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　写像と言葉のなかの幽霊（1）

写
像
と
言
葉
の
な
か
の
幽
霊

石　

光　

輝　

子

3　

観
察
す
る
た
め
の
写
真̶

̶
映
画
と
の
対
比

　

カ
フ
カ
は
一
八
八
三
年
生
ま
れ
、
世
紀
末
に
生
を
受
け
、
時
代
が
二
十
世
紀
に
切
り
替
わ
る
と
き
に
は
十
七
歳
の
多
感
な
年
齢
に

達
し
て
お
り
、
十
九
世
紀
に
端
を
発
し
た
様
々
な
近
代
技
術̶

̶

鉄
道
や
飛
行
機
や
電
話
や
写
真
や
映
画
や
蓄
音
器
な
ど̶

̶

が
す

さ
ま
じ
い
勢
い
で
発
達
・
変
容
し
て
ゆ
き
な
が
ら
、
社
会
の
構
造
と
人
間
の
知
覚
に
引
き
戻
す
こ
と
の
で
き
な
い
変
化
を
与
え
て
い

る
の
を
、
間
接
的
な
が
ら
、
と
き
に
は
過
敏
に
す
ぎ
る
神
経
で
、
し
ば
し
ば
喜
び
と
い
う
よ
り
は
苦
痛
を
伴
い
つ
つ
捉
え
て
い
た
。

カ
フ
カ
は
科
学
者
な
ら
ぬ
一
般
人
と
し
て
そ
れ
ら
の
近
代
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
も
た
ら
す
便
宜
と
娯
楽
と
快
感
を
享
受
し
賛
嘆
し
て
い

た
が
、そ
れ
ら
の
賛
嘆
は
決
し
て
無
邪
気
な
も
の
で
も
（
無
邪
気
に
見
え
る
瞬
間
が
あ
っ
た
と
は
い
え
）
無
条
件
の
も
の
で
も
な
い
。

何
故
な
ら
「
わ
た
し
は
文
学
で
で
き
て
お
り
、そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、そ
れ
以
外
の
何
も
の
に
も
成
り
得
な
い
」（K

A
B
-II 
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フ
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（2）
261

）
と
い
う
カ
フ
カ
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
も
た
ら
す
知
覚
の
変
容
を
常
に
「
文
学
」
と
い
う
も
の
さ
し
で
測
り
、「
文
学
」
の

世
界
へ
連
れ
戻
そ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

カ
フ
カ
が
写
真
に
お
け
る
画
像
を
、
繰
り
返
し
言
葉
に
置
き
換
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
確
認
し
た（
　
）。「
文
学
で
で
き

て
い
る
」
と
い
う
カ
フ
カ
は
、
現
実
に
お
け
る
す
べ
て
を
言
葉
で
描
き
尽
く
し
、
世
界
を
言
葉
で
捉
え
る
こ
と
を
こ
そ
望
み
、
た
と

え
ば
フ
ェ
リ
ー
ツ
ェ
に
つ
い
て
は
記
憶
の
な
か
の
像
を
言
説
化
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
女
を
征
服
し
た
と
考
え
る
。
そ
う
し
た
人

間
に
と
っ
て
、
現
実
社
会
の
な
か
か
ら
あ
るB

ild

を
切
り
取
っ
た
写
真
は
、
言
葉
に
置
き
換
え
る
作
業
を
行
う
う
え
で
き
わ
め
て

便
利
な
、
心
地
よ
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
写
真
は
対
象
を
言
葉
に
置
き
換
え
る
た
め
の
観
察
を
よ
り
容
易
に
す
る
媒
体
と
な
る
。

精
神
科
医
の
S
・
テ
ィ
ス
ロ
ン
は
、
二
十
世
紀
初
頭
に
病
院
で
撮
影
さ
れ
た
奇
形
や
障
害
の
写
真
を
紹
介
し
、
そ
れ
ら
は
現
代
の
人

間
か
ら
見
れ
ば
き
わ
め
て
悪
趣
味
な
、 
病
的
な
窃
視
症
の
極
み
の
よ
う
に
見
え
る
が
、 

そ
う
で
は
な
く
て 「
さ
ま
ざ
ま
な
病
変
を『
観

察
』
可
能
な
も
の
に
す
る
」
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。「
そ
う
し
た
病
変
は
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
外
見
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
観
察
』
が
困
難
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。」
何
故
な
ら
ば
病
変
が
医
者
と
患
者
の
双
方
に
引
き
起
こ
す
恐
怖
心

や
不
安
や
恥
が
、
観
察
を
妨
げ
た
か
ら
だ
。「
あ
る
現
象
の
考
察
を
開
始
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
の
現
象
と
自
己
と
の
あ
い
だ
に

保
護
膜
を
作
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
十
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
撮
影
さ
れ
た
奇
形
現
象
の
写
真
は
、
こ
の
保
護

膜
に
な
っ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。﹇
…
﹈
こ
れ
ら
の
写
真
は
ま
な
ざ
し
を
恐
怖
と
恥
か
ら
解
放
し
、
ま
な
ざ
し
の
関
心
を
病
気
の
み

に
向
け
さ
せ
る
の
に
役
立
っ
た（
　
）。」

奇
形
の
写
真
を
撮
ら
せ
た
医
者
達
は
、
そ
れ
ら
を
小
説
家
の
言
葉
に
置
き
換
え
る
た
め
に
で
は

な
く
、
科
学
的
な
研
究
対
象
と
す
る
た
め
に
観
察
し
た
の
だ
っ
た
が
、
写
真
と
い
う
媒
体
が
観
察
を
妨
げ
る
因
子
を
取
り
除
い
て
く

れ
る
と
い
う
点
で
は
、
カ
フ
カ
の
場
合
と
同
じ
利
便
性
と
機
能
を
写
真
に
見
い
だ
し
て
い
た
と
言
え
る
。
大
体
が
、
言
葉
に
置
き
換

え
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
保
護
膜
を
作
ろ
う
と
す
る
行
為
で
あ
る
。
カ
フ
カ
は
写
真
の
被
写
体
そ
の
も
の
に
必
ず
し
も
恐
怖
や
不
安

127
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　写像と言葉のなかの幽霊（3）

や
恥
を
抱
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
方
で
写
真
が
写
し
込
む
現
実
そ
れ
自
体
に
恐
怖
と
不
安
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
も

言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
写
真
は
カ
フ
カ
と
現
実
の
あ
い
だ
に
介
在
し
て
く
れ
る
保
護
膜
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

　

写
真
の
こ
う
し
た
、
対
象
の
観
察
を
容
易
に
す
る
と
い
う
特
性
は
、
し
ば
し
ば
写
真
の
発
展
あ
る
い
は
延
長
で
考
え
ら
れ
る
映
画

と
の
対
比
で
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
と
炙
り
出
さ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
映
画
で
は
（
写
真
と
異
な
っ
て
）、
カ
フ
カ
が
命
題

と
す
る
そ
の
観
察
が
容
易
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
映
画
は
写
真
の
よ
う
に
静
止
し
て
お
ら
ず
、
速
度
の
速
い
動
き
に
よ

っ
て
進
行
す
る
か
ら
だ
。
映
画
が
い
か
な
る
影
響
を
カ
フ
カ
に
及
ぼ
し
た
か
、
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
い

る
テ
ー
マ
で
あ
り（
　
）、
そ
の
多
く
は
カ
フ
カ
に
お
け
る
映
画
の
影
響
を
過
大
に
捉
え
す
ぎ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
写
真
と

の
関
連
に
お
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
写
真
と
映
画
と
の
比
較
に
関
す
る
言
及
と
い
え
ば
、
一
九
一
一
年
一
月
の
カ
フ
カ
の

旅
日
記
に
あ
る
記
述
が
思
い
出
さ
れ
る（
　
）。
カ
フ
カ
は
フ
リ
ー
ト
ラ
ン
ト
を
出
張
で
訪
れ
、そ
こ
で
カ
イ
ザ
ー
パ
ノ
ラ
マ
を
見
物
し
た
。

カ
イ
ザ
ー
パ
ノ
ラ
マ
と
は
パ
ノ
ラ
マ
の
一
種
で
あ
る
が
、
一
般
的
な
パ
ノ
ラ
マ
と
は
か
な
り
方
式
が
異
な
っ
て
い
る
。
パ
ノ
ラ
マ
は

十
八
世
紀
に
イ
ギ
リ
ス
で
生
ま
れ
た
見
せ
物
の
形
態
で
あ
り
、
そ
れ
専
用
に
作
ら
れ
た
建
物
の
な
か
に
三
百
六
十
度
方
向
、
一
面
の

