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ア
ニ
メ
に
お
け
る
心
話
的
構
造

　
　
　
　
－
さ
く
ら
も
も
こ
『
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
』
に
つ
い
て
一

一
、
リ
ア
ル
と
ア
ニ
メ

江
藤
正
顕

　
〈
ア
ニ
メ
〉
と
い
う
も
の
は
、
生
気
を
帯
び
て
、
あ
た
か
も
生
き
て

い
る
か
の
よ
う
に
動
く
と
い
う
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
が

ア
ニ
メ
で
あ
る
か
ど
う
か
、
そ
の
境
界
は
ど
こ
に
引
か
れ
う
る
の
か
と

い
う
問
い
は
、
け
っ
し
て
十
分
に
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
さ
し

あ
た
っ
て
は
、
マ
ン
ガ
、
ア
ニ
メ
と
い
う
よ
う
な
分
類
の
中
で
、
動
画

な
ど
と
訳
さ
れ
て
も
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
訳
語
か
ら
は
、
動
く
マ
ン

ガ
と
い
う
印
象
が
強
い
。
実
際
、
ア
ニ
メ
は
、
セ
ル
に
描
か
れ
た
【
枚

一
枚
の
マ
ン
ガ
で
あ
る
も
の
が
、
少
し
ず
つ
ず
ら
し
て
い
く
こ
と
で
、

あ
た
か
も
動
い
て
い
る
よ
う
に
見
せ
る
、
い
わ
ば
眼
の
錯
覚
を
利
用
し

た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ア
ニ
メ
の
連
続
性
は
、
さ
ら
に
連
動
性
と
な
っ
て
、
活
気
、
生

気
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
連
続
性
は
、
以
前
か
ら
絵
画

の
世
界
に
は
見
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
連
作
と
い
う
も
の
が
そ
う
で

あ
る
。
か
な
ら
ず
し
も
連
続
し
た
動
き
に
は
な
っ
て
い
な
く
と
も
、
一

連
の
共
通
の
主
題
が
、
さ
ま
ざ
ま
に
変
形
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
そ
れ

は
ア
ニ
メ
の
原
形
と
な
っ
て
い
る
。
音
楽
で
も
、
変
奏
曲
形
式
と
い
う

も
の
が
あ
る
よ
う
に
、
ア
ニ
メ
も
ま
た
一
種
の
変
奏
曲
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
動
き
で
は
な
く
、
も
っ
と
原
始
的
に
、
一
枚
の

絵
そ
の
も
の
を
動
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
動
い
て
い

る
か
の
よ
う
に
見
せ
る
も
の
も
あ
る
。
同
心
円
を
た
く
さ
ん
描
い
て
、

そ
れ
を
回
せ
ば
、
車
輪
の
よ
う
に
回
転
し
て
見
え
る
と
い
う
の
が
そ
れ

で
あ
る
。
ま
た
、
影
、
陰
影
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
動
か
す
こ
と
も

で
き
る
。
洞
窟
の
原
始
絵
画
な
ど
も
、
暗
闇
の
中
の
炎
に
よ
っ
て
あ
た

か
も
動
物
が
動
く
よ
う
に
見
え
た
で
あ
ろ
う
。

　
ア
ニ
メ
は
現
代
的
で
あ
る
と
同
時
に
原
始
的
で
あ
る
。
原
始
ア
ニ
ミ

ズ
ム
と
そ
れ
は
つ
な
が
っ
て
い
る
。
活
性
作
用
を
も
っ
て
お
り
、
一
枚

の
絵
に
息
を
吹
き
込
む
の
で
あ
る
。
死
者
の
舞
踏
の
よ
う
に
、
死
ん
だ

も
の
が
、
息
を
吹
き
返
し
て
踊
る
の
で
あ
る
。
ア
ニ
メ
は
、
そ
の
意
味

で
、
生
と
死
の
領
域
を
交
換
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
文
字
も
ま
た
そ

う
で
あ
る
し
、
楽
譜
も
そ
う
で
あ
る
。
写
真
や
映
画
に
し
て
も
そ
う
だ

と
言
え
る
。

　
連
作
、
連
写
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
と
い
っ
た
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
の
手
法

も
、
基
本
的
に
ア
ニ
メ
的
で
あ
る
。
二
次
元
的
な
非
現
実
を
現
実
に
す

る
作
用
が
ア
ニ
メ
に
は
あ
る
。
現
実
以
上
の
現
実
感
さ
え
生
み
出
し
う

る
。
〈
リ
ア
ル
な
ア
ニ
メ
〉
と
い
う
も
の
は
、
決
し
て
形
容
矛
盾
で
は
な

い
。
ま
た
、
ま
っ
た
く
そ
う
で
な
い
対
極
的
な
も
の
も
あ
る
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
ア
ニ
メ
は
、
現
実
に
新
た
な
〈
現
実
〉
を
加
え
て
い
く
。
加

え
ら
れ
た
現
実
に
よ
っ
て
現
実
は
変
化
し
て
い
く
。
西
田
幾
多
郎
の
「
論

理
と
生
命
」
は
、
現
代
に
お
い
て
は
、
「
リ
ア
ル
と
ア
ニ
メ
」
に
置
き
換

え
ら
れ
う
る
。
こ
う
し
た
問
題
は
、
古
く
。
そ
し
て
新
し
い
。
デ
ィ
ズ

ニ
ー
が
『
砂
漠
は
生
き
て
い
る
』
と
い
う
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
を
作
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つ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
小
林
秀
雄
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
「
砂
漠
は
生
き
て
い
る
」
と
い
う
映
画
が
評
判
に
な

っ
た
時
、
在
る
が
ま
ま
の
現
実
の
自
然
を
、
何
故
、
子
供
だ
ま
し
の
漫

画
に
し
て
み
せ
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
野
鼠
は
、
決
し
て
ミ
ッ
キ
ー
・

マ
ウ
ス
の
世
界
観
に
、
た
ぶ
ら
か
さ
れ
て
い
る
文
明
人
の
方
が
よ
つ
ぼ

ど
滑
稽
で
あ
る
、
そ
う
い
う
批
評
を
読
ん
だ
事
を
思
い
出
す
。
こ
れ
は
、

浅
薄
な
見
解
と
い
う
よ
り
も
、
批
評
的
嘲
笑
の
、
嫁
く
あ
り
ふ
れ
た
現

代
風
な
型
を
示
す
。
ア
ニ
ミ
ズ
ム
は
、
も
う
過
去
に
な
っ
た
世
界
観
で

は
な
い
。
現
在
、
世
界
中
の
人
々
の
誰
の
中
に
も
厳
存
し
て
い
る
心
理

的
事
実
で
あ
る
。
唯
物
論
的
教
養
な
ど
で
抹
殺
で
き
る
よ
う
な
も
の
で

は
な
い
、
と
い
う
の
が
真
相
だ
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
（
注
一
）

　
こ
の
言
葉
は
、
ア
ニ
メ
を
考
え
る
上
で
、
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
小

林
が
こ
こ
で
使
っ
て
い
る
「
漫
画
」
は
、
実
際
は
ア
ニ
メ
の
こ
と
を
指

し
て
い
る
。
ア
ニ
メ
が
、
遠
く
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
源
泉
と
し
て
生
ま
れ
て

い
る
の
は
、
言
語
的
に
見
て
そ
う
で
あ
る
以
上
に
、
そ
の
性
格
か
ら
し

て
そ
う
な
の
で
あ
る
。
ア
ニ
ミ
ズ
ム
は
、
現
代
に
も
生
き
て
い
る
、
と

い
う
穏
や
か
な
認
識
で
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
現
代
は
、
そ
の
噴

出
の
時
代
で
さ
え
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
隆
盛
を
極
め
る
ア
ニ
メ
の
普
及

は
、
人
々
が
そ
れ
を
心
底
か
ら
望
ん
で
い
る
こ
と
の
あ
か
し
で
あ
る
。

ア
ニ
メ
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
〈
現
代
の
宗
教
〉
と
呼
ぶ
べ
き
も
の

