
堀
辰
雄
に
お
け
る
「
認
識
」
の
問
題

―
―
ベ
ル
グ
ソ
ン
を
視
座
と
し
て

小
櫃
暢
太
郎

１
、
は
じ
め
に

堀
辰
雄
は
初
期
の
作
品
で
絵
画
を
よ
く
登
場
さ
せ
て
い
る
。
レ
ン
ブ
ラ
ン

ト
や
ル
ー
ベ
ン
ス
な
ど
の
バ
ロ
ッ
ク
期
の
作
家
か
ら
、
ピ
カ
ソ
や
セ
ザ
ン
ヌ

な
ど
の
キ
ュ
ー
ビ
ズ
ム
に
至
る
ま
で
、
数
多
く
の
画
家
の
作
品
が
テ
ク
ス
ト

に
登
場
し
て
お
り
、そ
れ
に
つ
い
て
は
多
く
先
行
論
で
も
論
じ
ら
れ
て
き（
１
）た。

堀
辰
雄
が
絵
画
を
作
品
に
取
り
込
ん
で
き
た
の
は
、
そ
れ
が
堀
の
作
品
群

に
通
底
す
る
主
題
に
関
係
し
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
堀
の
初
期
作

品
の
多
く
は
、
個
人
に
お
け
る
現
象
の
視
覚
的
な
把
握
が
時
間
や
外
部
と
の

関
係
の
中
で
ど
の
よ
う
に
生
成
さ
れ
て
い
く
の
か
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
の
瞬
間
瞬
間
で
捉
え
ら
れ
る
「
認
識
」
を
、
体
系
だ
っ

た
言
語
の
集
積
で
あ
る
小
説
に
ど
の
よ
う
に
し
て
刻
印
し
て
い
く
か
が
、
堀

の
文
学
に
お
い
て
大
き
な
主
題
だ
っ
た
と
い
え
、
ま
た
そ
れ
は
近
代
文
学
の

中
で
問
題
と
さ
れ
た
主
観
的
客
観
と
い
う
テ
ー
マ
を
踏
襲
し
て
い
た
も
の
で

あ
っ
た
。

自
己
の
内
面
を
支
軸
に
し
て
ど
の
よ
う
に
己
と
世
界
と
の
関
係
性
を
描
写

し
て
い
く
か
。
多
く
の
作
家
が
そ
の
よ
う
な
主
題
に
取
り
組
ん
で
い
た
訳
だ

が
、
そ
の
よ
う
な
流
れ
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の
が
、
唯
物
論
や
唯

心
論
に
偏
る
こ
と
な
く
、主
観
と
客
観
的
事
物
の
関
係
性
を
捉
え
た
ア
ン
リ
・

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
思
想
哲
学
だ
っ
た
。
本
稿
で
は
堀
辰
雄
の
初
期
作
品
に
お
け

る
認
識
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
絵
画
と
も
関
わ
り
が
深
い
ベ
ル
グ
ソ
ン

の
思
想
哲
学
を
物
差
し
と
し
て
用
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

堀
辰
雄
作
品
に
お
け
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
渡
部
麻
美

「
堀
辰
雄
に
お
け
る
プ
ル
ー
ス
ト
再
受
容：

リ
ル
ケ
受
容
と
の
関
連
に
お
い

て
」
の
中
で
、
プ
ル
ー
ス
ト
や
リ
ル
ケ
を
通
し
て
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い

う
指
摘
が
為
さ
れ
て
い（
２
）る。
し
か
し
、
渡
部
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
認
識
に
つ
い

て
、
分
析
や
知
識
を
介
せ
ず
に
「
あ
る
が
ま
ま
を
見
る
」
も
の
だ
と
し
、「
認

識
す
る
こ
と
へ
の
知
性
の
排
除
」
と
い
う
点
の
み
に
焦
点
化
し
て
し
ま
っ
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
思
想
の
根
底
に
あ
る
認
識
の
主
観
的
な

部
分
や
『
物
質
と
記
憶
』（
一
八
九
六
年
）
で
詳
説
さ
れ
た
物
質
と
知
覚
、

時
間
と
の
相
関
性
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。ま
た
、渡
部
は
「
プ

ル
ー
ス
ト
雑
記
」
な
ど
が
書
か
れ
た
昭
和
七
年
以
降
の
「
第
二
期
プ
ル
ー
ス

ト
受
容
」
を
中
心
に
考
察
し
て
い
る
が
故
に
、
堀
文
学
に
お
け
る
ベ
ル
グ
ソ
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ン
の
思
想
の
影
響
に
つ
い
て
は
後
期
の
作
品
の
み
の
指
摘
に
止
ま
っ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
宮
山
昌
治
「
大
正
期
に
お
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の