絵
を
描
い
て
観
覧
さ
せ
る
の
だ
が
、カ
イ
ザ
ー
パ
ノ
ラ
マ
は
そ
の
よ
う
な
大
規
模
な
建
物
は
必
要
と
し
な
い
。
立
体
視
法
の
写
真（
初

期
に
は
絵
が
用
い
ら
れ
た
が
次
第
に
写
真
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
た
）
が
一
種
の
回
転
台
の
上
に
載
っ
て
お
り
、
観
客
は
円
柱
状
の
装

置
の
外
側
か
ら
レ
ン
ズ
の
つ
い
た
穴
を
覗
い
て
、
廻
る
回
転
台
に
載
っ
た
一
シ
リ
ー
ズ
五
十
枚
か
ら
な
る
写
真
を
二
種
類
見
る
と
い

う
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
人
の
ア
ウ
グ
ス
ト
・
フ
ー
ア
マ
ン
の
発
明
に
よ
り
一
八
八
〇
年
に
初
め
て
公
開
さ
れ
、
最
盛
期

に
は
ド
イ
ツ
全
土
に
二
五
〇
も
の
配
給
網
を
持
つ
ほ
ど
の
人
気
を
博
し
、そ
の
な
か
で
最
も
有
名
な
も
の
は
ベ
ル
リ
ン
の
ウ
ン
タ
ー
・

デ
ン
・
リ
ン
デ
ン
通
り
に
あ
る
カ
イ
ザ
ー
パ
ノ
ラ
マ
館
だ
っ
た
と
い
う（
　
）。

こ
の
ベ
ル
リ
ン
の
カ
イ
ザ
ー
パ
ノ
ラ
マ
館
に
つ
い
て
、
ヴ

ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
も
そ
の
『
一
九
〇
〇
年
頃
の
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
』（B

erliner K
indheit um

 N
eunzehnhundert

）
の
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（4）

な
か
で
ふ
れ
て
い
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

カ
イ
ザ
ー
パ
ノ
ラ
マ
で
見
ら
れ
る
旅
の
写
真
の
大
き
な
魅
力
は
、
ど
の
画
面
か
ら
見
始
め
て
も
か
ま
わ
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

座
席
が
前
に
置
か
れ
た
観
覧
面
全
体
が
円
形
を
し
て
い
る
の
で
、
す
べ
て
の
画
面
が
ど
の
客
席
の
ま
え
も
通
っ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

客
は
自
分
の
座
席
か
ら
、
一
対
の
小
窓
を
覗
き
込
み
、
淡
い
色
調
を
帯
び
た
遠
方
の
地
の
風
景
に
見
入
っ
た
。
席
は
い
つ
で
も
見
つ
か
っ

た
。
と
く
に
私
の
幼
年
時
代
の
終
わ
り
頃
に
は
、
カ
イ
ザ
ー
パ
ノ
ラ
マ
は
す
で
に
流
行
に
背
を
向
け
ら
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
私
た
ち
は

半
ば
空
っ
ぽ
の
館
内
で
こ
の
写
真
で
の
周
遊
旅
行
を
す
る
こ
と
に
、
慣
れ
っ
こ
に
な
っ
て
い
た（
　
）。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
こ
う
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
〇
〇
年
頃
に
は
す
で
に
流
行
遅
れ
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
娯
楽
と
し
て
は

短
命
の
部
類
に
入
る
だ
ろ
う
。
カ
イ
ザ
ー
パ
ノ
ラ
マ
が
そ
の
よ
う
に
早
く
寿
命
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
そ
の
直
接
の
原
因
を
な
し
た
の

は
、
言
う
ま
で
も
な
く
映
画
の
登
場
で
あ
る
。
目
の
前
を
た
だ
通
り
過
ぎ
て
ゆ
く
だ
け
の
静
止
し
た
写
真
の
列
は
、
動
く
映
像
が

与
え
る
、
文
字
通
り
目
く
る
め
く
よ
う
な
刺
激
と
魅
力
に
は
と
う
て
い
太
刀
打
ち
で
き
ず
、
映
画
に
熱
狂
す
る
大
衆
か
ら
は
忘
れ

去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
カ
フ
カ
が
日
記
に
記
し
て
い
る
の
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
思
い
出
す
幼
年
時
代
よ
り
も
さ
ら
に
十
年
ば
か
り
後
の

一
九
一
一
年
、
カ
イ
ザ
ー
パ
ノ
ラ
マ
は
帝
都
ベ
ル
リ
ン
で
は
す
っ
か
り
過
去
の
遺
物
に
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
片
田
舎
で
は
か
ろ

う
じ
て
生
き
残
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
カ
フ
カ
は
パ
ノ
ラ
マ
の
見
方
さ
え
忘
れ
か
け
て
い
な
が
ら
も
、
人ひ
と
け気

の
な
い
裏
さ
び

れ
た
施
設
の
な
か
で
ブ
レ
シ
ア
や
ク
レ
モ
ナ
の
写
真
を
次
々
に
観
る
。

　

そ
れ
ら
の
写
真
は
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ
に
お
け
る
よ
り
も
生
き
生
き
と
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
そ
れ
ら
は
ま
な
ざ
し
に
現
実
の
安
定
を
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与
え
て
く
れ
る
か
ら
だ
。
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ
は
観
る
者
に
動
き
の
不
安
を
与
え
る
。
ま
な
ざ
し
の
安
定
の
ほ
う
が
重
要
に
思
え
る
。﹇
…
﹈

ど
う
し
て
こ
う
い
う
や
り
か
た
の
ス
テ
レ
オ
ス
コ
ー
プ
と
シ
ネ
マ
の
一
体
化
が
な
い
の
だ
ろ
う
か
。﹇
…
﹈
語
ら
れ
る
の
を
た
だ
聞
く
こ

と
と
パ
ノ
ラ
マ
を
観
る
こ
と
の
隔
た
り
は
、
パ
ノ
ラ
マ
を
観
る
の
と
現
実
を
観
る
の
と
の
隔
た
り
よ
り
も
大
き
い
。（K

A
T
937

）

カ
フ
カ
が
映
画
か
ら
、
人
並
み
の
青
年
ら
し
く
多
大
の
刺
激
と
魅
惑
を
受
け
取
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
同
時
に
そ
れ
に

対
す
る
あ
る
種
の
拒
否
感
も
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。 

そ
し
て
そ
の
拒
否
感
は
映
画
ば
か
り
で
な
く
、
他
の
近
代
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
に
対
し
て
も
お
お
む
ね̶

̶
強
弱
は
あ
っ
た
に
し
て
も̶

̶

抱
か
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
も
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
そ
の
拒

否
感
が
き
わ
め
て
具
体
的
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
映
画
は
カ
フ
カ
に「
動
き
の
不
安
」を
与
え
る
。
カ
イ
ザ
ー
パ
ノ
ラ
マ
の
与
え
る「
ま

な
ざ
し
の
安
定
」
の
ほ
う
を
カ
フ
カ
は
何
ゆ
え
必
要
と
す
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
観
察
す
る
た
め
で
あ
り
、
観
察
は
何
ゆ
え
必
要

か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
言
語
に
置
き
換
え
る
た
め
で
あ
る
。
映
画
の
動
く
映
像
で
は
ま
な
ざ
し
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
、
観
察
も
不
可
能
と
な
り
、
言
語
に
置
き
換
え
る
こ
と
も
む
ず
か
し
く
な
る
。
お
そ
ら
く
は
こ
こ
に
、
共
に
映
画
を
観
た
と
き
で

あ
っ
て
も
友
人
の
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ロ
ー
ト
が
映
画
に
つ
い
て
や
た
ら
に
書
き
散
ら
し
て
い
る
の
に
比
べ
て
、
カ
フ
カ
の
書
き
残
し
た

も
の
の
な
か
に
映
画
に
つ
い
て
の
記
述
が
き
わ
め
て
少
な
い
理
由
の
一
端
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
カ
イ
ザ
ー
パ
ノ
ラ
マ
は
、
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
が
「
写
真
で
の
周
遊
旅
行
」
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
趣
旨
が
そ
も
そ
も
世
界
各
地
の
珍
し
い
風
景
を
観
客
に
い
な
が

ら
に
し
て
味
わ
っ
て
も
ら
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
擬
似
旅
行
と
し
て
の
娯
楽
施
設
だ
っ
た
。
カ
イ

ザ
ー
パ
ノ
ラ
マ
の
観
客
は
、
覗
き
眼
鏡
の
な
か
の
流
れ
て
ゆ
く
一
連
の
写
真
を
旅
行
者
が
あ
た
か
も
車
窓
風
景
を
楽
し
む
よ
う
に
愛