に
近
い
。
存
在
や
時
間
と
い
っ
た
哲
学
概
念
は
、
ア
ニ
メ
の
中
に
多
く

見
出
せ
る
。
宇
宙
、
世
界
、
と
い
う
も
の
、
認
識
、
意
識
、
の
問
題
も

そ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
る
。

　
ア
ニ
メ
に
お
け
る
動
き
、
運
動
性
の
問
題
は
、
歴
史
は
長
く
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
ガ
リ
レ
オ
や
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
や
ド
ゥ
ル

ー
ズ
に
お
い
て
も
さ
か
ん
に
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

〈
動
く
〉
と
は
何
か
を
め
ぐ
っ
て
、
運
動
の
本
質
を
捉
え
よ
う
と
し
て

き
た
。
ア
ニ
メ
と
は
、
文
字
通
り
、
生
を
吹
き
込
む
こ
と
、
生
気
を
与

え
る
こ
と
、
活
気
か
ら
来
て
い
る
。
死
ん
だ
も
の
に
、
命
を
吹
き
込
む

こ
と
、
そ
の
命
を
吹
き
込
ま
れ
た
も
の
が
、
取
り
も
直
さ
ず
〈
ア
ニ
メ
〉

で
あ
る
。
死
ん
だ
も
の
が
生
き
る
と
い
う
点
で
、
そ
れ
は
物
を
活
性
化

す
る
作
用
を
持
つ
。
ア
ニ
メ
は
、
そ
の
本
性
か
ら
し
て
、
運
動
で
あ
り
、

生
命
で
あ
る
。
も
と
も
と
生
の
な
い
と
こ
ろ
に
生
を
与
え
る
こ
と
、
そ

れ
が
ア
ニ
メ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
人
工
生
命
体
、
と
い
う
側
面
を

持
っ
て
い
る
。
自
然
に
は
存
在
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ア

ニ
メ
は
そ
の
意
味
で
、
哲
学
の
歴
史
と
交
差
し
て
い
る
。
ア
ニ
メ
を
考

え
る
こ
と
は
、
哲
学
史
を
今
一
度
振
り
返
る
こ
と
に
通
じ
て
い
る
。
ア

ニ
メ
と
自
然
、
ア
ニ
メ
と
リ
ア
ル
、
こ
う
い
う
問
題
は
、
ア
ニ
メ
の
本

質
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ま
た
時
間
性
の
問
題
と
い
う

点
で
も
、
ア
ニ
メ
は
問
題
を
提
起
す
る
だ
ろ
う
。

　
現
実
に
存
在
し
な
い
生
命
、
そ
れ
が
ア
ニ
メ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
ア
ニ
メ
が
存
在
す
る
と
き
、
す
で
に
そ
こ
に
新
た
な
現
実
が
広
が
る
。

ま
た
、
ア
ニ
メ
は
生
命
の
な
い
、
い
わ
ば
死
ん
だ
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

同
時
に
、
生
き
た
も
の
に
な
る
。
こ
の
ア
ニ
メ
の
も
つ
二
重
性
、
あ
る

い
は
矛
盾
性
は
、
あ
る
意
味
で
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
あ
り
方
そ
の
も
の

を
思
わ
せ
る
。
意
識
と
は
、
そ
れ
自
体
が
自
然
物
と
し
て
存
在
し
て
い
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る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
自
然
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
ア
ニ

メ
も
ま
た
、
自
然
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
先
ほ
ど
述
べ
た

よ
う
に
、
そ
れ
は
、
自
然
と
対
立
し
て
い
る
。
こ
の
世
界
の
ど
こ
に
も

存
在
し
な
い
よ
う
な
あ
り
方
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現

実
体
と
し
て
は
存
在
し
な
い
。
こ
こ
で
、
西
洋
の
古
代
、
中
世
の
存
在

論
が
ア
ニ
メ
と
か
か
わ
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
、
形
而
上
学
的
な
問
題
を

は
ら
ん
で
い
る
。

　
今
、
世
界
に
広
が
り
、
各
国
語
に
翻
訳
さ
れ
、
子
ど
も
も
大
人
も
熱

心
に
見
て
い
る
ア
ニ
メ
だ
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
哲
学
、
宗

教
の
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
、
さ
し
て
意
識
す
る
こ
と
な

く
、
日
々
の
楽
し
み
と
し
て
多
く
の
人
々
が
享
受
し
て
い
る
の
だ
が
、

そ
の
惹
き
つ
け
ら
れ
方
に
は
、
ア
ニ
メ
が
そ
の
懐
深
く
抱
い
て
い
る
原

始
以
来
の
ア
一
て
ミ
ズ
ム
の
源
泉
と
潮
流
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
と
え
そ
の
ア
ニ
メ
が
、
見
る
眼
に
S
F
的
に
映
ろ
う
と
映
る
ま
い
と

に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
根
底
に
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
問
題
系
が
秘
め
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
ア
ニ
メ
の
中
で
も
、
も
っ
と
も
非

哲
学
的
、
非
宗
教
的
と
見
え
る
作
品
『
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
』
を
あ
え

て
取
り
上
げ
、
そ
こ
か
ら
上
記
の
こ
と
を
検
証
し
て
み
よ
う
。
こ
の
作

品
の
ど
こ
に
、
ア
ニ
メ
の
根
底
的
か
つ
普
遍
的
な
相
貌
が
隠
さ
れ
て
い

る
の
か
。二

、
　
タ
テ
線
・
ヨ
コ
線
の
技
法

さ
く
ら
も
も
こ
の
代
表
作
マ
ン
ガ
『
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
』
は
ア
ニ

メ
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ア
ニ
メ
の
方
が
一
般
的
に
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
マ
ン
ガ
と
ア
ニ
メ
は
む
ろ
ん
異
な
る
表
現
媒
体
で
あ
る

が
、
こ
れ
か
ら
論
じ
よ
う
と
す
る
「
心
話
的
表
現
」
と
い
う
点
に
関
し

て
は
、
ア
ニ
メ
の
方
が
そ
の
「
ア
ニ
メ
」
的
特
徴
ゆ
え
に
い
っ
そ
う
表

情
が
豊
か
に
現
れ
る
。

　
ア
ニ
メ
『
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
』
が
与
え
る
印
象
は
、
昭
和
の
時
代

の
空
気
が
そ
こ
に
は
濃
厚
に
詰
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア

ニ
メ
画
面
を
注
意
深
く
見
る
と
、
そ
こ
に
は
さ
り
げ
な
く
今
で
は
も
う

見
ら
れ
な
い
も
の
が
多
々
見
つ
か
る
。
そ
の
よ
う
な
ち
ょ
っ
と
し
た
、

ど
う
で
も
い
い
よ
う
な
こ
と
を
、
ア
ニ
メ
は
丹
念
に
、
か
つ
「
正
確
」

に
描
き
出
し
て
い
る
。
毎
回
毎
回
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
話
題
を
も
つ
て
活

き
活
き
と
思
い
起
こ
さ
れ
、
小
学
校
時
代
、
「
た
し
か
に
そ
ん
な
こ
と
あ

っ
た
な
」
と
思
い
出
さ
せ
る
逸
話
に
満
ち
て
い
る
。

　
『
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
』
に
現
れ
る
際
立
っ
た
表
現
の
特
徴
は
、
登

場
人
物
た
ち
の
顔
に
描
か
れ
る
タ
テ
線
の
筋
（
と
き
に
ヨ
コ
線
で
も
描

か
れ
る
が
、
圧
倒
的
に
タ
テ
が
多
い
）
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
マ
ン
ガ
、
ア

ニ
メ
表
現
に
お
い
て
は
一
つ
の
技
法
と
し
て
共
有
さ
れ
た
、
ご
く
あ
り

ふ
れ
た
表
現
方
法
に
は
違
い
な
い
が
、
『
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
』
で
は
、

他
の
ア
．
ニ
メ
に
類
例
を
見
な
い
ほ
ど
の
頻
度
で
、
こ
の
線
が
現
れ
る
。

そ
れ
は
人
物
の
心
理
的
な
困
惑
や
失
望
な
ど
、
お
も
に
窮
地
に
置
か
れ

た
と
き
に
往
々
に
し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
情
況

は
軽
度
の
も
の
か
ら
重
大
な
も
の
ま
で
含
ま
れ
る
。
「
ま
る
子
、
電
話
～
」

と
い
う
、
た
っ
た
そ
れ
だ
け
で
、
こ
の
タ
テ
の
平
行
線
（
よ
く
見
る
と

平
行
で
は
な
く
、
微
妙
に
ず
ら
し
て
あ
る
）
が
顔
の
額
か
ら
眉
毛
に
か
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け
て
現
れ
、
彼
女
の
後
ろ
め
た
さ
ん
の
表
現
は
充
分
に
発
揮
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
一
篇
が
十
五
分
ほ
ど
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
で
何
十
回
も
現
れ