受
容
」
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
思
想
が
西
田
幾
太
郎

に
よ
っ
て
日
本
に
紹
介
さ
れ
流
行
し
た
の
は
大
正
期
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

影
響
下
に
堀
が
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な（
３
）い。
ま
た
、
平
井
啓
之
に
よ

れ
ば
、
大
岡
昇
平
は
昭
和
三
年
に
小
林
秀
雄
か
ら
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
ラ
ン
ボ

ー
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
と
共
に
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
考
え
る
上
で
重
要
な
著
作
と
し

て
『
物
質
と
記
憶
』
を
紹
介
さ
れ
た
と
い（
４
）う。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
当
時
の
フ
ラ

ン
ス
の
芸
術
運
動
の
基
底
と
な
る
哲
学
者
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
堀

辰
雄
に
お
け
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
影
響
関
係
の
時
期
を
、
プ
ル
ー
ス
ト
か
ら
切

り
離
し
て
早
め
て
考
え
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の
意
見
で

あ
る
。
外
部
と
主
体
の
関
係
や
時
間
の
問
題
を
ふ
ま
え
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
の

「
認
識
」
に
つ
い
て
の
哲
学
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
堀
辰
雄
作
品
に
お
け
る

「
認
識
」
に
つ
い
て
、
新
た
な
側
面
を
見
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
。
主
に
海
外
作
家
の
影
響
を
軸
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
堀
辰
雄
の
作
品
だ

が
、
近
代
文
学
に
強
い
影
響
を
も
っ
た
べ
ル
グ
ソ
ン
と
の
関
係
性
の
、
そ
の

可
能
性
を
見
出
し
て
い
き
た（
５
）い。

２
、
印
象
派
と
文
学
に
お
け
る
ベ
ル
グ
ソ
ン

堀
辰
雄
に
お
け
る
「
認
識
」
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
、
そ
れ
以
前

の
文
学
に
お
い
て
、
客
観
的
な
事
物
を
捉
え
る
主
観
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ

て
き
た
の
か
、
絵
画
や
思
想
哲
学
と
の
関
連
か
ら
見
て
い
こ
う
。

権
藤
愛
順
は
「
明
治
期
に
お
け
る
感
情
移
入
美
学
の
受
容
と
展
開
」
の
中

で
、
明
治
末
期
に
リ
ッ
プ
ス
の
感
情
移
入
美
学
の
影
響
が
自
然
主
義
の
作
家

の
間
で
拡
が
り
を
み
せ
て
い
た
こ
と
を
詳
説
し
て
い（
６
）る。
岩
野
抱
鳴
の
「
反

省
的
意
識
以
前
の
「
直
接
経
験
」
に
お
い
て
こ
そ
主
客
の
融
合
が
果
た
さ
れ

る
」
と
い
う
理
論
が
支
持
さ
れ
た
の
は
、
リ
ッ
プ
ス
や
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
理
論

と
同
時
代
性
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
主
観
が
入
り
込
ん
だ

も
の
と
し
て
客
体
を
見
る
認
識
を
ど
う
描
く
の
か
が
明
治
末
期
の
文
学
に
お

い
て
大
き
な
問
題
だ
っ
た
の
は
確
か
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
鈴
木
貞
美
が
問
題
に

し
て
い
た
「「
生
命
の
象
徴
表
現
」
と
し
て
の
「
主
客
合
一
論
と
感
覚
や
印

象
主
義
の
流
行
」
と
い
う
流
れ
に
位
置
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
そ
う
い
っ

た
潮
流
の
中
で
印
象
派
の
絵
画
は
受
容
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な（
７
）る。

明
治
末
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
雑
誌
『
白
樺
』
に
よ
っ
て
印
象
派
が
紹

介
さ
れ
、
受
容
に
大
き
く
貢
献
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
多
く
の
先
行
論

が
あ
る
。
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
る
一
戸
裕
司
「
大
正
初
期
歌
壇
に
お
け
る
後

期
印
象
派
受
容
―
―
前
田
夕
暮
を
中
心
に
し
て
」
は
、
ゴ
ッ
ホ
や
ゴ
ー
ギ
ャ

ン
な
ど
後
期
印
象
派
の
画
家
が
『
白
樺
』
を
中
心
に
認
知
さ
れ
て
い
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
論
じ
て
い（
８
）る。
そ
の
中
で
一
戸
は
、
前
田
夕
暮
の
弟
子
の
文
章

な
ど
か
ら
、『
創
造
的
進
化
』（
一
九
〇
七
年
）
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
ベ
ル

グ
ソ
ン
の
生
命
哲
学
を
補
助
線
に
ゴ
ッ
ホ
や
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
が
理
解
さ
れ
た
こ

