。九
三
年
に
マ
ン
ガ
家
と
し
て
は
引
退
す

る
も
の
の
、江
戸
風
俗
研
究
家
と
し
て
、あ
る
い
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の﹁
コ
メ
デ

ィ
ー
お
江
戸
で
ご
ざ
る
﹂へ
の
出
演
な
ど
幅
広
い
活
動
を
続
け
て
い
た

が
、二
〇
〇
五
年
に
若
く
し
て
死
去
す
る

（
₁
）

。

　

杉
浦
の
マ
ン
ガ
は
、そ
の
時
代
考
証
の
正
確
さ
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
。杉
浦
の
描
く
江
戸
が
あ
ま
り
に
も
リ
ア
ル
に
感
じ
ら

れ
る
と
い
う
理
由
か
ら
か
、﹁
江
戸
の
人
﹂、﹁
江
戸
か
ら
来
た
人
﹂、﹁
ほ
ん

と
う
に
江
戸
の
町
で
暮
ら
し
て
い
た
人
﹂な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た

（
₂
）

。そ
の
マ
ン
ガ
を
主
と
し
て
評
価
し
た
の
は
、﹁
杉
浦
日
向
子
全
集
﹂

の
各
巻
の
解
説
を
執
筆
し
て
い
る
面
々
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
属
す
る
人
々

︱
﹁
文
化
人
﹂、﹁
知
識
人
﹂と
呼
ば

れ
る
よ
う
な
人
々
で
、マ
ン
ガ
批
評
で
知
ら
れ
て
い
る
人
々
で
は
な
い

︱
で
あ
る

（
₃
）

。そ
の
一
方
で
、近
年
の
マ
ン
ガ
を
め
ぐ
る
言
説
に
お
け
る

彼
女
の
マ
ン
ガ
の
位
置
づ
け
は
、明
確
と
は
言
い
が
た
い
。た
と
え
ば
さ

ま
ざ
ま
な
時
代
・
歴
史
マ
ン
ガ
を
紹
介
し
た﹃K

IN
O

﹄Vo
l. 4

の
特
集
に

杉
浦
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い

（
₄
）

。杉
浦
の
マ
ン
ガ
は
、マ
ン
ガ
界
の
い

わ
ば
外
縁
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
と
も
思
え
て
し
ま
う
。実
際

の
と
こ
ろ
、杉
浦
の
活
動
は
、マ
ン
ガ
、イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
、エ
ッ
セ

イ
と
、メ
デ
ィ
ア
の
枠
を
超
え
て
多
岐
に
亘
っ
て
い
て
、マ
ン
ガ
の
み
を

切
り
離
し
て
論
ず
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、病
気
の
た

め
と
は
い
え
潔
く
マ
ン
ガ
家
を
引
退
し
た
こ
と
か
ら
も
、彼
女
自
身
も

必
ず
し
も
マ
ン
ガ
の
み
に
拘
っ
て
い
た
訳
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、杉
浦
日
向
子
の
マ
ン
ガ
お
よ
び
テ
ク
ス
ト
が
ど
の
よ
う

に
近
世
／
江
戸
と
い
う
時
間
／
空
間
を
表
象
し
た
の
か
を
考
察
す
る
。

数
あ
る
江
戸
表
象
の
な
か
で
彼
女
が
選
択
し
、想
像
し
た
江
戸
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
。そ
れ
は
、彼
女
が
マ
ン
ガ
家
と
し
て
活
躍
し
て
い
た

一
九
八
〇
年
代
東
京
と
い
う
時
代
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
っ
た
の
か
。

そ
う
し
た
問
題
を
考
え
て
み
る
の
が
本
稿
の
目
標
で
あ
る
。

　

第
一
章
で
は
、杉
浦
の
マ
ン
ガ﹁
風
流
江
戸
雀
﹂の
な
か
か
ら﹁
古
川
柳

つ
ま
楊
枝
﹂と
い
う
連
作
短
編
を
採
り
上
げ
て
、そ
の
一
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

詳
細
に
見
て
い
く
。第
二
章
で
は
、﹁
古
川
柳
つ
ま
楊
枝
﹂の
冒
頭
お
よ
び

結
尾
の
コ
マ
に
注
目
し
て
、そ
こ
に
仕
掛
け
ら
れ
た〈
趣
向
〉を
読
み
解

く
。第
三
章
で
は
、彼
女
の
マ
ン
ガ
を
当
時

︱
一
九
八
〇
年
代

︱
の

都
市
論
ブ
ー
ム
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
位
置
づ
け
、彼
女
が
ど
の
よ
う
に

江
戸
を〈
再 

︱ 

想
像
〉し
た
の
か
を
考
察
す
る
。第
四
章
で
は
、杉
浦
の
マ

ン
ガ
を
想
像
上
の〈
路
上
観
察
〉と
し
て
捉
え
て
、そ
の
特
性
を
再
考
し

て
み
た
い
。

第
一
章　

川
柳
と
し
て
の
マ
ン
ガ

　
　
　
　

―
「
風
流
江
戸
雀
」／「
古
川
柳
つ
ま
楊
枝
」

　
﹁
風
流
江
戸
雀
﹂
は
、
一
九
八
三
年
か
ら
八
七
年
に
か
け
て
、
月
刊
誌

﹃
潮
﹄で
連
載
さ
れ
た
連
作
短
編
マ
ン
ガ
を
ま
と
め
た
も
の
で
、八
八
年

に
は
第
三
四
回
文
藝
春
秋
漫
画
賞
を
受
賞
し
た
。﹁
風
流
江
戸
雀
﹂の
名

前
で
正
月
か
ら
師
走
ま
で
を
主
題
と
し
て
十
二
編
連
載
さ
れ
た
後
、﹁
古

川
柳
つ
ま
楊
枝
﹂と
改
題
さ
れ
て
三
十
一
編
連
載
さ
れ
た

（
₅
）

。す
べ
て
の
回

は
四
頁
で
、冒
頭
と
結
尾
に
古
川
柳
が
配
さ
れ
る
と
い
う
定
型
で
構
成

さ
れ
て
い
る

（
₆
）

。と
く
に﹁
古
川
柳
つ
ま
楊
枝
﹂の
題
に
な
っ
て
か
ら
は
、一

頁
目
は
、タ
イ
ト
ル
と
川
柳
に
挾
ま
れ
た
縦
長
の
コ
マ
の
下
に
横
長
の

コ
マ
を
配
す
る
二
コ
マ
構
成
、見
開
き
頁
を
挾
ん
で
最
終
頁
は
横
長
の

コ
マ（
二
コ
マ
に
分
け
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
）の
下
に
縦
長
の
コ
マ
、そ

の
左
に
結
び
の
川
柳
を
配
す
る
と
い
う
定
型
を
厳
密
に
守
っ
て
い
る
。

　

前
述
の
通
り
、本
作
は
総
合
誌
で
あ
る﹃
潮
﹄に
連
載
さ
れ
て
い
た
。こ
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の
よ
う
に
マ
ン
ガ
専
門
誌
以
外
で
の
連
載
が
多
か
っ
た
と
い
う
の
は
、

杉
浦
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。杉
浦
の
作
歴
を
見
る
と
、﹃
ガ
ロ
﹄、﹃
漫
画

サ
ン
デ
ー
﹄、﹃
ビ
ッ
グ
コ
ミ
ッ
ク
オ
リ
ジ
ナ
ル
﹄な
ど
専
門
誌
に
掲
載
さ

れ
た
も
の
も
あ
る
が
、﹃
潮
﹄、﹃
小
説
新
潮
﹄、﹃
サ
ン
デ
ー
毎
日
﹄な
ど
一

般
誌
や
文
芸
誌
で
の
活
動
も
目
立
つ
。そ
う
し
た
一
般
の
雑
誌
メ
デ
ィ

ア
で
の
連
載
に
お
い
て
毎
回
決
ま
っ
た
頁
数
が
与
え
ら
れ
る
例
と
し
て

は
、他
に
毎
回
八
頁
で
構
成
さ
れ
た﹁
百
物
語
﹂（﹃
小
説
新
潮
﹄一
九
八
六

～
九
三
）が
あ
る
。た
だ
し﹁
百
物
語
﹂の
場
合
は
、八
頁
と
い
う
紙
幅
を

守
り
な
が
ら
も
、自
由
に
描
画
の
様
式
や
コ
マ
割
り
を
変
化
さ
せ
て
い

る
の
に
対
し
、﹁
風
流
江
戸
雀
﹂、と
く
に﹁
古
川
柳
つ
ま
楊
枝
﹂の
場
合
は
、

紙
幅
制
限
だ
け
で
な
く
前
述
の
よ
う
な
コ
マ
割
り
上
の
ル
ー
ル
、そ
し

て
二
つ
の
古
川
柳
を
マ
ン
ガ
に
よ
っ
て
つ
な
ぐ
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
上

の
制
約
を
自
ら
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、そ
れ
自
身
が
川
柳
の
よ
う
な
、い

わ
ば
定
型
詩
と
し
て
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。定
型
詩
と
し
て

の
短
篇
マ
ン
ガ
、こ
れ
こ
そ
が
杉
浦
が
狙
っ
た
趣
向
な
の
か
も
し
れ
な

い
。

　
﹁
古
川
柳
つ
ま
楊
枝
﹂に
お
い
て
叙
述
さ
れ
る
物
語
を
一
例
挙
げ
て
み

よ
う
。連
載
第
七
回
で
あ
る︵
図
₁
︶。ま
ず
は
定
型
通
り
、冒
頭
コ
マ
の

右
に
団
子
と
お
茶
の
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
あ
し
ら
っ
た﹁
古
川
柳

つ
ま
楊
枝
﹂の
タ
イ
ト
ル
、左
に
は
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
冒
頭
句﹁
か
か

り
人う

ど 

何な
に

を
す
る
に
も 

手て

く
ら
が
り
﹂が
掲
げ
ら
れ
る
。そ
の
句
の
内
容

を
図
説
す
る
か
の
よ
う
に
、冒
頭
コ
マ
に
は
、薄
暗
い
納
戸
で
綿
入
れ
を

か
ぶ
り
、何
や
ら﹁
コ
ソ
コ
ソ
﹂と
行
っ
て
い
る
居
候
の
背
中
が
描
か
れ

る
。下
の
コ
マ
で
物
語
が
動
き
出
す
。そ
こ
で
は
、視
点
が
逆
転
し
納
戸

の
入
り
口
か
ら﹁
安や

す

さ
ん
﹂と
居
候
に
柔
和
な
表
情
で
声
を
掛
け
る
家い

え

主ぬ
し

の
妻
と
思
し
き
女
性
と
、そ
の
声
に﹁
ど
き
っ
﹂と
す
る
居
候
の
安
が
描

か
れ
る
。安
の
手
に
は
筆
が
握
ら
れ
て
い
て
、何
か
文
で
も
書
い
て
い
た

様
子
で
あ
る
。

　

見
開
き
頁
に
入
る
。第
₁
コ
マ
で
は
、﹁

︱
じ
ゃ
留
守
番
頼
み
ま
す
﹂

と
言
う
家
主
の
妻
を
ク
ロ
ー
ス
・
ア
ッ
プ
で
描
き
、同
サ
イ
ズ
の
次
コ
マ

で
は
、映
画
で
い
う
切
り
返
し
シ
ョ
ッ
ト
の
よ
う
に﹁
へ
え
﹂と
応
え
る

安
の
全
身
を
、俯
瞰
で
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
者
の
力
関
係
を
示
唆

す
る
。そ
の
下
の
大
き
な
コ
マ
で
は
、花
見
に
出
か
け
る
家
主
の
家
族
と
、

そ
れ
を
見
送
る
安
の
姿
が
描
か
れ
る
。家
族
と
家
は
ス
ク
リ
ー
ン
ト
ー

ン
な
ど
で
灰
色
に
彩
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、見
送
る
安や

す

は
遠
景
に

置
か
れ
な
が
ら
も
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
ら
れ
た
よ
う
に
白
地
に
く

っ
き
り
と
描
か
れ
、安
が
今
か
ら
一
人
に
な
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。散

る
花
の
下
、﹁
ニ
ヤ
ッ
﹂と
ほ
く
そ
笑
む
安
の
姿
が
縦
長
の
コ
マ
で
は
描

写
さ
れ
、見
開
き
左
頁
へ
と
誘
う
。

　

第
₃
頁
の
第
₁
コ
マ
で
は
、浮
か
れ
て
家
の
中
に
軽
く
飛
び
跳
ね
て

入
る
安
の
姿
。﹁
ぬ
し
を
帰
し
た
そ
の
あ
と
見
れ
ば
ヨ
、
フ
ン
フ
ン
﹂
と

都
々
逸
を
唸
っ
て
い
る
。続
く
二
コ
マ
で

︱
安
の
主
観
シ
ョ
ッ
ト
か

︱
は
、鉈
で﹁
ざ
く
ざ
く
﹂と
炭
を
切
り
、﹁
カ
ッ
カ
ッ
﹂と
火
を
起
こ
す

様
子
、第
₄
コ
マ
で
家
主
の
居
室
と
思
し
き
部
屋
で
寛
ぐ
安
の
姿
を
ロ

ン
グ
・
シ
ョ
ッ
ト
で
描
く
。火
鉢
に
は
薬
罐
に
湯
が
沸
き
、長
火
鉢
の
前

で﹁
ふ
う
っ
﹂と
煙
草
を
く
ゆ
ら
す
。最
後
の
コ
マ
は
、﹁

︱
コ
ウ
、先
生

ヨ
、肩
も
ん
で
く
ん
ね
え
な
﹂と
偉
そ
う
に
横
目
遣
い
で
誰
に
と
も
な
く

語
り
か
け
る
安
の
姿
が
長
火
鉢
越
し
の
バ
ス
ト
・
シ
ョ
ッ
ト
で
描
か
れ

る
。こ
の
セ
リ
フ
の
意
味
は
、こ
の
時
点
で
は
読
者
に
と
っ
て
は
、い
ま

だ
不
明
で
あ
る
。

　

最
終
頁
に
入
る
。横
長
の
コ
マ
で﹁
⋮
だ
と
ォ
！  

ざ
け
ん
じ
ゃ
ね
え

よ
ッ
！
！
﹂、﹁
ガ
ン
﹂と
長
火
鉢
に
吸
殻
を
落
と
し﹁
な
ぁ
ー
に
が
セ
ン

セ
イ
だ
！
！  

キ
シ
ョ
ー
メ
！
！
﹂と
笑
い
顔
の
安
。こ
こ
で
、前
頁
の

最
終
コ
マ
で
は
、安
の
こ
と
を﹁
先
生
﹂と
揶
揄
し
な
が
ら
呼
び
、些
細
な

用
事
に
使
う
家
主
の
真
似
を
し
て
い
た
こ
と
が
読
者
に
明
か
さ
れ
る
。

そ
し
て
結
尾
コ
マ
で
は
、定
型
通
り
居
室
で
座
布
団
を
枕
に
大
の
字
に

寝
転
ぶ
安
の
姿
が
吹
抜
屋
台
の
よ
う
な
俯
瞰
で
捉
え
ら
れ
、そ
の
絵
は
、

結
び
の
句﹁
花
の
留
守 

大
の
字
に
な
る 

居
候
﹂と
い
う
句
の
図
説
と
な

る
。コ
マ
全
体
に
薄
く
ス
ク
リ
ー
ン
ト
ー
ン
が
掛
け
ら
れ
、立
つ
湯
気
の

他
に
動
く
も
の
は
な
い
。

図1	 杉浦日向子「古川柳つま楊枝」より（『風流江戸雀』潮出版社、1987年、83〜86頁）
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第
二
章　

凍
り
つ
く
タ
ブ
ロ
ー

　
　
　
　

―
〈
浮
世
絵
〉と
し
て
の
マ
ン
ガ

　

以
上
、﹁
古
川
柳
つ
ま
楊
枝
﹂の
一
編
を
詳
細
に
見
て
き
た
。杉
浦
の
コ

マ
割
自
体
は
、ス
ト
ー
リ
ー
を
効
率
的
に
叙
述
す
る
た
め
の
古
典
的
マ

ン
ガ
の
コ
ー
ド
に
則
っ
た
手
堅
い
も
の
と
、と
り
あ
え
ず
は
言
っ
て
い

い
だ
ろ
う
。た
だ
し
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
者
、中
田
健
太
郎
の
意
見
は
興

味
深
い
。彼
は
、﹁
杉
浦
の
作
品
は
、精
緻
に
整
備
さ
れ
た
日
本
マ
ン
ガ
の

コ
ー
ド
に
則
す
る
よ
う
に
み
せ
か
け
な
が
ら
、と
き
に
そ
の
コ
ー
ド
を

な
ん
と
も
軽
妙
に
、さ
っ
ぱ
り
と
捨
て
さ
っ
て
し
ま
う
。︹
中
略
︺杉
浦
日

向
子
は
、近
代
的
な
マ
ン
ガ
の
規
則
に
声
高
に
反
対
す
る
よ
う
な
こ
と

は
せ
ず
、む
し
ろ
そ
の
コ
ー
ド
を
利
用
し
て
い
る
風
を
装
い
な
が
ら
、ふ

い
に
そ
れ
を
裏
切
り
、コ
ー
ド
を
内
側
か
ら
壊
乱
さ
せ
て
し
ま
う

（
₇
）

﹂と
述

べ
る
。中
田
は
、杉
浦
の﹁
百
日
紅
﹂の
一
編
を
詳
細
に
読
み
解
い
た
上
で
、

末
尾
に
置
か
れ
た
一
頁
大
の
力
強
い
大
ゴ
マ
に
お
け
る
描
写
の
力
強
さ

が
、
そ
れ
ま
で
従
っ
て
き
た﹁
マ
ン
ガ
的
な
コ
ー
ド
さ
え
も
逸
脱
し
﹂、

﹁
物
語
の
流
れ
を
絶
ち
切
っ
て
し
ま
っ
て
﹂い
て
、﹁
そ
こ
で
は
、物
語
の

時
間
を
分
節
す
る
と
い
う
マ
ン
ガ
の
記
号
的
な
役
割
は
奪
わ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
﹂と
指
摘
す
る

（
₈
）

。

　
﹁
古
川
柳
つ
ま
楊
枝
﹂の
場
合
は
、中
田
が
指
摘
す
る
よ
う
な
コ
マ
の

力
強
さ
は
顕
著
で
は
な
い
。と
は
い
え
、そ
れ
ぞ
れ
川
柳
を
伴
っ
た
冒
頭

と
結
尾
の
二
コ
マ
は
、他
の
コ
マ
と
は
性
格
を
異
に
す
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。両
コ
マ
を
つ
な
ぐ
十
一
個
の
コ
マ
は
、マ
ン
ガ
的
コ
ー
ド
に
則
っ

て
連
続
的
に
時
間
／
空
間
を
分
節
し
、ス
ト
ー
リ
ー
を
物
語
っ
て
い
る
。

そ
し
て
冒
頭
と
結
尾
の
コ
マ
は
、ス
ト
ー
リ
ー
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
に
そ

れ
ぞ
れ
接
続
し
て
い
る
。と
同
時
に
、そ
の
両
コ
マ
は
他
の
物
語
か
ら
切

り
離
し
て
も
、
一
つ
の
タ
ブ
ロ
ー
と
し
て
成
り
立
つ
よ
う
に
思
え
る

︱
ま
る
で
絵
付
狂
歌
本
の
よ
う
な
詩
歌
を
伴
っ
た
浮
世
絵
の
よ
う
に
。

す
な
わ
ち
、冒
頭
の
コ
マ
は
一
点
の
絵
画
の
よ
う
に
静
止
し
て
い
る
の

で
あ
り
、そ
れ
が
第
₂
コ
マ
に
接
続
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

時
間
が
動
き
出
し
、ス
ト
ー
リ
ー
を
語
り
だ
す
の
で
あ
る
。初
期
映
画
の

上
映
形
態
に
関
し
て
、
映
画
研
究
者
ト
ム
・
ガ
ニ
ン
グ（T

o
m

 G
u
n
-

n
in

g

）
は
、﹁
最
初
期
の
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
の
上
映
に
お
い
て
、
映
画
は
最

初
に
静
止
画
の
動
か
な
い
イ
メ
ー
ジ
、ス
チ
ー
ル
写
真
の
上
映
と
し
て

見
せ
ら
れ
た
。そ
れ
か
ら
、習
熟
し
た
視
覚
的
興
行
術
を
ひ
け
ら
か
し
て
、

映
写
機
が
回
り
始
め
、イ
メ
ー
ジ
が
動
い
た
﹂と
指
摘
し
た
上
で
作
家
マ

ク
シ
ム
・
ゴ
ー
リ
キ
ー（M

aksim
 G

o
rkii, 1868

︱1936

）の﹁
絵
が
生

命
を
得
た
﹂と
い
う
感
想
を
引
用
す
る

（
₉
）

。同
じ
様
に﹁
古
川
柳
つ
ま
楊
枝
﹂

で
も
、初
期
映
画
の
よ
う
に
静
止
し
た
絵
が
突
然
動
き
出
す
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
生
命
を
得
た
絵
は
、コ
マ
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
に
よ
っ
て
ス
ト

ー
リ
ー
を
物
語
っ
た
後
、結
尾
の
コ
マ
に
お
い
て
再
び
静
止
し
た
タ
ブ

ロ
ー
と
な
る
。こ
れ
も
あ
る
意
味
で
、マ
ン
ガ
の
標
準
的
な
コ
ー
ド
に
則

り
な
が
ら
も
、そ
れ
を
ず
ら
し
な
が
ら
異
化
す
る
試
み
と
考
え
る
こ
と

も
で
き
よ
う
。﹁
古
川
柳
つ
ま
楊
枝
﹂と
は
、い
わ
ば
二
つ
の
川
柳
を
伴
っ

た〈
浮
世
絵
〉を
、ス
ト
ー
リ
ー
・
マ
ン
ガ
の
手
法
に
よ
っ
て
動
か
し
て
み

る
試
み
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
﹁
古
川
柳
つ
ま
楊
枝
﹂の
他
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
冒
頭
コ
マ
を
見
て
み
よ

う
。十
一
回
目
に
当
た
る
短
編
で
、句
は﹁
相
傘
の 

話
の
切
れ
る 

水
た

ま
り
﹂で
あ
る︵
図
₂
︶。相
合
傘
で
水
た
ま
り
を
踏
み
越
え
る
男
女
の
様

子
を
描
か
れ
て
い
る
。傘
に
隠
れ
た
二
人
の
顔
は
見
え
な
い
。効
果
線
、

視
覚
的
記
号
や
オ
ノ
マ
ト
ペ
も
一
切
書
き
加
え
ら
れ
ず
、時
間
が
凍
結

し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。こ
れ
は
、ス
ト
ー
リ
ー
・
マ
ン
ガ
と
い
う
コ
ン

テ
ク
ス
ト
か
ら
引
き
剝
が
し
て
も
、江
戸
の
あ
る
空
間
、あ
る
時
間
を
切

り
取
っ
て
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
し
た
一
点
の
タ
ブ
ロ
ー
と
し
て
成
立
す
る
で

あ
ろ
う
。数
学
者
、森
毅（
一
九
二
八
～
二
〇
一
〇
）は
、﹁
彼
女
の
作
品
で

は
と
き
ど
き
、作
品
の
テ
ー
マ
と
あ
ま
り
関
係
の
な
い
情
景
が
現
れ
て

く
る
こ
と
が
あ
る
。と
き
に
は
、そ
う
し
た
情
景
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
て
、

そ
れ
の
連
想
か
ら
物
語
が
生
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
と
き
さ
え
あ
る

（
10
）

﹂と

指
摘
し
て
い
る
。一
点
の
静
止
し
た
タ
ブ
ロ
ー
が
や
お
ら
動
き
出
し
、物

語
を
語
っ
た
後
に
、も
う
一
点
の
凍
り
つ
い
た
タ
ブ
ロ
ー
に
収
束
し
て

い
く
。﹁
古
川
柳
つ
ま
楊
枝
﹂と
は
、そ
う
し
た
趣
向
の
実
験
で
あ
っ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
三
章　

再�

―�

想
像
さ
れ
る
江
戸

　
　
　
　

―
八
〇
年
代
東
京
に
お
け
る
杉
浦
日
向
子

　
﹁
古
川
柳
つ
ま
楊
枝
﹂に
お
け
る
冒
頭
、結
尾
コ
マ
を
前
章
で
は
、隠
喩

的
に〈
浮
世
絵
〉と
称
し
て
み
た
が
、浮
世
絵
か
ら
直
截
に
引
用
し
た
も

の
も
あ
る
。五
回
目
の
冒
頭
コ
マ
で
、﹁
夜
そ
ば
切 

ふ
る
へ
た
声
の 

人

だ
か
り
﹂と
い
う
句
と
と
も
に
描
か
れ
た
絵
は
、明
ら
か
に
歌
川
広
重
の

﹁
名
所
江
戸
百
景
﹂︽
虎
ノ
門
外
あ
ふ
い
坂
︾（
魚
屋
栄
吉
、一
八
五
七
）を

流
用
し
た
も
の
で
あ
る︵
図
₃
︶。こ
の
よ
う
に
マ
ン
ガ
の
中
で
浮
世
絵

を
引
用
／
流
用
す
る
こ
と
は
、杉
浦
の
作
に
は
よ
く
見
ら
れ
る
。マ
ン
ガ

批
評
家
、永
山
薫
は
、マ
ン
ガ
に
お
け
る
浮
世
絵
の
引
用
を
一
種
の﹁
画

中
画
﹂と
し
て
、杉
浦
の
引
用
を
、石
ノ
森
章
太
郎（
一
九
三
八
～
九
八
）

ら
に
よ
る
も
の
と
比
較
し
た
上
で
、杉
浦
の
場
合
は﹁
画
中
画
﹂と
そ
の

他
の
描
画
と
の
間
に
違
和
感
を
感
じ
さ
せ
な
い
と
い
う
。そ
れ
は
、単
な

る
リ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
で
は
な
く
、﹁
読
者
が
了
解
可
能
な
現
代
漫
画
の

文
法
の
枠
内
で
、ど
れ
だ
け
江
戸
っ
ぽ
い
リ
ア
リ
テ
ィ
を
担
保
で
き
る

か
と
い
う﹃
問
題
﹄で
あ
る
。あ
く
ま
で
も
仮
構
の
江
戸
時
代
で
あ
っ
て
、

図2	 杉浦日向子「古川柳つま楊枝」より（『風流江戸雀』潮
出版社、1987年、101頁）
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現
実
の
江
戸
を
描
け
る
か
ど
う
か
で
は
な
い
﹂。こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
面

で
の
技
巧
は
、一
次
資
料
に
基
づ
く
綿
密
な
考
証
と
相
ま
っ
て
、﹁
い
か

に
も
リ
ア
ル
な
江
戸
世
界
﹂を
創
り
だ
す
。そ
れ
は﹁
杉
浦
日
向
子
が
探

求
し
、学
習
し
、享
受
し
た
文
献
、史
料
、文
学
、浮
世
絵
か
ら
貪
欲
に
摂

取
し
、蓄
積
し
た
パ
ー
ツ
を
組
み
上
げ
た﹃
本
当
ら
し
い
江
戸
﹄を
、さ
ら

に
脱
構
築
し
た
脳
内
楽
園
と
し
て
の
江
戸
で
あ
る
﹂と
永
山
は
評
す
る

の
で
あ
る

（
11
）

。時
代
考
証
が
正
確
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、虚
構
が
豊
か
に
な

る
と
い
う
の
は
、山
田
風
太
郎（
一
九
二
二
～
二
〇
〇
一
）の
一
連
の﹁
明

治
も
の
﹂小
説
に
も
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。と
も
あ
れ
、

永
田
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、杉
浦
の
表
象
す
る﹁
い
か
に
も
リ
ア
ル
な
﹂

江
戸
は
、考
証
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、あ
く
ま
で
も
彼
女
に
よ
っ
て〈
想

像
〉さ
れ
た
江
戸
で
あ
る
。彼
女
は﹁
江
戸
の
人
﹂で
は
な
く
、あ
く
ま
で

も
現
代
の
東
京
の
人
で
あ
り
、江
戸
と
い
う
過
去
を
現
代
に
引
き
寄
せ

て
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

歴
史
家
キ
ャ
ロ
ル
・
グ
ラ
ッ
ク（C

aro
l G

lu
ck

）は
、近
代
に
お
け
る

〈
江
戸
〉
の
表
象
群
を
批
判
的
に
考
察
し
た
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
的
論
文

﹁
江
戸
の
発
明（T

h
e In

ven
tio

n
 o

f E
d
o

）﹂
に
お
い
て
、
近
代
の
日

本
が
自
ら
を
定
義
す
る
鏡
と
し
て
江
戸
と
い
う﹁
歴
史
的
想
像
物
﹂を
構

築
し
、再
構
築
し
て
い
く
様
を
詳
細
に
追
っ
て
い
る

（
12
）

。杉
浦
の
江
戸
表
象

も
ま
た
、あ
る
特
定
の
時
代
の
言
説
空
間
の
中
で
発
明（
あ
る
い
は
構
築
、

あ
る
い
は
想
像
）さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。﹁
あ
る
特
定
の
時
代
﹂、そ
れ
は

一
九
八
〇
年
代
で
あ
る
。

　

一
九
八
〇
年
代
と
は
、グ
ラ
ッ
ク
が
、一
八
七
〇
～
九
〇
年
代
、一
九

一
〇
～
三
〇
年
代
と
と
も
に
江
戸
が
発
明
さ
れ
た
重
要
な
モ
ー
メ
ン
ト

と
し
て
取
り
あ
げ
る
時
期
で
あ
る
。そ
の
時
期
、東
京
を
対
象
と
し
た
都

市
論
が
一
種
の
ブ
ー
ム
と
な
り
、そ
の
な
か
で
、江
戸
が
新
た
な
衣
を
ま

と
っ
て
再 

︱ 

想
像
さ
れ
て
い
た
。先
駆
け
と
し
て
、一
九
七
〇
年
代
中
盤

か
ら
八
〇
年
初
頭
に
か
け
て
建
築
史
や
文
学
研
究
で﹁
都
市
を
記
号
論

的
に
読
む
﹂と
い
う
新
し
い
傾
向
を
持
っ
た
都
市
論
が
あ
っ
た
。代
表
的

な
著
作
と
し
て
は
、長
谷
川
堯﹃
都
市
廻
廊

︱
あ
る
い
は
建
築
の
中
世

主
義
﹄（
相
模
書
房
、
一
九
七
五
）
や
、
前
田
愛﹃
都
市
空
間
の
な
か
の
文

学
﹄（
筑
摩
書
房
、一
九
八
二
）が
あ
る
。そ
れ
は
、社
会
学
、地
理
学
、歴
史

学
、美
術
史
な
ど
の
諸
領
域
の
研
究
と
と
も
に
、八
〇
年
代
の
中
盤
に
は

一
大
都
市
論
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
て
い
く
。そ
う
し
た
言
説
の
多
く

は
、江
戸
と
東
京
を
切
断
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、そ
の
連
続
性
を
重

視
し
て
い
た
こ
と
か
ら﹁
江
戸
・
東
京
論
﹂と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

陣
内
秀
信﹃
東
京
の
空
間
人
類
学
﹄（
筑
摩
書
房
、一
九
八
五
）、田
中
優
子

﹃
江
戸
の
想
像
力
﹄（
筑
摩
書
房
、一
九
八
六
）な
ど
が
代
表
的
で
あ
り
、小

木
新
造
編﹃
江
戸
東
京
学
事
典
﹄（
三
省
堂
、一
九
八
七
）が
そ
の
集
大
成

と
な
る
。﹁
江
戸
・
東
京
論
﹂は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
言
説
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、

﹃
谷
中
根
津
千
駄
木
﹄（
谷
根
千
工
房
、一
九
八
四
年
創
刊
）や﹃
東
京
人
﹄

（
都
市
出
版
、一
九
八
六
年
創
刊
）な
ど
都
市
自
体
を
対
象
と
し
た
雑
誌

も
登
場
す
る

（
13
）

。ま
た
江
戸
・
東
京
論
を
具
体
化
し
た
よ
う
な
施
設
と
し
て
、

江
戸
東
京
博
物
館
が
構
想
さ
れ
た
の
も
、こ
の
時
期
で
あ
っ
た

（
14
）

。

　

当
時
は
、東
京
自
体
が
バ
ブ
ル
経
済
下
で
大
き
く
姿
を
変
え
て
い
た

時
代
で
も
あ
っ
た
。江
戸
・
東
京
が
文
化
記
号
論
に
よ
っ
て
歴
史
的
に
分

析
さ
れ
る
一
方
で
、同
時
代
の
都
市
空
間
自
体
も
記
号
論
的
に
構
築
さ

れ
て
い
く
。社
会
学
者
、北
田
暁
大
は
、と
く
に
渋
谷
パ
ル
コ
周
辺
が﹁
商

品
＝
記
号
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
紡

ぎ
出
す
人
び
と
を
、
外
部
性
な
き
記
号
空
間（
閉
鎖
的
な
記
号
シ
ス
テ

ム
）に
よ
っ
て
包
み
込
む
消
費
社
会
の
空
間
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い

た
﹂と
指
摘
し
た
上
で
、そ
れ
は
文
化
記
号
論
に
準
拠
し
て
設
計
さ
れ
た

と
い
う
よ
り
は
、﹁
そ
も
そ
も
記
号
論
的
・
消
費
社
会
論
的
な
論
理
を
内

在
し
て
い
た
﹂と
考
え
る
べ
き
だ
と
述
べ
る

（
15
）

。そ
う
し
た〈
ポ
ス
ト
モ
ダ

ン
都
市
〉東
京
の
た
だ
中
で
想
像
さ
れ
た
の
が
、ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
な〈
江

戸
〉で
あ
っ
た
。グ
ラ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、﹁
今
回︹
一
九
八
〇
年
代
︺は
、︹
江

戸
は
︺ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
自
由
さ
、戯
れ
、そ
し
て
バ
ラ
エ
テ
ィ
を
も

っ
た
空
間
と
し
て
現
れ
﹂、そ
れ
は
合
理
主
義
的
、ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
的

な
近
代
を
乗
り
越
え
る
も
の
で﹁
実
は
日
本
の
プ
レ
モ
ダ
ン
が
す
で
に

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
だ
っ
た
と
い
う
非
歴
史
性
を
含
ん
で
い
た
﹂と
い
う

（
16
）

。こ

こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
、現
代
と
江
戸
時
代
を
歴
史
的
、社
会
的
、

文
化
的
な
差
異
を
捨
象
し
て
、単
純
に
重
ね
あ
わ
せ
る
態
度
な
の
で
あ

る
。

　

杉
浦
の
マ
ン
ガ
が
発
表
さ
れ
、読
ま
れ
て
い
た
の
は
、そ
う
い
っ
た
時

代
で
あ
っ
た
し
、彼
女
の
マ
ン
ガ
も
ま
た
江
戸
と
現
代
の
東
京
を
重
ね

あ
わ
せ
て
い
た
。テ
ク
ス
ト
を
主
体
と
し
た
著
書﹃
江
戸
へ
よ
う
こ
そ
﹄

（
筑
摩
書
房
、一
九
八
六
）で
、杉
浦
は
、懐
古
的
な﹁
江
戸
趣
味
﹂を﹁
な
に

か
蟬
の
抜
け
殻
を
い
じ
っ
て
い
る
よ
う
な
も
ど
か
し
さ
を
感
じ
﹂る
と

し
て
否
定
し
、さ
ら
に﹁
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
﹂も﹁
昔
に
帰
り
た
い
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
﹂と
し
て
退
け
、次
の
よ
う
に
宣
言
す
る
。﹁
空
気
の
中
に
と

か
、体
の
中
に
存
在
し
て
い
る
江
戸
、つ
ま
り﹃
過
去
の
発
掘
﹄で
は
な
く
、

図3	 右：杉浦日向子「古川柳つま楊枝」より（『風流江戸雀』潮出版社、1987年、75頁）
	 左：歌川広重「名所江戸百景」《虎の門外あふひ坂》1857年、大判錦絵、ブルックリン美術館蔵（ヘンリー・ス

ミス『広重	名所江戸百景』生活史研究所監訳、岩波書店、1992年、245頁）
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﹃
感
性
の
開
発
﹄と
し
て
と
ら
え
て
、﹃
江
戸
は
い
ま
こ
こ
だ
﹄と
言
い
き

る
こ
と
か
ら
ま
ず
ス
タ
ー
ト
し
た
い
と
思
い
ま
す

（
17
）

﹂。今
読
ん
で
も
小
気

味
の
よ
い
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
あ
る
が
、一
方
で
は
江
戸
を
、非
歴
史
的
に

八
〇
年
代
東
京
と
重
ね
合
わ
せ
る
言
説
編
成
の
中
で
発
せ
ら
れ
た
言
明

で
あ
る
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

第
四
章　

江
戸
の
断
片
を
採
集
す
る

　
　
　
　

―
路
上
観
察
者
と
し
て
の
杉
浦
日
向
子

　

前
章
で
採
り
上
げ
た
都
市
論
の
一
翼
を
担
い
な
が
ら
も
、江
戸
・
東
京

論
か
ら
は
距
離
を
置
き
、
異
彩
を
放
っ
て
い
た
集
団
が
あ
る
。
そ
れ
は

〈
路
上
観
察
学
〉を
標
榜
し
て
い
た
人
々
で
あ
る
。〈
路
上
観
察
学
〉と
は
、

美
術
家
、赤
瀬
川
原
平
と
建
築
史
家
、藤
森
照
信
を
中
心
と
し
て
、南
伸

坊
、林
丈
二
、一
木
努
ら
が
一
九
八
六
年
に
結
成
し
た
団
体
で
あ
る
。こ

の﹁
学
会
﹂を
事
実
上
、企
画
し
た
の
は
筑
摩
書
房
編
集
者
の
松
田
哲
夫

で
あ
り
、彼
が
担
当
し
て
い
た
荒
俣
宏
、そ
し
て
杉
浦
日
向
子
も
そ
の
立

ち
上
げ
に
名
を
連
ね
た

（
18
）

。

　

路
上
観
察
学
は
、マ
ニ
フ
ェ
ス
ト﹁
路
上
観
察
の
旗
の
下
に
﹂に
お
い

て
藤
森
が
明
言
す
る
通
り
、
八
〇
年
代
に
お
け
る
消
費
社
会
を﹁
仮
想

敵
﹂と
し
、同
時
代
の
都
市
論
の
多
く
が﹁
消
費
帝
国
の
路
上
進
出
作
戦

に
ど
こ
か
協
力
的
な
の
が
つ
ら
い
﹂と
批
判
す
る

（
19
）

。ま
た
都
市
論
の
中
で

も
、前
掲
の
長
谷
川
、前
田
、陣
内
ら
の
記
号
論
を
応
用
し
た
研
究
を﹁
空

間
派
﹂と
呼
び
、そ
れ
ら
に
関
し
て
は
一
定
の
評
価
を
与
え
な
が
ら
も
、

そ
れ
が﹁
古
き
良
き
秩
序
﹂へ
の
回
帰
を
目
指
す
危
険
性
が
あ
る
と
批
判

す
る
。そ
れ
に
対
し
て﹁
物
件
派
﹂た
る
路
上
観
察
者
は
、秩
序
か
ら
は
み

出
し
た﹁
物オ

ブ
ジ
ェ件

﹂の﹁
予
定
調
和
的
な
全
体
か
ら
の
逸
脱
に
、最
後
の
自
由

を
掛
け
て
い
る
﹂と
い
う

（
20
）

。路
上
観
察
学
と
は
、都
市
論
ブ
ー
ム
の
中
に

身
を
置
き
な
が
ら
、オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
都
市
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
目

指
し
た
試
み
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。杉
浦
の
ユ
ニ
ー
ク
な
点
は
、一

方
で
は
江
戸
・
東
京
論
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
属
し
な
が
ら
、も
う
一
方
で

は
そ
れ
を
逸
脱
す
る
路
上
観
察
と
い
う
目
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
と
こ

ろ
に
あ
る
。

　
﹁
学
会
﹂の
成
果
と
し
て
上
梓
さ
れ
た﹃
路
上
観
察
学
入
門
﹄に
杉
浦
日

向
子
は
、イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
テ
ク
ス
ト
で
構
成
さ
れ
た﹁
或
る
日

の
江
戸
地
上
約
一
尺
観
察
﹂を
寄
稿
し
て
い
る

（
21
）

。た
と
え
ば﹁
ヘ
イ
と
ド

ブ
の
観
察
﹂︵
図
₄
︶で
は
、腐
っ
た
板
塀
の
下
部
、枯
れ
て
し
ま
っ
た
植

木
鉢
、反
っ
て
し
ま
っ
た
ド
ブ
板
と
そ
れ
が
反
る
理
由
か
ら
、足
を
滑
ら

せ
た
た
め
に
ド
ブ
際
の
雑
草
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
様
子
に
至
る
ま
で
、

微
細
な
江
戸
の
細
部
が
、ま
さ
に﹁
見
て
き
た
よ
う
﹂に
活
写
さ
れ
る
。そ

れ
ら
は
、為
政
者
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
設
計
さ
れ
た
江
戸
の
秩
序
か
ら

逸
脱
し
た
細
部
で
あ
り
、そ
れ
ら
を
路
上
観
察
学
の
作
法
で﹁
採
集
﹂す

る
と
い
う
の
が
、杉
浦
の
採
用
し
た
趣
向
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

杉
浦
自
身
が
ど
れ
ほ
ど
路
上
観
察
学
に
入
れ
込
ん
で
い
た
の
か
は
分

か
ら
な
い
。路
上
観
察
学
会
が
編
ん
だ
書
物
の
数
冊
に
は
参
加
し
て
い

る
も
の
の
、中
心
的
な
人
物
と
は
い
え
ず
、参
謀
的
な
役
割
で
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。し
か
し
、彼
女
の
江
戸
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を﹁
路
上
観
察
的
﹂

な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。す
な
わ
ち
、江
戸
を
秩

序
だ
っ
た
統
一
体
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、そ
の
断
片
を
断
片
の

ま
ま
享
受
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

　

も
う
一
度
、﹁
風
流
江
戸
雀
﹂に
立
ち
返
っ
て
み
よ
う
。こ
の
連
作
短
篇

に
お
い
て
、あ
る
い
は
居
候
の
滑
稽
な
生
態
を
描
き
、あ
る
い
は
男
女
の

情
の
機
微
を
描
き
、あ
る
い
は
年
中
行
事
の
一
こ
ま
を
描
く
。そ
れ
ぞ
れ

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
な
が
り
は
な
い
。す
な
わ
ち
全
て
は
、江

戸
の
生
活
の
断
片
で
あ
り
、そ
れ
ら
を
総
合
す
る
よ
う
な
統
一
的
な
視

点
は
見
ら
れ
な
い
。江
戸
の
怪
異
譚
に
採
集
し
た﹁
百
物
語
﹂も
そ
う
で

あ
る
し
、﹁
お
栄
﹂こ
と
葛
飾
応
為（
生
没
年
不
詳
）と
い
う
実
在
の
人
物

を
主
人
公
に
し
た﹁
百
日
紅
﹂（﹃
漫
画
サ
ン
デ
ー
﹄、一
九
八
三
～
八
八
）

で
も
、お
栄
の
評
伝
を
描
く
わ
け
で
は
な
く
、彼
女
を
取
り
巻
く
江
戸
の

断
片
を
描
く
。
ス
ト
ー
リ
ー
・
マ
ン
ガ
だ
け
で
は
な
い
。﹁
江
戸
ア
ル
キ

帖
﹂（﹃
サ
ン
デ
ー
毎
日
﹄、一
九
八
五
～
八
八
）で
は
、毎
週
一
日
、日
曜
日

だ
け
江
戸
に
タ
イ
ム
・
ト
ラ
ヴ
ェ
ル
す
る
と
い
う
設
定
で
、一
二
七
も
の

江
戸
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
を
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
テ
ク
ス
ト
で
描

き
出
す
と
い
う
試
み
に
挑
ん
で
い
る

（
22
）

。

　

江
戸
と
い
う
都
市
を
統
一
さ
れ
た
総
体
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、

断
片
の
ゆ
る
や
か
な
集
合
体
と
し
て
捉
え
る
態
度
と
い
う
の
は
、現
代

に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、斎
藤
月
岑（
一
八
〇
四
～
七
八
）﹃
江
戸

名
所
図
会
﹄（
一
八
八
四
、八
六
）や
歌
川
広
重（
一
七
九
七
～
一
八
五
八
）

﹁
名
所
江
戸
百
景
﹂（
一
八
五
六
～
五
八
）な
ど
、江
戸
時
代
か
ら
す
で
に

見
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、杉
浦
は
そ
れ
ら
を
十
分
に
意
識
し
て
い
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。た
だ
し
、彼
女
が
取
り
上
げ
る
江
戸
の
細
部
が〈
名
所
〉で

あ
る
こ
と
は
少
な
い
。﹃
江
戸
名
所
図
会
﹄や﹁
名
所
江
戸
百
景
﹂が
、名
所

と
い
う
点
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
江
戸
を
捉
え
て
い
た
と
す
る
な
ら

ば
、杉
浦
は
、そ
の
点
を
結
ぶ
線
に
注
目
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
か
。杉

浦
日
向
子
の
江
戸
表
象
と
は
、名
所
の
網
目
を
か
い
く
ぐ
り
、ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
か
ら
逸
脱
し
た
路
上
に
観
察
の
ま
な
ざ
し
を
向
け
た
も
の
で
あ
る

と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

杉
浦
日
向
子
の
描
く
江
戸
は
、巨
視
的
な
ま
な
ざ
し
で
は
捉
え
ら
れ

図4	 杉浦日向子「或る日の江戸地上約一尺観察」より
「ヘイとドブの観察」（赤瀬川原平、藤森照信、南伸
坊編『路上観察学入門』筑摩書房、1986年、311頁）
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な
い
よ
う
な
些
細
な
細
部
ば
か
り
で
あ
る
。そ
こ
に
は
時
代
を
変
革
す

る
英
雄
も
、武
士
と
大
商
人
の
密
謀
も
、敵
を
な
ぎ
切
る
剣
豪
も
、抑
圧

に
抗
し
て
立
ち
上
が
る
農
民
も
登
場
し
な
い
。そ
こ
に
描
か
れ
る
の
は
、

無
時
間
的
な
江
戸
の
街
と
そ
こ
で
た
だ
淡
々
と
繰
り
返
さ
れ
る
日
常
を

生
き
る
人
々
で
あ
る
。そ
う
し
た
街
や
人
々
を
、ま
さ
に﹁
見
て
き
た
よ

う
﹂に
描
く
の
が
、杉
浦
の
マ
ン
ガ
で
あ
っ
た
。た
だ
し
、講
釈
師
で
は
な

い
が
、﹁
見
て
き
た
よ
う
﹂の
後
に
続
く
の
は
、当
然﹁
噓
﹂
︱
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン

︱
で
あ
る
。

　
﹃
路
上
観
察
学
入
門
﹄に
収
載
さ
れ
た﹁
或
る
日
の
江
戸
地
上
約
一
尺

観
察
﹂の
タ
イ
ト
ル
に
は﹁
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
タ
ッ
チ
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
﹂と

い
う
言
葉
が
添
え
ら
れ
て
い
る

（
23
）

。﹃
路
上
観
察
学
入
門
﹄に
収
め
ら
れ
た

テ
ク
ス
ト
の
多
く
が
目
の
前
の
東
京
を﹁
観
察
﹂し
て
い
る
の
に
対
し
、

杉
浦
だ
け﹁
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
﹂風
の﹁
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
﹂で
あ
る
の
は
、対

象
が
今
は
な
い
都
市
・
江
戸
で
あ
る
だ
け
に
当
然
と
も
言
え
る
。た
だ
し
、

杉
浦
の
マ
ン
ガ
が
永
山
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
綿
密
な
考
証
に
基
づ
く

虚
構
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と﹁
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
タ
ッ
チ
・
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
﹂と
は
、杉
浦
自
身
の
マ
ン
ガ
制
作
全
般
に
通
ず
る
特
徴
で
あ
る
と
も

考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

杉
浦
日
向
子
の
描
く

︱
再 

︱ 

想
像
す
る

︱
江
戸
と
は
、江
戸
時

代
に
関
す
る
杉
浦
の
博
識
に
裏
打
ち
さ
れ
な
が
ら
、想
像
力
に
よ
っ
て

創
り
出
さ
れ
た
虚
構
、江
戸
で
あ
り
な
が
ら
江
戸
で
は
な
い
何
処
に
も

な
い
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の〈
江
戸
〉の
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
な
の
で
あ
る
。

私
た
ち
の
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
江
戸
と
は
、テ
ク
ス
ト
や
イ
メ
ー
ジ

に
残
さ
れ
た
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
街
の
姿
で
あ
る

︱
﹁
古
川
柳
つ
ま
楊

枝
﹂の
冒
頭
／
結
尾
コ
マ
の
よ
う
に
。そ
れ
に
生
命
を
与
え
、動
か
し
、ス

ト
ー
リ
ー
を
紡
ぎ
だ
さ
せ
る
の
が
、杉
浦
の
想
像
力
で
あ
ろ
う
。豊
か
な

想
像
力
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
虚
構
の
街
に
杉
浦
日
向
子
は
、﹁
江
戸
ア

ル
キ
帖
﹂の
タ
イ
ム
・
ト
ラ
ベ
ラ
ー
の
よ
う
に
降
り
た
ち
、歩
き
な
が
ら

街
の
細
部
を
丹
念
に
観
察
し
て
採
集
す
る
。杉
浦
日
向
子
の
マ
ン
ガ
を

楽
し
む
こ
と
と
は
、そ
の﹁
見
て
き
た
よ
う
な
噓
﹂を
楽
し
む
こ
と
な
の

だ
ろ
う
。

註（
₁
）
杉
浦
日
向
子
の
経
歴
、
作
歴
に
つ
い
て
は
、
末
國
善
己﹁
杉
浦
日
向
子
全
著
作
解
題
﹂

（﹃
ユ
リ
イ
カ
﹄四
〇
巻
一
二
号（
10
月
特
別
増
刊
号
、総
特
集﹁
杉
浦
日
向
子
﹂）、二
〇
〇

八
年
十
月
、青
土
社
、一
一
五
～
二
七
頁
）や
狐
塚
和
芥
子﹁
江
戸
か
ら
来
た
人

︱
杉

浦
日
向
子
フ
ァ
ン
サ
イ
ト
﹂（h

ttp
 : //w

w
w
. geo

cities. jp
/w

ako
_m

m
/h

in
ako

. 

h
tm

l

、二
〇
一
一
年
九
月
四
日
ア
ク
セ
ス
）を
参
考
に
し
た
。

（
₂
）﹁
江
戸
の
人
﹂は
い
し
か
わ
じ
ゅ
ん﹁
江
戸
の
人
﹂（
前
掲﹃
ユ
リ
イ
カ
﹄八
六
～
八
九
頁
）、

﹁
江
戸
か
ら
来
た
人
﹂は
前
掲
狐
塚
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、﹁
ほ
ん
と
う
に
江
戸
の
町
に
暮
ら

し
て
い
た
ひ
と
﹂は
芳
賀
徹﹁﹃
徳
川
の
平
和
﹄を
え
が
く
﹂（﹃
風
流
江
戸
雀
﹄﹁
杉
浦
日

向
子
全
集
﹂第
六
巻
、筑
摩
書
房
、一
九
九
六
年
、三
五
九
～
六
三
頁
）に
よ
る
。

（
₃
）﹁
杉
浦
日
向
子
全
集
﹂全
六
巻（
筑
摩
書
房
、一
九
九
五
～
九
六
年
）の
解
説
は
、以
下
の

人
々
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
・
浅
葉
克
己（
第
一
巻
）、

作
家
・
石
川
英
輔（
第
二
巻
）、
数
学
者
・
森
毅（
第
三
巻
）、
写
真
家
・
荒
木
経
惟（
第
四

巻
）、建
築
史
家
・
井
上
章
一（
第
五
巻
）、比
較
文
学
者
・
芳
賀
徹（
第
六
巻
）、作
家
・
大

岡
玲（
第
七
巻
）、編
集
者
・
松
岡
正
剛（
第
八
巻
）。

（
₄
）﹃K

IN
O

﹄Vo
l. 4

（
特
集﹁
今
、時
代
劇
が
面
白
い
﹂）、京
都
精
華
大
学
情
報
館
、二
〇
〇

七
年
五
月
。

（
₅
）﹁
風
流
江
戸
雀
﹂か
ら﹁
古
川
柳
つ
ま
楊
枝
﹂と
改
題
さ
れ
る
が
、シ
リ
ー
ズ
と
し
て
連

続
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、両
者
を
ま
と
め
て
称
す
る
時
に
は﹁
風
流
江
戸
雀
﹂と
す
る
。

本
稿
で
は
、初
版
の
杉
浦
日
向
子﹃
風
流
江
戸
雀
﹄（
潮
出
版
社
、一
九
八
七
年
）を
底
本

と
し
た
。

（
₆
）最
終
回
の
み
は
、掉
尾
を
飾
る
意
図
か
ら
か
、五
・
七
・
五
の
川
柳
で
は
な
く
、下
の
句

の
七
・
七（﹁
湯
殿
帰
り
の 

死し
ん

で
み
た
が
る
﹂﹁
む
か
し
の
女 

女
で
は
な
し
﹂）が
配
さ

れ
て
い
る
。

（
₇
）中
田
健
太
郎﹁
読
め
る
の
に
書
け
ず
、描
け
る
の
に
見
ら
れ
な
い
も
の
﹂、前
掲﹃
ユ
リ

イ
カ
﹄一
五
六
頁
。

（
₈
）同
、一
六
〇
頁
。

（
₉
）ト
ム
・
ガ
ニ
ン
グ﹁
驚
き
の
美
学

︱
初
期
映
画
と
軽
々
し
く
信
じ
込
む（
こ
と
の
な

い
）観
客
﹂濱
口
幸
一
訳
、岩
本
憲
児
・
武
田
潔
・
斎
藤
綾
子
編﹃
歴
史
・
人
種
・
ジ
ェ
ン
ダ

ー
﹄（﹁﹃
新
﹄映
画
理
論
集
成
﹂₁
）フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
、一
九
九
八
年
、一
〇
六
頁
。

（
10
）森
毅﹁
北
斎
の
娘
﹂、杉
浦
日
向
子﹃
百
日
紅（
上
）﹄（﹁
杉
浦
日
向
子
全
集
﹂第
三
巻
）筑

摩
書
房
、一
九
九
五
年
、三
五
四
～
五
五
頁
。

（
11
）永
山
薫﹁
大
江
戸
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
と
し
て
の﹃
百
日
紅
﹄﹂、前
掲﹃
ユ
リ
イ
カ
﹄一
五

二
～
五
四
頁
。田
中
優
子
も
佐
高
信
と
の
対
談
で﹁
杉
浦
日
向
子
が
つ
く
り
上
げ
た
世

界
と
江
戸
は
関
係
が
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、彼
女
が
自
分
の
な
か
で
独
自
に
つ
く
り

上
げ
て
い
っ
た
世
界
で
、も
ち
ろ
ん
時
代
考
証
は
確
か
だ
け
れ
ど
も
、こ
の
世
の
ど
こ

に
も
な
い
世
界
な
ん
で
す
﹂と
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
。田
中
優
子
・
佐
高
信﹃
杉
浦

日
向
子
と
笑
い
の
様
式
﹄七
つ
森
書
館
、二
〇
〇
九
年
、二
〇
頁
。

（
12
）キ
ャ
ロ
ル
・
グ
ラ
ッ
ク﹁
江
戸
の
発
明
﹂、梅
崎
徹
訳﹃
歴
史
で
考
え
る
﹄岩
波
書
店
、一

五
八
～
六
一
頁
。

（
13
）江
戸
・
東
京
論
に
関
す
る
書
誌
は
、以
下
を
参
照
し
た
。伊
東
毅
、藤
森
照
信
、初
田
亨
、

陣
内
秀
信﹁
東
京
論
そ
の
後
﹂﹃
建
築
史
学
﹄四
七
号
、建
築
史
学
会
、二
〇
〇
六
年
九
月
、

一
〇
三
～
一
三
五
頁
。陣
内
秀
信﹁
江
戸
・
東
京
か
ら
見
る﹃
都
市
論
﹄の
展
開
﹂﹃city 

&
 life

﹄七
四
号（
特
集﹁
都
市
の
言
説
を
巡
る
旅

︱
10
の
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
探
る

都
市［
論
］の
現
在
﹂）、第
一
住
宅
建
設
協
会
、二
〇
〇
四
年
十
二
月
、一
八
～
二
一
頁
。

（
14
）江
戸
東
京
博
物
館
の
実
際
の
開
館
は
一
九
九
三
年
で
あ
る
が
、東
京
都
江
戸
東
京
博

物
館
懇
談
会
が
設
置
さ
れ
た
の
は
一
九
八
一
年
の
こ
と
で
あ
り
、ま
さ
に
都
市
論
ブ

ー
ム
と
時
代
が
重
な
る
。﹁
江
戸
東
京
博
物
館
﹂
／﹁
江
戸
博
物
館
と
は
︱
沿
革
﹂

（h
ttp

 : //w
w

w
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o

︱to
kyo
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u
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o
u
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d
ex. 

h
tm

l

、二
〇
一
一
年
九
月
三
日
ア
ク
セ
ス
）。杉
浦
日
向
子
も
、同
博
物
館
開
設
の
た

め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
チ
ー
ム
の
一
員
で
あ
っ
た
。

（
15
）北
田
暁
大﹃
増
補 

広
告
都
市
・
東
京
﹄（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）、筑
摩
書
房
、二
〇
一
一
年
、

八
一
～
八
二
頁
。

（
16
）グ
ラ
ッ
ク
前
掲
論
文
、一
七
三
～
七
五
頁
。こ
こ
で
直
接
に
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
、

柄
谷
行
人﹁
理
の
批
判

︱
日
本
思
想
に
お
け
る
プ
レ
モ
ダ
ン
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
﹂

（﹃
現
代
詩
手
帖
﹄一
九
八
六
年
五
月
、三
六
～
四
七
頁
）で
あ
る
。小
谷
野
敦
も﹁
序
説

﹃
江
戸
幻
想
﹄と
は
何
か
﹂（﹃
江
戸
幻
想
批
判

︱
﹁
江
戸
の
性
愛
﹂礼
讃
論
を
撃
つ
﹄新

曜
社
、一
九
九
九
年
、七
～
一
六
頁
）に
お
い
て
、田
中
優
子
に
主
導
さ
れ
、杉
浦
日
向

子
も
展
開
を
促
進
し
た〈
江
戸
ブ
ー
ム
〉が﹁
八
〇
年
代
東
京
と
近
世
の
江
戸
と
重
ね

合
わ
せ
る
形
で
登
場
し
﹂、江
戸
時
代
に
お
け
る
暗
い
側
面
を
無
視
し
て﹁
江
戸
は
明

る
か
っ
た
﹂と
い
う
印
象
を
植
え
つ
け
た
と
批
判
し
て
い
る
。

（
17
）杉
浦
日
向
子﹃
江
戸
へ
よ
う
こ
そ
﹄（
ち
く
ま
文
庫
）、筑
摩
書
房
、一
九
八
九
年
、一
〇

～
一
一
頁
。

（
18
）路
上
観
察
学
会
結
成
の
経
緯
に
関
し
て
は
、以
下
を
参
照
の
こ
と
。松
田
哲
夫﹃
編
集

狂
時
代
﹄（
新
潮
文
庫
）、新
潮
社
、二
〇
〇
四
年
、三
三
〇
～
四
四
頁
。

（
19
）藤
森
照
信﹁
路
上
観
察
の
旗
の
下
に
﹂、赤
瀬
川
原
平
・
藤
森
照
信
・
南
伸
坊
編﹃
路
上
観

察
学
入
門
﹄筑
摩
書
房
、一
九
八
六
年
、九
～
一
〇
頁
。

（
20
）同
、一
五
～
二
一
頁
。

（
21
）杉
浦
日
向
子﹁
或
る
日
の
江
戸
地
上
約
一
尺
観
察
﹂、同﹃
路
上
観
察
学
入
門
﹄、三
〇
八

～
三
一
三
頁
。

（
22
）杉
浦
日
向
子﹃
江
戸
ア
ル
キ
帖
﹄（
新
潮
文
庫
）、新
潮
社
、一
九
八
九
年
。

（
23
）前
掲﹁
或
る
日
の
江
戸
地
上
約
一
尺
観
察
﹂三
〇
八
頁
。
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特
集

漫
画
と
マ
ン
ガ
、そ
し
て
芸
術

７

近
代
日
本
美
術
史
に
お
け
る
画
家
・
漫
画
家
・
挿
絵
家�

―
浅
井
忠
・
柳
瀬
正
夢
・
真
鍋
博
の
場
合

原田平作

対
比
に
よ
っ
て
時
代
を
際
立
た
せ
、ハ
イ
カ
ラ
を
温
か
く

見
守
っ
た
浅
井
忠
の『
當
世
風
俗
五
十
番
歌
合
』

　

書
籍
で
あ
る
本
作
は
和
綴
上
下
二
巻
か
ら
な
る
木
版
本（
原
画
は
水

彩
）で
あ
り
、絵
の
作
者
が
浅
井
忠（
一
八
五
六
～
一
九
〇
七
）で
、歌
と

文
は
浅
井
の
パ
リ
時
代
か
ら
の
親
友
だ
っ
た
池い

け

辺べ

義よ
し

象た
か

が
読
み
、浄
書

は
永
井
素
岳（
一
八
四
九
～
一
九
一
五
）の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
。池

辺
の﹁
自
跋
﹂に
よ
る
と
、明
治
三
十
八
年
十
月
十
二
日
の
こ
と
、京
都
・

太
秦
広
隆
寺
の
牛
祭
り
を
浅
井
と
見
に
行
っ
た
際
に
神
の
お
告
げ
に
よ

っ
て
本
構
想
は
得
ら
れ
、永
井
の
浄
書
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
も
の
と

い
う
が
、
そ
の
神
は
同
時
に
浅
井
に
も
こ
れ
を
告
げ
て
い
て
、
浅
井
は

早
々
と
描
き
上
げ
、そ
の
絵
を
見
て
池
辺
は
作
歌
し
た
と
も
言
っ
て
い

る
の
で
、絵
が
先
に
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。こ
の
こ

と
は
今
は
後
究
を
待
つ
と
い
う
ほ
か
は
な
い
が
、い
ず
れ
に
し
て
も
そ

の
職
業
の
採
択
や
取
り
合
わ
せ
な
ど
に
は
、浅
井
の
意
思
が
か
な
り
色

濃
く
反
映
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。奥

付
け
に
よ
る
と
発
刊
日
は
浅
井
在
世
中
の
明
治
四
十
年
三
月
十
日
で
、

発
行
兼
印
刷
者
は
東
京
京
橋
区
の
吉
川
半
七
、彫
刻
は
木
村
徳
太
郎
・
吉

田
六
三
郎
・
大
塚
祐
次
と
な
る︵
図
₁
︶。

　

具
体
的
に
も
う
少
し
作
品
を
見
て
み
よ
う
。左
ペ
ー
ジ
に
絵
と
台
詞
、

右
ペ
ー
ジ
に
歌
と
い
っ
た
具
合
に
、対
に
さ
れ
た
五
〇
例
か
ら
な
る
が
、

そ
の
う
ち
の
例
え
ば
十
三
番
の﹁
飴
屋
・
音
樂
師
﹂を
取
り
上
げ
て
み
る

と
、左
飴
屋
の
歌
は﹁
世
の
ひ
と
の
あ
ま
き
に
つ
とど

ふ
こ
と
わ
り
を
あ
め

に
よ
る
子
の
上
に
し
る
か
な
﹂、右
音
楽
師
の
は﹁
ヴ
イ
ヲ
ラ
ン
の
か
た

き
心
と
し
り
つ
ゝ
も
ひ
か
てで

や
む
へべ

き
君
かが

そ
で
か
は
﹂、判
は﹁
ヴ
イ

ヲ
ラ
ン
の
肩
よ
り
堅
き
に
か
け
弾
く
よ
り
袖
ひ
く
に
か
け
た
る
は
巧
み

と
も
い
ふ
へべ

け
れ
とど

調
へべ

と
ゝ
の
は
すず

飴
に
悟
り
を
ひ
ら
き
た
る
心
の

床
し
き
に
劣
れ
り
﹂と
あ
り
、台
詞
は
そ
れ
ぞ
れ﹁
は
た
を
添
へ
て
も
ま

う
け
は
充
分
じ
や
﹂（
飴
屋
）、﹁
慈
善
会
の
ロ
ハ
つ
と
め
は
閉
口
だ
﹂（
音

楽
師
）と
あ
る︵
図
₂
︶。

　

こ
れ
を
見
て
す
ぐ
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、飴
屋
と
音
楽
師
と
で
は

一
見
合
わ
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
、に
も
か
か
わ
ら
ず
ラ
ッ
パ

図1	『當世風俗五十番歌合』奥付け（カラー木版・
紙、25×18	cm、二巻、1907年）

図2	『當世風俗五十番歌合』「十三番		飴屋・音樂師」

図3	『當世風俗五十番歌合』「三十九番		女教師・新聞記者」
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を
吹
い
て
子
供
を
集
め
る
飴
屋
も
一
種
の
音
楽
を
奏
し
て
い
る
の
だ
か

ら
、同
列
に
並
ん
で
も
お
か
し
く
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、こ
の

よ
う
に
一
見
並
べ
ら
れ
な
い
よ
う
な
も
の
も
あ
え
て
並
べ
て
際
立
た
せ
、

つ
と
め
て
面
白
み
を
出
そ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
、こ
れ
は
本
作
全
体

を
通
じ
て
の
特
色
の
一
つ
に
も
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
も
の
で
あ

り
、浅
井
の
全
貌
か
ら
す
る
と
、独
立
し
た
作
品
と
し
て
制
作
さ
れ
発
表

さ
れ
た
油
彩
画
や
水
彩
画
に
は
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ほ
と
ん
ど
な

い
け
れ
ど
、本
作
の
よ
う
な
一
部
の
水
彩
画
や
工
芸
図
案
・
日
本
画
に
は
、

ま
ま
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

言
い
換
え
れ
ば
浅
井
に
と
っ
て
美
術
と
は
、最
晩
年
の
大
作︽
武
士
の

山
狩
︾（
一
九
〇
五
～
〇
六
）︵
図
₄
︶が
示
す
よ
う
に
現
実
を
描
写
し
た

も
の
で
あ
り
な
が
ら
、そ
れ
を
見
る
人
の
心
の
よ
う
な
も
の
も
正
面
切

っ
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
た
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、現
実
を
直
視
し

食
い
込
も
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、刺
激
的
な
表
現
や
下
世
話
な
感
情

を
無
視
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。そ
の
一
端
が
現
れ
た
の
が
本
作
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
、ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
も
し
こ
の
よ
う
な
作
品
を
漫
画
と
言
う
な
ら
ば
、漫
画
は
や

は
り
浅
井
に
と
っ
て
脇
役
に
な
る
の
か
な
と
思
わ
れ
て
も
く
る
が
、こ

れ
を
広
く
そ
の
後
の
日
本
美
術
の
展
開
に
鑑
み
て
考
察
し
て
み
る
と
、

こ
れ
は
浅
井
に
と
っ
て
そ
う
で
あ
っ
た
だ
け
で
、お
し
な
べ
て
の
理
屈

に
は
な
ら
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
。こ
の
あ
と
柳
瀬
正
夢（
一
九
〇

〇
～
四
五
）や
真
鍋
博（
一
九
三
二
～
二
〇
〇
〇
）を
取
り
上
げ
て
み
る

の
は
、こ
の
点
を
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
自
身
が
西
洋
画
家
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
な

が
ら︵
図
₅
︶、舶
来
の
ハ
イ
カ
ラ
に
注
目
し
て
そ
の
時
代
風
俗
を
遺
憾

な
く
見
せ
つ
け
て
く
れ
る
そ
の
巧
み
さ
は
、ま
こ
と
に
面
白
い
と
言
わ

ざ
る
を
え
な
い
。

　

こ
れ
は
こ
の
種
の
先
行
作
と
み
ら
れ
る
鍬
形
蕙
斎（
一
七
六
四
～
一

八
二
四
）の︽
近
世
職
人
盡
繪
詞
︾︵
図
₆
︶に
比
較
す
る
と
、一
層
は
っ
き

り
す
る
と
思
う
が
、鍬
形
作
に
つ
い
て
近
藤
市
太
郎
氏
は﹁
職
人
や
そ
の

生
活
を
描
く
こ
と
は
室
町
時
代
以
来
の
好
画
題
で
、特
に
桃
山
期
に
隆

盛
を
見
た
が
本
図
巻
の
よ
う
に
、皮
肉
で
し
か
も
愛
情
の
あ
る
目
で
な

が
め
た
作
品
は
な
い
。⋮
⋮
筆
法
ま
た
き
わ
め
て
軽
妙
で
、作
者
の
皮
肉

で
洒
脱
な
観
察
眼
と
と
も
に
、見
る
も
の
は
思
わ
ず
笑
い
を
禁
じ
え
な

い
。今
日
の
い
わ
ゆ
る
漫
画
の
先
駆
的
作
品
と
い
え
よ
う
。﹂と
述
べ
て

い
る（﹃
図
説
日
本
文
化
史
大
系
・
第
10
巻
・
江
戸
時
代（
下
）﹄小
学
館
、昭

和
42
年
、解
説
参
照
）。﹁
皮
肉
で
し
か
も
愛
情
の
あ
る
目
﹂と
い
う
点
は
、

浅
井
に
も
通
じ
よ
う
し
、﹁
漫
画
の
先
駆
的
作
品
﹂と
言
っ
て
い
る
点
が

興
味
を
ひ
く
。

図4	 浅井忠	 	《武士の山狩（東宮御所壁飾下絵）》	 	油彩・麻布	 	1905年	 	京都工芸繊維大学
蔵		（原田平作責任編集『浅井忠画集』京都新聞社、昭和61年より転載）

図5	 浅井忠	 	《グレーの柳》	 	麻布・油彩	 	 1901年	 	京都市美術館蔵	 	（原田平作責
任編集『浅井忠画集』京都新聞社、昭和61年より転載）

図6	 鍬形蕙斎		《近世職人盡繪詞》		紙本着色		 3 巻		1805年		東京国立博物館蔵　（『図説日本文化史大系・第10巻・江戸時代
（下）』小学館、昭和42年、144頁より転載）
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な
お
こ
の
種
の
考
察
は
池
辺
義
象
自
身
も﹁
自
跋
﹂で
行
っ
て
い
て
、

昔
建
保
の
時
代（
一
二
一
四
年
）に︽
東
北
院
職
人
盡
歌
合
︾（
一
巻
、東
京

国
立
博
物
館
蔵
）が
出
来
て
よ
り
あ
れ
こ
れ
出
来
て
き
た
が
、﹁
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
皆
、殿
上
人
た
ち
が
下
々
の
様
子
を
思
い
や
っ
て
、戯
れ
に

読
ん
だ
り
描
い
た
り
し
た
も
の
で
あ
る
が
、こ
れ
に
対
し
て
文
化
の
頃
、

鍬
形
蕙
斎
の
﹂手
に
な
る
作
品
は
、﹁
上
の
方
々
に
な
ら
っ
て
下
々
な
り

に
、同
じ
風
流
事
を
お
こ
な
っ
た
最
初
の
も
の
と
い
え
ま
し
ょ
う
﹂と
述

べ
て
い
る
こ
と
が
、歴
史
的
変
遷
を
考
え
る
上
で
は
特
に
注
目
さ
れ
る

こ
と
も
、こ
の
際
記
し
て
お
き
た
い
と
思
う
が
、も
っ
と
細
か
く
そ
の
歴

史
を
考
察
し
よ
う
す
る
に
当
た
っ
て
は
、石
田
尚
豊
編﹃
職
人
尽
絵
﹄（
日

本
の
美
術
一
三
二
、至
文
堂
、昭
和
五
十
二
年
）が
参
考
に
な
る
こ
と
を

こ
こ
に
添
え
て
お
こ
う
。

　

そ
れ
か
ら
本
作
に
つ
い
て
も
っ
と
細
か
く
詳
細
を
知
る
に
当
た
っ
て

は
、憚
り
な
が
ら
河
北
倫
明
序
・
原
田
平
作
解
説﹃
當
世
風
俗
五
十
番
歌

合
﹄（
芸
艸
堂
、昭
和
五
十
八
年
）が
あ
る
こ
と
、そ
し
て
本
作
以
後
こ
れ

に
匹
敵
す
る
よ
う
な
こ
の
種
の
職
人
尽
絵
は
美
術
史
に
表
れ
な
か
っ
た

こ
と
も
記
し
て
お
こ
う
。

鋭
く
金
満
家
を
攻
撃
し
な
が
ら
も
、ど
こ
か
人
間
性
を
漂

わ
せ
て
い
て
面
白
い
柳
瀬
正
夢
の《
運
藤
為
太
一
家
の
迎

春
》

　
﹁
運
藤
為
太
﹂は﹁
う
ん
と
貯
め
た
﹂、即
ち﹁
沢
山
儲
け
た
﹂の
意
で
、図

は
海
老
が
載
っ
た
鏡
餠
を
上
に
飾
っ
た
巨
大
な
金
庫
を
背
に
、小
太
り

の
小
さ
な
為
太
が﹁
今
年
は
俺
の
年
ぢ
ゃ
、
ガ
ム
シ
ャ
ラ
に
儲
け
る
ゾ

ォ
﹂と
羊
に
言
わ
せ
て
中
央
に
立
ち
、左
に
妻
・
示シ

メ

代ヨ
（
締
め
代
）、右
に
長

男
・
震シ

ン

尓ヂ

、次
女
・
テ
ル
子
、長
女
・
カ
ル
子
、［
愛
婿
］・
大
学
教
授
梧ゴ

葉ヨ
ウ

務
ツ
ト
ム

（
御
用
務
）、次
男
・
圭ケ

イ

人ト

、金
角
寺
獨ド

ク

占セ
ン

和オ

尚
シ
ョ
ウ

等
々
が
ず
ら
っ
と
並
ぶ
。そ

し
て
金
庫
の
周
囲
に
執
事
の
三ミ

田タ

勇ユ
ウ

吉キ
チ

と
ワ
ァ
シ
ョ
団
長
の
真マ

貝ガ
イ

門モ
ン

多タ

な
ど
が
処
を
え
て
散
ら
ば
っ
て
い
る︵
図
₇
︶。

　

こ
れ
が
本
作
の
全
容

で
あ
る
が
、
為
太
が
小

さ
く
、
震
え
て
い
る
長

男
が
大
き
い
こ
と
、
為

太
を
含
め
て
登
場
人
物

に
い
や
み
が
な
い
こ
と
、

金
庫
を
斜
め
に
奥
行
き

深
く
現
わ
し
て
い
る
こ

と
、
伝
統
的
な
鏡
餠
が

見
ら
れ
て
雰
囲
気
が
感

じ
ら
れ
る
こ
と
等
々
、

全
体
に
わ
た
っ
て
面
白

み
が
先
行
し
、
鋭
く
金

満
家
を
攻
撃
し
て
い
な

が
ら
す
べ
て
に
わ
た
っ

て
ど
こ
か
人
間
性
を
漂

わ
せ
て
い
る
感
じ
で
あ

り
、
筆
者
と
し
て
は
こ

れ
を
含
め
た
柳
瀬
の
漫
画
を
柳
瀬
正
夢（
一
九
〇
〇
～
四
五
）の
全
画
業

の
う
ち
で
最
高
、少
な
く
と
も
初
期
の
前
衛
的
仕
事
に
劣
ら
ざ
る
も
の

と
し
て
位
置
づ
け
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　

顧
み
る
と
柳
瀬
の
仕
事
は
絵
画
、デ
ザ
イ
ン（
ポ
ス
タ
ー
や
本
の
挿
図

装
丁
な
ど
）、漫
画
、写
真
、劇
関
係
、小
説
、記
事
と
多
様
に
及
び
、視
覚

関
係
の
材
質
も
油
彩
、水
彩
、ペ
ン
、色
鉛
筆
、鉛
筆
、墨
、写
真
と
多
様
に

わ
た
る
よ
う
で
あ
る
が
、こ
れ
ら
を
整
理
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
と
思
わ

れ
る
企
画
、例
え
ば
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
に
か
け
て
愛
媛
県

美
術
館
・
福
岡
県
立
美
術
館
・
宮
城
県
美
術
館
で
催
さ
れ
た
柳
瀬
正
夢
展

の
構
想
を
み
る
と
、第
Ⅰ
章﹁
画
家
・
柳
瀬
正
夢
の
誕
生
﹂（
一
九
一
四
年

に
上
京
し
、一
九
一
八
年
に
自
画
自
装
の︽
邯
鄲
夢
枕
︾を
制
作
す
る
頃

ま
で
）、第
Ⅱ
章﹁
大
正
期
振
興
美
術
運
動
の
中
の
柳
瀬
﹂（
一
九
一
五
年

に
小
倉
で
開
催
さ
れ
た
洋
画
展
会
場
で
出
会
っ
た
松
本
文
雄
な
ど
の
影

響
を
う
け
て
社
会
主
義
思
想
に
傾
き
、一
九
二
〇
年
の
未
来
派
美
術
協

会
結
成
や
一
九
二
三
年
の
マ
ヴ
ォ
結
成
に
参
加
し
た
時
代
。一
九
二
五

年
の﹃
マ
ヴ
ォ
﹄第
五
号
ま
で
が
た
ど
れ
る
）、第
Ⅲ
章﹁
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
と
柳
瀬
正
夢
﹂（
柳
瀬
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
は
一
九
一
六
年

十
六
歳
で﹃
美
術
週
報
﹄に
漫
画
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
が
、そ

の
本
格
的
な
関
係
は
一
九
二
〇
年
に
長
谷
川
如
是
閑
の﹃
我
等
﹄に
関
係

し
、読
売
新
聞
社
と
関
係
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
と
考
え
ら
れ
、例
外

は
あ
る
け
れ
ど
そ
れ
は
一
九
三
三
年
の
治
安
維
持
法
違
反
容
疑
に
よ
る

逮
捕
と
妻
梅
子
の
死
頃
ま
で
続
く
）︵
図
₈
・
図
₉
︶、第
Ⅳ
章﹁
演
劇
と
の

関
わ
り
﹂（
一
九
二
一
年
に
佐
々
木
孝
丸
と
知
り
合
っ
て
舞
台
装
置
を
手

が
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
始
ま
り
で
、一
九
二
五
年
に
築
地
小
劇
場

図7	 柳瀬正夢	 	《運藤為太一家の迎春》	 	ペン・水彩・紙	 	 28.7×21.7	cm	 	武蔵野美術大学美術資料図
書館蔵　（『読売サンデー』1931年 1月 1日掲載）

＊図7〜10は『生誕100年記念		柳瀬正夢展』図録、愛媛県美術館、2000年より転載
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で
行
わ
れ
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス﹁
劇
場
の
三
科
﹂の﹁
＋

－

＋

－

＋

－
×
÷

＝
休
日
﹂な
ど
が
注
目
さ
れ
る
）、第
Ⅴ
章﹁
写
真
へ
の
取
り
組
み
﹂（
柳

瀬
が
何
時
か
ら
写
真
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、

初
め
に
そ
れ
が
発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
四
〇
年
の﹃
中
央
公
論
﹄新
年
特

大
号
で
、﹁
雲
崗
石
仏
﹂と﹁
北
京
、生
活
の
観
照
﹂で
あ
っ
た
。カ
メ
ラ
は

ド
イ
ツ
製
イ
カ
・
ベ
ベ
と
い
う
ア
ト
ム
判（
六
×
四
・
五
㎝
）サ
イ
ズ
の
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
）、第
Ⅵ
章﹁
子
供
た
ち
へ
の
ま
な
ざ
し
﹂（
一
九
二

五
年
の
作
品
を
初
め
と
す
る
子
供
に
関
す
る
作
品
。三
〇
年
代
以
降
、特

に
三
三
年
以
後
の
作
品
が
多
い
の
で
、次
の
第
Ⅶ
章
と
一
緒
に
扱
っ
て

も
よ
い
も
の
だ
ろ
う
）、第
Ⅶ
章﹁
洋
画
家
と
し
て
の
再
起
﹂（
一
九
三
三

年
の
一
時
拘
留
解
除
と
妻
の
死
以
後
、友
人
た
ち
に
す
す
め
ら
れ
て
描

い
た
油
彩
・
デ
ッ
サ
ン
・
水
彩
な
ど
の
作
品
群
。柳
瀬
は
大
正
期
末
以
来

油
絵
は
全
く
描
い
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
）と
な
っ
て
い
る︵
図
10
︶（
括

弧
内
の
解
説
は
同
展
目
録
を
読
ん
で
筆
者
が
記
し
た
も
の
）。

　

こ
れ
で
も
そ
の
中
心
的
な
も
の
が
漫
画
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
か
も

し
れ
な
い
が
、こ
こ
で
は
さ
ら
に
同
展
目
録
に
記
さ
れ
た
井
出
孫
六
氏

の
次
の
言
葉
を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
よ
う
。﹁
⋮
⋮
中
村
屋

相
馬
愛
蔵
に
支
え
ら
れ
て
手
が
け
た
土
蔵
劇
場
の
舞
台
装
置
も
柳
瀬
に

と
っ
て
は
余
技
で
は
な
く
、共
同
印
刷
争
議
に
は
ト
ラ
ン
ク
劇
場
と
い

う
ユ
ニ
ー
ク
な
運
動
と
な
っ
て
演
劇
史
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
く
の
だ

が
、油
彩
の
絵
筆
を
す
て
た
柳
瀬
の
本
業
は
な
ん
と
い
っ
て
も
漫
画
に

あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。／
グ
ロ
ッ
ス
の
影
響
の
も
と
、柳
瀬
の

漫
画
は
諷
刺
性
を
ま
し
、や
が
て
そ
れ
は﹃
無
産
者
新
聞
﹄の
顔
と
も
な

っ
て
、プ
ロ
レ
タ
リ
ア
漫
画
の
頂
点
に
向
か
っ
て
結
実
し
て
い
く
。治
安

維
持
法
の
猛
威
が
吹
き
ま
く
る
な
か
で
、柳
瀬
は
ね
じ
釘
の
頭
と
称
す

る
独
特
の
赤
い
サ
イ
ン
●／
を
あ
み
だ
し
て
、自
ら
描
く
諷
刺
画
を
は
じ

め
装
幀
、ポ
ス
タ
ー
、自
著
に
も
必
ず
こ
の
マ
ー
ク
を
挿
入
し
た
﹂と
井

出
氏
は
語
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
こ
こ
で
は
こ
の
柳
瀬
の
漫
画
と
い
う
も
の
を
、こ
の
よ
う
に

こ
と
さ
ら
に
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
う
わ
け
で
あ
る
が
、そ
れ
に
つ

い
て
こ
こ
で
重
視
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は
、柳
瀬
の
場
合
は
前

記
浅
井
と
は
ま
る
で
逆
で
、数
多
く
の
表
現
を
試
み
は
し
た
が
結
局
は

漫
画
が
中
心
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
、一
九
〇
七
年（
明
治
四
十
）に
浅

井
が
な
く
な
っ
て
二
十
年
が
経
っ
た
時
点
で
こ
の
よ
う
な
作
家
が
生
ま

れ
た
と
い
う
こ
と
は
、美
術
の
歴
史
を
考
え
る
う
え
で
無
視
で
き
な
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

と
い
う
と
だ
か
ら
ど
う
な
ん
だ
と
す
ぐ
に
言
わ
れ
よ
う
が
、こ
れ
に

つ
い
て
は
今
は
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
言
え
な
い
。け
れ
ど
も
そ
の
時
十

四
年
先
輩
の
岡
本
一
平（
一
八
八
六
～
一
九
四
八
）は
す
で
に
活
躍
し
て

お
り
、彼
は
一
九
一
二
年
に
東
京
朝
日
新
聞
社
に
入
社
し
て
漫
画
記
者

と
し
て﹁
カ
ッ
ト
や
漫
文
﹂（
呉
智
英﹁
岡
本
一
平
﹂﹃
現
代
日
本
朝
日
人
物

事
典
﹄朝
日
新
聞
社
、一
九
九
〇
年
）を
書
い
て
い
た
。柳
瀬
が
読
売
新
聞

に
関
係
し
た
こ
と
は
、こ
れ
と
無
関
係
で
は
な
い
と
思
う
が
、こ
の
事
実

を
も
と
に
い
ず
れ
は
も
っ
と
深
く
考
察
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

未
来
は
文
明
が
発
達
し
て
幸
せ
に
な
れ
る
と
信
じ
て
、繊

細
な
線
と
新
鮮
な
色
と
で
構
想
を
盛
り
上
げ
た
真
鍋
博
の

ほ
の
ぼ
の
と
し
た《
ピ
ク
ニ
ッ
ク
・
サ
イ
ク
ル
》

　
﹁
自
転
車
讃
歌
﹂を
謳
っ
た
真
鍋
博（
一
九
三
二
～
二
〇
〇
〇
）の
代
表

的
な
作
品︵
図
11
︶。三
輪
車
に
乗
っ
て
親
子
三
人
が
田
園
で
の
サ
イ
ク

リ
ン
グ
を
楽
し
ん
で
い
る
。真
鍋
の
特
色
と
言
え
る
、余
分
な
も
の
は
一

切
な
い
簡
潔
な
線
描
と
、多
色
で
あ
り
な
が
ら
濁
り
の
な
い
鮮
や
か
な

色
彩
も
楽
し
め
る
。車
が
ま
す
ま
す
増
え
た
今
日
で
も
ユ
ッ
ク
リ
ズ
ム

（
ゆ
っ
く
り
や
ろ
う
）を
基
調
と
す
る
こ
の
精
神
は
生
き
て
い
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
こ
れ
が
美
術
史
を
ど
の
よ
う
に
豊
か
に
す
る
も
の
な
の
か
ど
う

か
は
別
と
し
て
、こ
れ
を
漫
画
と
言
っ
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
で
あ
る

け
れ
ど
、剽
軽
と
い
う
か
コ
ミ
カ
ル（co

m
ical

）と
い
う
か
、若
干
の
諷

刺
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
だ
ろ
う
。親
子
三
人
の
顔
の
表

図8	 柳瀬正夢	 	「似顔絵」	 	鉛筆・ペン・インク・紙	 	 1923年		
東京都現代美術館蔵

図10　柳瀬正夢		《老農夫》		油彩・キャンバス		1937年	 	愛媛県
美術館蔵

図9	 柳瀬正夢		《読メ！		無産者新聞》		1927年		武蔵
野美術大学美術資料図書館
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情
や
汽
車
・
鳥
・
太
陽
・
建
物
・
花
・
地
面
等
々
の
表
現
か
ら
し
て
、全
体
的

に
マ
ン
ガ
チ
ッ
ク
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
一
方
こ
れ
に
つ
い
て
真
鍋
自
身
は
ど
う
考
え
て
い
た
か
と
い

う
と
、一
九
六
〇
年（
真
鍋
二
十
八
歳
）以
降
や
が
て
印
刷
メ
デ
ィ
ア
中

心
に
こ
の
よ
う
な
世
界
を
築
い
て
き
た
真
鍋
は
、﹁
タ
ブ
ロ
ー
で
は
い
い

た
い
こ
と
も
い
え
な
い
、と
い
う
の
は
本
当
で
す
。諷
刺
性
が
な
い
か
ら
。

も
う
一
つ
印
刷
に
よ
る
ま
ん
が
な
ど
の
大
衆
性
も
タ
ブ
ロ
ー
は
も
っ
て

い
な
い
。で
も
ぼ
く
は
タ
ブ
ロ
ー
を
や
め
た
わ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。可

能
性
こ
そ
信
じ
て
な
い
が
、自
分
の
心
象
追
求
の
場
と
し
て
つ
づ
け
て

ゆ
き
た
い
﹂（﹁
顔
、1960

、
画
家
真
鍋
博
氏
﹂﹃
中
国
新
聞
﹄
一
九
六
〇
年

十
二
月
一
日
）と
一
九
六
〇
年
に
述
べ
、さ
ら
に
一
九
六
四
年
に
は﹁
さ

し
絵
は
文
章
の
内
容
に
、漫
画
は
笑
い
と
い
う
目
的
に
そ
れ
ぞ
れ
従
属

し
て
い
る
。だ
が
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、視
覚
を
通
し
て
そ
れ
独
自

の
伝
達
機
能
を
発
揮
す
る
。イ
ラ
ス
ト
レ
イ
タ
ー
は
本
質
的
に
創
造
者

で
あ
る
。﹂（﹁
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
世
界
﹂﹃
愛
媛
新
聞
﹄一
九
六
四

年
八
月
二
十
二
日
）と
述
べ
て
い
る
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。つ
ま
り
真

鍋
は
自
分
は
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
と
思
っ
て
い
た
よ
う
で
、こ
の
間
に

真
鍋
は
初
め
一
九
五
二
年（
二
十
歳
）よ
り
二
紀
会
展
な
ど
に
油
彩
画
を

出
品
し︵
図
12
︶、一
九
六
〇
年
ま
で
同
展
に
出
品
す
る
か
た
わ
ら
、一
九

五
七
年
に
は
漫
画
集﹃
食
民
地
ニ
ッ
ポ
ン
﹄︵
図
13
︶を
昭
森
社
か
ら
、さ

ら
に
五
八
年
に
第
₂
漫
画
集﹃
寝
台
と
十
字
架
﹄︵
図
14
︶を
書
肆
ユ
リ
イ

カ
か
ら
発
刊
し
て
お
り
、一
九
六
〇
年
頃
か
ら
六
四
年
頃
ま
で
は
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
や
舞
台
美
術
も
手
掛
け
て
い
た
。

　

そ
れ
で
こ
う
し
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
こ
こ
で
何
を
指
摘
し
て
み
た

い
の
か
と
い
う
と
、一
九
六
〇
年
以
降
の
真
鍋
の
仕
事
を
イ
ラ
ス
ト
レ

ー
シ
ョ
ン
と
呼
ぶ
の
が
相
応
し
い
か
ど
う
か
は
こ
れ
ま
た
別
と
し
て
、

真
鍋
は
自
分
の
仕
事
を
油
彩
画
や
漫
画
を
超
え
た
も
の
と
考
え
、そ
れ

に
向
か
っ
て
ま
っ
し
ぐ
ら
に
進
ん
で
行
っ
た
、そ
の
意
識
の
内
容
を
考

察
し
て
み
る
と
、そ
れ
は
総
じ
て
何
も
の
に
も
囚
わ
れ
な
い
自
由
な
視

覚
創
造
の
表
現
と
み
ら
れ
、視
覚
世
界
の
自
立
性
を
自
覚
し
た
活
動
で

は
な
か
っ
た
か
と
す
ら
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、そ
う
な

る
と
真
鍋
に
と
っ
て
そ
れ
が
漫
画
と
呼
ば
れ
よ
う
と
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ

ョ
ン
と
呼
ば
れ
よ
う
と
、は
た
ま
た
絵
画
と
呼
ば
れ
よ
う
と
、ど
う
で
も

よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
し
て
そ
の
真
鍋
を
支
え
て
い
た
も
の
は
、真
鍋
の
近
未
来
的
都
市

的
人
間
肯
定
的
思
考
で
あ
り
、そ
れ
は
時
代
が
必
要
と
し
た
思
索
的
方

向
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
、逆
に
言
え
ば
真
鍋

は
時
代
に
棹
し
て
視
覚
的
表
現
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。し
た

が
っ
て
こ
う
し
て
み
る
と
真
鍋
の
仕
事
は
、イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と

い
う
よ
り
は
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
ア
ー
ト（
視
覚
芸
術
）、せ
め
て
グ
ラ
フ
ィ

ッ
ク
ア
ー
ト
と
呼
ん
だ
方
が
解
り
易
い
こ
と
を
、こ
こ
に
付
言
し
て
お

き
た
い
と
思
う
。因
み
に
一
般
に
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・
デ
ザ
イ
ン
の
説
明
は

﹁
多
量
の
印
刷
複
製
を
手
段
と
す
る
デ
ザ
イ
ン
の
一
分
野
。欧
米
で
は
ほ

ぼ
第
一
次
大
戦
後
、
日
本
で
は
第
二
次
大
戦
後
、
そ
れ
ま
で
の
装
飾
美

術
・
商
業
美
術
と
い
う
語
に
か
わ
っ
て
用
い
ら
れ
よ
う
に
な
る
。﹂（﹃
新

潮
世
界
美
術
辞
典
﹄新
潮
社
、一
九
八
五
年
）と
な
る（
こ
の
辺
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、拙
筆﹁
真
鍋
博
の
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
的
展
開

︱
愛

媛
か
ら
東
京
へ
、そ
し
て
世
界
へ
﹂﹃
真
鍋
博
回
顧
展
、イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ

ン
の
散
歩
道
﹄愛
媛
県
美
術
館
、二
〇
〇
一
年
、を
参
照
し
て
い
た
だ
き

図12　真鍋博		《都会主義者》		油彩・板		1955年		「今日の新人・1955年展」出品　神奈川県立近代美術館蔵

図11　真鍋博	 	《ピクニック・サイクル》	 	 カラーインク・カラートーン・ポスターカラー・ケント紙	 	 17.3×
24.1	cm		1973年

＊図11〜16は『真鍋博回顧展―イマジネーションの散歩道』図録、愛媛県美術館、2001年より転載
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た
い
）。

　

そ
れ
か
ら
今
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
漫
画
と
の
関
連
で
い
う
と
、

現
代
は
諷
刺
性
や
笑
い
を
求
め
て
は
い
る
け
れ
ど
、そ
れ
だ
け
で
は
満

足
し
な
い
作
家
が
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、真
鍋
は
自
己
の
仕
事
に

漫
画
の
も
つ
風
刺
性
や
笑
い
を
そ
こ
は
か
と
な
く
滲
み
込
ま
せ
な
が
ら
、

更
に
自
由
に
羽
ば
た
い
て
ゆ
こ
う
と
し
た
の
だ
、と
い
う
こ
と
に
な
る
。

言
い
換
え
れ
ば
真
鍋
に
と
っ
て
漫
画
と
は
、浅
井
忠（
一
八
五
六
～
一
九

〇
七
）と
は
逆
な
意
味
で
脇
役
だ
っ
た
と
言
え
る
よ
う
な
気
が
し
て
く

る
。

　

こ
れ
は
所
謂
漫
画
と
い
う
も
の
を
考
察
す
る
に
当
た
っ
て
軽
視
で
き

な
い
問
題
に
な
る
と
思
う
の
で
あ
る
が
、こ
れ
ま
で
の
こ
と
を
総
じ
て

言
う
と
、タ
ブ
ロ
ー
を
中
心
に
し
よ
う
と
し
な
が
ら
も
そ
れ
を
超
え
て

漫
画
に
も
走
っ
た
浅
井
と
、タ
ブ
ロ
ー
に
戻
ろ
う
と
し
な
が
ら
も
知
ら

ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
漫
画
が
中
心
に
な
っ
た
柳
瀬
正
夢（
一
九
〇
〇
～

四
五
）、そ
し
て
意
識
的
に
漫
画
を
超
え
よ
う
と
し
た
真
鍋
博
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
、面
白
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
三
作
は
初
め
コ
ラ
ム
と
し
て
思
い
つ
き
で

取
り
上
げ
た
も
の
で
、近
代
日
本
美
術
史
に
現
れ
て
く
る
漫
画
的
な
も

の
の
総
合
的
な
考
察
の
上
に
立
っ
て
選
ん
だ
の
で
は
な
い
こ
と
、そ
し

て
そ
れ
故
に
所
謂
絵
画
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の（
本
画
）と
漫
画
、挿
絵
、

デ
ザ
イ
ン
等
々
と
の
本
格
的
な
考
察
の
上
に
立
っ
て
い
な
い
こ
と
を
、

最
後
に
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。繰
り
返
し
に
な
る
け
れ
ど
こ
れ
ら
の

こ
と
は
後
日
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

図13　真鍋博		《女に食わせてもらう時代》		『食民地ニッポン』		昭森社		1957年 6月図14　真鍋博	 	《三等女王》	 	『寝台と十字架』	 	書肆ユリイカ	 	 1958年
4月

図15　真鍋博	 	『ミステリマガジン』1966年 7 月号表紙	 	 ポスターカラー・印画
紙

図16　真鍋博	 	《50年後の暮らし、2045年》	 	『朝日新聞』夕刊
「ウィークエンド経済」イラスト	 	 マット水彩・ケント紙		
1994年
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特
集

漫
画
と
マ
ン
ガ
、そ
し
て
芸
術

８

児
童
マ
ン
ガ（

１
）

の
盛
衰

―
田
河
水
泡
か
ら
手
塚
治
虫
へ

神林恒道

　

マ
ン
ガ
と
い
う
と
、手
塚
治
虫
を
ご
本
尊
に
祭
り
上
げ
た
、赤
塚
不
二

夫
、石
ノ
森
章
太
郎
、藤
子
不
二
雄
ら
の
ト
キ
ワ
荘
神
話
が
つ
と
に
有
名

だ
が
、そ
の
本
地
仏
と
で
も
言
え
る
の
が
田
河
水
泡
で
あ
る
。手
塚
マ
ン

ガ
が
デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
ア
ニ
メ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
映
像
表
現
の
影
響
を

受
け
て
い
る
と
い
う
話
は
す
で
に
常
識
だ
が
、そ
れ
は﹃
白
雪
姫
﹄を
初

め
と
す
る
カ
ラ
ー
長
編
ア
ニ
メ
が
公
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
戦
後
の

こ
と
で
あ
り
、少
年
時
代
の
手
塚
に
と
っ
て
の
マ
ン
ガ
の
神
様
は
疑
い

な
く
田
河
水
泡
だ
っ
た
。手
塚
の
代
表
作
は﹁
鉄
腕
ア
ト
ム
﹂︵
図
₁
︶で

あ
り
、田
河
の
代
表
作
は﹁
の
ら
く
ろ
﹂︵
図
₂
︶で
あ
る
。こ
の
主
人
公
は

よ
く
見
る
と
相
似
形
で
あ
る
。共
通
す
る
大
き
な
目
玉
、ア
ト
ム
の
先
が

と
ん
が
っ
た
髪
型
は﹁
の
ら
く
ろ
﹂の
耳
の
か
た
ち
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の