る
こ
の
線
の
多
さ
は
異
常
で
あ
り
、
例
示
す
る
こ
と
さ
え
困
難
な
ほ
ど

で
あ
る
。
あ
る
種
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
感
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
補

う
よ
う
に
し
て
、
そ
の
当
惑
の
度
合
い
に
応
じ
て
、
そ
の
線
だ
け
で
は

な
く
、
人
物
の
背
景
に
さ
ま
ざ
ま
な
文
様
デ
ザ
イ
ン
も
施
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
の
デ
ザ
イ
ン
が
、
人
物
の
心
の
動
き
の
質
的
な
側
面
を
表
現

す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
特
徴
は
、
ま
さ
に
こ
の
線
の

多
さ
と
背
景
の
懲
り
よ
う
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
や
や
古
風

に
言
え
ば
、
．
「
サ
イ
ケ
デ
リ
ッ
ク
」
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
し
て
い
る
と

も
言
え
よ
う
。

　
『
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
』
の
特
徴
の
も
う
ひ
と
つ
は
、
こ
れ
は
さ
ら

に
重
要
と
思
え
る
も
の
な
の
だ
が
、
子
ど
も
た
ち
の
心
的
世
界
を
ア
ニ

メ
と
い
う
か
た
ち
で
「
リ
ア
ル
」
に
描
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
ア
ニ
メ

で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
リ
ア
ル
と
は
程
遠
い
世
界
で
あ
る
は
ず
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
↓
製
し
た
と
こ
ろ
と
は
正
反
対
に
「
リ
ア
ル
」
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
表
現
に
、
先
に
論
じ
た
よ

う
な
タ
テ
・
ヨ
コ
の
線
を
駆
使
し
た
顔
の
表
情
の
よ
う
に
、
人
物
の
心

的
表
現
を
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
推
し
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
軽
度
の
動
揺

を
表
す
場
合
も
、
汗
や
目
の
、
独
特
の
形
象
と
動
き
を
も
っ
た
表
情
だ

け
で
な
く
、
顔
の
筋
が
そ
れ
を
手
伝
う
よ
う
に
物
語
る
。
そ
し
て
、
形

に
な
ら
な
い
心
的
世
界
の
動
き
が
、
背
景
の
デ
ザ
イ
ン
や
文
様
に
よ
っ

て
表
さ
れ
て
い
る
。

　
表
現
主
義
的
な
、
あ
る
い
は
文
様
主
義
的
な
、
ど
ち
ら
の
表
現
も
取

り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
唐
草
文
様
な
ど
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。
し
か
し
、

作
者
は
、
そ
れ
を
抽
象
的
文
様
と
し
て
描
き
出
す
の
で
は
な
く
、
そ
こ

に
日
定
の
、
そ
の
時
々
の
心
話
と
連
結
さ
れ
た
抽
象
的
造
形
が
背
後
に

描
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
が
そ
の
著
書
『
抽
象
と
感

情
移
入
』
（
一
九
〇
八
年
）
で
述
べ
た
こ
と
に
真
っ
向
か
ら
反
す
る
よ
う

な
表
現
が
こ
こ
に
は
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
描
き
出
さ
れ
る
心
話
的
世
界

に
は
、
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
の
主
張
す
る
よ
う
な
「
抽
象
」
と
「
感
情
移
入
」

と
の
相
対
立
す
る
概
念
は
存
在
し
て
い
な
い
。
文
様
に
よ
っ
て
感
情
を

表
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
考
え
れ
ば
、
驚
く
べ
き
こ
と

で
あ
る
。
抽
象
世
界
に
よ
っ
て
具
象
的
な
リ
ア
ル
な
も
の
を
視
覚
化
す

る
わ
け
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
リ
ー
グ
ル
が
『
様
式
論
　
－
文
様
史
の
根
本
問
題
』
⊃

八
九
三
年
）
な
ど
に
よ
っ
て
提
出
し
た
「
芸
術
意
欲
」
概
念
を
、
さ
ら
に

独
自
に
展
開
し
た
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
、
原
始
美
術
や
中
世
美
術
、
ま
た

東
洋
美
術
に
西
洋
近
代
の
「
感
情
移
入
」
を
も
っ
て
理
解
し
よ
う
と
す

る
美
学
と
対
立
し
た
。
彼
は
、
「
抽
象
」
に
は
「
感
情
移
入
」
に
よ
っ
て

は
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
芸
術
の
意
義
が
あ
る
と
考
え
た
が
、
そ

の
考
え
は
、
ピ
カ
ソ
な
ど
の
抽
象
芸
術
運
動
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
。
ケ
ル
ト
芸
術
の
「
文
様
」
や
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
「
垂
直
衝
動
」
も
、

そ
の
よ
う
な
「
抽
象
」
へ
の
志
向
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　
ア
ニ
メ
の
中
に
表
現
さ
れ
て
い
る
文
様
に
は
装
飾
的
な
場
合
が
多
い
。

『
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
』
の
よ
う
に
、
文
様
そ
れ
自
体
で
、
何
か
を
語

っ
て
い
る
場
合
は
め
ず
ら
し
い
。
こ
こ
に
、
さ
く
ら
も
も
こ
の
特
質
が

も
っ
と
も
よ
く
窺
え
る
。
ア
ニ
メ
の
中
に
（
原
作
マ
ン
ガ
の
中
に
、
と
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い
う
べ
き
か
）
文
様
が
、
単
な
る
背
景
の
装
飾
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
、

キ
ャ
ラ
〔
ク
タ
ー
〕
た
ち
の
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
情
況
に
応
じ

た
複
雑
か
つ
微
妙
な
心
話
体
を
構
成
し
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
枚

の
原
画
が
、
自
然
そ
の
も
の
の
背
景
で
は
な
く
、
装
飾
性
を
背
景
に
し

た
も
の
と
し
て
、
し
か
も
、
そ
れ
が
作
者
の
、
ま
た
作
品
の
心
の
部
分

を
描
き
出
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
　
一
本
の
タ
テ
線
、
一
本
の
ヨ
コ

線
が
醸
し
出
す
キ
ャ
ラ
の
心
の
情
況
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の

背
後
の
文
様
た
ち
も
そ
れ
を
増
幅
さ
せ
る
。
さ
ら
に
、
声
優
た
ち
の
声

は
、
そ
の
身
体
性
を
隠
し
な
が
ら
、
画
面
の
中
か
ら
異
形
の
姿
を
ま
と

っ
て
視
聴
者
の
耳
に
届
け
ら
れ
る
。
次
に
、
そ
の
声
の
あ
り
か
に
つ
い

て
考
察
を
進
め
よ
う
。

三
、
声
優
と
い
う
存
在

　
上
記
の
よ
う
な
表
現
描
写
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
に
付
随
す
る

声
優
の
声
の
質
も
ま
た
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
心
話
は
実
際

の
会
話
で
は
な
い
。
心
の
中
だ
け
で
行
わ
れ
る
会
話
で
あ
る
。
し
か
し
、

ア
ニ
メ
は
そ
れ
を
会
話
に
お
け
る
の
と
同
等
に
音
声
と
し
て
表
現
す
る
。

で
は
、
実
際
の
会
話
と
心
材
と
は
ど
う
異
な
る
の
か
。
会
話
が
実
在
の

対
象
を
も
つ
の
に
対
し
て
、
心
話
で
は
そ
の
よ
う
な
対
象
を
も
た
な
い
。

そ
の
心
の
言
葉
が
心
話
に
な
る
。
こ
れ
は
演
劇
上
の
独
白
、
モ
ノ
ロ
ー

グ
と
も
異
な
る
。
実
際
に
音
声
化
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
だ
。
平