と
が
窺
え
る
と
指
摘
し
て
い
る
。印
象
派
に
お
け
る
「
あ
る
が
ま
ま
を
見
る
」

と
い
う
こ
と
は
、
日
本
に
お
い
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
思
想
哲
学
と
共
に
受
容
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
い
っ
た
思
想
哲
学
と
絵
画
の
関
わ
り
を
端
的
に
表
し
て
い
る
の
が
、

当
時
の
思
想
哲
学
を
ふ
ま
え
て
絵
画
史
を
詳
説
し
た
専
門
書
だ
ろ
う
。
一
氏

義
良
『
立
体
派
・
未
来
派
・
表
現
派
』（
ア
ル
ス
、
一
九
二
四
年
五
月
）
を

見
て
み
る
と
、
写
実
主
義
の
ク
ー
ル
ベ
な
ど
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
基
調
と
す

る
作
品
は
、「
自
然
」
を
機
械
的
、
観
念
的
に
眺
め
た
も
の
で
あ
る
と
定
義
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さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
思
想
や
マ
ル
ク

ス
の
唯
物
史
観
な
ど
を
経
た
結
果
「
主
観
に
映
じ
た
客
観
界
は
、
一
定
不
変

の
も
の
で
は
な
い
こ
と
」
に
人
々
が
気
づ
き
、「
対
象
を
自
然
状
態
に
お
い

て
現
実
的
に
な
が
め
る
た
め
、
外
光
の
空
気
に
対
象
を
持
ち
出
し
、
そ
の
対

象
を
刹
那
的
に
観
る
こ
と
」
を
第
一
と
し
た
外
光
派
や
印
象
派
が
登
場
し
た

と
一
氏
は
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
、「
刹
那
は
刹
那
を
追
つ
て
変
化
―
流
転

す
る
と
い
ふ
、
の
ち
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
思
想
と
な
つ
た
あ
の
現
実
的
事
実
を

科
学
的
に
研
究
し
よ
う
と
し
た
」
マ
ネ
や
モ
ネ
を
経
て
、
印
象
派
は
客
観
か

ら
主
観
を
描
く
よ
う
に
な
る
と
一
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。

こ
ゝ
に
カ
ン
ト
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
と
の
思
想
の
影
響
を
見
る

と
共
に
、
現
実
主
義
の
内
容
は
「
客
観
」
か
ら
「
主
観
」
へ
移
行
し

つ
ゝ
あ
つ
た
こ
と
を
見
る
の
だ
。
印
象
派
の
人
人
に
と
つ
て
、
す
で
に

客
観
は
客
観
と
し
て
存
在
し
な
か
つ
た
。
客
観
そ
の
も
の
は
ど
う
で
も

よ
か
つ
た
。
マ
ネ
ー
の
題
材
の
選
択
に
無
頓
着
で
あ
つ
た
こ
と
、
モ
ネ

や
ド
ガ
や
、
一
般
に
印
象
派
の
人
た
ち
は
同
一
の
題
材
を
繰
り
返
し
て

ゐ
た
こ
と
は
こ
れ
を
証
す
る
。
そ
れ
よ
り
も
大
切
な
こ
と
は
、
客
観
的

自
然
を
、
い
か
に
彼
等
の
主
観
的
感
官
が
甘
受
す
る
か
で
あ
つ
た
。

印
象
派
の
「
あ
る
が
ま
ま
見
る
」
と
い
う
視
点
は
、
自
己
の
認
識＝
主
観

に
映
る
現
象
を
見
る
も
の
で
あ
っ
た
と
、
当
時
か
ら
思
想
哲
学
の
流
れ
と
共

に
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ（
９
）る。
こ
の
主
観
が
、
あ
く
ま
で
外
界
を
受
け
入

れ
る
受
動
的
な
「
主
観
的
客
観
主
義
」
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
後
期
印
象
派

は
「
外
界
に
向
か
つ
て
働
き
か
け
よ
う
と
」
し
、
外
界
を
主
観
そ
の
も
の
の

幻
影
と
し
て
捉
え
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
未
来
派
と
立
体
派
、

表
現
派
と
至
っ
て
い
く
過
程
の
中
で
徹
底
さ
れ
、
現
代
芸
術
と
新
興
芸
術
の

主
潮
と
し
て
純
粋
主
観
主
義
は
ま
す
ま
す
深
刻
化
さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
と
一

氏
は
総
括
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
思
想
哲
学
と
共
に
印
象
派
が
主
観
的
客
観
を
描
く
も
の
と

し
て
享
受
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
、
専
門
書
か
ら
窺
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

絵
画
の
世
界
に
限
ら
ず
に
詩
な
ど
を
含
め
た
大
き
な
傾
向
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
当
時
の
詩
に
つ
い
て
の
評
論
か
ら
読
み
取
れ
る
。
百
田
宗
治
『
詩
の
本
』