よ
う
に
見
え
る
。ま
ず
あ
の
特
徴
的
な
大
目
玉
だ
が
、日
本
の
カ
リ
カ
チ

ュ
ア
の
歴
史
を
探
っ
て
み
て
も
、そ
の
モ
デ
ル
は
見
当
た
ら
な
い
。﹁
の

ら
く
ろ
﹂と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
実
は
、ア
メ
リ
カ
の
マ
ン
ガ
、黒
猫

の﹁
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
﹂が
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
と
、晩
年
の
田
河
は
述

懐
し
て
い
る
。

　
︽
信
貴
山
縁
起
絵
巻
︾や︽
鳥
獣
戯
画
巻
︾、﹃
北
斎
漫
画
﹄な
ど
を
挙
げ

て
、今
日
の
マ
ン
ガ
大
国
、日
本
の
原
点
は
こ
こ
に
あ
り
と
、主
張
す
る

も
の
が
多
い
が
、今
日
の
四
コ
マ
漫
画
や
ス
ト
ー
リ
ー
・
マ
ン
ガ
の
原
型

は
欧
米
の
コ
ミ
ッ
ク
・
ス
ト
リ
ッ
プ
に
あ
る
。主
人
公
も
ま
た
、あ
ち
ら

の
人
気
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
焼
き
直
し
た
も
の
が
多
く
見
ら
れ
た
。か
つ

て
一
世
を
風
靡
し
た﹁
の
ん
き
な
父
さ
ん
﹂は
、洋
服
を
和
服
に
着
替
え

た﹁
親
爺
教
育
﹂の﹁
ジ
グ
ス
﹂で
あ
り
、戦
後
、国
民
的
マ
ン
ガ
と
な
っ
た

﹁
サ
ザ
エ
さ
ん
﹂も
そ
の
ア
イ
デ
ア
は
、か
つ
て
ア
メ
リ
カ
の
庶
民
生
活

を
憧
れ
の
眼
差
し
で
眺
め
て
い
た﹁
ブ
ロ
ン
デ
ィ
﹂一
家
に
あ
っ
た
よ
う

に
思
え
る
。

　

田
河
水
泡
の
本
名
は
高
見
沢
仲な

か

太た

郎ろ
う

、東
京
の
本
所
深
川
生
ま
れ
、祖

父
は
直
参
旗
本
の
次
男
坊
、根
っ
か
ら
の
江
戸
っ
子
で
あ
る
。最
初
、従

兄
弟
の
浮
世
絵
研
究
家
、高
見
沢
遠
治
の
と
こ
ろ
に
寄
宿
し
て
浮
世
絵

頒
布
会
を
手
伝
っ
て
い
た
。徴
兵
検
査
で
甲
種
合
格
と
な
る
が
、軍
隊
は

大
嫌
い
。だ
が
こ
の
軍
隊
生
活
の
体
験
が
、後
年
の﹁
の
ら
く
ろ
﹂の
執
筆

に
役
立
っ
た
。日
本
美
術
学
校
図
案
科
に
入
学
し
、杉
浦
非
水
に
師
事
す

る
が
、在
学
中
に
村
山
知
義
、柳
瀬
正
夢
ら
が
率
い
る﹁
未
来
派
美
術
協

会
﹂の﹁
三
科
イ
ン
デ
ペ
ン
デ
ン
ト
﹂展
に
出
品
、翌
年
、前
衛
集
団﹁
マ
ヴ
ォ

M
A
V
O

﹂
に
参
加
し
有
力
メ
ン
バ
ー
と
な
る
。
そ
の
お
り
高
見
沢
路み

ち

直な
お

と
改
名
し
て
い
る
。前
衛
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
は
食
え
な
い
の
で
文
筆
業

を
志
し
、新
作
落
語
の
作
家
と
な
る
。ペ
ン
ネ
ー
ム
は
高
見
沢
路ろ

亭て
い

、講

談
社
に
直
に
作
品
を
売
り
込
み
、採
用
さ
れ﹃
少
年
倶
楽
部
﹄に
連
載
が

決
ま
る
。一
年
後
に
編
集
者
に
勧
め
ら
れ
て
漫
画
を
描
く
よ
う
に
な
っ

た
。そ
こ
で
一
ひ
ね
り
し
た
ペ
ン
ネ
ー
ム
が
田
河
水
泡
で
あ
る
。こ
れ
は

本
名
の﹁
高
見
沢
﹂を
も
じ
っ
て
、﹁
タ
カ
ミ
ズ
・
ア
ワ（T

akam
iz

︱aw
a

）﹂

と
読
ま
せ
て
、ペ
ン
ネ
ー
ム
に
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
が
、い
つ
の
間
に

か﹁
タ
ガ
ワ
ス
イ
ホ
ウ
﹂と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。﹁
水
泡
﹂

は
、い
つ
消
え
る
か
知
れ
な
い
泡
沫
作
家
と
い
う
洒
落
に
も
通
じ
る
。詳

し
く
は
自
叙
伝﹃
の
ら
く
ろ
一
代
記
﹄（
講
談
社
、一
九
九
一
）に
記
さ
れ

て
い
る
。共
著
者
の
高
見
沢
潤
子
夫
人
は
、評
論
家
、小
林
秀
雄
の
妹
に

あ
た
る
。

図2	 田河水泡「のらくろ」（『のらくろ伍長』復刻版、昭和44年、講談社） 図1	 手塚治虫「鉄腕アトム」（「アトム誕生の
巻」『鉄腕アトム 1』講談社、2002年、
26頁より転載）　ⓒ手塚プロダクショ
ン
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代
表
作﹁
の
ら
く
ろ
﹂は
、野
良
犬
の
黒
吉
、つ
ま
り﹁
の
ら
く
ろ
﹂が
猛

犬
連
隊
に
入
隊
し
、愉
快
な
失
敗
を
繰
り
返
し
な
が
ら
手
柄
を
立
て
、一

兵
卒
か
ら
下
士
官
、将
校
へ
と
出
世
し
て
い
く
物
語
で
あ
り
、当
時
の
少

国
民
た
ち
に
熱
狂
的
な
支
持
を
受
け
た
漫
画
で
あ
る
。裸
の
大
将
、山
下

清
が
徳
川
夢
声
と
の
対
談
で﹁
兵
隊
の
位
で
い
う
と
﹂と
質
問
し
、こ
れ

が
流
行
語
に
な
っ
た
が
、世
代
か
ら
し
て
山
下
清
も﹁
の
ら
く
ろ
﹂の
愛

読
者
だ
っ
た
よ
う
だ
。こ
の
当
時
、つ
ま
り
昭
和
十
年
代
に
お
い
て﹃
少

年
倶
楽
部
﹄は
七
五
万
部
と
い
う
圧
倒
的
な
発
行
部
数
を
誇
っ
て
い
た
。

そ
の
牽
引
車
と
な
っ
た
の
が
、大
佛
次
郎
、吉
川
英
治
、江
戸
川
乱
歩
と

い
っ
た
人
気
作
家
の
小
説
で
あ
り
、
こ
の
漫
画﹁
の
ら
く
ろ
﹂
だ
っ
た
。

﹁
の
ら
く
ろ
﹂と
人
気
を
二
分
し
た
と
い
わ
れ
る
漫
画
が
あ
る
。島
田
啓

三
の﹁
冒
険
ダ
ン
吉
﹂︵
図
₃
︶で
あ
る
。あ
る
日
ボ
ー
ト
で
釣
り
に
出
か

け
た
少
年
が
、漂
流
し
て
南
洋
の
と
あ
る
島
に
流
れ
着
き
、知
恵
と
勇
気

で
周
囲
の
島
々
を
支
配
す
る
王
様
に
な
る
と
い
う
お
話
し
で
あ
る
。お

供
に
ネ
ズ
ミ
の
カ
リ
公
を
従
え
、裸
に
腰
蓑
を
つ
け
頭
に
王
冠
を
の
せ

た
イ
メ
ー
ジ
で
描
か
れ
て
い
る
。腕
時
計
は
文
明
の
象
徴
だ
ろ
う
か
。第

一
次
大
戦
後
、日
本
は
か
つ
て
ド
イ
ツ
領
だ
っ
た
南
洋
諸
島
を
委
任
統

治
し
、そ
こ
を
拠
点
に
南
方
進
出
を
う
か
が
っ
て
い
た
。﹁
の
ら
く
ろ
﹂に

し
ろ
、﹁
ダ
ン
吉
﹂に
し
ろ
、そ
の
漫
画
の
背
景
に
は
明
ら
か
に
、日
中
戦

争
か
ら
始
ま
っ
て
大
東
亜
共
栄
圏
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
無
謀
な
太
平
洋
戦

争
へ
と
突
入
し
て
い
っ
た
、当
時
の
時
局
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
二
つ
の
漫
画
は
ま
た
、そ
の
頃
の
児
童
漫
画
の
二
つ
の
ス
タ
イ

ル
を
代
表
し
て
い
る
。そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、漫
画
に
せ
り
ふ
を
書

き
込
む﹁
吹
き
出
し（
バ
ル
ー
ン
）﹂の
使
用
で
あ
る
。も
と
も
と
欧
米
の

漫
画
か
ら
始
ま
っ
た
バ
ル
ー
ン
を
最
初
に
採
り
入
れ
た
の
は
、大
正
期

の
織
田
小
星
・
樺
島
勝
一

（
₂
）

合
作
の﹁
正
チ
ャ
ン
の
冒
険
﹂だ
っ
た
。だ
が
こ

れ
が
定
着
す
る
の
は﹁
の
ら
く
ろ
﹂の
大
ヒ
ッ
ト
以
降
の
こ
と
で
は
な
か

ろ
う
か
。﹁
冒
険
ダ
ン
吉
﹂の
方
は
、絵
様
は
漫
画
だ
が
基
本
的
に﹁
絵
物

語
﹂で
あ
る
。こ
ち
ら
は
溯
れ
ば
、江
戸
期
の
絵
本
、絵
双
紙
の
流
れ
を
汲

む
も
の
で
あ
り
、も
と
も
と
物
語
が
主
で
そ
こ
に
添
え
ら
れ
た
絵
か
ら

発
展
し
た
も
の
だ
と
も
い
え
る
。バ
ル
ー
ン
を
使
用
す
る
漫
画
は
、説
明

文
が
な
い
分
、連
続
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
流
れ
で
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
を

追
う
必
要
が
あ
る
。絵
双
紙
と
の
対
比
で
い
う
な
ら
ば
、そ
の
表
現
に
は

伝
統
的
な
絵
巻
物
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う

（
₃
）

。

　

絵
物
語
風
漫
画
で
は
、ほ
ぼ
同
時
代
に
牧
野
大
誓
・
井
元
水
明
合
作
の

﹁
長
靴
の
三
銃
士
﹂が
あ
る
が
、も
う
ひ
と
つ
前
の
世
代
に
宮
尾
し
げ
を

作
の﹁
団
子
串
助
漫
遊
記
﹂が
あ
る
。ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
の﹁
フ
ェ
リ
ッ
ク

ス
﹂を
モ
デ
ル
に
し
た﹁
の
ら
く
ろ
﹂の
生
み
の
親
で
あ
る
田
河
が
、時
代

の
先
端
を
ゆ
く
前
衛
画
家
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、宮
尾
が
描
く
漫
画
の

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
は
、日
本
の
浮
世
絵
の
戯
画
や
鳥
羽
絵
を
思
わ
せ
る

古
格
が
あ
る
。し
か
し
ま
た
田
河
と
も
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。い
ず

れ
も
江
戸
の
粋
や
洒
脱
に
通
暁
し
た
人
物
だ
っ
た
こ
と
だ
。こ
と
に
宮

尾
は
漫
画
の
ほ
か
に
民
俗
学
研
究
、江
戸
文
化
研
究
に
つ
い
て
数
多
く

の
著
作
を
残
し
て
い
る
。田
河
が
新
作
落
語
の
作
家
だ
っ
た
こ
と
は
先

に
触
れ
た
が
、ほ
か
に
も﹃
滑
稽
の
構
造
﹄（
講
談
社
、一
九
八
一
年
）な
ど
、

笑
い
を
分
析
し
た
著
述
が
あ
る
。

　

さ
て
講
談
社
の
モ
ッ
ト
ー
は﹁
面
白
く
て
た
め
に
な
る
﹂と
い
う
も
の

だ
っ
た
。そ
の
意
味
で
は
、講
談
社
の
児
童
漫
画
に
は
一
定
の
教
育
的
な

配
慮
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。昭
和
の
初
期
、絵
物
語
は
街
頭
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
と
な
っ
て
い
た
。い
わ
ゆ
る
紙
芝
居
で
あ
る
。こ
ち
ら
は
筋
書
き
の

ど
ぎ
つ
さ
と
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
表
現
、け
ば
け
ば
し
い
色
彩
が
売
り

で
あ
る
。こ
れ
と
連
動
し
て
い
っ
た
の
が
、い
わ
ゆ
る
貸
本
文
化
で
あ
る
。

水
木
し
げ
る
の
鬼
太
郎
マ
ン
ガ
の
原
点
が
こ
こ
に
あ
る
。こ
の
紙
芝
居

の
世
界
で
の
大
ヒ
ッ
ト
作
が
、永
松
健
夫
の﹁
黄
金
バ
ッ
ト
﹂で
あ
る
。主

人
公
は
さ
れ
こ
う
べ
の
よ
う
な
顔
の
怪
人
、三
銃
士
の
ダ
ル
タ
ニ
ア
ン

の
よ
う
な
格
好
を
し
て
い
る
。敵
役
の
名
前
が
ナ
ゾ
ー
、ド
ブ
ロ
ク
ス
キ

ー
博
士
、モ
モ
ン
ガ
の
お
熊
と
い
う
の
だ
か
ら
恐
れ
入
る
。戦
後
、絵
物

語
化
さ
れ﹁
冒
険
活
劇
文
庫
﹂（
後
の﹃
少
年
画
報
﹄）に
連
載
さ
れ
た
。こ

れ
に
対
抗
す
る
か
の
よ
う
に
し
て﹃（
少
年
少
女
）冒
険
王
﹄が
出
版
さ
れ
、

そ
こ
に
掲
載
さ
れ
て
ヒ
ッ
ト
し
た
新
作
が
福
島
鐵
次
の﹁
砂
漠
の
魔
王
﹂

で
あ
る
。こ
ち
ら
は
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
に
登
場
す
る
魔ジ

ン神
が
モ
デ
ル

の
よ
う
だ
。こ
の
は
ち
ゃ
め
ち
ゃ
な
ジ
ャ
ン
ル
に
目
を
付
け
て
、今
日
の

大
を
な
し
た
の
が
秋
田
書
店
で
あ
る
。

　

戦
後
直
後
の
混
乱
期
の
児
童
マ
ン
ガ
に
は
、戦
前
か
ら
の
健
全
な
児

童
マ
ン
ガ
の
路
線
を
継
承
す
る
講
談
社
系
マ
ン
ガ
と
、俗
悪
結
構
、売
ら

ん
か
な
の
反
講
談
社
系
マ
ン
ガ
の
流
れ
が
あ
っ
た

（
₄
）

。そ
の
間
に
生
ま
れ

た
の
が
山
川
惣
治
に
よ
る﹁
少
年
王
者
﹂で
あ
り
、小
松
崎
茂
の﹁
大
平
原

児
﹂だ
っ
た
。い
ず
れ
も
集
英
社
の﹃
お
も
し
ろ
ブ
ッ
ク
﹄に
連
載
さ
れ
た

シ
リ
ー
ズ
も
の
で
あ
る
。こ
れ
ら
の
作
品
は
い
う
ま
で
も
な
く
、戦
後
の

娯
楽
に
乏
し
い
時
期
に
子
ど
も
た
ち
を
惹
き
つ
け
た
、ワ
イ
ズ
ミ
ュ
ラ

ー
の
タ
ー
ザ
ン
映
画
や
ク
ー
パ
ー
や
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
イ
ン
の
西
部
劇
の

影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。そ
れ
と
と
も
に
絵
物
語
は
よ
り
映
画
の
イ

メ
ー
ジ
と
重
な
る
リ
ア
ル
な
絵
柄
に
よ
る﹁
絵
﹂物
語

（
₅
）

へ
と
変
化
し
て
い

く
。

　

さ
て﹁
の
ら
く
ろ
﹂の
軍
歴
は
大
尉
ど
ま
り
で
、そ
の
後
、の
ら
く
ろ
は

満
蒙
開
拓
で
大
陸
に
出
か
け
る
が
、昭
和
十
六
年
、情
報
局
か
ら
執
筆
禁

止
令
が
出
さ
れ
、十
一
年
に
及
ん
だ
こ
の
長
期
連
載
漫
画
は
突
如
打
ち

切
り
と
な
る
。戦
後
は
ヒ
ー
ロ
ー
か
ら
一
転
し
て
一
庶
民
と
し
て
の
暮

ら
し
を
楽
し
む
の
だ
が
、か
つ
て
の
よ
う
な
爆
発
的
な
人
気
は
帰
っ
て

こ
な
か
っ
た
。﹁
冒
険
ダ
ン
吉
﹂の
方
は
、脇
役
の
カ
リ
公
が
ミ
ッ
キ
ー
マ

図3	 島田啓三「冒険ダン吉」
	 （『冒険ダン吉漫画全集』復刻版、昭和50年、講談社）
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ウ
ス
然
と
し
て
再
登
場
す
る
が
、こ
ち
ら
も
打
ち
止
め
と
い
う
感
が
あ

っ
た
。本
人
の
思
い
と
は
別
に
、国
策
漫
画
と
い
う
印
象
が
拭
い
き
れ
な

か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
戦
前
か
ら
戦
後
を
通
じ
て
生
き
抜
い
た
、児
童
漫
画
の
主
人

公
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。横
山
隆
一
の﹁
フ
ク
ち
ゃ
ん
﹂︵
図
₄
︶で
あ

る
。こ
ち
ら
は﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄の
連
載
コ
マ
漫
画（
戦
後
は﹃
毎
日
新

聞
﹄）で
あ
り
、﹁
サ
ザ
エ
さ
ん
﹂と
同
じ
く
家
庭
漫
画
と
呼
ぶ
の
が
良
い

の
か
も
知
れ
な
い
。も
と
も
と﹁
江
戸
ッ
子
健
ち
ゃ
ん
﹂の
脇
役
だ
っ
た

が
、人
気
が
出
て
き
て
主
人
公
に
昇
格
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
り
、ち

ょ
う
ど
ト
ム
・
ソ
ー
ヤ
の
ハ
ッ
ク
ル
ベ
リ
ー
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。白

い
エ
プ
ロ
ン
に
座
布
団
型
の
大
学
帽
、紺
飛か

す
り白

に
ゲ
タ
履
き
の
可
愛
い

イ
メ
ー
ジ
は
、早
稻
田
大
学
の
マ
ス
コ
ッ
ト
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
愛

さ
れ
て
き
た
。戦
時
中
、戦
争
協
力
映
画﹃
フ
ク
ち
ゃ
ん
の
潜
水
艦
﹄な
ど

も
と
っ
た
が
、
お
と
が
め
な
し
。
逆
に
米
軍
が
投
下
し
た
宣
伝
ビ
ラ
に

﹁
フ
ク
ち
ゃ
ん
﹂が
使
用
さ
れ
た
と
し
て
、終
戦
後
、米
国
大
使
館
に
使
用

料
を
支
払
わ
せ
た
と
い
う
愉
快
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。

　

講
談
社
の
独
擅
場
だ
っ
た
少
年
少
女
雑
誌﹃
少
年
倶
楽
部
﹄と﹃
少
女

倶
楽
部
﹄に
、戦
後
こ
れ
と
拮
抗
す
る
雑
誌
が
登
場
す
る
。光
文
社
の﹃
少

年
﹄と﹃
少
女
﹄で
あ
る
。こ
の
雑
誌﹃
少
年
﹄の
躍
進
の
原
動
力
に
な
っ
た

の
が
、江
戸
川
乱
歩
が﹃
怪
人
二
十
面
相
﹄の
続
編
と
し
て
書
い
た﹃
青
銅

の
魔
人
﹄で
あ
り
、ま
だ
無
名
に
等
し
か
っ
た
手
塚
治
虫
に
よ
る
、ロ
ボ

ッ
ト
を
主
人
公
と
し
た
空
想
科
学
マ
ン
ガ﹁
鉄
腕
ア
ト
ム
﹂だ
っ
た
。こ

れ
に
続
い
た
の
が
横
山
光
輝
の﹁
鉄
人
28
号
﹂だ
が
、両
者
の
ロ
ボ
ッ
ト

観
は
ま
る
で
違
う
。﹁
心
や
さ
し
い
﹂ア
ト
ム
に
対
し
て
、鉄
人
の
方
は
、

善
悪
双
方
の
人
間
に
操
ら
れ
る
機
械
に
す
ぎ
な
い
。

　

戦
後
の
再
出
発
に
あ
た
っ
て﹃
少
女
ク
ラ
ブ（
倶
楽
部
）﹄は
戦
前
の
人

気
抒
情
画
家
、蕗
谷
虹
児
を
起
用
す
る
な
ど
、セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
ル
な
夢

見
る
少
女
の
イ
メ
ー
ジ
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
。こ
れ
に
対
し
て﹃
少
女
﹄

は
、戦
後
の
世
相
を
映
し
出
す
生
き
生
き
と
し
た
ア
イ
デ
ア
で
、た
ち
ま

ち﹃
少
女
ク
ラ
ブ
﹄を
抜
き
去
っ
た
。こ
の
世
代
交
替
を
象
徴
し
た
の
が
、

倉
金
章
介（
良
行
）の
マ
ン
ガ﹁
あ
ん
み
つ
姫
﹂で
あ
る
。甘
辛
城
城
主
、粟

の
団
子
守
の
お
転
婆
な
一
人
娘
、﹁
あ
ん
み
つ
姫
﹂が
主
人
公
の
物
語
で

あ
る
。登
場
人
物
は
腰
元
の
あ
ん
こ
に
、し
る
こ
に
、き
な
こ
、奴
の
せ
ん

平
、小
姓
の
甘
栗
之
助
と
茶
坊
主
の
ま
ん
じ
ゅ
う
、甘
い
物
に
飢
え
て
い

た
子
ど
も
た
ち
が
舌
な
め
ず
り
す
る
よ
う
な
お
菓
子
に
ち
な
ん
だ
ネ
ー

ミ
ン
グ
で
あ
る
。秀
逸
だ
っ
た
の
は
、英
語
の
家
庭
教
師
と
し
て
カ
ス
テ

ラ
夫
人
が
登
場
す
る
。こ
れ
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
導
で
現
天
皇
の
家
庭
教
師

と
し
て
米
国
か
ら
招
か
れ
た
、ヴ
ァ
イ
ニ
ン
グ
夫
人
に
な
ぞ
ら
え
た
も

の
だ
。大
人
気
の
こ
の
マ
ン
ガ
は
、人
気
少
女
歌
手
だ
っ
た
雪
村
い
ず
み

の
主
演
で
映
画
化
も
さ
れ
て
い
る
。

　

す
っ
か
り
神
格
化
さ
れ
た
手
塚
治
虫
の﹁
鉄
腕
ア
ト
ム
﹂だ
が
、必
ず

し
も
す
べ
て
が
手
塚
の
独
創
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。少
年
倶

楽
部
が
少
年﹁
ク
ラ
ブ
﹂に
改
称
し
て
間
も
な
く
連
載
が
始
ま
っ
た
、横

井
福
次
郎
の
先
駆
的
な
空
想
科
学
漫
画﹁
冒
険
児
プ
ッ
チ
ャ
ー
﹂に
原
型

が
あ
る
。横
井
は
三
十
数
歳
で
夭
折
し
た
が
、同
時
期
に
連
載
さ
れ
て
い

た
海
野
十
三
の
空
想
科
学
小
説﹃
月
世
界
探
検
﹄と
と
も
に
わ
く
わ
く
し

な
が
ら
、当
時
の
マ
ン
ガ
少
年
は
頁
を
め
く
っ
た
記
憶
が
あ
る
。た
だ
し

横
井
の
作
品
は
絵
物
語
の
形
式
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。横
井
の
死
を
受

け
て
物
語
を
続
け
た
の
が
小
川
哲
男
だ
っ
た
が
、と
た
ん
に
興
ざ
め
し

て
し
ま
っ
た
。横
井
の
斬
新
な
ス
ピ
リ
ッ
ト
を
受
け
継
ぐ
こ
と
が
出
来

た
の
は
、や
は
り
手
塚
治
虫
し
か
い
な
か
っ
た
の
だ
。手
塚
の
経
歴
や
作

品
に
つ
い
て
は
、私
な
り
の
思
い
入
れ
も
あ
る
が
、す
で
に
言
い
尽
く
さ

れ
た
感
が
あ
る
の
で
詳
し
く
は
述
べ
な
い
。

　

た
だ
田
河
水
泡
と
の
関
連
で
若
干
触
れ
て
お
き
た
い
。田
河
は
戦
後
、

漫
画
人
生
の
緩
徐
章
と
い
う
べ
き
生
活
を
送
る
が
、そ
の
弟
子
で
活
躍

し
た
漫
画
家
が
多
い
。﹁
あ
ん
み
つ
姫
﹂の
倉
金
章
介
、﹁
サ
ザ
エ
さ
ん
﹂の

長
谷
川
町
子
、下
町
の
人
情
物
を
得
意
と
し
た
滝
田
ゆ
う
、奇
想
天
外
で

シ
ュ
ー
ル
な
作
風
で
一
部
の
読
者
に
絶
大
な
人
気
が
あ
る
杉
浦
茂
、最

晩
年
の
弟
子
に
山
根
青
鬼
、赤
鬼
兄
弟
が
い
る
。ず
い
ぶ
ん
面
倒
見
の
よ

か
っ
た
人
の
よ
う
だ
。し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
の
あ
る
作
家
た
ち
を

育
て
て
い
る
。下
町
人
情
派
の
田
河
に
対
し
て
、阪
大
医
学
部
出
身
で
都

会
派
の
手
塚
は
ど
こ
ま
で
も
ク
ー
ル
で
あ
る
。プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
は
作

っ
た
が
弟
子
は
と
ら
な
い
。た
だ
自
分
を
慕
っ
て
く
る
後
輩
た
ち
に
つ

い
て
は
、そ
れ
な
り
の
面
倒
は
み
た
よ
う
で
あ
る
。ま
た
好
み
も
違
う
。

子
供
の
頃
か
ら
寄
席
に
通
っ
て
い
た
、田
河
の
滑
稽
は
江
戸
の
笑
い
と

洒
脱
に
源
が
あ
る
。手
塚
は
生
家
が
近
か
っ
た
せ
い
も
あ
り
、宝
塚
少
女

歌
劇
の
フ
ァ
ン
だ
っ
た
と
い
う
。そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
、代
表
作
の

ひ
と
つ﹁
リ
ボ
ン
の
騎
士
﹂で
あ
る
。

　

あ
る
意
味
で
は
対
照
的
な
二
人
だ
が
、手
塚
が
田
河
を
自
ら
の
マ
ン

ガ
道
に
つ
な
が
る
、大
先
達
と
し
て
尊
敬
し
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。

手
塚
は
自
作
の
マ
ン
ガ
に
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
よ
ろ
し
く
、団
子
鼻
に
眼
鏡
、

ベ
レ
ー
帽
を
か
ぶ
っ
た
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
で
し
ば
し
ば
登
場
す
る
が
、こ

の
先
例
は
す
で
に
田
河
の
作
品
に
見
い
だ
せ
る
。こ
ち
ら
は
ロ
イ
ド
眼

鏡
に
ヘ
ア
ー
・
キ
ャ
ッ
プ
で
あ
る
。ま
た
田
河
は
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
を
サ

イ
ン
代
わ
り
に
し
て
い
た
。手
塚
治
虫
の﹁
虫
﹂の
マ
ー
ク
も
、何
と
な
く

こ
れ
と
重
な
り
合
っ
て
見
え
る
。手
塚
は
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

﹁
田
河
先
生
の
門
を
た
た
い
て
漫
画
家
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
が
、先
生

は
私
の
心
の
師
匠
だ
﹂と
。

図4	 横山隆一「フクちゃん」
	 （『フクちゃん』1976年、講談社漫画文庫）

68B I J U T S U  F O R U M 21 VO L .24︱



註（
₁
）﹁
児
童
マ
ン
ガ
﹂と
い
う
が
、そ
の
定
義
は
む
ず
か
し
い
。大
正
期
に
鈴
木
三
重
吉
ら
に

よ
る﹃
赤
い
鳥
﹄の
児
童
文
学
運
動
が
起
こ
る
が
、そ
の
モ
ッ
ト
ー
は
童
心
主
義
と
い

う
も
の
だ
っ
た
。漫
画
も
含
め
て
、講
談
社
の
児
童
向
け
出
版
は
、こ
の
運
動
に
つ
な

が
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。そ
の
本
家
を
自
任
す
る
講
談
社
は
一
九
五
九

年
に
創
立
五
十
周
年
を
記
念
し
て﹁
講
談
社
児
童
ま
ん
が
賞
﹂を
設
立
し
て
い
る
。

（
₂
）樺
島
勝
一
に
つ
い
て
は
、漫
画
家
と
い
う
よ
り
、講
談
社
の
少
年
向
け
軍
事
冒
険
小
説

の
細
密
な
挿
絵
や
口
絵
画
家
と
い
う
印
象
が
強
い
。後
に
樺
島
と
こ
の
分
野
で
競
合

し
た
の
が
、後
述
の
小
松
崎
茂
で
あ
る
。

（
₃
）絵
双
紙
で
は
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ー
ン
が
強
調
し
て
描
か
れ
る
場
合
が
多
い
。江
戸

期
の
作
品
で
、曲
亭
馬
琴
と
葛
飾
北
斎
の
合
作
に
よ
る﹃
新
編
水
滸
画
伝
﹄が
あ
る
が
、

北
斎
が
独
創
性
を
発
揮
し
す
ぎ
て
仲
違
い
し
て
、版
元
が
大
困
り
し
た
話
は
有
名
だ
。

絵
巻
物
に
は
詞
書
が
添
え
ら
れ
る
が
簡
略
な
も
の
で
、な
か
に
は
全
く
こ
れ
を
欠
い

た
も
の
も
あ
る
。絵
巻
物
の
ポ
イ
ン
ト
は
絵
を
読
む
こ
と
に
あ
る
。

（
₄
）集
英
社
は
も
と
も
と
、﹃
小
学
一
年
生
﹄な
ど
の
学
習
雑
誌
で
名
を
な
し
た
小
学
館
の

娯
楽
出
版
部
門
か
ら
独
立
し
た
出
版
社
で
あ
る
。戦
後
の
マ
ン
ガ
・
ブ
ー
ム
の
先
頭
を

切
っ
た
の
が﹃
少
年
﹄﹃
少
女
﹄の
光
文
社
だ
が
、こ
れ
は
戦
争
責
任
を
追
及
さ
れ
て
い

た
講
談
社
が
万
一
の
避
難
所
と
し
て
設
立
し
た
会
社
で
あ
る
。事
実﹃
少
年
倶
楽
部
﹄

の
名
編
集
長
と
し
て
知
ら
れ
た
加
藤
謙
一
が
公
職
追
放
に
あ
っ
て
い
る
。そ
の
加
藤

が
新
た
に
起
こ
し
た
雑
誌﹃
漫
画
少
年
﹄は
ト
キ
ワ
荘
伝
説
の
若
い
漫
画
家
た
ち
の
登

竜
門
と
な
っ
た
。手
塚
治
虫
の﹁
ジ
ャ
ン
グ
ル
大
帝
﹂の
連
載
は
こ
の
雑
誌
か
ら
始
ま

っ
た
。こ
れ
ら
の
出
版
社
が
、健
全
な
良
心
的
児
童
マ
ン
ガ
路
線
だ
っ
た
と
言
え
る
。

　
　

当
時
の
少
年
雑
誌
は
部
数
拡
大
に
狂
奔
し
、他
社
に
先
駆
け
て
、た
と
え
ば
八
月
に
十

月
号
を
出
版
、束
に
し
た
別
冊
マ
ン
ガ
を
付
録
に
つ
け
て
い
た
。第
一
期
の
マ
ン
ガ
全

盛
時
代
の
到
来
で
あ
る
。健
全
も
俗
悪
も
な
い
。手
塚
を
筆
頭
に
マ
ン
ガ
家
は
描
き
ま

く
っ
た
の
で
あ
る
。そ
の
間
に
、児
童
マ
ン
ガ
の
協
調
路
線
と
い
う
べ
き
も
の
が
出
始

め
る
。﹃
少
年
画
報
﹄に
連
載
さ
れ
た
福
井
英
一
原
作
、そ
の
急
逝
の
後
を
引
き
継
い
だ

武
内
つ
な
よ
し
作﹁
赤
胴
鈴
之
助
﹂で
あ
る
。

　
　
　

マ
ン
ガ
・
ブ
ー
ム
は
、も
は
や
月
刊
誌
の
出
版
で
は
追
い
つ
か
な
く
な
っ
て
き
た
。

そ
こ
で
昭
和
三
十
四
年
、マ
ン
ガ
週
刊
誌
が
発
行
さ
れ
る
。﹃
少
年
マ
ガ
ジ
ン
﹄（
講
談

社
）、﹃
少
年
サ
ン
デ
ー
﹄（
小
学
館
）で
あ
る
。し
ば
ら
く
し
て﹃
少
年
ジ
ャ
ン
プ
﹄（
集
英

社
）、﹃
少
年
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
﹄（
秋
田
書
店
）が
続
い
た
。こ
の
第
二
期
の
ブ
ー
ム
で
は
、

人
気
作
家
の
奪
い
合
い
と
い
う
仁
義
な
き
戦
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

（
₅
）こ
の
絵
柄
の
変
化
が
、そ
の
後
の
劇
画
、さ
い
と
う
・
た
か
お
作﹁
ゴ
ル
ゴ
13
﹂、小
池
一

夫
作
・
小
島
剛
夕
画﹁
子
連
れ
狼
﹂な
ど
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
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特
集

漫
画
と
マ
ン
ガ
、そ
し
て
芸
術

９

私
の
マ
ン
ガ
論
ノ
ー
ト

森村泰昌

　

今
も
し
私
が
十
代
、あ
る
い
は
二
十
代
の
若
者
で
あ
っ
た
ら
、お
そ
ら

く
は
、い
や
確
実
に
ア
ニ
メ
に
は
ま
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。自
分
の
内
向
的

性
格
を
想
い
浮
か
べ
つ
つ
、そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
る
。

　

し
か
し
も
ち
ろ
ん
私
は
、今
の
若
者
で
は
な
い
。な
ん
と
い
う
か
、ア

ニ
メ
と
い
う
言
葉
よ
り
、マ
ン
ガ
と
い
う
言
葉
の
ほ
う
に
、親
密
感
が
あ

る
世
代
で
あ
る
。そ
し
て
マ
ン
ガ
と
ア
ニ
メ
は
ま
っ
た
く
異
な
る
文
化

領
域
だ
と
も
思
う
。そ
ん
な
わ
け
で
、こ
こ
で
は
ア
ニ
メ
文
化
に
つ
い
て

は
語
ら
ず
、私
の
マ
ン
ガ
に
つ
い
て
の
さ
さ
や
か
な
想
い
出
話
を
、覚
え

書
き
と
し
て
記
す
に
と
ど
め
た
い
。

　

私
の
世
代
は
、﹁
黄
金
バ
ッ
ト
﹂よ
り
新
し
く
、し
か
し﹁
機
動
戦
士
ガ

ン
ダ
ム
﹂よ
り
古
い
部
類
に
属
す
る
。具
体
的
に
は
、﹁
鉄
腕
ア
ト
ム
﹂と

﹁
鉄
人
28
号
﹂の
世
代
な
の
で
あ
る
が
、し
か
し
当
時
は
、も
っ
と
い
ろ
い

ろ
な
マ
ン
ガ
が
あ
っ
た
。マ
イ
ナ
ー
で
誰
も
も
う
知
ら
な
い
し
、そ
れ
ゆ

え
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
多
く
の
マ
ン
ガ
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

﹁
シ
ル
バ
ー
ク
ロ
ス
﹂は
ど
う
だ
ろ
う
。私
と
同
じ
世
代
の
ひ
と
で
も
知

ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、私
は
コ
レ
に
は
ま
っ
て
い
た
。白
い
宇
宙
的

な
ス
ー
ツ
を
来
た
少
年
が
シ
ル
バ
ー
ク
ロ
ス
で
、ち
ょ
っ
と
お
と
な
の

ベ
テ
ラ
ン
戦
士
は
ブ
ラ
ッ
ク
ク
ロ
ス
で
あ
る
。そ
し
て
敵
方
の
強
靭
な

戦
士
は
ア
イ
ア
ン
マ
ン
と
い
っ
た
。ま
だ
子
供
で
あ
っ
た
私
は
シ
ル
バ

ー
ク
ロ
ス
に
自
分
自
身
を
重
ね
あ
わ
せ
、大
人
の
ブ
ラ
ッ
ク
ク
ロ
ス
に

憧
れ
、し
か
し
敵
方
の
ア
イ
ア
ン
マ
ン
こ
そ
が
、一
番
自
分
が
な
り
た
い

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
い
う
構
図
は
、後
の﹁
ス
タ
ー
ウ
ォ
ー
ズ
﹂に
も
あ
て
は
ま
る
。ア

イ
ア
ン
マ
ン
は
ダ
ー
ス
ベ
ー
ダ
だ
と
思
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
い
い
。記

憶
で
は
、実
際
、黒
い
甲
冑
に
身
を
固
め
た
両
者（
ア
イ
ア
ン
マ
ン
と
ダ

ー
ス
ベ
ー
ダ
）の
姿
は
酷
似
し
て
い
る
。そ
ん
な
わ
け
で
、私
は
、﹁
シ
ル

バ
ー
ク
ロ
ス
﹂の
焼
き
直
し
と
し
か
思
え
な
い﹁
ス
タ
ー
ウ
ォ
ー
ズ
﹂に

は
、結
局
ま
っ
た
く
反
応
で
き
な
か
っ
た
。

　
﹁
シ
ル
バ
ー
ク
ロ
ス
﹂の
よ
う
な
、今
で
は
も
う
誰
も
取
り
沙
汰
し
な

い
マ
ン
ガ
が
あ
っ
て
、そ
れ
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
受
け
て
お
と
な
に

な
り
、そ
の
お
と
な
が
、美
術
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、

自
分
自
身
の
こ
と
な
が
ら
、興
味
深
い
。マ
イ
ナ
ー
な
世
界
は
、意
外
と

根
深
く
文
化
に
作
用
す
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、そ
ん
な
ふ
う
に﹁
シ
ル
バ
ー
ク
ロ
ス
﹂に
強
く
惹
か
れ
た
私
が
、

自
分
で
も
マ
ン
ガ
を
描
い
て
み
よ
う
と
思
い
立
っ
た
こ
と
が
あ
る
。そ

の
十
代
半
ば
に
描
い
た
ノ
ー
ト
が
残
っ
て
い
る
。し
か
し
な
が
ら
そ
れ

は
、﹁
ア
ト
ム
﹂と﹁
鉄
人
﹂の
ふ
た
つ
を
あ
わ
せ
て
二
で
割
っ
た
よ
う
な

ロ
ボ
ッ
ト
物
で
あ
っ
た︵
図
₁
︶。や
は
り
こ
の
ふ
た
つ
の
人
気
マ
ン
ガ

が
当
時
の
子
供
に
与
え
た
影
響
は
甚
大
な
の
で
あ
ろ
う
。

図1	 中学生の頃に描いたマンガ（部分）		1960年代		ノートにペン画		© 森村泰昌

図2	《なにもなのかへのレクイエム（創造の劇場／手塚治虫としての私）》	 	 2010年		
ゼラチンシルバープリント		© 森村泰昌／手塚プロダクション
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手
塚
治
虫
は
、ア
ニ
メ
の
先
駆
者
と
し
て
、現
在
、そ
の
功
罪
を
問
わ

れ
る
人
で
あ
る
が
、私
に
と
っ
て
の
手
塚
は
ア
ニ
メ
で
は
な
く
、マ
ン
ガ

の
人
で
あ
る
。手
塚
の
世
界
の
発
端
は
、そ
の﹁
治
虫
﹂と
い
う
ペ
ン
ネ
ー

ム
に
も
あ
る
よ
う
に
、小
さ
な
虫
の
観
察
と
い
う
、微
細
で
孤
独
な
美
の

原
体
験
に
あ
る
。製
作
に
大
量
の
人
間
と
莫
大
な
資
金
と
巨
大
な
ス
ポ

ン
サ
ー
が
必
須
の
ア
ニ
メ
で
は
な
く
、た
っ
た
ひ
と
り
で
ペ
ン
を
走
ら

せ
て
、あ
る
時
代
を
生
き
た
ひ
と
り
の﹁
漫
画
家
﹂と
し
て
の
手
塚
治
虫

が
、私
は
好
き
な
の
だ︵
図
₂
︶。

　

同
じ
事
の
別
の
言
い
方
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、私
に
は
手
塚
治

虫
と
岡
本
太
郎
は
、ま
る
で
双
子
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。手
塚
治
虫
の

世
界
に
は
、明
と
暗
が
あ
る
。明
る
い
未
来
が
夢
と
し
て
語
ら
れ
る
い
っ

ぽ
う
、人
間
の
中
に
あ
る
暗
い
側
面
も
強
調
さ
れ
る
。﹁
鉄
腕
ア
ト
ム
﹂は

基
本
的
に
明
る
い
世
界
だ
が
、い
つ
も
ど
こ
か
物
悲
し
い
し
、﹁
ブ
ラ
ッ

ク
ジ
ャ
ッ
ク
﹂は
、不
法
医
師
の
暗
い
世
界
だ
が
、治
癒
、救
済
と
い
う
希

望
が
い
つ
も
あ
る
。そ
れ
は
、岡
本
太
郎
の﹁
太
陽
の
塔
﹂が
、前
面
に
赤

い
太
陽
を
持
ち
な
が
ら
、背
面
に
は
黒
い
太
陽
を
隠
し
持
つ
の
と
同
じ
、

明
暗
表
裏
の
感
受
性
で
あ
る
。加
え
て
い
う
な
ら
、両
者
と
も
に
リ
ボ
ン

の
イ
メ
ー
ジ
に
と
ら
わ
れ
た
表
現
者
で
あ
っ
た
。い
う
ま
で
も
な
く
、手

塚
に
は﹁
リ
ボ
ン
の
騎
士
﹂と
い
う
重
要
な
作
品
が
あ
り
、岡
本
太
郎
の

ば
あ
い
は
、初
期
作
品
の︽
傷
ま
し
き
腕
︾に
描
か
れ
た
大
き
な
リ
ボ
ン

の
モ
チ
ー
フ
が
、そ
の
後
繰
り
返
し
、形
を
変
え
て
登
場
す
る
こ
と
に
な

る
。こ
の
リ
ボ
ン
に
象
徴
さ
れ
る
、今
時
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、﹁
ガ
ー
リ

ー
﹂で﹁
カ
ワ
イ
イ
﹂傾
向
は
、明
と
暗
の
共
在
に
加
味
さ
れ
た
、両
者
に

共
通
の
重
要
な
趣
味
で
あ
ろ
う︵
図
₃
︶。

　

私
の
マ
ン
ガ
体
験
に
も
ど
る
が
、多
く
の
男
の
子
が
、﹃
少
年
サ
ン
デ

ー
﹄や﹃
少
年
ジ
ャ
ン
プ
﹄に
は
ま
っ
て
い
っ
た
の
と
は
逆
に
、私
は
そ
れ

ら
の
マ
ン
ガ
雑
誌
が
発
刊
さ
れ
る
頃
か
ら
、マ
ン
ガ
に
興
味
を
失
っ
て

い
っ
た
。﹃
サ
ン
デ
ー
﹄創
刊
は
一
九
五
九
年
で
あ
る
。当
時
八
歳
で
あ
っ

た
私
に
は
、﹃
サ
ン
デ
ー
﹄は
お
と
な
び
た
雑
誌
に
感
じ
ら
れ
た
。﹃
ジ
ャ

ン
プ
﹄は
一
八
六
八
年
創
刊
で
、当
時
十
七
歳
だ
っ
た
私
は
お
と
な
に
な

ろ
う
と
背
伸
び
し
て
い
て
、ジ
ャ
ン
プ
は
子
供
の
本
に
見
え
た
。

　

こ
う
し
て
、次
第
に
マ
ン
ガ
か
ら
離
れ
て
行
っ
た
の
だ
が
、一
九
八
〇

年
代
の
は
じ
め
、ふ
た
た
び
マ
ン
ガ
を
読
み
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。そ

の
頃
、創
作
絵
本
の
ブ
ー
ム
が
あ
り
、絵
本
作
家
に
な
り
た
い
と
思
う
よ

う
に
な
っ
て
い
た
私
は
、絵
本
、童
話
、児
童
文
学
な
ど
を
読
み
あ
さ
り
、

そ
の
流
れ
で
マ
ン
ガ
も
読
む
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。竹
宮
惠
子
や

萩
尾
望
都
、大
島
弓
子
な
ど
を
読
む
い
っ
ぽ
う
で
、﹁
ハ
レ
ン
チ
学
園
﹂や

﹁
ガ
キ
デ
カ
﹂も
読
ん
だ
し
、﹁
ド
ラ
エ
も
ん
﹂も
全
巻
買
っ
た
。

　

そ
の
頃
の
私
に
は
、﹁
マ
ン
ガ
絵
本
﹂と
私
が
勝
手
に
呼
ん
で
い
た
い

く
つ
か
の
習
作
が
あ
る
。私
は
、大
阪
文
学
学
校
の
奥
田
嗣
夫
教
室
に
、

一
生
徒
と
し
て
通
っ
て
い
た
。同
人
誌
に
発
表
し
た
り
、奥
田
継
夫
氏
に

お
願
い
し
て
、絵
本
原
画
を
児
童
文
学
の
出
版
社
に
持
っ
て
行
っ
て
も

ら
っ
た
り
し
て
い
た
。

　

結
果
は
惨
憺
た
る
有
様
だ
っ
た
。﹁
走
れ
サ
ム
ラ
イ
﹂は
、そ
う
い
っ
た

私
の
マ
ン
ガ
絵
本
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。持
ち
込
ん
だ
出
版
社
か
ら
、そ
の

原
画
は
戻
さ
れ
ず
、（
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
に
よ
る
）コ
ピ
ー
だ
け
が
今
か
ろ
う

じ
て
、手
元
に
残
っ
て
い
る︵
図
₄
︶。

　

ア
ニ
メ
に
つ
い
て
は
語
ら
な
い
と
冒
頭
に
書
い
た
が
、や
は
り
最
後

に
、ア
ニ
メ
に
つ
い
て
の
私
見
を
す
こ
し
ば
か
り
述
べ
て
お
こ
う
。

　

ア
ニ
メ
と
は
な
に
か
。一
言
で
言
う
な
ら
、そ
れ
は
、﹁
歳
を
と
ら
な
い

ア
イ
ド
ル
﹂で
は
な
い
か
と
思
う
。か
つ
て
の
映
画
俳
優
は
そ
う
で
は
な

か
っ
た
。ど
ん
な
女
優
で
も
十
代
の
頃
の
よ
う
に
は
い
ら
れ
な
い
。で
は

ど
う
す
る
か
と
い
え
ば
、原
節
子
の
よ
う
に
、最
も
華
の
あ
る
時
期
に
引

退
し
て
姿
を
見
せ
な
い
道
を
選
ぶ
か
、森
光
子
の
よ
う
に
、演
技
を
磨
い

て
、九
十
歳
近
く
に
な
っ
て
も
十
代
の
女
性
を
演
じ
切
る
か
、い
ず
れ
に

し
て
も
、肉
体
と
い
う
自
然
を
持
ち
、そ
れ
ゆ
え
に
歳
を
と
る
こ
と
が
運

命
づ
け
ら
れ
た
人
間
存
在
と
し
て
、そ
の
一
度
き
り
人
生
を
賭
け
な
け

れ
ば
、人
は
大
女
優
に
は
な
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る︵
図
₅
︶。

図3	《「傷ましき腕」のために》（参考図版）		2011年		© 森村泰昌

図4	 マンガ絵本原画（部分）	 	 1970年後半から1980年
代始めの頃	 	 紙にゼロックスによる複写版（原画は
紙にマーカー、黒インク）		© 森村泰昌

71 ︱ B I J U T S U  F O R U M 21 VO L .24



　

ア
ニ
メ
は
真
逆
で
あ
る
。電
子
書
籍
が
紙
製
の
書
籍
と
は
違
っ
て
、い

つ
ま
で
も
古
び
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、あ
る
い
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に

よ
っ
て
保
存
さ
れ
た
デ
ジ
タ
ル
画
像
が
、銀
塩
写
真
の
よ
う
に
劣
化
せ

ず
、い
つ
ま
で
も
鮮
や
か
な
色
彩
を
保
て
る
よ
う
に
、ア
ニ
メ
は
、永
遠

に
輝
か
し
い
子
供
の
世
界
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
。ア
イ
ド
ル

は
ア
ニ
メ
と
化
す
こ
と
で
、不
死
を
手
に
入
れ
た
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ

う
。

　

ア
ニ
メ
世
界
は
、人
類
に
と
っ
て
の
見
果
て
ぬ
夢
で
あ
っ
た
不
老
不

死
が
、近
々
実
現
す
る
こ
と
を
予
言
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。そ
の

是
非
に
つ
い
て
今
は
問
わ
な
い
。た
だ
ひ
と
つ
だ
け
言
え
る
こ
と
が
あ

る
。そ
れ
は
、こ
の
ア
ニ
メ
が
も
た
ら
す
不
老
不
死
と
、歳
を
と
る（
言
い

か
え
れ
ば
、
や
が
て
死
に
至
る
）
存
在
と
し
て
の﹁
私
﹂
を
基
礎
に
置
く

﹁
自
画
像
﹂と
は
、対
極
に
位
置
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
﹁
自
画
像
﹂を
テ
ー
マ
と
し
て
作
品
を
作
り
続
け
て
き
た
私
に
は
、こ

れ
は
か
な
り
深
刻
な
問
い
と
な
る
。ア
ニ
メ
と
い
う
不
老
不
死
の
時
代

に
、は
た
し
て﹁
自
画
像
﹂と
い
う
テ
ー
マ
は
成
立
す
る
の
だ
ろ
う
か
。ア

ニ
メ
と
い
う
世
界
中
の
多
く
の
人
々
を
魅
了
す
る
ま
で
に
成
長
し
た
、

経
済
と
精
神
の
強
大
な
世
界
に
、私
は
、大
き
な
組
織
力
を
あ
て
に
せ
ず
、

た
っ
た
ひ
と
り
の
表
現
者
と
し
て
立
ち
向
か
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う

か
。そ
れ
と
も
、ア
ニ
メ
の
中
に
こ
そ
、﹁
私
﹂な
る
存
在
を
解
く
新
手
の

鍵
が
見
い
だ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、ア
ニ
メ
は
原
子
力
に
匹
敵
す
る
、魅
惑
と
危
険
を
含

み
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
を
肝
に
銘
じ
て
、と
り
あ
え
ず
、こ
の
ノ
ー
ト

を
終
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。私
自
身
は
、ア
ニ
メ
に
愛
憎
半
ば
し
つ
つ
、

﹁
自
画
像
﹂と
い
う
テ
ー
マ
に
、ま
だ
し
ば
ら
く
は
固
執
し
て
み
た
い
と

思
っ
て
い
る
。

図5	《セルフポートレイト／ハラ・セツコとしての私・４》		1996年		カラー写真
	 ©森村泰昌
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特
集

漫
画
と
マ
ン
ガ
、そ
し
て
芸
術

10

「
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
」の
名
称
の

変
遷
と「
芸
術
性
」に
つ
い
て

佐野明子

は
じ
め
に

　
﹁
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
﹂と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
、人
は
何
を
思
い
浮
か

べ
る
だ
ろ
う
か
。﹃
サ
ザ
エ
さ
ん
﹄の
よ
う
な
Ｔ
Ｖ
で
放
映
さ
れ
て
い
る

漫
画
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
や
、﹃
ニ
ャ
ッ
キ
！
﹄の
よ
う
な
お
も
に
粘
土
で

作
ら
れ
て
い
る
ク
レ
イ
・
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、砂
を
素
材
に
し
た
砂
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、人
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
だ
ろ
う
。さ
ら
に
は﹁
ア
ー

ト
・
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
﹂と
い
う
、芸
術
的
な
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
非
芸

術
的
な
そ
れ
と
を
区
別
し
、何
ら
か
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
の
差
異
化

を
は
か
る
用
語
が
現
れ
て
も
い
る

（
₁
）

。

　

た
だ
し
こ
の
よ
う
な
例
は
、﹁
見
た
目
﹂や
素
材
を
基
準
と
し
て
名
指

さ
れ
て
い
る
も
の
だ
。し
か
し
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
は﹁
見
た
目
﹂以
外
に

も
、技
術
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。た
と
え
ば
、

お
か
だ
え
み
こ
は
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を﹁
少
し
ず
つ
変
化
さ
せ
て
描
い

た
絵
、ま
た
は
少
し
ず
つ
ポ
ー
ズ
を
変
え
ら
れ
る
人
形
を
、ひ
と
コ
マ
ひ

と
コ
マ
撮
影
し
、こ
れ
を
映
写
し
て
見
た
時
、本
来
動
い
て
は
い
な
い
絵

の
人
物
や
人
形
が
、生
命
を
得
て
自
力
で
動
い
た
よ
う
に
見
え
る
、一
種

の
ト
リ
ッ
ク
映
像

（
₂
）

﹂と
定
義
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た﹁
コ
マ
撮
り
﹂は
Ｃ
Ｇ
に
も
通
じ
る
た
め
、Ｃ
Ｇ
は
俳
優
の

演
じ
る
実
写
映
像
と
区
別
さ
れ
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
一
種
と
み
な
さ

れ
て
い
る
。Ｃ
Ｇ
も
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
一
種
と
と
ら
え
る
と
、多
く
の

映
画
が
、実
写
と
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
映
画
批
評
や
映
画
理
論
は
実
写
映
像
を
主
流
と
し
て
き
て
お

り
、﹁
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
が
像
を
動
か
す
技
術
と
い
う
点
で
は
実
写
映
画

と
は
変
わ
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、映
画
批
評
、映
画
理
論
に
お
い
て

つ
ね
に
軽
視
さ
れ
て
き
た

（
₃
）

﹂と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
は
、お
か
だ
が
定
義
す
る
よ
う
に
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
実
写
映

像
か
ら
派
生
し
た﹁
一
種
の
ト
リ
ッ
ク
映
像

（
₄
）

﹂と
と
ら
え
る
。ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
は
原
理
的
に
は
映
画
前
史
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
い
う
説
も
あ

る
が
、本
稿
で
は
今
日
の
上
映
形
式
、つ
ま
り
ひ
と
つ
の
映
像
を
多
く
の

人
数
で
見
る
と
い
う
、リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
兄
弟
が
一
八
九
五
年
に
フ
ラ
ン

ス
で
発
明
し
た
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ
を
起
源
と
み
な
す
。

　

結
論
を
先
に
言
え
ば
、お
よ
そ
一
一
〇
年
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
史
の

な
か
で
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
名
称
や
形
式
が
直
線
的
に
変
化
す
る
こ

と
は
な
く
、並
行
し
た
り
交
錯
し
た
り
し
て
変
遷
し
て
き
た
。そ
の
な
か

で
、﹁
芸
術
性
﹂の
言
説
は
一
定
し
て
認
め
ら
れ
る
。こ
う
し
た
こ
と
を
ふ

ま
え
た
う
え
で
、日
本
に
お
け
る﹁
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
﹂の
名
称
の
変
遷

と﹁
芸
術
性
﹂に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

１　

初
期
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

　

世
界
初
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
は
、一
九
〇
六
年
に
ア
メ
リ
カ
で
制
作

さ
れ
た﹃
愉
快
な
百
面
相
﹄Hu

m
o
ro

u
s 

P
h
ases 

o
f 

F
u
n
n
y 

P
h
ases

（
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ブ
ラ
ッ
ク
ト
ンJam

es 

S
tu

art B
lackto

n

）と
み
な
さ
れ
て
い
る︵
図
₁
︶。こ
の
作
品
の
概
要

は
以
下
の
通
り
に
な
る
。ま
ず
黒
板
に
、絵
を
描
く
人
の
手
が
出
て
き
て
、

正
面
向
き
の
男
の
顔
を
チ
ョ
ー
ク
で
描
く
。そ
し
て
次
に
、コ
マ
撮
り
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
女
の
正
面
向
き
の
顔
が
現
れ
る
。こ
の
よ
う
に

実
写
と
コ
マ
撮
り
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
両
方
と
も
使
い
な
が
ら
、ピ
エ

ロ
や
紳
士
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
次
々
に
登
場
し
て
い
く
。そ
し
て
絵
を

描
く
人
が
現
れ
て
、あ
る
男
の
顔
の
似
顔
絵
を
、実
写
と
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
を
交
え
て
描
く
。絵
を
描
く
登
場
人
物
は
さ
ら
に
、観
客
に
向
か
っ
て

に
っ
こ
り
と
笑
っ
て
も
み
せ
る
。し
た
が
っ
て﹃
愉
快
な
百
面
相
﹄は
、ト

ム
・
ガ
ニ
ン
グ
が
指
摘
す
る﹁
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
映
画
﹂と
一
致
し
て

い
る
。ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
映
画
と
は
、映
画
初
期
に
制
作
さ
れ
た
、カ

メ
ラ
に
向
か
っ
て
に
や
に
や
笑
う
コ
メ
デ
ィ
ア
ン
か
ら
奇
術
映
画
で
繰

図1	 ジェイムズ・スチュアート・ブラックトン『愉快な百面相』（1906年）より
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り
返
し
お
辞
儀
や
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
を
す
る
奇
術
師
ま
で
、観
客
の
注
意

を
得
る
機
会
が
あ
れ
ば
進
ん
で
自
己
完
結
的
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界

に
裂
け
目
を
入
れ
よ
う
と
し
、そ
の
可
視
性
を
見
せ
び
ら
か
す
映
画
を

指
す

（
₅
）

。ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
映
画
は
、舞
台
芸
か
ら
映
像
へ
の
継
承
と
み

な
せ
る
の
で
あ
る
。

　
﹃
愉
快
な
百
面
相
﹄は
ま
た
、＂
ラ
イ
ト
ニ
ン
グ
・
ス
ケ
ッ
チ
＂と
い
う
舞

台
芸
に
似
て
い
る
。＂
ラ
イ
ト
ニ
ン
グ
・
ス
ケ
ッ
チ
＂と
は
、絵
を
素
早
く

描
き
つ
つ
漫
談
を
交
え
る
と
い
う
舞
台
芸
で
、十
九
世
紀
末
に
ボ
ー
ド

ヴ
ィ
ル
劇
場
な
ど
で
見
ら
れ
た

（
₆
）

。こ
の
よ
う
に
映
画
は
そ
も
そ
も
初
期

に
お
い
て
は
舞
台
芸
の
ひ
と
つ
と
し
て
人
々
に
消
費
さ
れ
て
お
り
、﹃
愉

快
な
百
面
相
﹄と
い
う
世
界
初
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
み
な
さ
れ
て
い

る
作
品
も
同
様
に
、舞
台
芸
と
し
て
登
場
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

渡
辺
泰
に
よ
る
と
、﹃
愉
快
な
百
面
相
﹄は
日
本
に
輸
入
さ
れ
た
可
能

性
が
高
い
。た
だ
し
タ
イ
ト
ル
は﹃
ニ
ッ
パ
ー
ル
の
変
形
﹄だ
っ
た
と
い

う
（
₇
）

。﹃
ニ
ッ
パ
ー
ル
の
変
形
﹄と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
用
語
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。し
か
し
一
九
一
〇
年

か
ら
公
開
さ
れ
た
、フ
ラ
ン
ス
の
エ
ミ
ー
ル
・
コ
ー
ル（E

m
ile C

o
h
l

）

に
よ
る﹁
フ
ァ
ン
ト
ー
シ
ュ（F

an
toch

e

）﹂
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
も
の
の

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
品
に﹁
凸
坊
新
画
帳
﹂の
名
称
が
与
え
ら
れ
た

（
₈
）

。こ

の
時
代
の
作
品
は
、絵
が
平
面
的
で
奥
行
き
が
乏
し
い
も
の
が
多
い
。そ

れ
ゆ
え﹁
画
帳
﹂と
い
う
平
面
的
な
紙
を
指
す
名
称
が
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

と
し
て
名
指
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
実
写
の
人
間
が
登
場
し
、コ
マ
撮
り
で
絵
を
描
く
よ
う

な
作
品
は
、ア
メ
リ
カ
以
外
で
も
制
作
さ
れ
て
い
る
。た
と
え
ば
ノ
ル
ウ

ェ
ー
で
一
九
一
三
年
に
制
作
さ
れ
て
お
り
、北
欧
全
体
で
は
一
九
一
〇

年
半
ば
頃
に
一
般
的
な
作
風
と
な
っ
て
い
た

（
₉
）

。ま
た
、筆
者
に
よ
る
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
国
立
音
楽
・
映
像
ア
ー
カ
イ
ブ
に
お
け
る
調
査
で
は
、
ポ
ー

ル
・
ミ
レ
ン（P

au
l M

yren

）
に
よ
る
風
刺
的
な
作
品
が
多
く
見
ら
れ

た
。ミ
レ
ン
の
作
品
で
は
、お
そ
ら
く
ミ
レ
ン
自
身
が
登
場
し
て
コ
マ
撮

り
で
絵
を
描
い
て
い
る（
手
の
み
が
登
場
す
る
場
合
も
あ
る
）。そ
し
て

興
味
深
い
の
は
、ミ
レ
ン
が
観
客
を
に
ら
み
つ
け
る
よ
う
に
し
て
退
場

し
て
終
了
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
だ
。こ
の
点
で
は﹃
愉
快
な
百
面
相
﹄

と
は
異
な
る
。た
し
か
に
映
画
初
期
の﹁
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
映
画
﹂の

作
風
で
は
あ
る
が
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
像
だ
け
で
な
く
、ミ
レ
ン
の
観

客
を
に
ら
み
つ
け
る
よ
う
な
身
振
り
は
、内
容
の
風
刺
性
を
よ
り
強
調

し
て
い
る
と
み
な
せ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
初
期
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
は
実
写
と
と
も
に
構
成
さ
れ

て
お
り
、現
在
の
Ｃ
Ｇ
と
実
写
を
併
用
す
る
多
く
の
映
画
に
共
通
し
て

い
る
。し
か
し
、ア
メ
リ
カ
で
ア
ー
ル
・
ハ
ー
ド（E

arl H
u
rd

）が
一
九

一
四
年
に
セ
ル
・
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、す
な
わ
ち
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
透
明

な
セ
ル
ロ
イ
ド
に
描
き
、背
景
画
の
上
に
の
せ
る
と
い
う
手
法
を
開
発

す
る
と
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
形
式
が
大
き
く
変
容
す
る
。ア
ニ
メ
ー
シ

ョ
ン
か
ら
実
写
映
像
が
消
え
て
ゆ
き
、絵
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
み
で
構

成
さ
れ
る
形
式
の
、漫
画
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
が
主
流
と
な
っ
て
い
く
の

で
あ
る
。

２　
「
漫
画
映
画
」と「
動
画
」

　

続
い
て﹁
漫
画
映
画
﹂と
い
う
用
語
が
中
心
に
な
っ
て
い
く
。日
本
で

最
初
に
劇
場
公
開
用
と
し
て
制
作
さ
れ
た
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
は
一
九
一

七
年
の﹃
芋
川
椋
三
玄
関
番
の
巻
﹄（
下し

も

川か
わ

凹ほ
こ

天て
ん

）で
あ
る
。下
川
凹
天
は

漫
画
家
で
あ
り
、こ
の
作
品
に
実
写
映
像
は
無
く
、絵
の
み
で
構
成
さ
れ
、

奥
行
き
に
乏
し
い
。し
か
し
一
九
三
〇
年
頃
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
は
、

た
と
え
ば﹃
動
絵
狐
狸
達
引
﹄（
大
石
郁
雄
、一
九
三
三
年
）︵
図
₂
︶の
よ

う
に
、遠
近
法
が
採
り
い
れ
ら
れ
、立
体
的
な
空
間
の
中
で
キ
ャ
ラ
ク
タ

ー
が
縦
横
無
尽
に
駆
け
巡
る
よ
う
に
な
る
。し
た
が
っ
て﹁
漫
画
映
画
﹂

と
は
、漫
画
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
映
画
的
な
背
景
と
の
合
併
が
見
ら

れ
る
こ
と
か
ら
名
指
さ
れ
た
名
称
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。雑
誌﹃
映
画

評
論
﹄で
は
一
九
三
二
年
八
月
号
と
一
九
三
四
年
七
月
号
、﹃
映
画
教
育
﹄

で
は
一
九
三
三
年
八
月
号
に
お
い
て﹁
漫
画
映
画
特
集
﹂を
掲
載
す
る
ほ

ど
、漫
画
映
画
と
い
う
名
称
は
定
着
し
て
い
っ
た
。な
お
、漫
画
映
画
を

短
縮
し
て﹁
漫
画
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば﹁
漫
画
大

会
﹂と
い
う
、短
編
漫
画
映
画
数
本
と
劇
映
画
を
同
時
上
映
す
る
プ
ロ
グ

ラ
ム
が
登
場
し
、一
九
三
〇
年
代
前
半
に
流
行
が
み
ら
れ
た

（
10
）

。

　

カ
ラ
ー
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
対
し
て
は
、﹁
色
彩
映
画
﹂や﹁
色
彩
漫

画
（
11
）

﹂と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る
。た
と
え
ば
兼
子
慶
雄
は﹁
春
は
色
彩
映

画
か
ら
﹂と
題
し
て
、Ｗ
・
デ
ィ
ズ
ニ
ー（W

. D
isn

ey

）の
カ
ラ
ー
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン﹁
シ
リ
ー
・
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー（S

illy S
ym

p
h
on

ies

）﹂
シ

リ
ー
ズ
に
対
し﹁
最
高
の
芸
術
﹂﹁
今
更
な
が
ら
其
の
素
晴
ら
し
さ
に
打

た
れ
る
﹂と
賞
賛
し
た

（
12
）

。な
お
兼
子
の
よ
う
に
、同
時
代
の
批
評
は
デ
ィ

ズ
ニ
ー
の
カ
ラ
ー
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
対
し
て
日
本
の
白
黒
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
よ
り
も
上
位
に
位
置
づ
け
る
傾
向
に
あ
っ
た
。し
か
し
そ
れ
は

あ
く
ま
で
当
時
の
技
術
発
達
主
義
を
反
映
し
た
も
の
と
も
受
け
止
め
ら

れ
る
の
で
あ
り
、白
黒
特
有
の
美
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。白
黒

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
は
そ
も
そ
も
白
と
黒
だ
け
で
は
な
く
、灰
色
も
併
用

図2	 大石郁雄『動絵狐狸達引』（1933年）より
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さ
れ
て
い
る
。岡
田
温
司
は
灰
色
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

　

灰
色
、あ
る
い
は
グ
レ
イ
と
い
う
色
に
つ
い
て
、わ
た
し
た
ち
の
誰
も

が
ご
く
普
通
に
抱
い
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
感
覚
は
、お
そ
ら
く
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
否
定
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。白
で
も
黒
で
も
な
い
、か
ぎ

り
な
く
フ
ァ
ジ
ー
な
領
域
。⋮
⋮
し
か
し
な
が
ら
、見
方
を
変
え
れ
ば
、

だ
か
ら
こ
そ
逆
に
無
限
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
開
か
れ
た
色
で
も
あ
る
、灰

色
は
。微
妙
な
濃
淡
の
変
化
、微
妙
な
濃
淡
の
変
化
、光
と
影
の
戯
れ
、明

暗
の
繊
細
な
機
微
、灰
色
は
そ
う
い
っ
た
も
の
を
表
現
で
き
る
秘
め
た

色
で
も
あ
る

（
13
）

。

　
﹃
動
絵
狐
狸
達
引
﹄や﹃
茶
釜
音
頭
﹄（
政
岡
憲
三
、一
九
三
三
年
）の
よ

う
に
、キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
お
も
に
白
黒
で
、背
景
は
灰
色
の
濃
淡
を
駆
使

し
て
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
物
語
世
界
を
構
築
す
る
よ
う
な
作
品
は
、現

在
の
私
た
ち
の
視
点
か
ら
み
る
と
、け
っ
し
て
品
質
が
劣
る
と
は
み
な

せ
な
い
だ
ろ
う
。と
く
に﹃
茶
釜
音
頭
﹄の
政
岡
憲
三
は﹁
日
本
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
の
父
﹂と
呼
ば
れ
て
お
り
、一
九
四
三
年
の﹃
く
も
と
ち
ゅ
う
り

っ
ぷ
﹄︵
図
₃
︶で
は
同
時
代
の
批
評
で﹁
漫
画
映
画
の
佳
品

（
14
）

﹂と
よ
ば
れ
、

上
海
、香
港
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
も
上
映
さ
れ
た

（
15
）

。

　

そ
し
て
、漫
画
映
画
の
み
が
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
指
す
用
語
で
は
な

く
、﹁
動
画
﹂と
い
う
名
称
も
使
わ
れ
て
い
た
。一
九
三
〇
年
代
後
半
以
降

に
は﹁
日
本
動
画
研
究
所

（
16
）

﹂な
い
し﹁
松
竹
動
画
研
究
所

（
17
）

﹂が
設
立
さ
れ
て

い
た
。一
九
五
六
年
に
は﹁
東
映
動
画
﹂と
い
う
、日
本
初
の
カ
ラ
ー
長
編

﹃
白
蛇
伝
﹄（
薮
下
泰
司
、一
九
五
八
年
）︵
図
₄
︶を
世
に
出
し
た
大
規
模

な
製
作
会
社
が
設
立
さ
れ
た
。し
か
し﹁
漫
画
の
歴
史
と
動
画
芸
術

（
18
）

﹂と

い
う
言
説
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
、漫
画
映
画
や
動
画
の
用
語
が
必
ず
し

も
分
別
し
て
使
用
さ
れ
て
も
い
な
か
っ
た
。現
在
も
実
写
と
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
を
問
わ
ず
映
像
全
般
を﹁
動
画
﹂と
称
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
が

（
19
）

、

﹁
動
画
﹂は
長
ら
く
用
い
ら
れ
続
け
て
き
た
名
称
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
他
、﹁
影
絵
映
画
﹂﹁
人
形

映
画
﹂﹁
千
代
紙
映
画
﹂な
ど
、作

品
の
素
材
で
名
付
け
ら
れ
た
名

称
も
あ
り
、
そ
れ
ら
の﹁
芸
術

性
﹂を
説
く
言
説
も
み
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
森
岩
雄
は
影
絵
映

画
や
千
代
紙
映
画
を﹁
芸
術
映

画
﹂と
み
な
し
て
い
る

（
20
）

。フ
ラ
ン

ス
の
人
形
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

﹃
魔
法
の
時
計（L

es con
tes 

d
e l

’horloge m
agiq

u
e

）﹄

（
ラ
デ
ィ
ス
ラ
ス
・
ス
タ
レ
ヴ
ィ

ッ
チW

la
d
y
sla

w
 
S

ta
re

-

w
icz

、一
九
二
八
年
）に
対
し
て

は﹁
こ
れ
ぞ
映
画
芸
術
の
前
衛

第
一
線
に
燐
と
し
て
輝
く
太
陽
篇
‼

（
21
）

﹂と
宣
伝
さ
れ
た
。

　

ま
た﹁
線
映
画
﹂な
い
し﹁
線
画
﹂と
い
う
名
称
も
あ
り
、そ
れ
ら
は
た

と
え
ば
、地
図
で
場
所
を
示
す
た
め
の
矢
印
や
、映
画
の
タ
イ
ト
ル
な
ど

で
あ
っ
た
。当
時
、線
画
は
重
視
さ
れ
て
お
り
、一
九
四
一
年
に
は﹁
漫
画
、

線
画
の
映
画
統
一
機
関
と
し
て
日
本
線
画
協
会（
仮
称
）が
近
く
誕
生
す

る
（
22
）

﹂と
報
じ
ら
れ
た
。

３　
「
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
」の
登
場

　
﹁
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
﹂の
名
称
が
言
説
に
増
え
て
き
た
の
は
、一
九
六

〇
年
に﹁
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
三
人
の
会
﹂が
結
成
さ
れ
て
か
ら
だ
。ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
三
人
の
会
は
、久
里
洋
二
、柳
原
良
平
、真
鍋
博
が
立
ち
上

げ
、デ
ィ
ズ
ニ
ー
な
ど
こ
れ
ま
で
の
漫
画
映
画
と
は
異
な
る
形
式
の
映

像
作
品
を
つ
く
る
こ
と
を
目
指
し
た
。久
里
は
マ
ン
ガ
、柳
原
良
平
と
真

鍋
博
は
イ
ラ
ス
ト
を
お
も
に
制
作
し
て
き
て
お
り
、登
場
人
物
の
平
面

性
や
動
き
の
少
な
さ
、実
写
と
の
併
用
な
ど
、実
験
的
な
作
風
に
特
徴
が

あ
る
。そ
れ
ら
の
作
品
は
草
月
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
と
い
う
、前
衛
的
な
音

楽
や
映
画
を
上
演
す
る
場
で
上
映
さ
れ
た
。第
一
回
目
の
上
映
会
は
以

下
の
よ
う
に
な
る

（
23
）

。

○
三
人
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン（
一
九
六
〇
年
十
一
月
二
十
六
日
、十
二
月

三
日
・
十
日
・
十
七
日
）

上
映
作
品
：﹃
切
手
の
幻
想
﹄（
久
里
洋
二
）、﹃
二
匹
の
サ
ン
マ
﹄（
久
里
洋

二
）︵
図
₅
︶、﹃
海
戦
﹄（
柳
原
良
平
）﹃
マ
リ
ー
ン
・
ス
ノ
ウ
﹄（
真
鍋
博
）

　

こ
の
よ
う
に
三
人
で
立
ち
上
げ
ら
れ
た
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
上
映
会

は
、横
尾
忠
則
や
和
田
誠
な
ど
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
以
外
の
分
野
で
活
躍

し
て
き
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
に
よ
る
作
品
や
、海
外
の
作
品
の
上
映

の
場
と
も
な
り
、規
模
が
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
。四
回
目
の
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
部
を
以
下
に
示
す

（
24
）

。

図4	 薮下泰司『白蛇伝』（1958年）より

図3	 政岡憲三『くもとちゅうりっぷ』（1943年）より
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○
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル（
一
九
六
四
年
九
月
二
十
一
日

～
二
十
六
日
）

上
映
作
品
：﹃
ザ
・
ボ
タ
ン
﹄（
久
里
洋
二
）、﹃
男
と
女
と
犬
﹄（
久
里
洋
二
）、

﹃
リ
ン
グ
・
リ
ン
グ
・
ボ
ー
イ
﹄（
久
里
洋
二
）、﹃
ア
オ
ス
﹄（
久
里
洋
二
）、

﹃
女
︱
世
の
介
異
聞
﹄（
柳
原
良
平
）、﹃
月
の
は
な
し
﹄（
柳
原
良
平
）、﹃
潜

水
艦
カ
シ
オ
ペ
ア
﹄（
真
鍋
博
）、﹃
殺
人  M

U
R

D
E
R

﹄（
和
田
誠
）、﹃
ア

ン
ソ
ロ
ジ
ー
No.
₁
﹄（
横
尾
忠
則
）、﹃K
IS

S
 K

IS
S
 K

IS
S

﹄（
横
尾
忠

則
）、﹃
白
い
祭
り
﹄（
宇
野
亜
喜
良
）、﹃
メ
モ
リ
ー
﹄（
手
塚
治
虫
）、﹃
人
魚
﹄

（
虫
プ
ロ
演
出
部
）、﹃Z

U
R

A
W

﹄（
古
川
肇
郁
）、﹃B

O
N

 P
O

N
 B

O
N

﹄

（
林
政
道
）、﹃
禿
山
の
一
夜
﹄（
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
セ
イ
エ
フ

A
lexan

d
er A

lexeieff

）︵
図
₆
︶

　

こ
う
し
た
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
品
の
な
か
に
は
国
際
映
画
祭
で
受
賞

す
る
も
の
も
あ
り
、
マ
ス
コ
ミ
で
し
ば
し
ば
注
目
さ
れ
た
。
た
と
え
ば

﹃
読
売
新
聞
﹄で
は
一
九
六
二
年
七
月
七
日
の
朝
刊
に
、久
里
洋
二
の﹃
人

間
動
物
園
﹄（
一
九
六
二
年
）

が
ベ
ネ
チ
ア
国
際
記
録
短
編

映
画
祭
の
短
編
ア
ニ
メ
ー
シ

ョ
ン
部
門
の
二
位
を
受
賞
し

た
旨
が
報
道
さ
れ
た
。
こ
の

よ
う
な
普
遍
性
よ
り
も
実
験

性
を
重
視
す
る﹁
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
﹂の
取
り
組
み
は
、一

九
八
五
年
か
ら
始
ま
る
広
島

国
際
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
に
継
承
さ
れ
て

い
く
。

４　

動
画
、ま
ん
が
、ア
ニ
メ
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

　

一
九
六
〇
年
代
に
も
う
ひ
と
つ
大
き
な
展
開
が
み
ら
れ
た
の
は
、Ｔ

Ｖ
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
シ
リ
ー
ズ
の
登
場
で
あ
る
。一
九
六
三
年
か
ら

六
九
年
の
七
年
間
で
は
六
二
シ
リ
ー
ズ
、一
九
七
〇
年
か
ら
七
六
年
の

七
年
間
で
は
一
〇
九
シ
リ
ー
ズ
と

（
25
）

、六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け

て
増
加
し
て
い
る（
Ｔ
Ｖ
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
シ
リ
ー
ズ
は
一
九
六
三

年
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
た
め
、七
年
間
の
本
数
で
比
較
し
た
）。し
か
し

一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
も
、漫
画
映
画
、動
画
、ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
、ア
ニ
メ
、ま
ん
が
な
ど
、さ
ら
に
複
数
の
名
称
が
現
れ
、混

在
す
る
よ
う
に
な
る
。た
と
え
ば
、森
卓
也
著
の﹃
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
入

門
﹄（
美
術
出
版
社
、一
九
六
六
年
）の
紹
介
記
事
で
は﹁
動
画
の
聖
書
的

役
割
﹂と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

本
書
は
動
画
が
日
本
に
入
っ
て
か
ら
す
で
に
五
十
年
、い
ま
や
ア
ニ

メ
と
い
う
簡
略
日
本
語
を
う
み
⋮
⋮
こ
の
本
の
功
績
は
ソ
ー
ル
・
バ
ス

で
代
表
さ
れ
る
映
画
タ
イ
ト
ル
や
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｆ
、劇
場
用
ア
ニ
メ
、教
育
、

医
学
用
動
画
フ
ィ
ル
ム
な
ど
に
、最
近
登
場
い
ち
じ
る
し
い
漫
画
性
の

全
く
な
い
デ
ザ
イ
ン
的
な
動
画
を＂
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
＂な
る
新
語
で
ま
と
め
、動
画
と
人
形
に
わ
け
ら
れ
た
従
来
の
ア
ニ
メ

ー
シ
ョ
ン
の
慣
習
的
分
類
を
、漫
画
映
画（
カ
ー
ト
ー
ン
・
フ
ィ
ル
ム
）と

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・
ア
ニ
メ
の
広
義
に
分
類
さ
せ
、発
展
さ
せ
方
向
づ
け
た

こ
と
で
あ
る

（
26
）

。

　

以
上
の
よ
う
に
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、動
画
、ア
ニ
メ
、漫
画
映
画
と
い

う
四
種
類
の
用
語
が
用
い
ら
れ
、﹁
漫
画
性
﹂の
あ
る
動
画
と﹁
デ
ザ
イ
ン

的
﹂な
動
画
を
区
別
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。そ
し
て
、

﹁
い
ま
や
ア
ニ
メ
と
い
う
簡
略
日
本
語
を
う
み
﹂と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、一
九
七
〇
年
代
か
ら﹁
ア
ニ
メ
﹂の
名
称
が
定
着
し
て
い
く
さ
ま

が
た
し
か
に
認
め
ら
れ
る
が
、そ
れ
で
も
な
お
、さ
ま
ざ
ま
な
名
称
が
併

用
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

　

理
由
の
ひ
と
つ
に
は
、東
映
動
画
と
い
う
大
手
の
製
作
会
社
が
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
の
用
語
と
し
て﹁
動
画
﹂や﹁
ま
ん
が
﹂を
長
期
に
わ
た
っ
て

使
い
続
け
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。東
映
動
画
に
よ
る
劇
場
用
の
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
の
特
集
は
、ま
ず
一
九
六
四
年
に
、﹁
ま
ん
が
大
行
進
﹂な
ど

前
身
を
含
め
て
、﹁
東
映
ま
ん
が
ま
つ
り
﹂と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
。そ
の

名
称
は
一
九
八
九
年
ま
で
、お
よ
そ
二
十
五
年
に
わ
た
っ
て
用
い
ら
れ
、

一
九
九
〇
年
春
に
よ
う
や
く﹁
東
映
ア
ニ
メ
ま
つ
り
﹂、一
九
九
〇
年
夏

か
ら
二
〇
〇
二
年
夏
に
か
け
て﹁
東
映
ア
ニ
メ
フ
ェ
ア
﹂と
変
更
さ
れ
た

（
27
）

。

そ
し
て
東
映
動
画
と
い
う
会
社
の
名
称
が﹁
東
映
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
﹂に

変
更
さ
れ
た
の
は
一
九
九
八
年
の
こ
と
で
あ
っ
た

（
28
）

。な
お
、一
九
七
一
年

の
時
点
で
、佐
藤
忠
夫
は
劇
場
用
の
長
編
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
対
し
て

﹁
何
本
か
の
佳
作
を
生
ん
で
、ひ
と
つ
の
伝
統
を
つ
く
り
あ
げ
て
き
た

（
29
）

﹂

と
評
価
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、短
命
に
終
わ
っ
た
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
名
称
も
あ
る
。ひ
と

図5	 久里洋二『二匹のサンマ』（1960年）より

図6	 アレクサンドル・アレクセイエフ『禿山の一夜』（1933年）より
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つ
は﹁
ア
ニ
メ
ラ
マ
﹂で
あ
り
、虫
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
製
作
の
劇
場
用
長

編
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン﹃
千
夜
一
夜
物
語
﹄（
一
九
六
九
年
）、﹃
ク
レ
オ
パ
ト

ラ
﹄（
一
九
七
〇
年
）、﹃
哀
し
み
の
ベ
ラ
ド
ン
ナ
﹄（
一
九
七
三
年
）︵
図
₇
︶

を
指
す
。谷
川
俊
太
郎
や
横
尾
忠
則
ら
芸
術
家
に
よ
る
賞
賛
の
声
を
宣

伝
し

（
30
）

、大
人
の
観
客
層
を
狙
っ
た
が
、興
行
成
績
が
ふ
る
わ
ず
、三
部
作

で
終
了
し
た
。

　

も
う
ひ
と
つ
は﹁
ジ
ャ
パ
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
﹂が
あ
る
。Jap

an

とan
i-

m
atio

n

を
合
わ
せ
た
日
本
製
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
総
称
で
あ
り
、

押
井
守
の﹃G

H
O

S
T
 IN

 T
H

E
 S

H
E
L
L

攻
殻
機
動
隊
﹄（
一
九
九
五

年
）や
庵
野
秀
明
の﹃
新
世
紀
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
オ
ン
﹄（
一
九
九
五
年
）の

よ
う
な
独
特
な
展
開
を
み
せ
た
作
品
群
を
さ
す
。山
口
康
男
は
ジ
ャ
パ

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
、お
も
に
一
九
七
四
年
か
ら
Ｔ
Ｖ
放
映
さ
れ
た﹃
宇
宙

戦
艦
ヤ
マ
ト
﹄以
降
の
作
品
に
対
し
て
位
置
づ
け
て
お
り
、と
く
に﹃
Ａ

Ｋ
Ｉ
Ｒ
Ａ
﹄（
大
友
克
洋
、一
九
八
八
年
）︵
図
₈
︶に
対
し
て﹁
ア
ー
ト
の

力
も
感
じ
さ
せ
た

（
31
）

﹂と
述
べ
て
い
る
。い
っ
ぽ
う
、大
塚
英
志
は
ジ
ャ
パ

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
が﹁
海
外
で
通
用
す
る
産
業

（
32
）

﹂と
み
な
さ
れ
、﹁
不
況
下
の

迷
走
の
産
物

（
33
）

﹂の
状
況
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。こ
の
よ
う
に
ア
ニ
メ

ー
シ
ョ
ン
の
注
目
度
の
上
昇
と
と
も
に
、そ
の﹁
芸
術
性
﹂の
是
非
の
言

説
が
分
か
れ
て
い
る
。た
だ
し
、ジ
ャ
パ
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
用
語
は
近
年

で
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
の

（
34
）

、ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
日
本
製
の
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
は﹁A

N
IM

E

﹂と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に

（
35
）

、現
在
は
メ
ジ

ャ
ー
な
用
語
と
は
言
い
が
た
い
。

５　

結
び
に
か
え
て

　

本
稿
で
は
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
名
称
が
形
式
と
連
動
し
て
交
錯
し
な

が
ら
変
遷
し
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の﹁
芸
術
性
﹂が
言
説
に
登
場
す
る
さ

ま
を
概
観
し
た
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、今
回
の
特
集
の
メ
イ
ン
は
マ
ン
ガ
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、な
ぜ
本
稿
の
よ
う
な
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
記
事
が
要
請
さ

れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ニ
メ

ー
シ
ョ
ン
が
マ
ン
ガ
の
隣
接

ジ
ャ
ン
ル
と
い
う
理
由
の
ほ

か
に
も
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て

い
る
現
在
の
状
況
ゆ
え
で
も

あ
る
だ
ろ
う
。た
と
え
ば﹁
ア

ニ
メ
文
化
外
交

（
36
）

﹂﹁
日
本
は
ア

ニ
メ
で
再
興
す
る

（
37
）

﹂な
ど
、ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
文
化
的
お

よ
び
経
済
的
価
値
を
強
調
す

る
言
説
が
散
見
さ
れ
る
。
ま

た
、二
〇
〇
八
年
に
は
、外
務

省
の﹁
ア
ニ
メ
文
化
大
使
﹂と

し
て﹁
ド
ラ
え
も
ん
﹂が
就
任

し
た
。
高
村
正
彦
外
務
大
臣
は
、﹁
ド
ラ
え
も
ん
に
は＂
ア
ニ
メ
文
化
大

使
＂と
し
て
、世
界
各
地
を
飛
び
回
り
、日
本
が
ど
ん
な
と
こ
ろ
な
の
か

を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
た
い
﹂旨
を
述
べ
て
い
る

（
38
）

。

　

し
か
し
逆
に
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
未
来
を
あ
ま
り
楽
観
的
に
見
な

い
よ
う
な
意
見
に
も
耳
を
傾
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

（
39
）

。

今
で
こ
そ
映
画
の
書
籍
に
は
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
論
考
が
含
ま

れ
る
傾
向
に
あ
る
が

（
40
）

、こ
う
し
た
状
況
は
い
つ
ま
で
続
く
の
だ
ろ
う
か
。

梅
棹
忠
夫
に
よ
る
と
、情
報
産
業
の
価
値
決
定
に
は
、計
測
不
可
能
な
部

分
が
存
在
す
る
。情
報
の
価
値
は
つ
ね
に
複
素
数
的
構
造
を
も
ち
、ａ
＋

bi
で
表
さ
れ
、任
意
の
二
つ
の
実
数
ａ
ｂ
の
値
に
よ
っ
て
変
動
す
る

（
41
）

。し

た
が
っ
て
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
価
値
が
大
幅
に
上
が
っ
た
今
だ
か
ら

こ
そ
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
研
究
が
一
時
の
ブ
ー
ム
で
は
な
く
、継
続
さ
れ

て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

〈
図
版
出
典
〉

図
₁　

加
藤
幹
郎
編﹃
映
画
学
的
想
像
力  

シ
ネ
マ
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
冒
険
﹄人
文
書
院
、

二
〇
〇
六
年
、一
〇
一
頁

図
₂　

Ｄ
Ｖ
Ｄ﹃
日
本
ア
ー
ト
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
選
集
₄  

戦
前
傑
作
選
﹄

図
₃　

Ｖ
Ｈ
Ｓ﹃
桃
太
郎  

海
の
神
兵
﹄

図
４　
﹃
東
映
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
50
年
史
﹄二
三
頁

図
₅　

Ｄ
Ｖ
Ｄ﹃
久
里
洋
二
作
品
集
﹄

図
６　

Ｄ
Ｖ
Ｄ﹃
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
セ
イ
エ
フ
作
品
集
﹄

図
７　

Ｄ
Ｖ
Ｄ﹃
哀
し
み
の
ベ
ラ
ド
ン
ナ
﹄

図
８　

Ｄ
Ｖ
Ｄ﹃
Ａ
Ｋ
Ｉ
Ｒ
Ａ
﹄

註（
₁
）た
と
え
ば
Ｄ
Ｖ
Ｄ﹃
日
本
ア
ー
ト
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
選
集
﹄（
紀
伊
國
屋
書
店
、二

〇
〇
四
年
）や
、遠
山
純
生
編﹃
ア
ー
ト
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
素
晴
し
き
世
界
﹄（
エ
ス

ク
ァ
イ
ア
マ
ガ
ジ
ン
ジ
ャ
パ
ン
、二
〇
〇
二
年
）、CO

M
IC

 B
O

X

責
任
編
集﹃
ア
ー

ト
・
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
っ
て
何
？

︱
ア
ー
ト
・
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
ち
い
さ
な
学
校

三
年
間
の
記
録
﹄（
ふ
ゅ
ー
じ
ょ
ん
ぷ
ろ
だ
く
と
、二
〇
一
〇
年
）な
ど
が
あ
る
。

（
₂
）お
か
だ
え
み
こ﹃
人
形
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
魅
力

︱
た
だ
一
つ
の
運
命
﹄河
出
書
房

新
社
、二
〇
〇
三
年
、一
四
頁
。

図7	 山本瑛一『哀しみのベラドンナ』（1973年）より
	

図8	 大友克洋『AKIRA』（1988年）より
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（
₃
）石
田
美
紀﹁
新
し
い
身
体
と
場
所

︱
映
画
史
に
お
け
る﹃
ロ
ー
ド
・
オ
ブ
・
ザ
・
リ
ン

グ
﹄三
部
作
﹂、藤
井
仁
子
編﹃
入
門
・
現
代
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
講
義
﹄人
文
書
院
、二
〇

〇
八
年
、一
〇
一
頁
。

（
₄
）お
か
だ
、一
四
頁
。

（
₅
）To

m
 
G

u
n
n
in

g, 

“Th
e 

C
in

em
a 

o
f 

A
ttractio

n
s : 

E
arly 

F
ilm

, 
Its 

S
p
ectato

r 
an

d
 
th

e 
A
van

t

︱G
ard

e,

” in
 
T

h
o
m

as 
E

lsaesser 
ed

., 

E
arly C

in
em

a : S
p
ace, F

ram
e, N

arrative, B
F
I, 1990, p

. 57.

（
₆
）Do

n
ald

 C
rafto

n
, B

efore M
ickey : T

h
e A

n
im

ated
 F

ilm
 1898

︱1928, 

T
h
e M

IT
 P

ress, p
. 48.

（
₇
）渡
辺
泰﹁
日
本
で
世
界
初
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
が
公
開
さ
れ
た
可
能
性
に
つ
い
て
の

考
察
﹂﹃
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
研
究
﹄Vol. 

3
、No. 
1
Ａ
、二
〇
〇
一
年
、一
七
～
二
四
頁
。

（
₈
）山
口
且
訓
・
渡
辺
泰﹃
日
本
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
史
﹄（
有
文
社
、一
九
七
七
年
）、₈

頁
。

（
₉
）Gu

n
n
ar S

trø
m

, 

“Caricatu
res, C

arto
o
n
s an

d
 A

d
vertisem

en
ts : 

T
h
e P

io
n
eers o

f N
o
rd

ic A
n
im

atio
n
,

” in
 Jo

h
n
 F

u
llerto

n
 an

d
 Jan

 

O
lsso

n
 ed

s., N
ord

ic E
xp

loration
s : F

ilm
 B

efore 1930, Jo
h
n
 L

ib
-

b
ey &

 C
o
m

p
any P

ty L
td

, 1999, p
. 115.

（
10
）﹁
映
画
館
景
況
調
査
﹂﹃
キ
ネ
マ
旬
報
﹄一
九
三
三
年
十
月
二
十
一
日
号
、三
三
頁
。

（
11
）﹁
一
九
三
七
︱
三
八
年
度  

ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
・
ア
ー
チ
ス
ツ
﹂﹃
キ
ネ
マ
旬
報
﹄一
九
三

七
年
八
月
十
一
日
号
、五
一
頁
。

（
12
）兼
子
慶
雄﹁
春
は
色
彩
映
画
か
ら
﹂﹃
キ
ネ
マ
旬
報
﹄一
九
三
五
年
五
月
十
一
日
号
、六

四
頁
。

（
13
）岡
田
温
司﹃
半
透
明
の
美
学
﹄岩
波
書
店
、二
〇
一
〇
年
、八
〇
～
八
一
頁
。

（
14
）﹁
興
行
展
望
﹂﹃
映
画
旬
報
﹄一
九
四
三
年
五
月
十
一
日
号
、三
二
頁
。

（
15
）
筈
見
恒
夫﹁
上
海
映
画
近
情
﹂﹃
映
画
評
論
﹄
一
九
四
四
年
五
月
号
、
一
四
～
一
八
頁
。

﹁
南
方
諸
地
域
映
画
事
情
﹂﹃
日
本
映
画
﹄一
九
四
四
年
四
月
一
日
号
、二
九
～
三
二
頁
。

﹁
共
栄
圏
映
画
情
報
﹂﹃
日
本
映
画
﹄一
九
四
四
年
六
月
一
日
号
、三
二
～
三
三
頁
。

（
16
）﹁
日
本
動
画
協
会  

日
本
動
画
研
究
所  

政
岡
憲
三
﹂﹃
文
化
映
画
﹄一
九
三
九
年
二
巻

三
号
、頁
数
無
し
。

（
17
）﹁
松
竹
動
画
研
究
所  

製
作
活
発
化
﹂﹃
映
画
旬
報
﹄一
九
四
三
年
五
月
十
一
日
号
、五

頁
。

（
18
）﹃
読
売
新
聞
﹄一
九
六
〇
年
四
月
三
十
日
朝
刊
。

（
19
）
ニ
コ
ニ
コ
動
画h

ttp
 : //w

w
w
. n

ico
vid

eo
. jp

/

（
二
〇
一
一
年
六
月
四
日
）、﹃
ど

ん
な
動
画
も
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
に
保
存
し
て
テ
レ
ビ
で
楽
し
む
本
﹄（
ア
ス
ペ
ク
ト
、

二
〇
一
一
年
）な
ど
が
あ
る
。

（
20
）森
岩
雄﹁＂
映
画
劇
＂に
非
ざ
る
芸
術
映
画
の
製
作
﹂﹃
映
画
芸
術
﹄春
秋
社
、一
九
三
〇

年
、一
三
一
～
一
三
九
頁
。

（
21
）﹃
映
画
教
育
﹄一
九
三
〇
年
六
月
号
、頁
数
無
し
。

（
22
）﹁
漫
画
映
画
の
統
一
機
関
生
る
﹂﹃
映
画
旬
報
﹄一
九
四
一
年
二
月
一
日
号
、五
六
頁
。

（
23
）﹁
草
月
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
記
録
﹂刊
行
委
員
会﹃
輝
け
60
年
代

︱
草
月
ア
ー
ト
セ

ン
タ
ー
の
全
記
録
﹄フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
、二
〇
〇
二
年
、三
二
八
頁
。

（
24
）同
上
、三
三
五
～
三
三
六
頁
。

（
25
）山
口
・
渡
辺
、三
五
四
～
三
五
七
頁
。

（
26
）﹃
読
売
新
聞
﹄一
九
六
六
年
十
月
六
日
夕
刊
。

（
27
）50
周
年
実
行
委
員
会
・
50
周
年
事
務
局
・
50
年
史
編
纂
チ
ー
ム
編﹃
東
映
ア
ニ
メ
ー
シ

ョ
ン
50
年
史  

₁
₉
₅
₆
︱
₂
₀
₀
₆

︱
走
り
だ
す
夢
の
先
に
﹄東
映
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
、二
〇
〇
六
年
、二
八
頁
。

（
28
）同
上
、九
〇
頁
。

（
29
）佐
藤
忠
夫﹁
劇
場
用
長
篇
動
画
と
Ｔ
Ｖ
用
短
篇
動
画
の
問
題

︱
＂
東
映
ま
ん
が
ま
つ

り
＂と＂
東
宝
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
ま
つ
り
＂を
見
て
﹂﹃
キ
ネ
マ
旬
報
﹄一
九
七
一
年
五
月
上

旬
号
、一
〇
九
頁
。

（
30
）﹃
読
売
新
聞
﹄一
九
六
九
年
六
月
十
二
日
夕
刊
。

（
31
）山
口
康
男
編﹃
日
本
の
ア
ニ
メ
全
史
︱
世
界
を
制
し
た
日
本
ア
ニ
メ
の
奇
跡
﹄テ
ン
・

ブ
ッ
ク
ス
、二
〇
〇
四
年
、一
二
四
頁
。

（
32
）大
塚
英
志
・
大
澤
信
亮﹃﹁
ジ
ャ
パ
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
﹂は
な
ぜ
敗
れ
る
か
﹄角
川
書
店
、二

〇
〇
五
年
、九
頁
。

（
33
）同
上
、一
〇
頁
。

（
34
）﹁
ジ
ャ
パ
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
﹂﹃
新
現
実
﹄二
〇
〇
七
年
Vol. 