話
は
視
聴
者
に
し
か
聞
こ
え
な
い
。
視
聴
者
と
の
み
対
話
す
る
。
そ
れ

は
、
視
聴
者
に
と
っ
て
は
、
ア
ニ
メ
が
自
身
に
最
も
身
近
に
な
る
瞬
間

で
も
あ
る
。
こ
の
作
品
で
は
そ
れ
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
主
人

公
た
ち
の
心
の
世
界
が
そ
れ
を
視
聴
す
る
者
の
心
に
ま
で
深
く
達
す
る

こ
と
に
な
る
。

　
そ
も
そ
も
、
画
像
が
人
工
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
音
声
は
基

本
的
に
は
人
間
の
声
を
使
用
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
に
機
械
的
変

換
の
操
作
を
加
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
ま
っ
た
く
の
人
工
の
音
声
を

使
う
と
い
う
こ
と
は
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。
将
来
的
に
は
そ
の
よ
う

な
こ
と
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
が
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
「
声
の
出
演
者
」

と
い
う
か
た
ち
で
、
主
と
し
て
声
優
と
呼
ば
れ
る
人
間
た
ち
が
制
作
の

現
場
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
い
わ
ば
声
を
出
す
プ
ロ
と
し
て
存

在
し
て
い
る
。
そ
の
場
そ
の
場
の
画
像
に
も
っ
と
も
相
応
し
い
声
を
想

像
し
、
そ
の
声
を
創
造
し
て
い
く
。
彼
ら
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
画

面
上
に
出
演
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
常
に
画
像
の
背
後
に
あ
っ
て
、
画

像
の
キ
ャ
う
た
ち
の
会
話
や
心
話
を
視
聴
者
に
届
け
る
役
目
を
果
た
し

て
い
る
。
画
像
の
出
来
映
え
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
声
の
与
え
る
印
象

も
そ
れ
に
劣
ら
ぬ
く
ら
い
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
。
ア
ニ
メ
フ
ァ
ン
た

ち
の
多
く
が
、
そ
う
で
な
い
も
の
に
比
べ
て
、
声
優
の
存
在
に
対
し
、

は
る
か
に
強
い
関
心
を
示
す
の
も
、
彼
ら
が
た
ん
に
画
像
だ
け
を
受
容

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
の
声
の
存
在
を
よ
り
深
く
感
知
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
通
常
繰
り
広
げ
ら
れ
る
会
話
の
場
合
に
お
い
て
は
も
ち
ろ

ん
だ
が
、
こ
と
心
話
的
表
現
に
お
い
て
は
、
な
お
い
っ
そ
う
声
の
存
在

感
が
増
す
と
い
う
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
声
優
と
視
聴
者
が
接
近

し
、
よ
り
親
密
化
し
、
　
一
体
化
し
よ
う
と
す
る
の
は
こ
の
謹
話
的
な
表
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現
に
お
い
て
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
声
の
臨
在
感
と
で
も
言
い
う
る
も

の
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
。
彼
ら
の
目
は
画
像
に
釘
付
け
さ
れ
、
耳
は
声

優
の
声
に
魅
了
さ
れ
る
。
ア
ニ
メ
の
な
か
に
潜
む
こ
の
宗
教
性
を
帯
び

た
光
臨
（
降
臨
）
感
の
よ
う
な
も
の
が
、
ア
ニ
メ
の
も
た
ら
す
最
大
の

も
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
は
最
大
の
毒
で
も
あ
る
。

　
画
像
と
声
が
も
と
も
と
別
々
の
も
の
で
あ
る
も
の
を
合
体
さ
せ
る
こ

と
に
よ
り
、
ア
ニ
メ
は
そ
れ
自
体
超
越
的
で
あ
る
。
声
は
画
像
か
ら
聞

こ
え
て
く
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
そ
こ
に
は
あ
ら
か
じ
め
分
裂
が
潜
ん

で
い
る
。
声
優
と
い
う
存
在
は
、
そ
の
身
体
を
画
像
の
背
後
に
封
じ
込

め
て
い
る
。
声
の
み
が
画
像
に
光
臨
（
降
臨
）
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ

が
ま
さ
し
く
声
の
み
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
的
な
身
体
運
動
や

会
話
は
、
よ
り
超
越
性
を
帯
び
、
画
像
の
世
界
の
も
の
と
な
る
。
超
現

実
的
世
界
の
住
人
と
し
て
の
声
が
存
在
す
る
。

．
ア
ニ
メ
自
体
は
当
初
か
ら
声
を
伴
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
最
初
’

は
、
無
声
の
ア
ニ
メ
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
音
や
声
が
付
随
す
る
よ
う
に

な
り
、
ア
ニ
メ
は
い
っ
そ
う
総
合
芸
術
的
な
要
素
を
強
め
て
い
っ
た
。

『
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
隔
も
そ
う
し
た
ア
ニ
メ
史
の
中
に
位
置
し
て
い

る
。
そ
の
表
現
技
法
は
、
ア
ニ
メ
史
の
ひ
と
つ
の
達
成
点
で
も
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
達
成
さ
れ
た
も
の
と
は
、
心
話
的
な
世
界
を
ど
う
表
現

す
る
か
と
い
う
点
に
集
中
的
に
現
れ
て
い
る
。
画
像
表
現
と
声
の
表
現

が
ふ
た
た
び
結
語
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
リ
ア
ル
な
世
界
で
は
見
え
な

い
も
の
、
聞
こ
え
な
い
も
の
の
存
在
が
リ
ア
ル
化
さ
れ
る
。
無
声
映
画
、

ト
ー
キ
ー
と
い
う
映
画
史
の
変
遷
を
ア
ニ
メ
も
ま
た
踏
襲
す
る
か
の
よ

う
に
、
声
に
よ
る
表
現
領
域
の
拡
張
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
外
国
映
画
の
吹
き
替
え
の
歴
史
も
ま
た
ア
ニ
メ
史
に
か
か
わ
っ
て
い

る
。
ト
ー
キ
ー
の
場
合
は
、
も
と
の
言
語
を
翻
訳
し
、
そ
れ
を
で
き
る

だ
け
自
然
に
、
し
か
も
時
間
的
な
制
約
の
中
で
吹
き
替
え
ら
れ
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。
感
情
表
現
に
お
い
て
も
、
も
と
の
発
音
が
重
視
さ
れ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ア
ニ
メ
の
場
合
、
そ
れ
は
映
画
の
吹
き

替
え
と
同
様
に
は
い
か
な
い
。
ま
ず
、
原
音
と
い
う
べ
き
も
の
が
存
在

し
な
い
。
声
優
た
ち
は
、
そ
の
キ
ャ
ラ
と
場
面
に
応
じ
て
自
身
の
声
を

創
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
、
構
成
的
な
意
識
も
働
く
だ

ろ
う
。
そ
れ
は
充
分
に
創
造
的
な
行
為
で
あ
る
。
ア
ニ
メ
を
深
く
理
解

す
る
こ
と
、
自
身
の
声
に
つ
い
て
客
観
的
に
認
識
し
て
い
る
こ
と
、
身

体
運
動
と
し
て
意
図
し
た
声
が
出
せ
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま

な
条
件
が
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
多
く
の
場
合
、

日
常
的
に
語
ら
れ
る
言
語
の
発
声
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
ア
ニ

メ
の
世
界
独
特
の
音
声
が
求
め
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
ニ
メ
自
体
が
、

現
実
に
は
存
在
し
な
い
架
空
の
世
界
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
た

と
え
リ
ア
ル
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
リ
ア
ル
は
、
あ
く
ま
で
も
ア

ニ
メ
的
な
リ
ア
ル
さ
で
あ
っ
て
、
現
実
の
リ
ア
ル
さ
で
は
な
い
。
強
い

て
言
え
ば
、
心
話
的
世
界
の
リ
ア
ル
さ
な
の
で
あ
る
。

四
、
動
け
、
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん

　
で
は
、
〈
リ
ア
ル
〉
と
は
何
か
。
現
実
と
呼
ぶ
も
の
は
い
か
に
在
る
か
。

哲
学
、
宗
教
は
、
古
来
、
そ
の
問
題
に
答
え
続
け
て
き
た
と
い
っ
て
も

よ
い
。
こ
の
現
実
は
本
当
に
存
在
す
る
の
か
、
と
い
う
問
い
、
ま
た
、
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な
ぜ
存
在
す
る
の
か
と
い
う
問
い
、
こ
れ
ら
を
ひ
っ
く
る
め
て
一
挙
に