（
金
星
社
、
一
九
二
七
年
十
月
）
で
は
、
百
田
は
絵
画
史
と
と
も
に
未
来
派
、

立
体
派
、
表
現
派
、
ダ
ダ
イ
ズ
ム
、
写
象
派
な
ど
未
来
主
義
の
詩
を
紹
介
し
、

そ
の
特
色
と
し
て
「
観
念
を
感
覚
に
代
え
る
と
か
、
芸
術
に
於
け
る
主
観
が

よ
く
意
識
的
に
な
つ
て
ゐ
る
と
か
、多
く
の
新
時
代
的
特
徴
を
示
し
て
い
る
」

と
い
う
点
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
堀
辰
雄
の
詩
は
立
体
派
と
し
て
ジ
ャ

ン
・
コ
ク
ト
オ
と
共
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
自
然
に
よ
つ
て

受
け
た
印
象
、
主
観
的
な
心
の
状
態
を
一
種
の
記
号
に
よ
つ
て
抽
象
的
に
暗

示
す
る
」
立
体
派
か
ら
「
自
然
そ
の
も
の
に
そ
の
視
点
を
向
け
た
」
作
家
で

あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
主
観
と
客
観
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
描
く
の
か
と

い
う
問
題
は
当
時
の
芸
術
運
動
の
中
で
大
き
な
主
題
で
あ
っ
た
が
、
堀
辰
雄

も
当
然
そ
の
よ
う
な
問
題
に
意
識
的
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
絵
画
が
初
期
作

品
の
多
く
に
登
場
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」（『
作
品
』
一
九
三
〇
年
五
月
）
の
中

で
は
、
主
人
公
の
「
彼
」
の
友
人
と
し
て
画
家
が
登
場
す
る
。
友
人
が
書
い

て
い
る
絵
は
「
さ
ま
ざ
ま
な
色
を
し
た
魚
の
や
う
な
も
の
や
小
鳥
の
や
う
な

も
の
や
花
の
や
う
な
も
の
が
入
り
混
じ
つ
て
ゐ
る
」
よ
う
に
見
え
る
も
の
で

あ
り
、「
彼
」
に
は
そ
れ
が
現
実
の
風
景
と
は
別
個
の
存
在
で
あ
る
よ
う
に

し
か
見
え
な
い
。
そ
し
て
、
絵
が
完
成
し
な
い
理
由
に
つ
い
て
友
人
は
「
ど

ん
な
に
遠
く
の
木
の
葉
で
も
、
一
枚
一
枚
は
つ
き
り
見
え
て
し
ま
ふ
」
か
ら

だ
と
「
彼
」
に
語
っ
て
い
る
。
こ
の
友
人
に
つ
い
て
画
家
の
モ
デ
ル
が
小
穴
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隆
一
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（

１０
）が、
こ
の
画
家
が
描
い
て
い
る

「
見
え
す
ぎ
」
た
結
果
生
じ
た
輪
郭
が
ぼ
や
け
た
絵
は
、
印
象
派
に
属
す
る

も
の
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
あ
る
が
ま
ま
」
見
る
と

い
う
認
識
を
ど
う
表
象
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
と
絵
画
と
が
結
び
付
け
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
堀
辰
雄
の
初
期
作
品
に
お
け
る
「
認
識
」
の
問
題
を
考
え
て

い
く
際
に
、
当
時
の
「
認
識
」
に
つ
い
て
の
思
想
と
も
い
え
る
ベ
ル
グ
ソ
ン

を
置
い
て
み
た
と
き
に
、
新
た
に
見
え
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ

の
よ
う
な
仮
定
の
上
で
、
次
章
で
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
『
物
質
と
記
憶
』
を
援

用
し
つ
つ
、
初
期
の
堀
辰
雄
作
品
を
読
ん
で
い
く
。

３
、
堀
辰
雄
の
初
期
作
品
に
お
け
る
絵
画

堀
辰
雄
の
絵
画
に
ま
つ
わ
る
初
期
作
品
に
「
風
景
」（『
文
學
』、
一
九
三

〇
年
三
月
）
が
あ
る
。

筋
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
だ
。
波
止
場
を
歩
い
て
い
た
「
僕
」
は
、「
へ

ん
て
こ
な
と
こ
ろ
」
に
迷
い
込
む
。
波
止
場
の
喧
騒
か
ら
離
れ
た
そ
こ
は
、

「
高
い
塀
に
取
り
囲
ま
れ
た
古
ぼ
け
た
建
物
」
が
「
視
野
を
き
わ
め
て
狭

く
」
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
は
殆
ど
海
し
か
見
え
な
い
。
し
か
し
、「
僕
」