4
、一
二

頁
な
ど
。

（
35
）
現
代
美
術
用
語
辞
典h

ttp
 : //w

w
w
. artgen

e. n
et/d

ictio
n
ary/cat74/p

o
st_ 

354. h
tm

l

（
二
〇
一
一
年
八
月
六
日
）

（
36
）櫻
井
孝
昌﹃
ア
ニ
メ
文
化
外
交
﹄筑
摩
書
房
、二
〇
〇
九
年
。

（
37
）櫻
井
孝
昌﹃
日
本
は
ア
ニ
メ
で
再
興
す
る
︱
ク
ル
マ
と
家
電
が
外
貨
を
稼
ぐ
時
代
は

終
わ
っ
た
﹄ア
ス
キ
ー
・
メ
デ
ィ
ア
ワ
ー
ク
ス
、二
〇
一
〇
年
。

（
38
）
外
務
省H

P
 h

ttp
 : //w

w
w
. m

o
fa. go

. jp
/m

o
faj/p

ress/release/h
20/3/

rls_0319e. h
tm

l

（
二
〇
一
一
年
八
月
六
日
）

（
39
）大
塚
・
大
澤﹃﹁
ジ
ャ
パ
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
﹂は
な
ぜ
敗
れ
る
か
﹄。

（
40
）た
と
え
ば
以
下
の
書
籍
が
あ
る
。奥
村
賢
編﹃
映
画
と
戦
争

︱
撮
る
欲
望
／
見
る
欲

望
﹄森
話
社
、二
〇
〇
九
年
。ミ
ツ
ヨ
・
ワ
ダ
・
マ
ル
シ
ア
ー
ノ﹃
デ
ジ
タ
ル
時
代
の
日
本

映
画

︱
新
し
い
映
画
の
た
め
に
﹄名
古
屋
大
学
出
版
会
、二
〇
一
〇
年
。

（
41
）梅
棹
忠
夫﹃
情
報
の
文
明
学
﹄中
央
公
論
新
社
、一
九
九
九
年
、九
〇
～
九
一
頁
。
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特
集

漫
画
と
マ
ン
ガ
、そ
し
て
芸
術

11

メ
ジ
ャ
ー
誌
に
お
け
る
実
験
作
の
見
分
け
方

―
あ
る
い
は
マ
ン
ガ
誌
の
楽
し
み
方

吉村和真

　

私
に
課
せ
ら
れ
た
テ
ー
マ
は﹁
メ
ジ
ャ
ー（
マ
ン
ガ
）誌
の
中
に
あ
る

実
験
作
を
見
分
け
る
方
法
﹂で
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
一
つ
の
前
提
が
あ
る
。﹁
実
験
作
は
往
々
に
し
て
マ
イ
ナ
ー

誌
の
方
に
存
在
し
、メ
ジ
ャ
ー
誌
に
は
さ
ほ
ど
見
当
た
ら
な
い
は
ず
﹂と

い
う
前
提
が
。

　

私
と
し
て
も
こ
の
見
方
を
殊
更
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。﹁
実
験

作
﹂と
は
、文
字
通
り
実
験
だ
け
に
基
本
的
に
は
先
行
例
の
少
な
い
素
材

や
手
法
を
用
い
る
わ
け
で
、さ
ま
ざ
ま
な
ト
ラ
イ
や
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
可

能
と
な
る﹁
自
由
な
環
境
﹂に
偏
在
し
や
す
く
な
る
。そ
の
意
味
で
、よ
り

制
約
が
少
な
い
と
思
わ
れ
が
ち
な
、マ
イ
ナ
ー
な
媒
体
の
方
が
実
験
の

場
に
相
応
し
い
と
思
わ
れ
る
の
は
無
理
も
な
い
か
ら
だ
。

　

だ
が
、も
ち
ろ
ん
マ
イ
ナ
ー
誌
に
も
ジ
ャ
ン
ル
や
ポ
リ
シ
ー
な
ど
に

よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
が
あ
る
し
、む
し
ろ
メ
ジ
ャ
ー
誌
よ
り
濃
い

場
合
も
あ
る
。何
よ
り
、い
ず
れ
も
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
出
版
活
動

な
の
だ
か
ら
、売
れ
る
に
越
し
た
こ
と
が
な
い
の
は
メ
ジ
ャ
ー
誌
だ
ろ

う
が
マ
イ
ナ
ー
誌
だ
ろ
う
が
同
じ
だ
。た
だ
、﹁
お
金
﹂よ
り
も
大
切
に
し

た
い
表
現
や
理
念
が
あ
り
、そ
れ
で
も
で
き
れ
ば
出
版
を
継
続
で
き
る

ぐ
ら
い
の
売
り
上
げ
は
ほ
し
い
と
い
う
、い
わ
ば﹁
清
貧
﹂な
マ
イ
ナ
ー

誌
が
存
在
す
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　

そ
の
意
味
で
は
、個
別
の
実
験
作
と
い
う
よ
り
、か
つ
て
の﹁
メ
ジ
ャ

ー
マ
イ
ナ
ー
誌
﹂の
代
表
格
で
あ
る﹃
ガ
ロ
﹄（
青
林
堂
）や
そ
れ
を
引
き

継
ぐ﹃
ア
ッ
ク
ス
﹄（
青
林
工
藝
舎
）、あ
る
い
は﹁
コ
ミ
ッ
ク
は
未
だ
黎
明

期
で
あ
る
﹂を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
る﹃
Ｉ
Ｋ
Ｋ
Ｉ
﹄（
小
学
館
）や
、見
た

目
は
雑
誌
だ
が
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
購
入
で
き
る
な
ど
戦
略
的
に
書
籍

コ
ー
ド
を
取
得
し
た﹃fello

w
s !

﹄（
エ
ン
タ
ー
ブ
レ
イ
ン
）、
さ
ら
に
近

年
で
は
Ｂ
Ｌ
ど
こ
ろ
か﹁
新
世
紀
オ
ト
コ
の
娘
マ
ガ
ジ
ン
﹂と
銘
打
っ
て

﹁
女
装
男
子
﹂を
テ
ー
マ
と
す
る﹃
わ
ぁ
い
！
﹄（
一
迅
社
）な
ど
、雑
誌
自

体
が
意
欲
的
な
実
験
を
試
み
て
い
る
事
例
を
紹
介
す
る
方
が
手
っ
取
り

早
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
な
お
、で
は
そ
う
し
た
前
衛
的
な
マ
ン
ガ
誌
の
掲
載
作
品
ば

か
り
に
実
験
作
が
集
中
す
る
か
と
い
う
と
、最
初
か
ら﹁
そ
ん
な
作
品
﹂

を
期
待
し
て
い
る
コ
ア
な
読
者
に
し
て
み
れ
ば
、む
し
ろ
想
定
の
範
囲

内
に
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、軒
並
み
実
験
作
ば
か
り
だ
と
結
果
的

に
抜
群
の
作
品
が
見
え
に
く
く
な
り
、個
別
の
衝
撃
度
は
抑
制
さ
れ
る

ケ
ー
ス
も
あ
ろ
う
。つ
ま
り
、マ
ン
ガ
だ
ろ
う
が
何
だ
ろ
う
が
、作
品
の

評
価
は
掲
載
誌
＝
メ
デ
ィ
ア
の
事
情
や
他
誌
と
の
関
係
に
よ
っ
て
少
な

か
ら
ず
変
動
す
る
と
い
う
、当
然
と
い
え
ば
当
然
の
要
因
に
も
配
慮
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
の
だ
。

　

そ
う
考
え
る
と
、か
え
っ
て
メ
ジ
ャ
ー
誌
の
方
が
、そ
こ
に
並
ん
だ
作

品
の
異
質
さ
が
際
立
つ
た
め
に
実
験
作
の
存
在
に
気
付
き
や
す
い
と
も

考
え
ら
れ
る
。し
か
し
、そ
ん
な
指
摘
だ
け
で
は
今
回
の
テ
ー
マ
に
十
分

応
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
は
ず
な
の
で
、別
の
観
点
か
ら
考
察
を
続

け
て
み
た
い
。そ
れ
は
、マ
ン
ガ
誌
に
お
い
て﹁
メ
ジ
ャ
ー
﹂と﹁
マ
イ
ナ

ー
﹂を
区
分
す
る
基
準
と
は
何
か
、も
っ
と
言
え
ば
、﹁
実
験
作
の
見
分
け

方
﹂を
含
め
、各
誌
の
特
徴
や
市
場
の
全
体
像
、読
者
の
傾
向
な
ど
を
考

え
る
う
え
で
、そ
も
そ
も﹁
メ
ジ
ャ
ー
﹂と﹁
マ
イ
ナ
ー
﹂を
線
引
き
す
る

こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か
、と
い
う
観
点
で
あ
る
。

　

実
の
と
こ
ろ
、私
は
少
な
く
と
も
こ
の
五
年
間
、そ
の
こ
と
を
問
い
続

け
て
き
た
。と
書
く
と
、何
だ
か
偉
そ
う
に
聞
こ
え
る
が
、ま
っ
た
く
そ

ん
な
こ
と
は
な
く
、単
に
大
学
の
授
業
を
通
じ
て
そ
の
こ
と
を
考
え
る

必
要
に
迫
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
授
業
で
は
、一
セ
メ
ス
タ
ー
一
五
回
の
う
ち
一
二
回
ほ
ど
が
グ

ル
ー
プ
発
表
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、一
回
の
発
表
に
つ
き
最
低
二
誌
の

マ
ン
ガ
誌
を
考
察
す
る（
が
一
部
重
複
も
あ
る
）た
め
、半
年
で
約
二
〇

誌
に
目
を
通
す
こ
と
に
な
る
。受
講
者
の
数
に
よ
っ
て
は
一
回
に
つ
き

二
グ
ル
ー
プ
発
表
と
倍
増
す
る
場
合
も
あ
る
の
で
、多
い
年
度
に
は
半

年
で
約
四
〇
誌
、都
合
年
間
で
約
八
〇
誌
と
い
う
概
算
だ
。増
刊
や
不
定

期
刊
を
含
め
現
在
日
本
で
流
通
し
て
い
る
マ
ン
ガ
誌
は
三
〇
〇
誌
を
超

え
る
の
で
、こ
の
数
は
そ
れ
で
も
全
体
の
四
分
の
一
以
下
と
な
る
。ま
た
、

受
講
者
の
特
性
と
し
て
は
、私
が
勤
務
す
る
京
都
精
華
大
学
に
は
現
在

の
と
こ
ろ
国
内
唯
一
の
マ
ン
ガ
学
部
が
あ
り
、漫
画
家
志
望
者
を
中
心

に
、編
集
者
や
原
作
者
、ア
ニ
メ
ー
タ
ー
や
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
な
ど
、

マ
ン
ガ
や
そ
の
周
辺
へ
の
就
職
希
望
者
が
多
い
こ
と
か
ら
、一
般
的
な

学
生
に
比
べ
て
マ
ン
ガ
へ
の
親
和
性
が
高
い
と
言
え
る
。

　

そ
の
授
業
を
通
じ
て
、例
え
ば
、近
年
の
学
生
に
支
持
さ
れ
て
い
る
の

は
や
は
り
圧
倒
的
に﹃
ジ
ャ
ン
プ
﹄で
あ
る
と
か
、マ
ン
ガ
誌
を
定
期
購

読
も
し
く
は
立
ち
読
み
し
て
い
る
学
生
の
数
は
年
を
追
う
ご
と
に
減
っ

て
い
る（
大
半
が
単
行
本
派
に
な
っ
て
き
た
）と
か
、普
段
か
ら
マ
ン
ガ

誌
を
手
に
し
て
い
る
少
数
派
の
学
生
の
中
に
は﹁
親
が
読
ん
で
い
た
か

ら
﹂と
か﹁
付
録
や
懸
賞
が
あ
る
か
ら
﹂と
い
っ
た
作
品
と
は
直
接
関
係

の
な
い
理
由
が
比
較
的
目
立
つ
な
ど
、市
場
自
体
が
右
肩
下
が
り
に
あ

る
マ
ン
ガ
誌
業
界
の
動
向
を
裏
付
け
る
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
た
。
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も
ち
ろ
ん
そ
の
一
方
で
、新
た
な
知
見
も
加
わ
っ
た
。各
誌
か
ら
見
る

個
別
作
品
の
内
容
や
ジ
ャ
ン
ル
の
傾
向
は
当
然
と
し
て
、読
者
欄
や
編

集
者
の
声
、広
告
や
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
な
ど
に
も
そ
の
マ
ン
ガ
誌
の
読

者
層
や
ポ
リ
シ
ー
は
よ
く
表
れ
て
い
る
し
、値
段
と
頁
数
と
紙
質
の
バ

ラ
ン
ス
、綴
じ
方（
平
綴
じ
か
中
綴
じ
か
）と
読
者
の
世
代
・
性
別
と
の
関

係
、表
紙
イ
メ
ー
ジ
の
差（
マ
ン
ガ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
多
い
か
ア
イ
ド

ル
の
グ
ラ
ビ
ア
が
多
い
か
な
ど
）が
購
買
意
欲
に
与
え
る
影
響
、タ
イ
ト

ル
ロ
ゴ
や
装
丁
デ
ザ
イ
ン
に
見
る
出
版
戦
略
と
成
果
な
ど
、メ
デ
ィ
ア

と
し
て
の
マ
ン
ガ
誌
の
特
性
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
発
見
を
蓄
積
す
る
こ
と

が
で
き
た
。

　

そ
し
て
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
浮
上
し
て
き
た
の
が
、
先
に
述
べ
た

﹁
メ
ジ
ャ
ー
﹂と﹁
マ
イ
ナ
ー
﹂を
区
分
す
る
基
準
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

　

と
い
う
の
は
、こ
の
授
業
で
は
数
年
来
、前
半
は
メ
ジ
ャ
ー
誌
、後
半

は
マ
イ
ナ
ー
誌
と
、半
分
ず
つ
考
察
対
象
を
選
ば
せ
て
き
た
の
だ
が
、そ

の
選
択
の
結
果
が
受
講
者
と
私
と
の
あ
い
だ
で
年
﹁々
ズ
レ
て
﹂い
る
の

に
気
付
い
た
の
だ
。具
体
的
に
挙
げ
る
と
、少
年
誌
の﹃
ジ
ャ
ン
プ
﹄﹃
マ

ガ
ジ
ン
﹄﹃
サ
ン
デ
ー
﹄﹃
コ
ロ
コ
ロ
﹄、
少
女
誌
の﹃
ち
ゃ
お
﹄﹃
り
ぼ
ん
﹄

﹃
な
か
よ
し
﹄、お
よ
そ
そ
れ
だ
け
が
受
講
者
と
私
と
の
あ
い
だ
で
一
致

す
る
メ
ジ
ャ
ー
誌
で
あ
り
、あ
と
は﹁
メ
ジ
ャ
ー
﹂か﹁
マ
イ
ナ
ー
﹂か
を

巡
っ
て
し
ば
し
ば
意
見
が
割
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る（
最
近
で

は﹃
り
ぼ
ん
﹄﹃
な
か
よ
し
﹄も
き
わ
ど
い
が
）。

　

そ
れ
は
な
ぜ
か
。あ
る
い
は
、そ
ん
な
状
況
の
中
で
、は
た
し
て
わ
ざ

わ
ざ
マ
ン
ガ
誌
を﹁
メ
ジ
ャ
ー
﹂﹁
マ
イ
ナ
ー
﹂で
区
分
す
る
意
義
は
あ
る

の
か
。

　

結
論
を
先
回
り
す
れ
ば
、そ
れ
は
端
的
に
受
講
者
と
私
と
で
区
分
基

準
が
違
う
か
ら
で
あ
る
が
、実
は
そ
の
違
い
に
こ
そ
、﹁
メ
ジ
ャ
ー
誌
に

お
け
る
実
験
作
の
見
分
け
方
﹂あ
る
い
は﹁
マ
ン
ガ
誌
の
楽
し
み
方
﹂の

ヒ
ン
ト
が
隠
れ
て
い
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　

で
は
、そ
の
基
準
の
違
い
と
は
何
か
。も
と
も
と﹁
メ
ジ
ャ
ー
﹂と﹁
マ

イ
ナ
ー
﹂と
は
、多
数
派
と
少
数
派
す
な
わ
ち
量
的
基
準
と
、一
流
と
二

流
す
な
わ
ち
質
的
基
準
の
、二
重
の
意
味
に
よ
る
区
分
を
指
す
。こ
れ
を

マ
ン
ガ
誌
に
あ
て
は
め
る
な
ら
ば
、前
者
は
発
行
部
数
や
販
売
金
額
な

ど
、後
者
は
掲
載
作
品
・
作
家
の
傾
向
や
文
化
的
・
社
会
的
ポ
ジ
シ
ョ
ン

な
ど
に
相
当
し
よ
う
。そ
し
て
、そ
れ
ら
の
総
合
的
評
価
や
知
名
度
が
そ

の
区
分
に
繫
が
る
わ
け
で
あ
る
。

　

し
か
し
多
く
の
受
講
者
に
と
っ
て
、発
行
部
数
や
販
売
金
額
す
な
わ

ち
量
的
基
準
の
影
響
力
は
強
く
、何
が
ど
れ
だ
け
売
れ
て
い
る
か
に
関

心
が
偏
り
が
ち
で
、そ
の
観
点
か
ら
の
発
表
が
多
く
見
ら
れ
た
。例
え
ば
、

発
行
部
数
に
差
の
あ
る
二
誌
を
比
較
し
て
、ど
う
す
れ
ば
売
り
上
げ
が

低
い
方
を
高
い
方
並
み
に
伸
ば
せ
る
か
を
テ
ー
マ
と
す
る
発
表
が
そ
う

だ
。か
り
に
そ
の
二
誌
が﹃
ジ
ャ
ン
プ
﹄と﹃
サ
ン
デ
ー
﹄だ
っ
た
場
合
、こ

れ
は
現
実
に
近
年﹃
サ
ン
デ
ー
﹄の
売
り
上
げ
が
落
ち
て
い
る
の
だ
か
ら

適
切
な
テ
ー
マ
と
言
え
る
。だ
が
、こ
れ
が﹃
ジ
ャ
ン
プ
﹄と﹃
ア
ッ
ク
ス
﹄

だ
っ
た
場
合
、は
た
し
て
同
じ
テ
ー
マ
は
有
効
だ
ろ
う
か
。出
版
元
の
青

林
工
藝
舎
に
は
大
変
失
礼
な
表
現
だ
が
、﹃
ア
ッ
ク
ス
﹄が
三
〇
〇
万
部

発
行
さ
れ
る
社
会
と
は
い
か
が
な
も
の
か
想
像
し
て
ほ
し
い（
も
ち
ろ

ん
私
は
愛
読
者
だ
が
）。

　

そ
う
、﹁
メ
ジ
ャ
ー
誌
﹂に
は﹁
メ
ジ
ャ
ー
誌
﹂な
り
の
、﹁
マ
イ
ナ
ー
誌
﹂

に
は﹁
マ
イ
ナ
ー
誌
﹂な
り
の
、部
数
や
金
額
に
は
換
算
で
き
な
い
質
的

な
役
割
や
存
在
理
由
が
あ
る
の
だ
。

　

す
な
わ
ち﹁
メ
ジ
ャ
ー
誌
﹂
と﹁
マ
イ
ナ
ー
誌
﹂
と
は
、
単
線
的
な﹁
上

下
﹂の
物
差
し
で
測
れ
る
よ
う
な
関
係
で
は
な
く
、む
し
ろ
ド
ー
ナ
ツ
型

に
図
形
化
し
た﹁
中
心
と
周
縁
﹂の
関
係
に
近
く
、そ
れ
ぞ
れ
の
マ
ン
ガ

誌
の
役
割
に
応
じ
て
そ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
留
ま
る（
も
し
く
は
留
め
ら

れ
る
）こ
と
に
よ
っ
て
、結
果
的
に﹁
相
互
補
助
﹂や﹁
共
生
﹂を
実
現
で
き

る
関
係
に
あ
る
と
把
握
し
た
方
が
生
産
的
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て

い
る
。

　

ま
た
そ
う
し
た
把
握
の
仕
方
に
よ
っ
て
、質
・
量
と
も
に
世
界
に
類
を

見
な
い﹁
共
存
と
乱
立
﹂状
態
を
持
続
す
る
日
本
の
マ
ン
ガ
誌
市
場
が
、

ど
れ
だ
け
奇
跡
的
な
存
在
で
あ
る
か
も
理
解
し
や
す
く
な
る
。一
九
九

五
年
以
降
、読
者
の
マ
ン
ガ
誌
離
れ
が
止
ま
ら
な
い
の
は
事
実
だ
が
、そ

れ
で
も
お
よ
そ
三
〇
〇
万
部
か
ら
一
万
部
ま
で
の
量
的
幅
を
持
ち
な
が

ら
、休
刊
と
創
刊
を
繰
り
返
し
、臨
機
応
変
に
ニ
ッ
チ
な
ニ
ー
ズ
を
埋
め

尽
く
す
よ
う
に
、軽
く
一
〇
〇
を
超
え
る
タ
イ
ト
ル
を
し
ぶ
と
く
維
持

す
る
日
本
の
マ
ン
ガ
誌
市
場
は
、私
に
は
あ
た
か
も﹁
種
の
保
存
﹂を
目

的
と
す
る
一
種
の
生
態
系
の
よ
う
に
す
ら
思
わ
れ
る
。

　

実
際
、マ
ン
ガ
誌
は
文
化
産
業
を
支
え
る
う
え
で
も
不
可
欠
で
、日
本

の
マ
ン
ガ
市
場
の
特
徴
と
し
て﹁
ワ
ン
コ
ン
テ
ン
ツ
・
マ
ル
チ
ユ
ー
ス

型
﹂の
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
を
指
摘
す
る
声
も
多
い
が
、今
も
そ
の
起
点

と
し
て
の
役
割
を
少
な
か
ら
ず
担
っ
て
い
る
。例
え
ば
今
年
四
月
に
創

刊
さ
れ
た﹃
コ
ミ
ッ
ク 

ア
ー
ス
・
ス
タ
ー
﹄
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
も

﹁
漫
画
か
ら
始
ま
る
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
﹂だ
が
、単
行
本
は
も
と
よ
り
、

テ
レ
ビ
や
映
画
の
原
作
、キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
グ
ッ
ズ
の
版
権
料
な
ど
の
収

益
を
見
越
し
て
、雑
誌
の
発
行
部
数
自
体
は
低
く
て
も
ト
ー
タ
ル
で
黒

字
収
支
を
実
現
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

図1	 どこにでもあるコンビニエンスストアの雑誌コーナー。「週間
4

少年ジャンプ」の
誤字が微笑ましい。
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加
え
て
、掲
載
作
品
の
試
し
読
み
や
ブ
ロ
グ
コ
ー
ナ
ー
な
ど
Ｗ
ｅ
ｂ

と
の
連
動
企
画
を
推
進
す
る
も
の
、ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
や
ゲ
ー
ム
の
コ
ミ

カ
ラ
イ
ズ
を
テ
ー
マ
と
す
る
も
の
、パ
チ
ン
コ
・
パ
チ
ス
ロ
の
遊
技
台
に

使
用
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
開
発
と
販
促
を
兼
ね
る
も
の
な
ど
、マ
ン

ガ
誌
の
役
割
は
従
来
の
単
行
本
と
の
関
係
に
留
ま
ら
な
い
展
開
を
見
せ

て
い
る
。あ
る
い
は
、そ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
の
深
化
と
拡
大
に

伴
っ
て
、か
つ
て
の
よ
う
に
最
新
の
情
報
源
と
し
て
の
マ
ン
ガ
誌
の
役

割
が
減
退
し
て
し
ま
い
、た
め
に
読
者
離
れ
が
進
ん
だ
と
見
な
す
こ
と

も
で
き
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に﹁
メ
ジ
ャ
ー
﹂と﹁
マ
イ
ナ
ー
﹂を
区
分
す
る
基
準
と
意
義

を
考
え
、日
本
の
マ
ン
ガ
誌
市
場
の
全
体
像
や
各
誌
の
事
情
に
言
及
し

て
み
る
と
、本
来
の
テ
ー
マ
で
あ
る﹁
実
験
作
﹂の
見
分
け
方
と
は
、い
わ

ば﹁
マ
ン
ガ
誌
の
森
﹂へ
の
分
け
入
り
方
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
く
る
。た
だ
、か
な
り
深
い
森
な
の
で
、個
人
の
方
向
感
覚
や
口

コ
ミ
だ
け
を
信
じ
て
突
き
進
む
の
は
な
か
な
か
険
し
い
。し
た
が
っ
て
、

例
え
ば
、中
野
晴
行﹃
マ
ン
ガ
産
業
論
﹄﹃
マ
ン
ガ
進
化
論
﹄で
日
本
の
マ

ン
ガ
市
場
そ
の
も
の
に
つ
い
て
予
習
し
、毎
年
刊
行
さ
れ
る
日
本
雑
誌

協
会
編﹃
マ
ガ
ジ
ン
デ
ー
タ
﹄や
創
出
版﹃
創
﹄の
マ
ン
ガ
特
集
、さ
ら
に

は﹃
こ
の
マ
ン
ガ
が
す
ご
い
！
﹄﹃
こ
の
マ
ン
ガ
を
読
め
！
﹄や﹃
ダ
・
ヴ
ィ

ン
チ
﹄な
ど
を
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
に
、あ
と
は
気
に
な
る
マ
ン
ガ
誌
の
関
連

情
報
を﹁
コ
ミ
ッ
ク
ナ
タ
リ
ー
﹂と
い
っ
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
も
含
め
て
適

宜
参
照
す
る
、と
い
う
あ
た
り
が
実
践
的
な
方
法
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
も
、わ
ざ
わ
ざ
参
考
文
献
を
あ
た
る
の
が
手
間
だ
と
か
、そ
も

そ
も﹁
気
に
な
る
マ
ン
ガ
誌
﹂が
何
な
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
方

も
い
る
だ
ろ
う
。そ
ん
な
人
に
は
、僭
越
な
が
ら
、私
が
た
ま
に
使
う
方

法
を
紹
介
し
た
い
。

　

そ
れ
は
自
分
の
マ
ン
ガ
リ
テ
ラ
シ
ー
を
逆
手
に
取
る
こ
と
で
あ
る
。

具
体
的
に
言
え
ば
、マ
ン
ガ
誌
が
置
い
て
あ
る
場
所（
個
人
的
に
は
コ
ン

ビ
ニ
が
お
薦
め
）に
行
き
、普
段
は
視
野
に
入
っ
て
こ
な
い
エ
リ
ア
に
目

を
配
り
、そ
こ
に
ど
ん
な
タ
イ
ト
ル
や
ジ
ャ
ン
ル
の
マ
ン
ガ
誌
が
並
ん

で
い
る
か
、さ
ら
に
、な
ぜ
こ
れ
ま
で
そ
こ
に
目
を
向
け
て
こ
な
か
っ
た

か
を
、し
ば
し
考
え
て
み
る
こ
と
だ
。実
に
簡
単
だ
が
、こ
れ
が
意
外
と

効
果
的
な
の
だ
。つ
ま
り﹁
意
識
的
に
避
け
る
﹂の
で
は
な
く﹁
ほ
ぼ
無
意

識
に
ス
ル
ー
﹂し
て
き
た
マ
ン
ガ
誌
の
存
在
を
あ
え
て
視
野
に
入
れ
る

こ
と
で
、自
分
の
選
択
基
準
や
好
み
を
相
対
化
し
、マ
ン
ガ
読
者
と
し
て

の﹁
偏
食
﹂具
合
を
自
己
診
断
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

　

そ
れ
を﹁
食
べ
な
い
﹂の
は
、ほ
か
に
好
き
な
も
の
が
あ
る
か
ら
な
の

か
、経
験
上
ま
ず
か
っ
た
か
ら
な
の
か
、単
な
る
食
わ
ず
嫌
い
な
の
か
、

そ
れ
と
も
存
在
自
体
を
知
ら
な
か
っ
た
の
か
。そ
の
違
い
は
大
き
い
。し

た
が
っ
て
、ま
ず
は
そ
の﹁
読
ま
な
い
理
由
﹂を
客
観
的
に
分
析
し
、普
段

の
自
分
の
好
み
を
冷
静
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、栄
養
バ
ラ
ン
ス
や

食
わ
ず
嫌
い
を
見
直
し
た
り
、そ
の
領
域
の
奥
深
さ
を
知
る
き
っ
か
け

を
作
っ
た
り
す
る
こ
と
が
、結
果
的
に
数
あ
る
マ
ン
ガ
誌
の
中
に
あ
る

﹁
実
験
作
﹂を
見
分
け
る
方
法
に
役
立
つ
は
ず
で
あ
る
。も
ち
ろ
ん
、こ
れ

は
マ
ン
ガ
誌
以
外
に
も
応
用
で
き
る
。ち
ょ
っ
と
屁
理
屈
の
よ
う
だ
が
、

よ
か
っ
た
ら
試
し
て
ほ
し
い
。

　

以
上
、私
な
り
の﹁
実
験
作
の
見
分
け
方
﹂ま
た
は﹁
マ
ン
ガ
誌
の
楽
し

み
方
﹂を
述
べ
て
き
た
。で
は
最
後
に
、当
の
本
人
が
お
気
に
入
り
の
マ

ン
ガ
誌
は
何
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、も
ち
ろ
ん
た
く
さ
ん
あ
る
の
だ
が
、こ

こ
数
年
毎
号
欠
か
さ
ず
購
入
し
て
い
る
も
の
と
し
て﹃
パ
ニ
ッ
ク
₇
﹄

﹃
別
冊
パ
ニ
ッ
ク
₇
﹄﹃
パ
ニ
ッ
ク
₇
ゴ
ー
ル
ド
﹄（
い
ず
れ
も
白
夜
書
房
）

︵
図
₂
︶を
挙
げ
て
お
き
た
い
。こ
の
三
誌
は
、十
日
ご
と
に
発
刊
さ
れ
、

個
別
作
品
は
も
ち
ろ
ん
フ
ァ
ン
と
の
交
流
に
も
実
験
的
な
試
み
を
続
け
、

雑
誌
と
単
行
本
の
関
係
に
も
戦
略
的
か
つ
刺
激
的
な
出
版
活
動
を
仕
掛

け
て
い
る
の
だ
が
、パ
チ
ス
ロ
を
知
ら
な
い
人
に
は
ほ
と
ん
ど
読
ま
れ

る
こ
と
は
な
く
、し
か
し
月
に
三
誌
で
約
一
〇
〇
万
部
発
行
す
る
と
い

う
、質
・
量
と
も
に
大
変
興
味
深
い
マ
ン
ガ
誌
で
あ
る
。私
に
言
わ
せ
れ

ば
、こ
れ
も
一
種
の﹁
ク
ー
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
﹂な
の
だ
が
、そ
の
魅
力
や
研

究
意
義
を
詳
述
す
る
に
は
紙
面
も
準
備
も
足
り
な
い
の
で
、別
の
機
会

に
委
ね
る
こ
と
に
し
た
い
。

図2	『パニック 7 ゴールド』2011卯 6 月号、白夜書房、
370円、B5	版、中綴じ、226頁　ⓒ白夜書房
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特
集

漫
画
と
マ
ン
ガ
、そ
し
て
芸
術

12

楳
図
マ
ン
ガ
と
マ
ン
ガ
の
恐
怖

―
ホ
ラ
ー
・
マ
ン
ガ
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド

前川　修

は
じ
め
に

　
﹁
楳
図
絵
﹂な
る
言
葉
が
あ
る
。そ
れ
は
、楳
図
の
読
者
の
誰
も
が
思
い

起
こ
す
、あ
の
恐
怖
の
表
情
を
描
い
た
絵
の
こ
と
で
あ
る

（
₁
）

。大
き
く
開
け

放
た
れ
た
目
と
口
、歪
ん
だ
眉
、皺
の
寄
っ
た
眉
間
、口
の
両
脇
に
入
っ

た
深
い
皺
、細
か
に
斜
線
を
描
き
こ
ま
れ
た
輪
郭
、こ
の
顔
に
鋸
歯
状
の

枠
線
の
吹
き
出
し
が
重
な
り
、そ
こ
に﹁
ギ
ャ
ー
ッ
﹂や﹁
あ
っ
﹂の
文
字

が
つ
け
ら
れ
る︵
図
₁
︶。執
拗
に
繰
り
返
さ
れ
る
こ
う
し
た
濃
密
な
絵

を
楳
図
絵
と
呼
ぶ
。

　

だ
が
、楳
図
絵
の
濃
密
さ
は
恐
怖
の
表
情
描
写
に
と
ど
ま
ら
な
い
。人

物
が
ベ
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
や
動
線
に
囲
ま
れ
、背
景
も
均
質
な
線
で
リ
ア

ル
に
描
き
こ
ま
れ
、複
数
の
コ
マ
に
わ
た
っ
て
こ
の
濃
度
は
徹
底
さ
れ

て
い
る
。背
景
も
人
物
も
、恐
怖
の
対
象
も
そ
れ
に
脅
え
る
ひ
と
び
と
も
、

等
し
く
稠
密
に
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。ま
た
、人
形
の
よ
う
に
強
張
っ
た

四
肢
や
、変
化
に
乏
し
い
表
情
の
反
復
も
楳
図
絵
の
顕
著
な
要
素
だ
ろ

う
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、各
コ
マ
が
枠
に
よ
っ
て
狭
く
囲
い
込
ま
れ
、等
間
隔

の
間
白
で
結
び
つ
け
ら
れ
て
格
子
柄
の
頁
を
形
成
す
る
の
も
独
特
な
点

で
あ
る
。均
等
に
並
ぶ
小
さ
な
コ
マ
の
緊
密
な
連
鎖
の
な
か
で
、人
物
の

表
情
や
動
作
が
細
か
に
分
割
さ
れ
た
り
断
続
的
に
反
復
、静
止
さ
せ
ら

れ
た
り
す
る
。こ
う
し
た
過
剰
な
コ
マ
の
た
た
み
か
け
と
合
間
の
断
絶
、

こ
の
楳
図
絵
的
特
徴
は
、﹁
お
ろ
ち
﹂や﹁
漂
流
教
室
﹂、﹁
神
の
左
手
悪
魔

の
右
手
﹂や﹁
わ
た
し
は
真
悟
﹂、﹁
ま
こ
と
ち
ゃ
ん
﹂や﹁
14
歳
﹂に
も
共
通

す
る
。効
率
的
に
語
り
進
む
マ
ン
ガ
と
は
異
質
な
、過
剰
な
反
復
と
切
断
、

そ
れ
が
楳
図
マ
ン
ガ
の
核
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
、ホ
ラ
ー
・
マ
ン
ガ
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と
い

う
テ
ー
マ
の
も
と
で
、楳
図
を
論
じ
る
の
か
。む
し
ろ
絵
自
体
が
ス
タ
イ

リ
ッ
シ
ュ
で
、人
物
、背
景
、吹
き
出
し
、オ
ノ
マ
ト
ペ
、ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
、

コ
マ
が
多
義
的
で
あ
り
、読
み
に
く
く﹁
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
﹂な
作
品
を

論
じ
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。つ
ま
り
、既
存
の
諸
記
号
が
補
完

し
あ
い
、同
一
の
感
情
や
意
味
へ
と
収
斂
す
る﹁
ユ
ニ
ゾ
ン
的
﹂マ
ン
ガ

に
対
す
る
、実
験
的
で
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
、い
か
に
も﹁
芸
術
﹂的
な
マ

ン
ガ

︱
た
と
え
ば
丸
尾
末
広
や
花
輪
和
一
な
ど

︱
を
論
じ
た
ほ
う

が
よ
い
の
で
は
な
い
か

（
₂
）

。だ
が
、楳
図
マ
ン
ガ
は
、マ
ン
ガ
史
に
お
け
る

既
存
の
系
譜
、た
と
え
ば
手
塚
的
系
譜
か
ら
も
劇
画
的
文
脈
か
ら
も
、さ

ら
に
こ
う
し
た
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
系
譜
か
ら
も
外
れ
て
い
る
の
で
あ

る
（
₃
）

。
１　
「
恐
怖
マ
ン
ガ
」と
い
う
視
点

　

ま
ず
、楳
図
と
恐
怖
マ
ン
ガ
の
結
び
つ
き
の
由
来
を
明
ら
か
に
し
て

お
き
た
い
。恐
怖
マ
ン
ガ
は
日
本
で
い
つ
始
ま
っ
た
の
か
。そ
の
萌
芽
は

一
九
五
〇
年
代
後
半
、貸
本
マ
ン
ガ
最
盛
期
の﹁
怪
奇
マ
ン
ガ
﹂に
あ
る
。

楳
図
も
こ
こ
を
出
発
点
に
し
て
い
る

（
₄
）

。怪
奇
マ
ン
ガ
と
は
当
初
、怪
談
を

範
と
し
た
も
の
を
指
し
て
い
た
。そ
れ
は
、貸
本
マ
ン
ガ
特
有
の
も
の
で

あ
り

（
₅
）

、そ
の
衰
退
期
、消
滅
期
に
お
い
て
も
確
固
と
し
た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ

っ
た
。

　

受
容
の
観
点
か
ら
考
え
れ
ば
、貸
本
マ
ン
ガ
と
い
う
流
通
経
路
は
興

味
深
い
。貸
本
マ
ン
ガ
は
、高
級
文
化
に
た
い
す
る
大
衆
文
化
で
あ
り
、

さ
ら
に
大
衆
文
化
の
な
か
で
も
低
次
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。そ

の
読
者
に
は
、（
小
）中
高
生
だ
け
で
な
く
、十
七
、十
八
歳
ま
で
の
工
場

労
働
者﹁
非
学
生
ハ
イ
テ
ィ
ー
ン
﹂も
多
く
含
ま
れ
る
。読
者
は
、学
校
や

工
場
の
帰
り
に
貸
本
を
手
に
取
り
、俗
悪
本
と
し
て
貸
本
を
忌
避
す
る

図1	 楳図かずお		『神の左手悪魔の右手』第二巻		小学館		1997年		92〜93頁
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大
人
の
目
を
忍
ん
で
ひ
っ
そ
り
と
個
別
に
マ
ン
ガ
を
受
容
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
受
容
は
お
そ
ら
く
、貸
本
屋
を
通
じ
て
の
、互
い
に
相
手
の
見

え
な
い
あ
る
種
の﹁
回
し
読
み
﹂だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。時
に
読
者
通
信

欄
で
確
認
さ
れ
る
見
知
ら
ぬ
他
者
の
存
在
と
の
体
験
の
間
接
的
な
分
有
、

そ
れ
が
貸
本
と
い
う
複
製
的
事
物
へ
の
直
接
的
接
触
を
通
じ
て
促
さ
れ

て
い
た
。貸
本
怪
奇
マ
ン
ガ
の
恐
怖
は
、隔
絶
さ
れ
た
個
別
の
受
容
に
よ

っ
て
増
幅
さ
れ
る
。し
か
も
そ
の
恐
怖
は
、た
と
え
貸
本
自
体
を
返
却
し

た
後
で
も
、仕
事
場
や
学
校
で
の
ふ
と
し
た
会
話
や
先
の
通
信
欄
の
コ

メ
ン
ト
を
通
じ
て
静
か
に
伝
播
し
て
い
た

（
₆
）

。た
だ
し
、そ
の
受
容
者
た
ち

は
、ホ
ラ
ー
・
マ
ニ
ア
の
よ
う
な
限
定
的
嗜
好
を
も
つ
狭
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
を
形
成
し
た
の
で
は
な
い
。む
し
ろ
複
数
の
階
層
の
ひ
と
び
と
の
日

常
の
な
か
に
も
っ
と
希
薄
に
拡
散
し
た
か
た
ち
で
、恐
怖
は
反
復
さ
れ

て
そ
の
強
度
を
保
っ
て
い
た
。

　

ま
た
、貸
本
劇
画
の
読
者
が
主
に
男
性
の
ハ
イ
テ
ィ
ー
ン
で
あ
っ
た

の
に
比
べ
、怪
奇
マ
ン
ガ
の
読
者
は
女
性
だ
っ
た
。少
年
少
女
向
け
の
区

別
が
あ
っ
た
貸
本
マ
ン
ガ
の
な
か
で
、怪
奇
マ
ン
ガ
は
少
女
向
け
雑
誌

に
掲
載
さ
れ
た
。た
と
え
ば
、五
〇
年
代
末
の
月
刊
短
編
誌
ブ
ー
ム
の
頃

に
刊
行
さ
れ
た
怪
奇
マ
ン
ガ
短
編
誌（
つ
ば
め
出
版
の﹃
怪
談
﹄や
ひ
ば

り
書
房
の﹃
オ
ー
ル
怪
談
﹄）の
主
な
読
者
は
女
性
で
あ
る

（
₇
）

。怪
奇
マ
ン
ガ

は
貸
本
マ
ン
ガ
で
あ
り
、少
女
マ
ン
ガ
だ
っ
た
。楳
図
の
、と
く
に
初
期

恐
怖
マ
ン
ガ
は
こ
う
し
た
受
容
と
無
関
係
で
は
な
い
。も
ち
ろ
ん
、楳
図

の
恐
怖
マ
ン
ガ
は
怪
奇
マ
ン
ガ
と
一
線
を
画
し
て
い
る
。後
に
彼
は﹃
少

女
フ
レ
ン
ド
﹄で
の﹁
口
が
耳
ま
で
さ
け
る
時
﹂掲
載
の
際
、自
身
の
マ
ン

ガ
を﹁
恐
怖
マ
ン
ガ
﹂と
名
付
け
て
い
る
。

﹁
そ
れ
ま
で
は
、恐
怖
マ
ン
ガ
と
い
う
呼
び
方
は
な
か
っ
た
。普
通

怪
奇
マ
ン
ガ
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
た
ね
。僕
は﹁
怪
奇
﹂と
い

う
の
に
ち
ょ
っ
と
抵
抗
が
あ
っ
て
、怪
奇
と
い
う
と
見
た
目
が
怪

奇
と
い
う
わ
け
で
す
よ
ね
。中
身
も
怪
奇
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、外
見

的
に
グ
ロ
テ
ス
ク
を
だ
い
た
い
意
味
す
る
。そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、見

え
な
く
て
も
、な
ん
か
ゾ
ッ
と
す
る
よ
う
な
話
と
い
う
感
じ
が
あ

る
は
ず
だ
か
ら
、怪
奇
と
い
う
の
は
す
ご
く
抵
抗
あ
る
と
思
っ
て
、

そ
れ
で﹁
恐
怖
マ
ン
ガ
﹂と
銘
打
っ
て
こ
の
話
を
お
送
り
し
ま
す
と

書
い
た

（
₈
）

﹂。

　

こ
の
区
別
は
、楳
図
の
貸
本
少
女
マ
ン
ガ
に
も
あ
て
は
ま
る
。﹁
恐
怖

マ
ン
ガ
﹂は
、怪
奇
マ
ン
ガ
で
主
流
の
、見
た
目
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
も
の

と
は
区
別
さ
れ
る

（
₉
）

。楳
図
の
場
合
、貸
本
少
女
マ
ン
ガ
の
主
流
で
あ
っ
た

﹁
母
子
も
の
﹂や﹁
学
園
ロ
マ
ン
﹂、つ
ま
り
、貧
困
や
病
に
あ
え
ぐ
清
廉
な

少
女
が
学
校
や
家
庭
を
舞
台
に
け
な
げ
に
幸
福
を
求
め
る
ス
ト
ー
リ
ー

を
枠
組
み
と
し
な
が
ら
、そ
こ
に
得
体
の
し
れ
な
い
恐
怖
を
介
入
さ
せ

て
い
る
。た
と
え
ば
こ
の
時
期
の﹁
あ
な
た
の
青
い
火
が
き
え
る
﹂や﹁
偶

然
と
い
う
名
の
ツ
ミ
キ
﹂が
そ
う
し
た
例
で
あ
る

（
10
）

。も
ち
ろ
ん
同
様
の
設

定
は
、同
じ
貸
本
時
代
の
、一
見
す
る
と
グ
ロ
テ
ス
ク
な﹁
口
が
耳
ま
で

さ
け
る
時
﹂や﹁
へ
び
お
ば
さ
ん
﹂、﹃
少
女
フ
レ
ン
ド
﹄の﹁
マ
マ
が
こ
わ

い
﹂や﹁
へ
び
少
女
﹂に
も
あ
る
。こ
う
し
た
作
品
は
、既
存
ジ
ャ
ン
ル
の

枠
組
み
を
下
敷
き
に
し
な
が
ら
、そ
の
内
部
か
ら
突
如
立
ち
起
き
る
恐

怖
に
よ
っ
て
こ
れ
を
揺
さ
ぶ
り
、従
来
の
恐
怖
と
は
異
な
る
あ
る
種
の

怖
さ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。

　

こ
の
、
母
娘
や
姉
妹
な
ど
で
醸
成
さ
れ
る
恐
怖
は
、
後
の﹁
洗
礼
﹂
や

﹁
お
ろ
ち
﹂で
も
反
復
さ
れ
る
。も
ち
ろ
ん
、こ
の
よ
う
に
少
女
マ
ン
ガ
と

い
う
恐
怖
マ
ン
ガ
の
出
発
点
を
強
調
し
た
の
は
、少
女
マ
ン
ガ
と
い
う

フ
レ
ー
ム
が
反
省
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
で
あ
る
。

楳
図
作
品
が
当
初
、女
性
読
者
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
か
、そ
れ
ら
が
彼

の
少
年
誌
で
の
男
性
主
人
公
の
作
品
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
と
か
と
主
張

す
る
た
め
で
は
な
い
。む
し
ろ
初
期
か
ら
後
期
ま
で
楳
図
作
品
全
体
を

読
め
ば
わ
か
る
よ
う
に
、そ
こ
で
は
男
性
読
者
も
女
性
主
人
公
に
容
易

に
同
一
化
す
る
こ
と
が
で
き
、複
数
の
女
性
登
場
人
物
に
も
、場
合
に
よ

っ
て
は
異
形
の
者
に
も
同
一
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。そ
れ
は
後
で
確

認
す
る
よ
う
に
、楳
図
作
品
で
は
あ
る
種
の﹁
傍
観
者
的
視
点
﹂や
視
点

の
切
り
替
え
が
構
造
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。先
取
り
し
て
言
え

ば
、先
の
少
女
マ
ン
ガ
と
い
う
既
存
の
ジ
ャ
ン
ル
の
フ
レ
ー
ム
だ
け
で

は
な
く
、こ
の
視
点
＝
フ
レ
ー
ム
が
時
に
揺
り
動
か
さ
れ
る
と
こ
ろ
に

楳
図
の
恐
怖
の
源
泉
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

楳
図
の
貸
本
マ
ン
ガ
以
降
の
時
期
に
関
し
て
、主
観
的
視
点
か
ら
客

観
的
視
点
へ
の
推
移
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
変
化
が
あ
る
と
よ
く
言
わ

れ
る
。そ
れ
は
、主
人
公
の
主
観
的
視
点
に
依
拠
し
た
恐
怖
か
ら
、恐
怖

に
慄
く
者
と
恐
怖
の
対
象
の
関
係
に
一
定
の
時
間
的
・
空
間
的
距
離
を

保
ち
つ
つ
見
守
る
客
観
的
視
点
の
導
入
の
こ
と
で
あ
る（﹁
お
ろ
ち
﹂が

そ
の
典
型
例
で
あ
ろ
う
）。し
か
し
貸
本
マ
ン
ガ
時
代
か
ら
、登
場
人
物

が
過
去
の
恐
怖
の
出
来
事
を
語
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
か
た
ち
で
、

こ
う
し
た
視
点
は
す
で
に
作
品
に
織
り
込
ま
れ
、半
ば
外
か
ら
半
ば
内

か
ら
の
視
点
は
存
在
し
て
い
た（﹁
口
が
耳
ま
で
さ
け
る
時
﹂﹁
へ
び
お
ば

さ
ん
﹂な
ど
）。そ
れ
は
、恐
怖
と
の
距
離
を
保
証
す
る
安
全
装
置
で
あ
っ

た
。つ
ま
り
楳
図
の
視
点
の
移
行
は
、変
化
と
い
う
よ
り
も
、こ
う
し
た

客
観
的
視
点
が
し
だ
い
に
全
面
化
し
た
と
捉
え
た
ほ
う
が
よ
い

︱
し

か
も
こ
の
視
点
が
コ
マ
の
構
図
に
お
い
て
も
顕
著
に
な
る
。コ
マ
ひ
と

つ
ひ
と
つ
が
小
さ
く
区
切
ら
れ
、極
端
な
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
が
少
な
く
、

斜
め
上
か
ら
俯
瞰
し
た
背
景
が
多
い﹁
傍
観
者
的
﹂視
点
が
増
加
す
る

（
11
）

。

　

し
か
し
、恐
怖
と
の
距
離
を
保
証
す
る
視
点
＝
フ
レ
ー
ム
は
、恐
怖
を

隔
て
る
ど
こ
ろ
か
、恐
怖
を
増
幅
さ
せ
る
装
置
に
も
な
る
。﹁
お
ろ
ち
﹂に

典
型
的
な
よ
う
に
、客
観
的
視
点
を
担
う
登
場
人
物
の
フ
レ
ー
ム
は
時
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に
機
能
不
全
に
な
る
。た
と
え
ば
、連
作
の
ひ
と
つ﹁
血
﹂で
は
、主
人
公

は
眠
り
に
落
ち
、そ
の
間
に
自
身
と
瓜
二
つ
の
少
女
に
転
移
す
る
が
、当

初
彼
女
自
身
は
語
る
こ
と
も
動
く
こ
と
も
で
き
な
い
制
限
さ
れ
た
主
観

的
視
点
の
内
に
置
か
れ
る︵
図
₂
︶。読
者
が
依
拠
す
る
、一
定
の
距
離
を

保
証
す
る
フ
レ
ー
ム
が
、物
語
世
界
の
只
中
に
あ
る
自
由
の
利
か
な
い

主
観
的
フ
レ
ー
ム
に
は
め
込
ま
れ
、か
え
っ
て
恐
怖
は
強
め
ら
れ
る
。こ

の
恐
怖
は
次
の﹁
内
側
﹂の
恐
怖
と
も
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

２　

内
側
の
恐
怖

　

フ
レ
ー
ム
の
内
側
の
恐
怖
と
い
う
問
題
は
、楳
図
自
身
の
口
か
ら
別

の
観
点
で
語
ら
れ
て
も
い
る
。自
身
の
マ
ン
ガ
と
既
存
の
怪
奇
マ
ン
ガ

の
差
異
は
、﹁
因
果
応
報
﹂、﹁
内
側
﹂と﹁
外
側
﹂と
い
う
言
葉
で
述
べ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

﹁
日
本
の
恐
怖
に
は
、お
化
け
の
よ
う
に
因
果
応
報
み
た
い
な
も
の

が
い
つ
も
あ
る
。現
在
の
ホ
ラ
ー
・
ブ
ー
ム
の
恐
怖
の
そ
こ
に
は
そ

う
い
う
の
は
あ
ま
り
な
い
。い
わ
ゆ
る
ナ
ン
セ
ン
ス
な
恐
怖
。﹃
へ

び
少
女
﹄な
ど
を
か
い
て
い
た
頃
と
い
う
の
は
、幽
霊
と
か
出
て
き

て
も
、必
ず
な
ん
か
の
報
い
と
か
、理
由
が
あ
る
恐
怖
だ
っ
た
。︹
中

略
︺も
っ
と
広
い
国
の
話
っ
て
、そ
う
い
う
因
果
と
は
関
係
な
く
、

出
し
ぬ
け
に
ボ
ー
ン
と
こ
し
ら
え
た
り
と
か
、だ
し
ぬ
け
に
関
係

な
い
も
の
が
家
を
根
こ
そ
ぎ
、理
由
も
な
し
に
焼
き
打
ち
に
か
け

た
り
と
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
て
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。︹
中
略
︺恐

怖
の
源
泉
っ
て
、外
か
ら
く
る
の
で
は
な
く
て
内
側
か
ら
な
ん
だ
。

︹
中
略
︺結
局
、一
つ
の
枠
の
外
側
じ
ゃ
な
く
、枠
の
内
側
に
起
き
な

い
と
本
当
は
怖
く
な
い

（
12
）

﹂。

　
﹁
外
﹂的
で﹁
因
果
応
報
﹂的
な
、幽
霊
を
作
用
項
と
す
る﹁
怪
談
﹂の
恐

怖
に
対
し
て
、楳
図
は﹁
内
側
﹂か
ら
突
然
生
じ
る
恐
怖
を
区
別
す
る
。彼

の
作
品
に
は
怪
奇
マ
ン
ガ
で
は
一
般
的
で
あ
っ
た
怪
談
も
の
や
幽
霊
も

の
は
非
常
に
少
な
い
。あ
る
い
は
、因
果
的
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
言
え

ば
、な
ぜ
人
間
が
蛇
や
蜘
蛛
に
変
容
す
る
の
か
、因
果
的
理
由
が
不
明
で

唐
突
で
あ
る
こ
と
も
多
い
。と
は
い
え
、こ
こ
で
ま
ず
は﹁
内
側
﹂の
意
味

を
い
く
つ
か
に
区
別
し
、こ
れ
に
関
連
し
て
楳
図
自
身
が
区
別
す
る
い

く
つ
か
の
恐
怖
も
検
討
し
て
お
き
た
い
。

　

よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、楳
図
の
恐
怖
マ
ン
ガ
は
、異
形
の
恐
怖
の
描

写
か
ら
心
理
的
恐
怖
の
描
写
へ
力
点
を
移
し
た
と
さ
れ
る
。多
く
の
楳

図
論
は
そ
う
し
た
主
張
を
し
、そ
の
際
、彼
の
言
葉
を
参
照
し
て
作
品
の

変
化
を﹁
生
理
的
恐
怖
﹂か
ら﹁
心
理
的
恐
怖
﹂を
経
て﹁
社
会
的
恐
怖
﹂、

さ
ら
に
は﹁
恐
怖
を
感
じ
る
者
の
内
に
内
在
す
る
﹂恐
怖
へ
の
強
調
点
の

推
移
と
し
て
語
る

（
13
）

。
第
一
の
恐
怖
に
は﹁
へ
び
お
ば
さ
ん
﹂
や﹁
へ
び
少

女
﹂を
、第
二
の
そ
れ
に﹁
イ
ア
ラ
﹂を
、第
三
に
は﹁
漂
流
教
室
﹂を
、第
四

に
は﹁
神
の
左
手
悪
魔
の
右
手
﹂を
当
て
は
め
る
の
が
通
例
で
あ
る
。つ

ま
り
、こ
の
区
別
を
背
景
に
す
れ
ば
、先
の﹁
内
側
﹂か
ら
の
恐
怖
は
、第

一
と
第
二（
な
い
し
第
四
の
）の
恐
怖
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

だ
が
、よ
く
考
え
れ
ば
、こ
の
区
別
は
本
人
が
語
る
ほ
ど
明
瞭
で
は
な

い
。む
し
ろ
諸
々
の
恐
怖
は
互
い
に
錯
綜
し
、ね
じ
れ
た
関
係
に
あ
る
。

た
と
え
ば
、﹁
へ
び
お
ば
さ
ん
﹂に
見
ら
れ
る
身
体
の
生
理
的
恐
怖
は
、少

女
と
継
母
の
内
面
的
葛
藤
か
ら
生
じ
た
心
理
的
恐
怖
を
経
由
し
、﹁
洗

礼
﹂の
、一
見
す
る
と
身
体
の
改
造
と
い
う
生
理
的
恐
怖
は
、娘
の
母
へ

の
心
理
的
恐
怖
と
き
わ
め
て
ね
じ
れ
た
か
た
ち
で
繫
が
っ
て
い
る

（
14
）

。ま

た
、﹁
神
の
左
手
悪
魔
の
右
手
﹂の﹁
錆
び
た
ハ
サ
ミ
﹂の
凄
惨
な
場
面
は
、

身
体﹁
内
﹂か
ら
異
物
が
次
々
と
排
出
さ
れ
る
と
い
う
身
体﹁
内
部
﹂か
ら

の
恐
怖
に
思
え
る
が
、そ
れ
に
は
、﹁
内
的
﹂視
点
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て

い
る
。つ
ま
り
後
述
す
る
よ
う
に
、内
的
枠
組
み
が
突
如
外
側
の
フ
レ
ー

ム
に
重
な
り
合
い
、入
れ
子
状
に
な
っ
て
ど
ち
ら
が
現
実
か
夢
か
が
判

然
と
し
な
い
、そ
う
し
た
錯
綜
を
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
15
）

。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、い
く
つ
か
の
恐
怖
は
相
互
に
重
ね
あ
わ
せ
ら
れ
て

い
る
。た
だ
し
、以
上
の
説
明
に
し
た
が
え
ば
、結
局
あ
ら
ゆ
る
恐
怖
は

心
理
的
内
面
の
内
的
因
果
性
に
収
斂
し
て
し
ま
う
、つ
ま
り﹁
外
﹂側
の

恐
怖
は﹁
内
側
﹂の
恐
怖
に
す
っ
か
り
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
。こ
こ
で
、以

上
の
よ
う
に
重
層
し
た
恐
怖
を
分
離
し
て
は
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
も
う
ひ

と
つ
の
恐
怖
も
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。各
恐
怖
の
視
点
＝
フ
レ
ー
ム

内
の
因
果
性
が
破
断
さ
せ
ら
れ
、そ
れ
が
別
の
フ
レ
ー
ム
と
突
如
繫
が

り
あ
っ
て
し
ま
う
、そ
の
よ
う
な
各
フ
レ
ー
ム
間
の
関
係
に
、彼
の
言
う

恐
怖
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

３　

マ
ン
ガ
の
恐
怖
、ホ
ラ
ー
の
再
解
釈

　

そ
の
前
に﹁
神
の
左
手
悪
魔
の
右
手
﹂等
を
具
体
例
に
し
、な
お
か
つ

ホ
ラ
ー
映
画
言
説
へ
の
参
照
を
通
じ
て
、﹁
マ
ン
ガ
の
恐
怖
﹂を
考
え
て

み
た
い

（
16
）

。な
ぜ
ホ
ラ
ー
映
画
な
の
か
。こ
の
作
品
は
楳
図
恐
怖
マ
ン
ガ
の

集
大
成
と
も
呼
べ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、楳
図
の
言
葉
か
ら
も
分

か
る
よ
う
に
、明
ら
か
に
当
時
の
ス
ラ
ッ
シ
ャ
ー
／
ス
プ
ラ
ッ
タ
ー
映

画
を
参
照
項
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。た
だ
し
、こ
う
し
た
ホ
ラ
ー
映

画
と
の
差
異
に
お
い
て
彼
独
特
の﹁
内
側
﹂の
恐
怖
の
構
築
は
行
わ
れ
て

い
る
。

　

こ
こ
で
言
う
ホ
ラ
ー
映
画
と
は
、早
く
は
六
〇
年
代
末
に
由
来
す
る
、

従
来
の
同
ジ
ャ
ン
ル
と
は
明
瞭
に
差
異
を
持
つ
映
画
群
を
指
す
。﹃
ナ
イ

ト
・
オ
ブ
・
ザ
・
リ
ビ
ン
グ
・
デ
ッ
ド
﹄（
ジ
ョ
ー
ジ
・
ロ
メ
ロ
、一
九
六
八
）、

﹃
悪
魔
の
い
け
に
え
﹄（
ト
ビ
ー
・
フ
ー
パ
ー
、
一
九
七
四
）、﹃
ハ
ロ
ウ
ィ

ン
﹄（
ジ
ョ
ン
・
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
、一
九
七
八
）、﹃
エ
ル
ム
街
の
悪
夢
﹄（
ウ

ェ
ス
・
ク
レ
イ
ヴ
ン
、一
九
八
四
）な
ど
、い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
ホ

ラ
ー
と
呼
ば
れ
る
映
画
の
こ
と
で
あ
る
。そ
こ
で
は
、既
存
の
ホ
ラ
ー
に

あ
っ
た
明
確
な
境
界
線
、た
と
え
ば
善
と
悪
、人
間
と
非
人
間
、幻
覚
と

現
実
の
区
別
は
曖
昧
に
な
り
、恐
怖
は
通
常
の
日
常
世
界
の
只
中
に
置

き
据
え
ら
れ
る
。ま
た
、従
来
の
ホ
ラ
ー
の
よ
う
に
合
理
的
、科
学
的
説

明
を
引
き
受
け
る
男
性
登
場
人
物
は
比
較
的
影
が
薄
く
、女
性
犠
牲
者

を
苛
む
残
忍
な
シ
ー
ン
が
引
き
延
ば
さ
れ
て
描
写
さ
れ
る
。

　

古
典
的
ホ
ラ
ー
が
身
体
に
及
ぼ
さ
れ
る
破
壊
を
言
葉
に
よ
る﹁
語
り
﹂

に
よ
っ
て
示
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
ホ
ラ
ー
に
お
い
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て
は
、破
壊
さ
れ
る
身
体
の
冷
や
や
か
で
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
提
示
が
核

と
な
る
。ま
た
、そ
の
物
語
構
造
は
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
に
と
ど
ま
る
こ

と
が
多
く
、怪
物
が
勝
利
を
収
め
た
り
、一
時
的
に
の
み
制
圧
さ
れ
た
り
、

怪
物
が
打
ち
負
か
さ
れ
た
か
否
か
が
不
明
瞭
で
あ
っ
た
り
す
る
。ま
た
、

映
像
文
法
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
ホ
ラ
ー
は
従
来

の
境
界
を
不
明
確
な
も
の
に
す
る
。主
観
的
、客
観
的
シ
ョ
ッ
ト
の
区
別

は
曖
昧
に
な
り
、時
と
し
て
幻
覚
と
現
実
が
入
れ
子
状
に
な
り
、未
決
定

の
ま
ま
宙
づ
り
に
さ
れ
て
し
ま
う
。因
果
的
論
理
も
時
間
的
論
理
も
脱

臼
さ
せ
ら
れ
た
ま
ま
、時
に
誰
が
怪
物
か
は
同
定
で
き
ぬ
ま
ま
、恐
怖
は

パ
ラ
ノ
イ
ア
ッ
ク
に
感
染
し
、人
々
は
相
互
に
不
信
の
ま
ま
、崩
壊
す
る

日
常
世
界
を
甘
受
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。簡
潔
に
ま
と
め
れ
ば
、こ
の

よ
う
に
な
る
だ
ろ
う

（
17
）

。

　
﹁
神
の
左
手
悪
魔
の
右
手
﹂の
連
作
は
、ス
ラ
ッ
シ
ャ
ー
／
ス
プ
ラ
ッ

タ
ー
映
画
と
外
見
上
の
共
通
性
を
帯
び
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。た
と

え
ば﹁
錆
び
た
ハ
サ
ミ
﹂、﹁
黒
い
絵
本
﹂は
連
続
殺
人
鬼
を
中
心
に
し
、日

常
の
な
か
で
唐
突
に
始
ま
る
身
体
へ
の
暴
力
を
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
に
示
す
。

﹁
消
え
た
消
し
ゴ
ム
﹂、﹁
影
亡
者
﹂、﹁
女
王
蜘
蛛
の
舌
﹂は
、た
し
か
に
都

市
伝
説
、背
後
霊
、蜘
蛛
女
を
恐
怖
の
背
景
に
し
て
い
る
が
、詳
細
に
描

出
さ
れ
る
の
は
身
体
の
破
壊
や
変
容
で
あ
る
。し
か
も
そ
の
多
く
は
女

性
の
身
体
で
あ
る
。ま
た
、殺
人
鬼
の
背
後
か
ら
、そ
の
身
体
の
一
部
を

フ
レ
ー
ム
に
入
れ
た
ス
ラ
ッ
シ
ャ
ー
映
画
的
な
コ
マ
も
多
く
、こ
れ
に

呼
応
し
て
恐
怖
に
お
び
え
る
犠
牲
者
の
反
応
を
描
出
し
た
コ
マ
も
多
い
。

さ
ら
に
は
、秩
序
や
均
衡
を
取
り
戻
し
た
か
に
見
え
る
物
語
の
結
末
に

は
不
確
定
要
素
が
散
見
さ
れ
る

︱
﹁
影
亡
者
﹂で
は
消
滅
し
た
は
ず
の

霊
が
実
験
動
物
に
と
り
つ
き
、﹁
女
王
蜘
蛛
の
舌
﹂で
も
死
ん
だ
は
ず
の

蜘
蛛
が
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
に
と
り
つ
き
、﹁
消
え
た
消
し
ゴ
ム
﹂で
は
話
は

無
限
ル
ー
プ
の
よ
う
に
振
り
出
し
に
戻
る
。オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
だ
と
言

わ
れ
れ
ば
、そ
う
言
え
な
く
も
な
い
。

　

し
か
し
、よ
く
読
め
ば
分
か
る
よ
う
に
、ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
ホ
ラ
ー
に

は
お
決
ま
り
の
フ
ァ
イ
ナ
ル
・
ガ
ー
ル（
殺
人
鬼
を
一
時
的
に
打
ち
倒
し

て
最
後
に
生
き
残
る
女
性
主
人
公
）的
な
登
場
人
物
は
い
な
い
。ま
た
各

物
語
は
、主
人
公
が
変
容
し
た
神
と
悪
魔
双
方
の
力
を
そ
な
え
る
ク
リ

ー
チ
ャ
ー
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
、夢
か
ら
覚
め
た
主
人
公
の
引
き
の
コ

マ
で
最
後
は
終
わ
る
こ
と
が
多
い
。作
品
は
そ
の
途
中
過
程
で
何
度
と

な
く
非
連
続
や
転
換
を
経
る
わ
り
に
、そ
の
結
末
は
完
結
性
を
帯
び
て

い
る
。そ
の
他
、ス
ラ
ッ
シ
ャ
ー
／
ス
プ
ラ
ッ
タ
ー
と
の
差
異
は
こ
と
の

ほ
か
多
い
。む
し
ろ
こ
う
し
た
映
画
と
の
直
截
な
突
き
合
わ
せ
で
見
失

わ
れ
る
の
は
、楳
図
が
既
存
の
ホ
ラ
ー
映
画
の
枠
を
咀
嚼
し
な
が
ら
、そ

の
枠
組
み
を
ず
ら
す
べ
く
、先
に
述
べ
か
け
た
内
的
フ
レ
ー
ム
の
内
破

と
相
互
の
連
結
の
問
題
を
マ
ン
ガ
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
可
能
性
に
お
い

て
試
み
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。こ
の
点
を
詳
し
く

見
て
い
こ
う
。

　

第
一
に
、こ
の
連
作
で
は
、従
来
頻
繁
に
使
用
さ
れ
て
い
た
ナ
レ
ー
シ

ョ
ン
が
後
景
へ
退
い
て
い
る
。そ
の
代
わ
り
、物
語
の
進
行
を
担
う
の
は

主
人
公
の
主
観
的
視
点
で
あ
る
。と
は
い
え
、覚
醒
時
の
彼
は
自
身
に
突

如
発
現
し
た
幻
視
的
能
力
に
ひ
た
す
ら
う
ろ
た
え
、恐
怖
に
苛
ま
れ
る

だ
け
で
あ
り
、肝
心
の
危
機
に
は
意
図
せ
ず
眠
り
込
み
、夢
の
な
か
で
ク

リ
ー
チ
ャ
ー
に
変
容
し
て
事
件
を
解
決
し
て
し
ま
う
。そ
れ
は
彼
の
意

志
に
よ
る
幻
視
や
変
身
で
は
な
い
。し
た
が
っ
て
登
場
人
物
の
視
点
に

同
一
化
し
た
読
者
は
、ふ
た
つ
の
視
点
な
い
し
レ
イ
ヤ
ー
に
引
き
裂
か

れ
る
こ
と
に
な
る
。し
か
も
、現
実
と
夢
と
い
う
レ
イ
ヤ
ー
か
ら
成
る
各

連
作
は
必
ず
し
も﹁
夢
落
ち
﹂で
は
な
い
複
雑
さ
を
も
つ
。現
実
と
夢（
あ

る
い
は
幻
想
や
妄
想
）と
の
切
り
替
え
は
そ
れ
と
な
く
頻
繁
に
起
き
、夢

（
幻
想
）を
図
、現
実
を
地
と
し
た
安
定
し
た
物
語
に
行
き
つ
く
こ
と
は

な
い
。複
数
の
階
層
の
現
実
／
夢
と
い
う
レ
イ
ヤ
ー
の
間
を
縫
う
よ
う

に
し
て
コ
マ
の
連
鎖
が
断
絶
と
跳
躍
を
繰
り
返
す
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
中
断
と
跳
躍
の
例
の
ひ
と
つ
が﹁
黒
い
絵
本
﹂の
連
続
す
る

二
頁
を
示
し
た
図
で
あ
る︵
図
₃
︶。そ
こ
で
は
各
頁
を
構
成
す
る
各
コ

マ
連
鎖
は
、非
連
続
な
二
つ
の
空
間
を
示
し
て
い
る
が
、主
人
公
の
幻
視

を
き
っ
か
け
に
こ
の
非
連
続
性
が
跳
び
越
え
ら
れ
る
。主
観
的
視
点
＝

フ
レ
ー
ム
は
、彼
の
幻
視
的
能
力
に
よ
っ
て
頻
繁
に
中
断
さ
れ
、因
果
的

に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
元
の
時
空
間
を
分
裂
的
に
し
て
し
ま
う
。連

作
最
終
話﹁
影
亡
者
﹂で
は
、視
点
＝
フ
レ
ー
ム
の
切
り
替
え
は
さ
ら
に

断
続
的
で
複
雑
に
な
る
。こ
の
物
語
で
は
、前
半
は
少
年
に
発
現
し
た
霊

視
能
力
を
ベ
ー
ス
に
、霊
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
少
年
と
見
る
こ
と
の

で
き
な
い
姉
の
視
点
の
切
り
替
え
で
物
語
は
パ
ラ
ノ
イ
ア
ッ
ク
に
進
行

し
て
い
く
。し
か
し
後
半
で
は
、少
年
は
元
々
女
性
登
場
人
物（
み
よ
子
）

に
憑
い
て
い
た
守
護
霊
に
と
り
つ
か
れ
て
完
全
に
意
識
を
失
い
、半
ば

で
物
語
か
ら
外
さ
れ
て
し
ま
う
。そ
の
代
わ
り
、少
年
の
姉
が
物
語
を
進

行
さ
せ
、こ
の
姉
が（
少
年
が
昏
睡
状
態
の
な
か
で
変
容
し
た
）ク
リ
ー

チ
ャ
ー
に
突
如
変
容
し
て
事
件
を
解
決
し
て
し
ま
う
。

図3	 楳図かずお		『神の左手悪魔の右手』第三巻		小学館		1997年		73〜74頁
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以
上
の
よ
う
に
、フ
レ
ー
ム
と
フ
レ
ー
ム
、視
点
と
視
点
、現
実
と
夢

（
幻
想
）、地
と
図
が
交
替
を
繰
り
返
す
。重
要
な
の
は
、そ
れ
ら
視
点
＝

フ
レ
ー
ム
の
間
に
口
を
開
け
た
隙
間
を
読
者
が
跳
び
越
え
る
際
に
恐
怖

が
醸
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。フ
レ
ー
ム
の
隙
間
に
恐
怖
は
あ

る
。そ
れ
は
、フ
レ
ー
ム
と
フ
レ
ー
ム
が
突
如
シ
ョ
ー
ト
す
る
よ
う
に
内

破
し
接
続
さ
れ
る
瞬
間
の
直
後
に
起
き
る
の
で
あ
る
。

　

冒
頭
で
言
及
し
た
楳
図
絵
の
特
性
も
こ
こ
に
結
び
つ
く
。楳
図
は
あ

る
と
こ
ろ
で
コ
マ
の
フ
レ
ー
ム
を
映
画
や
Ｔ
Ｖ
や
ビ
デ
オ
の
フ
レ
ー
ム

に
な
ぞ
ら
え
て
い
る

（
18
）

。そ
の
発
言
の
意
図
は
、相
前
後
す
る
コ
マ
の
フ
レ

ー
ム
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
緊
密
に
繫
い
で
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
コ
マ
の
展

開
の
連
続
性
／
非
連
続
性
を
読
者
に
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。冒

頭
で
述
べ
た
、タ
イ
ト
に
囲
ま
れ
た
均
質
な
コ
マ
の
連
続
や
反
復
の
過

剰
も
そ
の
た
め
に
あ
る
。だ
か
ら
効
率
的
な
コ
マ
の
省
略
も
、見
開
き
全

体
の
芸
術
的
な
レ
イ
ア
ウ
ト
も
こ
こ
に
は
な
い
。む
し
ろ
、タ
イ
ト
な
枠

線
に
分
割
さ
れ
た
タ
イ
ト
な
連
続
性
を
追
う
こ
と
で
、非
連
続
性
は
あ

ら
わ
に
な
る
。﹁
漂
流
教
室
﹂︵
図
₄
︶や﹁
わ
た
し
は
真
悟
﹂の
あ
の
パ
ラ

ノ
イ
ア
ッ
ク
に
た
た
み
か
け
る
コ
マ
の
連
鎖
と
破
断
は
、も
し
か
す
る

と
そ
も
そ
も
マ
ン
ガ
を
読
む
こ
と
、つ
ま
り
コ
マ
と
コ
マ
の
間
を
超
え

る
と
い
う
何
気
な
い
行
為
が
い
か
に
あ
る
種
の
跳
躍
に
近
い
も
の
な
の

か
を
体
感
さ
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。そ
し
て
そ
れ
が
彼
の
考
え

る
マ
ン
ガ
の﹁
内
側
﹂の
恐
怖
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

楳
図
の
恐
怖
マ
ン
ガ
は
、マ
ン
ガ
表
現
論
に
も
、マ
ン
ガ
の
フ
レ
ー
ム

論
や
キ
ャ
ラ
／
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
論
に
も
な
じ
む
こ
と
は
お
そ
ら
く
な
い

（
19
）

。

前
者
に
見
ら
れ
る
、あ
ま
り
に
一
義
的
な
枠
組
み
は
楳
図
の
特
性
を
捉

え
き
れ
な
い
。こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、楳
図
の
フ
レ
ー
ム
は
一
見
し
て

均
質
で
な
お
か
つ
冗
長
で
し
か
な
い
。し
か
し
実
は
、こ
う
し
た
緊
密
な

コ
マ
の
連
鎖
の
間
に
走
る
罅ひ

び

、視
点
の
切
り
替
え
に
よ
る
中
断
や
転
換

の
ギ
ク
シ
ャ
ク
と
し
た
リ
ズ
ム
が
彼
の
マ
ン
ガ
の
核
に
は
あ
る
。ま
た

後
者
の
観
点
に
つ
い
て
は
、ま
ず
フ
レ
ー
ム
の
重
層
性
を
め
ぐ
る
議
論

に
適
合
し
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
し
、キ
ャ
ラ
／
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
論

に
つ
い
て
も
、﹁
ま
こ
と
ち
ゃ
ん
﹂以
外
の﹁
キ
ャ
ラ
﹂が
彼
の
作
品
か
ら

遊
離
し
え
な
い
こ
と
か
ら
も
一
目
瞭
然
だ
ろ
う

（
20
）

。あ
る
い
は
楳
図
作
品

に
は
、芸
術
的
な
多
声
的
構
造
も
な
け
れ
ば
、複
数
の
記
号
が
ひ
と
つ
の

意
味
や
感
情
へ
と
迅
速
に
収
斂
す
る
ユ
ニ
ゾ
ン
的
同
期
化
も
こ
こ
に
は

乏
し
い
。一
方
で
楳
図
作
品
を
成
す
諸
記
号
は
ア
イ
コ
ン
の
よ
う
に
反

復
的
で
、そ
の
意
味
は
容
易
に
読
み
と
れ
そ
う
で
あ
る
。し
か
し
他
方
で
、

そ
の
諸
記
号
の
読
み
取
り
に
は
予
想
外
に
時
間
が
か
か
る
。そ
の
理
由

は
、そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
時
間
的
モ
ー
ド
を
も
つ
各
コ
マ
連
鎖
を
注
意
深

く
辿
り
、そ
の
連
鎖
の
間
の
断
絶
に
つ
ま
ず
き
つ
つ
、そ
れ
を
跳
び
越
え

る
こ
と
が
彼
の
マ
ン
ガ
を
読
む
こ
と
で
あ
る
か
ら
だ
。

　

楳
図
の
恐
怖
マ
ン
ガ
に
見
ら
れ
る
マ
ン
ガ
の
恐
怖
、そ
れ
は
高
級
モ

ダ
ニ
ズ
ム
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、む
し
ろ
ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー
・
モ

ダ
ニ
ズ
ム
的
な
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。ヴ
ァ
ナ
キ
ュ

ラ
ー
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
は
、芸
術
を
優
に
超
え
た
モ
ダ
ニ
テ
ィ
と
い
う
生

活
世
界
を
包
含
す
る
広
範
な
領
域
の
な
か
へ
と
拡
散
す
る
、複
製
的
で

反
復
的
な
技
術
が
、そ
の
都
度
の
歴
史
的
な
受
容
と
結
び
つ
く
こ
と
に

よ
っ
て
、横
断
や
移
動
や
変
性
を
繰
り
返
し
、自
身
の
近
代
的
メ
デ
ィ
ア

の
ド
ミ
ナ
ン
ト
な
在
り
方
と
は
別
の
可
能
性
を
垣
間
見
さ
せ
る
よ
う
な

文
化
現
象
の
モ
ー
ド
を
と
ら
え
る
観
点
の
こ
と
で
あ
る
。ヴ
ァ
ナ
キ
ュ

ラ
ー
な
受
容
に
お
い
て
恐
怖
マ
ン
ガ
は
、恐
怖
と
い
う
伝
播
性
の
高
い

感
情
を
増
幅
さ
せ
な
が
ら
、マ
ン
ガ
の
技
術
や
形
式
構
造
に
本
来
含
ま

れ
て
い
た
複
製
性
や
反
復
性
を
前
景
化
し
て
し
ま
う
。そ
れ
は
、ジ
ャ
ン

ル
と
い
う
フ
レ
ー
ム
、マ
ン
ガ
受
容
と
い
う
フ
レ
ー
ム
、コ
マ
の
フ
レ
ー

ム
を
内
側
か
ら
掘
り
崩
す
こ
と
で
か
え
っ
て
マ
ン
ガ
の
恐
怖
を
ふ
た
た

び
浮
上
さ
せ
る
よ
う
な
力
学
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。本
論
で
は
こ
の

力
学
を
楳
図
の
テ
ク
ス
ト
受
容
構
造
に
焦
点
化
し
て
議
論
し
た
が
、こ

の
力
学
は
さ
ら
に
恐
怖
マ
ン
ガ
の
受
容
プ
ロ
セ
ス
に
拡
張
し
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。し
か
も
付
け
加
え
て
お
け
ば
、以
上
述
べ
た
よ
う

な
恐
怖
マ
ン
ガ
に
お
け
る
フ
レ
ー
ム
の
内
破
と
接
続
は
、位
相
は
異
な

る
が
、昨
今
の
Ｊ
ホ
ラ
ー
や
ホ
ラ
ー
映
像
に
も
並
行
し
て
見
う
け
ら
れ

る
構
造
や
力
学
な
の
で
あ
る

（
21
）

。

註（
₁
）﹁
楳
図
絵
﹂と
い
う
表
現
は
恐
怖
マ
ン
ガ
家
児
島
都
に
よ
る
言
葉
で
あ
る
。以
下
を
参

照
。児
島
都﹁
楳
図
マ
ン
ガ
の
異
形
ワ
ー
ル
ド
﹂﹃
別
冊
宝
島  

楳
図
か
ず
お
大
研
究
﹄

宝
島
社
、二
〇
〇
二
年（
以
下﹃
大
研
究
﹄と
略
記
）、九
〇
～
一
〇
〇
頁
。楳
図
絵
の
定

着
は
一
九
六
〇
年
代
後
半
の﹁
猫
目
小
僧
﹂連
載
期
頃
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
。

（
₂
）以
下
を
参
照
。斎
藤
環﹃
戦
闘
美
少
女
の
精
神
分
析
﹄ち
く
ま
文
庫
、二
七
七
～
二
七
九

頁
。

（
₃
）楳
図
マ
ン
ガ
の
形
式
を
め
ぐ
っ
て
議
論
を
展
開
し
た
論
は
少
な
い
。数
少
な
い
例
外

が
以
下
。高
橋
明
彦﹁
楳
図
の
コ
マ
割
り
理
論
﹂﹃
金
沢
美
術
工
芸
大
学
紀
要
﹄四
八
号
、

二
〇
〇
四
年
、五
〇
～
一
〇
〇
頁
。川
崎
公
平﹁
楳
図
か
ず
お
の
恐
怖
マ
ン
ガ
に
お
け

る﹁
出
会
い
﹂

︱
﹃
神
の
左
手
悪
魔
の
右
手
﹄﹂﹃
日
本
近
代
文
学
会
北
海
道
支
部
会

報
﹄八
号
、二
〇
〇
五
年
、一
六
～
四
〇
頁
。石
岡
良
治﹁
ユ
メ
の
実
在
、恐
怖
の
シ
ー
ク

エ
ン
ス

︱
楳
図
か
ず
お
読
解
﹂﹃
ユ
リ
イ
カ
﹄第
三
六
巻
第
七
号
、青
土
社
、二
〇
〇

四
年
、一
〇
八
～
一
二
五
頁
。

（
₄
）以
下
を
参
照
。想
田
四﹁
楳
図
か
ず
お
の
貸
本
時
代
﹂﹃
文
藝
別
冊  

楳
図
か
ず
お
﹄河

出
書
房
新
社
、五
九
～
七
五
頁
。ま
た
楳
図
の
活
動
の
各
時
期
を
区
別
し
て
お
く
。第

一
期
は
貸
本
マ
ン
ガ
時
代
、第
二
期
は
一
九
六
五
年
以
降
の﹃
少
女
フ
レ
ン
ド
﹄や﹃
少

年
マ
ガ
ジ
ン
﹄な
ど
大
手
出
版
社
の
雑
誌
で
活
動
し
た
時
期（﹁
マ
マ
が
こ
わ
い
﹂﹁
へ
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び
少
女
﹂﹁
へ
び
お
ば
さ
ん
﹂﹁
ま
だ
ら
の
少
女
﹂﹁
う
ろ
こ
の
顔
﹂﹁
猫
目
小
僧
﹂﹁
イ
ア

ラ
﹂﹁
お
ろ
ち
﹂）、第
三
期
は
一
九
七
〇
年
以
降
の
小
学
館
時
代（﹁
洗
礼
﹂﹁
ま
こ
と
ち

ゃ
ん
﹂﹁
漂
流
教
室
﹂﹁
神
の
左
手
悪
魔
の
右
手
﹂﹁
わ
た
し
は
真
悟
﹂﹁
14
歳
﹂）、第
四
期

は
休
筆
以
後
の
時
期
と
し
た
。

（
₅
）貸
本
マ
ン
ガ
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。貸
本
マ
ン
ガ
史
研
究
会
編
・
著﹃
貸
本
マ
ン

ガ
Ｒ
Ｅ
Ｔ
Ｕ
Ｒ
Ｎ
Ｓ
﹄ポ
プ
ラ
社
、二
〇
〇
六
年
。

（
₆
）も
ち
ろ
ん
、楳
図
が
爆
発
的
人
気
を
得
る
の
は﹃
少
女
フ
レ
ン
ド
﹄誌
で
の
活
動
以
降

で
あ
る
。大
手
出
版
社
雑
誌
の
場
合
、受
容
は
お
そ
ら
く
個
別
的
か
つ
複
数
的
で
あ
ろ

う
。学
校
の
休
み
時
間
に
複
数
の
女
子
が
雑
誌
を
前
に
集
ま
り
、固
唾
を
の
ん
で
楳
図

作
品
を
読
ん
で
い
た
様
が
想
像
さ
れ
る
。楳
図
作
品
掲
載
ペ
ー
ジ
は
、そ
の
恐
怖
過
剰

な
ペ
ー
ジ
ゆ
え
に
忌
避
さ
れ
て
も
い
た
。ふ
と
し
た
拍
子
に
開
い
て
し
ま
わ
ぬ
よ
う

に
、ホ
ッ
チ
キ
ス
で
留
め
ら
れ
、そ
の
閉
じ
た
隙
間
か
ら
覗
き
見
ら
れ
も
し
て
い
た
。

男
子
は
こ
う
し
た
ホ
ラ
ー
共
同
体
に
、覗
き
見
や
ま
た
借
り
で
関
与
し
て
い
た
。以
下

を
参
照
。江
下
雅
之﹁
私
の﹃
洗
礼
﹄
︱
楳
図
マ
ン
ガ
恐
怖
体
験
集
﹂﹃
大
研
究
﹄一
七

七
～
一
八
一
頁
。

（
₇
）た
と
え
ば
小
島
剛
夕
の
怪
談
に
つ
い
て
、そ
の
読
者
層
の
八
～
九
割
が
女
性
だ
と
い

う
証
言
も
あ
る
。以
下
を
参
照
。貸
本
マ
ン
ガ
史
研
究
会
編
・
著﹃
貸
本
マ
ン
ガ
Ｒ
Ｅ
Ｔ

Ｕ
Ｒ
Ｎ
Ｓ
﹄ポ
プ
ラ
社
、二
〇
〇
六
年
。

（
₈
）楳
図
か
ず
お﹃
恐
怖
へ
の
招
待
﹄河
出
文
庫
、一
九
九
六
年
、一
九
三
～
一
九
四
頁
。

（
₉
）た
だ
し
、六
〇
年
代
半
ば
の
短
編
誌
で
は
怪
談
も
の
で
は
な
い
怪
奇
も
の
も
多
く
あ

る
。当
時
の
怪
奇
マ
ン
ガ
に
つ
い
て
も
以
下
を
参
照
。﹃
貸
本
マ
ン
ガ
Ｒ
Ｅ
Ｔ
Ｕ
Ｒ
Ｎ

Ｓ
﹄ポ
プ
ラ
社
、二
〇
〇
六
年
。

（
10
）前
者
は
人
の
背
後
に
そ
の
生
命
力
を
示
す
青
い
火
が
見
え
て
し
ま
う
主
人
公
の
話
、

後
者
は
出
鱈
目
に
宛
て
た
は
ず
が
偶
然
届
い
て
し
ま
っ
た
手
紙
が
事
件
を
引
き
起
こ

し
て
し
ま
う
話
で
あ
る
。

（
11
）以
下
を
参
照
。す
が
や
み
つ
る﹁
楳
図
マ
ン
ガ
の
恐
怖
技
法
﹂﹃
大
研
究
﹄一
一
六
～
一

二
九
頁
。

（
12
）楳
図
か
ず
お﹃
恐
怖
へ
の
招
待
﹄河
出
文
庫
、一
九
九
六
年
、四
〇
～
四
二
頁
。

（
13
）次
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
を
参
照
。楳
図
か
ず
お﹁
愛
と
い
う
名
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
抗
し

て
﹂﹃
ユ
リ
イ
カ
﹄一
九
九
七
年
四
月
号
。

（
14
）あ
る
い
は
、﹁
漂
流
教
室
﹂の
社
会
的
恐
怖
に
は
、身
体
変
容
の
恐
怖
や
、妄
想
の
実
在

化
で
あ
る
大
怪
虫
の
恐
怖
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
し
、最
終
的
に
未
来
と
現
在
を
つ

な
ぐ
役
割
は
常
日
頃
別
世
界
へ
の
妄
想
を
し
が
ち
な
女
の
子
の
無
意
識
に
託
さ
れ
て

い
る
し
、さ
ら
に
こ
こ
に
、未
来
に
頭
部
と
手
の
み
を
残
し
て
き
て
し
ま
っ
た
男
の
い

か
に
も
グ
ロ
テ
ス
ク
な
恐
怖
が
突
然
混
入
し
て
い
る
。

（
15
）ち
な
み
に
同
じ
理
由
か
ら
楳
図
マ
ン
ガ
は
妖
怪
マ
ン
ガ
で
は
な
い
。﹁
猫
目
小
僧
﹂は

異
形
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、そ
こ
に
登
場
す
る
妖
怪
は
必
ず
し
も
あ
の
世
の
も

の
や
異
界
の
も
の
で
は
な
い
。楳
図
は
妖
怪
を
人
間
が
人
間
な
ら
ざ
る
も
の
へ
変
性

し
た
結
果
、あ
る
い
は
人
間
の
妄
想
の
実
体
化
の
結
果
と
し
て
描
く
。心
理
的
内
面
や

身
体
内
か
ら
生
じ
た
も
の
、そ
れ
が
妖
怪
な
の
で
あ
る
。こ
こ
に
は
当
時
流
行
し
て
い

た
妖
怪
マ
ン
ガ
の
明
確
な
二
項
対
立（
あ
の
世
と
こ
の
世
）に
対
す
る
楳
図
の
距
離
感

が
あ
る
。

（
16
）こ
の
作
品
に
つ
い
て
の
優
れ
た
論
考
と
し
て
註
₃
の
川
崎
論
文
が
あ
る
。恐
怖
マ
ン

ガ
の
頁
の
め
く
り
の
問
題
、読
者
の
受
容
と
フ
レ
ー
ム
の
問
題
な
ど
興
味
深
い
議
論

が
散
見
さ
れ
る
。ま
た
、同
著
者
に
よ
る
以
下
も
参
照
。川
崎
公
平﹁
口
の
マ
ン
ガ

︱

楳
図
か
ず
お﹃
お
ろ
ち
﹄試
論
﹂﹃
研
究
論
集
﹄第
₆
号
、北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
研
究

科
、二
〇
〇
六
年
、一
七
～
三
四
頁
。

（
17
）以
下
を
参
照
の
こ
と
。An

d
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（
18
）高
橋
明
彦
氏
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
半
魚
文
庫
）の﹁
₂
₀
₀
₂
楳
図
か
ず
お
講
演
会
全

記
録  

ウ
メ
ズ
の
メ
！  

ウ
メ
ズ
の
ズ
！
﹂を
参
照（h

ttp
 : //w

w
w
. kan

azaw
a

︱

b
id

ai. ac. jp
/~h

an
gyo

/h
o
b
b
y/ten

/ten
2. h

tm

）。

（
19
）次
の
二
つ
の
著
作
の
こ
と
。夏
目
房
之
介﹃
マ
ン
ガ
は
な
ぜ
面
白
い
の
か
﹄Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ

ッ
ク
ス
、一
九
九
七
年
。伊
藤
剛﹃
テ
ヅ
カ
・
イ
ズ
・
デ
ッ
ド  

ひ
ら
か
れ
た
マ
ン
ガ
表

現
論
へ
﹄Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、二
〇
〇
五
年
。

（
20
）そ
も
そ
も
楳
図
作
品
の
登
場
人
物
は
、描
線
の
稠
密
さ
の
わ
り
に
そ
の
顔
の
諸
記
号

（
目
、鼻
、口
）が
そ
れ
ほ
ど
複
雑
で
は
な
い
。そ
の
記
号
の
用
法
は
複
数
の
作
品
の
複

数
の
登
場
人
物
に
お
い
て
反
復
さ
れ
、ま
た
リ
ア
ル
な
描
線
も
相
ま
っ
て
、模
倣
し
て

描
く
こ
と
が
難
し
い
。休
筆
以
後
の
楳
図
は
自
己
キ
ャ
ラ
化
を
続
け
て
い
る
が
、そ
れ

は
さ
て
お
き
、も
っ
と
も
キ
ャ
ラ
化
さ
れ
た
の
が
作
中
人
物
の﹁
顔
﹂と
い
う
よ
り
は
、

誰
に
所
属
す
る
の
か
も
分
か
ら
な
い﹁
手
﹂（
グ
ワ
シ
ハ
ン
ド
や
サ
バ
ラ
ハ
ン
ド
）で
あ

る
と
い
う
の
も
、楳
図
ら
し
い
キ
ャ
ラ
化
を
外
れ
た
キ
ャ
ラ
で
あ
る
。楳
図
の
手
、そ

し
て
目
と
い
う
ア
イ
コ
ン
の
も
つ
問
題
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

（
21
）以
下
の
拙
論
を
参
照
の
こ
と
。前
川
修﹁
ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー
写
真
論
の
可
能
性
﹂﹃
美
学

芸
術
学
論
集
﹄三
号
、神
戸
大
学
芸
術
学
研
究
室
紀
要
、二
〇
〇
七
年
、一
～
一
七
頁
。

前
川
修﹁
映
画
に
憑
く
写
真
、Ｔ
Ｖ
に
憑
く
写
真

︱
心
霊
写
真
の
現
在
形
︱
﹂、一
柳

廣
孝
・
吉
田
司
雄
編﹃
ナ
イ
ト
メ
ア
叢
書
₅  

霊
は
ど
こ
に
い
る
の
か
﹄青
弓
社
、二
〇

〇
七
年
、七
四
～
九
一
頁
。
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特
集

漫
画
と
マ
ン
ガ
、そ
し
て
芸
術

13

妖
あ
や
か
し

を
描
く

―
美
術
史
か
ら
み
た
少
女
マ
ン
ガ

木川弘美

　

西
洋
美
術
史
の
視
点
か
ら
マ
ン
ガ
を
語
る
と
い
う
命
題
を
前
に
、改

め
て
マ
ン
ガ
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。西
洋
美

術
史
を
専
攻
し
て
い
る
人
び
と
は
、比
較
的
マ
ン
ガ
を
よ
く
読
ん
で
い

る
。私
自
身
、世
代
的
に
も
幼
少
時
か
ら
様
々
な
マ
ン
ガ
が
世
に
出
て
い

た
こ
と
も
あ
り
、マ
ン
ガ
と
縁
が
深
い
。か
つ
て
は
マ
ン
ガ
雑
誌
を
発
売

日
に
近
所
の
本
屋
に
買
い
に
行
き
、な
お
か
つ
気
に
入
っ
た
マ
ン
ガ
の

コ
ミ
ッ
ク
ス
が
出
れ
ば
書
棚
に
並
べ
る
、と
い
っ
た
日
常
を
過
ご
し
て

い
た
。美
術
史
関
係
の
書
籍
は
背
丈
も
大
き
く
幅
広
で
あ
る
た
め
、現
在

で
も
本
棚
の
中
途
半
端
な
ス
ペ
ー
ス
に
は
コ
ミ
ッ
ク
ス
が
前
後
二
重
に

並
べ
ら
れ
て
い
る
。こ
れ
ま
で
マ
ン
ガ
は
文
学
に
近
い
と
み
な
さ
れ
、物

語
の
展
開
を
論
じ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い

（
₁
）

。さ
ら
に
コ
マ
割
り
や
線
描

技
法
な
ど
、マ
ン
ガ
独
自
の
表
現
論
に
つ
い
て
も
、様
々
な
試
み
が
行
わ

れ
て
き
た

（
₂
）

。そ
こ
で
普
段
マ
ン
ガ
を
専
門
に
研
究
し
て
い
な
い
人
間
が

何
を
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
考
え
た
と
き
、頭
に
浮
か
ん
だ
の
が﹁
妖

あ
や
か
し

の
か
た
ち
﹂で
あ
っ
た
。普
通
の
人
間
に
は
み
え
な
い
が
、何
か
が
そ
こ

に
い
る
。そ
ん
な
存
在
を
マ
ン
ガ
で
は
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
の
か
。

み
え
る
妖
と
み
え
な
い
妖
、そ
し
て
妖
が
み
え
る
者
と
み
え
な
い
者
、そ

れ
ぞ
れ
の﹁
み
え
か
た
﹂を
画
面
で
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
の
か
。

こ
こ
で
は
マ
ン
ガ
に
登
場
す
る
妖
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
、特
に
少
女

マ
ン
ガ
の
領
域
に
注
目
し
、現
在
連
載
中
の
三
つ
の
作
品﹁
陰
陽
師
﹂と

﹁
百
鬼
夜
行
抄
﹂、﹁
夏
目
友
人
帳
﹂を
取
り
上
げ
て
私
論
を
述
べ
て
み
た

い
。

西
洋
美
術
の
妖（
？
）と
妖
怪
マ
ン
ガ

　

な
ぜ﹁
美
術
史
﹂で﹁
妖
﹂な
の
か
と
い
う
と
、昔
か
ら
ず
っ
と
気
に
な

っ
て
い
る
作
品
か
ら
端
を
発
す
る
。ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
・
ボ
ス（H

iero
ny-

m
u
s B

o
sch

, ca. 1450

︱1516

）の︽
パ
ト
モ
ス
島
の
聖
ヨ
ハ
ネ
︾（
ベ

ル
リ
ン
国
立
絵
画
館
、図
₁
）で
あ
る
。北
方
ル
ネ
サ
ン
ス
を
代
表
す
る

画
家
で
あ
る
ボ
ス
は
、西
洋
美
術
史
上
誰
も
が
認
め
る
怪
物
絵
描
き
で
、

ピ
ー
テ
ル
・
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
を
は
じ
め
後
代
の
画
家
た
ち
の
怪
物
図
像

に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。地
獄
の
風
景
に
そ
の
本
領
が
発
揮
さ

れ
、人
間
を
誘
惑
し
堕
落
さ
せ
懲
罰
を
与
え
る
と
い
う
存
在
と
し
て
怪

物
達
が
登
場
す
る
こ
と
が
多
い
の
だ
が
、怪
物
を
描
く
必
要
が
な
い
場

面
に
も
お
か
し
な
も
の
を
描
き
込
む
こ
と
が
あ
る
。

　

本
来
、西
欧
世
界
で
は﹁
妖
﹂が
存
在
し
に
く
い
。そ
も
そ
も
妖
と
は
人

智
の
範
囲
を
超
え
た
存
在
で
あ
る
が
、人
び
と
の
信
仰
を
集
め
る
神
と

は
異
な
る
。妖
怪
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
小
松
和
彦
は
、妖
怪
と
い
う

も
の
に
つ
い
て
、ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
観
念
を
も
と
に
し
、﹁
人
間
が
制
御
し

て
い
な
い
、そ
れ
ゆ
え
に
人
間
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
、し
か
も
変
身

す
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
霊
的
存
在
﹂と
定
義
づ
け
て
い
る

（
₃
）

。こ
の
よ
う

な
異
界
に
住
む
存
在
は
、原
始
宗
教
に
お
い
て
は
世
界
中
ど
の
地
域
に

も
み
ら
れ
る
も
の
だ
が
、西
欧
世
界
で
は﹁
妖
怪
﹂と
い
う
よ
り﹁
怪
物
﹂

と
呼
ぶ
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。キ
リ
ス
ト
教
が
文
化
の
中
心
と

な
っ
て
か
ら
、か
つ
て
の
神
話
的
怪
物
は
悪
魔
と
同
一
化
さ
れ
る
傾
向

が
あ
り

（
₄
）

、現
実
世
界
と
不
可
思
議
な
世
界
の
境
界
線
が
く
っ
き
り
と
つ

け
ら
れ
て
し
ま
う
。キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
曖
昧
な
黄
昏（
誰
そ
彼
）時
は