で
る
こ
と
を
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
車
窓
風
景
の
体
験
、
旅
の
観
察
に
つ
い
て
、
カ
フ
カ
は
か
つ
て
ゲ
ー
テ
の
時
代
の
旅
と

現
代
の
旅
と
を
比
較
し
た
興
味
深
い
記
述
を
日
記
に
残
し
て
い
る
。
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ゲ
ー
テ
の
旅
の
観
察
は
こ
ん
に
ち
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ゲ
ー
テ
の
旅
の
観
察
は
郵
便
馬
車
の
な
か
か
ら
な
さ
れ
て
、
土
地
の

ゆ
っ
く
り
と
し
た
変
化
に
伴
っ
て
よ
り
素
朴
に
展
開
し
て
ゆ
き
、
そ
う
し
た
地
域
を
知
ら
な
い
者
で
も
は
る
か
に
た
や
す
く
つ
い
て
ゆ
く

こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
安
定
し
た
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
風
景
の
思
考
が
登
場
す
る
。
そ
の
地
域
は
元
々
の
性
格
を
そ
こ
な
わ
ぬ
ま
ま
、
馬

車
の
乗
客
に
提
供
さ
れ
、
街
道
も
鉄
道
線
路
よ
り
は
（
街
道
と
鉄
道
線
路
の
関
係
は
、
河
と
運
河
の
関
係
と
同
じ
か
も
し
れ
な
い
）
は
る

か
に
自
然
に
大
地
を
区
切
っ
て
い
る
の
で
、
眺
め
る
者
は
力
ま
か
せ
に
す
る
必
要
は
な
く
、
大
し
た
骨
折
り
を
せ
ず
に
体
系
的
に
観
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
瞬
間
的
観
察
は
わ
ず
か
し
か
な
い
﹇
…
﹈（K

A
T
42f

）

郵
便
馬
車
の
時
代
の
ゲ
ー
テ
は
「
大
し
た
骨
折
り
を
せ
ず
に
体
系
的
に
観
る
」
こ
と
が
で
き
る
が
、二
十
世
紀
の
旅
す
る
カ
フ
カ
は
、

風
景
の
ゆ
っ
く
り
と
し
た
変
化
と
展
開
を
奪
わ
れ
、 

安
定
し
た
風
景
の
思
考
を
奪
わ
れ
て
、 

車
窓
の
目
ま
ぐ
る
し
い
変
化
に
対
し

「
力
ま
か
せ
に
」「
瞬
間
的
観
察
」
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鉄
道
列
車
の
車
窓
風
景
は
映
画
と
同
様
に
「
動
き
の
不
安
」
を
与

え
る
の
だ
。
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ヴ
ェ
ル
ブ
シ
ュ
は
鉄
道
旅
行
を
文
化
史
的
に
分
析
し
た
著
作
『
鉄
道
旅
行
の
歴
史
』
の
な
か
で
、

こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
趣
旨
の
こ
と
を
的
確
に
ま
と
め
て
い
る
。「
旅
の
体
験
の
強
さ
は
、十
八
世
紀
に
そ
の
文
化
的
頂
点
を
迎
え
て
、

旅
行
小
説
と
い
う
文
学
ジ
ャ
ン
ル
で
不
滅
の
記
念
碑
を
打
ち
た
て
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
に
終
止
符
を
打
つ
の
が
鉄
道
だ
。
鉄
道
が
風

景
の
な
か
を
突
っ
走
る
速
度
と
数
学
的
な
直
線
性
が
、
旅
行
者
と
旅
し
て
ま
わ
る
空
間
の
あ
い
だ
の
親
密
な
関
係
を
破
壊
す
る（
　
）。」

か
つ
て
は
旅
行
者
と
風
景
の
あ
い
だ
の
親
密
な
関
係
が
旅
行
小
説
と
い
う
、
言
葉
の
表
現
形
態
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
カ
フ
カ
が

求
め
る
の
は
、
そ
の
言
葉
の
表
現
に
ま
で
い
た
り
つ
け
る
だ
け
の
時
間
を
与
え
て
く
れ
る
ゆ
っ
く
り
と
し
た
変
化
、
展
開
で
あ
る
。

シ
ヴ
ェ
ル
ブ
シ
ュ
は
鉄
道
旅
行
の
車
窓
風
景
を
パ
ノ
ラ
マ
と
い
う
概
念
で
説
明
し
て
「
パ
ノ
ラ
マ
的
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
カ
フ
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　写像と言葉のなかの幽霊（7）

カ
に
と
っ
て
は
文
字
通
り
パ
ノ
ラ
マ
化
さ
れ
た
カ
イ
ザ
ー
パ
ノ
ラ
マ
の
写
真
群
が
あ
た
か
も
郵
便
馬
車
の
車
窓
風
景
の
よ
う
に
、
観

察
す
る
の
に
骨
折
り
の
い
ら
な
い
、
ま
な
ざ
し
を
安
定
さ
せ
て
く
れ
る
好
ま
し
い
も
の
と
思
え
る
。
郵
便
馬
車
が
与
え
る
旅
の
体
験

の
強
さ
は
旅
行
小
説
を
生
み
出
し
、
写
真
は
カ
フ
カ
に
お
い
て
細
密
な
描
写
に
転
換
さ
れ
る
が
、
鉄
道
は
そ
の
速
度
で
風
景
と
の
親

密
な
関
係
を
破
壊
し
、
映
画
は
連
続
す
る
そ
の
動
き
に
よ
っ
て
不
安
を
与
え
て
、
観
察
す
る
ゆ
と
り
は
与
え
ず
、
カ
フ
カ
は
映
画
に

つ
い
て
の
記
述
を
放
棄
す
る
。
た
え
ず
、
よ
り
大
き
な
刺
激
を
求
め
る
大
衆
に
す
っ
か
り
見
放
さ
れ
て
カ
イ
ザ
ー
パ
ノ
ラ
マ
が
廃
れ

て
し
ま
い
、
映
画
は
ま
す
ま
す
隆
盛
を
誇
る
今
日
、
し
か
し
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
も
映
画
に
つ
い
て
こ
れ
と
近
似
し
た
感
想
を
も
ら
し

て
い
る
。「
ス
ク
リ
ー
ン
の
前
で
は
、
私
は
目
を
閉
じ
る
自
由
を
も
っ
て
い
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
を
し
よ
う
も
の
な
ら
、
目
を
開
け

た
と
き
、
ふ
た
た
び
同
じ
映
像
を
見
出
だ
す
わ
け
に
い
か
な
く
な
る
。
私
は
た
え
ず
む
さ
ぼ
り
見
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
。
映
画
に

は
他
の
多
く
の
特
性
が
あ
る
が
、
考
え
こ
ま
せ
る
と
こ
ろ
だ
け
は
な
い
。
私
が
フ
ォ
ト
グ
ラ
ム
に
関
心
を
も
つ
の
は
考
え
さ
せ
て
く

れ
る
か
ら
だ（
　
）。」
カ
フ
カ
が
「
動
き
の
不
安
」
と
表
現
し
、
沈
黙
に
い
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
を
、
バ
ル
ト
は
考
え
こ
ま
せ
る

と
こ
ろ
の
欠
如
と
云
い
、
考
え
る
時
間
の
ゆ
と
り
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
フ
ォ
ト
グ
ラ
ム
（
レ
ン
ズ
を
使
わ
な
い
技
法
の
写
真
）
の

ほ
う
に
目
を
向
け
る
。「
写
真
は
、
映
画
や
テ
レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
よ
う
に
映
像
が
強
要
す
る
展
開
に
見
る
者
が
否
応
な
く
し
た
が
わ

ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
表
現
形
式
で
﹇
…
﹈
な
い
」（
テ
ィ
ス
ロ
ン（
　
））
か
ら
こ
そ
、
バ
ル
ト
の
よ
う
に
強
要
さ
れ
る
こ
と
を
好
ま
ず
、

想
像
と
思
考
の
よ
り
広
い
余
地
を
求
め
る
者
に
は
、
映
画
の
押
し
つ
け
が
ま
し
さ
よ
り
心
を
惹
く
も
の
と
な
る
。
カ
フ
カ
は
映
画
で

は
な
く
カ
イ
ザ
ー
パ
ノ
ラ
マ
に
親
和
性
を
見
い
だ
し
た
が
、
そ
れ
と
同
様
に
映
画
で
は
な
く
映
画
ポ
ス
タ
ー
を
偏
愛
し
た
。
そ
れ
は