は
、
そ
の
光
景
に
「
人
が
始
め
て
風
景
と
い
ふ
も
の
を
見
た
や
う
な
驚
き
」

を
感
じ
る
。「
古
ぼ
け
た
汽
船
」
に
「
風
景
の
額
縁
か
ら
は
み
出
て
ゐ
る
や

う
な
不
調
和
な
感
じ
」
を
覚
え
「
子
供
の
や
う
に
見
と
れ
て
」
い
る
と
、「
空

の
一
部
分
」
や
雲
な
ど
が
目
に
入
っ
て
く
る
。「
僕
」
は
、「
子
供
ら
し
く
雲

や
汽
船
に
見
と
れ
て
ゐ
る
」
の
を
や
め
て
、
今
見
て
い
る
風
景
が
「
超
風
景

的
な
驚
き
」
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
「
哲
学
者
の
や
う
に
」
考
え

る
。す
る
と
「
ど
こ
か
ら
鋭
い
眼
で
む
さ
ぼ
る
や
う
に
見
つ
め
ら
れ
て
ゐ
る
」

こ
と
を
感
じ
て
い
る
風
景
が
「
す
こ
ぶ
る
緊
張
し
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
」

と
い
う
こ
と
に
気
付
く
。そ
の
後
、汽
船
に
乗
っ
て
い
る
水
夫
が
煙
草
を
吸
っ

て
い
る
こ
と
を
目
撃
し
た
「
僕
」
は
自
分
も
煙
草
を
吸
お
う
と
す
る
が
、
風

の
せ
い
で
う
ま
く
い
か
な
い
。
古
ぼ
け
た
建
物
に
移
動
し
て
吸
お
う
と
す
る

が
う
ま
く
行
か
ず
、
何
度
も
マ
ッ
チ
を
擦
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
異
人
じ
み

た
男
に
咎
め
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
僕
は
か
す
れ
た
門
標
を
「
×
×
税
関
」
と

想
像
ま
じ
り
に
読
み
、
自
分
を
怒
っ
た
人
間
が
ア
ン
リ
・
ル
ソ
ー
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
空
想
し
、
風
景
が
緊
張
し
て
い
た
理
由
を
そ
こ
に
見
い
だ
し

て
小
説
は
閉
じ
ら
れ
る
。

こ
の
作
品
で
は
、
ま
ず
本
来
客
観
で
あ
る
は
ず
の
風
景
が
「
見
る
も
の
の

視
線
」
に
よ
っ
て
変
容
す
る
、
主
観
的
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
場
面

か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
風
景
は
主
観
と
の
関
係
の
中
で
変
容
す
る
が
、
そ

れ
は
身
体
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
変
容
し
て
い
く
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
と
い
え

る
。「
僕
」
は
、
風
景
に
「
驚
き
」
を
感
じ
、
そ
の
細
部
を
「
子
供
の
や
う

に
」
観
て
い
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
過
去
や
知
識
の
よ
う
な
「
記
憶
」
に
囚
わ

れ
な
い
、
純
粋
知
覚
に
近
い
認
識
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
は
『
物
質
と
記
憶
』
に
お
い
て
、
世
界
を
一
定
の
自
然
法
則

に
従
っ
て
互
い
に
影
響
し
あ
う
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
集
合
体
と
し
て
捉
え
て
い

た
。
外
部
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
一
つ
で
あ
る
私
に
「
震
動
」

と
い
う
形
で
働
き
か
け
、「
身
体
」
と
い
う
中
心
的
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
従
っ

て
、関
係
づ
け
ら
れ
調
整
さ
れ
た
形
で
私
た
ち
に
知
覚
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

私
た
ち
は
自
身
の
身
体
と
の
関
係
性
の
中
で
事
物
を
知
覚
し
て
い
る
と
ベ
ル

グ
ソ
ン
は
論
じ
て
い
る
が
、「
風
景
」
に
お
い
て
も
、
外
部＝

風
景
は
観
る

者
の
身
体
に
影
響
を
受
け
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
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そ
し
て
、
そ
れ
は
全
体
像
で
は
な
く
あ
く
ま
で
瞬
間
の
部
分
的
な
知
覚
で

あ
る
こ
と
が
、
た
び
た
び
「
僕
」
が
視
点
を
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ

て
い
る
。
特
に
「
僕
」
が
見
る
「
汽
船
」
が
風
景
の
額
縁
か
ら
は
み
出
た
も

の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
知
覚
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
統
一
感
の
あ

る
全
体
の
把
握
（
額
縁
）
か
ら
逸
脱
し
た
何
か
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
表

象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
そ
の
後
、
そ
の
よ
う
な
知
覚
に
対
し
て

「
僕
」
が
考
察
を
し
て
い
く
と
、
そ
れ
が
純
粋
な
知
覚
で
は
な
く
な
る
と
い

う
こ
と
だ
ろ
う
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
視
野
の
き
わ
め
て
狭
い
場
所
か
ら
見
た