必
要
と
さ
れ
な
い
。
し
か
し
ボ
ス
作
品
中
に
は
、
悪
魔
と
い
う
よ
り
も

﹁
妖
﹂と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
う
よ
う
な
怪
物
が
み
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

　

こ
の
作
品
は
、ロ
ー
マ
皇
帝
に
よ
っ
て
エ
ー
ゲ
海
の
パ
ト
モ
ス
島
へ

追
放
さ
れ
た
福
音
書
記
者
ヨ
ハ
ネ
が
、後
に
新
約
聖
書
の
巻
末
を
飾
る

こ
と
に
な
る﹁
黙
示
録
﹂を
執
筆
し
て
い
る
姿
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

主
題
そ
の
も
の
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、一
見
し
て
す
ぐ
に
目
に

入
っ
て
く
る
奇
っ
怪
な
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
。画
面
右
下
で
頭
の
上
に
燃

え
さ
か
る
鍋
を
の
せ
、金
属
の
球
体
を
胴
体
に
持
ち
、腕
の
割
に
細
い
足

を
し
た
こ
の
生
き
物︵
図
₂
︶は
、こ
こ
で
何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
怪
物
の
役
割
に
つ
い
て
、マ
レ
イ
ニ
ッ
セ
ン
は
ヨ
ハ
ネ
の
足
元
に

投
げ
出
さ
れ
た
イ
ン
ク
壺
に
注
目
し
、聖
務
日
課
書
の
挿
図﹁
パ
ト
モ
ス

島
の
聖
ヨ
ハ
ネ

（
₅
）

﹂で
イ
ン
ク
壺
を
盗
も
う
と
す
る
悪
魔
が
描
か
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、ボ
ス
の
怪
物
も
ヨ
ハ
ネ
の
執
筆
を
邪
魔
す
る
も
の
と
解

図1	 ヒエロニムス・ボス	 	《パトモス島の聖ヨハネ》		
1505年頃		ベルリン国立絵画館
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釈
し
た

（
₆
）

。聖
務
日
課
書
に
描
か
れ
た
悪
魔
が
明
確
に
イ
ン
ク
壺
へ
と
手

を
伸
ば
し
て
い
る
の
に
対
し
、ボ
ス
の
怪
物
は
い
や
に
消
極
的
で
あ
る
。

青
白
い
顔
に
眼
鏡
を
か
け
た
そ
の
顔
は
な
か
な
か
の
知
性
を
感
じ
さ
せ

る
。肩
か
ら
に
ょ
っ
き
り
と
出
て
い
る
手
は
ク
マ
か
ヒ
ヒ
の
よ
う
に
ご

つ
い
が
、ま
る
で
降
参
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
挙
げ
て
い
る
。そ
の
視
線

の
先
で
は
、ヨ
ハ
ネ
の
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
で
あ
る
鷲
が
怪
物
を
に
ら
み

つ
け
威
嚇
し
て
い
る
。四
人
の
福
音
書
記
者
を
表
す
生
き
物
の
ひ
と
つ

で
あ
る
鷲
も
ま
た
、実
際
の
大
き
さ
よ
り
も
縮
小
さ
れ
、あ
ま
り
聖
性
や

威
厳
は
感
じ
ら
れ
な
い

（
₇
）

。い
ず
れ
の
生
き
物
も﹁
キ
ャ
ラ
﹂的
存
在
の
よ

う
で
あ
る

（
₈
）

。神
の
御
使
い
と
か
、誘
惑
す
る
悪
魔
と
か
、そ
う
い
っ
た
何

か
重
大
な
意
味
や
役
割
を
背
負
っ
て
い
る
よ
う
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

こ
の
世
の
も
の
で
は
な
い
が
、た
だ
そ
こ
に
い
る
も
の
、普
通
は
人
の
目

に
は
映
ら
な
い
も
の
、つ
ま
り
妖
に
近
い
存
在
の
よ
う
に
み
え
て
く
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、信
仰
心
に
よ
っ
て
悪
し
き
も
の
を

蹴
散
ら
す
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、そ
も
そ
も
ヨ
ハ
ネ
の
目
に
は
怪
物
が

み
え
て
い
る
の
か
。眼
鏡
の
妖
は
実
体
化
し
て
い
る
の
か
、そ
の
存
在
は

神
、ヨ
ハ
ネ（
あ
る
い
は
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
と
し
て
の
鷲
）、我
々
の
よ
う

な
一
般
の
人
び
と
の
い
ず
れ
の
レ
ベ
ル
で
視
覚
的
に
認
識
で
き
る
の
か
。

ボ
ス
の﹁
妖
﹂か
ら
想
起
さ
れ
る
可
視
・
不
可
視
性
を
念
頭
に
、マ
ン
ガ
の

世
界
で
描
か
れ
る
妖
の
図
像
表
現
に
つ
い
て
、い
く
つ
か
取
り
上
げ
て

い
く
。

　

ご
く
当
た
り
前
の
日
常
の
世
界
が
揺
ら
ぎ
、そ
の
隙
間
か
ら
異
界
の

生
き
物
が
現
世
に
姿
を
見
せ
る
。こ
の
よ
う
な
異
世
界
と
の
接
触
に
よ

っ
て
生
じ
る
不
可
思
議
な
出
来
事
は
、日
本
で
も
古
く
か
ら
語
ら
れ
、図

像
化
さ
れ
て
き
た
。香
川
雅
信
は
江
戸
時
代
に
制
作
さ
れ
た︽
百
鬼
夜
行

絵
巻
︾や
鳥
山
石
燕
の﹃
画
図
百
鬼
夜
行
﹄を
あ
げ
、﹁﹃
視
覚
化
さ
れ
た
妖

怪
﹄は
、ま
さ
に
日
本
の
マ
ン
ガ
文
化
の
源
流
で
あ
り
、ま
た
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
文
化
の
源
流
で
あ
っ
た

（
₉
）

﹂と
し
て
い
る
。こ
の
よ
う
に
、マ
ン
ガ
と

い
う
表
現
形
式
が
定
着
し
て
い
く
中
で
、妖
は
ひ
と
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
と

し
て
だ
け
で
な
く
、そ
の
発
生
に
お
い
て
も
密
接
な
関
わ
り
を
持
ち
な

が
ら
展
開
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

　

マ
ン
ガ
の
世
界
で
具
体
的
に﹁
妖
﹂と
言
え
ば
、昨
今
再
び
注
目
を
集

め
て
い
る
、水
木
し
げ
る
の﹁
ゲ
ゲ
ゲ
の
鬼
太
郎
﹂が
そ
の
起
源
と
さ
れ

る
。そ
の
後
、手
塚
治
虫
の﹁
百
鬼
丸
﹂を
は
じ
め
、妖
怪
を
主
題
と
し
た

マ
ン
ガ
は
数
多
く
描
か
れ
、現
在
で
も
ひ
と
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
定

着
し
て
い
る
。妖
怪
マ
ン
ガ
は
か
つ
て
少
年
・
青
年
マ
ン
ガ
で
人
気
を
博

し
て
い
た
。マ
ン
ガ
に
限
ら
ず
妖
怪
も
の
と
い
う
の
は
、そ
れ
を
退
治
す

る
側
と
の
戦
い
が
、物
語
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。荻
野

真
の﹁
孔
雀
王
﹂（﹃
ヤ
ン
グ
ジ
ャ
ン
プ
﹄一
九
八
五
～
八
九
年
、集
英
社
）

や
藤
田
和
日
郎
の﹁
う
し
お
と
と
ら
﹂（﹃
少
年
サ
ン
デ
ー
﹄一
九
九
〇
～

九
六
年
、小
学
館
）、﹁
地
獄
先
生
ぬ
～
べ
～
﹂（
真
倉
翔
作
・
岡
野
剛
画﹃
少

年
ジ
ャ
ン
プ
﹄一
九
九
三
～
九
九
年
、集
英
社
）な
ど
も
、基
本
的
に
は
妖

と
対
決
し
調
伏
す
る
こ
と
が
目
的
に
な
っ
て
い
る
が
、主
人
公
を
助
け

る
妖
も
お
り
、必
ず
し
も
人
間
対
妖
怪
と
い
う
図
式
で
単
純
に
描
か
れ

る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。﹁
主
人
公
が
戦
い
を
繰
り
返
し

成
長
す
る
姿
﹂を
描
く
の
は
少
年
マ
ン
ガ
の
物
語
の
特
徴
で
も
あ
る
の

だ
が
、も
と
も
と
怪
異
現
象
を
描
く
伝
統
に
お
い
て
、江
戸
時
代
に
制
作

さ
れ
た
浮
世
絵
草
紙
な
ど
で﹁
妖
退
治
﹂が
好
ま
れ
た
と
い
う
背
景
も
、

﹁
妖
怪
対
決
マ
ン
ガ
﹂が
多
い
こ
と
の
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う

（
10
）

。

少
女
マ
ン
ガ
の
妖

―
「
陰
陽
師
」の
場
合

　

一
方
少
女
マ
ン
ガ
に
お
い
て
妖
の
姿
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。か
つ
て
妖
怪
マ
ン
ガ
は
、怪
奇
・
ホ
ラ
ー
マ
ン
ガ
と
の
境
界
線

が
曖
昧
で
、独
立
し
た
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
成
立
し
に
く
い
面
が
あ
っ
た
。

二
十
四
年
組
に
は
ホ
ラ
ー
的
要
素
を
持
つ
作
品
が
少
な
く
な
い
。例
え

ば
山
岸
涼
子
は﹁
わ
た
し
の
人
形
は
良
い
人
形
﹂（﹃A

S
U

K
A

﹄
角
川
書

店
、一
九
八
六
年
）や﹁
鬼
﹂（﹃
コ
ミ
ッ
ク
ト
ム
﹄潮
出
版
社
、一
九
九
五
～

九
六
年
）な
ど
、短
・
中
編
に
お
い
て
異
界
と
の
接
触
を
描
い
た
優
れ
た

作
品
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
後
岡
野
玲
子
の﹁
陰
陽
師
﹂（
夢
枕
獏
原
作

﹃
コ
ミ
ッ
ク
バ
ー
ガ
ー
﹄﹃
コ
ミ
ッ
ク
バ
ー
ズ
﹄﹃
メ
ロ
デ
ィ
﹄一
九
九
三
～

二
〇
〇
五
年
、
ス
コ
ラ
／
白
泉
社
。
二
〇
一
〇
年
十
二
月
よ
り
白
泉
社

﹃
メ
ロ
デ
ィ
﹄に
て
続
編﹁
陰
陽
師  

玉
手
匣
﹂を
連
載
中
）に
よ
っ
て
妖

怪
マ
ン
ガ
は
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
﹁
陰
陽
師
﹂で
は
、人
と
妖
の
関
係
が
何
ら
か
の
目
的
を
持
つ
冒
険
に

よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、日
常
生
活
の
な
か
で
存
在
す
る
も
の

と
し
て
語
ら
れ
る
。従
来
の
妖
怪
マ
ン
ガ
と
同
様
に
、﹁
巻
物
﹂の
よ
う
な

キ
ャ
ラ
化
す
る
妖
も
登
場
す
る
し
、安
倍
晴
明
が
魔
術
師
で
あ
る
以
上
、

時
に
化
物
を
退
治
す
る
物
語
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、こ
こ
で

執
筆
者
が
指
摘
し
た
い
の
は
、妖
の
可
視
・
不
可
視
を
巧
妙
に
表
現
し
て

い
る
点
で
あ
る
。

　

作
品
の
舞
台
は
平
安
時
代
で
、妖
の
存
在
は
一
般
的
に
認
識
さ
れ
て

お
り
、た
と
え
見
鬼
の
能
力
が
な
い
人
間
で
も
、妖
の
所
業
に
恐
れ
を
抱

い
て
い
た
。普
通
の
人
び
と
に
は
必
ず
し
も
妖
が
み
え
る
わ
け
で
は
な

く
、そ
の
こ
と
を
岡
野
は
、源
博
雅
の
目
を
通
し
我
々
に
示
し
て
い
る
。

例
え
ば﹁
玄
象
と
い
ふ
琵
琶  

鬼
の
た
め
に
盗
ら
る
る
こ
と

（
11
）

﹂で
は
、桜

の
花
び
ら
の
精
を
、は
じ
め
に
見
開
き
で
横
た
わ
る
十
二
単
の
女
性
と

し
て
桜
の
花
び
ら
と
共
に
描
い
た︵
図
₃
︶。こ
の
時
点
で
読
者
は
こ
の

女
性
が
何
者
か
は
わ
か
ら
な
い
。ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
た
最
初
の
コ
マ
で

は
、座
る
晴
明
の
眼
前
に
一
枚
の
花
び
ら
が
舞
っ
て
い
て
、下
の
コ
マ
で

図2	 図 １ 部分
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は
そ
れ
が
小
さ
い
女
人
へ
と
姿
を
変
え
る
。続
く
ペ
ー
ジ
で
も
こ
の
女

性
は
小
さ
く
描
か
れ
、人
間
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
が
、博
雅
の

顔
の
造
作
の
悪
口
を
晴
明
に
と
が
め
ら
れ
て
扇
で
あ
お
ら
れ
る
と
、突

然
拡
大
し
、普
通
の
人
間
の
大
き
さ
と
な
っ
て
博
雅
と
晴
明
の
間
に
横

た
わ
る
。読
者
に
は
花
の
精
が
実
体
化
し
た
か
の
ご
と
く
感
じ
ら
れ
る

の
だ
が
、博
雅
の
言
葉
に
よ
っ
て
彼
に
は
妖
の
姿
は
見
え
て
い
な
い
こ

と
が
示
さ
れ
、続
く
コ
マ
で
再
び
花
び
ら
と
し
て
描
か
れ
る
。博
雅
が
異

界
と
接
触
す
る
の
は
、機
嫌
を
損
ね
た
桜
の
精
が
一
瞬
見
せ
る
桜
の
幻

影
だ
け
で
あ
り
、そ
れ
す
ら
も
博
雅
に
と
っ
て
は﹁
気
の
せ
い
﹂と
し
て

処
理
さ
れ
る
。し
か
し
全
く
博
雅
の
目
に
妖
が
見
え
な
い
わ
け
で
は
な

い
。続
け
て
晴
明
は
蚊
の
精
を
式
と
し
て
酌
を
さ
せ
る
の
だ
が
、博
雅
は

は
じ
め
気
づ
か
ず
一
匹
た
た
き
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
。晴
明
の
命
に
よ
っ

て
蚊
は﹁
ふ
み
む
し
﹂と
い
う
女
性
に
姿
を
変
え
酒
を
運
び
、博
雅
の
首

元
に
顔
を
寄
せ
る
が
、先
ほ
ど
と
同
様
に
晴
明
が
扇
に
よ
っ
て
払
い
の

け
る
と
、再
び
蚊
の
姿
に
戻
る
。術
師
に
よ
る
式
神
と
し
て
、普
通
の
人

間
に
も
認
識
で
き
る
状
態
に
な
っ
て
お
り
、一
連
の

頁
で
は
博
雅
の
視
点
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。

　

こ
の
よ
う
に
錯
綜
す
る
視
線
、視
点
の
表
現
は
、マ

ン
ガ
の
コ
マ
な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。映
像
で
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
の
切
り
替
え
に
よ
っ
て

妖
の
姿
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
が
、

一
続
き
の
時
間
の
中
で
、晴
明
の
視
点
と
博
雅
の
視

点
を
交
互
に
表
現
し
て
も
、思
う
よ
う
な
効
果
は
生

み
出
せ
な
い
し
、コ
マ
と
は
違
っ
て
常
に
同
じ
大
き

さ
、比
率
の
四
角
い
枠
の
中
で
構
図
を
と
る
必
要
が

あ
る
。そ
の
点
マ
ン
ガ
は
紙
の
上
の
範
囲
内
で
は
自

由
に
大
き
さ
が
決
め
ら
れ
る
。コ
マ
に
引
か
れ
た
枠
線
は
、コ
マ
と
コ
マ

の
間
に
時
間
を
挿
入
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
た
め
、コ
マ
ご
と
に
視
点

が
変
わ
っ
て
も
め
ま
ぐ
る
し
く
感
じ
る
こ
と
は
な
い
。読
者
は
コ
マ
と

コ
マ
の
間
に
時
の
移
り
変
わ
り
を
自
然
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

妖
の
中
で
も
人
と
交
わ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
な
ら
ば
、人
の

目
に
映
る
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。例
え
ば﹁
黒
川
主

（
12
）

﹂で
は
、獺
が
人

に
姿
を
変
え
て
女
の
元
を
訪
れ
る
の
だ
が
、こ
れ
は
女
の
祖
父
に
も
そ

の
姿
が﹁
人
﹂と
し
て
み
え
て
い
る
。し
か
し
妖
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た

め
、太
い
尾
が
つ
け
ら
れ
、膝
か
ら
下
は
獣
の
足
を
し
て
い
る
。こ
の
姿

は
方
士
に
捉
え
ら
れ
て
も
変
わ
ら
ず
、晴
明
に
よ
っ
て
日
照
り
責
め
に

あ
い
本
性
を
現
す
。し
か
し
獺
の
姿
は
た
だ
の﹁
獺
﹂で
あ
り
、巨
大
で
も

奇
っ
怪
で
も
な
く
、そ
れ
そ
の
も
の
が
妖
で
は
な
い
。晴
明
は
黒
川
主
を

調
伏
す
る
こ
と
な
く
、綾
子
の
出
産
場
面
で
は
再
び
尾
を
持
つ
人
の
姿

に
戻
っ
て
い
る
。黒
川
主
が
本
性
に
戻
る
の
は
、綾
子
の
所
か
ら
姿
を
消

す
最
後
の
場
面
で
あ
り
、別
れ
を
告
げ
る
か
の
よ
う
に
元
の
姿
を
み
せ

て
い
る
。こ
の
場
合
は﹁
み
え
る
者
﹂だ
け
に
認
識
さ
れ
る
妖
で
は
な
く
、

狸
や
狐
、狢
と
い
っ
た
古
来
か
ら﹁
人
を
化
か
す
﹂と
さ
れ
る
獣
の
化
生

で
あ
る
た
め
、例
外
的
な
表
現
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

物
語
が
一
人
称
で
進
む
の
で
は
な
い
以
上
、妖
が
み
え
て
い
る
の
か

い
な
い
の
か
を
読
者
が
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。そ
の
他
に
博
雅
の

目
に
映
る
の
は
、鬼
と
化
し
た
怨
霊

（
13
）

で
あ
る
。実
際
の
史
実
と
絡
め
、菅

原
道
真
と
の
や
り
と
り
が
眷
属
と
共
に
表
さ
れ
る
。本
来
妖
怪
と
は
人

間
が
姿
を
変
え
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、﹁
陰
陽
師
﹂の
世
界
で
は
、人

と
妖
の
境
界
が
現
代
よ
り
も
更
に
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。﹁
鬼
や
ら
い

（
14
）

﹂で
は
、怨
霊
と
化
し
た
祐
姫
が
東
宮
を
襲
う
場
面
で
、

命
婦
に
憑
依
し
た
祐
姫
は
実
体
化
し
て
い
る
の
だ
が
、高
子
に
よ
っ
て

祓
わ
れ
た
後
は
、眷
属
も
含
め
他
の
人
び
と
の
目
に
映
っ
て
い
る
か
ど

う
か
不
明
で
あ
る
。民
部
卿
元
方
の
姿
は
、直
接
的
な
恨
み
の
対
象
で
あ

る
藤
壺
に
は
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、鬼
や
ら
い
の
行
列
を
な
す
人

び
と
に
は
み
え
て
い
な
い
。た
と
え
ば
、儀
式
に
疑
い
を
持
ち﹁
ば
か
ば

か
し
い
﹂と
述
べ
た
左
衛
門
督
は
、一
本
角
の
子
鬼
に
足
を
す
く
わ
れ
転

ぶ
こ
と
に
な
る
。博
雅
に
は
な
ぜ
か
祐
姫
が
み
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
特
例
で
あ
る
こ
と
が
物
語
の
後
半
に
示
さ
れ
て
い
る
。

﹁
追
儺
で
の
陰
陽
師
の
つ
と
め
は
⋮（
中
略
）⋮
悪
鬼
悪
霊
を
だ
な
／
た

た
き
出
す
こ
と
さ
﹂と
い
う
言
葉
と
と
も
に
晴
明
が
地
面
を
踏
み
つ
け

る
と
、子
鬼
が
飛
び
出
し
逃
げ
て
い
く
の
だ
が
、下
の
コ
マ
で
は
博
雅
に

図3	 岡野玲子		『陰陽師 １：騰虵』「玄象といふ琵琶		鬼のために盗らるること」		白泉
社		1994年		70〜71頁　ⓒ岡野玲子・夢枕獏／白泉社

図4	 岡野玲子	 	『陰陽師 ３：六合』「鬼やらい」	 	 白泉社	 	 1999年		
217頁　ⓒ岡野玲子・夢枕獏／白泉社

90B I J U T S U  F O R U M 21 VO L .24︱



そ
れ
が
み
え
て
い
な
い
こ
と
が
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
マ
ー
ク
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る︵
図
₄
︶。さ
ら
に﹁
ほ
う  

祐
姫
は
見
え
る
の
か
﹂と

い
う
晴
明
の
言
葉
か
ら
、博
雅
に
は
本
来
み
え
う
る（
あ
る
い
は
み
え
る

べ
き
）も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
岡
野
は
妖
が﹁
み
え
る
﹂・﹁
み
え
な
い
﹂を
実
に
丁
寧
に

描
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。そ
れ
は
ひ
と
つ
に
平
安
と
い
う
こ
の
物

語
の
時
代
に
は
、妖
と
人
び
と
の
距
離
が
今
よ
り
も
近
く
、し
か
し
そ
れ

で
も
全
て
の
人
の
目
に
妖
が
う
つ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
状
況
を
表

現
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

み
え
る
も
の
と
み
え
な
い
も
の

―
「
百
鬼
夜
行
抄
」
と

「
夏
目
友
人
帳
」

　

現
在
連
載
中
の
少
女
マ
ン
ガ
で
妖
を
描
く
も
の
は
少
な
く
な
い
が
、

こ
こ
で
は﹁
陰
陽
師
﹂の
よ
う
に
過
去
の
話
で
は
な
く
、現
在
の
日
常
を

物
語
の
舞
台
と
し
て
描
い
て
い
る
少
女
マ
ン
ガ
の
中
で
、二
つ
の
作
品

を
取
り
上
げ
て﹁
み
え
る
も
の
﹂﹁
み
え
な
い
も
の
﹂の
表
現
に
つ
い
て
検

証
し
て
い
き
た
い
。対
決
し
退
治
す
る
と
い
っ
た
関
係
で
は
な
く
、た
だ

い
る
も
の
と
し
て
の
妖
。ひ
と
は
そ
れ
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ

が
、何
か
ぞ
っ
と
背
筋
が
寒
く
な
る
よ
う
な
体
験
。ホ
ラ
ー
と
異
な
っ
て

い
る
の
は
、妖
に
よ
っ
て
災
難
が
降
り
か
か
っ
て
く
る
物
語
の
展
開
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、そ
れ
は﹁
人
智
を
越
え
る
恐
ろ
し
い
こ
と
﹂で
は
な

く
、む
し
ろ﹁
降
り
か
か
っ
た
災
難
に
妖
と
い
う
理
屈
を
つ
け
て
納
得
す

る
﹂と
い
う
、本
来
の
妖
怪
の
役
割
を
描
い
て
お
り
、科
学
の
力
が
発
達

し
た
近
現
代
を
舞
台
に
し
た
作
品
の
特
徴
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
が
で

き
よ
う
。

　
﹃
ネ
ム
キ
﹄誌（
朝
日
新
聞
社
）に
は
、全
編
に
わ
た
り
異
界
と
の
関
わ

り
を
主
題
に
持
つ
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。そ
の
中
の
ひ
と
つ
に
今

市
子
の﹁
百
鬼
夜
行
抄
﹂（
一
九
九
四
年
～
）が
あ
る
。現
在
コ
ミ
ッ
ク
ス

が
二
○
巻
を
超
え
長
期
連
載
を
続
け
て
い
る
が
、こ
こ
に
描
か
れ
て
い

る
妖
の
姿
も﹁
陰
陽
師
﹂に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。﹁
陰
陽
師
﹂の
舞
台

は
平
安
時
代
で
あ
る
た
め
、妖
を
み
る
能
力
が
な
く
て
も
存
在
は
肯
定

さ
れ
て
い
た
。﹁
百
鬼
夜
行
抄
﹂で
作
品
の
舞
台
は
昭
和
末
期
か
ら
平
成

の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。小
説
家
で
あ
る
主
人
公
の
祖
父
が
常
に
和
服

を
着
用
し
、母
親
も
和
装
が
多
い
こ
と
か
ら
、祖
父
は
明
治
・
大
正
の
人

間
で
は
な
か
ろ
う
か
。﹁
鬼
の
居
所

（
15
）

﹂で
は
、祖
父
怜（
蝸
牛
）の
若
き
日
が

初
め
て
語
ら
れ
る
が
、登
場
人
物
た
ち
の
服
装
や
持
ち
物
か
ら
判
断
す

る
な
ら
ば
、時
代
を
下
っ
た
と
し
て
も
昭
和
初
期
で
あ
ろ
う
。学
生
服
は

あ
る
が
帰
宅
す
れ
ば
和
服
に
着
替
え
る
と
い
う
生
活
習
慣
は
、戦
後
と

は
考
え
に
く
い
。時
代
設
定
と
し
て
は
数
十
年
前
の
時
代
が
、主
人
公
律

の
生
活
す
る
場
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。こ
の
よ
う
な
時
代
設
定

で
は
、妖
を﹁
実
際
に
存
在
す
る
も
の
﹂と
し
て
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

む
ろ
ん
そ
の
世
界
に
も
晴
明
の
よ
う
に
妖
を
み
る
こ
と
の
で
き
る
人
び

と
が
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、そ
の
能
力
は
秘
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
後
述
す
る﹁
夏
目
友
人
帳
﹂に
は
更
に
顕
著
に
表
現
さ
れ
る
。

　

今
市
子
の
描
く
妖
は
、怪
奇
小
説
家
で
あ
り﹁
特
に
河
童
・
鬼
・
天
狗
な

ど
と
い
っ
た
妖
怪
変
化
を
好
ん
で
描
い
た

（
16
）

﹂と
い
う
祖
父
蝸
牛
の
目
を

通
じ
て
視
覚
化
さ
れ
、そ
の
た
め
伝
統
的
な
日
本
の
妖
怪
の
形
を
継
承

し
て
い
る
。﹁
精
進
落
と
し
の
客

（
17
）

﹂で
は
、か
つ
て
蝸
牛

が
式
と
し
て
使
っ
て
い
た
妖
が
描
か
れ
て
い
る
が
、

外
見
は
江
戸
時
代
の
読
み
本
や
、︽
百
鬼
夜
行
絵
巻
︾

に
登
場
す
る
怪
物
た
ち
を
想
起
さ
せ
る
。頭
が
異
常

に
膨
張
し
て
い
る
も
の
、蛙
や
獣
が
ひ
と
が
た
を
と

っ
た
も
の
が
読
者
に
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、律
の
目

に
は
ど
の
よ
う
に
映
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。招

待
客
が
や
っ
て
き
た
の
を
蔵
に
い
る
律
は
み
る
の
だ

が
、こ
の
と
き
既
に
異
形
の
も
の
と
し
て
妖
た
ち
は

表
現
さ
れ
て
い
る
。次
の
瞬
間
空
間
は
ね
じ
れ
、蔵
に

閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
の
律
は
家
の
中
に
お

り
、大
伯
母
が
妖
を
迎
え
入
れ
た
下
の
コ
マ
で
、妖
た

ち
は
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
と
し
て
表
現
さ
れ
、次
の
コ
マ
で
は
人
に
姿
を
変

え
て
い
る
。こ
の
コ
マ
で
は
左
下
に
律
の
横
顔
が
描
か
れ
、妖
た
ち
が
廊

下
を
歩
い
て
い
る
所
を
律
が
み
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、

こ
の
状
況
は
何
を
示
す
の
か︵
図
₅
︶。こ
れ
は
第
三
者
の
目
を
通
じ
た

も
の
で
、妖
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
一
般
人
が
、そ
の
場
に
居
合
わ
せ

た
時
に
み
え
る
状
況
を
示
し
、律
に
は
本
来
の
妖
の
姿
が
映
っ
て
い
る

の
か
。そ
れ
と
も
大
伯
母
に
迎
え
ら
れ
た
た
め
人
に
姿
を
変
え
て
い
る

の
か
。そ
れ
な
ら
ば
三
コ
マ
目
で
彼
ら
が
顔
を
失
っ
て
い
る
こ
と
に
も

説
明
が
付
く
だ
ろ
う
。初
七
日
に
や
っ
て
き
た
妖
た
ち
は
、人
間
と
接
触

す
る
た
め
に
外
見
を
変
え
、家
へ
と
入
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。食

事
を
待
つ
間
は
人
型
を
保
ち
、家
人
を
喰
ら
う
と
決
め
る
と
元
の
姿
に

戻
っ
て
い
る
。つ
ま
り﹁
律
の
目
﹂に
は
マ
ン
ガ
の
中
で
描
か
れ
る
と
お

り
に
み
え
て
い
る
の
だ
が
、人
の
姿
を
し
て
い
て
も
妖
な
ら
わ
か
る
、と

い
う
原
則
が
物
語
の
中
に
敷
か
れ
て
い
る
。そ
も
そ
も
妖
が
姿
を
見
せ

る
の
は
そ
れ
が
必
要
に
な
る
と
き
の
み
で
あ
り
、こ
こ
で
は
客
を
案
内

す
る
大
伯
母
、そ
し
て
宴
会
の
善
を
運
ん
で
く
る
は
ず
の
家
人
の
た
め

だ
け
に
姿
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、や
は
り
本
来
な
ら
ば
姿
形
は

み
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。そ
の
こ
と
は
最
後
の
頁
で﹁
お
客
さ
ん
？
／
⋮

図5	 今市子		『百鬼夜行抄 １』「精進落としの客」		朝日ソノラマ		2000
年		９頁		ⓒ今市子／朝日新聞社
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誰
も
来
や
し
ま
せ
ん
よ
／
あ
れ
は
形
だ
け
の
／
仕
度
な
ん
だ
か
ら
﹂と

い
う
律
の
母
の
言
葉
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。﹁
手
伝
い
に
来
て
い

た
／
大
伯
母
が
／
確
か
に
客
を
七
人
／
案
内
し
た
と
／
言
い
は
っ
た
が  

誰
も
取
り
合
わ
／
な
か
っ
た
﹂と
い
う
モ
ノ
ロ
ー
グ
が
妖
の
可
視
化
の

状
況
を
明
確
に
説
明
し
て
い
る
。

　

一
方
緑
川
ゆ
き
の﹁
夏
目
友
人
帳
﹂（﹃L

aL
a

﹄二
〇
〇
五
年
～
、白
泉

社
）で
は
、伝
統
に
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
な
姿
の
妖
を
描
き
出
し
て
い
る
。

主
人
公
夏
目
の
生
活
圏
は
、
現
代
の
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
実
際
の
所
は

﹁
ど
こ
に
も
な
い
場
所
﹂で
あ
る
。夏
目
の
祖
母
レ
イ
コ
の
姿
が
、こ
の
世

界
の
特
定
を
難
し
く
さ
せ
て
い
る
。﹁
第
一
話  
ニ
ャ
ン
コ
先
生  

登

場
！
﹂で
、当
初
レ
イ
コ
は
シ
ル
エ
ッ
ト
の
み
で
登
場
し
て
い
る

（
18
）

。こ
の

部
分
だ
け
み
れ
ば
古
い
時
代
の
洋
装
の
女
性
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る

が
、﹁
ひ
し
が
き
﹂と
い
う
妖
が
も
つ
レ
イ
コ
の
記
憶
で
は
、セ
ミ
ロ
ン
グ

の
髪
を
結
わ
ず
に
お
ろ
し
、セ
ー
ラ
ー
服
を
着
た
姿
で
描
か
れ
る

（
19
）

た
め
、

い
つ
の
時
代
を
示
し
て
い
る
の
か
わ
か
り
に
く
い
。画
中
の
レ
イ
コ
は

ま
る
で
現
代
の
女
子
高
校
生
の
よ
う
で
あ
る
。レ
イ
コ
も
そ
の
娘
で
あ

る
夏
目
の
母
も
若
い
と
き
に
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
物
語
中
に
示
唆

さ
れ
て
い
る

（
20
）

と
は
い
え
、祖
母
の
世
代
が
こ
の
姿
な
ら
ば
、物
語
の
舞
台

は
近
未
来
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

緑
川
は
自
身
の
描
く
妖
に
つ
い
て
、﹁
伝
聞
・
空
想
っ
ぽ
さ
で
描
き
た

い
と
思
っ
て
い
る
の
で
、既
存
の
妖
怪
は
あ
ま
り
調
べ
な
い
﹂と
語
っ
て

い
る

（
21
）

。し
か
し
登
場
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
が
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の

﹁
人
な
ら
ぬ
も
の
﹂か
ら
影
響
を
受
け
て
図
像
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確

か
で
あ
ろ
う
。ニ
ャ
ン
コ
先
生
の
本
性
で
あ
る
斑
の
巨
大
な
毛
む
く
じ

ゃ
ら
の
姿
は
、映
画
版﹃
ネ
バ
ー
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
・
ス
ト
ー
リ
ー
﹄（
ウ
ォ

ル
フ
ガ
ン
グ
・
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
監
督
、一
九
八
四
年
、西
ド
イ
ツ
・
ア
メ
リ

カ
）
の
フ
ァ
ル
コ
ン
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
第
九
話﹁
先
生
、
黒
色
に
な

る
？

（
22
）

﹂で
、﹁
主
様
﹂と
呼
ば
れ
る
有
翼
の
妖
リ
オ
ウ
の
姿
は
、日
本
の
伝

統
的
な
妖
と
は
異
な
り
、西
洋
で
描
か
れ
る
天
使
の
図
像
に
酷
似
す
る

（
23
）

。

こ
う
い
っ
た
先
行
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
直
接
的
な
図
像
源

と
い
う
よ
り
、緑
川
の
個
人
的
な
体
験
の
蓄
積
に
よ
っ

て
導
き
出
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。第

三
十
六
話﹁
東
方
の
森

（
24
）

﹂で
は
、最
後
の
シ
ー
ン
で
見
開

き
二
頁
を
使
っ
た
妖
と
夏
目
の
帰
還
が
描
か
れ
て
い
る

︵
図
₆
︶。右
か
ら
左
へ
と
進
む
妖
た
ち
の
姿
は
、絵
巻
物

の
百
鬼
夜
行
が
そ
の
背
景
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

可
視
・
不
可
視
の
表
現
で
は
、妖
の
存
在
が
否
定
さ
れ

て
い
る
世
界
に
生
き
る
夏
目
の
心
情
を
示
す
た
め
に

様
々
な
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。ひ
と
つ
の
パ
タ
ー
ン

と
し
て
は
、夏
目
の
回
想
と
し
て
妖
に
絡
ま
れ
る
自
分
、

妖
が
見
え
な
い
が
ゆ
え
に
気
味
悪
が
る
周
囲
の
人
び
と
、

と
い
う
図
式
が
あ
る
。こ
こ
で
は
夏
目
の
視
線
で
世
界

は
描
か
れ
る
た
め
、妖
自
身
の
姿
も
輪
郭
が
は
っ
き
り

し
て
い
る
し
、﹁
百
鬼
夜
行
抄
﹂
で
も
同
様
の
形
式
が

多
々
見
ら
れ
る
。そ
の
パ
タ
ー
ン
が
崩
さ
れ
る
の
が
、友

人
と
関
わ
る
場
面
で
あ
る
。﹁
み
え
る
者
﹂と
し
て
常
に

孤
独
だ
っ
た
夏
目
が
、他
の
人
び
と
と
関
わ
り
、自
ら
が

﹁
み
え
る
者
﹂で
あ
る
こ
と
を
知
ら
れ
て
い
く
際
に
、そ

の
表
現
法
は
特
筆
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。名
取
や
的
場

一
門
の
祓
い
人
た
ち
の
よ
う
な﹁
み
え
る
者
﹂と
共
に
行

動
す
る
際
は
、あ
る
種
少
年
マ
ン
ガ
に
よ
く
み
ら
れ
る

よ
う
な
冒
険
も
の
的
要
素
が
強
く
な
る
の
だ
が
、普
通
の
人
び
と
や
、わ

ず
か
だ
が
妖
を
知
覚
し
、夏
目
の
特
殊
な
能
力
に
気
が
つ
い
た
人
び
と

と
の
交
流
の
な
か
で
は
、細
や
か
な
表
現
様
式
が
提
示
さ
れ
る
。

　
﹁
夏
目
観
察
帳
③

（
25
）

﹂で
語
ら
れ
る
、わ
ず
か
な﹁
み
え
る
﹂力
を
持
つ
田

沼
の
独
白
は
印
象
的
で
あ
る
。田
沼
の
部
屋
の
天
井
に
現
れ
る
池
と
魚

の
幻
影
を
前
に
し
、障
子
を
開
け
て
外
を
示
せ
ば
そ
こ
に
は
何
も
な
い

︵
図
₇
︶。こ
の
見
開
き
頁
に
描
か
れ
て
い
る
情
景
は
、完
全
に
田
沼
の
視

点
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。普
通
の﹁
み
え
な
い
者
﹂に
と
っ
て
は
池
の
揺

ら
ぎ
も
目
に
う
つ
ら
な
い
こ
と
が
、田
沼
の﹁
お
れ
達
に
し
か
⋮
﹂と
い

う
台
詞
で
示
唆
さ
れ
る
。し
か
し
次
の
コ
マ
に
描
か
れ
た
夏
目
の
表
情

か
ら
、彼
の
目
に
は
ま
た
別
の
情
景
⋮
お
そ
ら
く
は
水
を
た
た
え
た
池

⋮
が
う
つ
っ
て
い
る
こ
と
を
読
者
に
想
像
さ
せ
る
。こ
こ
で
緑
川
は﹁
妖

を
み
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
も
、そ
の
み
え
て
い
る
光
景
は
同
じ
で
は

な
い
﹂こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な﹁
み
え
か
た
の
違
い
﹂は﹁
百
鬼
夜
行
抄
﹂で
も
表
現
さ
れ

て
い
る
。﹁
言
霊
の
木

（
26
）

﹂の
冒
頭
部
分
で
司
が﹁
自
分
に
は
み
え
る
け
ど
他 図6	 緑川ゆき		『夏目友人帳 ９』「東方の森」		白泉社		2010年		160〜161頁　ⓒ緑川ゆき／白泉社
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の
人
に
は
み
え
な
い
も
の
﹂の
対
応
に
困
り
律
に
引
き
渡
す
も
の
の
、司

に
は
妖
の
本
当
の
姿
を
み
て
い
な
い
。彼
女
に
と
っ
て﹁
お
か
し
い
﹂の

は﹁
フ
ラ
ン
ス
パ
ン
の
包
み
を
抱
え
た
若
奥
様
﹂と
い
う
姿
形
で
は
な
く
、

﹁
気
が
つ
い
た
ら
昨
日
か
ら
／
ず
っ
と
つ
い
て
来
て
る
﹂こ
と
に﹁
人
な

ら
ぬ
者
﹂の
気
配
を
感
じ
て
い
る︵
図
₈
︶。し
か
し
律
に
み
え
る
の
は
、

和
服
姿
で
は
あ
る
が
、異
形
の
妖
で
あ
り
、妖
そ
の
も
の
も
司
が
自
分
の

姿
を
ま
と
も
に
み
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。﹁
⋮
あ
の
娘
は
物

を
／
は
っ
き
り
見
極
め
る
の
が
／
恐
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
／
自
分
が
見

慣
れ
た
／
物
の
形
を
見
て
／
安
心
し
た
い
の
で
す
よ
﹂と
い
う
妖
の
言

葉
は
、司
が﹁
み
え
て
い
る
も
の
﹂の
形
を
異
な
る
次
元
で
解
釈
し
認
識

し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。見
開
き
頁
の
右
側
で
は
司
の
視
点
で
、

左
側
で
は
律
の
視
点
で
物
語
が
進
み
、妖
が
律
に
手
渡
す
丸
太
さ
え
実

体
化（
普
通
の
人
間
に
み
え
る
状
態
）し
て
い
る
の
か
、

物
語
の
最
後
ま
で
明
か
さ
れ
な
い
。つ
ま
り﹁
み
え
な
い

者
﹂
に
よ
る
丸
太
の
存
在
の
肯
定
が
画

中
で
行
わ
れ
て
い
な
い
。
家
に
帰
っ
た

律
が
家
族
の
目
か
ら
丸
太
を
隠
す
様
子

は
、
妖
か
ら
手
渡
さ
れ
た
瞬
間
に
そ
の

場
で
丸
太
が
可
視
化
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
も
感
じ
ら
れ
る
の
だ
が
、
口
う
る
さ

い
妖
や
、
司
や
晶
の
よ
う
に﹁
み
え
る

者
﹂
が
頻
繁
に
出
入
り
す
る
家
で
は
、

﹁
み
え
る
も
の
﹂と﹁
み
え
な
い
も
の
﹂の

境
界
線
が
あ
や
ふ
や
な
た
め
に
、
律
は

押
し
入
れ
に
隠
し
、
他
の
も
の
の
目
に

触
れ
な
い
よ
う
に
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

怪
異
に
属
す
る
も
の
を
此
岸
の
物
体
で

隠
蔽
す
る
こ
と
は
や
や
矛
盾
し
て
お
り
、

ゆ
え
に
本
性
は
押
し
入
れ
か
ら
出
て
き

て
浮
遊
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
丸
太
に

と
り
つ
い
て
い
た
女
の
霊
は
昇
華
し
、

和
服
の
妖
は
襖
か
ら
生
え
出
で
て
丸
太

を
持
ち
帰
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
段
階

で
は
丸
太
は
す
で
に
実
体
で
は
な
く
、

タ
イ
ト
ル
通
り
何
ら
か
の
霊
体
で
あ
っ

た
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は﹁
み
え
る
者
﹂
に﹁
み
え
な

い
も
の
﹂が
な
い
の
だ
ろ
う
か
。そ
の
点
に
関
し
て
も
、こ
の
二
つ
の
作

品
で
は
興
味
深
い
表
現
が
挙
げ
ら
れ
る
。律
に
と
っ
て
妖
は﹁
本
来
み
え

る
べ
き
も
の
﹂を
覆
っ
て
し
ま
う
。学
校
に
い
っ
て
も
、黒
板
の
前
に
は

ひ
と
つ
目
の
化
け
物
が
居
座
り
、テ
ス
ト
用
紙
は
小
さ
な
妖
達
に
邪
魔

さ
れ
、ま
と
も
に
読
む
こ
と
す
ら
で
き
な
い︵
図
₉
︶。夏
目
に
と
っ
て
も図8	 今市子		『百鬼夜行抄 ２』「言霊の木」		朝日ソノラマ		2001年		188〜189頁　ⓒ今市子／朝日新聞社

図7	 緑川ゆき		『夏目友人帳 ５』「夏目観察帳③」		白泉社		2008年		180〜181頁　ⓒ緑川ゆき／白泉社
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そ
の
状
況
は
同
じ
で
、前
述
し
た
田
辺
と
の
対
話
の
中
で
、花
火
を
山
の

上
か
ら
み
て
い
て
も
、夏
目
の
み
え
る
光
景
に
は
花
火
を
隠
す
よ
う
に

巨
大
な
妖
が
立
ち
ふ
さ
が
っ
て
い
る︵
図
10
︶。上
段
の
コ
マ
で
は
巨
大

な
入
道
が
花
火
を
見
と
れ
て
い
る
情
景
が
示
さ
れ
、夏
目
の
視
点
で
描

述
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、三
段
目
で
は
花
火
を
バ
ッ
ク
に
二
人
の
後

ろ
姿
が
あ
り
、妖
の
姿
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、﹁
み
え
る
者
﹂か
ら﹁
み
え

な
い
者
﹂へ
の
視
点
の
移
動
が
確
認
で
き
る
。二
つ
の

コ
マ
を
挾
ん
だ
段
に
、田
辺
の
目
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
で
描
い
て
い
る
の
は
象
徴
的
で
あ
ろ
う
。つ
ま
り

﹁
み
え
る
者
﹂に
と
っ
て﹁
み
え
な
い
も
の
﹂が
な
い
わ

け
で
は
な
い
、と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。彼
ら

に
は
普
通
の
人
間
が
目
に
す
る
こ
と
の
な
い
情
景
が

広
が
っ
て
い
る
の
だ
が
、そ
れ
に
よ
っ
て﹁
普
通
の
人

間
が
み
え
て
い
る
も
の
﹂が
み
え
な
く
な
る
の
で
あ

る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
妖
を
扱
っ
た
代
表
的
な
少
女
マ
ン
ガ
三

作
品
を
取
り
上
げ
、そ
こ
に
妖
の
姿
を
可
視
・
不
可
視

と
い
う
視
点
か
ら
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か

を
論
じ
た
。妖
と
い
う
本
来
は﹁
み
え
な
い
も
の
﹂を

マ
ン
ガ
の
中
で
表
現
す
る
際
、﹁
描
く
﹂
と
い
う
行
為

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
実
体
化
す
る
。実
体
化
し
た
妖

は
、コ
マ
の
中
に
存
在
す
る
以
上
、第
三
者
の
視
点
で
、

そ
れ
も
妖
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
視
点
で
扱
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
。こ
れ
ら
の
作
品
で
は
可
視
・
不
可

視
の
領
域
が
曖
昧
に
描
か
れ
る
。

　
﹁
美
術
史
か
ら
見
た
マ
ン
ガ
﹂と
い
う
こ
と
で
、視

覚
芸
術
と
し
て
の
表
現
形
式
に
注
目
し
論
じ
て
き
た

が
、﹁
み
え
る
者（
も
の
）﹂と﹁
み
え
な
い
者（
も
の
）﹂の
描
写
に
つ
い
て
、

三
作
品
に
は
共
通
す
る
も
の
が
感
じ
ら
れ
た
。調
伏
や
退
治
を
主
た
る

目
的
と
す
る
少
年
マ
ン
ガ
誌
上
の
妖
怪
マ
ン
ガ
と
は
異
な
り
、日
常
生

活
の
な
か
に
混
じ
り
込
む
妖
の
姿
は
、常
に﹁
み
え
る
も
の
﹂と
し
て
描

か
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、登
場
人
物
の
視
線
を
反
映
し
て
実
体
化
・
不
可

視
化
さ
れ
る
。
通
常
は
実
体
化
し
た
形
で
妖
が
描
か
れ
、
そ
れ
に
対
し

﹁
み
え
な
い
者
﹂は
無
関
心
だ
が﹁
み
え
る
者
﹂が
何
ら
か
の
反
応
を
す
る
、

と
い
う
形
式
が
と
ら
れ
る
の
だ
が
、何
れ
の
作
者
も
物
語
上
で
ポ
イ
ン

ト
と
な
る
場
面
に
お
い
て
は
、視
覚
的
効
果
を
高
め
る
よ
う
な
コ
マ
割

り
、視
点
替
え
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
物
語
性
か
ら
い
う
な
ら
ば
、コ
ン
セ
プ
ト
も
展

開
方
法
も
共
通
す
る
と
こ
ろ
は
少
な
い
。﹁
陰
陽
師
﹂は
歴
史
上
実
在
し

た
人
物
を
主
人
公
に
、現
代
と
は
異
な
る
妖
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
み
ら

れ
る
。﹁
百
鬼
夜
行
抄
﹂と﹁
夏
目
友
人
帳
﹂は
、祖
父
母
が
妖
に
対
し
強
い

能
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、﹁
み
え
る
者
﹂と
し
て
は
未
熟
な
主
人
公
の

護
衛
と
し
て
、本
人
が
操
る
式
で
は
な
い
強
力
な
妖
が
い
る
、と
い
う
点

で
登
場
人
物
の
設
定
に
重
な
る
部
分
は
あ
る
の
だ
が
、原
則
と
し
て
一

話
完
結
型
で
、家
族
そ
し
て
一
族
の
繫
が
り
と
い
う
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を

持
つ﹁
百
鬼
夜
行
抄
﹂と
、一
話
あ
る
い
は
数
話
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
重
ね

な
が
ら
、孤
独
だ
っ
た
主
人
公
の
心
の
成
長
を
描
い
て
い
く﹁
夏
目
友
人

帳
﹂を
、物
語
と
し
て
比
較
す
る
な
ら
ば
、そ
の
方
向
性
は
全
く
異
な
る

と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。し
か
し
、妖
の
可
視
・
不
可
視
に
関
し
て
は
、表

現
形
式
に
あ
る
種
の
共
通
性
が
感
じ
ら
れ
る
。﹁
み
え
る
﹂・﹁
み
え
な
い
﹂

を
描
写
す
る
技
法
は
、物
語
を
す
す
め
る
上
で
実
に
効
果
的
に
使
用
さ

れ
て
お
り
、妖
怪
マ
ン
ガ
の
中
で
確
立
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
図
像
表
現
と

し
て
定
着
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

註（
₁
）
例
え
ば
、﹃
文
學
界
﹄
六
二
巻
一
○
号（
二
○
○
八
年
）
で
は﹁
マ
ン
ガ
を
ブ
ン
ガ
ク
す

る
﹂と
い
う
特
集
が
組
ま
れ
た
。そ
の
他
、い
く
つ
か
の
論
考
を
挙
げ
て
お
く
。中
条
省

平﹃
マ
ン
ガ
の
教
養
﹄（
幻
冬
舎
新
書
、二
○
一
○
年
）、山
田
利
博﹁
文
学
と
し
て
の
マ

ン
ガ
：
文
学
の
新
し
い
定
義
に
つ
い
て
﹂﹃
研
究
論
文
集

︱
教
育
系
・
文
系
の
九
州
地

区
国
立
大
学
間
連
携
論
文
集
︱
﹄三（
二
）号
、二
○
一
○
年
、一
～
一
○
頁
。

（
₂
）本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
主
に
参
考
と
し
た
の
は
、以
下
の
二
点
の
文
献
で
あ

る
。伊
藤
剛﹃
テ
ズ
カ  

イ
ズ  

デ
ッ
ド
﹄（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、二
〇
〇
五
年
）、竹
内
オ
サ

ム﹃
マ
ン
ガ
表
現
学
入
門
﹄（
筑
摩
書
房
、二
○
○
五
年
）。昨
今
で
は
マ
ン
ガ
学
科
以
外

の
大
学
紀
要
な
ど
に
も
、マ
ン
ガ
に
関
す
る
論
考
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

図9	『百鬼夜行抄 ２』「雪路」		朝日ソノラマ		2001年		233頁図10　	緑川ゆき	 	『夏目友人帳 ５』「夏目観察帳③」	 	白泉社		
2008年		185頁　ⓒ緑川ゆき／白泉社

94B I J U T S U  F O R U M 21 VO L .24︱



た
。参
考
：
高
月
義
照﹁
マ
ン
ガ
に
お
け
る
表
現
技
法
の
進
化

︱
何
が
マ
ン
ガ
を
文

芸
に
成
長
さ
せ
た
の
か
﹂﹃
東
海
大
学
紀
要  

開
発
工
学
部
﹄二
○
号
、二
○
一
一
年
、

五
三
～
七
五
頁
。

（
₃
）小
松
和
彦﹃
妖
怪
文
化
入
門
﹄せ
り
か
書
房
、二
〇
〇
六
年
、一
二
頁
。

（
₄
）例
え
ば
か
つ
て
水
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
神
格
化
さ
れ
て
い
た
竜
は
、キ
リ
ス
ト
教
で

は
サ
タ
ン
の
象
徴
と
な
っ
た
。キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
、彼
岸
と
此
岸
の
間
を
往
き
来
す

る
存
在
は
、悪
霊
や
亡
霊
と
さ
れ
て
い
た
。オ
ス
カ
ー
・
グ
ラ
ー
フ
と
ツ
ェ
ツ
ィ
ー
リ

エ
・
グ
ラ
ー
フ＝

プ
フ
ァ
ル
ツ
の﹃
日
本
の
妖
怪
﹄（
一
九
二
五
年
）で
は
、日
本
の
妖
怪

が
こ
う
い
っ
た
亡
霊
や
幽
霊（G

esp
en

ster

）と
混
同
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

安
松
み
ゆ
き﹁
オ
ス
カ
ー
・
グ
ラ
ー
フ 
ツ
ェ
ツ
ィ
ー
リ
エ
・
グ
ラ
ー
フ
・
プ
フ
ァ
フ
編

著﹃
日
本
の
妖
怪
﹄、シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
、一
九
二
五
年
⑴
翻
訳
﹂﹃
別
府
大
学
大
学

院
紀
要
﹄一
○
、二
○
○
八
年
、一
三
三
～
一
四
一
頁
。

（
₅
）Sain

t Joh
n
 on

 P
atm

os, M
in

iatu
re fro

m
 an

 U
trech

t L
ectio

n
ary, 

1433, fo
l. 188 r., th

e H
agu

e, R
o
yal L

ib
rary, M

s. 69 B
 10.

（
₆
）Marijn

issen
, R

o
ger H

en
ri &

 R
u
yffelaere, P

eter, H
ieron

ym
u
s 

B
osch

 : T
h
e C

om
p
lete W

orks, A
n
tw

erp
, 1995, p

. 285.

（
₇
）﹃
黄
金
伝
説
﹄に
よ
れ
ば
、福
音
書
記
者
ヨ
ハ
ネ
は
山
鶉
を
愛
で
た
こ
と
か
ら
、こ
こ
に

描
か
れ
て
い
る
鳥
が
鷲
で
は
な
く
山
鶉
で
あ
る
と
す
る
説
も
あ
る
。ヤ
コ
ブ
ス
・
デ
・

ウ
ォ
ラ
ギ
ネ
、前
田
敬
作
他
訳﹃
黄
金
伝
説
₁
﹄人
文
書
院
、一
九
七
九
年
、一
四
三
頁
。

（
₈
）伊
藤
剛
は
マ
ン
ガ
表
現
の﹁
キ
ャ
ラ
﹂に
つ
い
て﹁
多
く
の
場
合
、比
較
的
に
簡
単
な
線

画
を
基
本
と
し
た
図
像
で
描
か
れ
、固
有
名
で
名
指
し
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て（
あ
る

い
は
、そ
れ
を
期
待
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
）、﹁
人
格
・
の
よ
う
な
も
の
﹂と
し
て
の
存

在
感
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
﹂と
定
義
づ
け
て
い
る（
伊
藤
剛﹃
テ
ズ
カ  

イ
ズ  

デ
ッ

ド
﹄Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、二
〇
〇
五
年
、九
五
頁
）。実
際
に
ボ
ス
の
作
品
に
描
か
れ
た
怪
物

な
ど
の
モ
チ
ー
フ
は
、作
品
か
ら
切
り
離
さ
れ
て﹁
キ
ャ
ラ
﹂化
し
、フ
ィ
ギ
ュ
ア
や
ピ

ン
バ
ッ
チ
な
ど
の
グ
ッ
ズ
と
し
て
販
売
さ
れ
て
い
る
。︽
パ
ト
モ
ス
島
の
聖
ヨ
ハ
ネ
︾

の
怪
物
も
フ
ィ
ギ
ュ
ア
と
し
て
製
品
化
さ
れ
て
い
る
。Cf. T

alaria E
n
terp

rises 

O
n
lin

e S
h
o
p
. h

ttp
 : //w

w
w
. talariaen

terp
rises. co

m
/p

ro
d
u
ct_lists/

p
arasto

n
e/p

ro
d
u
cts_large/jb

08

︱b
o
sch

︱ch
o
ir

︱d
evil

︱jo
. h

tm
l

（
二
○
一

一
年
九
月
現
在
）

（
₉
）香
川
雅
信﹁
マ
ン
ガ
の
源
流
と
し
て
の
妖
怪
画
﹂、兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
／
京
都
国

際
マ
ン
ガ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
編﹃
妖
怪
画
の
系
譜
﹄河
出
書
房
新
社
、二
〇
〇
九
年
、六
～

一
一
頁
。

（
10
）妖
怪
マ
ン
ガ
の
歴
史
的
な
流
れ
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
。兵
庫
県
立
歴
史

博
物
館
／
京
都
国
際
マ
ン
ガ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
編﹃
妖
怪
画
の
系
譜
﹄（
河
出
書
房
新
社
、

二
〇
〇
九
年
）、飯
倉
義
之﹁
妖
怪
マ
ン
ガ
は
世
に
つ
れ  

世
は
妖
怪
マ
ン
ガ
に
つ
れ
：

妖
怪
マ
ン
ガ
の
変
遷
と
そ
の
時
代
﹂（﹃
子
ど
も
の
文
化
﹄四
七
三
号
、子
ど
も
の
文
化

研
究
所
、二
〇
一
〇
年
、一
一
～
一
九
頁
）。

（
11
）岡
野
玲
子﹃
陰
陽
師
₁
：
騰
虵
﹄SC

 D
elu

x

バ
ー
ガ
ー
版
、ス
コ
ラ
、一
九
九
四
年
、三

七
～
一
三
六
頁
。今
回
執
筆
者
は
、₁
、₅
～
₈
巻
は
ス
コ
ラ
版
を
、₂
～
₄
、₉
～
13

巻
は
白
泉
社
版
を
参
照
し
た
。

（
12
）﹃
陰
陽
師
₃
：
六
合
﹄白
泉
社
、一
九
九
九
年
、五
～
一
四
六
頁
。

（
13
）（
幽
）霊
と
妖
の
違
い
に
つ
い
て
こ
こ
で
述
べ
る
こ
と
は
趣
旨
か
ら
外
れ
る
た
め
割
愛

す
る
が
、渡
辺
は
妖
怪
マ
ン
ガ
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
中
で
幽
霊
と
妖
怪
が
同
一
レ
ベ

ル
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。﹁
鬼
と
な
る
人
﹂が
妖
と
み
な
さ
れ
る

の
か
、と
い
う
問
題
は
、妖
怪
少
女
マ
ン
ガ
に
も
共
通
す
る
点
で
は
あ
る
。渡
辺
正
人

﹁
妖
怪
マ
ン
ガ
と
現
代
﹂﹃
聖
学
院
大
学
論
叢
﹄二
一
号
、二
〇
〇
九
年
、二
四
九
～
二
六

〇
頁
。

（
14
）﹃
陰
陽
師
₃
：
六
合
﹄一
四
七
～
二
三
五
頁
。

（
15
）今
市
子﹃
百
鬼
夜
行
抄
₄
﹄ソ
ノ
ラ
マ
コ
ミ
ッ
ク
文
庫
版
、朝
日
ソ
ノ
ラ
マ
、二
〇
〇
一

年
、一
〇
九
～
一
四
八
頁
。﹁
雨
夜
の
衝
立
﹂（﹃
百
鬼
夜
行
抄
₁
﹄ソ
ノ
ラ
マ
コ
ミ
ッ
ク

文
庫
版
、朝
日
ソ
ノ
ラ
マ
、二
〇
〇
〇
年
、三
四
一
～
三
七
二
頁
）で
も
す
で
に
若
き
蝸

牛
が
登
場
す
る
が
、異
世
界
で
の
物
語
の
た
め
、時
代
背
景
ま
で
は
は
っ
き
り
と
わ
か

ら
な
い
。な
お
、今
回
執
筆
者
が
参
照
し
た
コ
ミ
ッ
ク
ス
版
は
、₁
～
11
巻
が
ソ
ノ
ラ

マ
コ
ミ
ッ
ク
文
庫
版
、18
～
20
巻
は
ソ
ノ
ラ
マ
コ
ミ
ッ
ク
ス
版（
朝
日
新
聞
社
）で
あ

る
。

（
16
）﹃
百
鬼
夜
行
抄
₁
﹄ソ
ノ
ラ
マ
コ
ミ
ッ
ク
文
庫
版
、二
六
頁
。

（
17
）前
掲
書
、五
～
二
〇
頁
。

（
18
）緑
川
ゆ
き﹃
夏
目
友
人
帳
₁
﹄花
と
ゆ
め
コ
ミ
ッ
ク
ス
版
、白
泉
社
、二
〇
〇
五
年
、二

四
頁
。

（
19
）前
掲
書
、四
四
頁
。レ
イ
コ
の
姿
は
、妖
だ
け
で
な
く
、夏
目
の
養
父
で
あ
る
藤
原
滋
の

回
想
シ
ー
ン
で
も
同
じ
姿
で
描
か
れ
る
た
め
、﹁
妖
か
ら
み
た
レ
イ
コ
﹂で
は
な
い
こ

と
が
わ
か
る
。﹁
第
十
九
話  

仮
家
﹂﹃
夏
目
友
人
帳
₅
﹄花
と
ゆ
め
コ
ミ
ッ
ク
ス
版
、白

泉
社
、二
〇
〇
八
年
、一
二
〇
～
一
六
九
頁
。

（
20
）﹁
第
一
話  

ニ
ャ
ン
コ
先
生
登
場
！
﹂﹃
夏
目
友
人
帳
₁
﹄花
と
ゆ
め
コ
ミ
ッ
ク
ス
版
、

白
泉
社
、二
〇
〇
五
年
、三
二
頁
。

（
21
）緑
川
ゆ
き﹃
夏
目
友
人
帳
公
式
フ
ァ
ン
ブ
ッ
ク
：
夏
目
と
友
人
た
ち
﹄白
泉
社
、二
〇
〇

九
年
、一
五
四
～
一
五
五
頁
。

（
22
）﹃
夏
目
友
人
帳
₃
﹄花
と
ゆ
め
コ
ミ
ッ
ク
ス
版
、白
泉
社
、二
〇
〇
七
年
、五
～
四
四
頁
。

（
23
）前
掲
書
、三
七
頁
。

（
24
）﹃
夏
目
友
人
帳
₉
﹄花
と
ゆ
め
コ
ミ
ッ
ク
ス
版
、白
泉
社
、二
〇
一
〇
年
、一
三
五
～
一

六
五
頁
。

（
25
）﹃
夏
目
友
人
帳
₅
﹄花
と
ゆ
め
コ
ミ
ッ
ク
ス
版
、白
泉
社
、二
〇
〇
八
年
、一
七
一
～
一

八
八
頁
。

（
26
）今
市
子﹃
百
鬼
夜
行
抄
₂
﹄ソ
ノ
ラ
マ
コ
ミ
ッ
ク
文
庫
版
、朝
日
ソ
ノ
ラ
マ
、二
〇
〇
一

年
、一
八
三
～
二
二
六
頁
。
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特
集

漫
画
と
マ
ン
ガ
、そ
し
て
芸
術

14

一
九
七
〇
年
代
の
少
女
マ
ン
ガ
に
お
け
る

芸
術
性
へ
の
指
向
と
そ
の
目
的

竹宮惠子

　
﹁
マ
ン
ガ
は
世
に
つ
れ
歌
に
つ
れ
﹂。

　

マ
ン
ガ
は
必
ず
時
代
を
映
す
。タ
ー
ゲ
ッ
ト
が
常
に
大
衆
で
あ
る（
多

売
せ
ね
ば
な
ら
な
い
）が
故
に
、大
衆
の
興
味
の
動
向（
よ
り
少
し
先
端

の
）を
し
っ
か
り
と
捉
え
、作
品
に
反
映
し
て
い
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
る

か
ら
だ
。そ
し
て
マ
ン
ガ
の
読
者
は
、大
衆
の
中
で
も
決
し
て
時
代
の
最

先
端
を
見
つ
め
る
グ
ル
ー
プ
で
は
な
い
。ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、最
先
端

を
感
じ
る
セ
ン
サ
ー
は
あ
っ
て
も
、即
座
に
リ
ア
ル
で
取
り
入
れ
よ
う

と
は
し
な
い
、や
や
オ
ク
テ
な﹁
興
味
津
々
人
間
﹂と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ

ろ
う
か
。だ
と
す
れ
ば
、マ
ン
ガ
の
作
者
は﹁
バ
ー
チ
ャ
ル
で
読
者
に
最

先
端
を
試
さ
せ
る
こ
と
﹂を
意
識
す
る
の
が
当
た
り
前
で
あ
る
。

　

マ
ン
ガ
の
読
者
と
作
者
の
関
係
が
そ
の
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、七
〇
年
代
の
少
女
マ
ン
ガ
に
お
け
る
芸
術
性

へ
の
指
向
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。た
だ
し
筆
者
本
人
は
、七
〇
年

代
少
女
マ
ン
ガ
の
描
き
手
で
も
あ
っ
た
た
め
、こ
の
考
察
は
あ
く
ま
で

も
、筆
者
本
人
か
ら
見
た
考
察
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
断
っ
て
お
き

た
い
。

　

よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
七
〇
年
代
の
少
女
マ
ン
ガ
は
確
か
に
芸
術
性

へ
の
指
向
が
強
か
っ
た
。そ
の
後
の
少
女
マ
ン
ガ
を
牽
引
し
た
少
女
マ

ン
ガ
作
品
に
は
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
表
わ
れ
て
い
る
欧
州
指
向
も
、

そ
の
芸
術
性
指
向
の
う
ち
に
入
る
と
い
っ
て
良
い
。欧
州
は
そ
の
当
時
、

ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ズ
さ
れ
て
ゆ
く
日
本
と
は
違
い
、確
固
た
る
古
さ
を
保

ち
つ
つ
、ス
ピ
ー
ド
と
は
無
縁
の
優
雅
な
時
間
を
過
ご
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
た（
そ
れ
は
そ
の
後
、八
〇
年
か
ら
九
〇
年
代
の
欧
州
に
お
け
る

ア
メ
リ
カ
文
化
浸
透
に
よ
っ
て
、や
や
誤
解
だ
っ
た
と
理
解
し
た
が
）。

欧
州
文
化
に
傾
倒
し
て
い
く
グ
ル
ー
プ
を
当
時
少
女
マ
ン
ガ
や
女
性
誌

に
構
築
さ
せ
た
の
は
、お
そ
ら
く
、そ
れ
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
文
化
へ
の
同

調
に
無
理
を
感
じ
て
、自
分
た
ち
の
身
の
丈
に
合
っ
た
方
向
を
探
り
、舵

を
切
ろ
う
と
す
る
日
本
女
性
た
ち
の
本
能
的
な
選
択
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。少
な
く
と
も
雑
誌
上
で
は
欧
州
文
化
が
絢
爛
と
花
開
き
、情
報

が
あ
ふ
れ
た
。

　

映
画
で
言
え
ば﹃
男
と
女
﹄（
一
九
六
六
年
）、﹃
シ
ェ
ル
ブ
ー
ル
の
雨

傘
﹄（
一
九
六
四
年
）な
ど
の
し
っ
と
り
と
し
た
物
語
と
情
感
に
触
れ
て
、

時
代
の
忙
し
さ
に
し
ば
し
忘
れ
て
い
た
日
本
人
的
な
情
緒
を
か
き
起
こ

さ
れ
、女
性
た
ち
は
戦
後
、ず
っ
と
ア
メ
リ
カ
的
な
方
向
ば
か
り
を
見
て

い
た
こ
と
に
ふ
と
気
づ
く
。﹃
風
と
共
に
去
り
ぬ
﹄も
そ
の
一
助
に
な
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。そ
こ
に
は
巨
大
な
ア
メ
リ
カ
が
憧
れ
る
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ（
旧
時
代
）が
見
え
た
か
ら
だ
。確
か
に
炊
飯
器（
も
し
く
は
テ
レ
ビ
）、

洗
濯
機
、冷
蔵
庫
の
三
種
の
神
器
は
素
晴
ら
し
い
し
、ど
れ
ほ
ど
多
く
の

時
間
を
家
事
の
苦
痛
か
ら
女
性
を
解
き
放
っ
て
く
れ
た
か
わ
か
ら
な
い
。

で
も
、時
間
が
で
き
る
と
今
度
は
心
が
満
た
さ
れ
な
い
。ソ
ー
プ
ド
ラ
マ

も
フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
メ
デ
ィ
も
い
い
け
れ
ど
、何
だ
か
ど
れ
も
こ
れ
も
雑

駁
で
、日
本
人
の
私
た
ち
に
は
合
わ
な
い
大
味
な
も
の
し
か
な
い
⋮
⋮
、

そ
う
思
い
始
め
た
の
が
女
性
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
情
報
誌
の
創
刊
が
相
次
い

だ
七
〇
年
代
の
こ
と
な
の
で
あ
る（﹃an

・an

﹄
一
九
七
〇
年
創
刊
、

﹃n
o
n

・no

﹄一
九
七
一
年
創
刊
、図
₁
）。

　
﹁
わ
が
意
を
得
た
り
﹂と
大
多
数
が
感
じ
た
女
性
誌
の
創
刊
は
、た
ち

ま
ち
に
し
て
時
代
の
思
考
を
創
り
始
め
た
。そ
の
時
代
に
は
ま
だ
欧
州

図1	（左）『non・no』創刊号表紙、1971年、集英社　（右）『an・an』創刊号表紙、1970年、平凡出版（現・マガジンハウス）
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は
遠
く
、経
済
的
事
情
か
ら
、そ
れ
ま
で
香
港
・
ハ
ワ
イ
し
か
リ
ア
ル
な

海
外
旅
行
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
存
在
し
得
な
か
っ
た
が
、女
性
た
ち
は
実

は
大
正
時
代
か
ら
現
実
と
は
違
う
と
こ
ろ
で
欧
州
を
見
て
い
た
。叙
情

画
を
手
段
と
し
て
大
正
モ
ダ
ン
の
中
で
蕗
谷
虹
児
が
、中
原
淳
一
が
女

性
た
ち
の
意
識
に
パ
リ
を
持
ち
込
み
、内
藤
ル
ネ
・
藤
田
ミ
ラ
ノ︵
図
₂
︶

が
そ
れ
に
継
い
で
欧
州
へ
の
想
い
を
育
て
て
い
っ
た
。藤
田
ミ
ラ
ノ
は

七
〇
年
代
に
パ
リ
へ
移
住
、マ
ン
ガ
が
少
女
誌
を
リ
ー
ド
す
る
よ
う
に

な
る
と
、高
橋
真
琴
へ
と
そ
の
バ
ト
ン
が
渡
さ
れ
て
い
く
。

　

女
性
誌
で
は
、毎
号
の
よ
う
に
欧
州
特
集
が
組
ま
れ
、美
術
館
や
石
畳

の
路
地
、ツ
ア
ー
で
は
行
け
な
い
よ
う
な
小
さ
な
レ
ー
ス
の
店
な
ど
が

紹
介
さ
れ
た
。そ
こ
で
育
ま
れ
る
夢
は
、右
肩
上
が
り
の
好
景
気
で
あ
っ

た
が
故
に
、実
現
可
能
な
希
望
に
繫
が
っ
て
い
く
。ま
た
、そ
れ
を
敏
感

に
感
じ
な
い
よ
う
で
は
、次
の
世
代
に
何
も
語
る
こ
と
が
出
来
な
い
。時

代
の
匂
い
を
ま
と
い
、次
の
方
向
を
指
し
示
す
こ
と
。そ
れ
は
読
者
に
新

し
い
知
識
を
提
供
す
べ
き
立
場
の
漫
画
家
に
と
っ
て
、必
須
の
条
件
だ

っ
た
。そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
、自
分
の
言
葉
を
読
者
に
聞
い
て
も
ら
う

こ
と
は
出
来
な
い
の
だ
。そ
れ
ほ
ど
の
強
い
必
然
性
が
あ
っ
た
と
言
っ

て
よ
い
。

　

つ
ま
り
、七
〇
年
代
の
少
女
マ
ン
ガ
家
た
ち
は
戦
略
と
し
て
時
代
の

匂
い
を
ま
と
い
、自
分
の
言
葉
を
聞
い
て
も
ら
う
た
め
に
欧
州
を
、大
多

数
に
求
め
ら
れ
る﹁
欧
州
の
﹂芸
術
性
を
、表
現
ス
タ
イ
ル
の
中
に
取
り

入
れ
て
い
っ
た
の
だ
。私
本
人
の
こ
と
で
言
え
ば
、デ
ビ
ュ
ー
当
初
の
作

風
は
日
本
的
な
生
活
マ
ン
ガ
だ
っ
た
が
、七
二
年
に
入
る
と
欧
州
の
生

活
感
を
表
す
た
め
に
努
力
し
て
い
る
。元
々
の
質
と
は
違
う
の
が
明
ら

か
で
あ
る︵
図
₃
︶。

　

欧
州
を
描
く
こ
と
は
、即
ち
芸
術
性
を
醸
す
こ
と
に
繫
が
る
。当
時
の

欧
州
は
生
活
の
中
に
芸
術
が
そ
の
ま
ま
存
在
す
る
場
所（
建
物
、自
然
、

生
活
具
、美
術
館
が
渾
然
一
体
）で
あ
り
、そ
れ
こ
そ
が
欧
州
の
無
形
文

化
財
で
あ
る
と
私
た
ち
は
感
じ
て
い
た
。ま
だ
自
分
の
足
で
は
欧
州
に

行
け
な
い
読
者（
少
女
誌
は
中
学
生
対
象
）の
た
め
に
、で
き
る
限
り
リ

ア
ル
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
届
け
た
く
て
、自
分
た
ち
で
ア
テ
ン
ド
す
る
一

个
月
半
の
欧
州
滞
在
を
敢
行
し
、壁
の
厚
さ
や
ド
ア
の
大
き
さ
、住
居
構

造
ま
で
確
か
め
て
欧
州
の
生
活
感
を
描
く
こ
と
に
努
力
し
た（
そ
の
後
、

欧
州
か
ら
の
マ
ン
ガ
学
部
研
究
科
留
学
生
に
よ
っ
て
、﹁
全
く
違
和
感
が

な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
﹂と
評
価
さ
れ
る
）。

　

芸
術
は
、戦
後
復
興
に
忙
し
い
時
代
に
は
大
衆
の
も
の
で
は
な
か
っ

た
。﹁
ハ
イ
ソ
な
人
々
の
趣
味
﹂で
し
か
な
く
、大
衆
に
と
っ
て
は
年
に
一

度
、日
展
や
二
科
展
で
拝
見
す
る
だ
け
の
高
尚
な
も
の
だ
っ
た
が
、七
〇

年
代
あ
た
り
か
ら﹁
芸
術
と
は
何
か
﹂﹁
パ
ト
ロ
ン
と
芸
術
家
の
関
係
と

は
？
﹂﹁
芸
術
の
生
ま
れ
た
経
緯
﹂﹁
芸
術
家
の
人
物
像
﹂⋮
⋮
と
い
う
よ

う
な
方
向
に
ま
で
大
衆
の
興
味
は
拡
が
り
始
め
、情
報
誌
は
次
々
に
そ

れ
に
答
え
て
い
っ
た
。充
分
に
与
え
ら
れ
た
誌
面
は
、﹁
大
衆
向
け
﹂を
超

え
た
真
面
目
な
記
事
に
す
る
だ
け
の
余
裕
が
あ
っ
た
。そ
の
こ
と
も
少

女
マ
ン
ガ
に
お
け
る
芸
術
性
指
向
に
、大
き
な
力
を
与
え
た
と
考
え
る
。

ま
ず
大
衆
が
関
心
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
、そ
れ
を
指
向
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
ん
な
傾
向
に
つ
れ
て
、少
女
マ
ン
ガ
に
お
い
て
も
、画
面
を
欧
州
的

（
＝
芸
術
的
）に
飾
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、登
場
人
物
の
心
理
表
現
の
芸

術
性
に
関
し
て
も
、深
く
踏
み
込
ん
で
い
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。そ
れ

図2	 藤田ミラノ”quinze	 ans”ソシエテ・パリジェ
ンヌ・エディション、1974年 9月（中村圭子編
『藤田ミラノ―ヨーロッパに花開いた日本の
抒情』河出書房新社、2011年、69頁より転載）

図3	（左）竹宮惠子「ガラス屋通りで」1973年、別冊少女コミック5月号増刊『ちゃお』、小学館　（右）竹宮惠子「トゥ・リップルくん」1971年、『週刊少女コミック』夏の増刊号、小学館
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は
文
字
表
現
に
お
け
る
詩
文
や
レ
ト
リ
ッ
ク
、コ
マ

絵
に
お
け
る
心
理
表
現
、描
き
文
字
や
レ
イ
ア
ウ
ト
、

効
果
線
表
現
に
至
る
ま
で
、
可
能
な
限
り﹁
競
争
的

に
﹂デ
ィ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
っ
た︵
図
₄
︶。

　

ど
こ
を
ど
う
工
夫
す
れ
ば
、受
け
入
れ
や
す
く
て

新
し
く
、人
が
驚
く
よ
う
な
表
現
が
で
き
る
か
。そ
れ

は
表
現
者
で
あ
れ
ば
誰
で
も
が
考
え
る
、基
本
的
な

情
動
で
あ
る
。当
時
少
女
マ
ン
ガ
の
業
界
は
、幸
か
不

幸
か
、少
年
マ
ン
ガ
に
比
し
て
一
〇
分
の
一
の
シ
ェ

ア
し
か
な
か
っ
た
。そ
の
た
め
、経
済
活
動
が
表
現
に

対
し
て
さ
ほ
ど
優
先
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、

少
女
マ
ン
ガ
の
芸
術
性
に
と
っ
て
幸
運
だ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。七
〇
年
代
、少
女
マ
ン
ガ
で
は
思
う
存
分

に
実
験
的
な
新
し
さ
を
追
求
で
き
、自
由
な
表
現
の

開
拓
が
出
来
た
。芸
術
性
へ
の
指
向
は
、少
女
マ
ン
ガ

に
お
い
て
最
初
は
戦
略
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、後
に
は

そ
れ
が
目
的
・
目
標
に
な
っ
て
い
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

そ
れ
は
職
人
の
芸
術
へ
の
指
向
性
と
も
よ
く
似
て

い
る
。決
し
て
芸
術
を
自
ら
求
め
る
の
で
は
な
い
け

れ
ど
も
、自
分
の
仕
事
に
必
要
性
が
あ
る
の
な
ら
ば
、

熱
意
の
あ
る
職
人
は
そ
れ
を
追
求
す
る
こ
と
に
全
力

を
惜
し
ま
な
い
。結
果
そ
の
仕
事
は
芸
術
的
な
も
の

と
な
り
、評
価
を
受
け
る
。し
か
し
、求
め
た
も
の
は
あ
く
ま
で
も
大
衆

が
望
む
も
の
で
あ
る
か
ら
、芸
術
性
を
云
々
さ
れ
る
と
や
や
戸
惑
っ
て

し
ま
う
⋮
⋮
そ
の
よ
う
な
構
造
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

マ
ン
ガ
は
芸
術
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。そ
れ
は
漫
画
家
が
も
と
も

と
芸
術
活
動
を
す
る
つ
も
り
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。マ
ン
ガ
が
芸
術
的

で
あ
る
と
す
れ
ば
、読
者
と
作
者
の
間
に
理
想
的
な﹁
世
界
の
共
有
﹂が

生
ま
れ
、伝
達
が
完
了
し
た
と
き
に﹁
芸
術
的
だ
﹂と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。少
な
く
と
も
私
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
お
り
、マ
ン
ガ
が
今
後
芸
術

の
一
部
に
入
る
と
す
る
な
ら
、新
た
な
価
値
観
で
芸
術
を
見
渡
す
必
要

も
出
て
く
る
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
、表
現
の
ベ
ク
ト
ル
が
こ
れ
ま
で
の

芸
術
と
は
違
う
も
の
で
あ
る
。七
〇
年
代
少
女
マ
ン
ガ
に
芸
術
へ
の
指

向
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、芸
術
で
あ
ろ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
く
表

現
者
と
し
て
の
基
本
的
情
動
が
そ
う
さ
せ
た﹁
結
果
﹂で
あ
る
と
す
れ
ば
、

も
し
か
し
た
ら
そ
れ
は
、原
初
的
な
芸
術
な
の
だ
と
言
え
な
い
か
。そ
も

そ
も
芸
術
と
は
そ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
得
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の

か
。だ
と
し
た
ら
、マ
ン
ガ
の
芸
術
性
は
ど
う
観
賞
す
べ
き
な
の
か
？

　

︱
様
々
の
思
い
が
湧
い
て
く
る
。

図4	（左）名香智子「シャルトル公爵の愉しみ」1985〜2000年、『プチフラワー』、小学館　（右）萩尾望都「トーマの心臓」1974年、『週刊少女
コミック』、小学館
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特
集

漫
画
と
マ
ン
ガ
、そ
し
て
芸
術

15

一
九
六
〇
年
代
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ン
ガ
文
化

―
第
九
芸
術
へ
の
道（

１
）

古永真一

　
﹁
フ
ラ
ン
ス
で
は
Ｂ
バ
ン
ド
デ
シ
ネ

Ｄ［
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
マ
ン
ガ
］は
第
九
芸
術
と

し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
﹂な
ど
と
い
う
と
、芸
術
の
国
フ
ラ
ン
ス
で
は
昔

か
ら
マ
ン
ガ
が
ア
ー
ト
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
錯
覚
す
る
か

も
し
れ
な
い
。し
か
し
第
九
芸
術
と
い
う
名
称
が
使
わ
れ
始
め
た
の
は
、

た
か
だ
か
半
世
紀
前
に
過
ぎ
ず
、こ
の
名
称
の
普
及
に
尽
力
し
た
の
は

美
術
の
評
論
家
や
研
究
者
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
専
門
家
で
は
な
く
、さ

ま
ざ
ま
な
マ
ン
ガ
愛
好
家
の
集
ま
り
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
知

ら
れ
て
い
な
い
。一
般
的
に
言
っ
て
マ
ン
ガ
と
い
う
自
由
闊
達
で
猥
雑

な
表
現
は
、各
国
の
お
国
柄
を
反
映
し
な
が
ら
独
自
の
発
展
を
遂
げ
て

き
た
が
、フ
ラ
ン
ス
の
場
合
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。マ
ン
ガ
を
芸

術
と
し
て
評
価
す
る
と
い
う
状
況
は
ど
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
た
の
だ
ろ

う
か
。

　

本
稿
で
は
一
九
六
〇
年
代
に
結
成
さ
れ
た
バ
ン
ド
デ
シ
ネ
・
ク
ラ
ブ

［C
lu

b
 d

es b
an

d
es d

essin
ées

略
し
て
Ｃ
Ｂ
Ｄ
］の
活
動
に
着
目

す
る
。最
初
の
国
際
的
な
マ
ン
ガ
博
覧
会
を
企
画
し
、本
格
的
な
マ
ン
ガ

研
究
誌
を
立
ち
上
げ
た
と
自
認
す
る
彼
ら
の
活
動
は
、世
界
マ
ン
ガ
の

観
点
か
ら
も
、あ
る
い
は
六
〇
年
代
と
い
う
激
動
の
時
代
を
考
察
す
る

と
き
に
も
、も
っ
と
注
目
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。い
っ
た
い
マ
ン
ガ

と
い
う
表
現
が
ア
ー
ト
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
社
会
で
一
定
の
認
知
を
獲
得

す
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、ど
の
よ
う
な
人
た
ち
が
い
か
な
る
集
団
を

組
織
し
、ど
ん
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。そ
の

さ
い
に
い
か
な
る
価
値
観
が
マ
ン
ガ
の
認
知
に
寄
与
し
、い
か
な
る
偏

見
が
た
ち
ふ
さ
が
っ
た
か
を
概
観
し
て
み
た
い
。

バ
ン
ド
デ
シ
ネ
・
ク
ラ
ブ
の
結
成

　

読
ん
で
楽
し
む
だ
け
な
ら
マ
ン
ガ
が
芸
術
と
し
て
社
会
的
に
認
知
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。気
晴
ら
し
と
し
て
消
費
さ
れ
る
か
、密
か
に
読
者
の

心
の
糧
と
な
る
だ
け
で
あ
る
。社
会
で
認
知
さ
れ
る
た
め
に
は
何
か
積

極
的
な
ア
ク
シ
ョ
ン
が
必
要
だ
。Ｂ
Ｄ
の
場
合
、一
九
六
二
年
三
月
二
十

九
日
に
結
成
さ
れ
た
バ
ン
ド
デ
シ
ネ
・
ク
ラ
ブ［
Ｃ
Ｂ
Ｄ
］が
そ
の
先
駆

け
と
な
っ
た
。Ｃ
Ｂ
Ｄ
は
単
な
る
愛
好
会
で
は
な
く
、Ｂ
Ｄ
と
い
う
表
現

手
段
の
真
価
を
訴
え
る
た
め
に
結
成
さ
れ
た
最
初
の
本
格
的
な
研
究
会

で
あ
る
。機
関
誌﹃G

iff W
iff

﹄に
は﹁
Ｂ
Ｄ
と
そ
の
反
響
を
研
究
し
て
世

間
に
知
ら
し
め
る
こ
と
。Ｂ
Ｄ
の
普
及
を
促
進
す
る
こ
と
。絶
版
と
な
っ

て
い
る
Ｂ
Ｄ
の
古
典
作
品
の
傑
作
を
再
版
す
る
こ
と
﹂と
い
う
三
つ
の

結
成
目
的
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る

（
₂
）

。創
設
メ
ン
バ
ー
に
は
映
画
や
大
衆
文

学
に
造
詣
の
深
い
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ラ
カ
サ
ン
、マ
ン
ガ
好
き
で
知
ら
れ
る

映
画
監
督
ア
ラ
ン
・
レ
ネ
、後
に
セ
ク
シ
ー
な
ヒ
ロ
イ
ン
の
活
躍
す
る
Ｓ

Ｆ
マ
ン
ガ﹃
バ
ー
バ
レ
ラ
﹄
で
知
ら
れ
る
マ
ン
ガ
家
ジ
ャ
ン=

ク
ロ
ー

ド
・
フ
ォ
レ
ス
ト
、気
鋭
の
社
会
学
者
エ
ヴ
リ
ン
・
シ
ュ
ル
ロ
が
い
た
。そ

の
他
、ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
や
レ
ー
モ
ン
・
ク
ノ
ー
、社
会
学
者
エ
ド
ガ

ー
ル
・
モ
ラ
ン
、国
立
図
書
館
の
版
画
部
門
の
責
任
者
を
長
ら
く
務
め
た

美
術
批
評
家
ジ
ャ
ン
・
ア
デ
マ
ー
ル
、イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
や
ド

イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
研
究
で
知
ら
れ
る
マ
ル
セ
ル
・
ブ
リ
ヨ
ン
、﹃
フ
ラ
ン

ス
・
ソ
ワ
ー
ル
﹄紙
の
編
集
に
敏
腕
を
振
る
っ
た
ピ
エ
ー
ル
・
ラ
ザ
レ
フ
、

数
々
の
賞
を
受
賞
し
た
有
能
な
テ
レ
ビ
番
組
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
ジ
ャ

ン=

ク
リ
ス
ト
フ
・
ア
ヴ
ェ
ル
テ
ィ
、脚
本
家
で
映
画
評
論
家
の
レ
モ
・

フ
ォ
ル
ラ
ー
ニ
、ア
ラ
ン
・
レ
ネ
監
督
作
品﹃
去
年
マ
リ
エ
ン
バ
ー
ト
で
﹄

に
出
演
し
た
女
優
デ
ル
フ
ィ
ー
ヌ
・
セ
イ
リ
グ
ら
が
会
の
趣
旨
に
賛
同

し
た
。ま
さ
に
多
士
済
々
と
い
っ
た
面
々
だ
が
、映
画
や
テ
レ
ビ
と
い
っ

た
映
像
メ
デ
ィ
ア
や
新
聞
や
雑
誌
と
い
っ
た
活
字
メ
デ
ィ
ア
の
業
界
人

が
目
立
っ
て
い
る
。ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
権
威
と
で
も
呼
べ
そ
う
な
人
物

は
、一
九
六
四
年
に
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
の
会
員
に
選
出
さ
れ

た
マ
ル
セ
ル
・
ブ
リ
ヨ
ン
だ
ろ
う
か
。と
い
っ
て
も
ブ
リ
ヨ
ン
は
美
術
の

専
門
家
の
枠
を
超
え
た
書
き
手
で
あ
り
、日
本
で
も
美
術
論
や
小
説
や

さ
ま
ざ
ま
な
著
作
が
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。ブ
リ
ヨ
ン
は
い
ち
は
や
く﹁
猫

の
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
あ
る
い
は
創
造
的
ポ
エ
ジ
ー
﹂（
一
九
二
八
）と
題
し

た
論
文
を
書
き
、﹁
バ
ン
ド
デ
シ
ネ
・
ク
ラ
ブ
の
創
始
者
は
私
で
す
よ
﹂と

ラ
カ
サ
ン
に
語
っ
て
い
た
と
い
う

（
₃
）

。

　

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ラ
カ
サ
ン
の﹁
い
か
に
し
て
バ
ン
ド
デ
シ
ネ
・
ク
ラ
ブ

はC
. E

. L
. E

. G （
₄
）.