さ
ら
に
い
っ
そ
う
映
画
の
押
し
つ
け
が
ま
し
さ
か
ら
遠
ざ
か
る
志
向
で
あ
る
。

﹇
…
﹈
自
分
で
は
き
わ
め
て
ま
れ
に
し
か
映
画
館
に
行
か
な
く
と
も
、
わ
た
し
は
た
い
て
い
は
あ
ら
ゆ
る
映
画
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
週
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間
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
そ
ら
ん
じ
て
い
る
の
で
す
。
散
漫
な
気
持
ち
と
、
何
か
娯
楽
を
求
め
る
欲
求
は
ポ
ス
タ
ー
で
満
た
さ
れ
ま
す
。
ポ
ス
タ

ー
の
前
で
は
わ
た
し
の
い
つ
も
の
最
も
内
奥
に
あ
る
不
快
感
、
永
遠
に
そ
の
場
し
の
ぎ
の
こ
の
感
覚
か
ら
回
復
す
る
の
で
す
。
結
局
満
足

の
ゆ
か
な
い
ま
ま
終
わ
っ
た
避
暑
か
ら
町
に
帰
っ
て
く
る
た
び
、
私
は
ポ
ス
タ
ー
に
飢
え
て
お
り
、
家
に
帰
る
市
街
電
車
の
な
か
か
ら
す

ば
や
く
、
一
心
不
乱
に
通
り
す
が
り
の
ポ
ス
タ
ー
を
切
れ
切
れ
に
読
み
と
っ
た
も
の
で
す
」（K

A
B
-II 132f

）

映
画
ポ
ス
タ
ー
と
い
う
の
は
こ
の
頃
、
た
い
て
い
は
写
真
で
な
く
絵
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
ポ
ス
タ
ー
を
、
走
る
電
車
の
な

か
か
ら
窓
越
し
に
「
力
ま
か
せ
に
」「
瞬
間
的
観
察
」
を
し
て
ま
で
も
観
よ
う
と
す
る
の
は
逆
説
的
で
皮
肉
な
こ
と
に
思
え
る
が
、

写
真
で
は
な
い
だ
け
に
詳
細
な
観
察
を
必
要
と
し
な
い
。
題
名
や
ら
俳
優
の
名
前
や
ら
と
共
に
あ
げ
て
あ
る
何
ら
か
の
シ
ー
ン
の
描

画
が
カ
フ
カ
の
想
像
力
に
訴
え
、「
娯
楽
を
求
め
る
欲
求
」
を
そ
れ
だ
け
で
満
た
し
て
く
れ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
興
味
深
い

こ
と
に
は
ポ
ス
タ
ー
を
見
て
大
き
な
期
待
を
抱
い
て
い
た
映
画
で
あ
っ
た
の
に
、
ス
チ
ー
ル
写
真
を
見
て
（
映
画
を
観
る
以
前
に
）

す
で
に
失
望
し
た
経
験
の
記
述
が
カ
フ
カ
の
手
紙
に
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
だ（
　
）。
ス
チ
ー
ル
写
真
は
す
な
わ
ち
バ
ル
ト
の
言
う
よ
う
に

映
画
よ
り
は
思
考
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
ポ
ス
タ
ー
に
比
べ
れ
ば
思
考
の
余
地
も
想
像
の
余
地
も
狭
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
バ
ル
ト
も
カ
フ
カ
も
映
像
が
強
要
す
る
展
開
を
忌
避
し
、
立
ち
止
ま
っ
て
観
察
す
る
、
あ
る
い
は
思
考
す

る
時
間
を
要
求
し
た
。
観
察
し
思
考
す
る
だ
け
の
時
間
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、
写
真
の
内
で
「『
時
間
』
の
停
止
」（
バ
ル
ト（
　
））
あ

る
い
は
「
時
間
の
凍
結—

—

一
枚
一
枚
の
写
真
の
傲
慢
で
痛
烈
な
静
止
」（
ソ
ン
タ
グ（
　
））

が
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
写

真
と
時
間
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
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　写像と言葉のなかの幽霊（9）

4　

写
真
に
お
け
る
時
間
と
死

　

現
実
の
フ
ェ
リ
ー
ツ
ェ
と
交
わ
る
こ
と
を
疑
い
も
な
く
恐
れ
て
い
た
カ
フ
カ
は
、
フ
ェ
リ
ー
ツ
ェ
に
対
し
て
大
量
の
手
紙
を
送
り

つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
と
フ
ェ
リ
ー
ツ
ェ
の
あ
い
だ
に
蕩
々
た
る
言
葉
の
流
れ
を
築
き
上
げ
、
い
か
に
逆
説
的
に
聞
こ
え
よ

う
と
も
そ
れ
に
よ
っ
て
ふ
た
り
の
あ
い
だ
の
空
間
的
距
離
を
い
っ
そ
う
堅
固
な
も
の
と
し
た
。
そ
し
て
ま
た
本
物
の
フ
ェ
リ
ー
ツ
ェ

に
対
す
る
保
護
膜
を
求
め
て
、
カ
フ
カ
は
繰
り
返
し
彼
女
に
写
真
を
要
求
す
る
。
手
紙
も
写
真
も
カ
フ
カ
に
と
っ
て
は
、
あ
る
意
味

で
は
現
実
の
人
間
か
ら
の
空
間
の
隔
た
り
を
確
保
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
写
真
の
な
か
の
図
像
は
図
像
で
あ
る
が
ゆ
え

に
到
達
不
可
能
な
も
の
と
な
り
、
ま
た
不
可
侵
の
も
の
と
な
る
。
カ
フ
カ
が
望
ん
で
い
る
の
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
非
到
達
性
と
不
可

侵
性
を
備
え
た
フ
ェ
リ
ー
ツ
ェ
の
姿
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
写
真
が
何
よ
り
も
渇
望
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。

　

カ
フ
カ
と
フ
ェ
リ
ー
ツ
ェ
の
あ
い
だ
に
お
い
て
空
間
的
隔
た
り
の
保
証
で
あ
っ
た
写
真
は
し
か
し
、「
時
間
の
凍
結
」「
時
間
の
不

動
化
」
と
し
て
時
間
の
隔
た
り
を
証
す
も
の
で
も
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に（
　
）カ
フ
カ
は
フ
ェ
リ
ー
ツ
ェ
の
少
女
時
代
の
写
真
を
手

に
入
れ
て
、
大
袈
裟
な
ほ
ど
に
感
動
す
る
。「
何
と
愛
ら
し
い
、
小
さ
な
少
女
だ
ろ
う
か
。
ほ
っ
そ
り
し
た
肩
。
何
と
弱
々
し
く
、

折
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
少
女
だ
ろ
う
。
彼
女
は
控
え
目
だ
け
れ
ど
も
落
ち
着
い
て
い
る
。﹇
…
﹈
こ
の
写
真
を
し
ば
ら
く
見
つ
め
て

い
る
と
、
じ
き
に
涙
が
目
に
浮
か
ん
で
き
て
し
ま
う
の
が
、
君
に
は
わ
か
る
だ
ろ
う
か
。」（K

A
B
-I 267

） 「
大
袈
裟
な
感
動
」
と

言
う
の
は
適
切
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
愛
す
る
者
の
い
ま
現
在
の
写
真
は
強
い
愛
着
の
念
を
呼
び
起
こ
す
が
、
絶
対
的
に
隔
て
ら

れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
拒
ま
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
涙
ま
で
も
よ
お
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
愛
す
る
者
の

遠
く
隔
た
っ
た
過
去
の
写
真
に
、
眼
を
濡
ら
す
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ふ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
光
景
で
あ
る
。
人
が
泣
く
の
は
、
そ
こ

に
取
り
返
す
こ
と
の
で
き
な
い
時
間
の
経
過
を
読
み
と
る
か
ら
だ
。
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
も
は
や
実
際
に
そ
の
目
で
現
実
に
見
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る
こ
と
の
で
き
な
い
幼
く
て
弱
々
し
い
姿
が
、
す
で
に
今
は
存
在
し
な
い
そ
の
姿
が
写
真
の
な
か
に
定
着
さ
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と

が
、
人
々
の
感
動
を
よ
ぶ
の
で
あ
る
。
写
真
の
な
か
の
図
像
の
非
到
達
性
と
不
可
侵
性
は
、
時
間
の
隔
た
り
を
備
え
て
い
れ
ば
完
全

に
強
固
な
も
の
と
な
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
感
動
を
ひ
き
お
こ
す
の
は
、
他
者
の
写
真
に
限
ら
れ
る
。
カ
フ
カ
は
自
分
の