風
景
は
、「
僕
」
が
知
覚
し
た
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。
し
か
し
、
そ
の
本
質

を
探
ろ
う
と
思
考
を
廻
ら
し
て
概
念
と
し
て
捉
え
直
す
際
に
は
、
風
景
の
変

容
は
ど
こ
か
ら
か
の
視
線
を
感
じ
る
が
故
に
起
こ
っ
た
も
の
だ
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、「
僕
」
は
自
己
の
認
識
で
あ
っ
た
は
ず
の
風
景
を
、
別
の
誰
か
を

置
い
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
主
観
的
で
あ
る
は
ず
の
知
覚
を

概
念
と
し
て
考
え
る
際
に
、
あ
く
ま
で
外
在
化
し
、
客
体
の
側
に
置
こ
う
と

す
る
様
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
そ
こ
で
風
景
を
知
覚
す
る
別
の
人

物
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
、
ア
ン
リ
・
ル
ソ
ー
で
あ
る
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、知
覚
し
た
も
の
を
過
去
の
記
憶
や
知
識
に
結
び
付
け
て
、

主
体
的
な
意
味
を
見
出
す
こ
と
を
純
粋
想
起
と
し
、
そ
れ
は
感
覚
と
切
り
離

さ
れ
た
も
の
と
し
て
論
じ
て
い
た
。
こ
の
小
説
で
は
そ
の
「
知
覚
」
と
「
純

粋
想
起
」
の
ズ
レ
が
描
か
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
知
覚
さ
れ
た
は
ず
の

「
風
景
」
は
ア
ン
リ
・
ル
ソ
ー
と
い
う
「
記
憶
」
に
主
体
的
に
結
び
付
け
ら

れ
る
こ
と
で
、「
僕
を
快
活
に
す
る
」
何
か
を
も
た
ら
す
が
、
一
方
で
そ
れ

は
最
初
に
「
僕
」
が
得
た
知
覚
か
ら
は
切
り
離
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
点

は
、「
僕
」
が
風
景
を
見
た
こ
と
で
喚
起
さ
れ
た
煙
草
を
吸
い
た
い
と
い
う

欲
望
が
、
ル
ソ
ー
と
さ
れ
る
異
人
に
咎
め
ら
れ
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、
ア
ン
リ
・
ル
ソ
ー
が
あ
く
ま
で
「
記
憶
」
に
あ
る
知
識
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。あ
く
ま
で
異
人
に
対
し
て
、

「
僕
」
が
ア
ン
リ
・
ル
ソ
ー
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
張
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

「
×
×
税
関
」
に
せ
よ
、
読
め
な
い
字
を
「
想
像
的
に
」
読
ん
だ
も
の
で
あ

り
、
実
際
に
彼
が
出
会
っ
た
異
人
が
ア
ン
リ
・
ル
ソ
ー
だ
っ
た
か
は
定
か
で

は
な
い
の
だ
。

こ
こ
で
、「
彼
」
は
過
去
に
得
た
記
憶
や
知
識
を
想
起
す
る
こ
と
で
知
覚

し
た
も
の
を
概
念
と
し
て
捉
え
直
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
彼
」
の

概
念
の
中
で
は
風
景
と
関
係
を
結
ん
だ
も
の
は
ア
ン
リ
・
ル
ソ
ー
で
あ
る
と

さ
れ
る
。
そ
う
考
え
る
こ
と
で
、「
僕
」
は
知
覚
を
概
念
に
置
き
換
え
て
い

る
と
い
え
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
僕
」
は
、
風
景
と
の
主
体
的
な
つ
な
が

り
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
確
か
に
先
行
論
が
論
じ
た
よ
う
な
客
観
性

の
獲
得
だ
っ
た
と
い
え
る
が
、
一
方
で
風
景
を
「
子
供
の
や
う
に
」
直
観
し

て
い
た
時
の
「
僕
」
の
感
覚
は
失
わ
れ
て
い
る
と
も
い
え（

１１
）る。
こ
の
よ
う
に

堀
辰
雄
の
作
品
で
は
、
自
己
の
主
観
と
客
観
的
事
物
の
関
係
が
描
か
れ
る
中

で
、
現
在
の
知
覚
と
過
去
に
よ
っ
て
練
り
直
さ
れ
た
想
起
と
が
別
の
も
の
と

し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
そ
れ
ら
を
描
写
す
る
際
に
書

き
手
で
あ
る
僕
と
は
別
の
「
第
三
者
」
が
知
覚
を
捉
え
る
こ
と
に
作
品
の
特

徴
を
見
出
せ
る
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
他
者
が
要
請
さ
れ
る
例
と
し
て
、
別
の
短
編
「
窓
」（『
文
學