に
な
っ
た
か
﹂に
よ
れ
ば
、Ｃ
Ｂ
Ｄ
は
以
下
の
よ

う
な
経
緯
で
結
成
さ
れ
た
。一
九
六
一
年
五
月
、ジ
ャ
ン=

ク
ロ
ー
ド
・

ロ
メ
ー
ル

︱
後
に
俳
優
や
映
画
研
究
家
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
に
な

る

︱
の
書
い
た﹁
一
九
四
〇
年
以
前
の
絵イ
リ
ュ
ス
ト
レ

入
り
雑
誌
研
究
﹂が
、フ
ラ

ン
ス
の
Ｓ
Ｆ
雑
誌﹃
フ
ィ
ク
シ
オ
ン
﹄第
90
号
に
掲
載
さ
れ
る
。そ
の
二

个
月
後
、そ
の
記
事
に
応
え
る
形
で
ス
イ
ス
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、ピ
エ

ー
ル
・
ス
ト
リ
ナ
ッ
テ
ィ
の﹁
バ
ン
ド
デ
シ
ネ
と
Ｓ
Ｆ
：
フ
ラ
ン
ス
の
黄

金
時
代（1934

︱1940

）﹂
と
い
う
記
事
が
同
誌
に
掲
載
さ
れ
て
大
き
な

反
響
を
呼
ぶ
。そ
こ
で
ア
ラ
ン
・
レ
ネ
が
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ラ
カ
サ
ン
に﹃
フ

ィ
ク
シ
オ
ン
﹄誌
の
編
集
部
と
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
る
こ
と
を
勧
め
、編
集

長
ア
ラ
ン
・
ド
レ
ミ
ュ
ー
は
、ジ
ャ
ン=

ク
ロ
ー
ド
・
フ
ォ
レ
ス
ト
を
連
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れ
て
、ラ
カ
サ
ン
の
家
を
訪
問
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。途
中
で
出
く
わ
し

た
映
画
監
督
ク
リ
ス
・
マ
ル
ケ
ル
も
同
席
し
た
。﹃
フ
ィ
ク
シ
オ
ン
﹄を
機

縁
に
結
ば
れ
た
人
た
ち
が
、雑
誌
記
事
の
反
応
か
ら
マ
ン
ガ
に
対
す
る

関
心
の
高
ま
り
を
敏
感
に
察
知
し
て
動
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。ち
な
み

に
ラ
カ
サ
ン
の﹃
第
九
の
芸
術﹁
バ
ン
ド
デ
シ
ネ
﹂の
た
め
に
﹄で
は
、結

成
の
理
由
と
し
て
、マ
ン
ガ
に
対
し
て
批
判
的
な
教
育
者
、青
少
年
ク
ラ

ブ
の
指
導
者
、社
会
学
者
、批
評
家
た
ち
に
立
ち
向
か
う
た
め
に﹁
か
つ

て
子
供
だ
っ
た
﹂自
分
た
ち
が
立
ち
上
が
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

（
₅
）

。当

時
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、一
九
四
九
年
に
制
定
さ
れ
た
検
閲
法
を
後
ろ
盾

に
と
っ
た
管
理
委
員
会
が
青
少
年
向
け
の
雑
誌
や
マ
ン
ガ
を
取
り
締
ま

っ
て
い
た
。出
版
社
は
出
版
前
に
委
員
会
に
見
本
を
提
出
し
て
判
断
を

仰
が
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。ラ
カ
サ
ン
の
自
伝
に
は
、タ
ー
ザ
ン
の
ふ
り

あ
げ
る
短
剣
が
し
ば
し
ば
攻
撃
的
だ
と
批
判
さ
れ
た
こ
と
や
、タ
ー
ザ

ン
の
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
を
露
出
の
少
な
い
バ
ミ
ュ
ー
ダ
・
パ
ン
ツ
に
変
更

す
る
よ
う
に
指
摘
さ
れ
、タ
ー
ザ
ン
が
子
供
向
け
の
雑
誌
に
居
場
所
を

失
っ
て
し
ま
っ
た
内
情
が
明
か
さ
れ
て
い
る

（
₆
）

。

　

か
く
し
て
一
九
六
一
年
十
二
月
に
Ｃ
Ｂ
Ｄ
の
結
成
が
決
定
さ
れ
、翌

年
一
月﹃
フ
ィ
ク
シ
オ
ン
﹄に
そ
の
旨
が
告
知
さ
れ
た
。ア
ラ
ン
・
レ
ネ
の

主
張
に
よ
り
、単
な
る
懐
古
趣
味
で
は
な
く
新
た
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
漫

画
表
現
の
展
開
を
模
索
す
る
と
い
う
方
針
が
決
め
ら
れ
た（
と
は
い
え

テ
ィ
エ
リ
・
グ
ル
ン
ス
テ
ン
の
よ
う
な
後
進
の
研
究
者
か
ら
い
わ
ゆ
る

﹁
ア
メ
コ
ミ

（
₇
）

﹂
に
偏
っ
た
懐
古
趣
味
が
批
判
さ
れ
る
の
だ
が

（
₈
）

）。
機
関
誌

﹃G
iff

 W
iff

﹄の
発
行
が
決
定
さ
れ
、こ
の
珍
妙
な
タ
イ
ト
ル
は
、ハ
ロ
ル

ド
・
ク
ネ
ル
の
マ
ン
ガ﹃P

im
, P

am
, P

o
u
m

﹄︹T
h
e K

atzen
jam

-

m
er K

id
s

の
仏
語
タ
イ
ト
ル
︺
に
登
場
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
ち
な

ん
で
フ
ォ
レ
ス
ト
が
命
名
し
た
。真
珠
を
食
べ
る﹁
半
魚
・
半
ビ
ー
バ
ー
﹂

の
姿
を
し
た
こ
の
動
物
は
雑
誌
の
表
紙
に
も
描
か
れ
て
い
る
が
、シ
リ

ア
ス
な
内
容
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
意
図
的
に
狙
っ
た
の
だ
と
い
う
。六
五

年
二
月
五
日
に
は
、イ
タ
リ
ア
の
ボ
ル
デ
ィ
ゲ
ー
ラ
で（
ラ
カ
サ
ン
に
よ

れ
ば
）
マ
ン
ガ
に
関
す
る
最
初
の
国
際
会
議
が
開
催
さ
れ
る
。﹃G

iff 

W
iff

﹄に
掲
載
さ
れ
た
壇
上
の
写
真
に
は
、ラ
カ
サ
ン
と
一
緒
に
ボ
ル
デ

ィ
ゲ
ー
ラ
の
市
長
の
姿
も
見
え
る
。ロ
ー
マ
大
学
社
会
学
部
も
協
力
し

た
よ
う
だ
。図
版
の
拡
大
コ
ピ
ー
が
展
示
さ
れ
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ

カ
の
マ
ン
ガ
家
が
講
演
し
て
フ
ァ
ン
と
交
流
を
深
め
た
。六
七
年
三
月

か
ら
六
八
年
十
月
ま
で
マ
ン
ガ
の
歴
史
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
紹
介
す
る

テ
レ
ビ
番
組
が
放
映
さ
れ
、ラ
カ
サ
ン
の
他
、フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
カ
ラ
デ
ッ

ク
、ル
ネ
・
ゴ
シ
ニ
ー
ら
が
出
演
し
た
。ま
た
マ
ン
ガ
の
影
響
を
受
け
た

映
画
を
表
彰
す
るG

iff W
iff

賞
が
設
け
ら
れ
、ク
リ
ス
・
マ
ル
ケ
ル
の

Ｓ
Ｆ
映
画﹃
ラ
・
ジ
ュ
テ
﹄や
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・
ヴ
ァ
ー
グ
の
旗
手
と
し
て
知

ら
れ
る
ピ
エ
ー
ル
・
カ
ス
ト
の
短
篇﹃
灼
熱
の
太
陽L

a b
rû

lu
re d

e 

m
ille so

leils

﹄が
受
賞
し
て
い
る
。た
し
か
に
ス
チ
ル
写
真
を
使
っ
た

非
連
続
的
な
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
よ
る﹃
ラ
・
ジ
ュ
テ
﹄は
、マ
ン
ガ
の
影
響

が
感
じ
ら
れ
な
く
も
な
い
。ち
な
み
に
マ
ル
ケ
ル
は
、カ
ス
ト
の
短
篇
の

編
集
や
ア
ラ
ン
・
レ
ネ
の﹃
夜
と
霧
﹄の
助
監
督
も
務
め
て
い
る
。マ
ン
ガ

に
関
し
て
は
懐
古
趣
味
と
い
う
批
判
を
浴
び
た
Ｃ
Ｂ
Ｄ
だ
が
、映
画
に

関
し
て
は
同
時
代
の
先
鋭
的
な
作
品
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。ま
た
映
画
と
の
類
縁
や
差
異
や
影
響
関
係
を
研
究
す
る
こ

と
が
、第
九
芸
術
と
し
て
の
Ｂ
Ｄ
の
認
知
を
促
進
し
関
心
を
高
め
る
と

考
え
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る

（
₉
）

。

第
九
芸
術
の
功
労
者��
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ラ
カ
サ
ン

　

Ｃ
Ｂ
Ｄ
の
活
動
の
中
心
に
い
た
の
は
、映
画
や
大
衆
小
説
と
い
っ
た

フ
ィ
ー
ル
ド
で
旺
盛
な
執
筆
活
動
を
展
開
し
て
い
た
会
長
の
フ
ラ
ン
シ

ス
・
ラ
カ
サ
ン（F

ran
cis L

acassin
, 1931

︱2008

）で
あ
る

（
10
）

。無
類
の

映
画
好
き
で
も
あ
っ
た
ラ
カ
サ
ン
は
、パ
リ
の
シ
ネ
ク
ラ
ブ
で
さ
ま
ざ

ま
な
映
画
を
紹
介
し
、映
画
に
関
す
る
著
作
を
執
筆
し
て
い
る

（
11
）

。特
筆
す

べ
き
は
、長
い
編
集
活
動
の
な
か
で
五
〇
〇
も
の
序
文
を
書
き
、大
衆
文

学
の
認
知
に
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
た
こ
と
で
あ
る
。ラ
カ
サ
ン
が
ジ

ョ
ル
ジ
ュ
・
シ
ム
ノ
ン
、ジ
ャ
ッ
ク
・
ロ
ン
ド
ン
、ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
ル
・
ル

ー
ジ
ュ
と
い
っ
た
作
家
を
発
掘
し
た
本
の
目
利
き
で
あ
り
、出
版
界
に

一
定
の
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、Ｂ
Ｄ
の
認
知
に
少
な

か
ら
ず
貢
献
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
﹁
第
九
芸
術
﹂と
い
う
名
称
は
、一
九
六
四
年
に
映
画
評
論
家
ク
ロ
ー

ド
・
ベ
イ
リ
ー
が
最
初
に
使
い
、同
年
モ
リ
ス
ら
も
コ
ラ
ム
の
タ
イ
ト
ル

（﹁
第
九
の
芸
術

︱
バ
ン
ド
デ
シ
ネ
美
術
館
﹂）に
採
用
し
た
が
、名
称

の
普
及
に
一
役
買
っ
た
の
は
ラ
カ
サ
ン
の
著
書﹃
第
九
の
芸
術﹁
バ
ン
ド

デ
シ
ネ
﹂の
た
め
に
﹄（
一
九
七
一
）で
あ
ろ
う
。こ
の
本
は
、﹃G

iff W
iff

﹄、

﹃
ラ
ル
ー
ス
大
百
科
事
典
﹄、﹃
マ
ガ
ジ
ン
・
リ
テ
レ
ー
ル
﹄、﹃
レ
ッ
ト
ル
・

フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
﹄、﹃
シ
ネ
マ
﹄な
ど
六
〇
年
代
に
各
種
媒
体
に
発
表
さ
れ

た
テ
ク
ス
ト
が
ま
と
め
ら
れ
、巻
末
の
世
界
マ
ン
ガ
史
の
年
表

︱
日

本
の
マ
ン
ガ
の
記
述
が
な
い
の
で
正
確
に
言
え
ば
欧
米
の
マ
ン
ガ
史

︱
を
加
え
る
と
五
〇
〇
ペ
ー
ジ
を
超
え
る
、い
わ
ば
ラ
カ
サ
ン
の
Ｂ

Ｄ
論
の
集
大
成
の
よ
う
な
本
だ
。四
部
構
成
24
章
か
ら
な
る
そ
の
内
容

は
、先
史
芸
術
に
始
ま
る
イ
メ
ー
ジ
の
歴
史
、マ
ン
ガ
の
古
典
作
品
の
解

説
、マ
ン
ガ
作
品
論
、マ
ン
ガ
と
映
画
の
関
係
論
に
大
別
で
き
る
。日
本

で
は﹃
劇
画
の
歴
史
﹄（
河
出
書
房
新
社
、一
九
七
四
）と
い
う
タ
イ
ト
ル

の
邦
訳
で
知
ら
れ
て
い
る
同
時
期
に
出
た
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ブ
ラ
ン
シ
ャ

ー
ル
の﹃
バ
ン
ド
デ
シ
ネ

︱
先
史
時
代
か
ら
現
代
ま
で
の
イ
メ
ー
ジ

の
歴
史
﹄（
一
九
六
九
）と
同
様
に
、有
史
以
前
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
筆
を
起

こ
し
つ
つ
、テ
プ
フ
ェ
ー
ル
を
ジ
ャ
ン
ル
の
始
祖
と
す
る
認
識
は
共
通

し
て
い
る
。た
だ
献
辞
に﹁
マ
ン
ガ
を
第
九
芸
術
た
ら
し
め
る
の
に
貢
献

し
た
バ
ー
ン
・
ホ
ガ
ー
ス
へ
。私
が
第
九
芸
術
の
歴
史
家
に
な
る
こ
と
に

貢
献
し
た
ア
ラ
ン
・
レ
ネ
へ
﹂と
あ
る
よ
う
に
、﹁
第
九
芸
術
﹂と
い
う
名

称
を
自
覚
的
に
何
度
も
使
い
な
が
ら
、敬
愛
す
る
マ
ン
ガ
家
と
親
し
い

映
画
監
督
に
オ
マ
ー
ジ
ュ
が
捧
げ
ら
れ
て
い
る
。当
時
ラ
カ
サ
ン
は
タ

ー
ザ
ン
の
マ
ン
ガ
や
映
画
に
つ
い
て
熱
心
に
書
い
て
お
り
、ハ
ル
・
フ
ォ

ス
タ
ー
か
ら
引
き
継
い
で
タ
ー
ザ
ン
を
描
い
た
バ
ー
ン
・
ホ
ガ
ー
ス
を

ひ
じ
ょ
う
に
高
く
評
価
し
て
い
た
。﹃
第
九
の
芸
術﹁
バ
ン
ド
デ
シ
ネ
﹂の

た
め
に
﹄で
も
、ラ
カ
サ
ン
は
バ
ー
ン
・
ホ
ガ
ー
ス
を
卓
越
し
た
人
体
描
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写
か
ら
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に
な
ぞ
ら
え
、ホ
ガ
ー
ス
が
映
画
的
な
手
法

を
駆
使
し
て
フ
ォ
ス
タ
ー
よ
り
も
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
タ
ー
ザ
ン
を
描

い
た
こ
と
が
マ
ン
ガ
の
芸
術
性
を
高
め
た
と
主
張
し
て
い
る
。マ
ン
ガ

の
線
画
に
備
わ
る
美
的
価
値
を
美
術
史
に
結
び
つ
け
る
の
は
な
か
な
か

注
意
を
要
す
る
作
業
だ
が
、念
の
た
め
に
付
記
し
て
お
く
と
美
術
理
論

家
で
教
育
者
で
も
あ
る
ホ
ガ
ー
ス
に
は
人
体
解
剖
学
に
関
す
る
著
作
も

あ
り
、ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
と
の
比
較
は
唐
突
な
も
の
で
は
な
い
。

　

ラ
カ
サ
ン
の
著
書
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、マ
ン
ガ
と
映
画
の
相
互
の

影
響
関
係
に
つ
い
て
紙
片
が
割
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。ラ
カ
サ
ン

自
身
が
映
画
に
詳
し
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、牽
強
付
会
ぎ
み
に
美

術
史
に
関
係
づ
け
る
よ
り
も﹁
か
み
あ
わ
せ
﹂が
い
い
と
判
断
し
た
の
だ

ろ
う
。例
え
ば
フ
ェ
リ
ー
ニ
や
ア
ラ
ン
・
レ
ネ
と
い
っ
た
映
画
監
督
と
マ

ン
ガ
の
関
係
に
そ
れ
ぞ
れ
一
章
も
う
け
ら
れ
て
い
る
。実
際
、ア
ラ
ン
・

レ
ネ
は
ミ
ル
ト
ン
・
カ
ニ
フ
の
コ
ミ
ッ
ク
・
ス
ト
リ
ッ
プ﹃
テ
リ
ー
と
海

賊
た
ち
﹄を
読
ま
な
か
っ
た
な
ら
、﹃
ヒ
ロ
シ
マ
、モ
ナ
ム
ー
ル
﹄は
作
れ

な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
ラ
カ
サ
ン
に
語
っ
て
い
た

（
12
）

。ラ
カ
サ
ン
は
デ
ッ
サ

ン
の
技
量
と
、映
画
的
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
駆
使
し
た
コ
マ
割
り
に
マ
ン

ガ
の
芸
術
性
と
可
能
性
を
み
よ
う
と
す
る
。大
衆
文
学
の
泰
斗
で
あ
る

ラ
カ
サ
ン
な
ら
ば
、マ
ン
ガ
の
文
学
性
に
着
目
す
る
と
い
う
観
点
も
あ

り
え
た
は
ず
だ
が
、当
時
は
そ
の
よ
う
な
切
り
口
は
難
し
か
っ
た
と
想

像
さ
れ
る
。

　

と
い
う
の
も
、そ
う
し
た
状
況
を
う
か
が
わ
せ
る
書
物
が
あ
る
の
だ
。

﹃
第
九
の
芸
術﹁
バ
ン
ド
デ
シ
ネ
﹂
の
た
め
に
﹄
の
前
年
に
出
版
さ
れ
た

﹃
周

パ
ラ
・
リ
テ
ラ
チ
ュ
ー
ル

辺
文
学
を
め
ぐ
る
対
話
﹄（
一
九
七
〇
）と
い
う
本
だ

（
13
）

。一
九
六
七
年

九
月
一
日
か
ら
十
日
ま
で
フ
ラ
ン
ス
の
ス
リ
ジ
ー
・
ラ
・
サ
ル
の
国
際
文

化
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
た
セ
ミ
ナ
ー
の
記
録
で
あ
る
。メ
ロ
ド
ラ
マ
、大

衆
小
説
、フ
ォ
ト
・
ロ
マ
ン
、推
理
小
説
、マ
ン
ガ
、小
説
の
挿
絵
⋮
⋮
と

い
っ
た
テ
ー
マ
を
周

パ
ラ
・
リ
テ
ラ
チ
ュ
ー
ル

辺
文
学
と
し
て
捉
え
、参
加
者
の
発
表
と
質
疑
応

答
が
詳
細
に
綴
ら
れ
て
い
る
。ラ
カ
サ
ン
の
他
に
は
、詩
人
ジ
ャ
ン
・
ト

ル
テ
ル
、
Ｃ
Ｂ
Ｄ
副
会
長
エ
ヴ
リ
ン
・
シ
ュ
ル
ロ
、O

ウ

リ

ポ

U
L
IP

O

（
潜
在
文

学
工
房
）の
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ル
・
リ
ヨ
ネ
や
ノ
エ
ル
・
ア

ル
ノ
ー
や
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
カ
ラ
デ
ッ
ク
ら
が
参
加
し
て
い
る
。

　

ラ
カ
サ
ン
は
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
シ
ム
ノ
ン
に
関
す
る
発
表
と﹁
大
衆
文
学

と
マ
ン
ガ
の
原
型
に
関
す
る
比
較
研
究
﹂
︱
テ
ク
ス
ト
は﹃
第
九
の
芸

術
﹄に
も
収
録
さ
れ
て
い
る

︱
と
題
す
る
発
表
を
し
て
い
る
。本
書
で

問
題
と
な
る
の
は
マ
ン
ガ
に
関
す
る
発
表
だ
が
、内
容
を
要
約
す
る
と
、

大
衆
社
会
の
分
析
に
お
い
て
は﹁
時
代
の
証
言
﹂た
る
マ
ン
ガ
が
重
要
で

あ
る
こ
と
、マ
ン
ガ
も
大
衆
小
説
も
映
画
も
口
承
文
学
を
引
き
継
ぐ
ジ

ャ
ン
ル
で
あ
る
こ
と
が
力
説
さ
れ
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、特
に
フ
ラ
ン
ス
に
お

い
て
は
書
き
言
葉
が
重
視
さ
れ
る
あ
ま
り
に
大
人
向
け
の
マ
ン
ガ
も
子

供
向
け
の
週
刊
誌
に
し
か
居
場
所
が
な
い
こ
と
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。

発
表
後
の
質
疑
応
答
が
な
か
な
か
辛
辣
で
、マ
ン
ガ
の
文
章
と
い
う
も

の
は
い
く
つ
か
の
特
権
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
表
す
た
め
に
物
語
的
な
時
間

の
厚
み
を
犠
牲
に
し
た
要
約
的
な
記
号
に
過
ぎ
ず
、あ
る
種
の﹁
反
・
読

書
﹂を
勧
め
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
と
ジ
ャ
ン
・
ト
ル
テ
ル
が
批
判
し

て
い
る

（
14
）

。そ
れ
に
対
し
て
ラ
カ
サ
ン
は
マ
ン
ガ
に
は
省
略
の
美
学
が
あ

る
と
反
論
す
る
。マ
ン
ガ
に
対
す
る
偏
見
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
余

白
や
省
略
を
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。マ
ン
ガ
を
読
む
た
め

に
は
、文
体
の
叙
情
的
な
流
れ
に
身
を
任
せ
る
だ
け
の
大
衆
小
説
を
読

む
と
き
と
は
違
っ
た
意
識
的
に
考
え
る
努
力
を
必
要
と
し
、マ
ン
ガ
は

﹁
反
・
読
書
﹂へ
と
促
す
の
で
は
な
く
新
た
な
知
覚
の
モ
ー
ド
を
提
示
し

て
い
る
の
だ
と
応
じ
て
い
る
。マ
ン
ガ
の
コ
マ
に
描
か
れ
た
特
権
的
な

イ
メ
ー
ジ
か
ら
漏
れ
た
物
語
的
要
素
は
い
っ
た
い
ど
う
な
る
の
だ
と
い

う
作
家
の
懸
念
に
対
し
て
、ラ
カ
サ
ン
は
行
間

︱
マ
ン
ガ
用
語
で
い

え
ば﹁
間
白
﹂
︱
を
想
像
し
て
読
み
取
る
こ
と
も
知
的
な
読
解
な
の
だ

と
力
説
す
る
。総
じ
て
ア
メ
リ
カ
や
日
本
に
比
べ
て
書
き
言
葉
を
重
ん

じ
る
フ
ラ
ン
ス
文
化
の
壁
を
象
徴
す
る
よ
う
な
や
り
と
り
に
な
っ
て
お

り
、周

パ
ラ
・
リ
テ
ラ
チ
ュ
ー
ル

辺
文
学
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
も
マ
ン
ガ
の
認
知
に
苦

闘
し
て
い
る
様
子
が
感
じ
ら
れ
る
。

マ
ン
ガ
批
評
の
先
駆
者��

エ
ヴ
リ
ン
・
シ
ュ
ル
ロ

　

こ
の
よ
う
な
率
直
な
意
見
交
換
の
あ
っ
た
セ
ミ
ナ
ー
で
積
極
的
に
発

言
し
て
い
た
の
が
エ
ヴ
リ
ン
・
シ
ュ
ル
ロ（E

velyn
e S

u
llero

t, 1924

︱

）

で
あ
る
。彼
女
は
女
性
向
け
の
フ
ォ
ト
・
ロ
マ
ン

︱
ロ
マ
ン
・
フ
ォ
ト

と
も
呼
ば
れ
る
写
真
マ
ン
ガ
で
、実
際
に
は
男
性
の
読
者
が
多
い
こ
と

が
発
表
で
は
示
さ
れ
て
い
る

︱
に
つ
い
て
発
表
も
し
て
い
る
。Ｃ
Ｂ

Ｄ
の
副
会
長
だ
っ
た
シ
ュ
ル
ロ
は
、今
で
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
社
会
学

者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る（﹃
女
性
と
は
何
か
﹄や﹃
変
革
期
の
女
性
﹄と

い
っ
た
邦
訳
も
あ
る
）。Ｃ
Ｂ
Ｄ
に
は
お
お
む
ね
厳
し
い
評
価
を
く
だ
し

て
い
る
テ
ィ
エ
リ
・
グ
ル
ン
ス
テ
ン
も
、シ
ュ
ル
ロ
に
関
し
て
は
フ
ラ
ン

ス
に
お
け
る
Ｂ
Ｄ
の
理
論
的
研
究
の
萌
芽
が
感
じ
ら
れ
る
と
肯
定
的
に

触
れ
て
い
る

（
15
）

。

　

ラ
カ
サ
ン
に
よ
る
と
、四
人
の
子
供
の
母
で
あ
る
シ
ュ
ル
ロ
は
、子
供

た
ち
が
お
気
に
入
り
の
マ
ン
ガ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
真
似
す
る
の
に
腹
を

立
て
、マ
ン
ガ
を
批
判
す
る
た
め
に
読
み
始
め
た
が
、読
み
耽
る
う
ち
に

逆
に
マ
ン
ガ
の
価
値
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。例
え

ば﹃
ス
マ
ー
フ
物
語
﹄に
出
て
く
る
ス
マ
ー
フ
語
は
、人
間
社
会
の
優
れ

た
風
刺
に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
た
と
い
う

（
16
）

。シ
ュ
ル
ロ
は
ボ
ル
デ
ィ
ゲ

ー
ラ
の
マ
ン
ガ
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
も
参
加
し
、こ
の
と
き
の
発
表

は
好
評
を
博
し
た
よ
う
だ
。発
表
原
稿
を
も
と
に
イ
タ
リ
ア
の
雑
誌
社

の
協
力
を
得
て﹃
マ
ン
ガ
と
文
化
﹄と
い
う
書
名
で
出
版
さ
れ
て
い
る
か

ら
だ

（
17
）

。五
六
ペ
ー
ジ
の
薄
い
本
な
が
ら
も
、Ｂ
Ｄ
の
学
術
的
な
研
究
書
と

し
て
は
、ラ
カ
サ
ン
や
ブ
ラ
ン
シ
ャ
ー
ル
よ
り
も
早
い
。

　

こ
の
本
の
な
か
で
シ
ュ
ル
ロ
は
、傑
作
と
駄
作
を
見
極
め
る
た
め
の

マ
ン
ガ
批
評
が
今
こ
そ
必
要
で
あ
る
こ
と
、大
衆
文
化
を
研
究
す
る
う

え
で
マ
ン
ガ
が
も
っ
と
注
目
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。と
い

う
の
も
現
代
文
学
や
現
代
ア
ー
ト
は
、類
型
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
表
現

や
ウ
ェ
ル
メ
イ
ド
な
物
語
や
な
ん
ら
か
の
教
訓
を
も
た
ら
す
展
開
を
忌

避
す
る
傾
向
が
あ
る
た
め
に
、大
衆
社
会
の
実
像
を
捉
え
損
な
っ
て
い
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る
か
ら
だ
と
い
う
。文
学
的
に
は
凡
庸
な
物
語
だ
と
揶
揄
さ
れ
る
原
因

に
な
り
や
す
い
神
話
化
と
類
型
化
に
つ
い
て
、社
会
学
と
い
う
別
の
角

度
か
ら
評
価
し
て
い
こ
う
と
い
う
立
場
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。時
代

的
に
テ
レ
ビ
や
映
画
が
今
ほ
ど
発
展
し
て
い
な
い
の
で
、そ
の
面
で
マ

ン
ガ
を
過
大
評
価
し
て
い
る
印
象
は
あ
る
も
の
の
、シ
ュ
ル
ロ
は
マ
ン

ガ
を
大
衆
社
会
の
病
理
の
現
れ
と
し
て
一
方
的
に
断
ず
る
の
で
は
な
く
、

マ
ン
ガ
表
現
そ
の
も
の
の
可
能
性
を
論
じ
る
と
い
う
当
時
の
フ
ラ
ン
ス

で
は
勇
気
の
い
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
て
い
る
。た
し
か
に
マ
ン
ガ
は
、

時
代
の
感
性
や
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
を
捉
え
よ
う
と
す
る
と
き
の
貴
重
な
資

料
と
な
る
だ
ろ
う
。社
会
学
と
マ
ン
ガ
と
い
え
ば
、Ｃ
Ｂ
Ｄ
を
支
持
し
て

い
た
社
会
学
者
エ
ド
ガ
ー
ル
・
モ
ラ
ン
の﹃
時
代
精
神
﹄（
一
九
六
二
）に

も
同
様
の
見
解
が
み
ら
れ
、ラ
カ
サ
ン
の﹃
第
九
の
芸
術
﹄の
巻
末
の
マ

ン
ガ
史
の
年
表
に
は
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。た
だ
し

シ
ュ
ル
ロ
は
社
会
学
的
な
資
料
と
し
て
だ
け
で
な
く
、マ
ン
ガ
表
現
そ

の
も
の
を
評
価
し
て
い
る
。マ
ン
ガ
で
用
い
ら
れ
る
話
し
言
葉
の
様
式

化
は
、レ
ー
モ
ン
・
ク
ノ
ー
の
よ
う
な
文
学
者
に
影
響
を
与
え
、吹
き
出

し
や
描
線
の
形
状
で
喜
怒
哀
楽
か
ら
自
然
描
写
ま
で
可
能
に
す
る
マ
ン

ガ
の
効
率
的
な
記
号
表
現
は
、ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
の
出
現
を
促
し
た
と
指

摘
し
て
い
る
。文
化
の
発
達
が﹁
省
略
﹂に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、

マ
ン
ガ
と
は
ま
さ
に
省
略
の
美
学
を
特
徴
と
す
る
。映
画
で
も
文
学
で

も
、教
養
が
な
け
れ
ば﹁
省
略
﹂の
美
学
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

﹃
マ
ン
ガ
と
文
化
﹄で
は
冗
長
な
も
の
は
未
発
達
な
性
質
を
表
す
徴
だ
と

さ
れ
て
い
る
。非
連
続
性
に
裏
打
ち
さ
れ
た
省
略
の
美
学
に
は
独
特
の

﹁
詩
的
﹂な
ス
タ
イ
ル
が
あ
り
、例
と
し
て﹁
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
﹂が
引
き
合
い

に
出
さ
れ
て
い
る
。こ
う
し
た
省
略
の
美
学
と
い
う
マ
ン
ガ
表
現
の
評

価
は
、ラ
カ
サ
ン
と
も
共
通
す
る
。

　
﹃
マ
ン
ガ
と
文
化
﹄に
は
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
ら
し
い
見
解
も
提
示
さ
れ
て

い
る
。マ
ン
ガ
の
主
人
公
は
、ほ
と
ん
ど
が
男
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
占
め

ら
れ
、女
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
機
械
的
・
付
随
的
な
役
割
に
甘
ん
じ
て
い

る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。も
っ
と
女
性
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
多
様
に
し

て
、複
雑
化
さ
せ
、目
立
つ
よ
う
に
す
れ
ば
、女
性
の
読
者
は
増
え
、男
女

の
文
化
を
隔
離
し
た
十
九
世
紀
と
は
異
な
り
、男
も
女
も
共
有
で
き
る

趣
味
の
領
域
を
拡
大
で
き
る
だ
ろ
う
と
記
さ
れ
て
い
る
。ま
た
子
供
と

大
人
の
文
化
に
つ
い
て
も
、レ
ー
モ
ン
・
ク
ノ
ー
の
小
説﹃
地
下
鉄
の
ザ

ジ
﹄や
シ
ュ
ル
ツ
の
マ
ン
ガ﹁
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
﹂の
よ
う
に
、大
人
の
思
考
が

子
供
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、こ
れ

は
ま
さ
に
現
代
性
を
示
す
徴
で
あ
り
、現
代
が﹁
大
人
化
さ
れ
た
子
供
文

化
の
時
代
、子
供
っ
ぽ
い
大
人
文
化
の
時
代
、女
性
化
さ
れ
た
男
性
文
化

の
時
代
、男
性
化
さ
れ
た
女
性
文
化
の
時
代

（
18
）

﹂に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
。も
し
も
シ
ュ
ル
ロ
が
こ
の
時
期
に
日
本
の
少
女
マ
ン

ガ
を
読
む
こ
と
が
で
き
た
ら
、も
っ
と
マ
ン
ガ
研
究
に
力
を
注
ぎ
、Ｂ
Ｄ

研
究
に
新
風
を
吹
き
こ
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
。シ
ュ
ル
ロ
は
こ
の
小
著

を
残
し
て
マ
ン
ガ
以
外
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
活
動
拠
点
を
移
す
の
だ
が
、

彼
女
が
Ｃ
Ｂ
Ｄ
で
果
た
し
た
貢
献
は
看
過
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。

機
関
誌
と
編
集
人
脈

　

一
九
六
二
年
七
月
、Ｃ
Ｂ
Ｄ
の
機
関
誌﹃G

iff W
iff

﹄が
創
刊
さ
れ
る
。

ネ
ッ
ト
上
で
公
開
さ
れ
て
い
る
創
刊
号
の
画
像
を
み
る
か
ぎ
り
、雑
誌

と
い
う
よ
り
も
タ
イ
プ
打
ち
さ
れ
た
小
冊
子
と
い
う
感
じ
だ

（
19
）

。こ
の
ま

ま
の
形
態
で
あ
れ
ば
こ
こ
で
わ
ざ
わ
ざ
取
り
上
げ
る
必
要
は
な
か
っ
た

だ
ろ
う
。注
目
す
べ
き
は
ポ
ー
ヴ
ェ
ー
ル
社
か
ら
出
る
こ
と
に
な
っ
た

第
二
十
号（
一
九
六
六
年
五
月
）か
ら
で
あ
る
。発
行
部
数
や
販
路
の
拡

大
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、カ
ラ
ー
の
表
紙
の
立
派
な
雑
誌
の
発
行
は
、会
の

活
動
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
絶
好
の
機
会
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。子
供

向
け
の
娯
楽
と
い
う
偏
見
や
検
閲
の
圧
力
の
な
か
で
Ｂ
Ｄ
が
発
展
を
遂

げ
る
に
あ
た
っ
て
、こ
の
よ
う
な
編
集
者
た
ち
の
暗
中
飛
躍
が
あ
っ
た

こ
と
は
銘
記
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ジ
ャ
ン=

ジ
ャ
ッ
ク
・
ポ
ー
ヴ
ェ
ー
ル
は
、
サ
ド
や
バ
タ
イ
ユ
や
ブ

ル
ト
ン
、ポ
ー
リ
ー
ヌ
・
レ
ア
ー
ジ
ュ
の﹃
Ｏ
嬢
の
物
語
﹄な
ど
の
出
版
で

知
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
有
名
な
編
集
者
で
あ
る
。ラ
カ
サ
ン
は
、ポ
ー
ヴ

ェ
ー
ル
が
エ
リ
ッ
ク
・
ロ
ス
フ
ェ
ル
ド
か
ら
引
き
継
い
だ
雑
誌﹃B

i-

zarre

﹄
に
協
力
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
同
誌
は
、
ラ
カ
サ
ン
が
再
評
価

し
た
ガ
ス
ト
ン
・
ル
ル
ー
や
Ｃ
Ｂ
Ｄ
に
も
協
力
し
た
レ
ー
モ
ン
・
ク
ノ
ー

を
特
集
し
て
い
る
。シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
関
係
の
出
版
で
知
ら
れ
る
エ

リ
ッ
ク
・
ロ
ス
フ
ェ
ル
ド
も
敏
腕
の
編
集
者
だ
が
、Ｂ
Ｄ
史
に
お
い
て
も

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ジ
ャ
ン=

ク
ロ
ー
ド
・
フ
ォ
レ
ス
ト

の﹃
バ
ー
バ
レ
ラ
﹄、ギ
ー
・
ペ
ラ
ー
ト
の﹃
プ
ラ
ウ
ダ
﹄、ニ
コ
ラ
・
デ
ビ
ル

の﹃S
aga d

e X
iam

﹄、フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ド
リ
ュ
イ
エ
の﹃
ロ
ー
ン
・
ス
ロ

ー
ン
﹄と
い
っ
た
大
人
向
け
の
Ｂ
Ｄ
を
い
ち
早
く
出
版
し
た
の
は
ロ
ス

フ
ェ
ル
ド
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
ポ
ー
ヴ
ェ
ー
ル
の
協
力
を
得
た﹃G

iff W
iff

﹄は
、同
人

誌
の
よ
う
に
質
素
な
創
刊
号
と
は
大
違
い
で
立
派
な
雑
誌
に
仕
上
が
っ

て
い
る
。四
色
刷
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
を
駆
使
し
た
斬
新
な
表
紙
を
デ
ザ
イ

ン
し
た
の
は
ロ
ジ
ェ
・
コ
ル
ナ
イ
ユ
で
、﹃B

izarre

﹄
に
も
参
加
し
、
パ

リ
の
書
店
の
常
連
た
ち
の
間
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
人
物
だ
っ
た
。マ
ン

ガ
の
図
版
を
再
録
し
や
す
い
よ
う
に
イ
タ
リ
ア
型
と
呼
ば
れ
る
横
長
の

長
方
形
の
装
丁
が
採
用
さ
れ
、批
評
や
紹
介
文
だ
け
で
な
く
マ
ン
ガ
作

品
の
収
録
に
紙
片
を
さ
い
て
い
る
。﹃G

iff W
iff

﹄（
一
九
六
六
年
五
月
第

20
号
）に
は
、﹁
ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
と
コ
ミ
ッ
ク
・
ブ
ッ
ク
﹂と
題
し
た
ロ
イ
・

リ
キ
テ
ン
ス
タ
イ
ン
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。リ
キ
テ

ン
ス
タ
イ
ン
は
マ
ン
ガ
を
芸
術
と
は
認
め
て
い
な
い
が
、可
能
性
を
秘

め
た
表
現
で
あ
る
が
ゆ
え
に
興
味
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。こ
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
に
は
、一
九
六
四
年
の
第
三
二
回
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー

レ
に
お
い
て
ロ
バ
ー
ト
・
ラ
ウ
シ
ェ
ン
バ
ー
グ
が
絵
画
部
門
の
グ
ラ
ン

プ
リ
を
受
賞
し
、﹁
芸
術
創
作
の
威
厳
に
対
す
る
冒
瀆
﹂﹁
グ
ロ
テ
ス
ク
な

ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
﹂﹁
文
化
の
全
面
的
・
全
般
的
敗
北
﹂と
反
響
を
巻
き
起
こ

し
た
当
時
の
状
況
も
ア
ラ
ン
・
テ
ル
シ
ネ（
フ
ラ
ン
ス
で
は
ジ
ャ
ズ
評
論

家
と
し
て
知
ら
れ
る
）に
よ
っ
て
解
説
さ
れ
て
い
る
。全
体
と
し
て
は
、

今
見
る
と
雑
誌
と
し
て
見
劣
り
す
る
面
が
あ
る
の
は
事
実
だ
が
、論
考
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だ
け
で
な
く
ア
メ
コ
ミ
の
翻
訳（
ジ
ョ
ー
ジ
・
マ
ク
マ
ナ
ス
の﹃
親
父
教

育
﹄や
チ
ェ
ス
タ
ー
・
グ
ー
ル
ド
の﹃
デ
ィ
ッ
ク
・
ト
レ
イ
シ
ー
﹄）と
い
っ

た
マ
ン
ガ
作
品
や
マ
ン
ガ
と
隣
接
す
る
ジ
ャ
ン
ル
に
も
目
配
り
し
た
構

成
は
、マ
ン
ガ
研
究
誌
と
し
て
参
考
に
な
る
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ン
ガ
が
第
九
芸
術
と
し
て
社
会
的
に
認
知

さ
れ
る
発
火
点
と
な
っ
た
Ｃ
Ｂ
Ｄ
の
活
動
に
絞
っ
て
論
じ
た
。そ
の
舞

台
と
な
っ
た
六
〇
年
代
は
、日
本
の
マ
ン
ガ
文
化
を
考
え
る
さ
い
に
も

ひ
じ
ょ
う
に
興
味
深
い
年
代
で
は
あ
る
が
、日
仏
の
マ
ン
ガ
文
化
の
違

い
を
わ
か
り
や
す
く
単
純
化
す
る
こ
と
は
避
け
る
た
め
に
あ
え
て
触
れ

な
か
っ
た
。ひ
と
つ
言
え
る
こ
と
は
、フ
ラ
ン
ス
の
マ
ン
ガ
文
化
を
例
え

ば
日
本
人
が
日
本
人
な
り
に
解
釈
し
て
伝
え
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、日

本
の
マ
ン
ガ
文
化
の
ク
オ
リ
テ
ィ
の
向
上
や
広
が
り
を
促
す
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
だ
。本
稿
で
取
り
上
げ
た
周

パ
ラ
・
リ
テ
ラ
チ
ュ
ー
ル

辺
文
学
の
セ
ミ
ナ
ー
が

そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、マ
ン
ガ
嫌
い
も
含
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
が

侃
々
諤
々
の
議
論
を
繰
り
広
げ
、自
説
を
い
ろ
い
ろ
な
メ
デ
ィ
ア
を
通

じ
て
ぶ
つ
け
あ
う
こ
と
で
、マ
ン
ガ
も
美
術
も
文
学
も
知
的
な
刺
激
を

生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

註（
₁
）本
稿
は
平
成
二
三
年
度
の
科
学
研
究
費
補
助
金（
奨
励
研
究
）を
得
て
作
成
さ
れ
た
。

（
₂
）Giff�

 W
iff�

, n
o

23, 1967. 

裏
表
紙
に﹁
図
像
表
現
文
学
研
究
セ
ン
タ
ー  

バ
ン
ド

デ
シ
ネ
・
ク
ラ
ブ
﹂の
結
成
目
的
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。こ
の
よ
う
に
両
者
は
併

記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、本
稿
で
は
後
者
を
示
す
Ｃ
Ｂ
Ｄ
に
統
一
し
た
。

（
₃
）Fran

cis L
A
C

A
S
S
IN

, P
ou

r 9
e art, la ban

d
e d

essin
ée, U

n
io

n
 gé-

n
érale d

’éd
itio

n
s, 1971, p

. 342.

（
₄
）CE

L
E

G

は
、Ce

n
tre

 
d

’étu
d
e
s 

d
e
s 

litté
ra

tu
re

s 
d

’exp
re

ssio
n
 

grap
h
iq

u
e

︹
図
像
表
現
文
学
研
究
セ
ン
タ
ー
︺の
略
称
。一
九
六
六
年
、バ
ン
ド
デ
シ

ネ
・
ク
ラ
ブ
か
ら
脱
退
し
た
ク
ロ
ー
ド
・
モ
リ
テ
ル
ニ
や
ピ
エ
ー
ル
・
ク
プ
リ
ら
が
結

成
し
たS

o
ciété civile d

’étu
d
e et d

e rech
erch

e d
es littératu

res 

d
essin

ées 

（S
O

C
E
R

L
ID

）︹
リ
テ
ラ
チ
ュ
ー
ル
・
デ
シ
ネ
研
究
協
会
︺
に
対
抗
し

て
結
成
さ
れ
た
。SO
C

E
R

L
ID

は
機
関
誌﹃P

h
én

ix

﹄を
発
行
し
、CE

L
E
G

は﹃G
iff 

W
iff

﹄を
発
行
し
た
。

（
₅
）Fran

cis L
A
C

A
S
S
IN

, op
. cit., p

. 7.

（
₆
）Fran
cis L

A
C

A
S
S
IN

, M
ém

oires, su
r les ch

em
in

s q
u
i m

arch
en

t, 

É
d
itio

n
s R

o
ch

er, 2006, p
. 89.

（
₇
）本
稿
で
は
ア
メ
リ
カ
産
の
マ
ン
ガ
の
総
称
と
し
て
用
い
て
い
る
。新
聞
連
載
の
コ
ミ

ッ
ク
・
ス
ト
リ
ッ
プ
や
パ
ル
プ
雑
誌
の
コ
ミ
ッ
ク
・
ブ
ッ
ク
と
い
っ
た﹁
ア
メ
コ
ミ
﹂関

連
の
用
語
や
制
度
的
背
景
に
つ
い
て
は
、以
下
の
書
物
を
参
照
さ
れ
た
い
。小
田
切
博

﹃
戦
争
は
い
か
に﹁
マ
ン
ガ
﹂を
変
え
る
か

︱
ア
メ
リ
カ
ン
・
コ
ミ
ッ
ク
ス
の
変
貌
﹄

Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、二
〇
〇
七
年
。

（
₈
）Th

ierry G
R

O
E
N

S
T

E
E
N

, U
n
 objet cu

ltu
rel n

on
 id

en
tifié, E

d
i-

tio
n
s d

e l
’An

 2, 2006, p
. 112. 

こ
の
本
に
は
、Ｃ
Ｂ
Ｄ
の
活
動
が
ノ
ス
タ
ル

ジ
ー
に
強
く
彩
ら
れ
て
い
た
こ
と
、ア
メ
リ
カ
産
の
コ
ミ
ッ
ク
ス
が
連
載
さ
れ
て
い

た﹃
ジ
ュ
ル
ナ
ル
・
ド
・
ミ
ッ
キ
ー
﹄の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
の
古
い
絵
入
り
雑
誌
に
偏
っ

て
い
た
こ
と
、つ
ま
り﹁
マ
ン
ド
レ
イ
ク
﹂や﹁
ス
ー
パ
ー
マ
ン
﹂と
い
っ
た
古
典
的
な

作
品
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
、さ
ら
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
ユ
ー
モ
ア
マ
ン
ガ
は
そ
の
な

か
に
は
ほ
と
ん
ど
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
や
、購
読
者
の
う
ち
最
初
に
申
し
込

ん
だ
三
〇
〇
人
の
大
半
が
、一
九
二
六
年
か
ら
一
九
三
四
年
の
間
に
生
ま
れ
た
人
た

ち
だ
っ
た
と
い
う
事
実
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
₉
）Ｂ
Ｄ
と
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、Ｃ
Ｂ
Ｄ
か
ら
脱
退
し
た

メ
ン
バ
ー
が
結
成
し
たS

O
C

E
R

L
ID

が
一
九
六
七
年
に
パ
リ
の
装
飾
美
術
館
で
開

催
し
た﹁
バ
ン
ド
デ
シ
ネ
と
物
フ
ィ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
・
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

語
的
具
象
派
﹂展
が
大
成
功
を
お
さ
め
た
こ
と
が
注
目

さ
れ
る
。こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
著﹃
Ｂベ
ー
・
デ
ーＤ

︱
第
九
の
芸
術
﹄（
未
知
谷
、二
〇
一
〇

年
）を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
10
）ラ
カ
サ
ン
は
亡
く
な
る
二
年
前
に
自
伝
を
出
版
し
て
お
り
、長
年
に
わ
た
る
編
集
生

活
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。Fran

cis L
A
C

A
S
S
IN

, M
ém

oires, su
r les 

ch
em

in
s q

u
i m

arch
en

t. 

こ
の
本
に
は
、Ｃ
Ｂ
Ｄ
に
つ
い
て
は
自
伝
の
第
二
巻

で
あ
ら
た
め
て
取
り
上
げ
た
い
と
い
う
注
記
が
八
七
ペ
ー
ジ
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、

残
念
な
が
ら
本
人
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特
集

漫
画
と
マ
ン
ガ
、そ
し
て
芸
術

16

石
子
順
造
の
知
覚
論
的
転
回

―
マ
ン
ガ
批
評
を
中
心
に

加治屋健司

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、石
子
順
造（
一
九
二
八
～
七
七
年
）の
マ
ン
ガ
批
評
に
生
じ

た
転
回
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。こ
れ
ま
で
石
子
の
マ
ン
ガ
批
評
は
、

マ
ン
ガ
を
マ
ン
ガ
と
し
て
論
じ
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、芸
術
至
上
主
義

や
反
映
論
と
い
っ
た
知
識
人
的
な
思
考
方
法
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
て
き
た

（
₁
）

。近
年
で
は
、石
子
の
関
心
は
、マ
ン
ガ
表
現
の
意
味
よ

り
も
、マ
ン
ガ
が
生
み
だ
す
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
様
式
に
あ
っ
た

と
し
て
、鶴
見
俊
輔
ら
に
よ
る
大
衆
文
化
と
し
て
の
マ
ン
ガ
論
と
、一
九

七
〇
年
代
末
に
登
場
し
た
私
的
な
マ
ン
ガ
論
を
架
橋
す
る
存
在
で
あ
っ

た
と
捉
え
る
研
究
も
あ
る

（
₂
）

。た
し
か
に
、マ
ン
ガ
表
現
論
が
定
着
し
た
現

在
の
視
点
か
ら
見
る
と
、石
子
の
マ
ン
ガ
批
評
は
、前
世
代
の
解
釈
図
式

を
引
き
ず
り
、マ
ン
ガ
表
現
に
目
を
と
め
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
て
し

ま
う
。し
か
し
、石
子
が
多
様
な
媒
体
に
発
表
し
た
数
多
く
の
作
品
論
を

読
む
と
、石
子
が
抱
い
た﹁
マ
ン
ガ
に
対
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ

（
₃
）

﹂と
は
、コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
様
式
だ
け
で
な
く
、マ
ン
ガ
表
現
自
体
に
も
向
け

ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。石
子
の
マ
ン
ガ
に

対
す
る
関
心
の
内
実
を
精
査
す
る
た
め
に
、本
稿
は
、石
子
の
近
く
に
い

た
マ
ン
ガ
批
評
家
た
ち
が
石
子
の﹁
キ
ー
ワ
ー
ド
﹂と
し
て
言
及
し
て
い

る﹁
知
覚
の
習
い
﹂に
注
目
す
る

（
₄
）

。﹁
知
覚
の
習
い
﹂と
い
う
概
念
は
、現
在

の
石
子
論
で
は
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
が
、こ
の
言
葉
で
石
子
は
何
を

言
お
う
と
し
た
の
か
、そ
し
て
、そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
・
社
会
的

文
脈
の
中
で
生
じ
た
の
か
を
、本
稿
は
検
討
す
る
。そ
の
た
め
に
、こ
の

考
え
が
登
場
す
る
前
、石
子
が
批
評
家
と
し
て
活
動
し
始
め
た
時
期
ま

で
さ
か
の
ぼ
っ
て
、石
子
が
抱
い
た﹁
マ
ン
ガ
に
対
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
﹂

を
検
討
し
て
い
き
た
い
。こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、石
子
は
、マ
ン
ガ

に
限
ら
ず
、美
術
、演
劇
、映
画
、大
衆
文
化
な
ど
多
分
野
で
活
動
し
た
批

評
家
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。石
子
は
、そ
う
し
た
他
の
分
野
の
議
論
も

吸
収
し
な
が
ら
、自
ら
の
マ
ン
ガ
論
を
練
り
上
げ
て
い
っ
た
。な
か
で
も

美
術
は
、石
子
が
批
評
活
動
を
始
め
た
分
野
で
あ
り
、石
子
に
と
っ
て
重

要
な
知
的
源
泉
で
あ
り
続
け
た
。石
子
が
マ
ン
ガ
に
言
及
し
た
文
章
を

発
表
順
に
検
討
し
つ
つ
、美
術
批
評
な
ど
の
他
の
分
野
で
書
い
た
批
評

を
適
宜
参
照
す
る
こ
と
で
、石
子
の﹁
知
覚
の
習
い
﹂論
の
成
立
を
、彼
の

マ
ン
ガ
批
評
、そ
し
て
批
評
活
動
全
体
の
中
で
位
置
づ
け
る
こ
と
が
本

稿
の
目
標
で
あ
る

（
₅
）

。

１　

絵
画
と
重
な
り
合
う
マ
ン
ガ
と
し
て
の「
評
画
」

　

石
子
は
批
評
活
動
の
最
初
期
か
ら
マ
ン
ガ
を
論
じ
て
い
る
。一
九
二

八
年
に
東
京
に
生
ま
れ
た
石
子
は
、東
京
大
学
経
済
学
部
を
卒
業
し
大

学
院
な
ど
で
学
ん
だ
後
、一
九
五
六
年
に
静
岡
県
清
水
市（
現
静
岡
市
清

水
区
）の
鈴
与
倉
庫
株
式
会
社
に
就
職
し
た

（
₆
）

。一
九
五
八
年
に
は
地
元
の

美
術
家
と
と
も
に﹁
グ
ル
ー
プ
白
﹂を
結
成
し
、日
本
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン

静
岡
展
の
開
催
に
尽
力
す
る
一
方
で
、グ
ル
ー
プ
白
の
機
関
誌
な
ど
に

文
章
を
寄
せ
、清
水
市
を
ベ
ー
ス
に
執
筆
活
動
を
始
め
た

（
₇
）

。一
九
六
〇
年

に
静
岡
大
学
の
教
育
誌﹃
文
化
と
教
育
﹄に
マ
ン
ガ
論
を
連
載
し
た
後

（
₈
）

、

石
子
は
、地
元
の
画
家
で
あ
る
鈴
木
慶
則
と
伊
藤
隆
史
と
三
人
で﹃
フ
ェ

ニ
ッ
ク
ス
﹄と
題
さ
れ
た﹁
評
画
集
﹂を
刊
行
し
た
。

　
﹁
評
画
﹂と
は
、石
子
が
作
っ
た
造
語
で
、﹁
事
実
に
お
け
る
記
録
性
と

い
う
こ
と
を
軸
と
し
て
画
く
新
し
い
漫
画
﹂で
あ
り

（
₉
）

、﹁
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・

ア
ー
ト
﹂の
ル
ビ
が
付
さ
れ
、﹁
記

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
・
カ
リ
カ
チ
ュ
ア

録
漫
画
﹂と
も
言
い
換
え
ら
れ
て

い
る
。﹁
ジ
ャ
ン
ル
に
関
す
る
固
定
的
な
個
別
概
念
こ
そ
が
、創
作
の
場

で
の
致
命
的
な
枷
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
だ
﹂と
指
摘
す
る
石
子
は

（
10
）

、絵

画
と
マ
ン
ガ
が
重
複
す
る
部
分
で﹁
評
画
﹂と
い
う
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
を

創
出
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

　

石
子
の
造
語﹁
評
画
﹂は
、一
九
五
七
年
に
松
本
正
彦
が
提
唱
し
た﹁
駒

画
﹂や
辰
巳
ヨ
シ
ヒ
ロ
が
用
い
た﹁
劇
画
﹂を
踏
ま
え
た
名
称
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
が
、マ
ン
ガ
に
代
わ
る
表
現
を
提
唱
す
る
と
い
う
よ
り
は
、

マ
ン
ガ
や
絵
画
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
の
区
分
の
弊
害
を
打
破
す
る
意
図

が
込
め
ら
れ
て
い
た
。当
時
は
、社
会
的
な
現
実
を
描
く
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ

ュ
絵
画
が
盛
ん
で
あ
り
、池
田
龍
雄
の
代
表
作
で
あ
る︽
網
元
︾（
一
九
五

三
年
）の
よ
う
に
、ペ
ン
画
と
し
て
描
か
れ
た
作
品
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ

た
。他
方
、マ
ン
ガ
に
お
い
て
も
、風
刺
マ
ン
ガ
な
ど
、社
会
的
な
関
心
を

扱
う
も
の
が
一
定
の
人
気
を
得
て
い
た
。両
者
は
、発
表
媒
体
の
性
質
上

の
違
い
は
あ
れ
、形
式
的
に
も
内
容
的
に
も
共
通
す
る
部
分
が
あ
っ
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、そ
れ
ら
が
ジ
ャ
ン
ル
の
違
い
に
よ
っ
て
別
々

に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
、石
子
は
不
満
を
抱
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
不
満
は
、石
子
一
人
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。美
術
批
評

家
の
瀧
口
修
造
は
、一
九
五
六
年
に
、現
代
の
人
間
が
置
か
れ
た
過
酷
な

状
況
を
風
刺
的
に
描
く
絵
画
の
傾
向
に
注
目
し
て
、
そ
れ
を﹁
黒
い
漫

画
﹂と
呼
び
、従
来
の
マ
ン
ガ
で
あ
る﹁
白
い
漫
画
﹂と
対
照
さ
せ
た

（
11
）

。瀧

口
も
ま
た
、絵
画
と
マ
ン
ガ
に
共
通
す
る
風
刺
性
に
関
心
を
寄
せ
て
、両

104B I J U T S U  F O R U M 21 VO L .24︱



者
を
と
も
に
論
じ
る
視
点
を
提
唱
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。美
術
団

体
が
マ
ン
ガ
を
扱
っ
て
い
た
こ
と
も
同
様
の
文
脈
で
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。二
科
会
に
は
一
九
五
一
年
か
ら
一
九
五
八
年
ま
で
漫
画
部
が

あ
り
、一
九
五
六
年
に
開
か
れ
た
日
本
美
術
会
主
催
の
第
九
回
日
本
ア

ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
に
は
、﹁
日
本
近
代
漫
画
史
﹂と
題
さ
れ
た
特
別
陳
列

が
あ
っ
た
。し
か
し
、石
子
の
マ
ン
ガ
の
捉
え
方
が
瀧
口
や
美
術
団
体
の

そ
れ
と
異
な
る
の
は
、瀧
口
の
よ
う
に
絵
画
を
マ
ン
ガ
の
中
に
入
れ
た

り（
こ
れ
は
こ
れ
で
興
味
深
い
試
み
で
は
あ
る
が
）、美
術
団
体
の
よ
う

に
マ
ン
ガ
を
美
術
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、両
者

を
横
断
す
る
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
を
創
出
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　

石
子
が﹁
評
画
﹂を
提
唱
し
た
背
景
に
は
、絵
画
を
大
衆
化
す
る
こ
と

に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
と
そ
の
現
実
的
な
難
し
さ
が
あ
っ
た
。芸
術

至
上
主
義
を
排
し
た
芸
術
の
大
衆
化
は
、安
部
公
房
や
花
田
清
輝
な
ど

が
結
成
し
た
記
録
芸
術
の
会
が
提
唱
し
て
お
り
、美
術
界
で
も
少
な
か

ら
ず
支
持
さ
れ
て
い
た
。と
は
言
え
、当
時
は
小
さ
な
画
廊
で
展
示
す
る

の
が
一
般
的
だ
っ
た
新
作
絵
画
は
少
数
の
来
場
者
の
目
に
し
か
触
れ
な

い
た
め
、大
衆
化
を
目
指
す
美
術
家
は
、絵
画
以
外
の
形
式
を
模
索
し
た
。

一
九
五
九
年
、作
家
自
身
が
複
数
点
の
本
物
を
つ
く
る
と
い
う﹁
印
刷
絵

画
﹂を
河
原
温
が
提
唱
し
た
の
も

（
12
）

、こ
う
し
た
状
況
を
背
景
と
し
て
い
る
。

石
子
は
、河
原
の﹁
印
刷
絵
画
﹂を
意
識
し
つ
つ
、﹁
評
画
﹂も
ま
た
印
刷
さ

れ
て
大
量
生
産
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、こ
う
し
た
大
衆
化
の
要
望

に
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、評
画
集﹃
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
﹄は
長
く
続
か
な
か
っ
た
。石
子
と
鈴

木
が
一
九
六
一
年
に
同
様
の
体
裁
で
二
号
を
刊
行
し
、オ
ー
ト
ス
ラ
イ

ド
作
品
と
し
て
三
号
を
制
作
し
て
終
わ
っ
た
と
、石
子
は
後
年
述
べ
て

い
る

（
13
）

。そ
の
後
石
子
は
鈴
与
を
退
社
し
て
、一
九
六
五
年
か
ら﹃
現
代
美

術
﹄誌
で﹁
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
﹂と
題
し
た
作
家
論
の
連
載

を
始
め
る
。﹁
評
画
﹂の
ル
ビ
で
あ
っ
た﹁
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
ア
ー
ト
﹂と
い

う
言
葉
を
用
い
て
、こ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
改
め
て
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。石

子
は
、﹁
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
ア
ー
ト
と
は
、字
義
通
り
、ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な

イ
メ
ー
ジ
を
、作
品
と
し
て
再
組
織
し
、具
体
化
し
た
ア
ー
ト
で
あ
っ
て
、

印
刷
さ
れ
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、画
像
で
あ
れ
、彫
像
、映
像
な
ど
で

あ
れ
、も
っ
と
い
え
ば
、小
説
、戯
曲
な
ど
も
ふ
く
む
い
い
方
な
の
で
あ

る
﹂と
述
べ

（
14
）

、そ
の
適
用
範
囲
の
拡
張
を
図
っ
た
が
、井
上
洋
介
、中
村
宏
、

高
松
次
郎
と
い
っ
た
作
家
を﹁
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
﹂と
し

て
論
じ
た
も
の
の

（
15
）

、途
中
で
シ
リ
ー
ズ
名
を
外
し
て
、現
代
美
術
の
作
家

論
に
し
て
し
ま
う

（
16
）

。石
子
は
批
評
活
動
の
初
期
に
お
い
て
マ
ン
ガ
を
イ

ン
タ
ー
メ
デ
ィ
ア
的
な
視
点
か
ら
考
察
し
よ
う
と
し
た
が

（
17
）

、﹁
評
画
﹂も

﹁
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
ア
ー
ト
﹂も
、瀧
口
の﹁
黒
い
漫
画
﹂と
同
様
に
、ジ
ャ

ン
ル
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

２　

ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
マ
ン
ガ

　
　

―
『
マ
ン
ガ
芸
術
論
』と
芸
術
の
包
括
的
な
概
念

　
﹁
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
ア
ー
ト
﹂の
看
板
を
下
ろ
し
た
後
、一
九
六
七
年
、

石
子
は
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
マ
ン
ガ
を
論
じ
た
本
を
刊
行
す
る
。﹃
マ
ン

ガ
芸
術
論  

現
代
日
本
人
の
セ
ン
ス
と
ユ
ー
モ
ア
の
功
罪
﹄で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、そ
れ
以
前
か
ら
マ
ン
ガ
を
論
じ
た
も
の
は
多
数
存
在
し

て
い
た
。須
山
計
一
ら
の
マ
ン
ガ
の
歴
史
記
述

（
18
）

、教
育
的
な
観
点
か
ら
書

か
れ
た
マ
ン
ガ
論

（
19
）

、﹃
思
想
の
科
学
﹄の
寄
稿
者
ら
に
よ
る
大
衆
文
化
論
・

社
会
批
評
と
し
て
の
マ
ン
ガ
論

（
20
）

な
ど
が
知
ら
れ
て
い
た
。石
子
の
マ
ン

ガ
論
は
、そ
れ
ら
の
議
論
を
部
分
的
に
取
り
入
れ
て
、マ
ン
ガ
の
歴
史
、

機
能
と
効
用
、社
会
的
位
置
づ
け
に
も
触
れ
な
が
ら
、ジ
ャ
ン
ル
と
し
て

の
マ
ン
ガ
を
、批
評
と
し
て
本
格
的
に
論
じ
た
最
初
の
単
行
本
で
あ
っ

た
。

　
﹃
マ
ン
ガ
芸
術
論
﹄は
、留
保
を
付
け
な
が
ら
も
、題
名
が
示
す
通
り
、

マ
ン
ガ
を
芸
術
と
み
な
し
た
本
で
あ
る
。石
子
は
、﹁
マ
ン
ガ
を
芸
術
で

な
い
と
い
う
の
は
、す
で
に
近
代
主
義
的
な
芸
術
観
と
い
う
ほ
か
な
い
﹂

と
述
べ
て

（
21
）

、﹁
マ
ン
ガ
は
芸
術
で
な
い
﹂と
い
う
考
え
を
明
確
に
批
判
し

て
い
る
。

　
﹁
マ
ン
ガ
は
芸
術
で
な
い
﹂と
い
う
考
え
に
は
、相
反
す
る
二
つ
の
立

場
が
あ
る
。一
つ
は﹁
マ
ン
ガ
は
そ
も
そ
も
低
級
、卑
俗
な
も
の
で
あ
っ

て
、お
と
な
の
真
剣
な
討
論
の
対
象
で
は
な
い

（
22
）

﹂と
み
な
す
マ
ン
ガ
に
否

定
的
な
立
場
、も
う
一
つ
は
、マ
ン
ガ
を
論
じ
る
の
に﹁
芸
術
を
ひ
き
あ

い
に
出
す
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い

（
23
）

﹂と
考
え
る
マ
ン
ガ
に
肯
定
的
な
立

場
で
、石
子
は
、と
も
に
、狭
い
芸
術
の
定
義
に
基
づ
く﹁
近
代
主
義
的
な

芸
術
観
﹂だ
と
し
て
退
け
る
。

　

だ
が
石
子
は
、マ
ン
ガ
を
高
尚
な
芸
術
に
格
上
げ
し
よ
う
と
し
た
わ

け
で
は
な
い
。石
子
は﹁
芸
術
で
あ
る
と
い
い
き
る
つ
も
り
で
は
な
い
が

（
今
日
の
表
現
創
造
は
、芸
術
と
は
何
か
と
い
う
、概
念
的
な
問
い
を
こ

え
つ
つ
あ
る
の
だ
か
ら
）﹂と
い
う
留
保
を
付
け
て
い
る

（
24
）

。ど
う
い
う
こ

と
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
石
子
が
暗
に
参
照
し
て
い
る
の
は
、美
術
批
評
家
宮
川
淳
の

議
論
で
あ
る
。宮
川
は
、美
術
出
版
社
の
第
四
回
芸
術
評
論
募
集
第
一
席

と
な
っ
た﹁
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
以
後
﹂（
一
九
六
三
年
）で
、近
代
と
い
う

価
値
が
問
わ
れ
る
中
で
芸
術
の
表
現
内
容
で
は
な
く
表
現
概
念
自
体
が

変
質
し
つ
つ
あ
る
と
説
く
と
同
時
に
、近
代
芸
術
を
支
え
て
き
た﹁
芸
術

と
は
何
か
﹂と
い
う
問
い
が
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
失
い
つ
つ
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
た

（
25
）

。反
芸
術
全
盛
の
時
期
に
発
表
さ
れ
た
宮
川
の
論
考
は
、

反
芸
術
が
前
提
と
す
る
排
他
的
な
芸
術
概
念（
高
尚
な
芸
術
）を
批
判
し

て
、芸
術
概
念
の﹁
現
象
学
的
括
弧
入
れ

（
26
）

﹂を
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、こ

の
主
張
は
、後
に﹃
鏡
・
空
間
・
イ
マ
ー
ジ
ュ
﹄（
一
九
六
七
年
）で
の
芸
術

の
消
滅
不
可
能
性
の
議
論
に
発
展
し
て
い
っ
た

（
27
）

。石
子
は
、こ
う
し
た
宮

川
の
議
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
、芸
術
概
念
を
狭
く
捉
え
る
こ
と
で
表
現

の
可
能
性
を
狭
め
て
し
ま
う
こ
と
を
避
け
て
、む
し
ろ
そ
れ
を
包
括
的

に
捉
え
た
上
で
、マ
ン
ガ
の
多
様
な
あ
り
方
を
論
じ
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る

（
28
）

。

　

同
書
で
石
子
は
、一
九
五
四
年
に
美
術
家
の
間
で
行
わ
れ
た
有
名
な

座
談
会﹁﹃
事
﹄で
は
な
く﹃
物
﹄を
描
く
と
い
う
こ
と
﹂を
参
照
し
て

（
29
）

、マ

ン
ガ
を﹁
事
を
描
い
た
、
わ
か
る
絵
﹂
と
定
義
す
る
。﹁﹃
事
﹄
で
は
な
く
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﹃
物
﹄を
描
く
﹂と
は
、座
談
会
で
の
鶴
岡
政
男
の
主
張
で
、作
家
の
主
観

性
か
ら
離
れ
て
対
象
の
物
質
性
に
注
目
す
る
べ
き
だ
と
い
う
花
田
清
輝

的
な
考
え
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
。石
子
は
、こ
の
座
談
会
の
議
論
を

解
釈
す
る
際
、石
子
自
身
が
よ
く
参
照
し
た
言
い
回
し
を
使
え
ば
、﹁
誤

解
す
る
権
利
﹂を
行
使
し
た
と
思
わ
れ
る

（
30
）

。﹁
事
﹂と
は
、自
己
完
結
し
た

﹁
物
﹂と
異
な
り
、受
け
手
が
能
動
的
に
参
加
す
る
も
の
と
石
子
は
考
え

た
の
で
あ
る
。こ
れ
は
、後
に
見
る
よ
う
に
、作
者
の
意
図
よ
り
も
読
者

の
理
解
を
重
視
し
た
鶴
見
俊
輔
の
マ
ン
ガ
論
と
並
行
し
て
い
る
。し
か

し
、メ
デ
ィ
ア
の
特
性
か
ら
で
は
な
く
、絵
画
と
比
較
さ
れ
た
表
現
内
容

か
ら
、受
け
手
の
能
動
的
な
参
加
と
い
う
視
点
を
導
き
出
し
た
と
こ
ろ

に
石
子
の
主
張
の
特
徴
が
あ
る
と
言
え
る
。

　
﹃
マ
ン
ガ
芸
術
論
﹄は
、ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
マ
ン
ガ
を
概
説
す
る
著

作
で
あ
っ
た
た
め
、個
別
の
作
品
分
析
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

図
版
と
と
も
に
言
及
さ
れ
て
い
る
作
品
も
多
数
あ
る
が
、そ
れ
ら
は
、マ

ン
ガ
の
諸
特
徴
を
説
明
す
る
た
め
に
参
照
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

石
子
は
、﹃
マ
ン
ガ
芸
術
論
﹄の
刊
行
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
創
刊
さ

れ
た
マ
ン
ガ
批
評
誌﹃
漫
画
主
義
﹄で
、個
々
の
マ
ン
ガ
作
品
の
分
析
に

乗
り
出
す
こ
と
に
な
る
。

３　

マ
ン
ガ
表
現
の
分
析
か
ら「
知
覚
の
習
い
」論
へ

　
　

―
『
漫
画
主
義
』と
同
時
代
の
他
の
批
評

　

石
子
が
、菊
池
浅
次
郎（
山
根
貞
男
）、権
藤
晋（
高
野
慎
三
）、梶
井
純

と
と
も
に﹃
漫
画
主
義
﹄を
創
刊
し
た
の
は
、﹃
マ
ン
ガ
芸
術
論
﹄が
出
版

さ
れ
た
の
と
同
じ
一
九
六
七
年
三
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。つ
ま
り
石
子

は
、﹃
現
代
美
術
﹄誌
で
現
代
美
術
を
論
じ
、﹃
マ
ン
ガ
芸
術
論
﹄で
マ
ン
ガ

概
論
に
取
り
組
み
な
が
ら
、﹃
漫
画
主
義
﹄で
個
別
の
マ
ン
ガ
の
分
析
を

始
め
た
の
で
あ
る
。日
本
初
の
マ
ン
ガ
批
評
誌
で
あ
っ
た﹃
漫
画
主
義
﹄

は
、﹃
ガ
ロ
﹄に
掲
載
さ
れ
た
マ
ン
ガ
を
中
心
に
、数
多
く
の
作
家
論
や
作

品
論
を
掲
載
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る

（
31
）

。

　

石
子
の
作
家
論
・
作
品
論
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。創
刊
号

の
水
木
し
げ
る
論
で
、石
子
は
、水
木
を
白
土
三
平
や
手
塚
治
虫
と
比
較

し
、テ
ー
マ
や
プ
ロ
ッ
ト
だ
け
で
な
く
、劇
性
、線
描
、コ
マ
構
成
、台
詞

の
点
で
、水
木
を
特
徴
づ
け
よ
う
と
す
る
。だ
が
、石
子
は
、最
終
的
に
、

﹁
水
木
は
、生
活
の
現
象
的
な
表
層
を
か
い
く
ぐ
っ
て
、人
間
社
会
の
幻

想
性
が
自
然
へ
の
夢
想
性
と
融
合
す
る
水
準
に
ま
で
下
降
す
る
﹂と
述

べ
て

（
32
）

、水
木
の
特
徴
を
テ
ー
マ
に
還
元
し
て
し
ま
う
。₂
号
の
白
土
三
平

論
で
は
、前
号
の
自
分
の
議
論
を
反
省
す
る
か
の
よ
う
に
、﹁
テ
ー
マ
や

プ
ロ
ッ
ト
、登
場
人
物
の
性
格
分
析
に
終
始
し
た
論
﹂を
批
判
し
て
、﹁
作

画
の
具
体
的
な
事
例
﹂を
分
析
し
よ
う
と
す
る

（
33
）

。そ
し
て
、白
土
の﹁
写
実

主
義
的
描
法
﹂、﹁
動
感
を
表
す
三
角
形
型
﹂の
構
図
、さ
ら
に
、手
塚
と
対

照
的
な﹁
吹
き
出
し
の
処
理

（
34
）

﹂を
考
察
す
る
が
、水
木
の
場
合
と
同
様
に
、

最
後
は
白
土
の
情
念
や
自
然
観
と
い
っ
た
問
題
に
戻
っ
て
し
ま
う
。石

子
は
、個
別
の
作
家
や
作
品
を
論
じ
る
と
き
、マ
ン
ガ
表
現
の
各
形
式
に

注
目
し
は
す
る
も
の
の
、そ
の
考
察
は
主
題
論
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
な
お
石
子
は
、﹁
マ
ン
ガ
と
い
う
絵
画
の
特
性

（
35
）

﹂、﹁
マ
ン
ガ

の
マ
ン
ガ
で
あ
る
こ
と

（
36
）

﹂を
考
察
し
よ
う
と
し
て
フ
ォ
ー
マ
ル
な
分
析

を
試
み
る
。₃
号
と
₄
号
の﹁
サ
イ
レ
ン
ト
・
マ
ン
ガ
﹂論
で
は
、つ
げ
義

春
の﹁
山
椒
魚
﹂に
お
け
る
コ
マ
構
成
の
特
徴
を
分
析
し

（
37
）

、₅
号
で
マ
ン

ガ
に
特
徴
的
な
記
号
で
あ
る﹁
吹
き
出
し
﹂を
取
り
上
げ
、吹
き
出
し
を

（
パ
ー
ス
記
号
論
の
用
語
で
言
え
ば
）シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
と
同
時
に
イ
コ

ン
で
あ
る
記
号（
石
子
の
表
現
で
は﹁
図
形
で
あ
り
な
が
ら
図
象

し
ょ
う

で
あ
り

う
る
イ
メ
ー
ジ
﹂）と
み
な
し
て
、東
海
林
さ
だ
お
や
つ
の
だ
じ
ろ
う
の

事
例
を
検
討
す
る

（
38
）

。こ
の
時
期
、石
子
の
方
法
論
は
フ
ォ
ー
マ
ル
な
も
の

に
近
づ
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

特
定
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
表
現
の
約
束
事
に
対
す
る
関
心
は
、同
時

期
の
美
術
批
評
に
も
見
ら
れ
る
。こ
の
時
期
、石
子
は
グ
ル
ー
プ﹁
幻
触
﹂

を
高
く
評
価
し
、
一
九
六
八
年
に
中
原
佑
介
と
企
画
し
た﹁
ト
リ
ッ
ク

ス
・
ア
ン
ド
・
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
展
﹂（
東
京
画
廊
、村
松
画
廊
）に﹁
幻
触
﹂の
作

家
を
推
挙
し
て
い
る

（
39
）

。同
展
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
寄
せ
た
文
章
で
、石
子

は
、出
品
作
品
が﹁
す
ぐ
れ
たマ

マ

絵
画
的
な
、視
線
に
か
ん
す
る
原
理
へ
の

問
い
﹂を
行
っ
て
い
る
と
述
べ
、﹁
絵
画
論
と
し
て
の
絵
画
﹂、す
な
わ
ち

絵
画
の
約
束
事
を
考
察
す
る
絵
画
に
大
き
な
関
心
を
向
け
て
い
る

（
40
）

。文

章
の
中
で
石
子
が
言
及
す
る
鈴
木
慶
則
や
髙
松
次
郎
は
、そ
れ
ぞ
れ
絵

画
の
支
持
体
と
影（
幻
影
）を
主
題
と
し
た
作
品
を
出
品
し
て
お
り
、ま

さ
に
絵
画
の
約
束
事
を
問
題
に
す
る
作
家
で
あ
っ
た
。こ
の
時
期
石
子

は
、絵
画
論
と
マ
ン
ガ
論
の
双
方
で
ジ
ャ
ン
ル
の
約
束
事
に
対
す
る
関

心
を
高
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、一
九
六
九
年
に
入
る
と
、石
子
の
論
調
は
変
化
し
て
い
く
。マ

ン
ガ
の
ナ
ン
セ
ン
ス
を
論
じ
た
₆
号
の
文
章
で
、石
子
は
、つ
げ
義
春
の

作
品
世
界
は﹁
ぼ
く
ら
の
日
常
的
な
知
覚
や
認
識
が
、そ
の
ま
ま
ス
ト
レ

ー
ト
で
入
り
込
も
う
と
し
て
入
り
込
め
な
い
﹂
も
の
で
あ
る
と
す
る

（
41
）

。

﹁〈
見
〉る
と
は
、つ
い
に
見
え
な
い
も
の
を
見
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
衝

迫
の
こ
と
﹂で
あ
る
と
述
べ
、つ
げ
が﹁
日
常
性
を
日
常
性
と
し
て
成
立

さ
せ
て
い
る
、そ
の
背
中
と
い
う
か
、真
裏
と
い
う
か
、そ
こ
に
そ
れ
と

し
て
あ
る
生
﹂を
捉
え
て
い
る
と
論
じ
る

（
42
）

。石
子
は
、﹁
見
え
な
い
も
の
﹂

や
日
常
性
の﹁
背
中
﹂に
あ
る
も
の
に
惹
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。見
え

な
い
も
の
を
見
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。次
の
発
言
は
理
解

の
手
が
か
り
に
な
る
だ
ろ
う
。

﹁
ぼ
く
ら
が
マ
ン
ガ
に
あ
る
実
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
し
か
読
ま
ず
、そ

こ
で
面
白
い
と
か
つ
ま
ら
な
い
と
か
言
い
争
っ
て
い
る
だ
け
な
ら
、

マ
ン
ガ
・
ブ
ー
ム
も
ま
た
多
く
の
消
費
ゲ
ー
ム
と
同
様
に
、巧
妙
に

仕
組
ま
れ
押
し
つ
け
ら
れ
る
流
行
現
象
の
一
種
で
終
る
し
か
な
い

だ
ろ
う
。［
⋮
］た
だ
そ
う
し
た
流
行
現
象
を
現
象
化
し
て
い
る
も

の
の
中
に
、当
然
な
が
ら
ぼ
く
ら
の
も
の
で
し
か
な
い
と
い
え
る

よ
う
な
、ぼ
く
ら
の
日
常
感
の
屈
折
を
構
造
的
に
写
し
見
る（
そ
こ

に
写
し
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
見
る
と
い
う
の
で
は
な
く
）こ
と
は

で
き
る
は
ず
で
あ
る

（
43
）

。﹂

　

こ
こ
で
石
子
は
、マ
ン
ガ
表
現
に
対
す
る
フ
ォ
ー
マ
ル
な
ア
プ
ロ
ー
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チ
を
批
判
す
る
一
方
で
、マ
ン
ガ
表
現
を
成
立
さ
せ
る
条
件（﹁
ぼ
く
ら

の
日
常
感
の
屈
折
﹂）を
構
造
主
義
的
に
考
察
す
る（﹁
構
造
的
に
写
し
見

る
﹂）こ
と
を
主
張
し
て
い
る

（
44
）

。次
の
₇
号
で
の
議
論
を
参
照
す
る
と
、そ

の
主
張
は
よ
り
明
確
に
な
る
。﹁
ぼ
く
は
、マ
ン
ガ
を
作
品
と
し
て
、表
現

さ
れ
た
も
の
の
内
容
に
そ
く
し
て
の
み
、作
者
の
意
図
や
方
法
を
推
断

し
て
論
じ
る
こ
と
に
不
満
を
覚
え
て
い
る
。作
者
は
、作
品
と
い
う〈
言

葉
〉の
外
に
、多
く
の
も
の
を
落
と
し
て
来
て
し
ま
っ
て
い
よ
う

（
45
）

﹂。石
子

が﹁
作
者
の
意
図
や
方
法
﹂に
基
づ
く
読
解
を
批
判
し
て
、﹁
作
品
と
い
う

〈
言
葉
〉の
外
﹂に
目
を
向
け
る
と
き
、そ
こ
に
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
的
な
テ

ク
ス
ト
概
念
に
近
い
発
想
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

主
題
論
か
ら
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
、そ
し
て
構
造
主
義
に
至
る
、こ
う
し

た
方
法
論
の
変
化
は
、分
析
対
象
の
変
化
も
伴
っ
て
い
た
。石
子
の
関
心

は
、マ
ン
ガ
表
現
の
形
式
か
ら
、そ
れ
を
支
え
る
条
件
へ
と
移
っ
て
い
く

の
で
あ
る
。

﹁
マ
ン
ガ
は
時
代
を
呼
吸
し
、歴
史
を
現
象
の
う
つ
ろ
い
や
す
さ
に

お
い
て
ド
キ
ュ
メ
ン
ト（
証
言
）す
る
。そ
れ
は
つ
ね
に
非
制
度
的

で
、自
在
な
生
活
的
知
覚
や
認
識
の
断
面
で
あ
り
、手
ぎ
わ
よ
く
整

序
さ
れ
、完
結
的
に
対
象
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、そ
の
限
り
で

は
創
造
的
で
も
、芸
術
的
と
も
い
え
な
い

（
46
）

。﹂

こ
こ
で
石
子
は
、マ
ン
ガ
が
証
言
す
る
も
の
は﹁
創
造
的
で
も
、芸
術
的
﹂

で
も
な
い
と
す
る
。だ
と
し
た
ら
、マ
ン
ガ
の
作
者
は
、そ
こ
に
ど
の
よ

う
に
関
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。石
子
は
劇
画
論
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。﹁［

辰
巳
ヨ
シ
ヒ
ロ
ら
劇
画
の
作
家
は
］自
分
の
な
か
の
怨
念
と
か

私
憤
と
か
を
、そ
の
も
の
と
し
て
何
か
を
借
り
て
対
象
化
す
る
の

で
は
な
く
、描
い
た
も
の
が
商
品
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す

る
意
識
の
牽
制
と
衝
動
と
の
あ
や
う
い
バ
ラ
ン
ス
が
、笑
い
を
触

発
す
る
と
い
っ
た
主
体
の
位
置
か
ら
は
ず
れ
た
と
き
、知
覚
の
習

い
に
基
づ
い
て
、そ
の
よ
う
な〈
古
い
〉約
束
事
を﹁
肉
化
﹂し
よ
う

と
し
た
と
思
え
る

（
47
）

。﹂

　
﹁
知
覚
の
習
い
﹂と
は
、作
家
が
制
作
す
る
と
き
に
感
じ
る
情
動
や
意

識
よ
り
も
古
層
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、マ
ン
ガ
家
は
、マ
ン
ガ
を
描
く
と

き
に
こ
う
し
た﹁
知
覚
の
習
い
﹂を
作
動
さ
せ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。﹁
知

覚
の
習
い
﹂は﹁
芸
術
と
い
う
制
度
﹂の
外
に
あ
っ
て
身
体
化
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
な
が
ら
、﹁
約
束
事
﹂と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
構
造
化
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
た
め
、石
子
は
そ
れ
を﹁
非
制
度
的
制
度

（
48
）

﹂と
呼
ん
で
い
る
。石

子
は﹁
習
い
﹂に﹁
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
﹂と
い
う
ル
ビ
を
振
っ
て

（
49
）

、そ
れ
が

歴
史
的
・
社
会
的
に
編
制
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

﹁
知
覚
の
習
い
﹂は
、特
定
分
野
の
約
束
事
で
は
な
く
、美
術
、マ
ン
ガ
、演

劇
、映
画
な
ど
、各
芸
術
分
野
を
横
断
し
て
、作
り
手
と
受
け
手
が
共
有

す
る﹁
生
活
的
知
覚
や
認
識
﹂に
お
い
て
身
体
的
に
作
動
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
。

　

石
子
の﹁
知
覚
の
習
い
﹂論
は
、ど
の
よ
う
な
理
論
的
源
泉
を
も
つ
の

か
。当
時
盛
ん
に
紹
介
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
構
造
主
義
、と
り
わ
け
構
造
主

義
人
類
学
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
名
前
を

挙
げ
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。石
子
は
、あ
る
演
劇
論
で
、役
者
の
身
体
性

の
制
度
を
論
じ
る
と
き
に﹁
知
覚
の
レ
ベ
ル
を
し
き
り
に
気
に
し
て
い

る
﹂ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
参
照
す
る

（
50
）

。そ
し
て
、一
九
六
五
年
に
翻
訳
さ
れ
た

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の﹁
複
製
技
術
時
代
の
芸
術
作
品
﹂に
し
ば
し
ば
言
及
し
、

﹁
芸
術
作
品
に
つ
い
て
の
知
覚
の
応
答
﹂に
関
す
る
そ
の
所
説
に
感
心
し

て
い
る

（
51
）

。折
し
も
、一
九
六
九
年
は
、ベ
ン
ヤ
ミ
ン
著
作
集
の
邦
訳
の
刊

行
が
始
ま
っ
た
年
で
も
あ
っ
た
。一
九
六
九
年
か
ら
一
九
七
〇
年
に
か

け
て
知
覚
の
約
束
事
に
注
目
し
始
め
た
石
子
の
マ
ン
ガ
批
評
は
、こ
う

し
た
文
脈
の
中
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

（
52
）

。

　

こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、知
覚
の
歴
史
性
や
社
会
性
に
注

目
し
た
の
は
、石
子
だ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。美
術
批
評
家
の

宮
川
淳
も
ま
た
、別
の
経
路
か
ら
、ほ
ぼ
同
様
の
議
論
に
た
ど
り
着
い
て

い
た
。先
述
し
た
よ
う
に
、﹃
鏡
・
空
間
・
イ
マ
ー
ジ
ュ
﹄で
芸
術
の
消
滅
不

可
能
性
を
指
摘
し
た
宮
川
は
、一
九
六
九
年
に
書
い
た﹁
批
評
の
変
貌
﹂

で
、現
在
、芸
術
は﹁
も
は
や
個
々
の
作
品
の
う
ち
に
完
結
的
に
存
在
す

る
の
で
は
な
く
、む
し
ろ
ひ
と
つ
の
情
況
と
し
て
成
立
し
て
い
る
﹂と
述

べ
、作
品
を
見
る
こ
と
は
、﹁
日
常
の
視
覚
の
上
に
あ
る
厚
み
を
形
成
す

る
こ
と
﹂で
あ
り
、芸
術
と
は﹁
こ
の︽
見
る
︾こ
と
の
厚
み
の
中
で
成
立

す
る
ひ
と
つ
の
幻
想
﹂で
あ
る
と
論
じ
て
い
る

（
53
）

。完
結
し
た
作
品
で
は
な

く
、そ
れ
を
含
ん
だ
情
況
に
お
け
る﹁
見
る
こ
と
の
厚
み
﹂に
注
目
し
た

宮
川
は
、そ
の
後
、ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
を
参
照
し
な
が
ら
、﹁
見
る
こ

と
の
厚
み
﹂を﹁
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
﹂と
し
て
捉
え
直
し

（
54
）

、見
る
こ
と
が
歴
史

的
・
社
会
的
に
編
制
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
た
。
宮
川
の
議
論
が
石
子
の

﹁
知
覚
の
習
い
﹂論
と
対
応
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。キ
ッ
チ

ュ
の
庶
民
的
感
性
を
好
ん
だ
石
子
順
造
と
、美
術
の
現
場
か
ら
も
距
離

を
置
こ
う
と
し
た
宮
川
淳

（
55
）

と
い
う
、資
質
の
全
く
異
な
る
二
人
の
批
評

家
が
、ほ
ぼ
同
時
期
に
同
様
の
結
論
に
至
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い

（
56
）

。

４　

反
映
論
を
超
え
て

　
　

―�『
現
代
マ
ン
ガ
の
思
想
』と
読
者
重
視
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
マ
ン
ガ

　

石
子
の
批
評
に
お
け
る﹁
知
覚
の
習
い
﹂の
前
景
化
を﹁
知
覚
論
的
転

回
﹂と
呼
ぶ
こ
と
に
す
れ
ば
、転
回
後
に
書
か
れ
た
の
が﹃
現
代
マ
ン
ガ

の
思
想
﹄で
あ
る
。こ
の
本
は
、﹃
マ
ン
ガ
芸
術
論
﹄の
改
訂
版
と
で
も
言

う
べ
き
本
で
あ
る
が
、大
き
く
言
っ
て
二
つ
の
点
で
主
張
が
異
な
っ
て

い
る
。

　

ま
ず
石
子
は
、前
著
の﹃
マ
ン
ガ
芸
術
論
﹄で
、﹁
世
の
中
が
騒
々
し
く

な
る
と
、マ
ン
ガ
家
は
そ
の
青
い
目
を（
批
評
の
目
）を
開
く

（
57
）

﹂と
し
て
マ

ン
ガ
に
批
評
の
機
能
を
見
出
し
て
い
た
が
、新
著
で
は﹁
マ
ン
ガ
を
批
評

の
武
器
と
考
え
る
の
も
、ぼ
く
に
は
お
か
し
い
と
思
え
る
﹂と
述
べ
、﹁
風

刺
や
批
評
を
マ
ン
ガ
の
起
動
力
と
前
提
と
す
る
か
ぎ
り
、マ
ン
ガ
は
表

現
と
し
て
情
況
の
た
だ
な
か
で
生
き
る
こ
と
を
失
う
﹂と
ま
で
言
い
放

ち
、マ
ン
ガ
の
批
評
的
機
能
に
対
し
て
否
定
的
な
見
解
を
示
す

（
58
）

。

　

次
に
石
子
は
、前
著
で
展
開
で
き
な
か
っ
た
マ
ン
ガ
表
現
の
分
析
を
、
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﹁
知
覚
の
習
い
﹂論
と
し
て
行
う
。﹁
マ
ン
ガ
表
現
の
論
理
と
構
造
﹂と
い

う
章
で
、石
子
は
、﹁
視
座
と
モ
チ
ー
フ
﹂﹁
描
線
と
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
﹂﹁
コ

マ
と
劇
展
開
﹂﹁
こ
と
ば
と
イ
メ
ー
ジ
﹂﹁
メ
デ
ィ
ア
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
﹂﹁
表

現
と
思
想
﹂と
い
っ
た
項
目
を
立
て
る
。だ
が
、転
回
後
の
石
子
に
と
っ

て
、そ
れ
が
フ
ォ
ー
マ
ル
な
分
析
に
な
る
こ
と
は
な
い
。﹁
視
座
と
モ
チ

ー
フ
﹂で
石
子
が
論
じ
る
の
は
、か
も
よ
し
ひ
さ
の﹁
野
次
馬
の
視
覚
﹂で

あ
り

（
59
）

、﹁
描
線
と
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
﹂で
は
、﹁
滝
田
ゆ
う
の
線
は［
⋮
］庶
民

の
生
活
的
知
覚
を
の
せ
て
い
る
﹂と
述
べ

（
60
）

、﹁
コ
マ
と
劇
展
開
﹂で
は
、マ

ン
ガ
に
お
い
て
は﹁
劇
の
構
造
化
が
、映
画
よ
り
い
っ
そ
う
受
け
手
の
側

の
知
覚
・
認
識
と
の
照
応
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
﹂た
め
、読
者
で
あ
る

﹁
子
ど
も
と
民
衆
﹂の
参
加
が
重
要
だ
と
論
じ
る

（
61
）

。石
子
は
、マ
ン
ガ
表
現

の
各
形
式
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、そ
れ
が
い
か
に
知
覚
の
約
束
事
と
関

わ
っ
て
い
る
か
を
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
石
子
は
、特
定
の
表
現
に
特
定
の
意
味
を
見
出
す
こ
と
を

放
棄
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

（
62
）

。し
か
し
、﹁
受
け
手
は
、自
分
の
知
覚
・

認
識
の
あ
り
よ
う
、そ
の
運
動
力
に
よ
っ
て
マ
ン
ガ
を
受
け
取
る
﹂、﹁
マ

ン
ガ
は
、作
家
の
主
張
が
適
切
に
伝
達
さ
れ
に
く
い

（
63
）

﹂と
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、石
子
が
放
棄
し
て
い
る
の
は
、送
り
手
と
受
け
手
の
あ
い
だ
で
意

味
が
正
確
に
伝
達
さ
れ
る
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
図
式
で
あ

っ
て
、表
現
が
伝
え
る
意
味
そ
れ
自
体
で
は
な
い
。上
に
述
べ
た
よ
う
に
、

石
子
は
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
に
何
ら
か
の
意
味
を
見
出
し
て
い
る
。石
子

は
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、送
り
手
の
意
図
よ
り
も
、受
け

手
の
理
解
を
重
視
す
る
立
場
に
立
っ
て
、意
味
論
的
な
読
解
を
行
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

マ
ン
ガ
の
分
析
に
お
い
て
、作
者
の
意
図
よ
り
も
読
者
の
理
解
を
重

視
す
る
考
え
は
、鶴
見
俊
輔
の
マ
ン
ガ
論
に
も
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。鶴
見
は﹃
漫
画
の
戦
後
思
想
﹄の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
書
く
。

﹁［
漫
画
の
］意
味
の
推
定
は
、漫
画
を
い
と
ぐ
ち
と
し
て
、ひ
と
り

の
読
み
手
で
あ
る
私
は
、こ
う
考
え
た
と
い
う
記
録
と
し
て
し
か

書
く
こ
と
は
で
き
な
い
。私
が
戦
後
思
想
史
に
つ
い
て
も
っ
て
い

る
意
見
を
こ
れ
ら
の
漫
画
に
読
み
こ
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。そ

の
読
み
こ
み
は
、漫
画
の
作
者
か
ら
、不
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。［
⋮
］も
と
も
と
、漫
画
の
作
品
の
底
に
、あ
た
え
ら
れ

た
も
の
と
し
て
、万
人
に
と
っ
て
の
一
つ
の
意
味
が
あ
る
と
い
う

考
え
方
は
、な
り
た
た
な
い
。漫
画
は
、作
者
と
読
者
の
あ
い
だ
に
、

同
時
代
の
状
況
の
制
約
を
う
け
つ
つ
、さ
ま
ざ
ま
の
読
み
方
を
許

す
ひ
ら
か
れ
た
作
品
と
し
て
、お
か
れ
て
い
る

（
64
）

。﹂

　

こ
こ
で
鶴
見
は
自
分
の
戦
後
思
想
史
の
意
見
を
マ
ン
ガ
に﹁
読
み
こ

む
﹂と
ま
で
言
っ
て
い
る
。つ
ま
り
、鶴
見
に
と
っ
て
、マ
ン
ガ
表
現
の
各

形
式
が
も
つ﹁
意
味
﹂と
は
、作
者
の
意
図
で
は
な
く
、読
者
が
理
解
す
る

意
味
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
石
子
と
鶴
見
の
議
論
を
見
る
と
、彼
ら
の
読
解
は
、時
代

や
社
会
、大
衆
の
意
識
を
映
し
出
す
反
映
論
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い

か
と
考
え
た
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
、反
映
論
が
問
題
含
み
に

見
え
る
の
は
、作
者
の
意
図
は
正
確
に
読
者
に
伝
達
さ
れ
る
と
考
え
る

立
場
に
立
っ
て
見
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。読
者
の
理
解
を
重
視

す
る
立
場
、す
な
わ
ち
、同
一
の
意
味
の
伝
達
を
前
提
と
し
な
い
立
場
に

立
て
ば

（
65
）

、作
品
に
時
代
や
社
会
、大
衆
の
意
識
を
見
出
す
こ
と
は
権
利
上

可
能
で
あ
る
。例
え
ば
、鶴
見
は
、漫
画
作
品
を﹁
記
号
⑴
﹂、そ
の
作
品
を

そ
の
作
家
が
か
く
情
況
を﹁
記
号
⑵
﹂と
し
た
場
合
、記
号
⑵
の
資
格
に

お
い
て
漫
画
が
お
か
し
い
こ
と
が
あ
り
う
る
、つ
ま
り
、作
品
自
体
で
は

な
く
、作
品
が
置
か
れ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
意
味
を
生
み
だ
す
こ
と
が

あ
る
と
述
べ
て
い
る

（
66
）

。鶴
見
が﹁
記
号
⑵
﹂に
見
出
し
た
コ
ン
テ
ク
ス
チ

ュ
ア
ル
な
読
解
は
、必
ず
し
も
作
者
の
意
図
の
正
確
な
伝
達
を
前
提
と

し
な
い
。本
人
が
意
図
し
な
か
っ
た
こ
と
が
傍
か
ら
見
て
お
か
し
い
こ

と
は
十
分
に
あ
り
う
る
こ
と
だ
。し
た
が
っ
て
問
題
は
、反
映
論
か
ど
う

か
で
は
な
く
、そ
の
読
解
が
マ
ン
ガ
作
品
に
関
し
て
妥
当
か
ど
う
か
、あ

る
時
代
と
社
会
に
お
い
て
そ
の
読
解
が
マ
ン
ガ
作
品
に
関
し
て
妥
当
で

あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。マ
ン
ガ
表
現

論
が
現
在
の
私
た
ち
に
リ
ア
ル
に
感
じ
ら
れ
る
の
と
同
様
に
、石
子
や

鶴
見
の
読
解
が
当
時
の
読
者
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
て
い
た
と
す
る
な

ら
ば
、現
在
の
視
点
か
ら
彼
ら
の
不
十
分
さ
を
批
判
す
る
こ
と
よ
り
も
、

そ
の
時
代
と
社
会
に
お
け
る
言
説
の
配
置
を
考
察
す
る
こ
と
の
方
が
、

現
在
の
認
識
枠
組
を
相
対
化
す
る
と
同
時
に
、マ
ン
ガ
の
解
釈
自
体
を

豊
か
に
す
る
点
で
有
益
だ
ろ
う
。

　

石
子
と
鶴
見
の
比
較
に
戻
れ
ば
、両
者
が
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、読

者
が
マ
ン
ガ
に
見
出
す
も
の
の
性
質
で
あ
る
。よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、鶴
見
は
マ
ン
ガ
を﹁
精
神
の
屈
伸
体
操
﹂と
呼
び
、﹁
自
分
の
好
き

な
漫
画
家
と
は
、自
分
の
精
神
に
生
じ
る
こ
わ
ば
り
を
、そ
の
漫
画
家
に

し
か
で
き
な
い
仕
方
で
や
わ
ら
げ
る
人
だ
﹂と
述
べ
る

（
67
）

。読
者
は
、マ
ン

ガ
が﹁
そ
の
社
会
の
ま
ん
な
か
に
あ
る
権
威
を
、い
つ
ま
で
も
か
わ
ら
ず

に
そ
こ
に
あ
る
も
の
と
し
て
見
な
い
で
、風
船
の
よ
う
に
か
る
が
る
と

そ
れ
を
持
ち
あ
げ
て
み
せ
る
﹂の
を
見
る
こ
と
で
、自
ら
の
精
神
の
こ
わ

ば
り
を
や
わ
ら
げ
る
の
で
あ
る

（
68
）

。

　

他
方
、石
子
が
マ
ン
ガ
に
見
出
す﹁
知
覚
の
習
い
﹂と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
。石
子
は﹃
現
代
マ
ン
ガ
の
思
想
﹄の
あ
と
が
き
で
次
の
よ
う
に

書
く
。﹁

ぼ
く
に
と
っ
て
歴
史
と
は［
⋮
］ぼ
く
の
、い
ま
こ
こ
に
生
き
て
い

る
身
体
に
、見
え
な
い
け
れ
ど
抜
き
が
た
く
刺
青
さ
れ
、ま
た
徐
徐

に
描
き
か
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
の
身
体
性
と
で
も
い
う
べ
き
知
覚

の
あ
つ
み

0

0

0

と
、そ
れ
と
不
可
分
に
連
動
し
て
い
る
想
像
力
や
概
念

の
は
ば
で
あ
り
、そ
の
限
界
で
あ
る
。ぼ
く
が
歴
史
か
ら
ど
の
よ
う

に
も
自
由
で
あ
り
え
な
い
の
は
、そ
れ
ゆ
え
だ
ろ
う
。想
像
力
を
い

く
ら
作
動
さ
せ
た
と
し
て
も
、想
像
す
る
力
そ
の
も
の
が
、ぼ
く
の

知
覚
を
も
っ
て
す
る
生
活
と
環
境
の
関
係
か
ら
抜
き
だ
せ
な
い
歴

史
性
・
社
会
性
を
背
負
っ
て
い
る
か
ら
に
は
、ぼ
く
は
み
ず
か
ら
の

想
像
力
の
貧
困
さ
す
ら
を
、歴
史
の
重
み
に
お
い
て
引
き
受
け
る

し
か
な
い

（
69
）

。﹂

　

鶴
見
も
石
子
も
と
も
に
、マ
ン
ガ
の
中
に
意
味
の
秩
序
を
見
出
す
。だ

が
、鶴
見
に
と
っ
て
、そ
れ
は﹁
風
船
﹂の
よ
う
に
軽
々
と
持
ち
あ
げ
ら
れ
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る
も
の
だ
っ
た
の
に
対
し
、
石
子
が
マ
ン
ガ
に
見
出
す﹁
知
覚
の
あ
つ

み
﹂と
は
、﹁
抜
き
が
た
く
刺
青
﹂さ
れ
て
い
る
も
の
で
、私
た
ち
の
概
念

や
想
像
力
を
規
定
し
て
い
る
も
の
だ
っ
た
。マ
ン
ガ
が
描
き
出
す
歴
史

的
・
社
会
的
秩
序
と
は
、鶴
見
に
と
っ
て
は﹁
風
船
﹂だ
っ
た
が
、石
子
に

お
い
て
は﹁
刺
青
﹂だ
っ
た
。石
子
は
、容
易
に
変
更
で
き
な
い
身
体
化
さ

れ
た
も
の
と
し
て
、知
覚
の
習
い
を
考
え
て
い
た
。マ
ン
ガ
論
を
含
む
鶴

見
の
大
衆
芸
術
論
が
、現
在
の
社
会
や
政
治
を
変
え
た
り
、見
直
し
た
り

す
る
動
機
を
含
む
も
の
だ
と
し
た
ら
、石
子
の
主
張
は
、そ
の
よ
う
な
現

実
的
な
動
機
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。石
子

は
む
し
ろ
、マ
ン
ガ
を
通
し
て
、知
覚
や
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
思

考
や
想
像
力
の
動
き
を
見
据
え
る
こ
と
で
、歴
史
と
社
会
を
捉
え
直
そ

う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
﹃
現
代
マ
ン
ガ
の
思
想
﹄を
出
版
し
た
後
も
、石
子
は
マ
ン
ガ
に
つ
い

て
書
き
続
け
た
。﹃
週
刊
読
書
人
﹄で
マ
ン
ガ
批
評
欄
を
担
当
す
る
一
方

（
70
）

、

﹃
ガ
ロ
﹄に﹁
白
土
三
平
論
﹂を
連
載
し
た

（
71
）

。一
九
七
三
年
に
は
、菊
池
と
権

藤
と
と
も
に﹃
劇
画
の
思
想
﹄を
著
し
た
後

（
72
）

、﹃
思
想
の
科
学
﹄で
戦
後
マ

ン
ガ
史
の
連
載
を
始
め
、一
九
七
五
年
に
単
行
本
に
ま
と
め
た

（
73
）

。そ
の
間

も
、そ
し
て
そ
の
後
も
、﹃
随
筆
サ
ン
ケ
イ
﹄、﹃
太
陽
﹄、﹃
Ｃ
Ｏ
Ｍ
﹄、﹃
黒
の

手
帖
﹄、﹃
現
代
の
眼
﹄、﹃
月
刊
ペ
ン
﹄、﹃
中
央
公
論
﹄な
ど
多
様
な
媒
体
で
、

石
子
は
マ
ン
ガ
を
論
じ
続
け
た

（
74
）

。

　

こ
う
し
た
数
々
の
論
考
で
、石
子
は
、マ
ン
ガ
表
現
の
ふ
も
と
に
広
が

る
知
覚
の
習
い
に
つ
い
て
考
察
を
重
ね
た
。自
然
論
と
英
雄
論
の
二
部

構
成
を
と
る
白
土
三
平
論
で
、石
子
は
、白
土
の
マ
ン
ガ
が
、自
然
を﹁
人

間
の
知
覚
、想
像
力
、概
念
﹂を
条
件
づ
け
て
い
く
も
の
と
捉
え
て
、﹁
自

然
と
人
間
の
交
流
関
係
﹂の
展
開
を
描
い
た
と
す
る
自
然
論
を
展
開
す

る
一
方

（
75
）

、英
雄
論
と
し
て
は
、﹁
そ
れ
ま
で
の
少
年
マ
ン
ガ
に
お
け
る
英

雄
像
の
通
念
を
、は
っ
き
り
時
代
・
社
会
情
況
と
の
対
応
あ
る
い
は
生
活

の
地
平
で
具
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
超
え
る
﹂こ
と
を
白
土
の
マ
ン

ガ
は
目
指
し
て
い
る
と
主
張
し
た

（
76
）

。﹃
戦
後
マ
ン
ガ
史
ノ
ー
ト
﹄で
は
、マ

ン
ガ
の﹁
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
﹂を
可
能
に
す
る﹁
生
活
実
感

（
77
）

﹂を
絶
え
ず

参
照
し
な
が
ら
、﹁
ヤ
ネ
ウ
ラ
₃
ち
ゃ
ん
﹂か
ら﹁
仮
面
ラ
イ
ダ
ー
﹂ま
で
、

戦
後
日
本
の
マ
ン
ガ
を
縦
横
無
尽
に
論
じ
た
。石
子
は
、マ
ン
ガ
表
現
を

そ
れ
が
登
場
し
た
時
代
の
中
で
語
る
こ
と
を
通
し
て
、マ
ン
ガ
に
対
す

る
コ
ン
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
な
読
解
を
提
示
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

　

知
覚
の
習
い
と
い
う
視
点
は
、マ
ン
ガ
批
評
だ
け
で
用
い
ら
れ
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
。石
子
が
、美
術
を
視
覚
の
約
束
事
つ
ま
り﹁
目
ざ
わ

り
の
制
度
﹂、音
楽
を﹁
耳
ざ
わ
り
の
制
度
﹂と
述
べ
た
と
き

（
78
）

、そ
の
身
体

的
で
歴
史
・
社
会
的
な
美
術
観
・
音
楽
観
は
、知
覚
の
習
い
と
同
一
の
関

心
の
地
平
に
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。石
子
は
、映
画
や
演
劇
に
も
知

覚
の
習
い
を
見
出
し
、さ
ら
に
、銭
湯
の
ペ
ン
キ
絵
な
ど
の
キ
ッ
チ
ュ
も

同
様
の
視
点
か
ら
論
じ
る
よ
う
に
な
っ
た

（
79
）

。最
初
期
の﹁
評
画
﹂論
で
芽

生
え
て
い
た
石
子
の
イ
ン
タ
ー
メ
デ
ィ
ア
的
な
関
心
は
、知
覚
の
習
い

の
議
論
に
結
実
し
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、最
も
明
確
に
石
子
の
批
評
の
軌
跡
を
刻
ん
だ
の
は
、マ
ン
ガ
批

評
だ
っ
た
。石
子
は
、知
覚
の
習
い
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
、芸