解
を
出
そ
う
と
し
て
き
た
の
が
、
そ
れ
ら
の
分
野
で
あ
る
。
そ
し
て
、

あ
る
と
き
は
、
功
を
奏
し
、
ま
た
あ
る
と
き
は
、
迷
路
に
踏
み
迷
っ
た
。

今
日
に
お
い
て
は
、
そ
れ
も
ま
す
ま
す
混
迷
を
深
め
、
〈
魂
．
の
救
済
〉
を

人
に
説
く
暇
が
あ
っ
た
ら
、
自
身
を
〈
救
済
〉
す
る
ほ
う
が
先
だ
ろ
う

と
言
わ
れ
か
ね
な
い
よ
う
な
有
様
で
あ
る
。
哲
学
も
宗
教
も
力
を
失
い
、

必
要
で
な
い
は
ず
は
な
い
の
だ
が
、
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
失
墜
は
、
逆
の
現
象
、
末
期
的
現
象
と
し
て
、
に
ぎ
に
ぎ
し

い
組
織
宗
教
、
組
織
神
学
と
し
て
栄
え
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
な
く
は

な
い
。
だ
が
、
生
と
死
の
全
体
性
の
回
復
と
い
う
点
に
お
い
て
、
そ
れ

ら
は
、
も
は
や
答
え
る
す
べ
を
失
っ
て
い
る
。
今
日
、
宗
教
が
救
っ
て

い
る
の
は
、
宗
教
組
織
だ
け
で
あ
り
、
哲
学
が
解
き
明
か
し
た
と
言
え

る
も
の
は
、
実
は
何
も
な
い
。
何
ひ
と
つ
解
き
明
か
し
は
し
な
い
。
た

だ
、
人
を
説
き
伏
せ
よ
う
と
し
て
い
る
だ
け
だ
と
言
っ
て
も
言
い
過
ぎ

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
古
代
、
中
世
に
お
け
る
働
き
を
す
っ
か
り
失
っ
て

し
ま
っ
た
。
希
望
は
あ
る
か
？

　
ア
ニ
メ
、
そ
れ
は
、
や
や
誇
張
し
て
云
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
情
況
に

対
抗
し
て
き
た
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
、

唯
一
対
抗
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
ア
ニ
メ
の
全
体
性
と
は
何
か
。
そ
れ

は
、
哲
学
、
宗
教
が
も
は
や
持
っ
て
い
な
い
力
で
あ
る
。
そ
の
源
に
は

何
が
あ
る
の
か
。
ア
ニ
メ
に
は
、
ア
ニ
マ
が
あ
り
、
ア
ニ
ム
ス
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
魂
が
あ
る
。
魂
が
宿
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
、
ア
ニ
メ
を

今
目
的
な
哲
学
、
宗
教
へ
と
押
し
上
げ
て
い
る
も
っ
と
も
大
き
な
要
因

で
あ
る
。
ア
ニ
メ
が
与
え
る
の
は
、
究
極
で
あ
る
。
究
極
的
な
様
相
で

あ
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。
見
え
な
い
生
と
死
の
究
極
を
見
せ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ア
ニ
メ
は
生
と
死
の
全
体
性
を
回
復

し
よ
う
と
す
る
。
視
聴
者
は
、
意
識
せ
ず
に
、
そ
の
生
と
死
の
境
域
を

拡
大
し
て
い
く
。
日
常
の
中
に
、
ま
た
そ
の
裂
け
目
に
、
生
と
死
の
幻

影
を
見
出
し
、
黒
き
、
ま
た
笑
い
、
そ
し
て
ふ
た
た
び
日
常
へ
と
還
っ

て
い
く
。
作
り
手
の
ほ
う
も
、
格
別
そ
の
こ
と
を
意
識
的
に
行
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
自
身
が
行
な
っ
て
い
る
、
こ
と
．
が
何
で

あ
る
か
に
気
づ
か
ず
に
行
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
意
識
す
る
に
し
て
も
、

あ
く
ま
で
も
、
意
識
し
う
る
範
囲
で
の
意
識
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

ア
ニ
メ
が
視
聴
者
を
巧
妙
に
洗
脳
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
よ
く
言
わ
れ

る
ほ
ど
容
易
い
こ
と
で
は
な
い
。
制
作
者
も
視
聴
者
も
、
と
も
に
自
身

が
何
に
向
か
っ
て
い
る
の
か
定
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
ア
ニ
メ

と
い
う
現
象
が
、
何
に
突
き
動
か
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
生
産
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
ア
ニ
メ
の
古
代
性
と
は
、
こ
の
生
と
死
と
を
そ
の
中
に
深
く
取
り
込

ん
で
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
ア
ニ
メ
と
い
う
も

の
の
運
動
性
に
由
来
す
る
。
ア
ニ
メ
と
は
＝
言
で
言
え
ば
、
こ
の
運
動

性
に
あ
る
。
動
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
動
き
は
、
そ
の
対
極
と
し
て

静
止
と
対
立
す
る
。
動
く
と
い
う
こ
と
は
止
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ

り
、
止
ま
る
と
い
う
こ
と
は
動
く
と
反
対
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
対
立

軸
を
も
っ
て
ア
ニ
メ
は
起
動
す
る
。
ア
ニ
メ
を
見
る
こ
と
は
、
こ
れ
に

触
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
生
と
死
と
が
は
か
ら
ず
も
、

そ
こ
に
一
体
と
な
り
、
か
つ
対
立
し
な
が
ら
現
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

し
て
、
生
と
死
と
は
、
自
然
と
人
間
と
の
一
体
性
、
ま
た
対
立
と
し
て
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も
あ
る
。
こ
れ
は
古
代
哲
学
以
来
の
究
極
の
問
題
で
あ
る
。
古
代
宗
教

に
お
い
て
神
の
問
題
と
し
て
現
れ
て
い
た
の
も
そ
の
こ
と
に
他
な
ら
な

い
。
ア
ニ
メ
は
そ
の
動
画
と
い
う
形
態
に
よ
っ
て
、
ま
た
声
優
と
い
う

存
在
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
失
わ
れ
た
古
代
哲
学
、
古
代
宗
教
の
復
権
を

果
た
し
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い
。

　
『
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
』
は
、
先
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま

な
際
立
っ
た
特
徴
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
の
身
体
的
活
動
や
動
き
の
表

情
は
、
シ
ン
プ
ル
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
陰
影
に
富
ん
で
い
る
。
マ
ン

ガ
、
ア
ニ
メ
が
リ
ア
ル
以
上
に
「
リ
ア
ル
」
に
な
る
瞬
間
が
こ
こ
に
は

あ
る
。
セ
ル
に
描
か
れ
た
原
画
を
少
し
ず
つ
ず
ら
し
な
が
ら
重
ね
て
い

く
と
い
う
時
間
と
根
気
を
要
す
る
作
業
に
よ
っ
て
初
め
て
動
画
と
い
う

も
の
が
成
立
す
る
の
だ
が
、
当
然
、
そ
の
原
画
そ
の
も
の
が
動
く
わ
け

で
は
な
い
。
動
き
は
、
視
聴
者
の
眼
の
錯
覚
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ

る
。　

自
然
は
ア
ニ
メ
に
お
い
て
は
、
も
は
や
、
生
の
自
然
で
は
あ
り
え
な

い
。
自
然
は
ア
ニ
メ
に
よ
っ
て
改
変
を
迫
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
重

要
で
あ
る
。
伝
統
的
に
培
わ
れ
て
き
た
自
然
感
が
ア
ニ
メ
に
よ
っ
て
解

消
さ
れ
る
。
ア
ニ
メ
は
、
自
然
を
破
壊
す
る
。
ア
ニ
メ
は
、
そ
の
点
で
、

生
身
の
身
体
（
性
〉
を
も
つ
．
演
劇
、
映
画
、
そ
れ
ら
と
は
起
点
を
異
に
し

て
い
る
。
ゆ
え
に
、
ア
ニ
メ
に
つ
い
て
の
哲
学
的
な
考
察
が
求
め
ら
れ

る
。
ア
ニ
メ
が
ア
ニ
メ
で
あ
る
所
以
も
そ
こ
に
あ
る
。
自
然
を
壊
し
な

が
ら
働
く
も
の
、
人
工
を
介
し
な
が
ら
新
な
自
然
を
生
み
出
す
も
の
、

そ
う
い
う
も
の
と
し
て
ア
ニ
メ
は
存
在
す
る
。
「
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
」