側
か
ら
も
幼
少
時
の
写
真
を
フ
ェ
リ
ー
ツ
ェ
に
送
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
注
釈
は
自
己
嫌
悪
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
写
真
は
何
歳
の
と
き
の
も
の
か
全
然
知
ら
な
い
。
当
時
は
ま
だ
私
は
自
分
自
身
に
属
し
て
い
た
よ
う
で
、
と
て
も
く
つ
ろ
い
で
い

る
よ
う
に
見
え
る
。
最
初
の
子
供
だ
っ
た
か
ら
私
は
た
く
さ
ん
写
真
を
と
っ
て
も
ら
い
、
だ
ん
だ
ん
と
変
わ
っ
て
ゆ
く
様
の
一
大
シ
リ
ー

ズ
の
写
真
が
あ
る
。
こ
れ
か
ら
後
は
写
真
一
枚
ご
と
に
腹
を
立
て
て
い
く
様
子
が
君
に
は
わ
か
る
だ
ろ
う
。
す
ぐ
次
の
写
真
で
は
も
う
私

は
両
親
の
猿
と
し
て
登
場
す
る
。（K

A
B-I 280

） 

自
分
の
幼
時
の
写
真
像
は
、
同
様
に
も
は
や
存
在
し
な
い
取
り
戻
す
こ
と
の
で
き
な
い
過
去
に
埋
没
し
た
姿
で
あ
る
と
は
い
え
、
感

動
や
涙
を
誘
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
滑
稽
で
自
虐
的
な
も
の
で
す
ら
あ
る
。
そ
れ
は
勿
論
い
つ
で
も
誰
に
で
も
あ
り

が
ち
な
自
己
嫌
悪
で
も
あ
り
、
自
身
に
し
か
理
解
し
え
な
い
苦
々
し
い
幼
少
期
の
思
い
出
に
淵
源
を
発
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
け
れ

ど
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
一
九
三
一
年
に
発
表
し
た
『
写
真
小
史
』（K

leine 

G
eschichte der P

hotographie

）
に
お
い
て
写
真
が
大
衆
に
普
及
し
て
い
く
過
程
で
、
急
激
な
趣
味
の
低
下
が
生
じ
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
に
様
々
な
悪
趣
味
な
演
出
が
行
わ
れ
た
か
例
を
あ
げ
つ
つ
、
幼
い
自
分
自
身
の
写
真
に
も
言
及
す
る
。

﹇
…
﹈
そ
し
て
し
ま
い
に
は
、 

私
た
ち
ま
で
が
い
て
、 

恥
を
完
璧
な
も
の
と
す
る
。
チ
ロ
ル
人
の
扮
装
を
し
て
、 

ヨ
ー
デ
ル
を
歌
い
な
が
ら
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絵
に
描
か
れ
た
氷
河
に
向
か
っ
て
帽
子
を
振
っ
て
い
た

り
、
あ
る
い
は
こ
ざ
っ
ぱ
り
し
た
水
夫
の
い
で
た
ち
で
、

そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
く
体
重
を
片
方
の
足
に
か
け
、
磨

き
上
げ
ら
れ
た
柱
に
寄
り
か
か
っ
て
い
る（
　
）。

自
ら
の
幼
い
と
き
の
写
真
を
観
て
、カ
フ
カ
は
「
猿
」

と
言
い
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
「
恥
」
と
言
う
。
奇
形
や

障
害
の
写
真
は
、
写
真
と
い
う
媒
体
が
撮
影
さ
れ
る

側
（
と
観
る
側
）
の
恥
を
取
り
除
く
機
能
を
担
っ
て

い
た
が
、
こ
こ
で
は
写
真
と
い
う
媒
体
が
逆
に
恥
を

呼
び
起
こ
す
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
嘆
き
は
写
真
の
滑
稽
で
欺
瞞
的
な
道
具
立
て
の
な
か
に
押
し
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
怒
り
と
憤
慨

で
あ
り
、
そ
の
か
み
の
幼
児
の
と
き
に
は
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
ま
ま
撮
ら
れ
て
い
た
の
が
、
自
ら
の
本
意
に
反
す
る
幼
い
と
き
の
或

る
瞬
間
が
写
真
の
上
に
定
着
さ
れ
て
あ
る
こ
と
の
気
ま
ず
さ
と
居
心
地
の
悪
さ
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
自
分
の
写
真
像

を
観
る
際
の
、
さ
ら
に
深
い
違
和
感
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
自
分
も
押
し
込
め
ら
れ
た
こ
の
屈

辱
的
で
恥
辱
的
な
写
真
館
の
悪
趣
味
な
道
具
立
て
に
関
連
し
て
、
さ
ら
に
続
け
て
カ
フ
カ
の
写
真
に
つ
い
て
の
有
名
な
言
及
を
な
し

て
い
る
。

　

当
時
そ
う
し
た
ス
タ
ジ
オ
は
装
飾
カ
ー
テ
ン
や
椰
子
や
ゴ
ブ
ラ
ン
織
り
や
イ
ー
ゼ
ル
か
ら
成
っ
て
お
り
、
処
刑
と
も
お
披
露
目
と
も
、

118
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拷
問
部
屋
と
も
玉
座
と
も
つ
か
な
い
も
の
だ
っ
た
が
、

そ
こ
か
ら
出
て
き
た
胸
を
打
つ
証
言
が
、
幼
い
カ
フ

カ
の
一
枚
の
写
真
で
あ
る
。
窮
屈
な
、
ほ
と
ん
ど
は

ず
か
し
め
の
よ
う
な
、
縁
飾
り
の
山
ほ
ど
つ
い
た
子

供
服
を
着
て
、
六
歳
ぐ
ら
い
の
少
年
が
、
一
種
の
温

室
風
景
の
な
か
に
立
っ
て
い
る
。
棕
櫚
の
葉
が
背
後

で
こ
わ
ば
っ
て
い
る
。
こ
の
詰
め
物
を
入
れ
た
み
た

い
な
熱
帯
を
、
さ
ら
に
息
の
詰
ま
る
暑
苦
し
い
も
の

に
す
る
必
要
が
あ
る
か
の
よ
う
に
、
モ
デ
ル
は
左
手

に
不
釣
り
合
い
に
大
き
い
、
つ
ば
の
広
い
、
ス
ペ
イ

ン
人
が
か
ぶ
る
よ
う
な
帽
子
を
も
っ
て
い
る
。
た
し

か
に
こ
ん
な
道
具
立
て
の
な
か
で
、
モ
デ
ル
は
消
え
て
し
ま
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う̶

̶

も
し
も
は
か
り
知
れ
ぬ
ほ
ど
悲
し
げ
な
両
眼
が
、

そ
れ
ら
に
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
の
風
景
を
圧
倒
し
て
い
な
か
っ
た
ら
ば（
　
）。

自
ら
の
写
像
に
は
恥
し
か
覚
え
な
く
と
も
、
他
人
の
写
像
は
深
い
共
感
を
呼
び
起
こ
し
、
感
情
移
入
で
き
る
対
象
と
な
る
。
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
は
別
の
著
作
で
も
カ
フ
カ
の
こ
の
写
真
に
ふ
れ
、「
あ
の
『
あ
わ
れ
な
つ
か
の
間
の
幼
年
時
代
』
が
こ
れ
よ
り
心
を
打
つ
写
真

に
な
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い（
　
）」
と
述
べ
て
い
る
が
、「
胸
を
打
つ
」、「
は
か
り
知
れ
ぬ
程
悲
し
げ
な
」、「
あ
わ
れ
な
つ
か
の
間
の

幼
年
時
代
」
な
ど
の
表
現
が
、
写
真
を
観
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
眼
に
涙
ま
で
は
浮
か
ば
な
く
と
も
お
お
か
た
そ
れ
に
匹
敵
す
る
感
情
を

16
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呼
び
起
こ
し
て
い
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
、
少
女
フ
ェ
リ
ー
ツ
ェ
の
写
真
を
見
つ
め
る
カ
フ
カ
と
相
似
形
を
な

し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
失
わ
れ
た
世
界
へ
の
哀
惜
の
思
い
が
あ
り
、
自
分
の
幼
年
時
代
の
照
り
返
し
を
見
る
よ
う
で
あ
り
、
取
り
返

す
こ
と
の
で
き
な
い
時
間
の
経
過
を
思
い
知
ら
さ
れ
つ
つ
、
或
る
い
た
ま
し
さ
を
も
っ
て
観
察
す
る
ま
な
ざ
し
が
あ
る
。
同
じ
よ
う