術
か
ら
キ
ッ
チ
ュ
へ
と
関
心
を
移
し
た
。そ
の
た
め
、知
覚
の
習
い
に
つ

い
て
触
れ
た
芸
術
論
は
少
な
く
、知
覚
の
習
い
以
前
の
視
点
か
ら
キ
ッ

チ
ュ
を
論
じ
た
も
の
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。マ
ン
ガ
批
評
は
、﹁
知
覚

の
習
い
﹂論
の
成
立
の
前
後
を
通
し
て
書
き
続
け
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た

た
め
、石
子
の
関
心
の
推
移
を
示
す
重
要
な
言
説
で
あ
っ
た
。本
稿
が
石

子
の
マ
ン
ガ
批
評
を
中
心
に
考
察
し
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　

で
は
、石
子
は﹁
知
覚
の
習
い
﹂論
を
通
し
て
最
終
的
に
何
を
考
え
よ

う
と
し
て
い
た
の
か
。

﹁
ぼ
く
の
課
題
は
、美
術
の
近
代
、そ
れ
も
日
本
の
場
合
の
、ぼ
く
な

り
の
理
解
に
あ
る
。い
や
、こ
の
さ
い
、視
覚
の
日
本
的
な
近
代
、と

い
い
か
え
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。美
術
と
い
っ

て
も
、学
校
で
教
え
ら
れ
、価
値
の
約
束
事
と
し
て
の
美
術
で
は
な

い
。む
し
ろ
、そ
の
よ
う
な
美
術
を
美
術
た
ら
し
め
て
き
た
、視
覚

の
社
会
的
・
歴
史
的
な
構
造
、そ
の
美
的
な
運
動
過
程
で
あ
る

（
80
）

。﹂

　

石
子
は
、美
術
や
マ
ン
ガ
だ
け
で
な
く
キ
ッ
チ
ュ
も
含
ん
で
、さ
ら
に

そ
れ
ら
の
区
別
を
無
化
す
る
よ
う
な﹁
視
覚
の
日
本
的
な
近
代
﹂、﹁
視
覚

の
社
会
的
・
歴
史
的
な
構
造
﹂を
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
。早
世
し
た
こ

と
も
あ
っ
て
体
系
的
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、視
覚
文

化
論
が
理
論
的
に
整
備
さ
れ
る
は
る
か
前
の
一
九
七
〇
年
代
の
日
本
で
、

こ
う
し
た
構
想
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。

　

最
後
に
、﹁
知
覚
の
習
い
﹂論
の
限
界
に
触
れ
て
本
稿
を
終
え
た
い
。ま

ず
、石
子
の﹁
知
覚
の
習
い
﹂論
は
、同
時
期
に
視
覚
文
化
を
論
じ
た
日
向

あ
き
子

（
81
）

と
同
じ
く
、厖
大
な
大
衆
文
化
の
海
の
中
で
多
様
な
対
象
に
魅

せ
ら
れ
る
あ
ま
り
、そ
れ
ら
に
耽
溺
し
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
っ
た
。論
理

的
と
い
う
よ
り
は
共
感
的
と
言
え
る
そ
の
語
り
口
は
、し
ば
し
ば
知
覚

か
ら
情
感
へ
と
論
点
を
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。そ
し
て
、石
子
の

関
心
の
対
象
は
、芸
術
で
あ
れ
キ
ッ
チ
ュ
で
あ
れ
、ほ
と
ん
ど
近
代
の
も

の
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。さ
か
の
ぼ
っ
て
も
近
世
ど
ま
り
だ
っ
た
。も
ち

ろ
ん
、石
子
は
近
代
を
問
題
に
し
て
い
た
か
ら
、近
代
の
事
物
に
関
心
を

寄
せ
た
の
は
当
然
だ
っ
た
が
、そ
れ
ら
を
歴
史
的
な
視
点
で
捉
え
て
近

代
的
知
覚
の
編
制
を
相
対
化
す
る
作
業
を
行
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
。つ
ま
り
、知
覚
の
習
い
と
い
う
魅
力
的
な
論
点
を
提
示
し
た
も
の

の
、圧
倒
的
な
大
衆
文
化
の
中
で
揉
ま
れ
て
、自
ら
を
条
件
づ
け
る
構
造

を
明
ら
か
に
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、石
子
は
そ
の
最
晩
年
に
、近
代
や
近
世
よ
り
も
は
る
か
に
古

く
、シ
ン
プ
ル
な
あ
ま
り
共
感
を
寄
せ
付
け
な
い
あ
る
も
の
に
関
心
を

向
け
始
め
て
い
た
。そ
れ
は
丸
石
神
で
あ
る
。信
仰
の
対
象
で
あ
っ
た
こ

の
球
体
の
天
然
石
に
つ
い
て
、中
沢
新
一
は
、石
子
と
同
じ﹁
知
覚
の
習

い
﹂と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、そ
れ
は﹁
知
覚
の
習
い
を
ぐ
ら
つ
か
せ
る

よ
う
な
異
化
効
果
を
も
っ
て
い
る
﹂だ
け
で
な
く
、﹁
逆
に
知
覚
を
純
化

し
優
し
く
つ
つ
み
こ
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
抱
擁
力
さ
え
あ
﹂る
と
し
て
、
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意
味
の
構
造
を
す
り
抜
け
る
そ
の
捉
え
が
た
さ
を
記
し
て
い
る

（
82
）

。丸
石

神
と
の
出
会
い
は
、石
子
が
格
闘
し
て
い
た
近
代
の
枠
組
を
す
り
抜
け

て
、石
子
の
思
考
を
大
き
く
変
え
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
っ
た
が
、石
子

は
丸
石
神
に
つ
い
て
本
格
的
な
考
察
を
行
う
前
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る

（
83
）

。

註（
₁
）権
藤
晋
は
、石
子
の﹁
反
マ
ン
ガ
﹂論
に
潜
む﹁
芸
術
至
上
主
義
﹂を
批
判
し
、﹁
進
歩
派

知
識
人
の
マ
ン
ガ
観
と
さ
ほ
ど
か
け
離
れ
て
あ
る
も
の
で
は
な
い
﹂と
述
べ
る
。権
藤

﹁
マ
ン
ガ
文
化
の
風
化
と
奈
落
﹂﹃
現
代
の
眼
﹄（
一
九
七
〇
年
二
月
）一
四
二
～
一
四
四

頁
。呉
智
英
は
、石
子
が﹁
正
統
的
な
知
的
訓
練
を
受
け
た
知
識
人
で
あ
る
こ
と
が
災

い
し
て［
⋮
］＂
イ
ン
テ
リ
臭
い
＂評
論
に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
﹂と
す
る
。呉﹃
現
代
マ

ン
ガ
の
全
体
像
﹄［
一
九
八
六
年
］（
双
葉
文
庫
、一
九
九
七
年
）二
四
頁
。竹
内
オ
サ
ム

は
、石
子
の
批
評
の﹁
語
り
口
は
、大
衆
の
理
解
を
お
お
き
く
逸
脱
﹂す
る
も
の
で
、﹁
イ

ン
テ
リ
の
、と
い
う
よ
り
も
、石
子
の
学
ん
だ
美
学
、哲
学
の
方
法
的
乖
離
﹂を
示
し
て

い
る
と
す
る
。竹
内﹁
マ
ン
ガ
批
評
の
現
在  

新
し
き
科
学
主
義
へ
の
綱
わ
た
り
﹂﹃
マ

ン
ガ
批
評
宣
言
﹄（
亜
紀
書
房
、一
九
八
七
年
）七
二
頁
。夏
目
房
之
介
は
、石
子
は
マ
ン

ガ
を
マ
ン
ガ
と
し
て
評
価
し
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、﹁
肝
心
の
と
こ
ろ
へ
く
る
と﹃
民

衆
﹄だ
と
か﹃
反
近
代
﹄と
か
い
う
言
葉
に
よ
り
か
か
っ
て
し
ま
い
、結
局
の
と
こ
ろ
理

念
の
表
明
と
素
描
だ
け
で
お
わ
っ
た
よ
う
に
思
え
た
﹂と
述
べ
る
。夏
目﹃
手
塚
治
虫

は
ど
こ
に
い
る
﹄（
ち
く
ま
文
庫
、一
九
九
五
年
）一
五
頁
。そ
の
後
、夏
目
は
、石
子
に

触
れ
つ
つ
反
映
論
的
マ
ン
ガ
論
の
問
題
を
考
察
す
る
。夏
目﹁
マ
ン
ガ
表
現
論
の﹁
限

界
﹂を
め
ぐ
っ
て
﹂、ジ
ャ
ク
リ
ー
ヌ
・
ベ
ル
ン
ト
編﹃
マ
ン
美
研  

マ
ン
ガ
の
美
／
学

的
な
次
元
へ
の
接
近
﹄醍
醐
書
房
、二
〇
〇
二
年
、二
～
二
二
頁
。

（
₂
）瓜
生
吉
則﹁〈
マ
ン
ガ
論
〉の
系
譜
学
﹂﹃
東
京
大
学
社
会
情
報
研
究
所
紀
要
﹄56（
一
九

九
八
年
）一
三
五
～
一
五
三
頁
。

（
₃
）瓜
生﹁〈
マ
ン
ガ
論
〉の
系
譜
学
﹂一
三
七
頁
。

（
₄
）山
根
貞
男（
菊
池
浅
次
郎
）﹁〈
生
活
⇄
表
現
〉と
キ
ッ
チ
ュ
の
あ
い
だ  

石
子
順
造
論

へ
む
け
て
の
回
想
的
ノ
ー
ト
﹂﹃
夜
行
﹄₇（﹃
漫
画
主
義
﹄13
）（
一
九
七
八
年
六
月
）七

三
頁
。梶
井
純﹁
悪
戦
苦
闘
の
批
評
世
界
﹂﹃
石
子
順
造
著
作
集
₃  

コ
ミ
ッ
ク
論
﹄（
喇

嘛
舎
、一
九
八
八
年
）四
一
五
頁
。

（
₅
）権
藤
晋
は
、﹁
石
子
順
造
の〈
転
換
〉と
は
な
に
か
﹂と
題
す
る
文
章（﹃
夜
行
﹄₇（﹃
漫
画

主
義
﹄13
）（
一
九
七
八
年
六
月
）九
八
～
一
〇
一
頁
）で
、あ
る
論
者
が﹁
67
年
か
ら
70

年
に
か
け
て
の
石
子
の
政
治
主
義
か
ら
反
政
治
主
義
へ
の
転
換
﹂の
原
因
を﹃
漫
画
主

義
﹄と
り
わ
け
権
藤
と
の
批
評
的
交
流
と
論
じ
た
の
を
批
判
し
て
、転
換
の
契
機
を
千

円
札
裁
判（
公
判
の
中
心
は
一
九
六
六
年
）と
つ
げ
義
春
作
品
と
の
接
触
に
見
出
し
て

い
る
。本
稿
は
そ
れ
よ
り
も
後
に
転
換
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
₆
）石
子
の
初
期
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、本
阿
弥
清
氏
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。生
年
を
一

九
二
九
年
、鈴
与
倉
庫
入
社
を
一
九
五
八
年
と
す
る
資
料
も
あ
る
が
、そ
れ
ぞ
れ
一
九

二
八
年
、一
九
五
六
年
が
正
し
い
。

（
₇
）﹃
幻
触
﹄（
鎌
倉
画
廊
、二
〇
〇
五
年
）に
よ
れ
ば
、グ
ル
ー
プ
白
の
機
関
誌﹃
グ
ル
ー
プ

白
﹄は
₃
号
ま
で
刊
行
さ
れ
た
。筆
者
が
実
見
し
た
第
₃
号（
一
九
五
九
年
三
月
発
行
）

に
は
、鈴
木
卓
の
名
義
で
書
か
れ
た
石
子
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。日
本
ア
ン
デ

パ
ン
ダ
ン
静
岡
展
は
一
九
五
八
年
九
月
一
日
か
ら
十
四
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
。主
催

は
グ
ル
ー
プ
白
と
清
水
絵
の
会
、後
援
は
日
本
美
術
会
と
清
水
市
教
育
委
員
会
で
あ

る
。石
子
は
同
展
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
も
木
村
卓
名
義
で
開
催
の
発
意
を
起
草
し
て

い
る
。

（
₈
）石
子
順
造﹁
マ
ン
ガ
の
功
罪  

₁
～
₃
﹂﹃
文
化
と
教
育
﹄（
一
九
六
〇
年
二
月
、四
月
、

六
月
）一
二
～
二
〇
、五
二
～
六
一
、六
三
～
七
三
頁
。

（
₉
）石
子
順
造
・
伊
藤
隆
史
・
鈴
木
慶
則﹁﹁
評
画
﹂あ
る
い
は﹁
記
録
漫
画
﹂の
提
唱  

そ
の

前
書
き
﹂﹃
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
﹄₁（
一
九
六
〇
年
）三
頁
。三
人
の
連
名
の
文
章
だ
が
、そ

の
後
も
石
子
が
主
張
し
て
い
る
内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら
、こ
こ
で
は
石
子
の
考
え
と

み
な
す
。

（
10
）石
子
順
造
・
伊
藤
隆
史
・
鈴
木
慶
則﹁﹁
評
画
﹂あ
る
い
は﹁
記
録
漫
画
﹂の
提
唱  

そ
の

後
書
き
﹂﹃
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
﹄₁（
一
九
六
〇
年
）二
四
頁
。

（
11
）瀧
口
修
造﹁
白
い
漫
画
、黒
い
漫
画  

現
代
絵
画
と
風
刺
性
﹂﹃
読
売
新
聞
﹄一
九
五
六

年
二
月
二
十
日
朝
刊
、
八
面（﹁
白
い
漫
画
、
黒
い
漫
画
﹂﹃
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
瀧
口
修
造

10
﹄（
み
す
ず
書
房
、一
九
九
一
年
）六
〇
～
六
二
頁
）。

（
12
）河
原
温﹁
印
刷
絵
画  

Ⅰ
・
発
想
と
提
案  

Ⅱ
・
技
術
﹂﹃
絵
画
の
技
法
と
絵
画
の
ゆ
く

え
﹄（﹃
美
術
手
帖
﹄臨
時
増
刊
₁₅₅
）（
一
九
五
九
年
三
月
）八
二
～
一
二
六
頁
。

（
13
）石
子
順
造﹃
マ
ン
ガ
芸
術
論  

現
代
日
本
人
の
セ
ン
ス
と
ユ
ー
モ
ア
の
功
罪
﹄（
富
士

新
書
、一
九
六
七
年
）一
九
二
～
一
九
四
頁
。た
だ
し
筆
者
は
₃
号
を
実
見
し
て
い
な

い
。鈴
木
慶
則
は
、₃
号
は﹁
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ナ
リ
オ﹁
ザ
・
ペ
ー
パ
ー
マ
ン
﹂﹂だ

っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
鈴
木﹁
追
憶
の
海  

清
水
時
代
の
石
子
順
造
氏
﹂﹃
夜
行
﹄₇

（﹃
漫
画
主
義
﹄13
）（
一
九
七
八
年
六
月
）八
九
頁
。

（
14
）石
子
順
造﹁
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
論
﹂﹃
現
代
美
術
﹄₄（
一
九
六
五
年
四
月
）

六
三
頁
。

（
15
）石
子
順
造﹁
井
上
洋
介
論
﹂﹃
現
代
美
術
﹄₅（
一
九
六
五
年
五
月
）四
〇
～
四
五
頁
。﹁
中

村
宏
論
﹂₆（
一
九
六
五
年
六
月
）一
七
～
二
八
頁
。﹁
高
松
次
郎
論
﹂₈（
一
九
六
六
年

二
月
）一
六
～
二
七
頁
。

（
16
）石
子
順
造﹁
鶴
岡
政
男
論
ノ
ー
ト
﹂﹃
現
代
美
術
﹄₉（
一
九
六
六
年
五
月
）五
二
～
六
〇

頁
と﹁
小
島
信
明
論
﹂﹃
現
代
美
術
﹄10（
一
九
六
七
年
五
月
）一
五
～
二
三
頁
に
は﹁
ク

リ
テ
ィ
カ
ル
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
﹂の
シ
リ
ー
ズ
名
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。

（
17
）石
子
の
イ
ン
タ
ー
メ
デ
ィ
ア
的
関
心
は
、一
九
六
七
年
に
石
崎
浩
一
郎
や
金
坂
健
二

ら
と
と
も
に
企
画
し
た﹁
イ
ン
タ
ー
メ
デ
ィ
ア
﹂展（
ル
ナ
ミ
画
廊
）と
し
て
実
現
す
る

こ
と
に
な
る
。

（
18
）須
山
計
一﹃
漫
画
の
歴
史
﹄（
美
術
出
版
社
、一
九
五
六
年
）、同﹃
漫
画
₁₀₀
年
﹄（
鱒
書
房
、

一
九
五
六
年
）。

（
19
）﹃
児
童
心
理
﹄（
一
九
六
四
年
三
月
）の
特
集﹁
漫
画
と
子
ど
も
﹂な
ど
。

（
20
）例
え
ば
、鶴
見
俊
輔﹁
忍
術
漫
画
論
﹂﹃
日
本
読
書
新
聞
﹄一
九
五
八
年
七
月
二
十
一
日
。

同﹁﹃
ガ
ロ
﹄の
世
界
﹂﹃
展
望
﹄（
一
九
六
六
年
一
月
）九
八
～
一
〇
一
頁（﹃
鶴
見
俊
輔
集

₇  

漫
画
の
読
者
と
し
て
﹄（
筑
摩
書
房
、一
九
九
一
年
）五
六
～
六
三
、六
三
～
六
九

頁
に
再
録
）。藤
川
治
水﹁
忍
者
残
酷
物
語  

﹁
忍
者
武
芸
帖
﹂論
﹂﹃
思
想
の
科
学
﹄（
一

九
六
三
年
七
月
）五
八
～
六
三
頁
。同﹁
鉄
腕
ア
ト
ム
論
﹂﹃
思
想
の
科
学
﹄（
一
九
六
三

年
十
月
）七
四
～
九
二
頁
な
ど
。

（
21
）石
子
順
造﹃
マ
ン
ガ
芸
術
論  

現
代
日
本
人
の
セ
ン
ス
と
ユ
ー
モ
ア
の
功
罪
﹄（
富
士

新
書
、一
九
六
七
年
）二
二
頁
。

（
22
）石
子﹃
マ
ン
ガ
芸
術
論
﹄一
八
頁
。

（
23
）石
子﹃
マ
ン
ガ
芸
術
論
﹄二
三
六
頁
。

（
24
）石
子﹃
マ
ン
ガ
芸
術
論
﹄二
二
頁
。

（
25
）宮
川
淳﹁
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
以
後
﹂﹃
美
術
手
帖
﹄（
一
九
六
三
年
五
月
）八
六
～
九
六
頁

（﹃
宮
川
淳
著
作
集
﹄₂（
美
術
出
版
社
、一
九
八
〇
年
）一
六
～
三
二
頁
）。

（
26
）宮
川﹁
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
以
後
﹂八
七
頁（﹃
宮
川
淳
著
作
集
﹄₂
、一
七
頁
）。

（
27
）
宮
川
淳﹁
鏡
に
つ
い
て
﹂﹃
鏡
・
空
間
・
イ
マ
ー
ジ
ュ
﹄（
美
術
出
版
社
、
一
九
六
七
年
）

（﹃
宮
川
淳
著
作
集
﹄₁（
美
術
出
版
社
、一
九
八
〇
年
）五
九
～
六
〇
頁
）。

（
28
）鶴
見
俊
輔
も
ま
た
、﹃
マ
ン
ガ
芸
術
論
﹄の
七
个
月
後
に
刊
行
さ
れ
た﹃
限
界
芸
術
論
﹄

で
、同
じ
よ
う
な
芸
術
概
念
の
拡
張
を
主
張
し
て
い
る
。鶴
見﹃
限
界
芸
術
論
﹄（
ち
く

ま
学
芸
文
庫
、一
九
九
九
年
）一
三
～
一
四
頁
。鶴
見
が
明
確
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

こ
れ
は
日
本
語
の﹁
芸
術
﹂概
念
に
生
じ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。石
子
や
鶴
見
が
主
張

し
て
い
る
包
括
的
な
芸
術
概
念
は
、英
語
の
“art

”
に
近
い
用
法
で
あ
っ
た（
こ
の
点

に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
）。﹃
Ｃ
Ｏ
Ｍ
﹄（
一
九
六
八
年
三
月
）の﹁
特
集  

ま
ん
が

は
芸
術
か
!?
﹂に
お
け
る
意
見
の
錯
綜
や
、天
沢
退
二
郎
と﹃
漫
画
主
義
﹄寄
稿
者（
菊

池
浅
次
郎
、谷
川
晃
一
）の
対
立
の
一
因
は
、こ
う
し
た
概
念
の
定
義
の
曖
昧
さ
に
あ

る
。﹁
特
集  

ま
ん
が
は
芸
術
か
!?
﹂﹃
Ｃ
Ｏ
Ｍ
﹄（
一
九
六
八
年
三
月
）七
五
～
八
六
頁
。

天
沢
退
二
郎﹁
つ
げ
義
春
覚
え
書  

﹁
ね
じ
式
﹂に
お
け
る
芸
術
の
情
況
﹂﹃
展
望
﹄（
一

九
六
九
年
二
月
）一
七
七
～
一
八
三
頁
。谷
川
晃
一﹁
不
随
意
の
イ
メ
ー
ジ﹁
ね
じ
式
﹂﹂

﹃
漫
画
主
義
﹄₇（
一
九
六
九
年
八
月
）二
五
～
二
八
頁
。菊
池
浅
次
郎﹁
つ
げ
義
春
あ
る

い
は
沈
黙
の
凹
状
態
﹂五
六
～
六
三
頁
。た
だ
し
、石
子
は
、後
に
こ
う
し
た
考
え
を
放

棄
し
て
、排
他
的
な
芸
術
概
念
に
戻
っ
て
し
ま
う
。石
子﹁
再
び
狂
い
咲
き
の
季
節
を

前
に
し
て  

キ
ッ
チ
ュ
論
ノ
ー
ト
﹂石
子
順
造
・
上
杉
義
隆
・
松
岡
正
剛
編﹃
キ
ッ
チ
ュ  

ま
が
い
も
の
の
時
代
﹄（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、一
九
七
一
年
）三
二
一
～
三
二
二
頁
。

（
29
）小
山
田
二
郎
・
駒
井
哲
郎
・
斉
藤
義
重
・
鶴
岡
政
男
・
杉
全
直（
座
談
会
）﹁﹁
事
﹂で
は
な

く﹁
物
﹂を
描
く
と
い
う
こ
と
﹂﹃
美
術
批
評
﹄（
一
九
五
四
年
二
月
）一
三
～
二
四
頁
。

（
30
）こ
れ
は
、鶴
見
俊
輔﹃
誤
解
す
る
権
利  

日
本
映
画
を
見
る
﹄（
筑
摩
書
房
、一
九
五
九
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年
）に
ち
な
ん
だ
表
現
で
あ
る
。

（
31
）﹃
漫
画
主
義
﹄は
12
号（
一
九
七
四
年
四
月
）ま
で
刊
行
さ
れ
た
後
、石
子
の
死
後
に
、13

号（﹃
夜
行
﹄₇（
一
九
七
八
年
六
月
）
に
収
録
）
と
14
号（﹃
夜
行
﹄₈（
一
九
七
九
年
五

月
）に
収
録
）が
刊
行
さ
れ
た
。石
子
は
、₁
～
₈
、10
号
に
執
筆
し
て
い
る
。な
お
、こ

の
四
名
で﹃
現
代
漫
画
論
集
﹄（
青
林
堂
、一
九
六
九
年
）も
刊
行
し
て
い
る
。﹃
漫
画
主

義
﹄
で
の
石
子
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
権
藤
晋﹃
ガ
ロ
を
築
い
た
人
々  

マ
ン
ガ
30
年
私
史
﹄（
ほ
る
ぷ
出
版
、一
九
九
三
年
）一
五
四
～
一
六
〇
頁
。高
野
慎
三

﹃
つ
げ
義
春1968

﹄（
ち
く
ま
文
庫
、二
〇
〇
二
年
）二
〇
九
～
二
三
〇
頁
。

（
32
）石
子
順
造﹁
水
木
し
げ
る
論  
そ
の
庶
民
的
知
覚
を
中
心
に
﹂﹃
漫
画
主
義
﹄₁（
一
九

六
七
年
三
月
）九
頁
。

（
33
）石
子
順
造﹁
白
土
三
平
の
絵
画
性
と
劇
性
﹂﹃
漫
画
主
義
﹄₂（
一
九
六
七
年
六
月
）四
一
、

四
三
頁
。

（
34
）石
子﹁
白
土
三
平
の
絵
画
性
と
劇
性
﹂四
五
頁
。

（
35
）石
子
順
造﹁
サ
イ
レ
ン
ト
・
マ
ン
ガ
の
可
能
性  

そ
の
₁
﹂﹃
漫
画
主
義
﹄₃（
一
九
六
七

年
十
月
）三
頁
。

（
36
）石
子
順
造﹁
ナ
ン
セ
ン
ス
・
ギ
ャ
グ
・
マ
ン
ガ
論
の
た
め
に
①  

吹
き
出
し
に
つ
い
て
﹂

﹃
漫
画
主
義
﹄₅（
一
九
六
八
年
七
月
十
日
）二
一
頁
。

（
37
）石
子
順
造﹁
サ
イ
レ
ン
ト
・
マ
ン
ガ
の
可
能
性  

そ
の
₁
﹂二
～
八
頁
。同﹁
サ
イ
レ
ン

ト
・
マ
ン
ガ
の
可
能
性
②
﹂﹃
漫
画
主
義
﹄₄（
一
九
六
八
年
一
月
）一
八
～
二
七
頁
。

（
38
）石
子﹁
ナ
ン
セ
ン
ス
・
ギ
ャ
グ
・
マ
ン
ガ
論
の
た
め
に
①
﹂二
一
～
二
六
頁
。た
だ
し
吹

き
出
し
は
マ
ン
ガ
固
有
の
記
号
で
は
な
く
、美
術
の
歴
史
の
中
で
も
し
ば
し
ば
使
わ

れ
て
き
た
。日
本
近
世
絵
画
に
お
け
る
吹
き
出
し
の
成
立
に
つ
い
て
は
、以
下
の
拙
稿

を
参
照
。Ken

ji K
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“Reim
agin

in
g th

e Im
agin

ed
 : D

ep
ictio

n
s o

f 

D
ream

s an
d
 G

h
o
sts in

 th
e E

arly E
d
o
 P

erio
d
.

” Im
p
ression

s, n
o
. 

23 

（2001

） : 86

︱108.

（
39
）た
だ
し
石
子
と
中
原
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
作
家
を
推
挙
し
た
か
の
記
録
は
な
い
の
で
、

上
記
は
あ
く
ま
で
も
推
定
で
あ
る
。成
相
肇﹁﹁
ト
リ
ッ
ク
ス
・
ア
ン
ド
・
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

展

︱
盗
ま
れ
た
眼
﹂に
つ
い
て  

最
近
の
調
査
か
ら
﹂﹃
府
中
市
美
術
館
研
究
紀
要
﹄

15（
二
〇
一
一
年
三
月
）二
六
頁
。

（
40
）石
子
順
造﹁
絵
画
論
と
し
て
の
絵
画
﹂﹃T

ricks an
d
 V

isio
n

展
﹄（［
出
版
者
不
明
］、

［
一
九
六
八
］）一
～
六
頁
。

（
41
）石
子
順
造﹁
ナ
ン
セ
ン
ス
・
ギ
ャ
グ
・
マ
ン
ガ
論
の
た
め
に
②  

あ
ほ
ら
し
さ
、情
況
へ

の
痛
覚  

な
ぜ〈
ナ
ン
セ
ン
ス
〉な
の
か
﹂﹃
漫
画
主
義
﹄₆（
一
九
六
九
年
三
月
）三
九
頁
。

（
42
）石
子﹁
ナ
ン
セ
ン
ス
・
ギ
ャ
グ
・
マ
ン
ガ
論
の
た
め
に
②
﹂四
〇
頁
。

（
43
）石
子﹁
ナ
ン
セ
ン
ス
・
ギ
ャ
グ
・
マ
ン
ガ
論
の
た
め
に
②
﹂四
三
頁
。

（
44
）石
子
の
構
造
主
義
的
な
視
点
に
つ
い
て
は
、吉
見
俊
哉
も
指
摘
し
て
い
る
。吉
見﹁
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
大
衆
文
化
﹂﹃
新
聞
学
評
論
﹄39（
一
九
九
〇
年
）八
九

頁
。夏
目
房
之
介
も
、石
子
の
マ
ン
ガ
論
を﹁
表
現
構
造
論
﹂と
呼
ん
で
い
る
。夏
目﹁
マ

ン
ガ
表
現
論
の﹁
限
界
﹂を
め
ぐ
っ
て
﹂前
掲
書
、一
三
頁
。

（
45
）石
子
順
造﹁
エ
ロ
ス
と
暴
力
を
超
え
て
﹂﹃
漫
画
主
義
﹄₇（
一
九
六
九
年
八
月
）二
一
頁

（﹃
コ
ミ
ッ
ク
論
﹄二
二
四
頁
）。

（
46
）石
子
順
造﹁
戦
後
情
況
と
マ
ン
ガ﹁
文
化
﹂﹂﹃
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
﹄（
一
九
七
〇
年
一
月
十

三
日
）六
九
頁
。

（
47
）石
子
順
造﹁
劇
画
論  

ま
た
は
生
活=

表
現=

文
化
論
﹂﹃
Ｓ
Ｄ
﹄65（
一
九
七
〇
年
三

月
）八
五
頁
。

（
48
）石
子﹁
劇
画
論
﹂八
三
頁
。

（
49
）石
子
順
造﹃
表
現
に
お
け
る
近
代
の
呪
縛
﹄（
川
島
書
店
、一
九
七
〇
年
）二
〇
六
頁
。

（
50
）石
子
順
造﹁
性
の
暴
力
性
と
映
画
の
近
代
﹂﹃
シ
ネ
マ
70
﹄₅（
一
九
七
〇
年
六
月
）一
八

頁
。同
論
文
は
、﹃
コ
ミ
ッ
ク
論
﹄に
再
録
さ
れ
て
い
る
が
、引
用
部
分
は
註
₁
に
あ
り
、

割
愛
さ
れ
て
い
る
。

（
51
）Ｗ
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン﹃
複
製
技
術
時
代
の
芸
術
﹄川
村
二
郎
・
高
木
久
雄
・
高
原
宏
平
・
野
村

修
訳（
紀
伊
國
屋
書
店
、一
九
六
五
年
）。石
子
順
造﹁
国
家
と
芸
術
の
陥
穽  

千
円
札

裁
判
の
結
審
に
ふ
れ
て
﹂﹃
現
代
の
眼
﹄一
九
七
〇
年
六
月
、二
四
七
頁
。

（
52
）他
に
も
、石
子
は
マ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
に
度
々
言
及
し
て
い
る
。﹃
グ
ー
テ
ン

ベ
ル
ク
の
銀
河
系
﹄高
儀
進
訳（
竹
内
書
店
、一
九
六
八
年
）の
議
論
と
の
並
行
関
係
も

見
出
せ
る
が
、本
稿
で
は
検
証
す
る
余
裕
が
な
い
。

（
53
）宮
川
淳﹁
批
評
の
変
貌
﹂﹃
三
彩
﹄（
一
九
六
九
年
一
月
）（﹃
宮
川
淳
著
作
集
₂
﹄（
美
術
出

版
社
、一
九
八
〇
年
）二
四
五
頁
）。

（
54
）宮
川
淳﹁
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
余
白
に
﹂﹃
紙
片
と
眼
差
と
の
あ
い
だ
に
﹄（
小
沢
書

店
、一
九
七
四
年
）六
一
頁（﹃
宮
川
淳
著
作
集
₁
﹄（
美
術
出
版
社
、一
九
八
〇
年
）二
四

七
頁
）。

（
55
）建
畠
晢﹁
ポ
エ
ジ
ー
の
明
晰
さ
﹂﹃
宮
川
淳  

絵
画
と
そ
の
影
﹄（
み
す
ず
書
房
、二
〇
〇

七
年
）二
五
四
頁
。

（
56
）石
子
は
、赤
瀬
川
原
平
論
で﹁
生
活
の
地
平
に
お
け
る
知
覚
の
制
度
﹂を
考
え
る
際
、宮

川
の
論
考
は﹁
重
大
な
示
唆
を
与
え
﹂、﹁
ぼ
く
の
批
評
態
度
を
大
き
く
変
え
る
き
っ
か

け
と
な
っ
た
﹂と
述
べ
て
い
る
。﹃
表
現
に
お
け
る
近
代
の
呪
縛
﹄七
〇
頁
。両
者
は
、影

論
争
の
中
で
、絵
画
の
制
度
や
知
覚
の
約
束
事
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。影
論
争
に
つ

い
て
は
光
田
由
里﹃
高
松
次
郎  
言
葉
と
も
の
﹄（
水
声
社
、二
〇
一
一
年
）第
₅
章（
一

二
二
～
一
五
五
頁
）を
参
照
。石
子
と
宮
川
の
主
張
の
違
い
に
つ
い
て
は
以
下
の
中
原

佑
介
の
発
言
を
参
照
。東
野
芳
明
・
中
原
佑
介
・
針
生
一
郎
・
彦
坂
尚
嘉（
座
談
会
）﹁
戦

後
美
術
批
評
の
成
立
と
展
開
﹂﹃
美
術
手
帖
﹄（
一
九
七
二
年
一
月
）、八
九
頁
。

（
57
）石
子﹃
マ
ン
ガ
芸
術
論
﹄二
〇
頁
。

（
58
）石
子﹃
現
代
マ
ン
ガ
の
思
想
﹄四
九
頁
。こ
の
見
解
は﹃
戦
後
マ
ン
ガ
史
ノ
ー
ト
﹄に
も

受
け
継
が
れ
る
。石
子
順
造﹃
戦
後
マ
ン
ガ
史
ノ
ー
ト
﹄（
紀
伊
國
屋
書
店
、一
九
七
五

年
）八
～
一
〇
頁
。

（
59
）石
子﹃
現
代
マ
ン
ガ
の
思
想
﹄五
八
頁
。

（
60
）石
子﹃
現
代
マ
ン
ガ
の
思
想
﹄六
六
頁
。

（
61
）石
子﹃
現
代
マ
ン
ガ
の
思
想
﹄七
一
頁
。

（
62
）瓜
生﹁〈
マ
ン
ガ
論
〉の
系
譜
学
﹂一
四
三
頁
。

（
63
）石
子﹃
現
代
マ
ン
ガ
の
思
想
﹄七
一
頁
。

（
64
）鶴
見
俊
輔﹃
漫
画
の
戦
後
思
想
﹄（
文
藝
春
秋
、一
九
七
三
年
）（﹃
鶴
見
俊
輔
集
₇
﹄一
一

二
頁
）。

（
65
）詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、こ
こ
で
の
議
論
は
、ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
概
念
を
参
考
に
し
て
い
る
。ル
ー
マ
ン﹃
社
会
シ
ス
テ
ム
理
論  

上
﹄佐

藤
勉
訳（
恒
星
社
厚
生
閣
、一
九
九
三
年
）二
一
四
～
二
七
八
頁
。

（
66
）鶴
見﹃
漫
画
の
戦
後
思
想
﹄（﹃
鶴
見
俊
輔
集
₇
﹄一
〇
八
頁
）。

（
67
）鶴
見﹃
漫
画
の
戦
後
思
想
﹄（﹃
鶴
見
俊
輔
集
₇
﹄一
〇
三
頁
）。

（
68
）鶴
見﹃
漫
画
の
戦
後
思
想
﹄（﹃
鶴
見
俊
輔
集
₇
﹄一
〇
八
頁
）。

（
69
）石
子﹃
現
代
マ
ン
ガ
の
思
想
﹄二
七
四
頁
。傍
点
は
石
子
。

（
70
）石
子
の
マ
ン
ガ
批
評
は
、﹃
週
刊
読
書
人
﹄一
九
六
八
年
四
月
一
日
号
か
ら
一
九
七
二

年
九
月
十
八
日
号
ま
で
二
八
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
。

（
71
）石
子
の﹁
白
土
三
平
論
﹂は
、﹃
ガ
ロ
﹄一
九
七
一
年
九
月
号
か
ら
一
九
七
二
年
十
二
月

号
ま
で
一
四
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た（
一
九
七
二
年
四
月
号
と
同
六
月
号
は
休

載
）。

（
72
）石
子
順
造
・
菊
池
浅
次
郎
・
権
藤
晋﹃
劇
画
の
思
想
﹄（
太
平
出
版
社
、一
九
七
三
年
）。

（
73
）石
子
順
造﹃
戦
後
マ
ン
ガ
史
ノ
ー
ト
﹄（
紀
伊
国
屋
書
店
、一
九
七
五
年
）。

（
74
）石
子
順
造﹁
現
代
マ
ン
ガ
論
ノ
ー
ト
﹂﹃
太
陽
﹄（
一
九
七
一
年
三
月
）四
九
～
五
二
頁
。

﹁
再
び
狂
い
咲
き
の
季
節
を
前
に
し
て
﹂﹃
Ｃ
Ｏ
Ｍ
﹄（
一
九
七
一
年
四
月
）一
三
四
～
一

三
五
頁
。﹁
危
機
と
し
て
の
キ
ッ
チ
ュ  

﹁
愛
と
誠
﹂考
﹂﹃
現
代
の
眼
﹄（
一
九
七
四
年
九

月
）五
二
～
六
一
頁
。﹁
正
統
か
ら
異
端
へ  

戦
後
マ
ン
ガ
に
お
け
る
悪（
ア
ン
チ
・
ヒ

ー
ロ
ー
）の
系
譜
﹂﹃
月
刊
ペ
ン
﹄（
一
九
七
六
年
一
月
）一
四
八
～
一
六
三
頁
。﹁﹁
ベ
ル

ば
ら
﹂と﹁
小
さ
な
恋
の
も
の
が
た
り
﹂の
世
界
﹂﹃
中
央
公
論
﹄91
⑻（
一
九
七
六
年
八

月
）
三
二
八
～
三
三
五
頁
。
他
に
も
、﹃
随
筆
サ
ン
ケ
イ
﹄（
一
九
七
〇
年
一
月
か
ら
六

月
）や﹃
黒
の
手
帖
﹄（
一
九
七
一
年
五
月
か
ら
一
九
七
二
年
二
月
）の
連
載
で
マ
ン
ガ

を
論
じ
、石
子
順
造
編﹃
マ
ン
ガ
家
・
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
に
な
る
に
は
﹄（
ぺ
り
か
ん

社
、一
九
七
二
年
）を
刊
行
し
た
。

（
75
）石
子
順
造﹁
白
土
三
平
論  

自
然
論（
四
）﹂﹃
ガ
ロ
﹄（
一
九
七
一
年
十
二
月
）一
一
〇
、

一
一
二
頁
。

（
76
）石
子
順
造﹁
白
土
三
平
論
⑤  

英
雄
論（
一
）老
雄
の
場
合
﹂﹃
ガ
ロ
﹄（
一
九
七
二
年
一

月
）一
〇
六
頁
。

（
77
）石
子﹃
戦
後
マ
ン
ガ
史
ノ
ー
ト
﹄一
六
〇
頁
。

（
78
）
石
子
順
造﹁
国
家
と
芸
術
の
陥
穽  

千
円
札
事
件
の
結
審
に
ふ
れ
て
﹂﹃
現
代
の
眼
﹄

（
一
九
七
〇
年
六
月
）二
四
〇
頁（﹁
官
許
の
デ
ザ
イ
ン
と
芸
術
の
陥
穽
﹂﹃
石
子
順
造
著

作
集
₂  

イ
メ
ー
ジ
論
﹄（
喇
嘛
舎
、一
九
八
七
年
）一
一
六
～
一
一
七
頁
）。

（
79
）註
50
の
文
献
、及
び
、石
子
順
造﹁〈
性
と
暴
力
〉の
思
想
と
制
度
﹂﹃
Ｓ
Ｄ
﹄64（
一
九
七

〇
年
二
月
）一
〇
一
頁
。寺
山
修
司
・
木
村
恒
久
・
山
本
明
・
安
永
寿
延
・
石
子
順
造（
座

談
会
）﹁
品
位  

こ
の
よ
そ
よ
そ
し
き
幻
想  

キ
ッ
チ
ュ
な
時
代
と
そ
の
表
現
﹂、石
子
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順
造
・
上
杉
義
隆
・
松
岡
正
剛
編﹃
キ
ッ
チ
ュ  

ま
が
い
も
の
の
時
代
﹄（
ダ
イ
ヤ
モ
ン

ド
社
、一
九
七
一
年
）一
八
頁
。

（
80
）石
子
順
造﹁
自
明
性
の
魔
に
つ
い
て  

あ
と
が
き
に
か
え
て
﹂﹃
キ
ッ
チ
ュ
の
聖
と
俗  

続
・
日
本
的
庶
民
の
美
意
識
﹄（
太
平
出
版
社
、一
九
七
四
年
）二
三
二
頁
。

（
81
）例
え
ば
、日
向
あ
き
子﹃
視
覚
文
化  

メ
デ
ィ
ア
論
の
た
め
に
﹄（
紀
伊
國
屋
書
店
、一

九
七
八
年
）。

（
82
）中
沢
新
一﹁
丸
石
の
教
え
﹂﹃
チ
ベ
ッ
ト
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
﹄（
せ
り
か
書
房
、一
九
八
三

年
）二
五
七
～
二
五
八
頁
。

（
83
）丸
石
神
に
つ
い
て
、石
子
は﹃
丸
石
神
﹄に
短
い
文
章
を
二
つ
寄
せ
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
石
子﹁
神
宿
る
卵
形
の
星
﹂﹁
石
を
選
ぶ
直
観
﹂
丸
石
神
調
査
グ
ル
ー
プ
編﹃
丸
石

神  

庶
民
の
中
に
生
き
る
神
の
か
た
ち
﹄（
木
耳
社
、一
九
八
〇
年
）六
九
～
七
四
、一

九
九
～
二
〇
四
頁
。
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特
集

漫
画
と
マ
ン
ガ
、そ
し
て
芸
術

17

自
生
す
る
前
衛

―
つ
げ
義
春
を
め
ぐ
っ
て

吉岡　洋

　

ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
昨
年（
二
〇
一
〇
年
）
秋
以
来
、﹁
メ
デ
ィ
ア
芸

術
﹂
に
関
係
し
た
仕
事
に
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
た

（
₁
）

。﹁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
﹂

︱
耳
慣
れ
な
い
言
葉
だ
と
感
じ
る
読
者
の
方
も
い
る
だ
ろ
う
。あ
る

い
は
耳
に
し
た
こ
と
は
あ
っ
て
も
さ
し
て
興
味
を
ひ
か
れ
な
い
、何
と

な
く
中
身
の
と
ぼ
し
い
言
葉
だ
と
思
っ
て
い
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な

い
。﹁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
﹂と
い
う
の
は
、文
化
庁
が
一
九
九
七
年
以
来
毎
年

開
催
し
て
い
る﹁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
祭
﹂と
い
う
事
業
の
名
前
と
し
て
使
用

さ
れ
て
き
た
概
念
で
あ
り
、﹁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
祭
﹂は
今
回（
二
〇
一
二
年

二
月
）で
す
で
に
一
五
回
目
を
迎
え
る
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
で
あ
る
。す
で

に
そ
ん
な
に
続
い
て
き
た
の
だ
か
ら
、﹁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
﹂と
い
う
概
念

に
つ
い
て
も
す
で
に
あ
る
程
度
の
共
通
理
解
が
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な

も
の
だ
が
、聞
い
て
み
る
と
実
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
だ
っ
た
。﹁
メ

デ
ィ
ア
芸
術
祭
﹂は
続
い
て
き
た
け
れ
ど
も﹁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
﹂が
何
か

と
い
う
こ
と
は
、こ
れ
ま
で
ま
と
も
に
議
論
さ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た

と
い
う
。﹁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
﹂に
は
マ
ン
ガ
、ア
ニ
メ
、ゲ
ー
ム
、そ
し
て
メ

デ
ィ
ア
ア
ー
ト
が
含
ま
れ
る
の
だ
が
、そ
れ
ら
を
ま
と
め
て﹁
メ
デ
ィ
ア

芸
術
﹂と
呼
び
う
る
根
拠
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が
、

わ
た
し
に
委
ね
ら
れ
た
仕
事
で
あ
る
。

　

な
ぜ
そ
ん
な
仕
事
を（
何
の
義
理
も
な
い
の
に
）わ
た
し
は
引
き
受
け

た
の
だ
ろ
う
か
？  

わ
た
し
自
身
も
か
つ
て
は﹁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
﹂な
ど

と
妙
な
こ
と
を
言
い
出
し
た
な

（
₂
）

、と
横
目
で
見
て
い
た
一
人
だ
っ
た
。ま

あ
し
ょ
せ
ん﹁
お
上
﹂（
文
化
庁
）の
や
る
こ
と
だ
か
ら
、な
ど
と
も
思
っ

て
い
た
。わ
た
し
の
漠
然
と
し
た
理
解
で
は﹁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
﹂と
い
う

言
葉
は
、こ
の
数
十
年
間
日
本
と
い
う
国
に
と
っ
て
無
視
で
き
な
い
形

で
発
展
し
て
き
た
新
し
い
タ
イ
プ
の
文
化

︱
従
来
の﹁
芸
術
﹂と
い
う

概
念
を
そ
の
ま
ま
で
は
適
用
し
に
く
い
が
、や
は
り
何
ら
か
の
意
味
で

﹁
芸
術
﹂と
名
付
け
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
文
化

︱
を
総
称
す
る
た
め

に
作
り
出
さ
れ
た
、い
わ
ば
苦
肉
の
策
と
も
い
う
べ
き
呼
称
で
あ
る
。端

的
に﹁
芸
術
﹂で
は
な
く﹁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
﹂と
さ
れ
た
の
は
、そ
れ
ら
が

何
ら
か
の
仕
方
で﹁
メ
デ
ィ
ア（
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
、
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ

ア
）﹂を
成
立
条
件
と
し
て
い
る
か
ら
だ
が
、そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。お
そ

ら
く
そ
こ
で
は﹁
メ
デ
ィ
ア
﹂と
い
う
語
が
い
わ
ば
文
字
通
り
、新
た
な

創
作
的
ジ
ャ
ン
ル
を
芸
術
へ
と﹁
媒
介
す
る
も
の
﹂と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
思
え
る
。二
〇
〇
一
年
に
施
行
さ
れ
た﹁
文
化
芸
術
振
興
基

本
法
﹂に
お
い
て
は
、﹁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
﹂は﹁
映
画
、漫
画
、ア
ニ
メ
ー
シ

ョ
ン
及
び
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ 

そ
の
他
の
電
子
機
器
等
を
利
用
し
た
芸
術
﹂

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り﹁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
﹂
と
は
、
こ
れ
ま
で
は

﹁
大
衆
文
化
﹂﹁
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
﹂等
々
と
呼
ば
れ
て
野
生
状
態
に
置
か

れ
て
い
た
そ
れ
ら
の
文
化
現
象

（
₃
）

を
、国
と
し
て
価
値
あ
る
も
の
と
認
め
、

制
度
的
な
育
成
や
保
護
の
対
象
と
す
る
た
め
に
造
り
出
さ
れ
た
概
念
な

の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に﹁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
﹂と
い
う
言
葉
は
、マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ

な
ど
が
近
年﹁
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
﹂な
ど
と
も
て
は
や
さ
れ
て
海
外
か
ら

高
い
評
価
を
受
け
、国
と
し
て
も
何
ら
か
の
対
応
を
迫
ら
れ
た
た
め
、あ

わ
て
て
拵
え
ら
れ
た
概
念
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
の
だ
。そ
れ
が
分
か

っ
て
い
る
の
に
、な
ぜ
そ
ん
な
も
の
に
関
わ
る
気
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う

か
？  

そ
れ
は
、こ
う
し
た
言
葉
が
作
ら
れ
た
経
緯
の
背
後
に
、日
本
と

い
う
国
家
が
過
去
約
一
三
〇
年
間
に
わ
た
る
近
代
化
の
過
程
で
経
験
し

て
き
た
、﹁
芸
術
﹂に
関
す
る
一
般
的
な
問
題
が
伏
在
し
て
い
る
と
感
じ

ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。だ
が
そ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
の

が
よ
い
の
か
は
、正
直
な
と
こ
ろ
ま
だ
模
索
中
で
あ
る

（
₄
）

。と
に
か
く﹁
メ

デ
ィ
ア
芸
術
﹂と
い
う
言
葉
に
、わ
た
し
は
何
か
モ
ヤ
モ
ヤ
し
た
引
っ
か

か
り
を
感
じ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　

こ
の
小
論
も
ま
た
、そ
う
し
た
引
っ
か
か
り
を
言
葉
に
す
る
た
め
の

模
索
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。こ
こ
で
は
、マ
ン
ガ
と
芸
術
と
い
う
特
集
テ
ー

マ
に
沿
っ
て
そ
れ
を
試
み
て
み
た
い
と
思
う
。﹁
マ
ン
ガ
﹂
と﹁
芸
術
﹂

︱
こ
の
ふ
た
つ
を
並
べ
て
み
る
と
、誰
で
も﹁
マ
ン
ガ
は
芸
術
か
？
﹂

と
い
う
問
い
を
と
り
あ
え
ず
思
い
つ
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。そ
こ

で
ひ
と
つ
の
マ
ン
ガ
作
品
を
参
照
し
な
が
ら
、こ
の
問
い
を
吟
味
す
る

こ
と
か
ら
出
発
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　

つ
げ
義
春
の﹁
義
男
の
青
春
﹂は
、作
者
自
身
の
マ
ン
ガ
家
と
し
て
の

自
伝
的
過
去
を
も
っ
と
も
強
く
思
わ
せ
る
物
語
で
あ
る（
他
の
多
く
の

作
品
と
同
様
、こ
の
作
家
は
単
純
な
意
味
で﹁
自
伝
﹂を
描
く
こ
と
は
な

い
。に
も
か
か
わ
ら
ず
本
作
が
と
り
わ
け
そ
う
思
え
る
の
は
、題
名
に
作

家
自
身
の
名
前
が
隠
れ
て
い
る
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。）時
代
背
景
は
お

そ
ら
く
昭
和
三
十
年
前
後
で
あ
ろ
う
。売
れ
な
い
漫
画
家
で
そ
の
上
ス

ラ
ン
プ
に
陥
っ
て
い
る
若
い
主
人
公
・
義
男
は
、出
版
社
で
知
り
合
っ
た

田
山
先
生
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
す
る
こ
と
に
な
る
。こ
の﹁
先
生
﹂は
、漫

画
家
と
し
て
一
応
名
の
通
っ
た
人
ら
し
い
の
だ
が
、実
は
出
版
社
に
も

あ
ま
り
信
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、相
当
い
い
加
減
な
人
物
で
あ
る
。ま
た
、

か
な
り
俗
物
的
で
も
あ
る
。自
分
が
漫
画
家
で
あ
る
こ
と
に
少
し
も
誇

り
を
持
っ
て
い
な
い
よ
う
な
こ
と
を
言
い
な
が
ら
、そ
の
実
い
っ
ぱ
し
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の﹁
文
士
﹂気
取
り
な
の
だ
。少
な
く
と
も
、自
分
を
無
頼
派
の
小
説
家
た

ち
と
同
等
く
ら
い
に
は
思
っ
て
い
る
。生
活
は
楽
で
は
な
さ
そ
う
だ
が

書
生
を
置
い
て
お
り
、仕
事
に
か
こ
つ
け
て
温
泉
地
を
遊
び
歩
い
て
い

る
よ
う
だ
。今
回
も
執
筆
に
集
中
す
る
と
い
う
名
目
で
主
人
公
を
湯
河

原
温
泉
に
誘
っ
た
先
生
は
、喫
茶
店
で
珈
琲
を
飲
み
な
が
ら
、マ
ン
ガ
に

夢
を
抱
い
て
い
る
こ
の
若
い
後
輩
に
向
か
っ
て
言
う
。﹁
ま
あ
な
ん
だ
ね
。

い
い
年
を
し
て
漫
画
な
ん
て
や
っ
て
い
る
の
も
、
き
ま
り
が
悪
い
や

ね
。﹂

　

し
か
し
そ
れ
は
漫
画
を
軽
蔑
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
、世
間
一
般
か

ら
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
る
漫
画
の
よ
う
な
も
の
を
生
業
と
し
た
り
、さ
ら

に
は
春
画
の
模
作
な
ど
を
し
て
い
る
自
分
の
境
涯
の
背
後
に
、あ
る
種

の
誇
り
、矜
持
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
隠
し
て
い
る
よ
う
に
も
聞
こ

え
る
。な
ぜ
だ
ろ
う
か
？  

そ
れ
は
漫
画
家
で
あ
る
こ
と
が
、か
つ
て
小

説
が
世
間
か
ら
高
い
評
価
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
時
代
に
小
説
家
た
ち

が
置
か
れ
て
い
た
境
遇
に
似
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。小
説
が﹁
芸
術
﹂の

域
へ
と
昇
格
し
た
後
で
は
、漫
画
が
い
う
な
れ
ば
、か
つ
て
小
説
が
置
か

れ
て
い
た
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。だ
か
ら

こ
の﹁
先
生
﹂は
も
ち
ろ
ん
、漫
画
が
芸
術
だ
な
ど
と
は
言
わ
な
い
し
、い

つ
か
そ
う
な
る
と
も
思
っ
て
い
な
い
。漫
画
が
芸
術
で
な
い
こ
と
は
、彼

の
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
支
え
る
基
本
条
件
だ
か
ら
で
あ
る
。ま

る
で
、自
分
が
や
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
芸
術
で
は
な
い
と
言
い
切
る
こ

と
で
、不
世
出
の
芸
術
家
と
し
て
の
自
己
を
担
保
し
て
い
る
か
の
よ
う

で
あ
る
。そ
の
よ
う
に
漫
画
な
ど﹁
消
耗
品
﹂だ
と
言
い
捨
て
る
先
生
に

対
し
て﹁
で
も
芸
術
的
な
漫
画
が
出
て
く
れ
ば
﹂と
若
い
主
人
公
が
控
え

め
な
抵
抗
を
す
る
と
、先
生
は
答
え
る
。﹁
そ
う
は
い
っ
て
も﹃
漫
﹄の
字

が
つ
い
た
だ
け
で
、も
う
芸
術
に
は
し
て
も
ら
え
ん
だ
よ
。﹂

　

こ
の﹁
先
生
﹂の
言
う
こ
と
は
、い
く
つ
か
の
点
で
き
わ
め
て
示
唆
的

で
あ
る
。こ
こ
で
ま
ず
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、問
題
に
な
っ
て
い
る
の
が

﹁
マ
ン
ガ
﹂で
は
な
く﹁
漫
画
﹂で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。﹁
漫
画
﹂と
は
本

来
、﹁
ま
っ
と
う
な
画
﹂に
対
し
て
、ふ
ざ
け
た
イ
タ
ズ
ラ
描
き
や
盗
作
な

ど
を
も
許
容
す
る
、気
ま
ま
な
創
作
の
こ
と
で
あ
る
。ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ク

ラ
ク
フ
に
は﹁
日
本
美
術
・
技
術
セ
ン
タ
ーM

an
ggh

a

﹂
な
る
有
名
な

施
設
が
あ
る
が
、
こ
の
名
前
に
な
っ
た
“Man

ggh
a

”
と
は
今
私
た
ち

に
馴
染
み
の
あ
る
日
本
マ
ン
ガ
の
こ
と
で
は
な
く
、﹃
北
斎
漫
画
﹄の
こ

と
な
の
で
あ
る

（
₅
）

。葛
飾
北
斎
の﹁
漫
画
﹂は
、漫
然
と
、気
の
向
く
ま
ま
に

描
か
れ
た
戯
れ
画
と
い
う
ふ
う
に
見
え
る
。そ
ん
な
昔
の
こ
と
が
今
の

マ
ン
ガ
と
何
の
関
係
が
あ
る
か
と
言
う
人
も
い
る
だ
ろ
う
が
、こ
の
理

解
は
現
代
の
マ
ン
ガ
に
つ
い
て
考
え
る
時
に
も
、き
わ
め
て
重
要
で
あ

る
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。マ
ン
ガ（
漫
画
）を
そ
の
表
現
形
式
か
ら

で
は
な
く
、そ
の
制
作
動
機
か
ら
定
義
す
る
時
、そ
れ
は（﹁
漫
﹂の
字
が

つ
か
な
い
）正
統
的
な﹁
画
﹂（
＝
芸
術
）か
ら
距
離
を
置
き
、正
統
的
な
絵

の
ル
ー
ル
を
逸
脱
さ
せ
る
活
動
だ
と
考
え
れ
ば
、比
較
的
す
っ
き
り
と

理
解
で
き
る
。そ
こ
か
ら
す
れ
ば
漫
画
が
芸
術
で
な
い
の
は
、そ
の
定
義

か
ら
し
て
論
理
的
に
自
明
な
の
だ
。﹁
漫
﹂の
字
が
つ
い
た
だ
け
で
芸
術

に
は
し
て
も
ら
え
な
い
と﹁
先
生
﹂が
言
っ
て
い
る
の
は
、そ
う
い
う
意

味
で
あ
る
。

　

漫
画
だ
け
で
は
生
活
が
苦
し
い﹁
先
生
﹂は
、歌
麿
な
ど
の
春
画
を
写

し
た
安
っ
ぽ
い
絵
を
み
ず
か
ら
温
泉
旅
館
に
持
ち
込
ん
で
販
売
し
、糊

口
を
凌
い
で
い
る（
お
そ
ら
く
こ
ち
ら
の
方
が
確
実
な
収
入
源
に
な
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
）。そ
れ
は
身
過
ぎ
世
過
ぎ
の
た
め
の
副
職
と
思
え

る
か
も
し
れ
な
い
が
、実
は﹁
先
生
﹂は
そ
の
こ
と
を
あ
ま
り
恥
じ
て
い

る
様
子
は
み
え
な
い
。彼
は
、本
当
は
漫
画
だ
け
で
生
活
し
た
い
と
も
、

自
分
で
絵
や
ス
ト
ー
リ
ー
を
考
え
る
漫
画
の
方
が
既
存
の
も
の
を
模
作

す
る
よ
り
も
立
派
な
創
作
活
動
で
あ
る（
つ
ま
り
そ
れ
だ
け﹁
芸
術
﹂に

近
い
）と
も
思
っ
て
い
な
い
。彼
に
と
っ
て
、春
画
の
模
作
は
漫
画
を
描

く
こ
と
と
、そ
れ
ほ
ど
隔
た
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。模
作

や
盗
用
は
、本
来
漫
画
と
い
う
活
動
の
本
質
的
な
一
部
分
だ
か
ら
だ
。こ

の
こ
と
は
、漫
画
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
創
作
活
動
が﹁
文
化
﹂や﹁
芸
術
﹂と

い
う
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
理
解
さ
れ
、オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
や
オ
ー
サ
ー
シ

ッ
プ
が
創
作
物
の
価
値
を
保
証
す
る（
そ
し
て
、
そ
う
な
っ
た
こ
と
が

﹁
進
歩
﹂で
あ
る
）と
い
う
偏
見
に
よ
っ
て
が
ん
じ
が
ら
め
に
な
っ
て
い

る
現
代
人
の
多
く
に
と
っ
て
、受
け
い
れ
が
た
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

け
れ
ど
も
過
去
を
正
当
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、そ
う
し
た
偏
見
か
ら

距
離
を
と
る
必
要
が
あ
る
。

　

現
代
的
な
偏
見
を
カ
ッ
コ
に
入
れ
て
は
じ
め
て
、こ
の﹁
先
生
﹂の﹁
漫

画
な
ん
て
し
ょ
せ
ん
⋮
﹂と
い
っ
た
自
虐
的
な
言
い
方
の
背
後
に
あ
る
、

一
種
の
秘
め
ら
れ
た
矜
持
が
理
解
で
き
る
。こ
れ
を
理
解
し
な
け
れ
ば
、

漫
画
と
い
う
活
動
の
根
底
に
あ
る
最
も
重
要
な
動
機
を
見
誤
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
、と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。そ
れ
は
、た
ん
に
昔
を
知

る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、今
を
理
解
す
る
た
め
に
も
重
要
な
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
わ
た
し
は
近
年
、男
性
同
士
の﹁
恋
愛
﹂を
テ
ー
マ
に
し
た﹁
Ｂ

Ｌ（
ボ
ー
イ
ズ
ラ
ヴ
）﹂と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
が（
自
分
に
は
理
解
で
き

な
い
の
に
）気
に
な
っ
て
い
る
。Ｂ
Ｌ
の
起
源
の
ひ
と
つ
は
一
九
九
〇
年

代
に
同
人
誌
上
で
二
次
創
作

（
₆
）

を
行
う（
主
と
し
て
）女
性
作
者
た
ち
の
間

で
広
が
っ
た﹁
や
お
い
﹂と
い
う
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
創
作
意
識
に
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。﹁
や
お
い
﹂
と
は﹁
ヤ
マ
な
し
、
オ
チ
な
し
、
イ
ミ
な

し
﹂の
頭
の
文
字
を
と
っ
た
隠
語
で
あ
り
、こ
の
言
葉
が
表
明
し
て
い
る

の
は
、そ
う
し
た
二
次
創
作
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
な
っ
て
い
る
マ
ン
ガ（
す

で
に﹁
作
品
﹂と
し
て
成
立
し
て
い
る
マ
ン
ガ
）が﹁
山
場
﹂や﹁
オ
チ
﹂や

﹁
意
味
﹂が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
範
に
縛
ら
れ
て
い
る
の
に
対

し
、そ
れ
ら
を
ネ
タ
に
し
て
ひ
た
す
ら
男
性
間
の
性
と
恋
愛

（
₇
）

を
描
く
自

分
た
ち
の
逸
脱
的
創
作
行
為
は
、そ
う
し
た
規
範
か
ら
は
自
由
で
あ
る

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

わ
た
し
の
理
解
に
よ
れ
ば﹁
や
お
い
﹂と
い
う
の
は
、い
わ
ば﹁
作
品
﹂

化
さ
れ﹁
芸
術
﹂化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
プ
ロ
の
作
家
に
よ
る
マ
ン
ガ
を
尊

敬
は
し
つ
つ
、そ
れ
を
再
び﹁
漫
然
と
、気
の
向
く
ま
ま
に
﹂戯
れ
絵
を
描

く
と
い
う
活
動
に
引
き
戻
す
こ
と
、言
い
換
え
れ
ば
、カ
タ
カ
ナ
書
き
さ

れ
る
こ
と
で
新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
認
知
さ
れ
た﹁
マ
ン
ガ
﹂に
、も

う
一
度﹁
漫
﹂の
字
を
付
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。た
し

か
に﹁
や
お
い
﹂や﹁
Ｂ
Ｌ
﹂を
、ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
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い
う
観
点
か
ら
論
じ
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、そ
れ
だ
け
で
は
説
明
で
き

な
い
こ
と
が
多
す
ぎ
る
。﹁
漫
画
﹂の
系
譜
、そ
れ
も
事
実
的
な
系
譜
で
は

な
く
て
内
面
的
な
系
譜
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、そ
れ
は
漫
画
と
い

う
活
動
が
み
ず
か
ら
の
生
命
力
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
大
き
な
運
動
の

現
れ
と
し
て
も
理
解
で
き
る
。﹁
や
お
い
﹂や﹁
腐
女
子
﹂と
呼
ば
れ
る
女

性
た
ち
が
一
般
に
、﹁
Ｂ
Ｌ
な
ん
て
し
ょ
せ
ん
⋮
﹂と
い
っ
た
自
虐
的
な

言
い
方
を
し
な
が
ら
、﹁
ノ
ー
マ
ル
﹂な
一
般
人
に
は
理
解
で
き
な
い
自

分
た
ち
だ
け
の
欲
望
の
世
界
が
あ
る
こ
と
に
一
種
の
矜
持
を
抱
い
て
い

る
の
を
み
る
と
、わ
た
し
は
彼
女
ら
が
あ
の﹁
先
生
﹂の
心
的
な
子
孫
た

ち
で
は
な
い
か
と
疑
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
て﹁
先
生
﹂の
話
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
、こ
こ
で
青
年
主
人
公
の

方
に
眼
を
移
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。つ
ま
り
義
男
の
言
う﹁
芸
術
的

な
漫
画
﹂と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。﹁
芸
術
的
な

漫
画
が
出
て
く
れ
ば
﹂と
い
う
発
言
は
先
ほ
ど
の﹁
先
生
﹂の
言
葉
に
よ

っ
て
遮
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
が
、お
そ
ら
く
彼
は
そ
の
後
に
次
の
よ
う

な
意
味
の
こ
と
を
続
け
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。﹁
⋮
漫
画
は﹃
消
耗
品
﹄で

は
な
く
な
る
し
、年
を
と
っ
て
も
描
き
続
け
る
に
足
る
も
の
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。﹂さ
て
、つ
げ
義
春
の
作
品
に
対
し
て
こ
れ
ま
で
積
み
重

ね
ら
れ
て
き
た
夥
し
い
讃
辞
の
多
く
は
、そ
れ
が
も
は
や
漫
画
を
越
え

﹁
文
学
﹂﹁
芸
術
﹂の
域
に
達
し
て
い
る
、と
い
っ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
の
上
に

成
り
立
っ
て
い
る
。も
し
も﹁
義
男
の
青
春
﹂の
主
人
公
が
若
き
日
の
つ

げ
義
春
で
あ
る
な
ら
、彼
の
夢
は
叶
え
ら
れ
た
と
い
う
べ
き
な
の
だ
ろ

う
か
？  

﹁
芸
術
的
な
漫
画
﹂と
は﹁
芸
術
作
品
の
よ
う
な
漫
画
﹂の
こ
と

な
の
だ
ろ
う
か
？  

わ
た
し
は
け
っ
し
て
そ
う
は
思
わ
な
い
。マ
ン
ガ

は
昔
は
た
ん
な
る﹁
消
耗
品
﹂と
し
て
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
た
が
、才
能
に

溢
れ
た
パ
イ
オ
ニ
ア
た
ち（
手
塚
治
虫
や
つ
げ
義
春
）の
努
力
に
よ
っ
て
、

今
で
は
立
派
な
芸
術
と
な
っ
た
、と
い
う
よ
う
な
物
語

︱
わ
た
し
は

こ
う
し
た
物
語
を
け
っ
し
て
信
用
し
な
い
。﹁
芸
術
﹂に
到
達
す
る
の
が

目
的
な
ら
、な
ぜ﹁
先
生
﹂や
義
男
は
そ
も
そ
も
漫
画
な
ど
描
い
て
い
る

の
か
分
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
﹁
今
で
は
立
派
な
芸
術
﹂と
い
っ
た
言
い
方
は
救
い
が
た
く﹁
上
か
ら

目
線
﹂で
あ
る
。フ
ラ
ン
ス
で
は
マ
ン
ガ
が﹁
第
九
芸
術
﹂と
し
て
認
定
さ

れ
た

（
₈
）

ら
し
い
が
、﹁
建
築
﹂﹁
文
芸
﹂﹁
音
楽
﹂﹁
絵
画
﹂等
の
立
派
な
お
歴
々

が
居
並
ぶ﹁
芸
術
﹂
の
殿
堂
に
、﹁
映
画
﹂
や﹁
テ
レ
ビ
﹂
に
続
い
て﹁
マ
ン

ガ
﹂に
も
参
入
す
る
栄
誉
を
授
け
る
と
い
う
こ
の
フ
ラ
ン
ス
ら
し
い
趣

向
は
、二
十
一
世
紀
の
現
在
で
は
そ
れ
自
体
が﹁
マ
ン
ガ
的
﹂と
も
言
え

る
よ
う
な
出
来
事
で
あ
る
。半
分
冗
談
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
は
悪
く

な
い
。け
れ
ど
も
ク
ソ
真
面
目
な
日
本
に
お
い
て
、﹁
マ
ン
ガ
も
今
や
芸

術
﹂か
ら
ユ
ー
モ
ア
が
失
わ
れ
、文
化
施
策
や
予
算
配
分
の
決
定
根
拠
と

し
て﹁
シ
リ
ア
ス
﹂な
意
味
で
使
わ
れ
始
め
た
瞬
間
、こ
の
言
葉
は
何
か

し
ら
聴
く
に
堪
え
な
い
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。な
ぜ
な

ら
そ
こ
で
は
マ
ン
ガ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
、﹁
芸
術
﹂そ
れ
自
体
に
対

す
る
問
い
が
隠
蔽
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。今
や﹁
マ
ン
ガ
﹂を
も

み
ず
か
ら
の
一
部
に
受
け
入
れ
る
ほ
ど
に
寛
容
と
な
っ
た﹁
芸
術
﹂
︱

し
か
し
そ
の﹁
芸
術
﹂と
は
そ
も
そ
も
何
で
あ
る
の
か
。﹁
マ
ン
ガ
は
芸
術

か
？
﹂と
い
う
問
い
か
け
の
中
に
は
、そ
う
し
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
問
い
へ

の
通
路
が
存
在
し
て
い
た
は
ず
な
の
に
、﹁
よ
し
よ
し
、芸
術
と
し
て
認

め
て
あ
げ
よ
う
﹂と
言
わ
れ
る
こ
と
で
、こ
の
通
路
は
断
た
れ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

　
﹁
芸
術
﹂と
い
う
言
葉
の
中
に
は﹁
そ
の
価
値
に
つ
い
て
国
の
お
墨
付

き
が
あ
る
﹂と
い
う
意
味
が
潜
在
し
て
い
る

（
₉
）

。と
り
わ
け
日
本
語
の﹁
芸

術
﹂と
い
う
語
に
は
、こ
の
意
味
が
強
い
。こ
う
し
た
、究
極
的
に
は
国
家

が
保
証
す
る
制
度
と
し
て
の﹁
芸
術
﹂に
対
し
て
、あ
く
ま
で﹁
芸
術
と
は

そ
も
そ
も
何
か
？
﹂と
問
い
続
け
る
の
が
広
義
に
お
け
る﹁
前
衛
性
﹂と

い
う
こ
と
で
あ
る
。マ
ン
ガ
の
中
に
は
、そ
う
し
た
前
衛
性
へ
向
か
う
契

機
が
あ
る
が
、マ
ン
ガ
は
そ
れ
を﹁
前
衛
﹂と
い
う
語
に
よ
っ
て
意
識
す

る
こ
と
は
な
い
。マ
ン
ガ
に
と
っ
て
は
ダ
ダ
や
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
も

欧
米
的
な
規
範
を
通
じ
て
学
ば
れ
る
も
の
、つ
ま
り
国
の
お
墨
付
き
の

﹁
芸
術
﹂に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。マ
ン
ガ
の
前
衛
性
は
む
し
ろ
、そ
れ
ら

前
衛
芸
術
に
も﹁
漫
﹂の
字
を
付
け
る
こ
と
、つ
ま
り
そ
の
規
範
性
を
脱

落
さ
せ
て
し
ま
う
点
に
あ
る
。

　

つ
げ
義
春
は
、そ
う
し
た
意
味
で
の
マ
ン
ガ
の
前
衛
性
を
も
っ
と
も

明
確
に
実
現
し
た
作
家
の
一
人
だ
と
思
う
。そ
れ
は
、彼
の
作
品
が
す
で

に
存
在
す
る﹁
前
衛
芸
術
﹂に
似
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。貧
し

い
生
活
の
細
部
を
執
拗
に
描
き
込
む
か
ら﹁
リ
ア
リ
ズ
ム
﹂で
あ
る
と
か
、

夢
を
材
料
に
し
た
り
不
条
理
な
現
実
描
写
を
行
う
か
ら﹁
シ
ュ
ル
レ
ア

リ
ス
ム
﹂で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
は
な
い
の
だ
。つ
げ
義
春
が
前

衛
的
で
あ
る
の
は
、む
し
ろ
そ
う
し
た
既
存
の﹁
芸
術
﹂を
一
切
参
照
す

る
こ
と
な
く
、マ
ン
ガ
的
な
表
現
を
ひ
た
す
ら
掘
り
下
げ
て
、い
つ
の
間

に
か﹁
芸
術
﹂を
相
対
化
す
る
よ
う
な
地
点
に
抜
け
出
て
し
ま
っ
た
か
ら

で
あ
る
。彼
の
名
を
一
躍
有
名
に
し
、イ
ン
テ
リ
た
ち
が
彼
の
作
品
を
絶

賛
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た﹁
ね
じ
式
﹂（
一
九
六
八
年
）に
つ
い
て
、つ

げ
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。こ
の
作
品
は
締
切
が
迫
っ
て
き
た

の
に
描
く
こ
と
が
な
く
て
困
っ
て
い
る
時
、下
宿
し
て
い
た
ラ
ー
メ
ン

屋
の
二
階
で
う
た
た
寝
を
し
て
い
て
見
た
夢
を
ヤ
ケ
ク
ソ
で
描
い
た
も

の
で
あ
る
。﹁
な
の
に
、そ
ん
な
作
品
が
ひ
と
た
び
芸
術
と
い
う
ヒ
ョ
ー

バ
ン
を
と
っ
て
し
ま
う
と
、い
か
に
も
芸
術
ら
し
く
み
え
る
の
だ
か
ら
、

ホ
ン
ト
ー
に
夢
み
た
い
な
話
だ

（
10
）

。﹂

　
﹁
マ
ン
ガ
は
芸
術
か
？
﹂な
ど
と
い
う
問
い
に
作
者
が
ま
っ
た
く
興
味

を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。こ
れ
は
つ
げ
義
春
ば
か
り

で
は
な
く
、多
く
の
マ
ン
ガ
家
に
共
通
す
る
点
だ
と
思
う
。こ
れ
が
、マ

ン
ガ
家
と
芸
術
関
係
者
と
の
間
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
り
立
た

な
い
主
な
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。﹁
マ
ン
ガ
は
芸
術
か
？
﹂と
い
う
問

い
に
多
少
と
も
興
味
を
持
っ
て
い
る
の
は
、わ
た
し
自
身
を
も
含
め
た
、

あ
る
程
度﹁
芸
術
﹂と
い
う
制
度
の
中
に
い
る
人
（々
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、芸

術
研
究
者
、﹃
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
21
﹄の
読
者
）だ
。つ
ま
り
、多
か
れ
少
な

か
れ
近
代
主
義
的
な
芸
術
規
範
を
内
面
化
し
、﹁
前
衛
﹂に
関
し
て
も
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
的
な
モ
デ
ル
を
参
照
し
な
が
ら
考
え
て
い
る
人
々
で
あ
る
。

　

わ
た
し
は
そ
う
し
た
人
々
に
マ
ン
ガ
を
語
る
資
格
が
な
い
な
ど
と
言

い
た
い
の
で
は
な
い
。マ
ン
ガ
と
芸
術
を
関
係
づ
け
る
こ
と
は
無
意
味
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で
あ
る
ど
こ
ろ
か
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。け
れ
ど
も
そ

こ
で
障
害
に
な
る
の
が
、芸
術
界
の
人
々
が
無
意
識
的
に
行
使
し
て
し

ま
う﹁
上
か
ら
目
線
﹂で
あ
る
。つ
ま
り
西
洋
近
代
的
な﹁
芸
術
﹂規
範
を

温
存
し
た
ま
ま
そ
の
中
に
マ
ン
ガ
を
組
み
入
れ
よ
う
と
し
て
も
、少
な

く
と
も
日
本
の
マ
ン
ガ
の
場
合
に
は
、け
っ
し
て
う
ま
く
行
か
な
い
の

で
あ
る
。な
ぜ
な
ら
マ
ン
ガ
の
中
に
は
こ
の
世
界
に
あ
る
何
も
か
も
が

あ
り
、﹁
芸
術
﹂す
ら
も
マ
ン
ガ
の
中
に

0

0

あ
る
か
ら
で
あ
る
。そ
れ
は
ち
ょ

う
ど
十
九
世
紀
の
ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
が
、歴
史
も
政
治
も
宗
教
も
、世

界
の
す
べ
て
が
芸
術
の
中
に
あ
る
と
強
く
確
信
し
て
い
た
の
と
同
じ
で

あ
る
。芸
術
界
の
人
々
は
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、現
在

マ
ン
ガ
が
そ
う
し
た
状
態
に
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
。マ
ン
ガ

の
前
衛
性
は
マ
ン
ガ
の
中
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、前
衛
芸
術

に
似
て
い
る
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
の
だ
。
だ
か
ら﹁
マ
ン
ガ
は
芸
術

か
？
﹂と
い
う
問
い
の
前
に
立
ち
止
ま
る
の
で
は
な
く
、む
し
ろ
マ
ン
ガ

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
通
し
て
、既
存
の﹁
前
衛
﹂や﹁
芸
術
﹂の
理
解

を
組
み
替
え
て
ゆ
く
可
能
性
を
探
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
﹁
自
生
す
る
前
衛
﹂
︱
そ
れ
が
、つ
げ
義
春
を
は
じ
め
と
す
る
、日
本

マ
ン
ガ
の
中
の
実
験
的
・
挑
戦
的
な
伝
統
に
対
し
て
、わ
た
し
が
と
り
あ

え
ず
与
え
て
み
た
い
呼
び
名
で
あ
る
。﹁
自
生
﹂と
い
う
の
は
、そ
れ
が
欧

米
に
お
け
る
前
衛
文
化
の
規
範
か
ら
知
的
・
概
念
的
に
移
植
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
だ
が
、さ
ら
に
進
ん
で
、前
衛
と
は
そ
も
そ
も

自
生
の
も
の
で
あ
る
、と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
。か
つ
て
日
本
の
漫

画
の
よ
う
な
も
の
は
特
殊
で
世
界
に
通
用
し
な
い
、ガ
ラ
パ
ゴ
ス
の
生

物
の
よ
う
な
も
の
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
。現
在
そ
れ
が
も
て
は
や
さ
れ

て
い
る
の
は
、そ
の
稀
少
価
値
や
美
し
さ
が
理
解
さ
れ
た
か
ら
だ
と
考

え
る
人
も
い
る
が
、も
し
か
す
る
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
果
て
に
世
界
が

﹁
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
化
﹂し
は
じ
め
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。前
衛
と
は
、二
十

世
紀
以
降
人
類
が
経
験
し
て
い
る
世
界
の
根
本
的
な
変
化

︱
世
界
戦

争
に
よ
る
大
規
模
な
破
壊
、科
学
技
術
の
浸
透
、巨
大
化
す
る
産
業
と
消

費
社
会
、都
市
化
と
人
口
爆
発
、etc.

︱
に
応
答
す
る
も
の
と
し
て
、

様
々
な
場
所
で
自
生
的
に
発
生
す
る
美
的
実
験
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
前
衛
は
、市
民
社
会
的
な
価
値
規
範
か
ら
の
離
脱
や

官
僚
制
と
資
本
主
義
へ
の
敵
対
と
い
っ
た
政
治
的
モ
デ
ル
が
中
心
と
な

っ
て
お
り
、日
本
に
お
け
る
芸
術
的
前
衛
も
そ
う
し
た
モ
デ
ル
に
決
定

的
な
影
響
を
受
け
て
き
た
。つ
げ
義
春
の
マ
ン
ガ
作
品
を
通
し
て
理
解

さ
れ
る
前
衛
性
は
、そ
れ
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
モ
デ
ル
を
提
供
す
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
確
認
し
た
い
。い
っ
た
い
な
ぜ﹁
マ
ン
ガ
と
芸
術
﹂﹁
つ
げ
義
春

と
前
衛
﹂と
い
っ
た
問
題
を
立
て
る
必
要
が
あ
る
の
か
？  

マ
ン
ガ
は

マ
ン
ガ
、つ
げ
義
春
は
つ
げ
義
春
で
い
い
で
は
な
い
か
？  

そ
う
し
た

疑
問
に
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
お
き
た
い
。地
球
的
な
文
化
は
、エ
キ
ゾ

チ
ッ
ク
な
他
者
と
の﹁
対
話
﹂と
い
う
段
階
か
ら
、あ
き
ら
か
に﹁
共
有
﹂

と
い
う
段
階
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
る
。本
論
で
わ
た
し
が
用
い
て
き
た

﹁
芸
術
﹂も﹁
前
衛
﹂も
、ど
こ
か
か
ら
学
ぶ
べ
き
本
質
的
概
念
な
ど
で
は

な
く
、異
な
っ
た
文
化
の
間
で
何
が
共
有
で
き
る
か
を
見
出
す
た
め
に

導
入
さ
れ
る
メ
デ
ィ
ウ
ム
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

註（
₁
）二
〇
〇
九
年
十
一
月
、京
都
哲
学
会
に
お
い
て﹁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
と
は
何
か
？
﹂と
い

う
発
表
を
し
、そ
の
原
稿
が﹃
哲
学
研
究
﹄第
五
八
九
号（
二
〇
一
〇
年
）に
掲
載
さ
れ

た
。そ
こ
で
は﹁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
﹂と
い
う
言
葉
に
対
し
、は
っ
き
り
と
批
判
的
な
立
場

を
と
っ
た
。こ
の
文
章
が
文
化
庁
内
で
回
覧
さ
れ
、そ
れ
な
ら
何
か
考
え
て
く
れ
と
い

う
依
頼
が
来
た
。だ
か
ら
本
当
は﹁
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
﹂で
は
な
く
、身
か
ら
出
た
錆

と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

（
₂
）こ
の
事
業
に
関
わ
る
よ
う
に
わ
た
し
を
強
く
誘
っ
た
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
藤

幡
正
樹
氏
か
ら
教
え
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、﹁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
﹂は
す
で
に

評
論
家
の
加
藤
秀
俊
氏
に
よ
っ
て
映
画
や
テ
レ
ビ
を
中
心
に
考
え
た
別
な
定
義
が
与

え
ら
れ
て
い
た（﹃
戦
後
日
本
の
芸
術
文
化
史
︱
芸
術
祭
五
十
年
﹄文
化
庁
監
修
、ぎ
ょ

う
せ
い
、一
九
九
六
年
、八
頁
）。

（
₃
）こ
れ
ら
四
つ
の
分
野
の
中
で﹁
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
ト
﹂だ
け
が
明
ら
か
に
他
と
は
位
置
付

け
が
異
な
る
。﹁
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
ト
﹂は
従
来
か
ら
す
で
に﹁
前
衛
芸
術
﹂の
ひ
と
つ
と

み
な
さ
れ
て
お
り
、そ
の
意
味
で
大
衆
文
化
や
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
は
最
初
か
ら
区

別
さ
れ
て
い
る
。穿
っ
て
考
え
る
な
ら
、﹁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
﹂の
中
に﹁
メ
デ
ィ
ア
ア
ー

ト
﹂が
含
ま
れ
て
い
る
意
味
は
、﹁
メ
デ
ィ
ア
﹂と
い
う
概
念
を
敷
衍
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、他
の
諸
領
域
を﹁
芸
術
﹂と
い
う
言
葉
に
馴
染
み
や
す
く
す
る
よ
う
な
、媒
介
的
役

割
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
₄
）そ
う
し
た
模
索
の
ひ
と
つ
と
し
て
、二
〇
一
一
年
二
月﹁
世
界
メ
デ
ィ
ア
芸
術
コ
ン
ベ

ン
シ
ョ
ン2011

﹂
と
い
う
国
際
会
議
の
座
長
を
つ
と
め﹁﹃
メ
デ
ィ
ア
芸
術
﹄
の
地
域

性
と
普
遍
性

︱
＂
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
＂を
越
え
て
﹂と
い
う
テ
ー
マ
で
議
論
を
行
っ

た
。あ
え
て﹁
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
ト
﹂で
は
な
く﹁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
﹂と
い
う
日
本
語
を
用

い
、そ
れ
に
関
わ
る
諸
問
題
が
ど
の
程
度
ま
で
世
界
的
に
共
有
可
能
か
を
探
ろ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。そ
の
報
告
書（
日
・
英
語
）の
全
文
が
、以
下
のU

R
L

で
公
開
さ
れ

て
い
る
。http

 : //p
laza. b

u
n
ka. go

. jp
/festival/ab

o
u
t/in

tern
atio

n
al. p

d
f

（
₅
）こ
の
施
設
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
元
に
な
っ
て
い
る
の
は
、十
九
世
紀
末
に
パ
リ
で
日

本
文
化
に
出
会
っ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
フ
ェ
リ
ク
ス
・
ヤ
シ
ェ
ン
ス
キ
の
収
集
し
た
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。中
で
も
特
に﹃
北
斎
漫
画
﹄を
好
み
、﹁
マ
ン
ガ
﹂と
い
う
語
を
み

ず
か
ら
の
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
と
し
て
い
た（F

eliks 

“Man
ggh

a

” Jasień ski

）
こ
と

か
ら
、一
九
九
四
年
に
建
造
さ
れ
た
こ
の
館
の
名
前
に
な
っ
た
。

（
₆
）著
作
権
法
と
の
関
係
か
ら﹁
二
次
創
作
﹂な
ど
と
術
語
化
さ
れ
る
と
何
か
特
殊
な
現
象

の
よ
う
に
響
く
か
も
し
れ
な
い
が
、オ
リ
ジ
ナ
ル
に
何
ら
か
の
改
変
を
加
え
て
新
た

な
制
作
物
を
生
み
出
す
こ
と
は
、原
理
的
に
は
芸
術
活
動
一
般
の
本
質
的
な
一
側
面

で
あ
る
。も
し﹁
二
次
創
作
﹂と
呼
ば
れ
る
も
の
に
何
ら
か
の
特
殊
性
を
見
出
す
と
す

れ
ば
、そ
こ
で
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
か
ら
性
的
な
要
素
だ
け
を
抽
出
・
強
調
す
る
な
ど
の
操

作
を
通
じ
て
、オ
リ
ジ
ナ
ル
が﹁
作
品
﹂と
し
て
持
っ
て
い
る
規
範
を
脱
落
さ
せ
る
と

い
う
明
確
な
意
図
が
あ
る
と
い
う
点
だ
ろ
う
。

（
₇
）こ
れ
は
現
実
の
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
ズ
ム
に
も
ゲ
イ
文
化
に
も
ま
っ
た
く
関
係
が
な

い
。Ｂ
Ｌ
に
お
け
る
男
性
同
士
の
恋
愛
と
は
何
か
に
つ
い
て
は
、﹁
何
で
も
な
い
こ
と

の
幸
せ
﹂
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
冒
頭
に
簡
潔
に
書
い
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

h
ttp

 : //w
w

w
. iam

as. ac. jp
/~yo

sh
io

ka/S
iC

S
/e

︱text/

（
₈
）
実
際
に
は
フ
ラ
ン
ス
で﹁
第
九
芸
術
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は﹁
バ
ン
ド
・
デ
シ
ネ

（b
an

d
e d

essin
ée

）﹂の
こ
と
で
あ
っ
て
、
日
本
の
一
般
的
な
マ
ン
ガ
と
は
、そ
の

内
容
も
、制
作
や
受
容
の
社
会
的
文
脈
も
か
な
り
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
₉
）芸
術
系
で
は
な
い
一
般
の
大
学
で﹁
芸
術
論
﹂﹁
現
代
芸
術
論
﹂の
よ
う
な
科
目
を
こ
れ

ま
で
何
度
か
担
当
し
て
き
た
が
、初
回
の
講
義
で﹁
芸
術
﹂に
関
す
る
素
朴
な
疑
問
を

尋
ね
る
と
必
ず
出
て
く
る
の
が﹁
あ
る
作
品
を
誰
が〈
芸
術
〉と
認
め
る
の
か
？
﹂と
い

う
も
の
だ
。芸
術
家
が
宣
言
す
れ
ば
い
い
の
か
？  

評
論
家
や
研
究
者
の
よ
う
な
専

門
家
が
保
証
す
れ
ば
い
い
の
か
？  

そ
れ
と
も
多
く
の
人
が
芸
術
と
認
め
れ
ば
芸
術

に
な
る
の
か
？  

や
っ
て
み
る
と
そ
う
し
た
議
論
に
は
際
限
が
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

そ
の
結
果﹁
芸
術
﹂で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
主
体
の
候
補
と
し
て
、最
終
的
に
は
二

つ
の
選
択
肢
だ
け
が
残
る
。ひ
と
つ
は
Ａ
・
ダ
ン
ト
ー
の﹁
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
﹂の
よ
う

な
仮
想
の
共
同
体
、も
う
ひ
と
つ
は﹁
国
家
﹂で
あ
る
。

（
10
）つ
げ
義
春﹃
ね
じ
式
﹄﹁
あ
と
が
き
﹂（
小
学
館
文
庫
、一
九
七
六
年
）。
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特
集

漫
画
と
マ
ン
ガ
、そ
し
て
芸
術

18

「
芸
術
家
マ
ン
ガ
」試
論

―
マ
ン
ガ
の
自
意
識
と
芸
術
家
像
の
変
容

橋本順光

芸
術
家
小
説
と
芸
術
家
マ
ン
ガ

　

手
塚
治
虫
が﹁
新
宝
島
﹂を
刊
行
し
た
翌
一
九
四
八
年
、太
宰
治
の﹃
人

間
失
格
﹄が
出
版
さ
れ
て
い
る
。こ
の
小
説
は
画
家
に
な
る
こ
と
を
期
待

さ
れ
つ
つ
も
、﹁
粗
悪
な
雑
誌
の
、無
名
の
下
手
な
漫
画
家
﹂に
し
か
な
れ

な
か
っ
た
男
の
手
記
と
い
う
体
裁
で
あ
る
。そ
の
男
は
、﹁
デ
ッ
サ
ン
が
、

ち
っ
と
も
な
っ
て
や
し
な
い
ん
だ
か
ら
﹂と
、手
塚
も
ま
た
し
ば
し
ば
投

げ
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
批
判
を
受
け
、﹁
彼
﹂も
ま
た﹁
彼
﹂で
、酒
代

が
ほ
し
い
ば
っ
か
り
に﹁
キ
ン
タ
さ
ん
と
オ
タ
さ
ん
の
冒
険
﹂や﹁
ノ
ン

キ
和
尚
﹂に﹁
セ
ッ
カ
チ
ビ
ン
チ
ャ
ン
﹂と
い
っ
た
亜
流
マ
ン
ガ
を
描
い

て
い
る
う
ち
に
、故
郷
が
思
い
出
さ
れ
て
あ
ま
り
の
わ
び
し
さ
に
涙
す

る
こ
と
に
な
る
。こ
の﹃
人
間
失
格
﹄の
よ
う
に
、芸
術
家
を
志
し
た
青
年

が
都
会
と
市
場
に
翻
弄
さ
れ
て
挫
折
し
苦
悩
す
る
、あ
る
い
は
周
囲
の

無
理
解
を
も
の
と
も
せ
ず
芸
術
に
身
を
捧
げ
て
殉
死
す
る
と
い
っ
た
両

極
を
定
型
と
す
る
物
語
は
芸
術
家
小
説
と
呼
ば
れ
る
。十
九
世
紀
に
な

っ
て
ロ
マ
ン
主
義
が
隆
盛
し
て
以
降
、自
己
実
現
と
社
会
と
の
葛
藤
と

い
う
教
養
小
説
の
主
題
を
展
開
す
る
際
に
、芸
術
家
小
説
は
格
好
の
題

材
で
あ
っ
た
。表
現
し
た
い
自
己
＝
作
品
と
社
会
か
ら
の
要
求
と
の
齟

齬
、そ
れ
ゆ
え
の
苦
悩
と
融
和
、シ
ニ
シ
ズ
ム
や
諦
観
は
、商
業
化
に
よ

っ
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
需
要
と
供
給
の
力
学
に
翻
弄
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
近
代
に
あ
っ
て
、広
く
読
者
に
共
感
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
芸
術
家
像
は
ま
た
、新
興
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
小
説
の
地
位

向
上
と
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
。い
わ
ば
小
説
の
作
者（au

th
o
r

）こ
そ

が
、芸
術
家
の
内
面
を
描
く
権
威（au

th
o
rity

）で
あ
り
、正
統
性（au

-

th
en

ticity

）を
有
す
る
と
い
う
前
提
で
あ
る
。ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の﹃
ベ

ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
生
涯
﹄（
一
九
〇
三
）や
、ゴ
ー
ギ
ャ
ン
を
モ
デ
ル
に
し

た
モ
ー
ム
の﹃
月
と
六
ペ
ン
ス
﹄（
一
九
一
九
）な
ど
が
そ
の
好
例
で
あ
り
、

ゴ
ッ
ホ
神
話
の
よ
う
な
屋
根
裏
部
屋
の
不
遇
な
天
才
と
い
っ
た
主
題
も

同
じ
範
疇
に
属
す
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。画
家
や
作
曲
家
な
ど
姉

妹
芸
術
を
援
用
す
る
こ
と
で
、理
想
的
な
小
説
家
の
似
姿
を
描
く
と
同

時
に
、芸
術
家
の
内
面
や
葛
藤
の
物
語
と
い
う
深
層
こ
そ
、絵
画
や
音
楽

と
い
う
表
層
に
優
越
す
る
か
の
よ
う
に
描
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。そ
れ
以
外
に
も
、架
空
の
小
説
家
や
詩
人
を
主
人
公
と
し
た
小
説
だ

と
そ
の﹁
傑
作
﹂を
説
得
力
の
あ
る
形
で
引
用
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、

絵
画
や
音
楽
な
ら
ば
間
接
的
な
描
写
で
十
分
な
効
果
を
得
ら
れ
る
た
め
、

隠
喩
や
神
話
と
し
て
物
語
化
し
や
す
い
と
い
う
理
由
も
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
な
る
群
像
劇
に
お
い
て
は
、貧
乏

芸
術
家
集
団
が
お
お
む
ね
中
心
と
な
る
。そ
の
原
型
は
オ
ペ
ラ﹃
ラ
・
ボ

エ
ー
ム
﹄（
一
八
九
六
）や
そ
の
原
作
で
あ
る
ア
ン
リ
・
ミ
ュ
ル
ジ
ェ
ー
ル

の﹃
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
生
活
の
情
景
﹄（
一
八
四
九
）で
あ
り
、こ
の
強
い
磁
力

を
持
つ
物
語
は
現
実
に
お
い
て
も
模
倣
さ
れ
反
復
さ
れ
て
き
た

（
₁
）

。こ
う

し
た
群
像
劇
か
ら
は
さ
ら
に
、
た
と
え
ば
ジ
ョ
ー
ジ
・
ギ
ッ
シ
ン
グ
の

﹃
三
文
文
士
﹄（
一
八
九
一
）の
よ
う
に
市
場
に
お
も
ね
ざ
る
を
え
な
い
群

像
を
シ
ニ
カ
ル
に
描
く
業
界
小
説
と
い
う
亜
種
を
生
む
こ
と
に
も
な
っ

た
。も
ち
ろ
ん
自
伝
的
作
品
に
よ
っ
て
、積
極
的
に
自
己
表
象
や
自
己
演

出
の
戦
略
を
と
る
こ
と
も
ま
た
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い

（
₂
）

。ワ
ー
ズ
ワ
ー

ス
、シ
ェ
リ
ー
、バ
イ
ロ
ン
、キ
ー
ツ
と
、十
九
世
紀
英
国
ロ
マ
ン
派
を
代

表
す
る
詩
人
た
ち
は
、自
己
の
投
影
で
あ
る
詩
人
を
主
人
公
に
し
た
自

伝
的
詩
を
書
い
た
が
、こ
れ
も
ま
た
詩
の
特
権
性
と
正
統
性
と
を
強
調

し
て
い
る
点
で
、芸
術
家
小
説
の
一
種
と
し
て
分
類
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
り
、
そ
の
一
つ
の
帰
結
と
し
て
ジ
ョ
イ
ス
の﹃
若
い
芸
術
家
の
肖

像
﹄（
一
九
一
六
）を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

（
₃
）

。

　

こ
う
し
た﹃
人
間
失
格
﹄の
淵
源
に
あ
る
芸
術
家
小
説
は
、﹃
新
宝
島
﹄

以
降
に
叢
生
し
た
マ
ン
ガ
に
も
っ
ぱ
ら
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

姉
妹
芸
術
を
扱
っ
た
芸
術
家
小
説
、ボ
ヘ
ミ
ア
ン
群
像
小
説
、ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
業
界
を
描
く
暴
露
小
説
、そ
し
て
小
説
家
小
説
、こ
れ
ら
不
揃
い

の
作
品
群
は
、し
か
し
、小
説
と
小
説
家
の
地
位
を
特
権
化
す
る
点
で
は

共
に
貢
献
し
た
わ
け
だ
が
、こ
の
こ
と
は
マ
ン
ガ
に
も
あ
て
は
ま
る
。た

と
え
ば
上
京
し
た
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
志
望
の
若
者
を
描
く
マ
ン
ガ
、ト

キ
ワ
荘
物
、半
自
伝
マ
ン
ガ
、そ
し
て
マ
ン
ガ
家
マ
ン
ガ
な
ど
、こ
う
し

た
多
様
な
マ
ン
ガ
群
を﹁
芸
術
家
マ
ン
ガ
﹂と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
で
、

ひ
い
て
は
マ
ン
ガ（
芸
術
）論
を
活
性
化
で
き
る
の
で
は
な
い
か

（
₄
）

。な
ぜ

な
ら
、従
来
の
芸
術
家
像
を
マ
ン
ガ
が
ど
の
よ
う
に
流
用
し
た
の
か
、そ

し
て
マ
ン
ガ
は
そ
れ
ら
の
諸
芸
術
を
ど
の
よ
う
に
描
く
の
か
、さ
ら
に

ど
の
よ
う
な
マ
ン
ガ
こ
そ
が﹁
マ
ン
ガ
﹂な
の
か
と
い
う
自
意
識
を
た
ど

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。そ
の
膨
大
で
複

雑
な
系
譜
を
た
ど
る
こ
と
は
も
と
よ
り
不
可
能
で
あ
る
が
、こ
こ
で
は

そ
の
原
型
の
確
立
と
変
容
と
を
素
描
し
て
み
た
い
。

若
い
漫
画
家
の
肖
像

―
手
塚
治
虫

　

十
九
世
紀
に
誕
生
し
た
ロ
マ
ン
主
義
的
な
芸
術
家
小
説
を
マ
ン
ガ
へ
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と
意
識
的
に
接
続
し
、独
自
の
形
で
継
承
し
た
第
一
人
者
は
、手
塚
治
虫

と
い
っ
て
よ
い
。た
と
え
ば﹁
ハ
イ
リ
ゲ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
遺
書
﹂と
い