を
見
て
し
ま
っ
た
あ
と
で
は
、
も
は
や
そ
れ
以
前
に
は
戻
れ
な
い
。
そ

の
画
像
、
そ
の
音
声
を
含
め
て
、
そ
れ
は
意
識
深
く
に
食
い
込
ん
で
し

ま
う
。
ア
ニ
メ
に
さ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
を
実
感
す
る
。
頭
の
中
で
い
つ
ま
で
も
、
「
ピ
ー
ヒ
ヤ
ラ
ピ

ー
ヒ
ャ
ラ
」
が
鳴
り
止
ま
ず
、
こ
ち
ら
の
動
作
ま
で
も
が
動
画
つ
ぼ
く

な
る
こ
と
を
抑
え
き
れ
な
い
。
ア
ニ
メ
は
第
二
の
自
然
で
あ
る
。
．
あ
る

い
は
、
第
三
の
性
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
ア
ニ
ム
ス
、
ア
ニ
マ
、
ア
ニ
メ
、

と
活
用
変
化
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
〈
魂
〉
の
遍
歴
が
ア
ニ
メ
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
る
。
こ
の
ア
ニ
．
メ
の
も
つ
生
．
と
死
、
自
然
と
人
工
、
運
動

と
静
止
と
い
う
自
己
矛
盾
的
な
対
立
項
を
め
ぐ
っ
て
、
最
初
に
触
れ
た

西
田
幾
多
郎
の
論
文
「
論
理
と
生
命
」
を
再
び
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
み

る
。　

生
命
の
弁
証
法
と
い
う
の
は
、
現
在
に
過
去
未
来
が
同
時
存
在
的
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
在
は
唯
一
的
に
決
定
せ
ち
れ
た
も
の
で
あ
り
な

が
ら
、
平
面
的
に
無
数
の
可
能
性
を
有
つ
。
現
在
と
い
う
の
は
行
為
的

直
観
の
場
所
で
あ
る
。
そ
こ
に
我
々
は
身
体
を
有
つ
の
で
あ
る
。
現
在

に
過
去
未
来
が
同
時
存
在
的
な
る
が
故
に
、
世
界
は
周
辺
を
三
つ
。
世

界
は
何
処
ま
で
も
表
現
的
で
あ
る
。
表
現
と
い
う
の
は
時
間
的
な
る
も

の
が
空
間
的
な
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
の
身
体
も
時
間
的
に
し
て
空
間

的
な
も
の
で
あ
る
。
現
在
に
過
去
未
来
が
同
時
存
在
的
な
る
ぶ
故
に
、

現
在
は
自
己
矛
盾
と
し
て
何
処
ま
で
も
動
い
て
行
く
、
即
ち
現
在
が
現

在
自
身
を
限
定
し
行
く
。
特
殊
は
一
般
と
し
て
自
己
自
身
を
限
定
し
行

く
、
即
ち
特
殊
が
特
殊
自
身
を
限
定
し
行
く
。
そ
れ
が
歴
史
的
生
命
が

自
己
自
身
を
形
成
し
行
く
と
い
う
こ
と
、
物
が
形
作
ら
れ
行
く
と
い
う
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こ
と
で
あ
り
、
我
々
が
行
為
的
に
直
観
し
行
く
こ
と
で
あ
る
。

時
間
的
・
空
間
的
な
も
の
で
あ
る
。
（
汐
留
）

形
と
は

　
西
田
は
無
論
ア
ニ
メ
の
こ
と
な
ど
ま
っ
た
く
念
頭
に
な
い
に
違
い
な

い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
描
き
出
さ
れ
た
思
考
は
、
ま
る
で
ア
ニ
メ
の
こ

と
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
奇
妙
な
こ
と
に
、
そ
の
よ
う
に
見

え
て
仕
方
が
な
い
。
こ
れ
は
何
も
か
も
無
理
や
り
に
ア
ニ
メ
に
結
び
つ

け
よ
う
と
す
る
か
ら
で
は
な
い
。
ア
ニ
メ
の
中
に
西
田
の
言
う
よ
う
な

哲
学
思
考
が
す
で
に
入
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
西
田
哲
学
を
ア
ニ
メ

化
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
西
田
哲
学
の
媛
小
化
で
は

な
く
、
ア
ニ
メ
の
倭
小
化
で
あ
る
。
西
田
哲
学
が
そ
の
も
の
が
ア
ニ
メ

的
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
古
代
的
な
問
い
か
け
を
持
続
し
て
い
る
と
い

う
点
に
お
い
て
、
ア
ニ
メ
と
そ
の
源
流
を
一
に
す
る
。
と
も
に
、
時
間
、

空
間
の
こ
と
を
考
え
、
現
在
、
過
去
、
未
来
の
こ
と
を
考
え
、
歴
史
を

考
え
、
生
命
、
身
体
を
考
え
る
。
ま
た
、
行
為
を
考
え
、
表
現
を
考
え
、

自
己
自
身
を
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
、
ア
ニ
メ
は
西
田
の

思
考
の
す
べ
て
を
含
ん
で
い
る
。
特
殊
と
一
般
の
問
題
も
、
『
ち
び
ま
る

子
ち
ゃ
ん
』
ひ
と
つ
を
取
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
ア
ニ
メ

が
一
般
化
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
西
田
の
引
用
文
と

『
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
』
と
は
、
ほ
と
ん
ど
ぴ
っ
た
り
重
な
る
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
表
現
形
態
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
が
、

思
い
描
こ
う
と
し
て
い
る
世
界
は
、
そ
の
本
源
性
に
お
い
て
一
致
す
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ア
ニ
メ
は
、
現
代
の
哲
学
、
宗
教
と
な
り
う
る
。

た
だ
、
西
田
の
志
向
が
そ
れ
自
体
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
、

ア
ニ
メ
も
そ
れ
自
体
絶
対
化
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
絶
え
ず
さ
ら
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
に
、
ア
ニ
メ
の
毒
と
言
い
添
え
て
お

い
た
の
も
、
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
。
ア
ニ
メ
の
抵
抗
し
が
た
い
魅
力

と
魔
力
と
が
、
か
つ
て
哲
学
や
宗
教
に
も
あ
っ
た
。
そ
の
強
い
毒
性
を

も
う
一
度
復
活
さ
せ
長
柄
、
な
お
か
つ
、
そ
の
毒
を
協
力
に
制
す
る
毒
、

あ
る
い
は
解
毒
剤
を
さ
ら
に
作
り
出
す
必
要
が
あ
る
。
生
の
全
体
性
、

死
の
全
体
性
、
世
界
精
神
、
こ
れ
ら
の
用
語
に
吸
収
さ
れ
、
巻
き
込
ま

れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
哲
学
、
宗
教
が
か
つ
て
そ

う
し
て
き
た
よ
う
に
。
哲
学
を
制
す
る
哲
学
、
宗
教
を
制
す
る
宗
教
、

ア
ニ
メ
を
制
す
る
ア
ニ
メ
、
そ
う
い
っ
た
自
己
矛
盾
的
な
課
題
が
今
後

に
残
さ
れ
て
い
る
。

　
『
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
』
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
全
体
性
的
観

点
か
ら
す
る
と
、
ア
ニ
メ
を
ア
ニ
メ
た
ら
し
め
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
『
エ