に
写
真
の
画
面
上
に
定
着
さ
れ
た
過
去
の
ひ
と
つ
の
瞬
間
を
確
か
め
て
い
る
の
に
、
他
者
の
写
像
で
あ
れ
ば
痛
切
な
思
い
に
満
た
さ

れ
、
自
己
の
写
像
で
あ
れ
ば
恥
と
屈
辱
の
思
い
し
か
生
ま
れ
て
こ
な
い
と
い
う
の
は
い
っ
た
い
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
人
間
相
互
の
疎
外
が
頂
点
に
ま
で
達
し
た
時
代
、
見
極
め
が
た
く
媒
介
さ
れ
た
関
係
性
が
人
間
の
関
係
性
の

唯
一
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
代
に
、
映
画
と
蓄
音
器
は
発
明
さ
れ
た
。
映
画
の
な
か
で
は
人
間
は
自
分
自
身
の
歩
行
を
見
分

け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
蓄
音
器
で
は
自
分
自
身
の
声
を
聞
き
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
実
験
は
こ
れ
を
証
明
し
て
い
る（
　
）」
と
、
近

代
の
技
術
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
人
々
の
根
本
的
な
違
和
感
に
つ
い
て
夙
に
指
摘
し
て
い
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
キ
ッ
ト
ラ
ー
は
こ
う

し
た
一
般
的
に
見
ら
れ
る
違
和
感
を
ラ
カ
ン
の
概
念
を
使
っ
て
説
明
し
て
い
る
。「
人
間
は
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
な
身
体
像
の
お
か
げ
で
、

（
動
物
と
は
ち
が
っ
て
）
借
り
も
の
と
は
い
え
自
我
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
の
た
め
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
な
身
体
像
は
人
間
の
こ
よ

な
き
愛
の
対
象
で
あ
り
つ
づ
け
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
だ
が
、
こ
の
身
体
像
は
、
映
画
化
さ
れ
れ
ば
、
ば
ら
ば
ら
に
う
ち
砕
か

れ
て
し
ま
う
。
カ
メ
ラ
と
い
う
も
の
は
完
璧
な
鏡
と
し
て
作
用
す
る
か
ら
こ
そ
、﹇
…
﹈
人
間
の
心
的
装
置
の
な
か
で
記
憶
さ
れ
て

い
た
自
画
像
は
、
カ
メ
ラ
に
よ
っ
て
抹
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
セ
ル
ロ
イ
ド
・
フ
ィ
ル
ム
に
お
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
動
作
は
い
っ
そ
う
愚

か
し
く
み
え
る
し
、
当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
咽
頭
か
ら
耳
へ
と
い
う
耳
骨
の
回
路
を
通
ら
な
い
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
の
声
は
音
色
と

い
う
も
の
を
欠
く
し
、
証
明
書
用
写
真
で
は
（
写
真
が
一
枚
も
残
っ
て
い
な
い
ピ
ン
チ
ョ
ン
に
よ
れ
ば
）『
ど
こ
か
し
ら
犯
罪
者
の

よ
う
な
顔
を
し
て
い
て
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
の
ギ
ロ
チ
ン
が
下
り
た
と
き
に
役
所
の
カ
メ
ラ
に
魂
を
ぬ
か
れ
て
し
ま
っ
た
』
か
の
よ
う
に

み
え
る
。
こ
う
し
た
こ
と
の
す
べ
て
は
、
メ
デ
ィ
ア
が
嘘
を
つ
い
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の
痕
跡
保
存
の
機
能
が
鏡
像
段
階
を

116
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骨
抜
き
に
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
骨
抜
き
に
さ
れ
た
の
は
魂
そ
れ
じ
た
い
で
あ
り
、
あ
る
い
は
魂
に
技

術
の
洗
礼
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
が
、
ラ
カ
ン
の
鏡
像
段
階
な
の
だ
と
い
っ
て
も
よ
い（
　
）。」

　

写
真
が
出
現
し
た
初
期
、
人
間
が
写
真
に
写
っ
て
い
る
人
物
（
自
分
の
像
で
は
な
く
て
も
）
の
眼
を
見
返
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が（
　
）、
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
写
真
の
人
物
が
本
物
通
り
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
本
物
の
人
物
な

ら
ば
何
ら
か
の
例
外
を
除
い
て
、 

ふ
つ
う
人
は
相
手
の
眼
を
見
返
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
見
返
す
こ
と
が
出
来
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
写
真
の
な
か
の
人
物
が
現
実
の
人
間
と
は
そ
も
そ
も
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
あ
ま
り
に
も
リ
ア
ル
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
本
物
そ
っ
く
り
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
が
本
物
の
現
実
の
人
間
で
な
い
こ
と

を
誰
し
も
知
っ
て
い
る
ゆ
え
に
、
不
気
味
さ
を
ま
と
い
、
怖
れ
を
ひ
き
お
こ
す
こ
と
に
な
る
。
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
、「
写
真
を
撮

ら
せ
る
（
ま
た
は
撮
ら
れ
る
）
た
び
に
、
必
ず
そ
れ
が
本
当
の
自
分
で
は
な
い
と
い
う
感
じ
、
と
き
に
は
騙
さ
れ
た
と
い
う
感
じ
が

心
を
か
す
め
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
誰
し
も
が
写
真
を
撮
ら
れ
る
と
き
に
覚
え
る
居
心
地
の
悪
さ
を
、
先
ほ
ど
の
ピ
ン
チ
ョ

ン
と
と
も
に
巧
妙
に
表
現
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ピ
ン
チ
ョ
ン
が
「
魂
を
抜
か
れ
る
」
と
形
容
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
バ
ル
ト

は
、
写
真
に
お
い
て
「
私
は
死
（
括
弧
の
）
の
小
さ
な
体
験
を
し
、
本
当
に
幽
霊
に
な
る
」、
写
真
の
な
か
に
自
分
の
姿
を
見
る
と

き
、「
自
分
が
『
完
全
な
イ
メ
ー
ジ
』
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、『
死
』
の
化
身
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う

こ
と
が
わ
か
る（
　
）と
表
現
す
る
。
映
像
に
お
い
て
自
分
の
歩
く
姿
を
見
分
け
ら
れ
な
い
の
は
、
そ
れ
が
自
分
で
は
な
く
て
自
分
の
「
幽

霊
」
だ
か
ら
で
あ
り
、初
期
の
写
真
に
お
い
て
写
真
の
人
物
の
眼
を
見
る
勇
気
を
人
々
が
持
て
な
か
っ
た
の
も
、写
真
の
人
物
が
「
幽

霊
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
自
分
の
幼
時
の
写
真
に
恥
し
か
覚
え
な
い
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
ほ
と
ん
ど
眼
を
う
る
ま
せ
る

よ
う
に
し
て
、
同
じ
設
定
と
道
具
立
て
の
な
か
に
あ
る
同
じ
年
頃
の
少
年
カ
フ
カ
の
写
真
を
見
つ
め
、
共
感
と
感
動
を
覚
え
る
。
そ

う
し
て
バ
ル
ト
は
と
言
え
ば
、
カ
フ
カ
が
五
歳
の
少
女
フ
ェ
リ
ー
ツ
ェ
の
写
真
を
見
る
よ
う
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
四
歳
の
少
年
カ
フ

115
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カ
の
写
真
を
見
る
よ
う
に（
　
）、
自
分
の
母
が
五
歳
の
少
女
で
あ
っ
た
と
き
の
写
真
を
見
つ
め
る
。
カ
フ
カ
が
少
女
フ
ェ
リ
ー
ツ
ェ
の
写

真
を
見
る
と
き
、
大
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
フ
ェ
リ
ー
ツ
ェ
は
ま
だ
こ
の
世
に
い
た
が
、
バ
ル
ト
が
幼
女
で
あ
っ
た
母
の
写
真
を
見

る
と
き
、
愛
す
る
母
は
こ
の
世
を
す
で
に
去
っ
て
お
り
、
バ
ル
ト
は
写
真
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
母
の
喪
を
行
う
。
そ
れ
は
奇

し
く
も
バ
ル
ト
に
よ
っ
て
「
温
室
の
写
真
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
写
真
だ
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
カ
フ
カ
の
写
真
に
つ
い
て
、
写
真
ス
タ
ジ

オ
の
「
一
種
の
温
室
風
景
」
の
な
か
に
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
が
、
バ
ル
ト
の
母
の
写
真
は
彼
に
よ
る
と
一
八
九
八
年
の
も
の
、
幼

少
の
カ
フ
カ
の
写
真
よ
り
も
お
よ
そ
十
年
後
で
、
写
真
技
術
の
発
達
に
つ
れ
写
真
ス
タ
ジ
オ
の
進
化
・
発
展
が
ど
の
程
度
の
も
の
で