時
代
』、
一
九
三
〇
年
十
月
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「
窓
」
は
、「
私
」
が
恩
師
で
あ
る
Ａ
氏
の
遺
作
展
覧
会
を
開
く
た
め
に
、

そ
の
晩
年
の
代
表
作
で
あ
る
「
窓
」
を
所
有
し
て
い
る
Ｏ
夫
人
を
訪
ね
る
作

品
で
あ
る
。
Ａ
氏
に
異
常
な
好
意
を
持
っ
て
い
る
Ｏ
夫
人
は
、
そ
の
絵
が
、
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「
数
年
前
に
持
つ
て
い
た
と
お
り
の
姿
を
持
つ
て
い
な
い
」
か
ら
世
間
に
お

見
せ
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
。
そ
れ
を
訝
し
が
る
「
私
」
は
、
Ｏ

夫
人
と
共
に
、
屋
敷
の
薄
暗
い
場
所
に
あ
る
そ
の
絵
を
見
る
こ
と
に
な
る
。

「
私
の
か
た
わ
ら
に
居
る
夫
人
の
そ
の
絵
に
対
す
る
鋭
い
感
受
性
」
が
伝
播

し
た
私
は
、
絵
が
纏
う
「
超
自
然
的
な
」
光
線
の
な
か
に
「
Ａ
氏
の
青
白
い

顔
」
を
見
出
す
。
Ａ
氏
と
Ｏ
夫
人
が
恋
愛
関
係
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
疑
惑
を
抱
き
つ
つ
、「
私
」
が
深
い
感
動
を
も
っ
て
Ｏ
夫
人
と
「
窓
」

の
絵
を
交
互
に
眺
め
て
い
く
段
で
、
小
説
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

「
窓
」
で
は
、絵
を
観
た
そ
の
時
々
の
場
所
や
主
観
、そ
し
て
記
憶
に
よ
っ

て
、
印
象
や
感
受
す
る
も
の
が
異
な
る
様
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
目

を
患
っ
た
Ｏ
夫
人
は
「
私
が
ま
だ
こ
ん
な
に
眼
の
悪
く
な
か
つ
た
数
年
前
に

そ
れ
を
見
た
時
と
、
こ
の
絵
が
ど
ん
な
に
変
つ
て
い
る
か
を
、
私
は
た
だ
私

の
心
で
感
じ
て
い
る
の
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。」
と
絵
の
変
化
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
。
当
然
、
絵
と
い
う
客
体
自
体
は
変
化
し
て
い
な
い
が
、
Ａ
氏
の
死
を

経
験
し
た
Ｏ
夫
人
に
と
っ
て
、
絵
が
Ａ
氏
の
死
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る

以
上
、
そ
の
絵
の
印
象
が
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
事
実
だ
と
い
え

る
。そ
し
て
、そ
の
よ
う
な
Ｏ
夫
人
と
共
に
絵
を
見
る
と
い
う
経
験
が
、「
私
」

の
視
覚
に
も
変
化
を
引
き
起
こ
す
様
が
描
か
れ
て
い
る
の
が
、「
窓
」
の
結

末
部
だ
と
解
釈
で
き
る
。

こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
純
粋
想
起
と
重
な
る
部

分
が
強
い
。
絵
に
か
か
る
照
明
や
置
か
れ
て
い
る
距
離
、
そ
し
て
Ａ
氏
の
絵

が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
感
じ
る
Ｏ
夫
人
と
共
に
絵
を
見
て
い
る
と
い
う
事

実
が
、
Ａ
氏
の
死
と
い
う
過
去
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
「
私
」
は
、

「
Ａ
氏
の
青
白
い
顔
」
を
現
在
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
想
起
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
過
去
に
絵
を
観
た
と
き
の
記
憶
、
つ
ま
り
絵
の
印
象
が
覆
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
だ
。「
私
」
の
絵
に
対
す
る
認
識
が
、
外
部
で
あ
る
Ｏ
夫

人
と
Ａ
氏
の
関
係
性
に
影
響
さ
れ
、
全
く
新
し
い
意
味
を
も
っ
て
立
ち
上

が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
絵
画
を
題
材
に
し
た
堀
辰
雄
の
初
期
作
品
で
は
、「
認
識
」

と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
概
念
の
関
係
が
描
か
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ク
ス
ト
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
概
念
を
あ
て
は
め
た
際
、「
風

景
」
が
現
在
的
な
純
粋
知
覚
と
純
粋
想
起
と
の
差
異
を
描
い
て
い
る
も
の
と

し
て
読
め
る
一
方
、「
窓
」
は
純
粋
想
起
と
記
憶
の
違
い
に
つ
い
て
書
か
れ

た
も
の
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
の
だ
。

ま
た
、
堀
の
初
期
作
品
は
、
過
去
に
影
響
さ
れ
変
貌
す
る
「
認
識
」
を
描

い
て
い
た
と
い
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
他
者
と
の
関
係
性
の
中
で
捉
え
ら
れ