ヴ
ア
ン
ゲ
リ
オ
ン
』
の
よ
う
な
壮
大
な
世
界
観
も
、
『
機
動
戦
士
ガ
ン
ダ

ム
』
や
『
宇
宙
戦
艦
ヤ
マ
ト
』
の
よ
う
な
宇
宙
的
舞
台
も
な
い
。
『
セ
ー

ラ
ー
ム
ー
ン
』
の
よ
う
な
幻
想
的
飛
翔
も
な
く
、
『
ド
ラ
え
も
ん
』
の
よ

う
な
空
想
力
も
な
い
。
ま
た
、
『
ケ
ロ
ロ
軍
曹
』
の
よ
う
な
荒
唐
無
稽
さ

に
も
、
数
多
く
の
宮
崎
駿
の
ア
ニ
メ
に
共
通
す
る
少
女
的
魅
力
に
も
欠

け
て
い
る
。
な
い
な
い
尽
く
し
の
よ
う
な
「
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
」
で

あ
り
、
そ
こ
に
は
ご
く
卑
小
な
と
言
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
、
日
本
の
地

方
都
市
に
住
む
小
学
生
の
、
こ
れ
ま
た
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
生
活
の
様
子

が
描
か
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
主
人
公
の
少
女
は
、
特
に
美
化
さ
れ
る
こ

と
も
、
劇
化
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
家
族
や
友
達
の
関
係
の
中
で
、
い

ろ
い
ろ
な
些
細
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
ほ
ん
と
う
に
細
か
く
丁
寧
に
描
き
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こ
ま
れ
て
い
る
、
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
こ
れ
ま
で

述
べ
た
こ
と
の
例
証
と
し
て
は
こ
の
場
に
も
っ
と
も
相
応
し
く
な
い
も

の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
作
品
を
選
ん
だ
理
由
は
、
こ
の

よ
う
な
作
品
で
あ
っ
て
も
、
否
、
こ
の
よ
う
な
作
品
だ
か
ら
こ
そ
、
ア

ニ
メ
の
本
質
、
本
源
性
が
も
っ
と
も
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
か
ら

で
あ
る
。
論
に
も
っ
と
も
合
わ
な
い
も
の
が
も
っ
と
も
そ
の
真
価
を
発

揮
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　
『
セ
ー
ラ
ー
ム
ー
ン
』
と
同
様
に
、
実
写
版
の
『
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ

ん
』
も
作
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
も
役
者
ぞ
ろ
い
で
、
充
分
に
面
白

い
の
だ
が
、
そ
れ
が
現
実
的
身
体
性
を
も
つ
た
役
者
た
ち
と
い
う
こ
と

で
、
ア
ニ
メ
と
は
、
お
よ
そ
そ
の
本
質
を
異
に
す
る
。
人
工
性
と
い
う

こ
と
を
拡
大
解
釈
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
創
作
作
品
は
、
な
に
が
し
か
の

人
工
性
を
有
し
て
い
る
。
ど
こ
か
に
人
為
的
作
為
的
な
痕
跡
が
認
め
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
決
定
的
に
違
う
の
は
、
動
く
も
の
が
動

く
の
と
、
動
か
な
い
も
の
が
動
く
の
と
の
違
い
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、

ア
ニ
メ
は
、
他
の
ど
の
創
作
作
品
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、

死
と
い
う
も
の
を
内
在
化
し
、
本
質
化
し
た
ア
ニ
メ
独
特
の
領
域
が
あ

る
。
ア
ニ
メ
は
常
に
死
ん
で
い
な
が
ら
、
視
聴
者
に
見
守
ら
れ
て
存
在

す
る
。
本
来
、
死
ん
で
い
る
は
ず
の
も
の
が
、
あ
る
一
定
期
間
生
き
返

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
終
わ
る
と
、
再
び
死
の
床
に
横
た
わ
る
。
ア

ニ
メ
の
キ
ャ
ラ
は
す
べ
て
死
者
の
霊
で
あ
る
。
死
霊
的
世
界
で
あ
る
。

〈
死
霊
の
盆
踊
り
〉
、
そ
れ
が
ア
ニ
メ
の
本
質
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
ち

ら
に
い
る
人
間
が
繰
り
広
げ
る
人
間
の
劇
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
る
。

向
こ
う
の
人
間
が
、
こ
ち
ら
側
に
帰
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
ア
ニ
メ
と

い
う
架
け
橋
を
渡
っ
て
。
ア
ニ
メ
は
そ
の
通
路
で
あ
る
。
ア
ニ
メ
は
、

そ
の
軸
で
あ
る
。

　
『
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
』
の
中
に
現
れ
る
文
様
、
そ
れ
は
、
イ
ン
ド

の
細
密
画
の
よ
う
に
見
え
る
。
作
者
は
、
一
時
期
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
．

シ
ー
ン
で
も
、
主
人
公
を
象
に
乗
せ
る
な
ど
、
東
方
的
な
雰
囲
気
を
か

も
し
出
し
て
い
る
。
抽
象
的
な
文
様
で
あ
る
と
同
時
に
、
心
の
細
か
な

文
様
の
襲
で
も
あ
る
そ
の
背
景
に
は
、
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
の
言
う
よ
う
な
、

「
抽
象
」
と
「
感
情
移
入
」
を
き
っ
か
り
と
分
け
隔
て
る
敷
居
は
存
在

し
て
い
な
い
。
抽
象
が
感
情
へ
と
、
ま
た
、
感
情
が
抽
象
へ
と
、
細
か

な
嚢
の
よ
う
な
波
紋
を
作
っ
て
は
、
視
聴
者
の
心
の
中
に
う
ね
り
と
な

っ
て
染
み
入
る
。
タ
ー
バ
ン
を
巻
い
て
象
に
乗
る
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
、

そ
の
向
こ
う
に
は
玉
ね
ぎ
の
よ
う
な
宮
殿
の
屋
根
が
見
え
る
。
そ
し
て
、

ま
っ
た
く
ど
う
で
も
い
い
よ
う
な
、
し
か
し
、
子
ど
も
に
と
っ
て
は
生

き
る
か
死
ぬ
か
の
大
問
題
、
重
大
事
件
、
そ
う
い
っ
た
日
々
の
出
来
事

が
と
り
と
め
も
な
く
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
。
ま
る
で
、
や
む
こ
と
の
な

い
日
常
生
活
そ
の
も
の
の
よ
う
に
。
そ
こ
に
は
、
あ
ら
た
め
て
眼
を
凝

ら
し
、
耳
を
澄
ま
せ
ば
、
太
古
か
ら
続
く
時
間
と
空
間
の
地
平
の
果
て

が
う
っ
す
ら
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
文
字
通
り
、
ア
ニ
メ
！

な
瞬
間
な
の
で
あ
る
。

　
海
外
に
目
を
転
ず
る
と
、
『
老
子
』
と
い
う
ア
ニ
メ
（
漫
画
、
察
志
忠
、

動
画
、
魚
夫
、
監
製
、
温
世
心
、
明
日
工
作
室
、
甲
馬
創
意
公
司
）
が

あ
る
。
古
典
の
『
老
子
』
を
分
か
り
や
す
く
解
説
し
た
よ
う
な
ア
ニ
メ

で
あ
る
。
そ
の
出
来
映
え
は
、
原
典
の
素
材
を
そ
の
ま
ま
に
用
い
て
動

画
化
し
た
も
の
で
、
今
日
の
日
本
の
ア
ニ
メ
の
動
向
か
ら
す
れ
ば
、
単

一　64　一



純
素
朴
に
過
ぎ
る
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
で
も
、
い
っ
た
ん
こ
の
ア
ニ
メ
を
見
て
し
ま
う
と
、
も
は
や