あ
っ
た
の
か
、
バ
ル
ト
は
そ
れ
が
母
の
実
家
の
温
室
で
撮
影
さ
れ
た
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
温
室
風
景
の
写
真
ス
タ
ジ
オ
な
の
か
そ

れ
と
も
は
た
し
て
実
際
の
温
室
な
の
か
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
バ
ル
ト
が
問
題
の
母
の
写
真
を
出
す
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
の
で
わ
か

ら
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
角
が
す
り
切
れ
、
う
す
い
セ
ピ
ア
色
に
変
色
し
て
い
て
、
幼
い
子
供
が
二
人
ぼ
ん
や
り
と
写
っ

て
」
い
る
そ
の
写
真
を
バ
ル
ト
は
子
細
に
観
察
し
、
そ
れ
は
「
本
質
的
な
写
真
」
で
あ
っ
て
母
の
顔
の
真
実
を
示
し
て
い
る
、
こ
の

写
真
の
撮
影
者
は
「
真
実
の
媒
介
者
」
で
あ
る
と
結
論
す
る（
　
）。
少
女
フ
ェ
リ
ー
ツ
ェ
を
見
る
カ
フ
カ
、
少
年
カ
フ
カ
を
見
る
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
と
同
じ
く
、
バ
ル
ト
の
眼
に
は
涙
が
浮
か
ば
ん
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
写
真
が
古
い
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
セ
ピ
ア
色
で
像
も

不
鮮
明
で
あ
る
ゆ
え
に
、
人
を
ひ
る
ま
せ
る
よ
う
な
リ
ア
ル
さ
と
不
気
味
さ
は
初
め
か
ら
欠
落
し
て
お
り
、
観
察
者
は
ま
す
ま
す
眼

を
こ
ら
し
て
写
像
に
精
神
を
集
中
さ
せ
る
。
母
を
失
っ
た
ば
か
り
の
バ
ル
ト
の
場
合
、
写
真
に
写
っ
て
い
る
の
は
議
論
の
余
地
な
く

も
と
か
ら
死
者
で
あ
り
、
そ
し
て
自
分
が
知
る
は
ず
の
な
い
母
親
の
五
歳
の
と
き
の
顔
貌
を
、
時
間
を
遡
っ
て
見
覚
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
カ
フ
カ
の
写
真
を
観
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
。

　

バ
ル
ト
の
ケ
ー
ス
と
非
常
に
よ
く
似
た
状
況
を
、
私
た
ち
は
リ
ル
ケ
の
詩
に
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
『
新
詩
集
』
に

お
さ
め
ら
れ
た
「
若
き
日
の
父
の
肖
像
」（Jugendbildnis m

eines Vaters

）
と
い
う
作
品
で
あ
る
。
リ
ル
ケ
の
父
が
一
九
〇
六
年
に

プ
ラ
ハ
で
亡
く
な
っ
た
と
き
リ
ル
ケ
は
埋
葬
に
参
加
し
、
若
き
日
の
父
が
写
っ
て
い
る
ダ
ゲ
レ
オ
タ
イ
プ
（
銀
板
写
真
）
を
見
て
こ
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の
詩
を
詠
ん
だ
。
写
真
の
歴
史
に
お
い
て
最
も
初
期
に
位
置
す
る
ダ
ゲ
レ
オ
タ
イ
プ
は
一
八
三
九
年
ダ
ゲ
ー
ル
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ

て
い
る
。
銀
板
に
ヨ
ウ
素
蒸
気
を
当
て
て
ヨ
ウ
化
銀
層
を
作
り
、
こ
れ
を
感
光
板
と
し
て
写
真
を
撮
影
し
、
次
い
で
現
像
、
定
着

し
て
画
像
を
仕
上
げ
る
技
術
だ
が
、
一
枚
の
感
光
板
か
ら
一
枚
の
写
真
し
か
作
れ
ず
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
う
「
複
製
技
術
」
に
は
ま

だ
い
た
り
え
て
い
な
い
。
一
九
〇
六
年
の
こ
と̶

̶

そ
れ
は
少
女
フ
ェ
リ
ー
ツ
ェ
の
写
真
を
カ
フ
カ
が
み
つ
め
る
数
年
前
の
こ
と
だ

が̶
̶

、
そ
れ
よ
り
は
数
十
年
前
に
撮
影
さ
れ
た
青
年
将
校
の
姿
の
父
の
写
像
を
、
リ
ル
ケ
は
手
に
取
り
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
よ
う
と

す
る
。「
眼
に
は
夢
を
た
た
え　

額
は
な
に
か
遙
か
な
も
の
に
／
触
れ
て
い
る
よ
う
。
口
も
と
に
は
は
ち
き
れ
そ
う
な
／
青
春
と
、

微
笑
み
返
さ
れ
な
い
よ
う
な
魅
惑
」。
そ
の
父
の
若
い
日
の
姿
は
も
は
や
存
在
し
な
い
。
父
自
体
が
も
は
や
こ
の
世
に
存
在
せ
ず
、

死
者
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
青
春
の
日
の
父
の
両
手
は
「
な
に
か
を
待
っ
て
い
る　

静
か
に　

何
事
の
ほ
う
に
も
押
し
や
ら
れ

る
こ
と
な
く
」。
し
か
し
「
そ
し
て
い
ま
や
も
う
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い　

あ
た
か
も
／
遙
か
な
も
の
を
摑
ま
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ

の
手
が　

ま
ず
消
え
失
せ
て
ゆ
く
よ
う
。
／
そ
し
て
そ
の
ほ
か
の
す
べ
て
は　

み
ず
か
ら
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
／
消
し
去
ら
れ
る　

あ

た
か
も
私
た
ち
が
理
解
し
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
／
そ
し
て
そ
れ
自
身
の
深
み
か
ら　

深
く　

ど
ん
よ
り
と
し
て̶

̶

」。
ソ
ネ
ッ

ト
の
最
後
に
、
詩
人
が
父
で
は
な
く
、
父
の
写
真
に
呼
び
か
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
汝　

す
み
や
か
に
消
え
去
る
銀
板
写
真

よ
／
よ
り
ゆ
っ
く
り
と
消
え
去
っ
て
ゆ
く
私
の
手
の
な
か
に
あ
っ
て（
　
）」。
バ
ル
ト
と
同
様
に
、
亡
く
な
っ
た
ば
か
り
の
親
の
人
生
の

痕
跡
を
写
真
の
中
に
求
め
る
息
子
が
そ
こ
に
あ
る
。
し
か
も
息
子
の
自
分
が
知
る
は
ず
の
な
い
、
自
分
が
生
ま
れ
る
よ
り
も
は
る
か

以
前
の
若
々
し
い
親
の
姿
を
、
時
間
を
遡
っ
て
。
す
で
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
者
の
、
若
い
日
の
あ
る
一
定
の
時
間
を
と
ら
え
た
写
真

は
、
今
日
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
永
久
的
に
（
あ
る
い
は
半
永
久
的
に
）
保
存
し
う
る
写
真
で
は
な
く
、 

も
ろ
く
壊
れ
や
す
く
変
質
し

や
す
く
、
も
は
や
消
失
し
か
か
っ
て
い
る
画
像
で
あ
る
。
リ
ル
ケ
の
詩
は
、
老
い
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
父
親
と
、
写
真
の
な
か
の
若

く
て
力
と
夢
と
希
望
に
あ
ふ
れ
た
青
年
と
を
鋭
く
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
生
の
儚
さ
を
顕
現
さ
せ
、
ま
た
同
時
に
そ
の
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　写像と言葉のなかの幽霊（17）

写
真
を
見
つ
め
る
詩
人
自
身
も
死
に
ゆ
く
こ
と
を
運
命
づ
け
ら
れ
た
人
間
で
あ
り
、 

さ
ら
に
写
真
自
体
も
消
え
ゆ
く
運
命
に
あ
る
こ

と
を
、
き
わ
め
て
わ
ず
か
な
言
葉
の
う
ち
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
う
つ
ろ
い
ゆ
く
人
間
が
手
に
持
つ
、
亡
く
な
っ
た
人
間
の
う
つ
ろ

い
ゆ
く
写
真
。
写
真
技
術
と
し
て
は
最
も
初
期
の
も
の
で
あ
っ
た
ダ
ゲ
レ
オ
タ
イ
プ
が
、
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
「
死
の
化
身
」
を
作
り

出
す
と
い
う
写
真
の
本
質
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
詩
人
リ
ル
ケ
が
そ
の
二
重
の
う
つ
ろ
い
や
す
さ