う
章
題
を
も
つ﹁
フ
ィ
ル
ム
は
生
き
て
い
る
﹂（
一
九
五
八
～
五
九
年
に

連
載
）な
ど
、そ
の
最
た
る
例
で
あ
る
。こ
れ
は
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
制
作

に
身
を
さ
さ
げ
る
作
家
た
ち
の
マ
ン
ガ
だ
が
、失
明
の
危
機
に
陥
り
自

殺
を
試
み
よ
う
と
す
る
主
人
公
は﹃
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
生
涯
﹄を
手
に

と
り
、そ
の
有
名
な
遺
書
を
読
ん
で
自
殺
を
思
い
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
聴
覚
を
ほ
と
ん
ど
失
っ
た
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
、﹁
私
は
死
の
う

と
し
た
⋮
だ
が
芸
術
が
⋮
私
を
ひ
き
と
め
て
く
れ
た
⋮
あ
あ
⋮
私
は
死

ね
な
い 

私
に
あ
た
え
ら
れ
た
仕
事
を
は
た
さ
な
い
う
ち
は
﹂と
い
う
一

節
と
と
も
に
、嵐
の
な
か
を
歩
む
姿
が
描
か
れ
る
。作
家
名
は
記
載
さ
れ

て
い
な
い
が
、こ
れ
は
一
九
三
八
年
の
刊
行
以
降
、岩
波
文
庫
で
長
く
版

を
重
ね
た
片
山
敏
彦
訳
、ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の﹃
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
生

涯
﹄を
お
そ
ら
く
参
考
に
し
た
の
で
は
な
い
か
。同
書
に
は
、ロ
ラ
ン
が

抄
訳
し
た
遺
書
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、そ
こ
に
は﹁
自
分
の
生
命
を
絶
つ

ま
で
に
は
ほ
ん
の
少
し
の
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

︱
私
を
引
き
留
め
た

も
の
は
唯﹃
芸
術
﹄で
あ
る
。自
分
が
使
命
を
自
覚
し
て
い
る
仕
事
を
仕

遂
げ
な
い
で
此
の
世
を
見
捨
て
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
想
わ
れ
た
の

だ
﹂と
あ
り
、手
塚
は
掲
載
雑
誌﹃
中
学
一
年
生
﹄の
読
者
に
わ
か
り
や
す

い
よ
う
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
を
繰
り
返
し
と
り
あ
げ
、そ
れ
を
モ
デ
ル
に
し
て
芸
術
家

小
説
の
典
型
と
も
い
え
る﹃
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
﹄（
一
九
一
二
）を
書

い
て
お
り
、
手
塚
が
直
接
に
参
照
し
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
ロ
マ

ン
・
ロ
ラ
ン
が
流
布
さ
せ
た
楽
聖
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
像
を
ほ
ぼ
そ
の
ま

ま
応
用
し
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。

　

手
塚
の
手
塚
た
る
点
は
、こ
う
し
た
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
像
を
吉
川
英

治
以
降
の
宮
本
武
蔵
物
と
組
み
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。こ
の
あ
た

り
、あ
た
か
も
落
語
の
浜
野
矩の

り

随ゆ
き

や
左
甚
五
郎
伝
説
を
継
承
す
る
か
の

よ
う
に
巧
み
に
職
工
物
へ
と
鋳
込
ん
だ
露
伴
や
、芸
道
物
を
切
り
開
い

た
村
松
梢
風
や
川
口
松
太
郎
を
思
わ
せ
よ
う
。た
だ
想
定
読
者
が
幼
い

せ
い
で
も
あ
る
だ
ろ
う
、﹁
フ
ィ
ル
ム
は
生
き
て
い
る
﹂は
そ
こ
ま
で
両

者
を
統
合
で
き
ず
、残
念
な
が
ら
中
途
半
端
な
妥
協
の
産
物
で
終
わ
っ

て
い
る
。宮
本
武
蔵
と
佐
々
木
小
次
郎
が
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
品
で
勝

負
を
す
る
と
い
う
設
定
は
、﹁
赤
胴
鈴
之
助
﹂や﹁
イ
ガ
グ
リ
く
ん
﹂と
い

っ
た
剣
道
柔
道
マ
ン
ガ
に
対
す
る
対
抗
で
あ
ろ
う
し
、男
同
士
の
ラ
イ

バ
ル
が
火
花
を
散
ら
す
よ
う
な
手
塚
が
苦
手
と
す
る
物
語
を
、芸
術
家

小
説
を
利
用
し
て
取
り
込
ん
だ
の
は
巧
み
と
い
え
ば
巧
み
で
あ
る
。視

覚
を
失
う
運
命
に
絶
望
し
た
武
蔵
が
、師
と
仰
ぐ
壇
末
磨
の
遺
書
に
よ

っ
て
、﹃
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
生
涯
﹄を
手
に
取
り
、立
ち
直
る
と
こ
ろ
は
、

あ
た
か
も
秘
伝
書
か
ら
極
意
を
悟
る
よ
う
で
も
あ
る
。ほ
か
に
も
ツ
バ

メ
の
動
き
を
見
て
、小
次
郎
が
箒
ほ
ど
も
あ
る
巨
大
な
ペ
ン
で
そ
の
一

瞬
の
姿
を
と
ら
ま
え
、武
蔵
は
二
本
の
鉛
筆
で
描
く
と
い
っ
た
よ
う
に
、

有
名
な
逸
話
も
援
用
さ
れ
て
は
い
る
が
、こ
う
し
た
設
定
は
以
後
生
か

さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。一
乗
寺
や
巌
流
島
で
の
決
闘
も
な
ぞ
ら
れ
て
は

い
る
が
、
そ
れ
と
て
成
功
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。﹁
漫
画
大
学
﹂

（
一
九
五
〇
年
刊
行
）や﹁
漫
画
教
室
﹂（
一
九
五
二
～
五
四
年
連
載
）で
、

自
ら
の
マ
ン
ガ
を
お
手
本
と
し
て
劇
中
劇
の
よ
う
な
形
で
挿
入
し
、後

者
で
は﹁
イ
ガ
グ
リ
く
ん
﹂を
悪
い
例
と
し
て
言
及
し
て
謝
罪
す
る
こ
と

に
な
っ
た
手
塚
だ
が
、フ
ィ
ル
ム
が﹁
生
き
て
い
る
﹂か
ど
う
か
と
い
う

動
き
に
主
眼
を
置
い
て
い
た
た
め
で
も
あ
る
だ
ろ
う
、制
作
し
て
い
る

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
は
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
な
い
。人
気
投
票
を
競
う
試
写

会
の
作
品
は
二
つ
と
も
あ
ら
す
じ
で
さ
え
紹
介
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、作
中
で
肯
定
的
に
描
か
れ
る
作
家
が
み
な
、手
塚
の
自
画

像
の
よ
う
に
ベ
レ
ー
帽
を
か
ぶ
り
、自
己
表
現
に
も
っ
と
も
重
き
を
置

く
芸
術
家
で
あ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。武
蔵
の
師
匠
と
も
い
え
る
壇
末

磨
は
納
得
が
い
く
ま
で
何
度
も
撮
り
な
お
す
た
め
、会
社
か
ら
首
を
切

ら
れ
て
自
殺
未
遂
を
起
こ
し
、失
意
の
う
ち
に
逝
去
す
る
。武
蔵
と
小
次

郎
の
二
人
に
し
て
も
、資
金
が
か
か
り
多
く
の
人
を
ま
と
め
あ
げ
な
く

て
は
な
ら
な
い
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
よ
り
も
、手
っ
取
り
早
く
仕
事
が
見

つ
か
る
マ
ン
ガ
の
連
載
に
途
中
で
安
住
し
て
し
ま
う
の
だ
が
、そ
れ
は

自
己
へ
の
裏
切
り
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。武
蔵
は﹁
少
年
パ
ッ
ク
﹂で

人
気
マ
ン
ガ
家
と
な
る
も
の
の
、先
輩
マ
ン
ガ
家
の
そ
の
名
も
宍
戸
梅

軒
か
ら
、﹁
な
ぜ
じ
ぶ
ん
の
道
を
ま
っ
す
ぐ
ゆ
か
ん
？
﹂と
迷
い
を
見
抜

か
れ
、二
百
万
の
読
者
が
待
つ
連
載
を
切
っ
て
ほ
し
い
と
自
ら
編
集
長

に
直
談
判
す
る
の
で
あ
る
。そ
し
て
理
解
あ
る
編
集
長
に
よ
っ
て
武
蔵

は
連
載
を
や
め
て
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
専
念
し
、小
次
郎
の
方
も
連
載

の
多
さ
を
誇
っ
て
い
た
自
分
を
恥
じ
て
、武
蔵
と
の
勝
負
に
挑
む
こ
と

に
な
る
。そ
し
て
初
日
の
投
票
で
は
、武
蔵
が
勝
利
す
る
が
、す
で
に
彼

は
失
明
し
て
お
り
、そ
れ
を
知
っ
た
小
次
郎
は
二
日
目
以
降
の
結
果
は

み
る
ま
で
も
な
い
と
し
て
早
々
に
敗
北
宣
言
を
行
う
。武
蔵
が
映
画
館

に
現
れ
て
、目
に
見
え
な
く
と
も
映
画
自
体
は
頭
に
浮
か
ぶ
と
い
う
最

後
は
、第
九
交
響
曲
完
成
時
の
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
重
ね
合
わ
せ
て
の

こ
と
だ
ろ
う
。な
お
連
載
中
の
一
九
五
八
年
十
月
に
は
、日
本
で
初
め
て

の
ゴ
ッ
ホ
の
大
規
模
な
展
覧
会
が
東
京
国
立
博
物
館
で
開
か
れ
て
い
る
。

木
下
長
宏
の﹃
思
想
史
と
し
て
の
ゴ
ッ
ホ

︱
複
製
受
容
と
想
像
力
﹄

（
學
藝
書
林
、一
九
九
二
年
）が
詳
述
す
る
よ
う
に
、芸
術
の
た
め
に
身
を

捧
げ
、殉
ず
る
こ
と
も
厭
わ
な
い
求
道
的
な
芸
術
家
像
は
ゴ
ッ
ホ
の
名

と
共
に
日
本
に
根
付
い
た
が
、一
九
一
一
年
に
白
樺
派
が
紹
介
し
て
か

ら
始
ま
る
神
話
の
一
つ
の
円
環
が
展
覧
会
の
開
催
に
よ
っ
て
閉
じ
た
年

に
、手
塚
は
そ
れ
を
継
承
す
る
よ
う
な
マ
ン
ガ
を
執
筆
し
た
の
で
あ
る
。

﹁
フ
ィ
ル
ム
が
生
き
て
い
る
﹂の
宮
本
武
蔵
が
生
活
の
た
め
街
で
似
顔
絵

描
き
を
し
て
食
い
つ
な
ぎ
、﹁
マ
ン
ガ
は
も
っ
と
ド
タ
バ
タ
を
い
れ
る
ん

や
﹂と
い
う
無
理
解
な
編
集
者
に
激
昂
す
る
場
面
な
ど
は
、不
遇
な
屋
根

裏
の
天
才
と
い
う
画
家
の
神
話
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
。

フ
ー
テ
ン
生
活
の
情
景

―
永
島
慎
二

　

手
塚
が
移
植
し
よ
う
と
し
た
芸
術
家
小
説
を
、読
者
に
ふ
さ
わ
し
い

青
年
を
対
象
に
し
て
洗
練
さ
せ
た
の
が
永
島
慎
二
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

﹁
フ
ィ
ル
ム
は
生
き
て
い
る
﹂の
二
年
後
に
始
ま
っ
た﹁
漫
画
家
残
酷
物
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語
﹂の
連
作（
一
九
六
一
～
六
三
年
連
載
）が
そ
れ
で
あ
る
。第
一
作﹁
傷

害
保
険
﹂の
第
一
ペ
ー
ジ
は
、太
宰
治
の﹃
人
間
失
格
﹄に
言
及
し
て
、マ

ン
ガ
家
を
悲
劇
的
存
在
と
い
う
が
む
し
ろ
大
喜
劇
で
は
な
い
か
と
い
う

反
論
か
ら
始
ま
る
。い
わ
ば
そ
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
枠
に
し
て
、物
語
は

川
上
と
い
う
マ
ン
ガ
家
に
焦
点
を
あ
て
て
、行
き
つ
け
の
喫
茶
店
で
の

マ
ン
ガ
家
た
ち
と
の
あ
る
べ
き
マ
ン
ガ
と
マ
ン
ガ
家
像
へ
と
移
る
の
だ

が
、そ
こ
で
川
上
は
そ
も
そ
も
マ
ン
ガ
が
嫌
い
で
あ
っ
て﹁
食
え
ね
え
か

ら
描
い
て
い
る
ん
だ
﹂と
述
べ
る
。あ
く
ま
で
マ
ン
ガ
は
糊
口
の
た
め
に

過
ぎ
な
い
と
い
う
人
物
造
形
は﹃
人
間
失
格
﹄の﹁
私
﹂そ
の
も
の
だ
が
、

物
語
は
、腕
を
傷
つ
け
る
こ
と
で
保
険
金
を
手
に
し
よ
う
と
し
た
川
上

が
、マ
ン
ガ
に
熱
意
を
も
っ
た
と
た
ん
に
実
際
に
事
故
に
あ
い
右
腕
を

失
う
と
い
う
皮
肉
な
結
末
を
迎
え
る
。そ
し
て
最
後
の
コ
マ
で
は
、マ
ン

ガ
は
芸
術
だ
と
持
論
を
述
べ
る
友
人
の
マ
ン
ガ
家
と
、川
上
の
事
故
を

聞
い
て
連
載
を
今
月
で
終
え
て
よ
か
っ
た
と
ほ
く
そ
え
む
編
集
者
が
並

べ
ら
れ
、書
生
談
義
と
現
実
の
制
度
と
の
落
差
が
巧
み
に
対
比
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。以
降
の
連
作
で
も
、良
心
や
熱
意
の
一
方
で
、そ
れ
と
は

無
縁
か
つ
無
情
に
動
い
て
い
く
運
命
や
商
業
主
義
と
の
間
に
翻
弄
さ
れ
、

時
に
は
狂
気
に
陥
る
マ
ン
ガ
家
が
次
々
に
描
か
れ
て
ゆ
く
。﹃
人
間
失

格
﹄へ
の
反
論
か
ら
始
ま
る
第
一
話
、文
学
青
年
に
代
わ
っ
て
現
在
は
漫

画
青
年
が
登
場
し
た
と
い
う﹁
う
す
の
ろ
﹂（
初
出
一
九
六
二
）、ロ
マ
ン
・

ロ
ラ
ン
が
称
賛
し
た
倉
田
百
三﹃
出
家
と
そ
の
弟
子
﹄（
一
九
一
七
）を
も

じ
っ
た﹁
漫
画
家
と
そ
の
弟
子
﹂（
初
出
一
九
六
二
）と
、教
養
小
説
と
し

て
の
芸
術
家
小
説
を
永
島
が
意
図
的
に
継
承
し
た
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、そ
ん
な
理
想
と
現
実
の
板
挾
み
に
あ
っ
て
マ
ン
ガ
が
書
け

な
く
な
っ
た
と
思
し
い
長な

が

暇ひ
ま

貧ひ
ん

治じ

を
主
人
公
と
す
る
半
自
伝
的
マ
ン
ガ

が﹁
フ
ー
テ
ン
﹂（
一
九
六
七
～
七
〇
年
連
載
）で
あ
る
。こ
れ
は
脱
落
し

消
え
て
ゆ
く
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
た
ち
の
悲
哀
を
描
く
点
で
、ミ
ュ
ル
ジ
ェ
ー

ル
よ
り
む
し
ろ
フ
ラ
ン
シ
ス
・
カ
ル
コ
の﹃
巴
里
芸
術
家
放
浪
記
﹄（
一
九

二
六
）と
比
較
す
べ
き
作
品
で
あ
ろ
う
。講
談
社
学
術
文
庫
に
寄
せ
ら
れ

た
鹿
島
茂
の
秀
逸
な
解
説
に
従
え
ば
、綺
羅
星
の
よ
う
な
天
才
た
ち
が

駆
け
抜
け
て
い
っ
た
あ
と
、﹁
二
流
の
人
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
﹂か
ら
見
た
そ

の
波
に
乗
り
き
れ
ず
翻
弄
さ
れ
た
群
小
の
人
々
の
記
録
で
あ
る
。﹁
フ
ー

テ
ン
﹂は
虚
無
感
と
挫
折
を
抱
え
た
現
代
の
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
た
ち
の
生
活

が
描
か
れ
た
作
品
だ
が
、新
宿
で
た
む
ろ
す
る
彼
ら
の
う
ち（
自
称
）マ

ン
ガ
家
は
長
暇
だ
け
で
あ
り
、設
定
か
ら
し
て
、市
場
や
競
争
に
参
入
す

る
こ
と
へ
の
た
め
ら
い
と
む
な
し
さ
が
マ
ン
ガ
家
以
外
に
広
く
読
者
に

共
有
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。そ
し
て
そ
ん
な
フ
ー
テ
ン
の
彼
ら

が
、ち
ょ
っ
と
し
た
事
件
を
解
決
し
、ふ
と
朝
焼
け
を
見
上
げ
て
、ロ
ー

ア
ン
グ
ル
の
コ
マ
の
連
続
か
ら
一
ペ
ー
ジ
い
っ
ぱ
い
に
広
が
る
大
ゴ
マ

が
図
₁
で
あ
る
。

　
﹁
フ
ー
テ
ン
﹂は
、手
塚
の
お
ひ
ざ
元
で
あ
る
虫
プ
ロ
商
事
発
行
の﹃
Ｃ

Ｏ
Ｍ
﹄に
掲
載
さ
れ
た
が
、フ
ー
テ
ン
の
疎
外
感
と
連
帯
と
を
巧
み
に
表

現
し
た
有
名
な
こ
の
大
ゴ
マ
を
、図
₂
の
よ
う
に
、手
塚
は
半
自
伝
的
な

﹁
が
ち
ゃ
ぼ
い
一
代
記
﹂（
初
出
一
九
七
五
）で
ほ
ぼ
同
じ
手
法
で
二
ペ
ー

ジ
に
渡
る
大
ゴ
マ
で
転
用
し
て
い
る
。﹁
フ
ィ
ル
ム
は
生
き
て
い
る
﹂の

二
年
後
の
一
九
六
一
年
、が
ち
ゃ
ぼ
い
こ
と
手
塚
は
虫
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ

ン
を
設
立
し
て
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
制
作
に
本
格
的
に
乗
り
出
す
。多
忙

な
マ
ン
ガ
執
筆
の
合
間
を
ぬ
っ
て
辛
う
じ
て
上
映
に
こ
ぎ
つ
け
た
あ
と
、

宮
本
武
蔵
よ
ろ
し
く
観
客
に
囲
ま
れ
て
賞
賛
さ
れ
た
手
塚
が
、夕
方
の

新
宿
へ
打
ち
上
げ
に
繰
り
出
す
姿
で
あ
る
。狂
言
回
し
の
マ
ン
ガ
の
神

様
が
登
場
し
、手
塚
マ
ン
ガ
の
主
人
公
た
ち
が
祝
福
し
て
く
れ
る
と
聞

い
て
、ア
ト
ム
や
レ
オ
な
ど
に
囲
ま
れ
た
手
塚
は
上
機
嫌
だ
が
、次
の
ペ

ー
ジ
の
図
₃
で
は
、手
塚
が
一
人
で
浮
か
れ
る
姿
が
描
か
れ
る
。マ
ン
ガ

や
ア
ニ
メ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
他
人
に
は
見
え
ず
、手
塚
は
お
よ
そ
奇

妙
な
酔
っ
ぱ
ら
い
に
し
か
み
え
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。自
分
た
ち

と
は
無
縁
に
動
き
出
す
社
会
の
始
ま
り
を
告
げ
る
朝
焼
け
と
、社
会
か

ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
み
ほ
れ
る
こ
と
の
で
き
る
フ
ー
テ
ン
の

図1	 永島慎二『フーテン』1988年、筑摩書房、63頁

図2	 手塚治虫「がちゃぼい一代記」『ゴッドファーザーの
息子』2010年、143頁　ⓒ手塚プロダクション

図3	 手塚治虫「がちゃぼい一代記」『ゴッドファーザーの
息子』2010年、144頁　ⓒ手塚プロダクション
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仲
間
た
ち
、一
方
、達
成
感
に
満
ち
満
ち
て
夕
焼
け
を
迎
え
、一
人
で
は

あ
っ
て
も
常
人
に
は
見
え
な
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
囲
ま
れ
て
上
機
嫌
な

手
塚
と
、こ
こ
で
は
両
者
の
相
違
が
明
白
に
対
照
さ
れ
て
い
る
。描
く
作

品
が
不
振
と
い
う
ス
ラ
ン
プ
は
あ
っ
て
も
、描
け
な
く
な
る
と
い
う
苦

悩
と
は
お
よ
そ
無
縁
で
あ
り
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
共
同
作
業
に

も
か
か
わ
ら
ず
、そ
れ
を
作
家
主
義
の
延
長
と
し
か
み
な
し
て
い
な
か

っ
た
手
塚
の
孤
独
と
孤
高
の
態
度
も
ま
た
う
か
が
え
よ
う
。実
際
、﹁
が

ち
ゃ
ぼ
い
一
代
記
﹂に
は
、出
版
社
に
原
稿
を
持
ち
込
む
も﹁
い
く
ら
キ

ャ
リ
ア
が
あ
っ
た
か
て
売
れ
ん
も
ん
は
い
り
ま
へ
ん
﹂と
邪
険
に
扱
わ

れ
る
手
塚
そ
っ
く
り
の
老
作
家
が
登
場
し
、そ
う
し
た
過
酷
な
競
争
は
、

三
十
三
歳
に
し
て
古
臭
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
気
漫
画
家
の
自
殺
を
描

く﹁
漫
画
家
残
酷
物
語
﹂の
、お
そ
ら
く
太
宰
の
短
編
名
に
ち
な
む﹁
哀あ

わ
れ
が蚊

﹂

（
初
出
一
九
六
二
）と
も
共
通
し
て
い
る
。マ
ン
ガ
産
業
自
体
が
発
展
途

上
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、永
島
と
手
塚
の
両
作
品
で
は
、お
お
む
ね
編

集
者
は
取
り
立
て
屋
か
無
理
解
な
俗
物
と
し
て
描
か
れ
、ア
シ
ス
タ
ン

ト
の
介
入
は
作
品
＝
作
者
の
夾
雑
物
と
し
か
み
な
さ
れ
な
い
。永
島
の

描
く
マ
ン
ガ
家
に
は
ア
シ
ス
タ
ン
ト
は
ほ
と
ん
ど
登
場
せ
ず
、﹁
が
ち
ゃ

ぼ
い
一
代
記
﹂で
も
、売
れ
っ
子
に
な
っ
た
手
塚
が
、石
森
章
太
郎
や
藤

子
不
二
雄
に
手
伝
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
と
、マ
ン
ガ
の
神
様
に﹁
ひ
と
に

手
伝
っ
て
も
ら
う
と
は
何
事
だ
い
﹂と
し
か
り
つ
け
ら
れ
る
。そ
の
点
で
、

両
者
と
も
に
芸
術
家
小
説
の
特
徴
で
あ
る
作
家
主
義
を
忠
実
に
継
承
し

て
い
る
が
、﹁
が
ち
ゃ
ぼ
い
一
代
記
﹂で
は
、自
分
の
描
い
た
も
の
が
受
け

な
い
と
い
う
不
安
は
描
か
れ
て
も
、﹁
フ
ー
テ
ン
﹂で
描
い
た
よ
う
な
ゆ

る
や
か
な
共
同
体
や
、社
会
や
商
業
主
義
か
ら
の
疎
外
感
は
描
か
れ
る

こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

　

一
方
、手
塚
は
、永
島
の
よ
う
な
半
自
伝
的
マ
ン
ガ
に
加
え
て
、同
時

期
に
掲
載
さ
れ
て
い
た﹁
フ
ー
テ
ン
﹂に
対
抗
す
る
よ
う
に
し
て
、芸
術

家
マ
ン
ガ
の
代
表
作
と
も
い
う
べ
き﹁
火
の
鳥  

鳳
凰
編
﹂（
連
載
一
九

六
九
～
七
〇
）と﹁
ば
る
ぼ
ら
﹂（
連
載
一
九
七
三
～
七
四
）を
発
表
し
て

い
る
。前
者
は
奈
良
時
代
の
仏
師
、後
者
は
現
代
の
小
説
家
と
い
う
設
定

だ
が
、﹁
フ
ィ
ル
ム
は
生
き
て
い
る
﹂の
壇
末
磨
や
宮
本
武
蔵
以
来
の
芸

術
家
像
、つ
ま
り
金
銭
や
名
声
に
と
ら
わ
れ
ず
、自
分
が
納
得
で
き
る
作

品
を
時
に
命
を
削
っ
て
で
も
制
作
す
る
芸
術
家
が
描
か
れ
て
い
る
点
で

一
貫
し
て
い
る
。﹁
火
の
鳥
﹂で
は
、高
位
に
あ
ぐ
ら
を
か
き
、名
声
に
目

が
眩
ん
で
失
墜
し
て
し
ま
う
茜
丸
と
、ヴ
ィ
ヨ
ン
の
よ
う
に
不
幸
な
境

遇
か
ら
凶
悪
な
犯
罪
を
繰
り
返
し
た
末
、そ
の
怒
り
と
苦
悩
を
彫
刻
に

昇
華
さ
せ
る
我
王
と
の
交
錯
が
描
か
れ
る
。手
塚
は
登
場
人
物
が
称
賛

す
る
絵
画
や
彫
刻
を
ま
と
も
に
描
く
こ
と
が
珍
し
く
、そ
う
し
た
場
面

で
は
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
ツ
ギ
の
よ
う
な
落
書
き
で
照
れ
隠
し
を
す
る
こ
と
が

多
い
の
だ
が
、鳳
凰
編
で
は
手
塚
自
身
の
描
く
鬼
瓦
の﹁
傑
作
﹂に
そ
の

登
場
人
物
た
ち
が
感
嘆
の
声
を
あ
げ
る
。そ
し
て﹁
ば
る
ぼ
ら
﹂は
と
い

え
ば
、上
田
敏
訳
と
永
井
荷
風
訳
の
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
の
一
節
を
そ
ら
ん

じ
て
み
せ
る
場
面
か
ら
始
ま
る
よ
う
に
、破
滅
型
の
詩
人
伝
説
を
あ
か

ら
さ
ま
に
踏
襲
し
た
物
語
で
あ
る

（
₅
）

。
こ
こ
で
も
多
分
に
永
島﹁
フ
ー
テ

ン
﹂を
意
識
し
て
、き
ま
ぐ
れ
な
ミ
ュ
ー
ズ
こ
と
ば
る
ぼ
ら
を
新
宿
の
フ

ー
テ
ン
と
し
て
造
形
し
、彼
女
に
見
放
さ
れ
た
作
家
美
倉
は
作
品
が
書

け
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、や
は
り
最
後
は
、死
を
意
識
し
た
美
倉

が
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を﹁
傑
作
﹂と
し
て
執
筆
す
る
と
こ
ろ
で
物
語
は
閉

じ
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
手
塚
は
、こ
う
し
た
商
業
主
義
と
器
用
に
折
り
合
う
こ
と
が

で
き
な
い
芸
術
家
の
物
語
を
、以
降
も
舞
台
を
変
え
つ
つ
娯
楽
作
品
に

仕
上
げ
て
ゆ
く
。ブ
ラ
ッ
ク
・
ジ
ャ
ッ
ク
の﹁
絵
が
死
ん
で
い
る
！
﹂（
初

出
一
九
七
五
）は
、そ
の
名
も
ゴ
・
ギ
ャ
ン
と
い
う
画
家
が
核
実
験
の
惨

劇
の
絵
を
瀕
死
の
状
態
で
完
成
さ
せ
る
話
で
あ
る
が
、放
射
線
障
害
と

い
う
痛
み
が
再
発
し
て
か
ら
納
得
の
ゆ
く
絵
が
描
け
た
と
い
う
あ
た
り
、

苦
痛
と
苦
悩
が
同
一
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。同
じ
く

﹁
ブ
ラ
ッ
ク
・
ジ
ャ
ッ
ク
﹂の
例
で
は
、﹁
フ
ィ
ル
ム
が
生
き
て
い
る
﹂を
二

番
煎
じ
に
し
た﹁
動
け
ソ
ロ
モ
ン
﹂（
初
出
一
九
七
八
）、わ
ず
か
な
余
命

を
手
術
で
手
に
入
れ
て
シ
リ
ー
ズ
を
完
結
さ
せ
た
作
家
に
ま
つ
わ
る

﹁
し
め
く
く
り
﹂（
初
出
一
九
七
八
）な
ど
の
例
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。ほ
か

に
も﹁
七
色
い
ん
こ
﹂（
連
載
一
九
八
一
～
八
二
年
）は
、代
役
専
門
の
俳

優
に
つ
い
て
の
大
枠
の
物
語
自
体
が
芸
道
物
の
傑
作
で
あ
る
だ
け
で
な

く
、古
今
東
西
の
演
劇
に
ち
な
ん
だ
各
話
に
登
場
す
る
人
物
も
ま
た
芸

術
家
小
説
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。た
と
え
ば
芥
川
の﹁
地
獄

変
﹂（
一
九
一
八
）と
は
対
照
的
に
、瀕
死
の
娘
を
も
芸
の
肥
や
し
に
し
て

し
ま
う
岡
本
綺
堂
の﹃
修
禅
寺
物
語
﹄（
一
九
一
一
）そ
の
ま
ま
に
臨
終
の

娘
を
演
技
の
参
考
に
と
差
し
出
す
画
家
、落
魄
す
る
こ
と
で﹃
ど
ん
底
﹄

で
の
演
技
に
み
が
き
が
か
か
る
俳
優
、
そ
し
て
重
傷
を
お
し
て﹃
シ
ラ

ノ
・
ド
・
ベ
ル
ジ
ュ
ラ
ッ
ク
﹄（
一
八
九
七
）の
主
役
を
演
じ
、舞
台
で
死
を

迎
え
る
往
年
の
名
優
胡こ

月づ
き

真ま

鷲わ
し

な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。と
り
わ
け
シ
ラ

ノ
を
演
じ
る
胡
月
が
、役
柄
上
当
然
と
は
い
え
、巨
大
な
鼻
を
も
つ
我
王

と
同
じ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
い
う
の
は
、そ
れ
ら
の
芸
術
家
像
が
自
画
像

へ
と
重
な
っ
て
い
っ
た
軌
跡
、あ
る
い
は
ベ
レ
ー
帽
の
画
家
と
し
て
の

自
画
像
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、自
ら
を
重
ね
よ
う
と
し
た
軌
跡
を
思
い

起
こ
さ
せ
よ
う

（
₆
）

。手
塚
の
絶
筆
の
一
つ
は
、ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
伝
記
漫

画
で
あ
る﹁
ル
ー
ド
ウ
ィ
ヒ
・
Ｂ
﹂（
連
載
一
九
八
七
～
八
九
）だ
が
、こ
れ

は
映
画﹃
ア
マ
デ
ウ
ス
﹄（
一
九
八
四
）に
触
発
さ
れ
て
、﹁
フ
ィ
ル
ム
は
生

き
て
い
る
﹂で
な
ぞ
る
だ
け
だ
っ
た
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
伝
に
対
し
、こ
れ
ま
で
の
芸
術
家
マ
ン
ガ
の
蓄
積
か
ら
満
を
持
し
て

手
塚
は
リ
ラ
イ
ト
に
挑
も
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か

（
₇
）

。

　

こ
の
よ
う
に
長
き
に
わ
た
っ
て
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
や
ゴ
ッ
ホ
の
よ
う

な
孤
高
の
芸
術
家
像
を
商
業
出
版
の
マ
ン
ガ
に
移
植
し
て
い
っ
た
手
塚

だ
が
、い
ま
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
全
身
芸
術
家
と
い
う
主
題
を
覆
す

芸
術
家
マ
ン
ガ
も
残
し
て
い
る
。
そ
ん
な
異
色
作
の
一
つ
が﹃
ダ
ス
ト

₈
﹄の
第
七
話（
一
九
八
一
年
刊
行
）で
あ
る
。こ
の
作
品
は
、生
命
の
石

を
知
ら
ず
に
持
ち
帰
っ
た
た
め
死
す
べ
き
人
々
が
生
き
返
っ
て
し
ま
い
、

二
人
の
死
神
が
そ
の
石
を
回
収
し
て
命
を
奪
う
物
語
な
の
だ
が
、あ
ま

り
の
不
人
気
に
一
九
七
二
年
の
連
載
半
ば
で
打
ち
切
ら
れ
、全
集
に
収

録
さ
れ
る
に
際
し
て
大
幅
に
書
き
換
え
ら
れ
た
。そ
の
相
違
は
二
階
堂

黎
人
の﹃
僕
ら
が
愛
し
た
手
塚
治
虫
₂
﹄（
小
学
館
、二
〇
〇
八
）に
詳
し
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い
が
、新
た
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
の
が
、こ
の
第
七
話
で
あ
る
。死
神
が

訪
れ
た
の
は
絵
が
ま
っ
た
く
売
れ
な
い
貧
乏
な
画
家
で
、自
分
の
絵
を

が
ら
く
た
呼
ば
わ
り
す
る
家
主
に
怒
り
つ
つ
、ゴ
ッ
ホ
や
モ
デ
ィ
リ
ア

ー
ニ
の
よ
う
に
む
し
ろ
自
分
が
死
ん
で
か
ら
評
価
さ
れ
る
の
で
は
と
、

三
十
年
後
を
見
せ
て
も
ら
う
こ
と
を
条
件
に
彼
は
死
を
迎
え
る
。し
か

し
未
来
に
お
い
て
も
案
に
相
違
し
て
彼
の
名
は
完
全
に
忘
れ
去
ら
れ
て

お
り（
作
中
で
も
彼
の
名
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
）、才
能
の
な
さ
を
思

い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、美
術
館
で
天
才
画
家
と
し
て
記

者
会
見
が
開
か
れ
て
い
る
若
者
が
、実
は
そ
の
無
理
解
な
家
主
の
息
子

で
あ
り
、下
手
で
は
あ
っ
た
も
の
の
彼
の
絵
に
触
発
さ
れ
て
絵
を
描
く

よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
、彼
を
師
と
し
て
尊
敬
す
る
と
い
う
言
葉
を
聞

く
に
及
ん
で
、満
足
し
て
昇
天
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。﹁
ダ
ス
ト
₈
﹂は
、

狂
言
廻
し
を
か
ね
る
主
人
公
の
男
女
の
死
神
が
、一
話
で
は
青
年
か
と

思
え
ば
別
の
一
話
で
は
少
年
に
変
わ
る
な
ど
、手
塚
自
身
の
少
年
マ
ン

ガ
に
対
す
る
迷
い
と
遅
れ
で
絵
と
物
語
が
揺
ら
い
で
お
り
、改
稿
の
の

ち
に
も
そ
の
あ
た
り
は
統
一
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。そ
し
て
、こ
の
第

七
話
を
執
筆
し
た
一
九
八
一
年
は﹁
七
色
い
ん
こ
﹂を
執
筆
中
で
あ
っ
た

が
、奇
し
く
も
以
降
の
手
塚
は
少
年
マ
ン
ガ
で
な
か
な
か
人
気
を
と
れ

な
く
な
っ
て
ゆ
く

（
₈
）

。た
と
え
そ
れ
自
体
が
失
敗
作
で
あ
っ
て
も
、そ
の
偉

大
な
る
失
敗（
英
語
で
い
うB

rillian
t failu

re

）が
捨
て
石
に
な
る
こ

と
で
偉
大
な
成
功
の
基
礎
が
築
か
れ
る
と
い
う
本
作
品
は
、手
塚
自
身

の
感
慨
に
も
近
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。実
際
、手
塚
の
マ
ン

ガ
が
直
接
の
影
響
を
与
え
た
の
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、同
様
の
試
み

が
後
に
傑
作
マ
ン
ガ
で
反
復
さ
れ
る
と
い
う
事
例
は
多
い
。事
実
、死
神

が
訪
れ
る
こ
と
で
残
さ
れ
た
わ
ず
か
な
時
間
を
ど
の
よ
う
に
過
ご
す
の

か
と
い
う
、い
わ
ば
死
に
が
い

0

0

0

0

を
描
く﹁
ダ
ス
ト
₈
﹂の
設
定
は
、間
瀬
元

朗
の﹁
イ
キ
ガ
ミ
﹂（
二
〇
〇
五
～
）を
思
い
起
こ
さ
せ
よ
う
。

美
術
マ
ン
ガ
か
ら「
マ
ン
ガ
家
」マ
ン
ガ
へ

　

こ
の
よ
う
に
芸
術
家
マ
ン
ガ
は
、手
塚
と
永
島
が
芸
術
家
小
説
を
継

承
し
て
原
型
を
形
成
し
た
。そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、ベ
レ
ー
帽
の
手

塚
像
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
芸
術
家
像
に
二
人
は
自
身
の
似
姿
を
重
ね

て
お
り
、マ
ン
ガ
の
地
位
向
上
の
意
識
的
な
実
践
で
も
あ
っ
た
。そ
し
て
、

ち
ょ
う
ど﹁
ダ
ス
ト
₈
﹂の
第
七
話
の
よ
う
に
、た
と
え
そ
こ
に
す
べ
て

を
帰
せ
ら
れ
な
く
と
も
、今
あ
る
多
様
な
芸
術
家
マ
ン
ガ
は
、そ
こ
か
ら

の
偏
差
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。音
楽
の
例
で
い
え
ば
、

二
ノ
宮
知
子
の﹁
の
だ
め
カ
ン
タ
ー
ビ
レ
﹂（
二
〇
〇
一
～
一
〇
）と
矢
沢

あ
い
の﹁
Ｎ
Ａ
Ｎ
Ａ
﹂（
二
〇
〇
〇
～
）は
、ボ
ヘ
ミ
ア
ン
群
像
劇
か
ら
先

祖
返
り
と
も
い
う
べ
き
伝
統
的
な
教
養
小
説
を
踏
襲
し
て
お
り
、浅
野

い
に
お
の﹁
ソ
ラ
ニ
ン
﹂（
二
〇
〇
五
～
〇
六
）は
、永
島
の﹁
漫
画
家
残
酷

物
語
﹂に
出
て
き
て
も
お
か
し
く
な
い
よ
う
な
軌
跡
を
た
ど
る
。

　

こ
う
し
た
芸
術
家
マ
ン
ガ
の
詳
細
な
系
譜
は
お
く
と
し
て
、こ
こ
で

一
つ
の
転
換
点
と
し
て
注
目
し
た
い
の
が
美
術
マ
ン
ガ
の
存
在
で
あ
る
。

先
に
記
し
た
よ
う
に
、手
塚
は﹁
火
の
鳥  

鳳
凰
編
﹂で
鬼
瓦
の
傑
作
を

傑
作
と
し
て
描
い
た
。照
れ
隠
し
も
あ
っ
て
だ
ろ
う
、名
画
を
あ
え
て
落

書
き
の
よ
う
に
描
く
こ
と
で
記
号
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
の
多
か
っ
た

手
塚
が
、で
あ
る
。記
号
と
い
う
約
束
事
で
は
な
く
、自
ら
の
描
い
た
造

形
を
、文
字
通
り
芸
術
な
い
し
高
価
な
美
術
品
と
し
て
み
な
す
態
度
は
、

マ
ン
ガ
な
い
し
マ
ン
ガ
家
の
自
意
識
の
変
化
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
の
点
で
、北
条
司
の﹁
キ
ャ
ッ
ツ
・
ア
イ
﹂（
一
九
八
一
～
八
四
）は
過
渡

的
な
作
品
と
い
え
る
。怪
盗
の
三
人
が
ね
ら
う
絵
画
は
、彼
女
ら
の
父
の

手
に
な
る
も
の
で
あ
り
、緻
密
に
描
か
れ
て
は
い
る
が
、そ
れ
が
価
値
を

持
つ
の
は
あ
く
ま
で
画
家
の
娘
と
い
う
縁
あ
っ
て
の
も
の
だ
か
ら
だ
。

一
方
、佐
伯
か
よ
の
の﹁
燁
姫
﹂（
一
九
八
四
～
九
一
）で
は
、名
画
は
身
の

回
り
の
事
物
と
人
々
の
延
長
で
描
か
れ
る
。そ
し
て
、地
味
な
女
子
高
校

生
を
装
い
つ
つ
、実
は
世
界
に
名
を
と
ど
ろ
か
す
ギ
ャ
ラ
リ
ー
オ
ー
ナ

ー
と
い
う
燁
姫
は
、そ
の
ナ
ル
シ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
設
定
と
も
呼
応
し
て
、

自
画
像
の
よ
う
な﹁
名
画
﹂に
見
と
れ
る
の
で
あ
る
。こ
う
し
た
美
術
マ

ン
ガ
は
、一
九
九
〇
年
代
に
多
く
が
刊
行
さ
れ
た
。豊
富
な
資
金
力
を
背

景
に
海
外
の
多
く
の
美
術
品
が
日
本
へ
や
っ
て
き
た
事
情
を
背
景
に
し

て
の
こ
と
で
あ
る
。そ
れ
は
ま
た
、日
本
の
マ
ン
ガ
が
そ
う
し
た
美
術
品

市
場
の
中
心
で
あ
る
欧
米
で
評
価
さ
れ
始
め
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
ん
な
マ
ン
ガ
の
作
画
へ
の
自
意
識
の
変
化
を
示
す
最
適
な
例

が
細
野
不
二
彦
の﹁
ギ
ャ
ラ
リ
ー
フ
ェ
イ
ク
﹂（
一
九
九
二
～
二
〇
〇
五
）

と
い
え
よ
う
。西
洋
か
ぶ
れ
の
美
術
評
論
家
が
、高
村
光
太
郎
よ
ろ
し
く

英
国
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
根
付
を
知
ら
ず
、悪
趣
味
な
東
洋
趣
味

と
一
蹴
し
て
恥
を
か
く﹁
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
根
付
﹂（
一
九
九
五
）。そ
し

て
そ
れ
と
対
に
な
る
よ
う
に
、携
帯
電
話
ス
ト
ラ
ッ
プ
の
工
房
制
作
者

が
根
付
を
教
え
ら
れ
て
衝
撃
を
う
け
、独
立
し
て﹁
ケ
ー
タ
イ
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
ア
ー
チ
ス
ト
﹂と
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
個
展
を
開
く﹁
キ
ャ
ラ
立

ち
ぬ
﹂（
一
九
九
九
）。こ
こ
で
は
、西
洋
中
心
の
芸
術
と
は
異
な
る
自
国

の
美
を
、し
か
し
西
洋
に
よ
っ
て
発
見
す
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
内
面
化
の

軌
跡
が
、新
作
根
付
の﹁
傑
作
﹂と
と
も
に
描
か
れ
て
い
る
。﹁
カ
リ
ス
マ

真
贋
﹂（
二
〇
〇
一
）で
は
村
上
隆
を
思
わ
せ
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
サ
ブ

カ
ル
チ
ャ
ー
の﹁
パ
ク
リ
屋
﹂と
し
て
描
か
れ
る
も
の
の
、両
者
は
実
の

と
こ
ろ
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
に
自
覚
的
か
ど
う
か
の
違
い
で
し
か
な
い
。芸

術
家
マ
ン
ガ
と
し
て
の﹁
ギ
ャ
ラ
リ
ー
フ
ェ
イ
ク
﹂は
、ア
ー
テ
ィ
ス
ト

よ
り
む
し
ろ
昔
気
質
の
職
人
こ
そ
真
の
芸
術
家
だ
と
す
る
実
に﹁
日
本

的
伝
統
﹂で
あ
る
職
工
観
を
継
承
し
て
い
る
。そ
し
て
重
要
な
の
は
、本

物
を
複
製
し
て
し
ま
う
と
い
う
マ
ン
ガ
そ
の
も
の
の
行
為
を
体
現
す
る

﹁
ゼ
ロ
﹂（
愛
英
史
作
・
里
見
桂
画
、一
九
九
〇
～
）同
様
、古
今
東
西
の
美

術
を
虚
実
含
め
て
、違
和
感
な
く
そ
の
作
画
で
表
現
し
て
み
せ
た
こ
と

だ
ろ
う
。た
だ
、﹁
ギ
ャ
ラ
リ
ー
フ
ェ
イ
ク
﹂と
い
う
題
名
が
示
唆
す
る
よ

う
に
、複
製
だ
け
で
は
な
く
、そ
の
虚
実
皮
膜
の
境
界
を
め
ぐ
る
物
語
に

重
き
を
お
い
た
の
は﹁
ギ
ャ
ラ
リ
ー
フ
ェ
イ
ク
﹂が
そ
の
作
画
に
対
し
て

里
見
と
は
対
象
的
に
職
工
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
こ
と
と
無
縁
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
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こ
う
し
た
九
〇
年
代
の
美
術
マ
ン
ガ
の
洗
練
を
経
て
、マ
ン
ガ
が
美

術
か
芸
術
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、そ
の
作
品
内
に
お
い
て
造
形
芸
術

が
、﹁
傑
作
﹂や﹁
名
画
﹂と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
は
さ
し
て
珍
し
い
こ
と

で
は
な
く
な
っ
た
。こ
れ
は
ま
た
作
画
が
極
限
と
い
え
る
ま
で
進
化
し
、

デ
フ
ォ
ル
メ
は
あ
っ
て
も
、手
塚
が
照
れ
隠
し
で
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
ツ
ギ
を

描
い
た
よ
う
な
戯
画
的
な
要
素
が
入
り
込
ま
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と

で
も
あ
る
だ
ろ
う
。そ
し
て
マ
ン
ガ
の
な
か
で
自
己
言
及
的
な﹁
名
画
﹂

が
、記
号
で
は
な
く﹁
名
画
﹂と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
マ
ン
ガ

の
成
熟
期
に
ふ
さ
わ
し
く
、新
た
な
芸
術
家
マ
ン
ガ
が
近
年
、誕
生
し
て

い
る
。一
つ
は
唐
沢
な
を
き
の﹁
ま
ん
が
極
道
﹂（
二
〇
〇
七
～
）で
あ
り
、

も
う
一
つ
が
大
場
つ
ぐ
み
作
・
小
畑
健
画﹁
バ
ク
マ
ン
。﹂（
二
〇
〇
八
～
）

で
あ
る
。前
者
は
、永
島
慎
二
の﹁
漫
画
家
残
酷
物
語
﹂を
踏
襲
し
つ
つ
、

永
島
が
前
提
と
す
る
内
面
＝
作
品
と
い
う
作
家
主
義
か
ら
遠
く
離
れ
て
、

独
自
に
進
化
し
た﹁
マ
ン
ガ
家
﹂
と
い
う
新
た
な
概
念
に
翻
弄
さ
れ
る

人
々
を
見
事
に
戯
画
化
し
て
み
せ
る
。そ
こ
で
は
小
説
家
の
延
長
で
し

か
な
か
っ
た
マ
ン
ガ
家
像
と
は
異
な
っ
た
、現
今
の
マ
ン
ガ
産
業
に
お

け
る
多
様
な
マ
ン
ガ
家
像
が
総
覧
さ
れ
、こ
こ
で
芸
術
家
マ
ン
ガ
は
真

の
意
味
で
の﹁
マ
ン
ガ
家
﹂マ
ン
ガ
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

一
方
、﹁
バ
ク
マ
ン
。﹂に
も
同
様
の
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
。人
気
マ
ン

ガ
を
連
載
し
、原
作
と
作
画
を
そ
れ
ぞ
れ
担
当
す
る
二
人
の
少
年
は
、ア

ニ
メ
化
と
い
う
市
場
で
の
成
功
に
こ
そ
力
を
注
ぎ
、最
初
か
ら
芸
術
に

も
文
学
に
も
内
面
す
ら
に
も
関
心
が
な
い
。こ
の
点
で
、村
上
隆
が﹃
芸

術
闘
争
論
﹄（
幻
冬
舎
、二
〇
一
〇
）で
、自
身
の
戦
略
と﹁
バ
ク
マ
ン
。﹂と

の
共
通
点
を
指
摘
し
た
の
は
極
め
て
示
唆
に
富
む
。
村
上
も﹁
バ
ク
マ

ン
。﹂の
二
人
も
、作
品
＝
内
面
と
と
ら
え
ず
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
蔑
視

せ
ず
、編
集
者
や
画
商
た
ち
と
共
同
し
て
戦
略
を
た
て
る
が
、か
と
い
っ

て
ギ
ッ
シ
ン
グ
が
自
画
像
と
し
て
描
い
た
シ
ニ
カ
ル
な﹁
三
文
小
説
家
﹂

と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。﹁
バ
ク
マ
ン
。﹂は
芸
術
に
対
す
る
劣
等

感
も
反
感
も
な
く
、参
照
さ
れ
る
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
も
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン

で
は
な
く﹁
あ
し
た
の
ジ
ョ
ー
﹂で
あ
る
。そ
し
て
周
辺
人
物
に
よ
っ
て
、

過
去
の
芸
術
家
マ
ン
ガ
の
定
型
が
次
々
と
覆
さ
れ
て
ゆ
く
。旧
来
の
芸

術
家
像
に
と
ら
わ
れ
そ
れ
ゆ
え
マ
ン
ガ
家
に
な
れ
な
い
、あ
る
い
は
似

顔
絵
描
き
で
日
銭
を
か
せ
ぐ
は
め
に
な
る
ア
シ
ス
タ
ン
ト
た
ち
、マ
ン

ガ
原
作
者
へ
と
鞍
替
え
す
る
小
説
家
、期
待
さ
れ
る
画
家
の
道
を
捨
て

て
マ
ン
ガ
家
に
な
る
ア
シ
ス
タ
ン
ト
、そ
し
て
こ
の
よ
う
に
丁
寧
に
描

き
こ
ま
れ
る
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
の
関
係
自
体
、こ
れ
ま
で
の
作
家
主
義

と
比
べ
る
と
大
き
く
変
貌
を
遂
げ
て
い
る
。

　
﹁
バ
ク
マ
ン
。﹂
の
小
畑
健
・
大
場
つ
ぐ
み
の
二
人
は
、﹁D

E
A
T
H

 

N
O

T
E

﹂（
二
〇
〇
三
～
〇
六
）で
一
躍
名
を
馳
せ
た
が
、こ
の
作
品
も
マ

ン
ガ
と
芸
術
や
文
芸
と
の
関
係
の
変
容
に
と
っ
て
記
念
す
べ
き
作
品
で

あ
る
。こ
れ
は
死
神
と
の
契
約
に
よ
っ
て
自
由
に
人
を
殺
せ
る
こ
と
に

な
っ
た
少
年
と
そ
れ
を
阻
止
す
る
頭
脳
戦
の
物
語
で
あ
り
、少
年
誌
ら

し
か
ら
ぬ
設
定
ゆ
え
、必
要
以
上
の
注
目
を
集
め
た
が
、主
人
公
が
そ
の

人
並
み
は
ず
れ
た
頭
脳
ゆ
え
に
、殺
人
を
正
当
化
す
る
一
種
の
超
人
思

想
と
、対
照
的
に
描
か
れ
る
聖
母
の
よ
う
な
少
女
に
よ
る
救
済
と
い
う

点
で
、ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の﹃
罪
と
罰
﹄（
一
八
六
六
）を
連
想
さ
せ
ず

に
は
お
か
な
い
。か
と
い
っ
て
、﹃
罪
と
罰
﹄を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。重
要
な
の
は
、お
そ
ら
く
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
参

照
す
る
こ
と
も
意
識
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。手
塚
が
西
欧

文
学
を
原
作
と
し
、悪
魔
と
の
契
約
や
超
人
思
想
を
意
識
的
に
盛
り
込

ん
だ﹁
フ
ァ
ウ
ス
ト
﹂（
一
九
五
〇
）や﹁
罪
と
罰
﹂（
一
九
五
三
）か
ら
ほ
ぼ

半
世
紀
後
に
、ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
描
い
た
の
と
同
じ
主
題
が
、少
年

マ
ン
ガ
と
い
う
マ
ン
ガ
の
王
道
に
お
い
て
、そ
の
伝
統
を
発
展
さ
せ
る

形
で
描
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。そ
し
て
作
画
担
当
の
小
畑
健
は
、二
〇
〇

七
年
に﹃
人
間
失
格
﹄（
集
英
社
文
庫
）の
表
紙
を
描
い
て
話
題
を
よ
ぶ
こ

と
に
な
る
。こ
こ
で
円
環
は
閉
じ
ら
れ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。マ
ン

ガ
が
芸
術
に
な
っ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、わ
れ
わ
れ
が
今
目
に
し

て
い
る
の
は
、マ
ン
ガ
が
マ
ン
ガ
と
し
て
成
熟
し
、そ
の
一
つ
の
到
達
点

と
し
て
芸
術
家
マ
ン
ガ
が
真
に
マ
ン
ガ
家
マ
ン
ガ
と
な
っ
た
地
点
な
の

か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

註（
₁
）こ
う
し
た
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
の
表
象
と
そ
れ
を
補
完
す
る
パ
リ
神
話
に
つ
い
て
は
今
橋
映

子﹃
異
都
憧
憬 

日
本
人
の
パ
リ
﹄（
柏
書
房
、一
九
九
三
）を
参
照
。

（
₂
）そ
れ
自
体
む
ろ
ん
近
代
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
が
、十
九
世
紀
の
絵
画
と
文
学
と
の

間
で
相
乗
し
て
起
き
た
影
響
の
大
き
さ
は
特
記
す
べ
き
だ
ろ
う
。た
と
え
ば
絵
画
に

つ
い
て
は
、三
浦
篤﹃
近
代
芸
術
家
の
表
象

︱
マ
ネ
、フ
ァ
ン
タ
ン=

ラ
ト
ゥ
ー
ル

₁
₈
₆
₀
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
絵
画
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
、二
〇
〇
六
）を
参
照
。

（
₃
）Darb

y L
ew

es 

（ed
.

）, A
u
to

︱p
oetica : R

ep
resen

tation
s of th

e C
re-

ative P
rocess in

 N
in

eteen
th

︱cen
tu

ry B
ritish

 an
d
 A

m
erican

 F
ic-

tion

（L
an

h
am

, M
d
. : L

exin
gto

n
 B

o
o
ks, 2006

）, p
. xi, p

. xvi.

（
₄
）こ
の
点
で
、ジ
ャ
ク
リ
ー
ヌ
・
ベ
ル
ン
ト
編﹃
世
界
の
コ
ミ
ッ
ク
ス
と
コ
ミ
ッ
ク
ス
の

世
界
﹄（
京
都
精
華
大
学
国
際
マ
ン
ガ
研
究
セ
ン
タ
ー
、二
〇
一
〇
）所
収
の
雑
賀
忠
宏

﹁﹁
マ
ン
ガ
を
描
く
こ
と
﹂を
マ
ン
ガ
家
た
ち
は
い
か
に
描
い
た
の
か
﹂と
は
、方
法
を

異
に
し
つ
つ
も
、論
点
を
多
く
共
有
し
て
い
る
。な
お
、こ
の
論
文
は
ベ
ル
ン
ト
氏
よ

り
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。記
し
て
謝
し
た
い
。

（
₅
）ほ
か
に
も﹁
女
と
犬
﹂の
冒
頭
で
効
果
的
に
引
用
さ
れ
て
い
る
詩
は
、そ
れ
と
は
言
及

さ
れ
て
い
な
い
が
、
西
條
八
十
訳
に
よ
る
Ｗ
・
Ｂ
・
イ
ェ
イ
ツ
の
“A D

rin
kin

g 

S
o
n
g

” （1916

）で
あ
る
。

（
₆
）た
と
え
ば﹁
新
宝
島
﹂（
一
九
四
七
）や﹁
ロ
ス
ト
ワ
ー
ル
ド
﹂（
一
九
四
八
）に
感
激
し
、

手
塚
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
み
た
い
な
顔
な
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
場
面
の
あ
る

藤
子
不
二
雄
Ⓐ
の﹁
ま
ん
が
道
﹂（
一
九
七
〇
～
）の
よ
う
に
、手
塚
の
自
己
劇
化
と
芸

術
家
マ
ン
ガ
と
は
相
呼
応
し
て
手
塚
神
話
を
形
成
し
た
と
い
え
よ
う
。

（
₇
）シ
ュ
ー
マ
ン
夫
妻
を
中
心
に
晩
年
の
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
も
少
し
登
場
す
る﹁
野
ば
ら

よ
い
つ
歌
う
﹂（
一
九
六
〇
～
六
一
年
連
載
）が
中
座
し
た
悔
し
さ
も
手
伝
っ
て
い
た

か
も
し
れ
な
い
。二
階
堂
黎
人
の﹃
僕
ら
が
愛
し
た
手
塚
治
虫
﹄（
小
学
館
、二
〇
〇
六
）

が
指
摘
し
た
よ
う
に
、手
塚
は﹁
虹
の
プ
レ
リ
ュ
ー
ド
﹂の
あ
と
が
き
で
そ
れ
を
雑
誌

の
廃
刊
を
理
由
に
し
て
い
る
も
の
の
、実
は
廃
刊
の
前
に
わ
ず
か
連
載
五
回
で
打
ち

切
ら
れ
て
い
る
。

（
₈
）﹁
七
色
い
ん
こ
﹂は
、当
初
、﹁
ば
る
ぼ
ら
﹂の
美
倉
同
様
、目
が
サ
ン
グ
ラ
ス
で
隠
さ
れ

て
い
た
が
、途
中
で
そ
の
う
え
か
ら
瞳
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、物
語
で
も﹁
ホ
ン

ネ
﹂の
登
場
に
よ
る
自
己
言
及
や
戯
画
的
要
素
が
頻
出
す
る
な
ど
、一
時
期
か
な
り
の

迷
走
が
み
ら
れ
た
。た
だ
そ
う
し
た
迷
走
す
ら
も
、安
部
公
房
の
不
条
理
劇﹃
棒
に
な

っ
た
男
﹄（
一
九
六
九
）や
ピ
ラ
ン
デ
ル
ロ
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン﹃
作
者
を
探
す
六
人

の
登
場
人
物
﹄（
一
九
二
一
）な
ど
を
参
照
す
る
こ
と
で
駄
作
な
り
に
取
り
繕
っ
て
し

ま
え
る
と
こ
ろ
が
、教
養
人
手
塚
の
強
み
で
あ
り
弱
み
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。
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特
集

漫
画
と
マ
ン
ガ
、そ
し
て
芸
術

19

マ
ン
ガ
展
の
困
難
に
つ
い
て

高橋瑞木

　

筆
者
は
通
常
、現
代
美
術
を
扱
う
学
芸
員
と
し
て
活
動
を
し
て
い
る

が
、平
成
二
十
二
年
の
夏
に
マ
ン
ガ
の
展
覧
会﹁
新
次
元
︱
マ
ン
ガ
表
現

の
現
在
﹂（
英
文
タ
イ
ト
ル
はM

an
ga R

ealities : E
xp

lo
rin

g th
e 

A
rt o

f M
an

ga T
o
d
ay

、以
下﹁
新
次
元
﹂と
略
す
）の
企
画
と
制
作

を
担
当
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。本
稿
で
は
、こ
の﹁
新
次
元
﹂の
制
作
過

程
を
通
し
て
感
じ
た
マ
ン
ガ
展
を
つ
く
る
こ
と
の
困
難

︱
主
に
作
品

の
選
定
と
展
示
の
方
法

︱
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

１　

企
画
コ
ン
セ
プ
ト

　
﹁
新
次
元

︱
マ
ン
ガ
表
現
の
現
在
﹂展
は
、外
務
省
所
管
の
独
立
行

政
法
人
国
際
交
流
基
金
か
ら
依
頼
を
う
け
た
展
覧
会
で
、日
本
国
外
に

巡
回
を
す
る
前
提
で
制
作
さ
れ
た
。つ
ま
り
、当
初
か
ら
日
本
の
マ
ン
ガ

を
海
外
に
紹
介
す
る
、と
い
う
目
的
が
本
展
に
は
課
せ
ら
れ
て
い
た
。

　

本
展
は
ま
ず
筆
者
が
勤
務
す
る
水
戸
芸
術
館
現
代
美
術
ギ
ャ
ラ
リ
ー

で
平
成
二
十
二
年
八
月
十
四
日
か
ら
約
一
个
月
間
開
催
さ
れ
、そ
の
後

ソ
ウ
ル
の
ア
ー
ト
ソ
ン
ジ
ェ
セ
ン
タ
ー
、ハ
ノ
イ
の
ベ
ト
ナ
ム
国
立
美

術
館
、そ
し
て
マ
ニ
ラ
に
あ
る
ア
ヤ
ラ
美
術
館
に
巡
回
し
た
。ア
ジ
ア
諸

国
を
中
心
と
す
る
巡
回
だ
っ
た
の
は
、主
催
者
で
あ
る
国
際
交
流
基
金

の
意
向
に
よ
る
。

　
﹁
新
次
元
﹂の
企
画
コ
ン
セ
プ
ト
の
策
定
に
際
し
て
は
、ま
ず
過
去
に

開
催
さ
れ
た
マ
ン
ガ
展
を
参
照
、分
析
し
た
。そ
れ
ら
の
内
容
の
傾
向
を

見
て
み
る
と
、一
九
九
八
年
か
ら
一
九
九
九
年
に
か
け
て
東
京
都
現
代

美
術
館
と
広
島
市
現
代
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た﹁
マ
ン
ガ
の
時
代
﹂展
の

よ
う
に
、ⅰ
戦
後
の
マ
ン
ガ
を
回
顧
・
総
覧
さ
せ
る
よ
う
な
展
覧
会
、ⅱ

あ
る
特
定
の
土
地
に
由
来
す
る
も
の

︱
例
え
ば
秋
田
県
や
沖
縄
県
出

身
、あ
る
い
は
在
住
の
マ
ン
ガ
家
の
展
覧
会
、ⅲ
少
女
マ
ン
ガ
や
短
編
マ

ン
ガ
、オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
コ
ミ
ッ
ク
ス
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
や
形
式
で

分
類
す
る
も
の
、ⅳ
個
展
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

国
際
交
流
基
金
に
よ
る
マ
ン
ガ
展
の
企
画
依
頼
は
二
〇
〇
〇
年
以
降

の
マ
ン
ガ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
背
景
に
し
て
い
る
こ
と
、そ
し
て
戦
後

か
ら
一
九
九
〇
年
代
ま
で
は
前
述
の﹁
マ
ン
ガ
の
時
代
﹂展
で
す
で
に
扱

わ
れ
て
い
た
た
め
、﹁
新
次
元
﹂で
は
二
〇
〇
〇
年
以
降
に
注
目
さ
れ
た

マ
ン
ガ
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
と
し
た
。そ
し
て
そ
の
中
で
も
翻
訳
さ
れ

て
い
る
作
品
を
な
る
べ
く
多
く
選
ん
だ
。そ
れ
は
、海
外
の
観
客
に
未
知

の
マ
ン
ガ
を
紹
介
す
る
の
で
は
な
く
、日
本
国
内
外
双
方
の
観
客
が
共

有
す
る
マ
ン
ガ
の
知
識
を
前
提
に
し
、後
に﹁
新
次
元
﹂に
対
し
て
発
生

し
た
各
国
の
反
応
を
比
較
対
照
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、と
考
え
た
か

ら
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、﹁
新
次
元
﹂で
は
、二
〇
〇
〇
年
以
降
の
マ
ン
ガ
が
ど
の
よ

う
な
方
法
や
表
現
で
人
々
を
作
品
世
界
に
引
き
込
み
、リ
ア
リ
テ
ィ
を

感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
、そ
し
て
私
た
ち
が
生
き
る
現
実

の
世
界（
リ
ア
ル
）と
往
還
し
て
い
る
か
、と
い
う
、開
催
国
の
観
客
と
共

有
可
能
な
テ
ー
マ
を
敢
え
て
掲
げ
た
。ま
た
、マ
ン
ガ
の
魅
力
の
大
き
な

要
素
は
、幅
広
い
読
者
層
に
対
応
し
て
い
る
多
様
性
で
あ
る
た
め
、一
作

家
の
個
展
と
は
せ
ず
に
複
数
の
作
品
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
。加
え

て
、近
年
顕
著
な
傾
向
で
あ
る
マ
ン
ガ
の
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
化
、発
表

形
態
の
変
化
、様
式
の
複
雑
化
、過
去
の
マ
ン
ガ
の
参
照
や
引
用
、オ
タ

ク
文
化
と
の
関
係
、現
代
の
日
本
の
若
者
の
表
象
、と
い
っ
た
分
類
を
例

証
す
る
よ
う
な
マ
ン
ガ
を
選
択
し
た
。

２　

展
示
方
法
と
作
品
の
選
択

　

上
記
の
企
画
コ
ン
セ
プ
ト
を
う
け
て
結
果
的
に
展
覧
会
で
紹
介
し
た

作
品
は
、松
本
大
洋
氏
の﹁
ナ
ン
バ
ー
・
フ
ァ
イ
ブ
﹂、若
木
民
喜
氏
の﹁
神

の
み
ぞ
知
る
セ
カ
イ
﹂、五
十
嵐
大
介
氏
の﹁
海
獣
の
子
供
﹂、安
野
モ
ヨ

コ
氏
の﹁
シ
ュ
ガ
シ
ュ
ガ
ル
ー
ン
﹂、ハ
ロ
ル
ド
作
石
氏
の﹁B

E
C

K

﹂、二

ノ
宮
知
子
氏
の﹁
の
だ
め
カ
ン
タ
ー
ビ
レ
﹂、浅
野
い
に
お
氏
の﹁
ソ
ラ
ニ

ン
﹂、今
日
マ
チ
子
氏
の﹁
セ
ン
ネ
ン
画
報
﹂、く
ら
も
ち
ふ
さ
こ
氏
の﹁
駅

か
ら
₅
分
﹂︵
図
₁
︶、以
上
の
九
作
品
で
あ
る
。

　
﹁
新
次
元
﹂に
関
し
て
最
も
多
く
寄
せ
ら
れ
た
質
問
や
疑
問
は
、こ
の

九
作
品
の
選
択
基
準
だ
が
、そ
れ
に
関
し
て
は
展
示
方
法
と
密
接
に
関

係
し
て
い
る
。

　

展
覧
会
を
つ
く
る
と
き
に
ま
ず
に
考
え
る
の
は
当
然
な
が
ら
コ
ン
セ

プ
ト
だ
が
、そ
れ
と
並
ん
で
重
要
な
の
は
、﹁
ど
の
よ
う
な
空
間
で
、い
か

に
し
て
見
せ
る
か
﹂と
い
う
こ
と
で
あ
る
。展
示
が
う
ま
く
い
か
な
け
れ

ば
、せ
っ
か
く
の
コ
ン
セ
プ
ト
や
作
品
の
魅
力
が
伝
わ
ら
な
い
か
ら
だ
。

マ
ン
ガ
展
を
つ
く
る
と
き
に
は
、最
初
に
こ
の
ハ
ー
ド
ル
に
突
き
当
た

る
。美
術
館
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
は
、美
術
作
品
を
見
せ
る
た
め
に
特
化
さ

れ
た
空
間
で
あ
り
、そ
の
中
で
も
水
戸
芸
術
館
現
代
美
術
ギ
ャ
ラ
リ
ー

は
模
範
的
な
ホ
ワ
イ
ト
キ
ュ
ー
ブ
だ
。そ
れ
が
美
術
作
家
か
ら
は﹁
使
い

や
す
い
﹂、﹁
作
品
が
美
し
く
見
え
る
﹂と
好
評
で
あ
り
、彼
ら
に
と
っ
て
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は
発
想
の
源
と
も
な
り
う
る
。事
実
、展
示
プ
ラ
ン
を
つ
く
り
、展
示
作

業
に
積
極
的
に
関
わ
る
現
代
美
術
作
家
は
少
な
く
な
い
。な
ぜ
な
ら
彼

ら
に
と
っ
て
は﹁
展
示
す
る
﹂こ
と
が
作
品
の
完
成
の
大
き
な
部
分
を
占

め
る
か
ら
だ
。し
か
し
、マ
ン
ガ
家
は
そ
う
で
は
な
い
。前
述
の
よ
う
に
、

多
く
の
マ
ン
ガ
家
に
と
っ
て
の
作
品
の
完
成
は
、自
分
が
描
い
た
マ
ン

ガ
が
出
版
さ
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。ゆ
え
に
、展
覧
会
会
場
に
お
け
る

最
終
形
で
あ
る﹁
展
示
﹂を
ど
う
す
る
か
は
、お
お
む
ね
展
示
を
企
画
す

る
側
に
委
ね
ら
れ
る
。

　

そ
の
結
果
、マ
ン
ガ
展
の
多
く
は
依
然
と
し
て
額
装
し
た
原
画
や
、マ

ン
ガ
の
ペ
ー
ジ
を
引
き
の
ば
し
て
パ
ネ
ル
に
し
た
展
示
形
式
を
採
用
す

る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、マ
ン
ガ
の
魅
力
を
伝
え
る
た
め
に
こ
う
し
た

展
示
が
ベ
ス
ト
な
方
法
で
は
な
い
こ
と
は
、す
で
に
マ
ン
ガ
展
の
企
画

者
も
、ま
た
鑑
賞
者
も
感
じ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。確
か
に
原
画
は
展
覧

会
な
ら
で
は
の
貴
重
な
展
示
物
と
な
り
う
る
が
、マ
ン
ガ
と
は
本
来
複

製
芸
術
で
あ
り
、完
成
品
と
し
て
の﹁
作
品
﹂は
、雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
も
の
や
、
書
店
に
な
ら
ぶ
単
行

本
で
あ
る
。
複
製
パ
ネ
ル
の
展
示

は
、
確
か
に
作
品
の
見
ど
こ
ろ
を

わ
か
り
や
す
く
提
示
で
き
る
が
、

鑑
賞
者
に
じ
っ
く
り
と
マ
ン
ガ
の

コ
マ
に
描
か
れ
た
絵
の
内
容
を
見

て
も
ら
う
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
手

元
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
カ
タ
ロ

グ
や
書
籍
の
形
態
の
ほ
う
が
ふ
さ

わ
し
い
。
空
間
を
使
っ
て
マ
ン
ガ

を
展
示
す
る
こ
と
に
積
極
的
に
関

わ
っ
た
井
上
雄
彦
氏
の﹁
最
後
の

マ
ン
ガ
展
﹂
や
、
横
山
裕
一
氏
の

﹁
ネ
オ
漫
画
の
全
記
録
﹂展
な
ど
は
、

こ
う
し
た
マ
ン
ガ
展
が
抱
え
る
問

題
に
対
し
て
の
ひ
と
つ
の
解
で
あ
ろ
う
。

　
﹁
新
次
元
﹂の
場
合
も
、テ
キ
ス
ト
、複
製
パ
ネ
ル
と
原
画
の
展
示
で
は
、

マ
ン
ガ
に
お
け
る
リ
ア
リ
テ
ィ
と
現
実
世
界
と
の
接
点
と
い
う
テ
ー
マ

を
伝
え
る
た
め
に
は
十
分
だ
と
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
。リ
ア
リ
テ
ィ
を

テ
ー
マ
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、人
が
マ
ン
ガ
を
読
ん
で
い
る
時
の
よ
う

に
、鑑
賞
者
に
そ
れ
ぞ
れ
の
マ
ン
ガ
世
界
を
体
験
す
る
よ
う
な
展
示
が

必
要
だ
っ
た
。し
か
し
、あ
ま
り
に
体
験
を
重
視
し
て
し
ま
う
と
、デ
ィ

ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
単
な
る
絵
本
の
立
体
版

に
な
っ
て
し
ま
う
。そ
れ
ら
と
区
別
を
す
る
た
め
に﹁
新
次
元
﹂で
は
、コ

マ
の
視
覚
操
作
性
や
オ
ノ
マ
ト
ペ
表
現
や
余
白
の
使
い
方
と
い
っ
た
、

各
マ
ン
ガ
家
が
作
品
世
界
に
読
者
を
引
き
込
む
た
め
に
お
こ
な
っ
て
い

る
表
現
上
の
工
夫
を
分
析
的
に
示
す
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
。

　

本
展
で
は
、数
々
の
展
覧
会
デ
ザ
イ
ン
に
携
わ
っ
た
経
験
が
あ
る
豊

嶋
秀
樹
氏
に
展
示
デ
ザ
イ
ン
を
依
頼
し
、そ
れ
ぞ
れ
の
マ
ン
ガ
の
特
徴

や
魅
力
を
テ
ー
マ
に
沿
い
な
が
ら
ど
う
や
っ
て
見
せ
て
伝
え
る
か
、と

い
う
こ
と
に
腐
心
し
た
。こ
こ
で﹁
見
せ
る
﹂と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
こ

と
に
注
目
し
て
も
ら
い
た
い
。マ
ン
ガ
は
本
来﹁
読
む
﹂も
の
だ
が
、展
覧

会
と
は
主
に﹁
見
せ
る
﹂場
で
あ
る
。ゆ
え
に
、本
展
の
作
業
の
大
き
な
部

分
は
、書
籍
の
形
態
が
完
成
形
の
マ
ン
ガ
を
、ギ
ャ
ラ
リ
ー
空
間
で
見
せ

る
モ
ノ
と
し
て
翻
訳
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。そ
し
て
、そ
の
翻
訳
に
適
さ

な
い
マ
ン
ガ
と
い
う
の
も
存
在
す
る
。例
え
ば
、萌
え
₄
コ
マ
や
エ
ッ
セ

イ
マ
ン
ガ
、Ｂ

ボ
ー
イ
ズ
・
ラ
ブ

Ｌ
な
ど
は
二
〇
〇
〇
年
以
降
、多
く
の
読
者
に
支
持
さ
れ

て
い
る
ジ
ャ
ン
ル
だ
が
、展
示
に
落
と
し
込
む
の
は
難
し
い
マ
ン
ガ
だ

と
思
わ
れ
た
。

　

こ
う
し
て
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
、筆
者
は
、こ
の
翻
訳
作
業
は
マ
ン
ガ

の
単
行
本
を
つ
く
る
作
業
と
非
常
に
似
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、と
感

じ
た
。私
た
ち
が
普
段
手
に
す
る
マ
ン
ガ
単
行
本
の
多
く
は
、作
者
が
描

い
た
原
画
や
作
画
デ
ー
タ（
そ
の
原
画
が
描
か
れ
る
以
前
に
編
集
者
が

大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
）を
元
に
、デ
ザ
イ

ナ
ー
や
印
刷
会
社
が
手
を
入
れ
て
本
と
し
て
仕
立
て
て
い
る
が
、﹁
新
次

元
﹂の
場
合
は
学
芸
員
や
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
展
示
と
し
て
仕
立
て
た
と
い

う
わ
け
だ
。と
は
い
え
、そ
の
展
示
に
仕
立
て
る
段
階
で
、作
者
の
意
向

や
希
望
は
可
能
な
限
り
取
り
入
れ
よ
う
と
努
め
た
。つ
ま
り
、作
者
に
現

代
美
術
の
作
家
の
よ
う
に
展
覧
会
へ
の
積
極
的
な
参
画
を
依
頼
し
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。実
は
本
展
の
制
作
に
お
い
て
は
、そ
の
依
頼
に
了
解

を
と
る
こ
と
が
非
常
に
難
し
か
っ
た
。人
気
マ
ン
ガ
家
で
あ
れ
ば
、毎
週

の
締
め
切
り
を
守
る
の
に
忙
し
く
、と
て
も
展
覧
会
の
た
め
の
打
ち
合

わ
せ
に
割
く
時
間
は
な
い
。ま
た
、す
で
に
世
界
で
数
百
万
の
読
者
か
ら

支
持
を
受
け
て
い
る
マ
ン
ガ
家
や
彼
ら
を
抱
え
る
出
版
社
は
、販
促
イ

ベ
ン
ト
で
無
い
限
り
展
覧
会
の
意
義
を
見
い
だ
し
に
く
い
。つ
ま
り
、数

百
万
部
と
い
う
マ
ン
ガ
単
行
本
の
売
り
上
げ
は
、わ
ざ
わ
ざ
美
術
館
で

改
め
て
展
示
さ
れ
な
く
て
も
、す
で
に
一
定
の
公
共
性
を
有
し
て
い
る
、

と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。ま
た
、美
術
館
と
い
う
特
権
的
な
場
所
や
、

展
覧
会
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
そ
も
そ
も
魅
力
を
感
じ
て
い
な
い
場
合
も

あ
る
だ
ろ
う
。こ
う
し
た
理
由
に
よ
り
、展
覧
会
へ
の
参
加
依
頼
が
見
送

図1	 くらもちふさこ「駅から5分」展示風景		ⓒくらもちふさこ／集英社
（写真提供：水戸芸術館現代美術センター／撮影：加藤健）
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ら
れ
た
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。逆
に
言
え
ば
、本
展
は
こ
う
し
た
企
画
側
の

依
頼
に
対
し
て
協
力
的
だ
っ
た
出
版
社
や
作
者
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も

の
だ
っ
た
。そ
れ
で
も
参
加
マ
ン
ガ
家
の
う
ち
二
人
に
は
多
忙
を
理
由

に
会
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。展
示
は
、原
画
が
あ
る
も
の
は
そ
れ
ら

を
展
示
し
な
が
ら
、各
マ
ン
ガ
の
特
徴
や
作
家
が
特
に
工
夫
し
た
と
考

え
ら
れ
る
表
現
上
の
特
徴
を
空
間
上
に
表
す
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
。

３　

展
示
を
つ
く
る

　

展
覧
会
制
作
手
順
を
具
体
的
に
紹
介
し
よ
う
。ま
ず
参
加
依
頼
を
す

る
マ
ン
ガ
家
、あ
る
い
は
そ
の
マ
ン
ガ
作
品
の
担
当
編
集
者
に
会
い
に

い
き
、展
覧
会
の
主
旨
の
説
明
を
行
っ
た
。マ
ン
ガ
家
や
、マ
ン
ガ
家
と

会
え
な
い
場
合
は
担
当
編
集
者
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
し
な
が
ら
展
覧
会
制

作
サ
イ
ド
が
展
示
の
ア
イ
デ
ア
を
出
し
、マ
ン
ガ
家
サ
イ
ド
の
了
解
を

と
っ
た
。例
え
ば
、ハ
ロ
ル
ド
作
石
氏
の﹁B

E
C

K

﹂の
展
示
に
関
し
て
は
、

音
が
出
な
い
マ
ン
ガ
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
も
か
か
わ
ら
ず
、音
や
ラ
イ

ブ
会
場
の
雰
囲
気
を
読
者
に
感
じ
さ
せ
る
作
中
の
表
現
に
学
芸
員
、デ

ザ
イ
ナ
ー
が
注
目
し
た
。そ
れ
を
担
当
編
集
者
に
伝
え
た
と
こ
ろ
、﹁
本

当
は
ラ
イ
ブ
シ
ー
ン
だ
け
で
₁
冊
の
本
を
作
っ
て
み
た
か
っ
た
が
、そ

れ
だ
と
販
売
が
見
込
め
な
い
の
で
、販
売
を
気
に
し
な
く
て
よ
い
展
覧

会
と
い
う
場
で
は
、マ
ン
ガ
で
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

て
み
た
い
﹂と
い
う
意
見
を
も
ら
っ
た
。展
覧
会
制
作
サ
イ
ド
が
そ
れ
を

受
け
て﹁B

E
C

K

﹂全
巻
の
画
像
デ
ー
タ
か
ら
演
奏
、ラ
イ
ブ
シ
ー
ン
を

取
り
出
し
、映
像
作
家
に
依
頼
し
て
オ
ノ
マ
ト
ペ
表
現
を
ア
ニ
メ
ー
シ

ョ
ン
加
工
し
、そ
の
映
像
を
ラ
イ
ブ
会
場
に
見
立
て
た
空
間
に
上
映
し

た
。映
像
は
展
示
前
に
数
回
編
集
者
と
マ
ン
ガ
家
の
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
、

細
か
な
修
正
も
行
っ
た︵
図
₂
︶。

　

展
示
に
つ
い
て
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
マ
ン
ガ
家
は
、

詳
細
な
ア
イ
デ
ア
を
出
し
、実
際
に
展
示
デ
ザ
イ
ン
や
展
示
物
ま
で
複

数
回
に
わ
た
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
を
行
っ
た
。安
野
モ
ヨ
コ
氏
は
展
覧
会
会

場
の
背
景
の
た
め
の
風
景
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
書
き
下
ろ
し
、展
示
用
の

装
飾
デ
ザ
イ
ン
も
自
ら
プ
ラ
ン
を
出
し
た︵
図
₃
︶。今
日
マ
チ
子
氏
も

展
覧
会
の
前
に
展
覧
会
会
場
の
下
見
に
訪
れ
、壁
に
貼
る
ド
ロ
ー
イ
ン

グ
を
新
た
に
書
き
下
ろ
し
た︵
図
₄
︶。

　

そ
れ
で
も
な
お
、展
覧
会
で
は
マ
ン
ガ
の
内
容
や
表
現
の
見
ど
こ
ろ

を
紹
介
す
る
こ
と
が
パ
ネ
ル
以
外
の
方
法
で
は
難
し
い
。こ
の
問
題
を

ク
リ
ア
す
る
た
め
に
、マ
ン
ガ
家
の
谷
田
知
彦
氏
に
依
頼
し
、本
展
の
た

め
の﹁
ガ
イ
ド
マ
ン
ガ
﹂を
執
筆
し
て
も
ら
っ
た︵
図
₅
︶。こ
れ
を
会
場

入
り
口
で
配
布
す
る
こ
と
で
、鑑
賞
者
は
展
示
さ
れ
て
い
る
マ
ン
ガ
に

つ
い
て
の
マ
ン
ガ
を
読
み
な
が
ら
、マ
ン
ガ
の
世
界
を
体
験
す
る
と
い

う
し
く
み
に
な
っ
た
。

４　

マ
ン
ガ
展
を
終
え
て

　

果
た
し
て
、本
展
は
日
本
の
ア
ー
ト
フ
ァ
ン
や
美
術
の
専
門
家
か
ら

は
評
価
が
低
い
か
無
視
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
ア
ー
ト
フ
ァ
ン
は
自
分
が

図2	 ハロルド作石「BECK」展示風景		ⓒハロルド作石／講談社
（写真提供：水戸芸術館現代美術センター／撮影：加藤健）

図3	 安野モヨコ「シュガシュガルーン」展示風景		ⓒ安野モヨ子／講談社
（写真提供：水戸芸術館現代美術センター／撮影：加藤健）
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﹁
ア
ー
ト
﹂と
想
定
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
で
す
で
に
認
知
さ
れ
て
い
る
、

あ
る
い
は
そ
れ
に
近
接
す
る
マ
ン
ガ
を
見
た
い
の
で
あ
り
、一
般
的
に

認
識
さ
れ
て
い
る
典
型
的
な﹁
マ
ン
ガ
﹂を
敢
え
て
美
術
館
で
見
る
必
要

は
無
い
と
感
じ
て
い
る
か
ら
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、し
り
あ
が
り
寿
氏
や
横
山
裕
一
氏
の
よ
う
に
、す
で
に
ギ
ャ

ラ
リ
ー
や
美
術
館
で
展
示
を
お
こ
な
っ
て
い
る
マ
ン
ガ
家
の
展
覧
会
を

開
催
し
て
も
、そ
れ
は﹁
マ
ン
ガ
﹂の
展
覧
会
と
し
て
で
は
な
く﹁
マ
ン
ガ

も
描
い
て
い
る
現
代
美
術
作
家
﹂の
展
覧
会
と
し
て
一
般
的
に
認
知
さ

れ
る
だ
ろ
う
。日
本
国
外
で
は
な
お
さ
ら
だ
。な
ぜ
な
ら
彼
ら
の
作
品
は

オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
コ
ミ
ッ
ク
の
系
譜
で
あ
り
、商
業
マ
ン
ガ
の
よ
う
に

広
い
読
者
を
対
象
に
流
通
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
。あ
る
い

は
、マ
ン
ガ
を
現
代
美
術
と
並
べ
て﹁
ア
ー
ト
﹂と
し
て
展
示
を
す
れ
ば
、

マ
ン
ガ
フ
ァ
ン
は
自
分
た
ち
の
文
化
が
ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
扱
う
一
部

の
エ
リ
ー
ト
た
ち
に
搾
取
さ
れ
た
と
反
発
感
を
覚
え
る
だ
ろ
う
。こ
の

こ
と
は
文
化
庁
が
マ
ン
ガ
を﹁
ア
ー
ト
﹂と
し
て
世
界
に
紹
介
し
よ
う
と

試
み
た
り
、村
上
隆
氏
が
ア
ー
ト
と
マ
ン
ガ
、ア
ニ
メ
を
接
続
し
た
日
本

美
術
の
文
脈
を
構
築
し
て
も
、そ
れ
は
日
本
の
外
部
に
の
み
説
得
力
を

持
ち
、日
本
国
内
の
ア
ー
ト
界
で
は
拒
絶
さ
れ
る
と
い
う
パ
ラ
ド
キ
シ

カ
ル
な
現
象
と
軌
を
一
つ
に
し
て
い
る
。

　

ア
ー
ト
フ
ァ
ン
に
無
視
さ
れ
た
こ
と
と
は
対
称
的
に
、﹁
新
次
元
﹂は

マ
ン
ガ
フ
ァ
ン
や
マ
ン
ガ
の
専
門
家
か
ら
は
、予
想
通
り
マ
ン
ガ
の
選

択
に
若
干
の
批
判
は
あ
っ
た
も
の
の
、概
ね
好
意
的
な
感
想
が
寄
せ
ら

れ
た
。﹃
ぱ
ふ
﹄や
コ
ミ
ッ
ク
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
カ
タ
ロ
グ
に
は
詳
細
な
レ

ビ
ュ
ー
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
掲
載
さ
れ
た
。入
場
者
の
数
は
通
常
の
現

代
美
術
の
展
覧
会
と
比
べ
て
倍
近
か
っ
た
が
、そ
れ
は
現
代
美
術
展
の

入
場
者
の
多
く
が
成
人
で
、一
人
か
二
人
で
来
場
す
る
の
に
対
し
、マ
ン

ガ
展
は
家
族
で
来
館
す
る
例
が
多
い
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

マ
ン
ガ
展
は
誰
が
必
要
と
し
て
い
る
の
か
、展
覧
会
と
い
う
メ
デ
ィ

ア
を
通
し
て
の
み
伝
え
ら
れ
る
こ
と
は
何
か（
こ
れ
は
パ
ソ
コ
ン
で
の

マ
ン
ガ
の
作
画
が
増
え
、原
画
と
い
う
も
の
が
急
激
に
減
る
と
予
測
さ

れ
る
今
後
、よ
り
深
刻
な
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
）︱
。﹁
新
次
元
﹂の
企
画
、

制
作
は
、改
め
て
筆
者
に
マ
ン
ガ
展
の
意
味
や
可
能
性
、そ
し
て
人
々
が

マ
ン
ガ
展
に
何
を
期
待
し
て
い
る
の
か
、と
い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

　

誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
う
な
ら
ば
、フ
ァ
ン
の
み
な
ら
ず
、制
作
者
や
研
究

者
も
含
め
た
マ
ン
ガ
支
持
層
の
多
く
に
は
展
覧
会
や
ア
ー
ト
に
関
す
る

興
味
や
リ
テ
ラ
シ
ー
が
欠
け
て
お
り
、ア
ー
ト
の
支
持
層
に
は﹁
美
術
館
で

は
美
術
を
展
示
す
れ
ば
よ
い
﹂と
い
う
保
守
的
な
理
想
主
義
が
根
強
く
横

た
わ
っ
て
い
る
。こ
の
二
極
の
間
に
集
客
や
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
の
マ
ン

ガ
の
普
及
を
期
待
す
る
展
覧
会
の
主
催
や
運
営
者
の
思
惑
が
介
入
す
る
。

　

マ
ン
ガ
が
多
く
の
人
に
支
持
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の﹁
面
白
さ
﹂、言

い
換
え
れ
ば
娯
楽
性
だ
。一
方
で
分
析
と
学
術
性
を
保
と
う
と
す
る﹁
真

面
目
な
﹂展
覧
会
は
、こ
の
マ
ン
ガ
の
娯
楽
性
に
引
き
裂
か
れ
る
。例
え

ば
、美
術
館
や
展
覧
会
に
お
け
る
チ
ラ
シ
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
惹
句
と

し
て
よ
く
使
わ
れ
る﹁
質
の
高
い
﹂と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
、マ
ン
ガ
に
対

し
て
は
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。絵
が
上
手
い
こ
と
か
、

物
語
が
面
白
い
こ
と
か
、そ
れ
と
も
そ
の
両
方
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

か
、し
か
し
、絵
が
下
手
で
も
マ
ン
ガ
と
し
て
の
面
白
さ
が
十
分
に
あ
り
、

人
気
を
博
し
て
い
る
マ
ン
ガ
も
多
い
。そ
れ
と
も
人
気
は
な
く
て
も
従

来
の
マ
ン
ガ
表
現
の
規
範
を
更
新
す
る
よ
う
な
実
験
的
な
表
現
を
試
み

て
い
る
も
の
を﹁
質
が
高
い
﹂と
言
う
の
か
。あ
る
一
定
の
高
セ
ー
ル
ス

を
あ
げ
て
い
る
作
品
は﹁
質
が
高
い
﹂の
か
否
か

︱
。

　

マ
ン
ガ
展
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
、こ
の
よ
う
な
複
数
の
問
題
か
ら

生
じ
る
分
裂
の
狭
間
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
埋
め
よ
う
と
す
る
作
業
で
あ
る
。

し
か
し
、マ
ン
ガ
展
の
歴
史
は
ま
だ
浅
く
、そ
れ
を
評
価
す
る
た
め
の
相

対
的
な
視
点
や
言
説
も
ま
だ
生
ま
れ
て
き
て
い
な
い
。マ
ン
ガ
展
の
方

法
論
は
今
後
も
ト
ラ
イ
・
ア
ン
ド
・
エ
ラ
ー
を
繰
り
返
し
な
が
ら
模
索
が

続
い
て
い
く
と
思
わ
れ
る
が
、実
験
的
な
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
た
め
に

は
、そ
れ
ら
を
評
価
す
る
議
論
な
ら
び
に
蓄
積
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る

の
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

図4	 今日マチ子「センネン画報」展示風景		ⓒ今日マチ子／太田出版
（写真提供：水戸芸術館現代美術センター／撮影：加藤健）

図5	「マンガでわかる新次元ガイドブック」表紙	 	ⓒ谷田
知彦、水戸芸術館現代美術センター、国際交流基金

（写真提供：水戸芸術館現代美術センター／撮影：加藤健）
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特
集

漫
画
と
マ
ン
ガ
、そ
し
て
芸
術

20

美
術
館
で
の
漫
画
展

―
「
横
山
裕
一　

ネ
オ
漫
画
の
全
記
録
：
わ
た
し
は��

時
間
を
描
い
て
い
る
」展
に
つ
い
て
の
レ
ポ
ー
ト

金澤　韻

は
じ
め
に

　
﹁
美
術
館
で
漫
画
！？
﹂と
い
う
驚
き
と
と
も
に
、国
や
地
方
自
治
体
の

美
術
館
で
の
漫
画
展
に
た
く
さ
ん
の
観
客
が
つ
め
か
け
た
の
は
主
に
一

九
九
〇
年
代
だ
っ
た

（
₁
）

。そ
の
頃
、美
術
史
で
は
美
術
概
念
輸
入
の
歴
史
を

検
証
す
る
研
究
が
盛
ん
に
な
り
、工
芸
や
日
本
画
な
ど
、西
洋
美
術
中
心

の
美
術
観
か
ら
押
し
出
さ
れ
て
い
た
表
現
に
光
が
当
て
ら
れ
て
い
た

（
₂
）

。

美
術
館
で
は
教
育
普
及
に
力
点
が
置
か
れ
、そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
無
視

さ
れ
て
い
た﹁
鑑
賞
者
﹂が
主
体
に
な
る
べ
き
も
の
と
し
て
見
い
だ
さ
れ

る
（
₃
）

。そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、漫
画
は
美
術
の
文
脈
に
お
い
て
再
発
見

さ
れ
た
。日
本
の
漫
画
は
、す
で
に
世
界
に
も
類
を
見
な
い
ほ
ど
大
き
な

マ
ー
ケ
ッ
ト
を
持
ち
、実
に
多
く
の
人
々
に
心
か
ら
親
し
ま
れ
る
表
現

と
な
っ
て
い
た
。﹁
美
術
館
で
漫
画
﹂と
い
う
驚
き
と
喜
び
は
、明
治
時
代

か
ら
長
き
に
渡
り
西
洋
美
術
中
心
で
あ
っ
た
美
術
、美
術
館
の
世
界
が
、

つ
い
に
自
分
た
ち
自
身
の
も
の
に
な
る
と
い
う
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
と
関
連

が
あ
っ
た
。

　

私
の
勤
務
す
る
川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
、漫
画
を
総
合
的
に

扱
う
全
国
初
の
公
共
美
術
館
と
し
て
、一
九
八
八
年
に
開
館
し
た
。日
本

の
漫
画
史
を
通
観
で
き
る
よ
う
な
古
今
東
西
の
資
料
を
収
集
し
、﹁
日
本

の
漫
画
₃
₀
₀
年
﹂展
、﹁
現
代
マ
ン
ガ
の
パ
イ
オ
ニ
ア

︱
岡
本
一
平

展
﹂、﹁
明
治
の
面
影
・
フ
ラ
ン
ス
人
画
家
ビ
ゴ
ー
の
世
界
展
﹂な
ど
、漫
画

史
を
検
証
す
る
重
要
な
展
覧
会
を
行
っ
て
き
て
い
る
。一
方
で
、ど
ち
ら

か
と
言
え
ば
漫
画
史
の
検
証
よ
り
も
集
客
に
主
眼
を
置
く
よ
う
な
人
気

漫
画
家
、人
気
作
品
の
展
覧
会
も
開
催
し
て
き
た
。市
民
の
興
味
に
応
え

る
と
い
う
点
で
は
そ
れ
な
り
に
意
味
の
あ
る
催
し
で
あ
っ
た
と
思
う
。

し
か
し
二
〇
〇
〇
年
代
も
後
半
に
入
る
と
、全
国
に
漫
画
展
は
数
多
く

開
催
さ
れ
て
珍
し
く
な
く
な
り
、ま
た
漫
画
と
い
う
媒
体
そ
の
も
の
が
、

全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
展
覧
会
に
向
か
な
い
こ
と
が
、改
め
て
認
識

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た

（
₄
）

。そ
れ
を
反
映
し
て
か
、当
館
の
漫
画
展
の

入
場
者
数
は
減
少
傾
向
に
あ
る

（
₅
）

。九
〇
年
代
か
ら
続
く
漫
画
展
ブ
ー
ム
、

と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、そ
の
退
潮
を
感
じ
る
中
で
企
画
さ

れ
た
展
覧
会
が﹁
横
山
裕
一 

ネ
オ
漫
画
の
全
記
録
：
わ
た
し
は
時
間
を

描
い
て
い
る
﹂で
あ
る
。入
場
者
数
に
つ
い
て
は
約
六
〇
〇
〇
人
で
、ほ

と
ん
ど
取
れ
な
か
っ
た
準
備
期
間
や
宣
伝
費
を
考
え
る
と
ま
ず
ま
ず
と

い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
に
関
し
て
は
一
〇
〇
を

超
え
る
メ
デ
ィ
ア
で
の
報
道
が
あ
り
、当
館
の
他
の
展
覧
会
と
比
較
し

た
時
に
、大
き
な
成
功
を
収
め
た
と
言
え
る
。

横
山
裕
一
の
芸
術

　

横
山
裕
一
は
二
〇
〇
一
年
、
雑
誌﹃C

O
M

IC
 C

U
E

﹄
に
発
表
し
た

﹁
ニ
ュ
ー
土
木
﹂に
よ
っ
て
、突
然
私
た
ち
の
前
に
登
場
し
た
。実
際
に
は

い
く
つ
か
の
仕
事
が
そ
れ
ま
で
も
あ
っ
た
が
、シ
ン
プ
ル
な
描
線
で
端

的
に
描
か
れ
た
、壮
大
な
土
木
工
事
の
風
景
こ
そ
が
、彼
の
芸
術
を
私
た

ち
の
心
に
刻
み
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。そ
の
後
出
版
さ
れ

た
短
編
集﹃
ニ
ュ
ー
土
木
﹄（
イ
ー
ス
ト
・
プ
レ
ス
、二
〇
〇
四
年
）で
、横

山
は
漫
画
家
と
し
て
の
経
歴
を
本
格
的
に
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た

（
₆
）

。

　

横
山
裕
一
は
一
九
六
七
年
生
ま
れ
の
美
術
家
で
、は
じ
め
、武
蔵
野
美

術
大
学
で
油
彩
を
学
び
、絵
画
表
現
を
模
索
し
て
い
る
う
ち
に
、時
間
を

描
く
こ
と
の
で
き
る
表
現
と
し
て
漫
画
を
選
び
取
る
こ
と
に
な
っ
た
。

彼
の
こ
の
漫
画
制
作
に
至
っ
た
過
程
を
私
は
重
要
と
考
え
て
い
る
。な

ぜ
な
ら
、漫
画
を
漫
画
と
し
て
描
く
の
で
は
な
く
、実
直
に
一
つ
の
表
現

と
し
て
捉
え
て
い
る
作
家
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
か
ら
で
あ
る
。そ
こ

に
こ
そ
、漫
画
と
い
う
芸
術
の
可
能
領
域
を
探
る
と
き
、横
山
裕
一
が
最

も
見
る
べ
き
作
家
で
あ
る
と
い
う
理
由
が
あ
る
。

　

彼
が
描
く
の
は
、例
え
ば
電
車
の
旅
で
あ
り（﹃
ト
ラ
ベ
ル
﹄）、庭
の
散

策
で
あ
る（﹃N

IW
A

﹄）
が
、
そ
の
シ
ン
プ
ル
な
筋
立
て
に
反
比
例
す
る

か
の
よ
う
に
、奇
抜
な
視
覚
要
素
に
彩
ら
れ
た
景
色
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば﹃
ト
ラ
ベ
ル
﹄を
見
て
み
よ
う
。こ
の
作
品
は
三
人
の
男
が

電
車
の
駅
と
お
ぼ
し
き
場
所
に
到
達
し
、切
符
を
購
入
し
、駅
構
内
に
入

っ
て
い
く
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。そ
の
駅
は
厚
み
の
な
い
建
築
物
で
、壁