原
典
の
「
老
子
」
に
は
そ
の
ま
ま
で
は
戻
れ
な
く
し
て
し
ま
う
力
が
、

そ
こ
に
は
あ
る
。
な
ん
と
、
こ
ち
ら
の
意
識
の
中
で
、
『
老
子
』
が
ア
ニ

メ
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ズ
ニ
ー
が
「
砂
漠
」
を
描
い
た
よ

う
に
、
そ
こ
で
は
、
子
供
だ
ま
し
と
思
い
つ
つ
も
、
い
つ
し
か
ア
ニ
メ

に
同
化
さ
れ
て
い
く
自
身
を
見
出
す
。
『
老
子
』
の
言
葉
が
、
ア
ニ
メ
と

な
っ
て
動
き
出
す
。
文
字
に
書
か
れ
た
『
老
子
』
が
現
に
動
き
出
す
の

で
あ
る
。
『
老
子
』
を
わ
ざ
わ
ざ
ア
ニ
メ
に
す
る
必
要
が
ど
こ
に
あ
る
か
。

そ
の
よ
う
な
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
ニ
メ
は
動

い
て
い
る
。
生
き
て
い
る
。
『
老
子
』
が
生
き
返
る
。
声
が
聞
こ
え
て
く

る
。
ど
こ
か
ら
か
。

　
谷
神
不
死
、
是
謂
玄
牝
。

存
、
用
之
不
勤
。
（
注
三
）

注

玄
義
之
門
、
是
謂
天
地
血
忌
。
綿
綿
写
若

　
（
一
）
小
林
秀
雄
「
漫
画
」
『
考
え
る
ヒ
ン
ト
』
文
春
文
庫
、
一
九
七
四

年
六
月
二
五
日
、
五
二
頁
。
初
出
は
昭
和
三
四
年
一
〇
月
。

　
（
二
）
西
田
幾
多
郎
「
論
理
と
生
命
」
『
論
理
と
生
命
』
岩
波
文
庫
、
一

九
八
八
年
八
月
一
六
日
、
二
九
二
－
二
九
三
頁
。
西
田
は
「
自
覚
に
つ

い
て
」
と
い
う
文
章
に
お
い
て
も
、
「
動
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
以

下
に
引
用
し
て
お
く
。
「
矛
盾
的
自
己
同
一
の
世
界
、
場
所
的
有
の
世
界
、

自
覚
的
世
界
は
、
形
が
形
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
れ

は
何
処
ま
で
も
自
己
自
身
を
形
成
す
る
形
の
世
界
で
あ
る
。
ゆ
え
に
何

処
ま
で
も
形
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
形
作
る
も
の
へ
の
世
界
で
あ
る
。
無

限
な
る
動
の
世
界
、
力
の
世
界
で
あ
る
。
空
間
的
な
る
と
共
に
時
間
的
、

時
間
的
な
る
と
共
に
空
間
的
、
空
間
的
に
一
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
時
間

的
に
一
に
、
一
度
的
に
自
己
自
身
を
形
成
し
行
く
世
界
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
」
（
「
自
覚
に
つ
い
て
」
『
自
覚
に
つ
い
て
』
岩
波
文
庫
、
一
九

八
九
年
一
二
月
一
人
日
、
二
〇
二
頁
）
こ
こ
で
、
西
田
が
繰
り
返
し
問

題
に
し
て
い
る
の
は
、
す
で
に
西
洋
に
お
け
る
古
代
・
中
世
以
来
の
哲

学
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
存
在
の
問
題
で
あ
っ
た
り
、

時
間
の
問
題
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
ロ
ゴ
ス
の
問
題
で
あ
っ
た
り
す
る
。

さ
ら
に
、
運
動
の
問
題
、
直
観
の
問
題
、
等
々
が
議
論
さ
れ
る
。
そ
の

表
面
だ
け
を
読
め
ば
、
そ
れ
は
、
難
解
な
語
の
意
味
不
明
な
羅
列
に
過

ぎ
な
い
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。
ど
の
頁
も
、
飽
き
も
せ
ず
に
、
瞬
間
、

点
、
線
、
永
遠
、
円
、
守
護
、
述
語
、
主
観
、
客
観
、
現
在
、
過
去
、

未
来
、
抽
象
、
現
実
、
実
在
、
絶
対
、
否
定
、
肯
定
、
創
造
、
生
滅
、

と
い
っ
た
語
が
氾
濫
し
て
い
る
だ
け
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ

う
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
『
善
の
研
究
』
以
来
の
思
考
の
体
積
と
展
開

が
あ
る
。
決
し
て
、
酉
洋
、
こ
と
に
ド
イ
ツ
の
観
念
論
哲
学
の
焼
き
直

し
な
ど
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
西
田
の
「
表
現
」
を
め
ぐ
る
考
察
の

中
に
は
っ
き
り
と
窺
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
真
の
環
境
は
、
我
々
が
そ

こ
か
ら
生
れ
、
そ
こ
へ
死
し
行
く
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
即
ち

世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
世
界
の
自
己
限
定
と
し
て
、
真
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に
創
造
的
な
る
具
体
的
生
命
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
創
造
的

な
ら
ざ
る
生
命
と
い
う
も
の
は
な
い
。
故
に
真
の
生
命
の
世
界
は
表
現

的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
「
論
理
と
生
命
」
前
掲
書
、
一
九
一
頁
）
、

ま
た
こ
う
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
し
か
し
真
の
生
命
と
い
う
も
の
は
、

表
現
的
世
界
の
自
己
限
定
と
し
て
成
立
し
、
生
物
的
生
命
の
世
界
も
そ

こ
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（
同
、
一
九
二
頁
）

　
と
こ
ろ
で
、
小
林
秀
雄
は
、
西
田
幾
多
郎
の
文
章
を
「
官
僚
的
」
と

呼
び
、
批
判
し
た
。
哲
学
以
前
の
、
文
体
の
問
題
と
し
て
、
こ
れ
を
批

判
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
田
は
、
果
た
し
て
小
林
が
批
判
し

て
い
る
よ
う
に
、
日
本
語
に
無
頓
着
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
単
な
る
西

洋
哲
学
の
訳
語
を
無
骨
に
乱
用
し
て
い
た
の
み
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
う

で
は
な
い
と
思
う
。
あ
え
て
言
え
ば
、
西
田
に
は
西
田
特
有
の
日
本
語

の
意
識
が
働
い
て
い
た
。
ま
た
、
表
現
上
の
意
識
も
あ
っ
た
。
西
田
の

文
章
の
難
解
さ
は
、
思
考
自
体
の
難
解
さ
で
あ
る
と
同
時
に
、
日
本
語

の
難
解
さ
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
文
学
的
表
現
を
日
本
語
の
表
現
と
し

て
、
そ
れ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
を
批
判
す
る
こ
と
で
は
、
西
田
の

表
現
を
二
重
に
誤
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
西
田
に
は
、
そ
の
哲
学
的
思

考
と
同
時
に
、
文
体
的
思
考
、
表
現
的
思
考
も
、
同
時
進
行
的
に
な
さ

れ
て
い
た
。
『
善
の
研
究
』
の
文
体
が
悪
文
な
ら
、
小
林
の
さ
ま
ざ
ま
な

文
体
に
対
し
て
も
、
ま
た
同
様
の
批
判
が
な
さ
れ
う
る
。
あ
る
い
は
、

小
林
の
『
感
想
』
と
い
う
未
完
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
論
も
、
西
田
に
劣
ら
ぬ
、

ま
る
で
西
田
を
踏
襲
し
た
か
の
よ
う
な
悪
文
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
文

体
の
問
題
は
、
軽
々
に
良
し
悪
し
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
問
題

は
、
西
田
の
思
索
が
日
本
語
に
ど
う
表
現
さ
れ
、
ど
う
現
れ
て
い
る
の

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
稿
を
改
め
て
論
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
三
）
『
老
子
』
第
六
章
の
中
の
一
節
。
大
室
幹
雄
は
そ
の
著
書
『
囲

碁
の
民
俗
学
』
（
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
六
月
一
六
日
、
一
四
七

頁
）
で
、
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
「
谷
神
」
1
1
「
玄
牝
」
は
道
（
タ

オ
）
の
隠
喩
、
「
道
は
天
地
1
1
世
界
に
遍
在
す
る
実
在
的
な
一
髪
」
、
ま

た
、
「
世
界
に
還
流
し
て
現
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
を
生
成
し
破

壊
し
再
生
さ
せ
る
生
の
流
れ
そ
の
も
の
」
と
解
し
、
そ
れ
を
「
外
部
の

世
界
を
認
知
の
対
象
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
の
な
い
、
原
初
の
混
沌
と

で
も
称
す
べ
き
無
意
識
的
な
状
態
」
と
捉
え
、
そ
れ
を
老
子
は
隠
喩
を

も
ち
い
て
「
嬰
児
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
と
一
致
す
る
と
見
て
い
る
。

こ
れ
は
、
再
び
翻
っ
て
、
初
め
に
触
れ
た
小
林
秀
雄
の
「
原
始
人
の
ア

ニ
ミ
ズ
ム
の
世
界
観
」
へ
の
認
識
の
仕
方
と
も
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
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