を
、
画
像
を
言
葉
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
書
に
定
着
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り（
　
）、
そ
れ
は
カ
フ
カ
の
し
て
い
た
、

写
真
を
観
察
し
言
葉
に
変
換
す
る
試
み
の
、
詩
的
な
結
実
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

写
真
は
こ
の
よ
う
に
撮
影
の
瞬
間
か
ら
深
く
死
の
世
界
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
生
き
て
い
る
人
間
の
世
界
と
は
別
の
も
の
で
あ
る

か
ら
こ
そ
、
空
間
的
隔
た
り
も
、
時
間
的
隔
た
り
も
可
能
に
し
て
く
れ
る
写
真
の
保
護
膜
と
し
て
の
役
割
は
、
身
体
的
交
わ
り
（
ま

な
ざ
し
の
交
換
、
声
の
交
換
、
性
的
交
渉
）
に
対
し
て
、
カ
フ
カ
に
と
っ
て
は
い
よ
い
よ
強
固
な
も
の
と
な
る
。
カ
フ
カ
は
後
年
、

夥
し
い
数
の
手
紙
を
送
っ
た
相
手
の
ミ
レ
ナ
・
イ
ェ
セ
ン
ス
カ
に
対
し
て
、
自
分
が
犯
し
た
罪
過
を
詫
び
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
手

紙
に
つ
い
て
よ
く
知
ら
れ
た
記
述
を
（
や
は
り
）
手
紙
の
な
か
に
残
し
て
い
る
。

　

私
の
人
生
の
す
べ
て
の
不
幸
は
﹇
…
﹈
手
紙
か
ら
、
あ
る
い
は
手
紙
を
書
く
可
能
性
か
ら
来
て
い
る
。
人
間
は
こ
れ
ま
で
私
を
ほ
と
ん

ど
欺
い
た
こ
と
は
な
い
が
、
手
紙
は
い
つ
も
欺
い
た
。
そ
れ
も
今
言
っ
て
い
る
の
は
他
人
の
手
紙
で
は
な
く
私
自
身
の
手
紙
の
こ
と
だ
。

﹇
…
﹈
手
紙
を
た
や
す
く
書
け
る
可
能
性
は̶

̶

論
理
的
に
の
み
見
て̶

̶

魂
の
恐
ろ
し
い
破
壊
を
世
界
に
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
は
幽
霊

（G
espenst

）
と
の
交
わ
り
で
あ
り
し
か
も
宛
名
の
人
物
の
幽
霊
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
幽
霊
と
の
交
わ
り
で
も
あ
る
。
そ

れ
は
手
紙
を
書
く
手
の
も
と
で
手
紙
の
な
か
で
大
き
く
な
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ひ
と
つ
の
手
紙
が
他
の
手
紙
を
裏
付
け
、
証
人
と
し
て
呼

び
出
し
う
る
よ
う
な
一
連
の
手
紙
の
な
か
で
大
き
く
な
る
。
人
間
が
手
紙
で
お
互
い
に
交
わ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
と
、
ど
う
や
っ
て
考
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え
つ
い
た
の
だ
ろ
う
！　

遠
く
に
い
る
人
の
こ
と
を
思
い
、
近
く
に
い
る
人
に
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
す
べ
て

人
間
の
力
を
超
え
て
い
る
。
手
紙
を
書
く
と
は
し
か
し
、
む
さ
ぼ
り
尽
く
そ
う
と
待
っ
て
い
る
幽
霊
た
ち
の
前
で
裸
に
な
る
こ
と
だ
。
書

か
れ
た
接
吻
は
到
着
せ
ず
、
幽
霊
た
ち
に
よ
っ
て
途
中
で
飲
み
干
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
た
っ
ぷ
り
と
し
た
食
べ
物
に
よ
っ
て
彼
ら
は
と

て
つ
も
な
い
数
に
増
え
て
い
る
。
人
類
は
そ
れ
を
感
じ
て
そ
れ
と
闘
お
う
と
し
、
で
き
る
か
ぎ
り
人
間
の
あ
い
だ
の
幽
霊
じ
み
た
も
の
を

排
除
し
、
自
然
の
交
わ
り
、
魂
の
平
和
に
辿
り
着
く
た
め
に
、
鉄
道
、
自
動
車
、
飛
行
機
を
発
明
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
も
は
や
役
に
立

た
な
い
。﹇
…
﹈
敵
側
は
そ
れ
だ
け
冷
静
に
、
強
大
に
な
り
、
郵
便
の
あ
と
に
は
電
報
を
、
電
話
を
、
電
信
を
発
明
し
た
。
幽
霊
た
ち
は

飢
え
る
こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
我
々
は
破
滅
す
る
だ
ろ
う
。（M

302

）

鉄
道
と
自
動
車
と
飛
行
機
は
人
間
の
身
体
を
運
び
、「
自
然
の
交
わ
り
」
を
可
能
に
す
る
が
、
郵
便
と
電
報
と
電
話
と
電
信
は
、
身

体
を
運
ぶ
こ
と
な
く
、 

人
間
の
交
わ
り
を
可
能
に
す
る
近
代
技
術
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
カ
フ
カ
は 

「
幽
霊
」
と
の
交
わ
り
と
称

し
、
自
分
を
欺
き
、
自
分
を
破
滅
さ
せ
、
自
分
の
不
幸
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
も
の
だ
と
み
な
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
近
代
社
会
の

制
度
と
技
術
を
カ
フ
カ
は
二
つ
に
分
け
、
一
方
は
「
自
然
の
交
わ
り
」
を
な
さ
し
め
る
と
し
て
肯
定
し
、
他
方
は
「
幽
霊
の
交
わ
り
」

を
な
さ
し
め
る
と
し
て
呪
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
分
類
の
方
式
で
い
け
ば
、
写
真
は
ど
ち
ら
に
入
る
の
だ
ろ
う
か
。

言
う
ま
で
も
な
く
後
者
の
、幽
霊
の
交
わ
り
の
範
疇
に
入
る
こ
と
に
な
る
。「
手
紙
を
書
い
て
い
る
私
」は
ほ
ん
と
う
の
私
で
は
な
く
、

「
写
真
に
写
っ
て
い
る
私
」
も
ほ
ん
と
う
の
私
で
は
な
い
。
だ
か
ら
自
分
の
写
真
へ
の
強
烈
な
違
和
感
が
あ
り
、
手
紙
の
交
わ
り
へ

の
根
本
的
な
懐
疑
が
あ
る
。
カ
フ
カ
に
と
り
、「
写
真
」
と
「
現
実
」
は
対
立
項
だ
っ
た
が（
　
）、
写
真
の
な
か
の
人
物
も
、
手
紙
の
な

か
の
人
物
も
と
も
に
「
幽
霊
」
で
あ
り
、「
現
実
」
の
人
間
と
は
ず
れ
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
カ
フ
カ
は
心
得
て
い
た
。
し
か
し

「
文
学
で
で
き
て
い
る
」
と
い
う
カ
フ
カ
は
、
も
と
よ
り
「
現
実
」
に
与
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
書
か
れ
て
あ
る
も
の
（S

chrift

）
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　写像と言葉のなかの幽霊（19）

の
側
に
あ
っ
た
。
言
葉
と
言
葉
な
ら
ざ
る
も
の
に
分
け
る
と
、
写
真
はS

chrift

で
は
な
い
が
、
カ
フ
カ
が
試
み
た
よ
う
に
言
葉
へ

の
変
換
が
可
能
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
てS

chrift

に
親
和
性
が
あ
る
。
カ
フ
カ
は
い
つ
も
フ
ェ
リ
ー
ツ
ェ
の
写
真
を
渇

望
し
て
い
た
が
、
彼
女
が
そ
の
願
い
を
か
な
え
た
と
き
、
カ
フ
カ
は
「
手
紙
」
に
書
い
て
い
る
。「
封
筒
の
な
か
に
一
枚
の
写
真
が

あ
り
、
あ
な
た
自
身
が
す
る
り
と
出
て
来
る
。
い
つ
か
素
晴
ら
し
い
日
に
汽
車
か
ら
わ
た
し
の
前
に
現
れ
る
よ
う
に
。」（K

A
B

-II 

293

） 

写
真
の
フ
ェ
リ
ー
ツ
ェ
は
有
機
体
と
し
て
の
身
体
を
捨
て
去
り
、
平
面
化
し
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
は
フ
ェ
リ
ー
ツ
ェ
を
写
真

の
う
ち
に
と
ど
め
て
お
き
、S

chrift
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世
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入
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