も
床
も
ガ
ラ
ス
張
り
に
な
っ
て
い
る
。そ
こ
に
入
っ
て
く
る
電
車
は
、エ

ッ
ジ
の
立
っ
た
四
角
い
箱
の
よ
う
な
形
の
も
の
だ
。電
車
の
操
縦
室
に

は
三
人
の
男
が
座
っ
て
い
る
。彼
ら
は
笠
の
よ
う
な
も
の
を
被
り
、首
ま

で
ぴ
っ
た
り
と
し
た
、矢
印
模
様
の
ス
ー
ツ
を
着
て
い
る
。す
べ
て
、私

た
ち
が
通
常
目
に
す
る
光
景
と
は
異
な
っ
た
駅
の
風
景
だ
。電
車
に
乗

り
込
ん
だ
男
達
の
頭
上
に
は
、ま
る
で
宇
宙
の
よ
う
な
情
景
が
広
が
っ

て
い
て
、私
た
ち
に
は
一
瞬
、そ
こ
が
ど
こ
な
の
か
分
か
ら
な
く
な
る
。

移
動
す
る
間
に
す
れ
違
う
人
々
も
、顔
だ
け
が
黒
か
っ
た
り
、頭
に
月
代

が
あ
っ
た
り
、バ
ッ
ハ
が
被
っ
て
い
る
カ
ツ
ラ
の
よ
う
な
ヘ
ア
ス
タ
イ

ル
だ
っ
た
り
と
、見
慣
れ
な
い
風
貌
が
続
く
。髪
型
や
顔
、服
装
、ま
た
車

内
の
様
子
、そ
し
て
車
窓
か
ら
見
え
る
風
景
は
す
べ
て
シ
ン
プ
ル
な
線
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で
描
か
れ
て
い
る
た
め
、体
の
一
部
な
の
か
装
っ
て
い
る
の
か
、あ
る
い

は
単
な
る
線
な
の
か
本
当
に
そ
こ
に
あ
る
の
か
な
ど
、そ
れ
ら
の
具
体

的
な
状
態
を
知
る
事
は
難
し
い
。電
車
の
旅
を
し
て
い
る
こ
と
は
理
解

で
き
る
が
、そ
こ
に
あ
る
の
は
め
く
る
め
く
光
景
、そ
れ
の
み
で
あ
り
、

一
切
の
説
明
は
排
除
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
、時
も
場
所
も
目
的
も
不
明
な
、不
思
議
な
光
景
が
、私
た
ち
に

す
ん
な
り
読
め
て
し
ま
う
の
は
、彼
が
、コ
マ
や
動
き
を
表
す
記
号
な
ど
、

漫
画
の
文
法
に
極
め
て
忠
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
来
る
。漫
画
の

文
法
は
、時
間
の
動
き
を
つ
か
さ
ど
る
コ
マ
を
中
心
に
、描
か
れ
た
も
の

を
時
間
軸
に
沿
っ
て
読
む
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
約
束
が
集
積
し
た
も
の

で
、漫
画
表
現
を
支
え
る
基
礎
で
あ
る
。横
山
裕
一
は
日
本
の
漫
画
の
文

法
を
忠
実
に
学
ん
だ
上
で
作
品
を
作
っ
て
い
る
の
で
、日
本
の
漫
画
に

親
し
ん
で
い
る
人
々
は
苦
労
す
る
こ
と
な
く
そ
の
世
界
に
没
入
す
る
こ

と
に
な
る

（
₇
）

。こ
の
文
法
の
修
得
に
は
相
応
の
セ
ン
ス
、ま
た
は
労
力
が
必

要
と
さ
れ
る
。美
術
を
志
す
者
の
多
く
が
、試
み
に
漫
画
を
描
く
こ
と
は

あ
っ
て
も
、な
か
な
か﹁
読
め
る
﹂漫
画
作
品
を
仕
上
げ
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
は
、こ
の
文
法
の
修
得
が
容
易
で
は
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。横
山

裕
一
が
他
と
違
っ
た
点
は
、最
初
に
こ
の
ル
ー
ル
を
覚
え
て
し
ま
っ
た

こ
と
で
あ
り
、以
降
も
誠
実
に
そ
の
ル
ー
ル
に
の
っ
と
っ
て
作
品
を
作

り
続
け
て
い
る
こ
と
だ
。そ
し
て
私
た
ち
は
、そ
の
漫
画
の
文
法
が
可
能

に
す
る
表
現
領
域
が
い
か
に
奇
抜
で
あ
る
か
、遠
大
で
あ
る
か
を
、彼
の

作
品
に
お
い
て
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
。

作
品
収
蔵
、そ
し
て
展
覧
会
開
催

　

上
記
の
理
由
か
ら
、筆
者
は
横
山
裕
一
作
品
を
漫
画
芸
術
の
最
先
端

を
ゆ
く
表
現
の
一
つ
、ま
た
美
術
の
領
域
と
漫
画
の
領
域
を
正
当
的
に

カ
バ
ー
す
る
も
の
と
考
え
、川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
へ
の
収
蔵
を

計
画
し
た
。結
果
的
に
、二
〇
〇
八
年
、﹁
ニ
ュ
ー
土
木
﹂﹁
ネ
オ
体
育
﹂﹁
ゼ

ラ
ニ
ウ
ム
① 

②
﹂（﹃
ニ
ュ
ー
土
木
﹄所
収
）の
合
計
二
八
ペ
ー
ジ
を
購
入

し
、ま
た
同
時
に
初
期
代
表
作
で
あ
る
三
冊
の
単
行
本
、﹃
ニ
ュ
ー
土
木
﹄

﹃
ト
ラ
ベ
ル
﹄﹃N

IW
A

﹄に
収
録
さ
れ
た
残
り
の
漫
画
原
画
の
寄
託
を
受

け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

漫
画
作
品
を
収
蔵
し
よ
う
と
す
る
と
き
、い
っ
た
い
何
が﹁
漫
画
﹂な

の
か
、と
い
う
問
題
が
常
に
つ
き
ま
と
う
が
、横
山
裕
一
作
品
の
場
合
、

原
画
の
ク
オ
リ
テ
ィ
が
高
い
た
め
、ド
ロ
ー
イ
ン
グ
と
同
様
の
価
値
が

見
い
だ
せ
る
も
の
と
し
て
原
画
を
収
蔵
す
る
こ
と
に
迷
い
は
な
か
っ
た
。

こ
の
作
品
が
川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、館

は﹁
漫
画
芸
術
﹂の
ル
ー
ツ
を
た
ど
る
、あ
る
い
は
現
代
漫
画
の
現
象
を

追
認
す
る
の
み
で
な
く
、現
代
に
お
け
る
最
先
端
の
展
開
を
も
視
野
に

含
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
漫
画
芸
術
の
先
端
を
示
す
展
覧
会
と
し
て
、横
山
裕
一

展
を
最
初
に
構
想
し
た
の
が
二
〇
〇
八
年
で
あ
っ
た
。し
か
し
館
で
は
、

無
難
に
入
場
者
数
を
確
保
で
き
る
企
画
と
し
て
、い
わ
ゆ
る
漫
画
と
し

て
す
で
に
人
気
の
高
い
作
品
を
紹
介
す
る
よ
う
な
展
覧
会
を
推
進
す
る

考
え
で
い
た
。そ
の
た
め
、横
山
裕
一
展
が
実
現
に
向
け
て
発
進
す
る
ま

で
に
は
二
年
の
歳
月
を
費
や
す
こ
と
に
な
る
。二
〇
一
〇
年
一
月
、予
期

せ
ぬ
理
由
か
ら
あ
る
ア
ニ
メ
に
関
す
る
展
覧
会
が
中
止
に
な
っ
た
段
階

で
、ピ
ン
チ
ヒ
ッ
タ
ー
と
し
て
の
横
山
裕
一
展
開
催
が
決
ま
っ
た
。オ
ー

プ
ン
ま
で
実
に
三
个
月
と
い
う
時
点
で
あ
っ
た
。ま
た
予
算
も
当
初
見

積
も
り
に
対
し
て
八
七
％
と
な
り
、図
録
の
制
作
、そ
し
て
広
告
を
諦
め

る
こ
と
に
な
る

（
₈
）

。

　

私
は
常
々
、漫
画
と
い
う
プ
リ
ン
ト
、あ
る
い
は
プ
リ
ン
ト
の
元
と
な

る
よ
う
な
小
さ
な
作
品
群
を
展
示
す
る
た
め
に
は
展
示
デ
ザ
イ
ナ
ー
の

助
け
が
必
要
で
あ
る
と
感
じ
て
い
た
。本
展
で
は
、何
人
か
の
候
補
の
中

か
ら
若
手
建
築
家
ユ
ニ
ッ
ト
、ト
ラ
フ
建
築
事
務
所

（
₉
）

を
考
え
た
。彼
ら
は

以
前
、サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
あ
る﹁N

ew
 P

eo
p
le

﹂と
い
う
シ
ョ
ッ

プ
の
内
装
を
手
が
け
た
際
、横
山
裕
一
作
品
を
フ
ァ
ニ
チ
ュ
ア
の
造
作

に
起
用
し
て
い
る
。横
山
の
絵
を
立
体
や
空
間
に
置
き
換
え
る
と
い
う

思
考
の
経
験
が
、意
味
を
持
つ
は
ず
と
考
え
た
。

　

内
容
に
つ
い
て
は
、今
回
の
展
覧
会
で
は
、横
山
裕
一
が
絵
画
と
漫
画

の
両
方
を
手
が
け
る
広
い
射
程
を
持
っ
て
い
る
作
家
で
あ
る
こ
と
を
示

し
、ま
た
漫
画
表
現
へ
た
ど
り
つ
い
た
と
い
う
過
程
が
大
切
で
あ
り
そ

れ
を
示
す
こ
と
、そ
の
た
め
初
期
の
絵
画
作
品
を
極
力
す
べ
て
、ま
た
漫

画
原
画
も
極
力
す
べ
て
を
展
示
す
る
と
い
う
方
針
を
立
て
た

（
10
）

。

　

漫
画
が
展
覧
会
と
い
う
形
式
に
向
か
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、以

前
か
ら
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
、ま
た
近
年
は
主
催
者
と
来

場
者
に
よ
っ
て
も
認
識
さ
れ
て
き
た
。ま
ず
展
覧
会
場
で
多
く
の
人
々

と
一
緒
に
鑑
賞
す
る
に
は
、漫
画
の
絵
や
原
稿
は
サ
イ
ズ
が
小
さ
い
し
、

本
、雑
誌
、あ
る
い
は
原
画
な
ど
、ど
の
よ
う
な
展
示
物
を
見
せ
れ
ば
そ

の
作
品
や
作
家
の
核
心
を
提
示
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
難
し
い
問
題

で
あ
る
。ま
た
、そ
も
そ
も
一
度
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
を
、わ
ざ

わ
ざ
展
示
し
て
鑑
賞
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
も
永

久
に
消
え
な
い
だ
ろ
う
。し
か
し
な
が
ら
一
方
で
、美
術
館
の
展
示
室
に

適
す
る
も
の
ば
か
り
が
展
示
す
べ
き
も
の（
芸
術
、美
術
）で
あ
る
と
い

う
考
え
も
ま
た
、私
た
ち
の
視
野
を
狭
め
る
も
の
と
し
て
注
意
す
べ
き

で
あ
ろ
う
し
、近
年
、漫
画
が
美
術
の
側
か
ら﹁
発
見
﹂さ
れ
た
意
義
を
考

え
る
な
ら
、あ
え
て
収
ま
り
の
悪
い
展
示
室
で
何
が
提
示
で
き
る
か
に

挑
戦
す
る
の
も
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
。﹃
マ
ン
ガ
と
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

が
出
会
う
と
き
﹄に
書
い
た
筆
者
の
現
時
点
で
の
答
え
は
、﹁
様
々
な
展

示
物
の﹃
合
わ
せ
技
﹄で
あ
る
。原
画
や
貴
重
資
料
を
展
示
す
る
事
で
ア

ウ
ラ
を
付
与
し
、単
行
本
な
ど
手
に
と
っ
て
読
め
る
も
の
を
用
意
す
る

事
で
漫
画
芸
術
を
通
常
の
形
で
提
示
し
、映
像
、立
体
造
作
、解
説
パ
ネ

ル
な
ど
で
見
る
べ
き
箇
所
を
強
調
す
る

（
11
）

﹂と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。横
山

裕
一
展
に
お
い
て
も
、絵
画
、漫
画
の
原
画
に
加
え
、四
つ
の
映
像（
画
像

の
ス
ラ
イ
ド
シ
ョ
ー
）を
作
成
し
て
投
影
し
、ま
た
作
家
像
を
摑
ん
で
も

ら
う
た
め
に
作
家
の
関
連
資
料
を
展
示
し
た
。そ
れ
ら
を
た
だ
並
べ
る

と
い
う
気
持
ち
を
持
た
ず
、展
示
デ
ザ
イ
ン
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
展
示

物
を
有
意
義
に
結
び
つ
け
る
よ
う
試
み
た
。
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横
山
裕
一
展
で
行
っ
た
こ
と
と
、メ
デ
ィ
ア
の
反
応

　

段
階
を
追
っ
て
見
て
み
た
い
。今
回
は
横
山
裕
一
の
全
原
画
を
展
示

す
る
と
い
う
目
的
を
設
定
し
た
た
め
、お
び
た
だ
し
い
量
の
原
画
を
な

ん
と
か
展
覧
会
場
に
収
め
る
こ
と
が
ま
ず
大
き
な
課
題
だ
っ
た
。そ
の

方
策
と
し
て
、壁
を
絵
画
の
た
め
に
使
用
し
、テ
ー
ブ
ル
を
作
る
こ
と
で

フ
ロ
ア
を
原
画
の
た
め
に
使
用
し
た
い
と
考
え
た
。長
い
テ
ー
ブ
ル
は
、

右
上
か
ら
左
下
へ
、そ
し
て
ペ
ー
ジ
か
ら
ペ
ー
ジ
へ
と
連
続
し
て
鑑
賞

す
る
漫
画
作
品
の
た
め
に
必
要
な
形
態
で
も
あ
っ
た
。ま
た
、漫
画
作
品

を
一
コ
マ
ず
つ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
を
試
み
た
。こ
れ
は
、横

山
が
い
か
に
一
コ
マ
一
コ
マ
を
構
図
か
ら
入
念
に
練
り
上
げ
て
い
る
か

に
注
目
し
て
も
ら
う
た
め
で
あ
っ
た
。こ
こ
か
ら
ト
ラ
フ
建
築
設
計
事

務
所
へ
プ
ラ
ン
を
預
け
る
。

　

ト
ラ
フ
建
築
設
計
事
務
所
と
の
打
ち
合
わ
せ
は
、彼
ら
が
制
作
し
た

模
型
を
前
に
し
て
進
ん
だ
。一
回
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
二
時
間
か
ら
五

時
間
。そ
れ
を
九
回
行
っ
て
い
る
。彼
ら
は
、最
初
、直
線
的
な
テ
ー
ブ
ル

を
組
み
合
わ
せ
る
プ
ラ
ン
を
提
案
し
た
。そ
の
配
置
と
大
き
さ
を
、作
家

も
含
め
、時
間
を
か
け
て
検
討
し
て
い
っ
た
。何
度
目
か
の
打
ち
合
わ
せ

で
丸
い
テ
ー
ブ
ル
が
出
現
し
た
。そ
の
段
階
で
は
正
円
で
あ
っ
た
が
、次

の
打
ち
合
わ
せ
に
は
短
い
直
線
の
テ
ー
ブ
ル
が
何
列
か
あ
る
外
側
を
、

川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
展
示
室
の
カ
ー
ブ
に
合
わ
せ
た
、楕
円
形

の
テ
ー
ブ
ル
が
ぐ
る
っ
と
囲
む
形
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
だ
っ
た
。

そ
の
後
も
検
討
を
重
ね
た
結
果
、二
列
の
楕
円
が
ト
ラ
ッ
ク
の
よ
う
に

会
場
を
走
る
形
へ
と
収
斂
し
て
い
っ
た
。

　

こ
の
楕
円
形
の
テ
ー
ブ
ル
が
見
え
た
と
き
に
、展
覧
会
場
は
単
な
る

作
品
を
置
く
場
所
か
ら
、新
た
に
作
品
を
体
験
す
る
場
所
へ
と
姿
を
変

え
た
。実
際
に
こ
の
展
示
で
、来
場
者
は
自
ら
の
足
で
テ
ー
ブ
ル
の
周
り

を
歩
き
な
が
ら
、横
山
裕
一
の
漫
画
作
品
の
登
場
人
物
た
ち
が
次
々
と

新
し
い
光
景
に
出
会
っ
て
行
く
の
と
歩
を
合
わ
せ
、移
り
変
わ
る
シ
ー

ン
を
体
感
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た︵
図
₁
（
12
）
︶。漫
画
作
品
は
右
か
ら
左

へ
と
流
れ
る
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き︵
図
₂
︶、ま
た
そ
の
旅
の
途
中

で
目
を
上
げ
る
と
、周
囲
に
は
横
山
の
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
が
配
置
さ
れ
、

そ
の
風
景
の
移
り
変
わ
り
も
眺
め
る
こ
と
が
で
き
た
。足
下
に
は
横
山

の
好
き
な
人
工
芝
が
敷
き
詰
め
ら
れ
た
。歩
く
た
び
に
サ
ク
サ
ク
と
音

を
立
て
る
人
工
芝
は
、鑑
賞
者
自
身
に
会
場
を
歩
き
体
験
し
て
い
る
と

い
う
実
感
を
も
た
ら
し
た

（
13
）

。

　

会
場
の
中
央
に
立
て
た
二
枚
の
壁
に
は
、﹃
ニ
ュ
ー
土
木
﹄﹃
ト
ラ
ベ

ル
﹄﹃N

IW
A

﹄
三
冊
か
ら
一
コ
マ
ず
つ
切
り
出
し
た
画
像
の
ス
ラ
イ
ド

シ
ョ
ー
が
映
し
出
さ
れ
た︵
図
₃
︶。そ
れ
は
三
〇
〇
〇
コ
マ
に
も
お
よ図3	 横山裕一展		会場風景		川崎市市民ミュージアム

図1	 横山裕一展		会場風景		川崎市市民ミュージアム

図2	 横山裕一展		会場風景		川崎市市民ミュージアム
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び
、す
べ
て
を
鑑
賞
し
よ
う
と
す
る
と
四
時
間
以
上
か
か
る
大
掛
か
り

な
映
像
と
な
っ
た
。そ
の
ス
ラ
イ
ド
シ
ョ
ー
が
見
せ
る
一
つ
一
つ
の
画

像
の
緊
密
で
斬
新
な
ビ
ジ
ュ
ア
ル
は
、そ
れ
自
体
が
絵
画
作
品
と
し
て

成
り
立
つ
密
度
を
持
っ
て
い
た
。鑑
賞
者
は
そ
の
一
コ
マ
が
集
ま
っ
た

一
ペ
ー
ジ
と
し
て
の
漫
画
原
画
と
、そ
の
漫
画
原
画
が
数
百
枚
も
集
ま

っ
た
も
の
と
し
て
の
漫
画
単
行
本
の
、宇
宙
の
よ
う
な
壮
大
さ
を
感
じ

る
こ
と
に
な
る
。そ
の
概
念
的
な
壮
大
さ
は
、ま
た
、ま
さ
に
眼
前
に
繰

り
広
げ
ら
れ
て
い
る
展
覧
会
場
の
中
に
、物
質
と
し
て
も
存
在
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
展
覧
会
で
は
予
算
不
足
か
ら
、あ
ら
ゆ
る
広
告
を
断
念
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た（
後
日
、To

kyo
 A

rt B
eat

の
発
行
す
るT

o
kyo

 

A
rt M

ap

に
小
さ
い
広
告
を
掲
載
。こ
れ
が
唯
一
の
広
告
と
な
っ
た
）。

そ
の
一
方
で
、横
山
裕
一
へ
の
注
目
、そ
し
て
ト
ラ
フ
建
築
設
計
事
務
所

と
い
う
や
は
り
注
目
さ
れ
て
い
る
若
手
建
築
家
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ

ン
と
い
う
話
題
性
が
手
伝
い
、開
催
前
か
ら
い
く
つ
か
の
メ
デ
ィ
ア
に

取
り
上
げ
ら
れ
た
。オ
ー
プ
ン
後
に
は
更
に
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
が
レ
ビ

ュ
ー
を
掲
載
し
、ツ
イ
ッ
タ
ー
や
ブ
ロ
グ
な
ど
の
個
人
メ
デ
ィ
ア
に
も

本
展
の
話
題
が
頻
出
す
る
よ
う
に
な
る
。会
期
後
半
か
ら
入
場
者
数
は

急
激
に
増
え
て
お
り
、口
コ
ミ
効
果
が
高
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
﹃
ブ
ル
ー
タ
ス
﹄、﹃
ブ
レ
ー
ン
﹄、﹁C

IN
R

A
. N

E
T

﹂、﹁
エ
キ
サ
イ
ト

イ
ズ
ム
﹂等
、ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
全
般
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
メ
デ
ィ
ア
か
ら

の
取
材
が
多
か
っ
た
ほ
か
、﹃
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
﹄、﹃
カ
ー
サ
ブ
ル

ー
タ
ス
﹄、﹃
装
苑
﹄等
、デ
ザ
イ
ン
、イ
ラ
ス
ト
、フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
関
す

る
媒
体
が
多
か
っ
た
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
っ
た
。
ま
た﹃
美
術
手
帖
﹄、

﹁A
R

T
iT

﹂
な
ど
い
わ
ゆ
る
現
代
美
術
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
た
媒
体
に
も

よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
、更
に
は
、﹃
い
け
花
龍
生
﹄、﹃
商
店
建
築
﹄な
ど
の

専
門
誌
に
も
掲
載
さ
れ
る
に
至
っ
た

（
14
）

。こ
れ
ら
は
、私
が
担
当
し
た
他
の

漫
画
展
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
現
象
で
あ
り
、本
展
が
美
術
の
領
域
か

ら
評
価
を
受
け
た
こ
と
、そ
し
て
隣
接
す
る
他
の
領
域
に
も
ア
ピ
ー
ル

す
る
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。そ
の
内
容
は
、横
山
裕
一

の
独
創
的
な
芸
術
へ
の
賞
賛

（
15
）

は
も
ち
ろ
ん
、作
品
に
つ
い
て
の
評
論

（
16
）

、そ

し
て
展
示
デ
ザ
イ
ン
に
対
す
る
賛
辞

（
17
）

と
、多
く
の
書
き
手
が
こ
の
展
覧

会
に
つ
い
て
熱
心
に
語
り
、高
い
評
価
を
下
し
た
。

最
後
に

―
漫
画
と
展
覧
会
、現
代
美
術

　

も
と
も
と
本
の
形
で
読
ま
れ
る
漫
画
を
、美
術
館
の
展
覧
会
場
に
置

く
こ
と
に
は
、ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
振
り
返
っ
て
み
た
い
。ま

ず
漫
画
の
側
か
ら
言
え
ば
、歴
史
化
で
あ
り
、公
共
化
で
あ
る
。そ
れ
は

漫
画
を
個
人
的
に
楽
し
ん
で
い
る
人
々
か
ら
す
れ
ば
、さ
ほ
ど
意
味
が

な
い
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
芸
術
は
生
来
的
に
個
人
的
な
愉
し
み
を

超
え
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
。一
方
、美
術
館
の
側
か
ら
言
え
ば
、そ

れ
は
一
つ
の
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
作
品
の
よ
う
な
、視
覚
的
美
を
体

験
す
る
場
所
と
機
会
で
あ
る
と
考
え
る
。横
山
裕
一
展
が
ト
ラ
フ
建
築

設
計
事
務
所
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、本
を
読
む
の
と
は

ま
っ
た
く
別
の
体
験
に
置
き
換
え
ら
れ
た
よ
う
に
。私
に
と
っ
て
は
、漫

画
原
画
を
額
に
入
れ
て
た
だ
壁
に
か
け
る
よ
う
な
展
示
は
、そ
こ
に
漫

画
側
の
理
由（
歴
史
化
、公
共
化
）し
か
な
い
た
め
、あ
ま
り
意
味
が
な
い

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

さ
て
そ
こ
ま
で
考
え
た
後
に
、最
近
感
じ
た
こ
と
を
付
け
加
え
さ
せ

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。私
は
二
〇
一
一
年
一
月
か
ら
七
月
に
か
け

て
、文
化
庁
の
研
修
生
と
し
て
民
間
非
営
利
団
体
ジ
ャ
パ
ン
・
ソ
サ
エ
テ

ィ
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
て
研
修
を
行
い
、﹁
バ
イ
バ
イ
キ
テ
ィ
！
！
！
﹂と

い
う
日
本
の
現
代
美
術
展
に
立
ち
会
っ
た
。こ
の
展
覧
会
は
初
代
森
美

術
館
館
長
の
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
エ
リ
オ
ッ
ト
を
ゲ
ス
ト
キ
ュ
レ
ー
タ
ー

に
迎
え
、﹁
日
本
国
外
の
評
論
家
た
ち
は
、引
き
継
が
れ
て
き
た
歴
史
や

伝
統
の
重
要
性
に
は
目
を
向
け
ず
、ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
、マ
ン
ガ
、ア

ニ
メ
の
影
響
や
、そ
の
皮
相
さ
、幼
稚
性
と
い
っ
た
面
の
み
を
取
り
上
げ

て
論
じ
る
ば
か
り
﹂と
い
う
問
題
意
識
に
立
ち
、﹁
作
家
自
身
と
社
会
に

対
す
る
見
解
が
描
写
さ
れ
た
、単
純
で
は
な
い
彼
ら
の
作
品
を
通
じ
て
、

西
洋
で
持
た
れ
て
い
る
典
型
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、日
本
の
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
か
つ
思
索
的
で
自
己
批
判
的
な
面
を
、ア
メ
リ
カ
の
人
々
に

紹
介

（
18
）

﹂す
る
展
覧
会
だ
っ
た
。二
〇
〇
四
年
に
同
じ
場
所
で
開
催
さ
れ
た

﹁
リ
ト
ル
・
ボ
ー
イ
﹂展
の
影
響
を
踏
ま
え
、﹁
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
﹂日
本

現
代
美
術
を
見
せ
た
い
と
い
う
思
い
に
は
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
し
、

ま
た
会
田
誠
、塩
田
千
春
、名
和
晃
平
を
は
じ
め
と
す
る
中
堅
～
若
手
作

家
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
一
定
の
強
度
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。﹃
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ス
﹄を
は
じ
め
と
す
る
各
メ
デ
ィ
ア
の
反

応
も
上
々
で
、こ
の
展
覧
会
自
体
は
成
功
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
中
で
、私
が
感
じ
た
の
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
。私
は
こ

の
展
覧
会
コ
ン
セ
プ
ト
を
読
ん
だ
時
に
、漫
画
、ア
ニ
メ
と﹁
か
わ
い
い
﹂

文
化
が
同
列
に
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
違
和
感
を
覚
え
た
。﹁
か

わ
い
い
﹂文
化
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
関
係
す
る
位
相
の
も
の
で
、質
の
高

低
は
あ
っ
て
も
、﹁
作
品
﹂と
し
て
存
在
す
る
漫
画
、ア
ニ
メ
と
は
一
緒
に

語
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
が
、つ
ま
り
、こ
の
よ
う
な
表
面
的
な
理
解

こ
そ
が
、今
、日
本
文
化
に
対
す
る
理
解
の
程
度
な
の
で
あ
る
。す
べ
て

は
ア
ー
ト
に
関
係
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
し
か
な
い
よ
う
な
、そ
ん
な
状

況
の
中
で
は
、漫
画
を
漫
画
と
し
て
取
り
上
げ
る
意
義
、影
響
力
は
薄
い
。

共
通
の
思
考
の
土
台
に
乗
っ
て
い
な
い
の
だ
。私
は
、仕
事
の
上
で
、現

代
の
表
現
、現
代
美
術
と
分
け
る
こ
と
な
く
漫
画
を
扱
っ
て
い
く
こ
と

を
重
ん
じ
て
き
た
が
、た
と
え
ば
、漫
画
文
化
を
消
化
し
、自
ら
の
も
の

と
し
た
上
で
、美
術
に
取
り
組
ん
で
い
る
現
代
美
術
作
家
に
つ
い
て
、彼

ら
の
表
現
の
何
に
漫
画
と
い
う
芸
術
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
か
を
海
外

に
向
け
て
説
く
仕
事
な
ど
の
ほ
う
が
、国
内
外
、あ
る
い
は
異
な
っ
た
表

現
同
士
を
橋
渡
し
す
る
上
で
は
急
務
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

　

今
後
、あ
え
て
漫
画
の
展
覧
会
を（
意
義
の
あ
る
も
の
と
し
て
）行
う

と
す
れ
ば
、そ
れ
は
横
山
裕
一
展
の
よ
う
な
、も
う
一
つ
新
し
い
作
品
を

作
る
よ
う
な
作
業
に
な
る
だ
ろ
う
。そ
し
て
そ
の
前
に
、大
き
く
広
が
っ

て
い
る
表
現
の
世
界
を
平
た
く
見
つ
め
返
す
作
業
が
必
要
だ
と
い
う
こ

と
を
、今
、改
め
て
感
じ
る
の
で
あ
る
。
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註（
₁
）美
術
館
初
の
本
格
的
漫
画
展
と
言
わ
れ
る﹁
手
塚
治
虫
展
﹂（
東
京
国
立
近
代
美
術
館

ほ
か
、朝
日
新
聞
社
主
催
）が
一
九
九
〇
年
、現
代
美
術
の
文
脈
で
漫
画
を
捉
え
た
東

京
都
現
代
美
術
館
の﹁
マ
ン
ガ
の
時
代
﹂展
が
一
九
九
八
年
に
開
催
さ
れ
て
い
る
。一

九
九
三
年
の﹁
鳥
山
明
の
世
界
展
﹂（
川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ほ
か
、読
売
新
聞
社

主
催
）は
川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
最
高
入
場
者
記
録
を
現
在
も
保
持
し
て
い

る
。

（
₂
）例
え
ば
、北
澤
憲
昭﹃
眼
の
神
殿  
﹁
美
術
﹂受
容
史
ノ
ー
ト
﹄美
術
出
版
社
、一
九
八
九

年
。

（
₃
）例
え
ば
ア
メ
リ
ア
・
ア
レ
ナ
ス
の
提
唱
し
た
、鑑
賞
者
主
体
の
美
術
鑑
賞
が
ブ
ー
ム
を

巻
き
起
こ
し
た
。（
ア
メ
リ
ア
・
ア
レ
ナ
ス
・
川
村
記
念
美
術
館
監
修
・
福
の
り
子
訳﹃
な

ぜ
こ
れ
が
ア
ー
ト
な
の
？
﹄淡
交
社
、一
九
九
八
年
）

（
₄
）例
え
ば
、次
の
よ
う
な
言
説
に
漫
画
展
が
難
し
い
と
い
う
認
識
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。﹁
そ
れ
に
し
て
も
、美
術
館
で
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
の
展
覧
会
を
開
催
す
る
、と
い

う
こ
と
の
難
し
さ
と
空
し
さ
を
、あ
ら
た
め
て
感
じ
た
。端
的
な
話
、結
局
、原
画
や
複

製
の
数
コ
マ
を
並
べ
る
以
外
に
、展
示
の
方
法
が
な
い
の
で
あ
る
。ス
ト
ー
リ
ー
を
ほ

と
ん
ど
伝
え
る
こ
と
な
く
、ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
を
提
示
す
る
、と
い
う
な
ん
と
も
矛

盾
に
満
ち
た
方
法
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。﹂（
山
下
裕
二﹁
マ
ン
ガ
・
美
術
・

批
評
を
め
ぐ
る
透
視
図
﹂﹃
美
術
手
帖
﹄No. 

₇₆₄
、特
集﹁
マ
ン
ガ
・
二
次
元
の
総
合
芸
術
﹂

美
術
出
版
社
、一
九
九
八
年
十
二
月
号
）

（
₅
）タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
違
い
か
ら
一
概
に
比
較
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、例
え
ば
、い
わ
ゆ

る
人
気
の
あ
る
現
代
マ
ン
ガ
を
展
示
す
る
展
覧
会
の
、こ
こ
五
年
間
の
動
向
を
見
る

と
次
の
通
り
で
あ
る
。﹁
Ｃ
Ｌ
Ａ
Ｍ
Ｐ
四
展
﹂二
〇
〇
五
年
、一
万
八
八
三
八
人
／﹁
み

ん
な
の
ド
ラ
え
も
ん
展
﹂二
〇
〇
七
年
、一
万
九
六
二
七
人
／﹁
安
彦
良
和
原
画
展
﹂二

〇
〇
七
年
、一
万
九
八
人
／﹁
少
女
マ
ン
ガ
パ
ワ
ー
！
﹂展
、二
〇
〇
八
年
、一
万
一
四

三
八
人
／﹁
サ
ン
デ
ー
・
マ
ガ
ジ
ン
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
週
刊
少
年
漫
画
誌
の
50
年
展
﹂二
〇
〇

九
年
、六
八
四
〇
人
。筆
者
が
川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
へ
赴
任
し
た
二
〇
〇
六
年

当
時
は
、館
内
で﹁
漫
画
展
に
は
集
客
が
望
め
る
﹂と
い
う
言
葉
が
よ
く
飛
び
交
っ
て

い
た
が
、現
在
、そ
の
よ
う
な
状
況
は
な
い
。

（
₆
）
実
際
は
フ
ラ
ン
ス
の
出
版
社
エ
デ
ィ
シ
ョ
ン
・
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
社
よ
り
出
さ
れ
た

﹃T
ravo

u
x P

u
b
lics

﹄が
先
で
あ
る
が
、本
稿
で
は
日
本
の
状
況
に
話
を
絞
る
。

（
₇
）横
山
が
テ
キ
ス
ト
と
し
た
の
は﹃
テ
ク
ノ 

ま
ん
が
の
描
き
方 

入
門
編
﹄（
一
九
九
四

年
、株
式
会
社
テ
ク
ノ
）と
い
う
本
で
あ
る
。こ
の
本
は
画
材
店
な
ど
で
販
売
さ
れ
て

い
た
も
の
で
、漫
画
を
描
こ
う
と
す
る
初
心
者
の
疑
問
に
答
え
る
内
容
と
な
っ
て
い

る
。絵
柄
は
少
女
漫
画
で
あ
る
。目
次
は
次
の
通
り
。﹁
ま
ん
が
の
描
き
方
の
キ
ソ
の
キ

ソ
、道
具
の
使
い
方
選
び
方
、効
果
、ま
ん
が
を
描
く
前
に
知
っ
て
お
く
こ
と
、道
具
の

買
い
方
﹂

（
₈
）た
だ
し
図
録
に
関
し
て
は
展
示
す
る
原
画
の
ほ
と
ん
ど
が
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
、

ま
た
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
も
ブ
ル
ー
マ
ー
ク
か
ら
画
集
が
出
版
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ

っ
た
た
め
、あ
え
て
再
録
す
る
意
義
が
薄
い
と
い
う
理
由
か
ら
も
制
作
を
見
合
わ
せ

る
こ
と
と
な
っ
た
。そ
の
代
わ
り
に
、本
展
が
建
築
家
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ

る
旨
を
鑑
み
、展
示
風
景
を
中
心
に
収
録
し
た
記
録
集
を
作
る
こ
と
と
な
っ
た
。こ
の

記
録
集
に
は
作
家
の
バ
イ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
も
掲
載
し
た
。

（
₉
）ト
ラ
フ
建
築
設
計
事
務
所
：
鈴
野
浩
一
と
禿
真
哉
に
よ
り
二
〇
〇
四
年
に
設
立
。建
築

の
設
計
の
ほ
か
、イ
ン
テ
リ
ア
、プ
ロ
ダ
ク
ト
、空
間
デ
ザ
イ
ン
な
ど
そ
の
活
動
は
多

岐
に
渡
り
、若
手
で
最
も
注
目
を
集
め
て
い
る
建
築
事
務
所
の
一
つ
。代
表
者
の
一
人
、

鈴
野
浩
一
は
普
段
か
ら
よ
く
漫
画
を
好
ん
で
読
み
、ま
た
横
山
裕
一
の
フ
ァ
ン
で
も

あ
る
と
自
ら
語
る
。そ
の
よ
う
な
建
築
家
の
熱
意
に
よ
り
作
品
内
容
が
よ
く
消
化
さ

れ
た
見
事
な
展
示
デ
ザ
イ
ン
が
出
来
上
が
っ
て
き
た
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。

（
10
）初
期
の
絵
画
作
品
と
し
て
は
、ブ
ル
ー
マ
ー
ク
の
画
集
に
収
録
さ
れ
た
作
品
群
の
ほ

か
に
、布
に
描
い
た
作
品
が
あ
り
、横
山
の﹁
平
面
性
﹂へ
の
傾
倒
を
示
す
例
と
し
て
貴

重
な
展
示
物
と
な
っ
た
。ま
た
会
場
に
は
作
家
の
作
業
ス
ペ
ー
ス
を
設
け
る
と
と
も

に
、子
供
時
代
の
作
品
と
、パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
示
す
資
料
と
し
て
友
人
と
の
会
話
を

録
音
し
た
大
量
の
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
や
、日
記
、作
品
の
下
書
き
な
ど
を
展
示
し
、作

家
の
全
体
像
を
浮
き
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
注
力
し
た
。

（
11
）金
澤
韻﹁
マ
ン
ガ
×
美
術
館
﹂﹃
マ
ン
ガ
と
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
出
会
う
と
き
﹄臨
川
書
店
、

二
〇
〇
九
年
、一
〇
七
頁
。

（
12
）﹁
会
場
全
域
を
占
め
る
大
き
な
楕
円
状
の
台
に
は
漫
画
原
稿
が
並
ん
で
い
た
。漫
画
に

没
頭
す
る
う
ち
に
楕
円
に
沿
っ
て
移
動
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
、我
に
返
っ
た
瞬
間

自
分
の
居
場
所
を
錯
覚
す
る
。そ
の
錯
覚
が
、漫
画
の
中
に
い
る
も
う
一
人
の
自
分
と

同
期
す
る
の
が
楽
し
い
。﹂（
都
築
潤﹁
私
は
何
を
描
い
て
い
る
の
か
﹂﹃
美
術
手
帖
﹄二

〇
一
〇
年
七
月
号
）

（
13
）﹁
テ
ー
ブ
ル
の
内
側
と
外
側
に
人
が
群
が
り
、互
い
に
違
う
方
向
に
ぐ
る
ぐ
る
周
り
な

が
ら
作
品
を
読
む
。人
工
芝
の
上
を
ザ
ク
ザ
ク
歩
い
て
い
る
人
た
ち
の
姿
は
、﹃
ザ
ッ

ザ
ッ
ザ
ッ
ザ
ッ
⋮
﹄と
い
う
漫
画
の
効
果
音
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
な
感
じ
だ
っ
た
。﹂

（
上
條
桂
子﹁
横
山
裕
一﹃
ネ
オ
漫
画
﹄の
世
界
に
ど
っ
ぷ
り
浸
か
る
﹂﹃
エ
キ
サ
イ
ト
イ

ズ
ム
﹄（h

ttp
 : //w

w
w
. excite. co

. jp
/ism

/co
n
cierge/rid

_17056

）
二
〇
一

〇
年
六
月
八
日
）

（
14
）そ
の
他
の
媒
体
と
し
て
、﹃S

P
U

R

﹄（
シ
ュ
プ
ー
ル
）、﹃
フ
ィ
ガ
ロ
ジ
ャ
ポ
ン
﹄、﹃
真
夜

中
﹄、﹃
中
央
公
論
﹄、﹃
美
術
の
窓
﹄、﹃S

P
A
  !

﹄、﹃
ウ
ェ
ブ
デ
ザ
イ
ニ
ン
グ
﹄、﹃
デ
ザ
イ

ン
の
現
場
﹄、﹃T

im
e O

u
t T

o
kyo

﹄、﹃Q
U

O
T
A
T
IO

N

﹄、﹁A
rtscap

e

﹂、﹁m
o
n
o
-

go
co

ro

﹂な
ど
が
あ
る
。

（
15
）﹁
時
間
の
経
過
と
と
も
に
刻
々
と
移
り
変
わ
る
風
景
を
丁
寧
に
描
き
、文
章
で
理
解
さ

せ
る
の
で
は
な
く
、絵
で
想
像
さ
せ
る
。（
中
略
）一
瞬
の
動
き
を
デ
フ
ォ
ル
メ
し
、単

純
化
し
た
形
態
で
描
き
、躍
動
感
に
満
ち
て
い
る
。ま
っ
た
く
新
し
い
漫
画
と
い
っ
て

い
い
だ
ろ
う
。﹂（
渋
沢
和
彦﹁
わ
た
し
は
時
間
を
描
い
て
い
る
﹂﹃
産
經
新
聞
﹄二
〇
一

〇
年
五
月
十
二
日
）

（
16
）例
え
ば
、﹁
物
語
に
込
め
ら
れ
て
い
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
ど
に
関
わ
り
合
う
こ
と
な
く
、

紙
の
上
を
自
分
の
視
線
が
た
だ
動
き
回
る
こ
と
が
快
楽
に
な
っ
て
い
く
よ
う
な
不
思

議
な
感
覚
。こ
れ
は
も
し
か
し
た
ら
運
動
に
近
い
。運
動
は
経
験
的
な
も
の
だ
が
、そ

れ
を
視
覚
表
現
に
よ
っ
て
体
験
さ
せ
る
よ
う
な
試
み
で
は
な
い
か
。﹂（
住
友
文
彦﹁
視

線
と
意
識
が
動
き
回
る
時
間
﹂﹃
中
央
公
論
﹄二
〇
一
〇
年
六
月
）

（
17
）例
え
ば
、﹁
床
に
敷
き
つ
め
ら
れ
た
人
工
芝
の
、な
か
で
も
人
工
的
な
人
工
芝
。歩
く
た

び
に
生
じ
る
、そ
の
カ
サ
ッ
カ
サ
ッ
と
い
う
音
。サ
ー
キ
ッ
ト
か
ト
ラ
ッ
ク
を
連
想
さ

せ
る
、大
き
く
カ
ー
ブ
し
て
周
回
す
る
展
示
台
。中
央
仮
設
壁
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
プ

ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
の
強
い
光
に
よ
る
大
き
な
矩
形
。壁
ひ
と
つ
隔
て
て
鎮
座
ま
し
ま
す

虚
無
感
た
だ
よ
う
事
務
机
。こ
れ
ら
を
囲
ん
で
、既
設
の
展
示
ケ
ー
ス
の
な
か
に
封
じ

込
め
ら
れ
た
、横
山
裕
一
の
ピ
ン
ク
、グ
リ
ー
ン
、イ
エ
ロ
ー
、オ
レ
ン
ジ
と
い
っ
た
カ

ラ
フ
ル
な
作
品
た
ち
。展
示
空
間
全
体
は
、横
山
裕
一
な
ら
で
は
の
世
界
に
な
っ
て
い

る
。（
中
略
）こ
の
展
示
で
な
け
れ
ば
、（
中
略
）私
た
ち
は
、横
山
の﹁
鍵
刺
激
﹂的
感
性

の
可
能
性
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
﹂（
青
木
淳o

r

家

村
珠
代﹁
ネ
オ
漫
画
の
全
記
録
：
わ
た
し
は
時
間
を
描
い
て
い
る
﹂AR

T
iT

 

（h
ttp

 : //w
w

w
. art

︱it. asia/u
/review

d
1/h

o
8H

rT
aG

Q
d
yA

S
izJW

q
v3/

）、

二
〇
一
〇
年
六
月
九
日
）

（
18
）﹁
バ
イ
バ
イ
キ
テ
ィ
！
！
！
﹂展
序
文
よ
り
。
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特
集

漫
画
と
マ
ン
ガ
、そ
し
て
芸
術

21

「
無
意
味
」の「
解
読
」

―
現
代
マ
ン
ガ
か
ら
見
た
村
上
隆
の
絵
画

ジャクリーヌ・
ベ ル ン ト

は
じ
め
に

　

一
九
九
〇
年
代
半
ば
以
降
、現
代
美
術
の
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
と
評
論
家

が
日
本
マ
ン
ガ
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
、美
術
と
マ
ン
ガ

と
の
関
係
を
村
上
隆
の
活
動
に
代
表
さ
せ
て
論
じ
て
い
る
場
合
が
多
い

（
₁
）

。

と
こ
ろ
が
、村
上
論
の
過
半
数
は
、マ
ン
ガ
論
を
考
慮
に
入
れ
ず
、主
に

制
度
と
言
説
と
し
て
の
美
術
、
あ
る
い
は
作
品
か
ら
読
み
取
れ
る﹁
日

本
﹂や﹁
オ
タ
ク
﹂と
い
っ
た
表
象
文
化
論
に
集
中
し
て
き
た
と
言
え
る
。

そ
の
際
、﹁
マ
ン
ガ
﹂を﹁
ア
ニ
メ
﹂や﹁
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
﹂と
同
化
し
て

し
ま
う
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。例
え
ば
、﹁
村
上
は
、彼
の﹃
日
本
画
﹄の
遺

産
を
意
識
的
に
再
流
用
し
、日
本
の
近
代
化
制
作
の
な
か
で
、周
縁
に
追

い
や
ら
れ
て
き
た
ア
ニ
メ
や
前
近
代
の
美
を
再
び
中
心
に
据
え
る
こ
と

で
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
節
合
を
実
践
し
﹂て
き
た
、と
い
う
二
〇
〇
一

年
の
評
価
が
そ
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
る

（
₂
）

。二
〇
〇
七
年
に
ロ
サ
ン
ゼ

ル
ス
現
代
美
術
館
か
ら
始
ま
っ
た﹁©

M
u
rakam

i

﹂展
の
企
画
者
ポ
ー

ル
・
シ
ン
メ
ル
も
、村
上
は
自
作
の﹁
技
法
的
な
側
面
よ
り
、そ
の
文
化
的

な
環
境
を
注
目
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
﹂と
見
定
め
て
い
る

（
₃
）

。

　

本
稿
で
は
、読
者
の
立
場
を
重
視
し
て
き
た
日
本
の
マ
ン
ガ
研
究
を

念
頭
に
、村
上
の﹁
マ
ン
ガ
﹂的
な
絵
画
を
め
ぐ
る
、い
わ
ば
脱
制
度
論
的
、

脱
表
象
論
的
な
問
題
提
起
を
試
み
る
。ま
ず
、村
上
の
絵
画
お
よ
び
発
言

に
は
ど
の
よ
う
な﹁
マ
ン
ガ
﹂観
が
登
場
し
て
い
る
か
を
問
う
。次
に
、村

上
が
専
攻
し
た﹁
日
本
画
﹂の
側
面
か
ら
、そ
の
一
九
九
〇
年
代
後
半
以

降
の﹁
マ
ン
ガ
﹂的
な
絵
画
を
考
察
す
る
。具
体
的
に
は
、村
上
の
絵
画
の

モ
チ
ー
フ
を
文
化
論
的
に
解
読
す
る
こ
と
か
ら
、﹁
解
読
﹂行
為
自
体
へ

と
焦
点
を
移
す
こ
と
と
す
る

（
₄
）

。ま
さ
に
視
覚
表
現
を﹁
解
読
﹂の
対
象
と

す
る
こ
と
で
、近
年
、グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
模
で
最
も
普
及
し
て
い
る
タ
イ

プ
の
マ
ン
ガ

（
₅
）

と
の
接
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。そ
し

て
、村
上
が﹁
マ
ン
ガ
﹂的
な
絵
画
を
発
表
し
始
め
た
こ
と
が
、彼
の﹁
日

本
画
へ
の
回
帰
﹂と
時
を
同
じ
く
し
て
い
る
と
い
う
現
象
を
手
が
か
り

に
、果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
日
本
画
を﹁
意
識
的
に
再
流
用
﹂し
た
か
を

感
性
論
的
に
も
美
術
史
学
的
に
も
追
求
す
る
。そ
の
結
果
、﹁
記
号
性
の

高
い

（
₆
）

﹂日
本
画
と
そ
の
共
感
的
な﹁
解
読
﹂に
辿
り
着
け
る
だ
ろ
う
。最
後

に
、村
上
の﹁
マ
ン
ガ
﹂的
な
絵
画
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
国
内
と
国
外
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
に
言
及
し
て
お
く
。

１　

村
上
隆
の「
マ
ン
ガ
」

　

村
上
隆
の
活
動
は
、美
術
と
マ
ン
ガ
と
い
っ
た
領
域
を
横
断
す
る
と

い
う
よ
り
は
、前
者
に
止
ま
っ
て
し
ま
う
傾
向
が
目
立
つ
。﹁
日
本
の
マ

ン
ガ
言
説
に
は
、マ
ン
ガ
を﹃
た
か
が
マ
ン
ガ
﹄と
位
置
づ
け
る
こ
と
に

﹃
マ
ン
ガ
の
文
化
的
価
値
を
見
出
﹄し
、権
力
に
対
す
る
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
文

化
の
自
律
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
欲
望
が
、す
く
な
か
ら
ず
含
ま
れ

て
い
る

（
₇
）

﹂と
い
う
現
状
を
自
覚
せ
ず
、村
上
は
二
〇
一
〇
年
七
月
十
日
に

京
都
国
際
マ
ン
ガ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
開
催
さ
れ
たB

O
M

E （
₈
）

と
の
ト
ー

ク
シ
ョ
ー
で
、マ
ン
ガ
の
存
在
意
義
を
強
調
し
た
た
め
、聴
衆
者
と
の
間

で
食
い
違
い
を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。こ
れ
ほ
ど
マ
ン
ガ
を
取
り
巻

く
状
況
に
馴
染
ん
で
い
な
い
こ
と
を
暴
露
し
た
村
上
は
、そ
も
そ
も
マ

ン
ガ
界
で
は
あ
ま
り
評
価
さ
れ
て
い
な
い
。そ
れ
は
細
野
不
二
彦
の
マ

ン
ガ﹁
ギ
ャ
ラ
リ
ー
フ
ェ
イ
ク
﹂（﹃
ビ
ッ
ク
・
コ
ミ
ッ
ク
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
﹄

初
出
）か
ら
も
窺
え
る
。22
巻
₄
章（
二
〇
〇
一
年
発
行
）の﹁
カ
リ
ス
マ

真
贋
﹂で
は
、村
上
隆
と
思
わ
せ
る
よ
う
な﹁
今
年
の
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
の

新
星
﹂と﹁
ア
ニ
メ
や
ゲ
ー
ム
に
登
場
す
る
ロ
ボ
ッ
ト
や
、宇
宙
船
や
ら

兵
器
や
ら
⋮
⋮
﹂の
メ
カ
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
の
対
立
を
描
い
て
い
る︵
図

₁
︶。贋
作
・
レ
プ
リ
カ
専
門
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
オ
ー
ナ
ー
で
あ
る
主
人
公

の
藤
田
玲
司
は
、メ
カ
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
熱
意
を
込
め
た
制
作
や
そ
れ
へ

の
純
粋
な
献
身
を
本
格
的
な
ア
ー
ト
と
見
な
す
一
方
、
流

ア
プ
ロ
プ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

用
を
コ
ン

セ
プ
ト
と
す
る
美
術
を﹁
盗
作
に
す
ぎ
な
い
﹂と
否
定
す
る
。近
代
主
義

的
な
芸
術
概
念
の
延
長
線
上
に
あ
る﹁
真
贋
﹂に
固
執
し
、そ
れ
を
新
し

い
対
象
に
単
に
適
用
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、芸
術
的
な﹁
真
贋
﹂の
彼
方

に
位
置
し
て
い
る
は
ず
の
マ
ン
ガ
の
主
張
と
し
て
は
相
応
し
い
と
は
思

え
な
い
が
、マ
ン
ガ
家
で
は
な
く
メ
カ
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
を
現
代
美
術
家
の

図1	 細野不二彦「ギャラリーフェイク」（『ビック・コミック
ス』）22巻、小学館、2001年、4章
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対
極
に
据
え
た
の
は
、村
上
自
身
の
活
動
と
一
致
し
て
い
る
。彼
に
と
っ

て
マ
ン
ガ
は
必
ず
し
も
必
然
的
な
要
素
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、村
上
が
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
と
な
っ
た﹁
リ
ト
ル
・
ボ
ー
イ
：
爆
発

す
る
日
本
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
・
ア
ー
ト
﹂展

（
₉
）

の
図
録
を
見
て
み
よ
う
。

そ
こ
に
松
本
零
士
の
ア
ニ
メ﹁
宇
宙
戦
艦
ヤ
マ
ト
﹂は
、﹁
メ
カ
﹂に
注
目

し
て
し
ま
う
オ
タ
ク
と
い
う
フ
ァ
ン
層

（
10
）

に
焦
点
を
当
て
る
た
め
に
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
水
木
し
げ
る﹁
ゲ
ゲ
ゲ
の
鬼
太
郎
﹂
と
藤

子
・
Ｆ
・
不
二
雄﹁
ド
ラ
え
も
ん
﹂、鳥
山
明﹁
ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
﹂と
い
っ

た
マ
ン
ガ
作
品
に
つ
い
て
言
及
し
、二
〇
〇
七
年
に
は
相
原
コ
ー
ジ
、吉

田
戦
車
、朝
倉
世
界
一
、い
が
ら
し
・
み
き
お
を
加
え
る
。し
か
し
、例
に

挙
げ
ら
れ
る
マ
ン
ガ
は
画
風
的
に
も
物
語
的
に
も
村
上
の
絵
画
と
直
接

関
係
な
く
、そ
れ
を
文
化
論
的
に
裏
付
け
る
よ
う
な
役
割
し
か
果
た
し

て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。マ
ン
ガ
読
者

と
し
て
の
村
上
は
、
大
友
克
洋﹁A

K
IR

A

﹂（﹃
週
刊
ヤ
ン
グ
マ
ガ
ジ
ン
﹄

一
九
八
二
～
九
〇
年
）や
宮
崎
駿﹁
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
﹂（﹃
ア
ニ
メ
ー

ジ
ュ
﹄一
九
八
二
～
九
四
年
）に
最
も
深
く
影
響
さ
れ
た
と
い
う
が

（
11
）

、画

家
と
し
て
の
村
上
は
、作
者
性
の
高
い
こ
の
二
作
と
は
対
照
的
に
、視
覚

表
現
の
面
で
も
物
語
の
社
会
的
規
模
の
面
で
も﹁
ス
ー
パ
ー
フ
ラ
ッ
ト
﹂

な
、キ
ャ
ラ
萌
え
系
の
マ
ン
ガ
を
対
象
と
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、キ
ャ
ラ
萌
え
系
と
は
実
際
、マ
ン
ガ
作
品
自
体
よ
り
、キ

ャ
ラ
ク
タ
ー（
キ
ャ
ラ
）に
対
す
る
視
点
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。こ

の
視
点
か
ら
は
、物
語
の
独
創
性
と
奥
行
き
、ま
た
、コ
マ
構
成
な
ど
の

マ
ン
ガ
特
有
の
表
現
で
は
な
く
、二
次
創
作
か
ら
コ
ス
プ
レ
に
至
る
ま

で
読
者（
＝
ユ
ー
ザ
ー
）を
能
動
的
に
参
加
さ
せ
、そ
し
て
、同
じ
趣
向
を

共
有
で
き
る
関
係
を
持
た
せ
る
キ
ャ
ラ
の
存
在
が
そ
の
作
品
の
最
も
重

要
な
評
価
基
準
に
な
る
。読
者
と
作
品
の
関
係
か
ら
、読
者
と
キ
ャ
ラ
、

そ
し
て
読
者
と
読
者
の
共
感
的
な
関
係
に
重
点
を
移
し
た
マ
ン
ガ
は
も

は
や
キ
ャ
ラ
が
戯
れ
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
一
つ
で
し
か
な
く
、読

者
に
と
っ
て
そ
の
線
描
や
間ま

白は
く

な
（
12
）ど

の
特
徴
は
重
要
性
を
失
っ
て
し
ま

う
と
さ
え
さ
れ
て
い
る

（
13
）

。

　

し
か
し
、こ
の
深
読
み
の
相
対
化
は
必
ず
し
も﹁
解
読
﹂と
い
う
行
為

自
体
を
相
対
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
。視
覚
表
現
は
相
変
わ
ら
ず（﹁
ギ

ャ
ラ
リ
ー
フ
ェ
イ
ク
﹂な
ど
の
場
合
と
同
様
に
）そ
の
形
態
自
体
に
お
い

て
鑑
賞
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、意
味
の
乗
る
記
号
と
し
て
受
け
入
れ
ら

れ
る
。ま
た
、き
わ
め
て
狭
義
で
あ
る
こ
の
意
味
作
用
は
、紙
面
上
に﹁
読

者
﹂の
視
線
を
走
ら
せ
続
け
な
が
ら
、そ
の
諸
要
素
、そ
し
て
紙
面
内
外

の
諸
要
素
、さ
ら
に
言
う
と
、マ
ン
ガ
と
ア
ニ
メ
や
ゲ
ー
ム
な
ど
の
他
メ

デ
ィ
ア
を
絡
み
合
わ
せ
る﹁
関
係
﹂を
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。こ
の
関

係
作
り
に
お
け
る
マ
ン
ガ
の﹁
物
質
性
﹂は
、作
品
の
表
現
形
態
自
体
や

受
け
手
の
触
覚
で
は
な
く
、む
し
ろ
キ
ャ
ラ
の
視
覚
優
先
的
反
復
に
見

出
せ
る
。変
身
に
お
い
て
も
再
認
識
可
能
な
キ
ャ
ラ
の
顔
を
繰
り
返
し

繰
り
返
し
紙
面
に
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、単
な
る
線
画
で
し
か

な
い
キ
ャ
ラ
は
、存
在
感
と
い
う
物
質
性
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

村
上
は
、そ
のD

O
B

君
を
め
ぐ
る
諸
作
品
を
は
じ
め
と
し
て
、き
わ

め
て
早
い
時
期
か
ら
、キ
ャ
ラ
表
現
で
あ
る
が
故
に﹁
無
意
味
﹂に
見
え

や
す
い
マ
ン
ガ
、換
言
す
る
と
、さ
ま
ざ
ま
な
関
係
性
を
媒
介
す
る
点
に

お
い
て
新
た
な
意
味
合
い
を
獲
得
す
る
マ
ン
ガ
に
注
目
し
て
き
た
。従

っ
て
、村
上
の
絵
画
は
マ
ン
ガ
と
全
く
関
係
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、特

定
の
時
代
に
お
い
て
特
定
の
フ
ァ
ン
層
に
支
え
ら
れ
る
種
類
の
マ
ン
ガ

を
選
定
し
て
い
る
こ
と
が
認
識
で
き
る
。﹁O

N
E
 P

IE
C

E

﹂（﹃
週
刊
少

年
ジ
ャ
ン
プ
﹄一
九
九
七
年
～
）と﹁N

A
R

U
T
O

﹂（﹃
週
刊
少
年
ジ
ャ
ン

プ
﹄一
九
九
九
年
～
）、﹁
鋼

は
が
ね

の
錬
金
術
師
﹂（﹃
月
刊
少
年
ガ
ン
ガ
ン
﹄二
〇

〇
一
～
一
〇
年
）な
ど
の
こ
の
種
類
の
代
表
作
を
一
切
言
及
し
て
い
な

い
事
実
は
、村
上
が
具
体
的
な
マ
ン
ガ
文
化
に
対
し
て
お
い
て
い
る
距

離
を
改
め
て
意
識
さ
せ
る
。同
様
に
近
年
人
気
の
高
い﹁
花
よ
り
男
子
﹂

（﹃
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
﹄一
九
九
二
～
二
〇
〇
四
年
）や﹁
フ
ル
ー
ツ
バ
ス
ケ

ッ
ト
﹂（﹃
花
と
ゆ
め
﹄一
九
九
八
～
二
〇
〇
六
年
）な
ど
の
少
女
マ
ン
ガ

が
視
野
に
入
ら
な
い
こ
と
は
、以
前
か
ら
少
年
・
青
年
マ
ン
ガ
を
優
先
し

て
き
た
村
上
と
し
て
は
別
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

２　

村
上
隆
の「
日
本
画
」

　

村
上
隆
は
、周
知
の
通
り
、東
京
芸
術
大
学
で
十
一
年
間
、日
本
画
を

専
攻
し
、一
九
九
三
年
に
博
士
後
期
課
程
を
修
了
し
た

（
14
）

。﹁
日
本
画
﹂領
域

に
お
い
て
は
初
の
博
士
号
取
得
者
だ
っ
た
。し
か
し
、今
日
の
作
品
歴
に

日
本
画
は
一
切
登
場
し
な
い
。
現
代
美
術
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た

﹁T
A
K
A
S
H

I～
T
A
M

IY
A

﹂展（
一
九
九
一
年
）で
は
、タ
ミ
ヤ
社
の
シ

ン
ボ
ル
マ
ー
ク
と
そ
れ
に
含
ま
れ
る
ア
メ
リ
カ
国
旗
、さ
ら
に
米
軍
兵

隊
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
を
採
用
し
た︽
サ
イ
ン
ボ
ー
ド
Ｔ
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｙ
Ａ
︾シ
リ

ー
ズ
が
中
心
に
な
っ
て
い
た
。﹁
日
本
的
﹂な
モ
チ
ー
フ
や
優
れ
た
職
人

芸
を
通
し
て
鑑
賞
者
を
感
動
さ
せ
る
よ
う
な
日
本
画
と
は
明
ら
か
に
一

線
を
画
す
も
の
で
あ
っ
た
。鑑
賞
者
に
共
感
し
て
も
ら
う
よ
り
も
、そ
の

批
評
力
を
搔
立
て
現
代
社
会
や
現
代
美
術
に
疑
問
を
も
た
ら
し
た
の
は

︽
ラ
ン
ド
セ
ル
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
︾（
一
九
九
一
年
）や︽
シ
ー
ブ
リ
ー
ズ
︾

（
一
九
九
二
年
）な
ど
の
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
も
同
様
に
言

え
る
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、村
上
が
現
代
美
術
と
い
う
領
域
で
活
動
す
る
と
同
時
に
日

本
画
を
制
作
・
展
示
し
続
け
た
と
い
う
事
実
は
、現
在
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ

な
く
な
っ
て
い
る
。近
年
、そ
の
存
在
の
確
認
さ
え
難
し
い
が

（
15
）

、五
〇
頁

弱
の
博
士
論
文﹃
美
術
に
お
け
る﹁
意
味
の
無
意
味
の
意
味
﹂を
め
ぐ
っ

て
﹄の
第
₃
章
で
、前
述
の
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
並
ん
で
、大
き
な

粒
子
径
の
顔
料
を
用
い
な
が
ら
絵
具
の
物
質
性
を
目
立
た
せ
る
大
規
模

で
抽
象
め
い
た
自
作
の︽
カ
ラ
ー
ズ
／C

o
lo

rs

︾シ
リ
ー
ズ（
一
九
九
〇

～
九
三
年

（
16
）

）を
五
頁
に
も
わ
た
っ
て
解
説
し
、イ
ヴ
・
ク
ラ
イ
ン
の
、特
に

ブ
ル
ー
の
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
絵
画
や
、東
山
魁
夷
の
唐
招
提
寺
障
壁
画
に

お
け
る
群
青
色
、さ
ら
に
徳
岡
神
泉
の︽
富
士
山
︾（
一
九
六
五
年
～
、未

完
）と
関
連
づ
け
て
い
る
。後
者
に
マ
ー
ク
・
ロ
ス
コ
に
対
す
る
ア
イ
ロ

ニ
ー
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
は
さ
て
お
き
、巨
大
な
サ
イ
ズ
と
と
も
に
、

表
象
を
曖
昧
に
す
る
色
使
い
で
絵
画
と
い
う
美
術
ジ
ャ
ン
ル
の﹁
無
意

味
性
﹂を
示
唆
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
注
目
に
値
す
る
。村
上
自
身
は
そ
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の
意
図
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

﹁
私
は
そ
の
実
験
と
し
て
、超
大
作
的
サ
イ
ズ
に
、日
本
画
の
必
要

最
大
メ
ガ
ト
ン
高
級
ア
イ
テ
ム
＝
群
青
＋
日
本
人
の＂
泣
き
＂＋
日

本
画
壇
に
対
す
る
ア
イ
ロ
ニ
ー（
高
額
な
絵
の
具
は
高
い
価
値
を

生
み
出
す
）を
加
え
、受
験
の
問
題
を
ふ
ま
え
た
画
面
構
成
方マ

マ

に
基

づ
く
作
品
を
制
作
し
、そ
の
作
品
が
日
本
人
に
と
っ
て
ア
ウ
ラ
の

所
在
地
と
な
れ
る
か
否
か
に
ト
ラ
イ
し
た

（
17
）

。﹂

　

な
る
ほ
ど
、素
直
な
日
本
画
制
作
よ
り
も
、日
本
画
の
パ
ロ
デ
ィ
を
志

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。パ
ロ
デ
ィ
は
、一
九
九
〇
年
末
以
降
、同
人
誌

文
化
の
飛
躍
が
示
す
よ
う
に
、日
本
マ
ン
ガ
に
お
い
て
主
役
的
な
役
割

を
果
た
し
、マ
ン
ガ
研
究
に
お
い
て
も
評
価
さ
れ
て
き
た
が
、美
術
史
家

の
北
沢
憲
昭
は
、パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
の
村
上
作
に
可
能
性
を
見
出
さ
ず
、

そ
れ
を
日
本
画
と
い
う
領
域
を
脱
出
し
な
い﹁
し
ご
と
﹂と
し
て
い
る
。

﹁
東
京
都
美
術
館
の﹃
現
代
絵
画
の
一
断
面
﹄展（
一
九
九
三
年
）に

［
中
略
］出
品
し
て
い
る
村
上
隆
の
巨
大
画
面﹃
カ
ラ
ー
ズ
﹄も
、顔

料
の
輝
き
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
し
ご
と
だ
が
、し
か
し
、こ
れ
は
日

本
画
の
常
套
手
段
と
化
し
た
分
厚
い
重
ね
塗
り
の
パ
ロ
デ
ィ
と
見

る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、［
中
略
］シ
ニ
カ
ル
な﹃
日
本
画
﹄論
的
日

本
画
の
企
て
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、内
的
攪
乱
で
こ
そ
あ
れ
、転
位

の
可
能
性
の
は
る
か
手
前
に
あ
る
と
い
う
ほ
か
な
い

（
18
）

。﹂

　

博
士
課
程
修
了
の
直
後（
一
九
九
四
／
九
五
年
）、村
上
は
ア
メ
リ
カ

に
留
学
し
、そ
こ
で
二
〇
〇
〇
年
以
降
の﹁
ス
ー
パ
ー
フ
ラ
ッ
ト
﹂論
に

つ
な
が
る
外
的
な
視
点
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
る
。と
こ
ろ
が
、日
本
画
、

そ
し
て
日
本
の
現
代
美
術
界
に
対
す
る
こ
の
外
部
か
ら
の
視
点
は
、村

上
を
、一
見
し
て﹁
日
本
美
﹂を
感
じ
さ
せ
な
い
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン

の
制
作
か
ら
、絵
画
、否
、日
本
画
の
よ
う
な
絵
画
へ
と
回
帰
さ
せ
た
と

思
わ
れ
る
。一
九
九
六
年
以
降
に
発
表
し
た
ア
ク
リ
ル
絵
具
の
絵
画
は
、

そ
の
題
材
や
手
法
に
お
け
る
文
化
的
雑
種
性
に
加
え
、そ
の
装
飾
的
魅

力
に
よ
っ
て
十
分﹁
日
本
画
へ
の
回
帰
﹂と
い
う
印
象
を
与
え
る
が
、鑑

賞
者
に
挑
戦
す
る
よ
り
も
共
感
さ
せ
る
点
に
お
い
て
一
層﹁
日
本
画
﹂的

に
映
る
。

　

共
感
を
も
た
ら
す
方
法
の
一
つ
は
、受
け
手
の﹁
リ
テ
ラ
シ
ー
﹂に
訴

え
か
け
な
が
ら
、幅
広
く
共
有
さ
れ
る
記
号
を
採
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。

近
代（
特
に
戦
時
中
の
）日
本
画
に
お
け
る
富
士
山
と
桜
の
花
、旭
日
で

も
、村
上
の
絵
画
に
お
け
る
キ
ャ
ラ
、な
か
で
も
キ
ャ
ラ
化
し
た
お
花
な

ど
で
も
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。そ
し
て
、こ
の
よ
う
な
記
号

の﹁
解
読
﹂を
通
し
て
共
感
を
も
た
ら
す
た
め
に
は
、画
肌
か
ら
筆
の
跡

に
至
る
ま
で
絵
画
の﹁
物
質
性
﹂を
隠
蔽
さ
せ
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。

　

一
九
九
八
年
に
開
催
さ
れ
た﹁
マ
ン
ガ
の
時
代
﹂展

（
19
）

は
、﹁
第
26
章  

ア

ー
ト
と
マ
ン
ガ
と
の
間
﹂を
そ
の
最
終
セ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
い
た
が
、そ

こ
に
出
品
さ
れ
た
村
上
隆
の︽727

︾（［
セ
ブ
ン
・
ツ
ー
・
セ
ブ
ン
］
一
九

九
六
年
、三
〇
〇
×
四
五
〇
㎝
、図
₂
）を
そ
の
具
体
例
と
し
て
挙
げ
よ

う
。こ
の
ア
ク
リ
ル
絵
具
の
絵
画
に
は
、様
式
化（
あ
る
い
は
記
号
化
）さ

れ
た
波
の
上
に
乗
る
村
上
の
キ
ャ
ラD

O
B

君
が
登
場
し
て
い
る
。
所

蔵
先
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
が
葛
飾
北
斎
の︽
神
奈
川
沖
波
裏
︾

と
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る

（
20
）

の
に
対
し
、村
上
は
、︽
信
貴
山
縁
起
絵

巻
︾の
第
二
巻﹁
延
喜
加
持
の
巻
﹂に
登
場
す
る
剣
鎧
護
法
童
子
や
そ
の

足
下
を
め
ぐ
る
動
線
め
い
た
雲
を
参
照
し
た
と
述
べ
て
い
る

（
21
）

。た
だ
し
、

こ
の
事
実
よ
り
も
本
論
に
と
っ
て
重
要
な
の
は﹁
本
作
は
別
に
何
も
表

象
し
な
い
﹂と
い
う
村
上
の
発
言
で
あ
る

（
22
）

。つ
ま
り
、︽727

︾を
、大
阪
の

化
粧
品
ブ
ラ
ン
ド727

と
も
オ
タ
ク
の
キ
ャ
ラ
萌
え
と
も
、
近
代
日
本

に
お
け
る
日
本
画
と
も
日
本
に
お
け
る
美
術
大
学
の
入
試
と
も
関
連
づ

け
ず
、鑑
賞
者
が
そ
れ
ら
を
深
読
み
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
な
い
。博
士

論
文
の
題
名
に
お
け
る﹁
無
意
味
﹂に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
た
の
は
、ま

さ
に
表
象
と
そ
の
深
読
み
な
の
で
あ
る
。﹃
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー

︱
ス
タ

イ
ル
が
意
味
す
る
も
の

（
23
）

﹄の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
デ
ィ
ッ
ク
・
ヘ

ブ
デ
ィ
ジ
も
、︽727

︾を﹁
内
容
を
欠
い
て
い
る
﹂絵
と
見
な
し
て
い
る
。

そ
し
て
、﹁
無
内
容
﹂で
あ
る
か
ら
こ
そ﹁
記
号
の
物
質
性
﹂に
注
目
さ
せ

ら
れ
る
と
し
て
い
る

（
24
）

。そ
れ
は
、前
述
し
た﹁
物
質
性
の
隠
蔽
﹂と
矛
盾
す

る
か
の
よ
う
な
主
張
で
あ
る
。た
だ
し
、ヘ
ブ
デ
ィ
ジ
の
い
う﹁
物
質
性
﹂

は
、﹁
意
味
作
用
﹂の
対
極
に
す
ぎ
な
い
。確
か
に
、村
上
の﹁
無
意
味
﹂は
、

表
象
的
な
意

シ
グ
ニ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

味
作
用
・
意
味
づ
け
を
目
的
と
し
て
は
い
る
が
、そ
れ
に
限

ら
な
い
意
味
・
意ミ

ー

ニ

ン

グ

味
合
い
ま
で
に
は
及
ば
な
い

（
25
）

。
つ
ま
り
、︽727

︾
の
よ

う
な
絵
画
は
、鑑
賞
者
同
士
の
共
通
体
験
あ
る
い
は
関
係
性
を
め
ぐ
る

意
味
合
い
、ま
た
、そ
れ
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
情
動
的
な
意
味
合

図2	 村上隆	 	《727》	 	 1996年	 	 300×450	cm	 	 3 枚パネル、アクリル、キャンヴァス・板（『村上隆	 	召喚するかドアを開け
るか回復するか全滅するか』展図録（和英）、カイカイキキ・東京都現代美術館、38〜39頁より転載）

134B I J U T S U  F O R U M 21 VO L .24︱



い
を
喚
起
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

鑑
賞
者
が
、波
の
装
飾
的
な
線
を
追
っ
て
画
面
上
に
視
線
を
走
ら
せ

な
が
ら
、DO

B

君
と
と
も
に
感
性
的
に
面
白
い
動
き
に
浸
っ
て
し
ま

う
が
、こ
の
こ
と
に
特
に
意
味
作
用
を
持
た
せ
よ
う
と
し
て
い
な
い
。こ

の﹁
意
味
志
向
﹂か
ら
外
れ
る
動
き
は
、記
号
の
配
置
の
他
に
、﹁
超
な
め

ら
か
な
仕
上
げ
塗
装

（
26
）

﹂
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
。︽727

︾
は
、
キ
ャ
ン
バ
ス

に
ア
ク
リ
ル
絵
具
を
何
層
も
塗
り
重
ね
て
か
ら
、何
回
も
ヤ
ス
リ
を
か

け
研
削
し
た
上
に
描
い
て
出
来
上
が
っ
て
い
る
。結
果
的
に
そ
の
す
べ

す
べ
し
た
表
層
は
、画
家
の
ぬ
く
も
り
を
感
じ
さ
せ
ず
、肉
筆
画
と
い
う

よ
り
も
複
製
技
術
に
よ
る
も
の
に
見
え
る
。こ
の
作
品
は
作
家
の
個
性

を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
く
、鑑
賞
者
の
視
線
を
動
か
し
な
が
ら
、画
面

上
に
さ
ま
ざ
ま
な﹁
関
係
﹂、つ
ま
り
画
面
上
の
諸
要
素
の
関
係
、画
面
と

鑑
賞
者
と
の
関
係
を
作
ら
せ
る
こ
と
が
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。そ

の
際
、
鑑
賞
者
の
五
感
の
う
ち
、
視
覚
を
優
先
さ
せ
る
が
故
に
、︽727

︾

は
ス
ー
パ
ー
フ
ラ
ッ
ト
だ
け
で
な
く
、ス
ー
パ
ー
ス
ム
ー
ズ
あ
る
い
は

ス
ー
パ
ー
ク
リ
ー
ン
と
も
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。そ
し
て
、こ
の
感
性
的

次
元
に
日
本
画
と
の
類
似
性
が
見
出
せ
る
。と
は
言
え
、そ
れ
は
ど
の
よ

う
な
日
本
画
な
の
か
。

　

二
〇
〇
〇
年
の﹁
ス
ー
パ
ー
フ
ラ
ッ
ト
﹂展
の
図
録
に

（
27
）

、村
上
は
、東
山

魁
夷
と
土
田
麦
僊
、前
田
青
邨
、横
山
大
観
と
い
っ
た
日
本
画
家
を
取
り

上
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
戦
後
日
本
画
に
お
い
て
、﹁
政
治
の
耽
美
主
義

化
（
28
）

﹂と
決
別
し
よ
う
と
し
て
、﹁
象
徴
主
義
﹂か
ら
厚
塗
り
な
ど
に
代
表
さ

れ
る﹁
マ
チ
エ
ー
ル
﹂へ
と
移
行
し
た
作
家
は
、村
上
の﹁
日
本
画
﹂論
に

一
切
登
場
し
な
い
。戦
時
中
の
日
本
画
は
、例
え
ば
、帝
室
技
芸
員
で
あ

っ
た
横
山
大
観
の︽
山
に
因
む
十
題
︾（
一
九
四
〇
年
）の
よ
う
に
、直
接

﹁
戦
争
画
﹂と
見
な
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
が
、そ
の﹁
解
読
﹂し
や
す
い
シ

ン
ボ
リ
ッ
ク
な
記
号
を
通
し
て
戦
意
高
揚
的
な
思
想
と
関
わ
っ
て
は
い

た
。一
九
五
〇
年
代
の
戦
後
民
主
主
義
の
真
っ
た
だ
中
で
大
観
が
描
き

続
け
る
霊
峰
の
絵
は
戦
時
中
と
は
異
な
る
解
読
の
対
象
と
な
っ
た
だ
ろ

う
が
、大
野
俶ひ

で

嵩た
か

や
杉
山
寧

や
す
し

な
ど
は
、な
め
ら
か
な
画
面
よ
り
も
大
き
な

粒
子
径
の
顔
料
を
採
用
し
、視
覚
優
先
的
記
号
性
を
触
覚
的
物
質
性
と

入
れ
替
え
な
が
ら
、抽
象
絵
画
ま
た
は
モ
ノ
と
し
て
の
絵
画
を
追
求
す

る
よ
う
に
な
る
。そ
の
一
環
で
、素
材
や
技
法
を
制
御
し
よ
う
と
す
る
職

人
芸
的
な
志
向
に
対
し
て
懐
疑
を
示
し
、偶
然
の
役
割
を
重
視
し
て
い

た
こ
と
を
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

村
上
の
絵
画
は
、マ
チ
エ
ー
ル
中
心
の
戦
後
以
降
の
日
本
画
に
対
し

て
明
ら
か
に
距
離
を
お
い
て
き
た
。そ
れ
を
認
め
た
上
、上
記
か
ら
少
な

く
と
も
二
つ
の
結
論
を
引
き
出
せ
る
は
ず
で
あ
る
。ま
ず
、村
上
の﹁
マ

ン
ガ
﹂的
な
絵
画
を
、絵
画
と
マ
ン
ガ（
あ
る
い
は
ア
ニ
メ
）と
の
関
係
だ

け
で
な
く
、日
本
画
領
域
内
の
異
な
る
立
場
へ
と
還
元
す
る
必
要
も
あ

る
と
思
わ
れ
る
。ま
た
、戦
後
日
本
で
東
山
魁
夷
や
、博
士
課
程
で
村
上

を
指
導
し
た
加
山
又
造
な
ど
を
代
表
に
、﹁
記
号
性
中
心
﹂の
日
本
画
は

確
か
に
存
続
し
て
い
た
が
、﹁
マ
チ
エ
ー
ル
中
心
﹂の
日
本
画
へ
の
抵
抗

か
ら
生
ま
れ
て
き
た
か
の
よ
う
な
村
上
の
絵
画
は
、戦
時
中
の
日
本
画

と
は
思
想
的
な
接
点
が
な
く
て
も
、手
法
的
・
感
性
的
な
類
似
性
が
あ
る
。

そ
れ
を
手
が
か
り
に
、オ
タ
ク
文
化
の
起
源
を
、戦
時
中
の
マ
ン
ガ
へ
と

還
元
す
る
大
塚
英
志
の
論
考
を
想
起
す
る
の
は
筆
者
の
み
な
の
だ
ろ
う

か
（
29
）

。
お
わ
り
に

―
イ
ン
パ
ク
ト

　

村
上
は
、ベ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
日
本
館
に
お
い
て
日
本
を

代
表
す
る
作
家
に
選
ば
れ
た
こ
と
は
な
い
が
、五
十
回
目
の
ビ
エ
ン
ナ

ー
レ
開
催
に
当
た
る
二
〇
〇
三
年
に
、コ
ッ
レ
ー
ル
美
術
館
で
の﹁
ピ
ト

ゥ
ー
ラ
／
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ  

ラ
ウ
シ
ェ
ン
バ
ー
グ
か
ら
村
上
ま
で
﹂

展
に
は
、唯
一
の
非
西
洋
人
画
家
と
し
て
登
場
し
た
。展
覧
会
の
入
口
で
、

ル
イ
・
ヴ
ィ
ト
ン
の
た
め
に
制
作
し
た
短
編
ア
ニ
メ﹁
ス
ー
パ
ー
フ
ラ
ッ

ト
・
モ
ノ
グ
ラ
ム
﹂が
上
映
さ
れ
、一
番
最
後
に
絵
画︽S

u
p
erflat Jel-

lyfish
 E

yes 1 &
 2

︾（
二
〇
〇
三
年
、各
二
〇
〇
×
三
九
七
㎝
）が
展

示
さ
れ
た
。キ
ュ
レ
ー
タ
ー
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ボ
ナ
ミ
に
よ
る
こ
の

出
品
選
択
は
、日
本
国
内
と
国
外
に
お
い
て
村
上
作
品
の
受
容
が
ど
の

よ
う
に
異
な
る
か
を
示
唆
す
る
。こ
の
相
違
に
は
い
く
つ
か
の
側
面
が

あ
る
が
、以
下
で
は
、二
点
の
み
に
触
れ
て
本
稿
を
締
め
く
く
ろ
う
。

　

第
一
点
と
し
て
は
、村
上
作
品
が
必
ず
し
も
、（
古
美
術
で
あ
れ
オ
タ

ク
文
化
で
あ
れ
）﹁
日
本
美
﹂へ
の
東
洋
趣
味
的
な
固
執
に
限
っ
て
受
容

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。ゼ
ロ
年
代
に
出

品
し
た
他
の
展
覧
会
か
ら
見
て
取
れ
る
よ
う
に

（
30
）

、文
化
論
よ
り
イ
メ
ー

ジ
論
と
の
関
係
か
ら
注
目
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。つ
ま
り
、デ
ジ
タ
ル
化

が
進
む
中
で
、絵
画
あ
る
い
は
広
義
の
視
覚
表
現
に
ど
の
よ
う
な﹁
リ
ア

ル
﹂を
求
め
れ
ば
よ
い
か
が
問
題
視
さ
れ
て
き
た
。そ
こ
で
は
、表
象
の

深
読
み
か
ら
外
れ
る﹁
イ
メ
ー
ジ
﹂と
そ
れ
が
ユ
ー
ザ
ー
の
生
活
的
・
社

会
的
現
実
に
も
た
ら
す
イ
ン
パ
ク
ト
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
第
二
に
、村
上
の
作
品（
絵
画
に
限
ら
ず
）を
表
象
物
と
把
握

し
て
、そ
れ
に﹁
意
味
﹂を
求
め
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
、そ
れ
と
も
、

そ
の
作
品
に
よ
る
イ
ン
パ
ク
ト
に
焦
点
を
当
て
た
方
が
よ
い
か
と
い
う

問
題
に
つ
な
が
る
。村
上
の﹁
マ
ン
ガ
﹂的
な
ア
ー
ト
は
、日
本
国
内
で
は

日
常
的
に
氾
濫
す
る
経
済
主
義
へ
の
賛
美
と
批
評
拒
否
を
単
に
反
復
す

る
か
の
よ
う
に
映
り
が
ち
で
あ
る
。し
か
し
、芸
術
作
品
と
消
費
物
、大

人
に
相
応
し
い
振
る
舞
い
と
幼
稚
性
、意
味
の
深
さ
と
浅
さ
な
ど
を
丁

寧
に
区
別
し
続
け
る
文
化
人
が
多
く
存
在
す
る
海
外
、特
に
欧
米
で
は
、

村
上
の
ア
ー
ト
が
日
本
国
内
で
予
測
で
き
な
い
よ
う
な
挑
発
的
な
イ
ン

パ
ク
ト
を
獲
得
し
得
る
。例
え
ば
、﹁©

M
u
rakam

i

﹂展
は
ロ
サ
ン
ゼ
ル

ス
と
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
そ
の﹁
露
骨
な
商
業
主
義
﹂の
た
め
に
美
術
評

論
家
の
反
発
を
買
い
、二
〇
一
〇
年
の﹁
ム
ラ
カ
ミ
・
ベ
ル
サ
イ
ユ
﹂展
は

フ
ラ
ン
ス
の
文
化
遺
産
保
護
者
に
よ
る
抗
議
を
呼
び
起
こ
し
た
。そ
の

際
、村
上
の
ア
ー
ト
は
、反
面
教
師
の
よ
う
に
、批
判
の
前
提
と
な
っ
た

芸
術
概
念
の
保
守
的
自
明
性
を
意
識
さ
せ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
批
評

力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
た
。た
だ
し
、こ
の
よ
う
な
批
評
力
に
気
づ

く
た
め
に
、﹁
無
意
味
﹂の
力
に
馴
染
ん
で
い
る
マ
ン
ガ
読
者
の
感
受
性

が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
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註（
₁
）村
上
隆
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
含
む﹃A

R
T
it

﹄の﹁M
an

gA
rt

特
集
﹂（
二
〇
〇
四
年

夏
・
秋
号
）参
照
。

（
₂
）松
井
み
ど
り﹁
日
本
絵
画
の
新
た
な
る
出
発
：﹃
マ
イ
ナ
ー
﹄さ
の
三
つ
の
相
﹂﹃
ユ
リ
イ

カ
﹄二
〇
〇
一
年
十
月
、一
五
五
頁
。

（
₃
）Pau

l S
ch

im
m

el : M
akin

g M
u
rakam

i, in
 : Ｃ

M
u
rakam

i, T
h
e M

u
-

seu
m

 o
f C

o
n
tem

p
o
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rt, L
A
, an

d
 T

akash
i M

u
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i / K
aikai 

K
iki C

o
. L

td
., ed

s, N
Y
 : R

izzo
li 2007, p

. 72.

（
₄
）
村
上
隆
に
つ
い
て
の
拙
稿
と
し
て
はJ. B

ern
d
t : 

“Bew
eglich

, fläch
ig, 

glatt : 

‘Jap
an

’ u
n
d
 

‘Man
ga

’ in
 d

en
 A

rb
eiten
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es K

ü
n
stlers M

u
-

rakam
i 

T
akash

i

” （in
 : 

S
tep

h
an

 
K
ö
h
n
 
&

 
M

artin
a 

S
ch

ö
n
b
ein

, 

ed
s, 

F
a
cetten

 
d
er 

ja
p
a
n
isch

en
 
P
o
p
u
lä

rku
ltu

r 
1, 

W
iesb

a
d
en

 

2005, p
p
. 5

︱36

）
が
あ
る
が
、
本
稿
は
、﹁©

M
u
rakam

i
﹂
展
開
催
中
の
二
〇
〇
八

年
十
一
月
一
日
に
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市M

M
K
 M

u
seu

m
で
行
っ
た
講
演
に
基

づ
い
て
い
る
。

（
₅
）Ｊ
・
ベ
ル
ン
ト﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
マ
ン
ガ
：
そ
の
諸
種
類
と
感
性
文
化
﹂大
城
房
美

他
編﹃
マ
ン
ガ
は
越
境
す
る
﹄世
界
思
想
社
、二
〇
一
〇
年
、一
九
～
三
九
頁
を
参
照
。

（
₆
）手
塚
治
虫
論
の
キ
ャ
ッ
チ
ュ
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
知
ら
れ
る﹁
記
号
性
が
高
い
﹂と
い
う

の
は
、本
稿
に
お
い
て
は
、写
実
絵
画
な
ど
の
対
極
に
位
置
づ
く﹁
言
語
﹂と
し
て
の
絵
、

つ
ま
り
鑑
賞
で
は
な
く
解
読
を
求
め
る
視
覚
表
現
を
指
し
、も
う
一
方
で
、神
尾
達
之

が
そ
の﹁
終
焉
の
記
号
、記
号
の
終
焉
﹂（﹃
マ
ン
ガ
研
究
﹄日
本
マ
ン
ガ
学
会
編
、九
号
、

二
〇
〇
六
年
四
月
、一
二
五
～
一
三
八
頁
）に
お
い
て﹁
記
号
化
を
徹
底
す
る
こ
と
で

記
号
に
よ
る
意
味
作
用
を
裏
切
っ
て
き
た
マ
ン
ガ
﹂と
呼
ん
だ
近
年
の
現
象
を
指
す
。

後
者
は
、後
述
す
る
村
上
隆
の
い
う﹁
無
意
味
﹂に
近
い
。

（
₇
）山
中
千
恵﹁
誰
の
た
め
の
マ
ン
ガ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
？
﹂、ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
：http

 : //

im
rc. jp

/lectu
re/2011/10/3. h

tm
l

（
最
終
確
認
：
二
〇
一
一
年
十
月
十
三
日
）

（
₈
）BO

M
E

：
ボ
ー
メ
。海
洋
堂
社
員
。原
型
師
と
し
て
フ
ィ
ギ
ュ
ア
を
発
表
。ま
た
、村
上

隆
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
現
代
美
術
界
で
も
評
価
さ
れ
て
い
る
。

（
₉
）Mu

rakam
i T

akash
i, ed

., L
ittle B

oy : T
h
e A

rts of Jap
an

’s E
x-

p
lod

in
g S

u
bcu

ltu
re, Jap

an
 S

o
ciety, Y

ale U
P
 2005.

（
10
）こ
の
フ
ァ
ン
層
が
、戦
艦
大
和
を
め
ぐ
る
歴
史
に
も
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
特
有
の
表
現

に
も
関
心
を
寄
せ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、佐
野
明
子﹁
戦
艦
大
和
イ
メ
ー
ジ
の

転
回
﹂（
奥
村
賢
編﹃
映
画
と
戦
争 

撮
る
欲
望
／
見
る
欲
望
﹄日
本
映
画
史
叢
書
10
、森

話
社
、二
〇
〇
九
年
）、特
に
二
八
九
～
二
九
七
頁
を
参
照
。

（
11
）﹃A

R
T
it

﹄二
〇
〇
四
年
夏
・
秋
号（
前
掲
書
）、三
六
頁
な
ど
。

（
12
）﹁
間
白
﹂と
い
う
造
語
は﹁
音
喩
﹂な
ど
と
同
様
に﹃
マ
ン
ガ
の
読
み
方
﹄（
宝
島
社
、一
九

九
五
年
；
夏
目
房
之
介
、竹
熊
健
太
郎
他
著
）に
由
来
す
る
。マ
ン
ガ
表
現
論
の
基
礎

文
献
で
あ
る
本
書
は
、文
字
通
り
の﹁
表
現
﹂よ
り
も
、﹁
文
法
﹂に
焦
点
を
当
て
、マ
ン

ガ
を
、解
読
可
能
な
記
号
か
ら
な
る
言
語
と
し
て
分
析
し
て
い
る
。

（
13
）伊
藤
剛﹃
テ
ヅ
カ
・
イ
ズ
・
デ
ッ
ド  

ひ
ら
か
れ
た
マ
ン
ガ
表
現
論
へ
﹄（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、

二
〇
〇
五
年
）を
参
照
。

（
14
）﹃
博
美
﹄
第
三
三
号
、（
論
文
）﹁
美
術
に
お
け
る﹃
意
味
の
無
意
味
の
意
味
﹄
を
め
ぐ
っ

て
：
ア
ウ
ラ
の
捏
造
を
考
察
す
る
﹂
＋（
作
品
）。
論
文
に
基
づ
く
作
品
：︽
カ
リ
エ
ス
︾

︽
ボ
リ
リ
ズ
ム
︾︽
Ｒ
．
Ｐ
．︾︽
日
本
画
カ
ラ
ー
ズ
︾
他
。http

 : //w
w

w
. lib

. geid
-

ai. ac. jp
/A

P
H

D
/A

R
T
P
H

D
. h

tm
l

（
最
終
確
認
：
二
〇
一
一
年
十
月
六
日
）。
一

九
九
九
年
六
～
九
月
、﹁
意
味
の
無
意
味
の
意
味
﹂
と
題
す
る
個
展
も
開
催
し
た

（C
en

ter fo
r C

u
rato

rial S
tu

d
ies M

u
seu

m
, B

ard
 C

o
llege, A

n
n
an

-

d
ale

︱o
n

︱H
u
d
so

n
, N

ew
 Y

o
rk

）。
そ
れ
と
関
連
し
た
出
版
物
は
次
の
通
り
。

A
m

an
d
a C

ru
z, M

atsu
i M

id
o
ri &

 D
an

a F
riis

︱H
an

sen
, ed

s, T
a-

kash
i M

u
rakam

i : T
h
e M

ean
in

g of th
e N

on
sen

se of M
ean

in
g, 

N
ew

 Y
o
rk : H

arry N
. A

b
ram

s 2000.
（
15
）そ
れ
は﹁
マ
タ
マ
タ
﹂と
題
す
る
絵
画
に
も
当
て
は
ま
る
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育﹁
土
曜
の
美
の

朝
シ
リ
ー
ズ  

気
鋭
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト  

ア
ニ
メ
世
代
の
冒
険  

村
上
隆
﹂（
一
九
九

七
年
七
月
五
日
六
時
三
〇
分
～
六
時
五
二
分
放
映
）に
登
場
し
た
が
、他
の
資
料
で
は

確
認
が
で
き
な
か
っ
た
。

（
16
）三
〇
〇
×
七
二
〇
㎝
。﹃
現
代
絵
画
の
一
断
面  

﹁
日
本
画
﹂を
超
え
て
﹄展
図
録
、東
京

都
美
術
館
、一
九
九
三
年
、三
四
～
三
五
頁
に
図
版
が
あ
る
。︽co

lo
rs

︾と
題
さ
れ
る

作
品
の
う
ち
一
点
は
丸
沼
芸
術
の
森
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。http

 : //m
aru

n
u
m

a

︱

artp
ark. co

. jp
/co

llectio
n
/0912. h

tm
l

（
最
終
確
認
：
二
〇
一
一
年
十
月
₆
日
）

（
17
）村
上
隆﹃
美
術
に
お
け
る﹁
意
味
の
無
意
味
の
意
味
﹂を
め
ぐ
っ
て
：
ア
ウ
ラ
の
捏
造
を

考
察
す
る
﹄東
京
芸
術
大
学
、﹃
博
美
﹄第
三
三
号
、一
九
九
三
年
、ペ
ー
ジ
番
号
な
し
。

（
18
）北
沢
憲
昭﹃﹁
日
本
画
﹂の
転
位
﹄ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、二
〇
〇
三
年
、一
九
三
頁
。

（
19
）﹃
マ
ン
ガ
の
時
代
：
手
塚
治
虫
か
ら
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
オ
ン
ま
で
﹄展
、東
京
都
現
代
美
術

館
・
広
島
市
現
代
美
術
館
、一
九
九
八
年
。

（
20
）
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
蔵
。http

 : //w
w

w
. m

o
m

a. o
rg/co

llectio
n
/

b
ro

w
se_resu

lts. p
h
p
?
criteria

=
O

%
3A

A
D

%
3A

E
%

3A
8480&

p
a
ge_

n
u
m

b
er =

1&
tem

p
late_id

=
1&

so
rt_o

rd
er =

1

（
最
終
確
認
：
二
〇
一
一
年
十
月

十
日
）

（
21
）Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
、一
九
九
七
年
、前
掲
。高
畑
勲﹃
十
二
世
紀
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン  

国
宝

絵
巻
物
に
見
る
映
画
的
・
ア
ニ
メ
的
な
る
も
の
﹄徳
間
書
店
、一
九
九
九
年
、三
六
～
三

七
頁
を
参
照
。

（
22
）ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
、前
掲
。

（
23
）一
九
七
九
年
、英
語
版
初
出
；
未
来
社
、一
九
八
六
年
。

（
24
）Heb

d
ige, D

ick : F
lat B

o
y vs. S

kin
ny : T

akash
i M

u
rakam

i an
d
 

th
e B

attle fo
r 

“Jap
an

”, in
 : T

h
e M

u
seu

m
 o

f C
o
n
tem

p
o
rary A

rt, 

L
A

, an
d
 T

akash
i M

u
rakam

i / K
aikai K

iki C
o
. L

td
., ed

s, Ｃ
M

u
-

rakam
i, N

ew
 Y

o
rk : R

izzo
li 2007, p

. 18.

（
25
）村
上
が
一
切
言
及
し
な
い﹁
は
だ
し
の
ゲ
ン
﹂を
具
体
例
に﹁
意
味
作
用
﹂を
考
察
す
る

次
の
論
文
を
参
照
。ト
マ
ス
・
ラ
マ
ー
ル﹁
マ
ン
ガ
の
爆
弾  

﹃
は
だ
し
の
ゲ
ン
﹄の
行

間
﹂大
崎
晴
美
訳
、Ｊ
・
ベ
ル
ン
ト
編﹃
世
界
の
コ
ミ
ッ
ク
ス
と
コ
ミ
ッ
ク
ス
の
世
界
﹄

京
都
：
国
際
マ
ン
ガ
研
究
セ
ン
タ
ー
、二
〇
一
〇
年
、二
五
九
～
三
一
二
頁
、特
に
二
七

一
～
二
八
六
頁  

（
無
料
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
：http

 : //im
rc. jp

/lectu
re/2009/12/

co
m

ics

︱in

︱th
e

︱w
o
rld

. h
tm

l

）。

（
26
）“su

p
er

︱clean
 fin

ish

”, H
eb

d
ige 2007, o

p
. cit., p

. 48.

（
27
）村
上
隆
編﹃
ス
ー
パ
ー
フ
ラ
ッ
ト
﹄展
図
録
、マ
ド
ラ
出
版
、二
〇
〇
〇
年
。

（
28
）ワ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン﹁
複
製
技
術
時
代
に
お
け
る
芸
術
作
品
﹂（
一
九
三
六
年
）を

参
照
。

（
29
）大
塚
英
志
・
大
澤
信
亮﹃﹁
ジ
ャ
パ
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
﹂は
な
ぜ
敗
れ
る
の
か
﹄角
川
書
店
、

二
〇
〇
五
年
。

（
30
）My R

eality : C
on

tem
p
orary A

rt an
d
 C

u
ltu

re of Jap
an

ese A
n
i-

m
a
tio

n

（D
es 

M
o
in

es 
A

rt 
C

en
ter, 

2001

）, 
P
a
in

tin
g 

P
ictu

res : 

P
ain

tin
g an

d
 M

ed
ia in

 th
e D

igital A
ge

（A
rt M

u
seu

m
 W

o
lfsb

u
rg, 

2003

）.
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