て
い
る
点
に
大
き
な
特
質
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
問

題
系
が
最
も
色
濃
く
見
て
取
れ
る
テ
ク
ス
ト
が
存
在
す
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、

代
表
作
で
あ
る
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
で
あ
る
。

４
、
純
粋
知
覚
と
直
観

「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
は
、夏
の
終
わ
り
に
軽
井
沢
に
来
た
「
彼
」
と
、

「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
と
「
彼
」
が
心
の
中
で
呼
び
、
思
い
を
寄
せ
て
い

る
少
女
と
の
や
り
取
り
と
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
。

そ
の
書
き
出
し
は
、「
彼
」
が
タ
ク
シ
ー
に
乗
っ
て
軽
井
沢
へ
向
か
う
場

面
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
漆
黒
の
自
動
車
で
あ
つ
た
。

そ
の
自
動
車
が
軽
井
沢
ス
テ
エ
シ
ヨ
ン
の
表
口
ま
で
来
て
停
ま
る

と
、
中
か
ら
一
人
の
ド
イ
ツ
人
ら
し
い
娘
を
降
ろ
し
た
。
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彼
は
そ
れ
が
あ
ん
ま
り
美
し
い
車
だ
つ
た
の
で
タ
ク
シ
イ
で
る
ま
い

と
思
つ
た
が
、
娘
が
降
り
る
と
き
何
か
運
転
手
に
ち
ら
と
渡
す
の
を
見

た
の
で
、彼
は
黄
い
ろ
い
帽
子
を
か
ぶ
つ
た
娘
と
す
れ
ち
が
ひ
な
が
ら
、

自
動
車
の
方
へ
歩
い
て
行
つ
た
。

こ
こ
で
は
、「
そ
れ
は
漆
黒
の
自
動
車
で
あ
っ
た
」
と
、
二
行
目
ま
で
は

外
部
世
界
に
つ
い
て
、「
彼
」
の
視
た
も
の
が
描
写
さ
れ
、
そ
の
後
に
「
あ

ん
ま
り
美
し
か
つ
た
の
で
」
と
「
彼
」
が
得
た
印
象
が
語
れ
て
い
く
。
冒
頭

か
ら
客
観
的
現
実
と
そ
れ
を
認
識
し
印
象
を
語
る
「
彼
」
と
い
う
構
図
が
提

示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
問
題
と
す
べ
き
は
、
そ
の
「
彼
」
が
抱
い
た

「
タ
ク
シ
イ
で
は
あ
る
ま
い
」
と
い
う
第
一
印
象
が
崩
さ
れ
て
い
る
点
だ
ろ

う
。そ

の
後
、
車
内
の
「
薔
薇
の
に
ほ
ひ
」
か
ら
「
黄
い
ろ
い
帽
子
の
娘
」
の

姿
を
思
い
浮
か
べ
た
彼
は
、「
好
奇
心
を
も
つ
て
車
内
を
見
ま
わ
」
す
。
す

る
と
、
床
の
上
に
「
新
鮮
な
唾
の
あ
と
」
を
見
つ
け
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

「
妙
に
荒
あ
ら
し
い
快
さ
」
に
こ
す
ら
れ
た
「
彼
」
が
目
を
つ
ぶ
る
と
「
毟

り
ち
ら
さ
れ
た
花
弁
」
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
見
え
て
く
る
。
こ
の
後
も
、「
ま

た
彼
は
目
を
ひ
ら
い
た
。」「
運
転
手
の
背
な
か
が
見
え
た
。」
と
「
彼
」
が

見
た
印
象
が
連
続
し
て
書
か
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
彼
」
が
瞬
間
瞬
間
に
捉

え
た
知
覚
が
描
写
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
中
で
「
彼
」
が
唾
を
見

た
際
に
「
妙
に
荒
あ
ら
し
い
快
さ
が
彼
を
こ
す
つ
た
。」
と
描
写
さ
れ
る
こ

と
に
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。「
唾
」
と
い
う
外
部
が
「
彼
」
の
知
覚
の
核
に

あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
こ
の
場
面
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
「
震
動
」
を
彷
彿
と

さ
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、「
彼
」
の
知
覚
は
外
部
の
事
物
か
ら
の
影
響
に
よ
っ
て

生
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
外
部
か
ら
知
覚
さ
れ
た
も
の
が
「
薔
薇
の
に
ほ

ひ
」
や
「
黄
い
ろ
い
帽
子
の
娘
」
と
い
っ
た
、
最
初
の
全
体
像
を
持
っ
た
イ

マ
ー
ジ
ュ
を
覆
す
こ
と
に
な
る
。
瞬
間
の
知
覚
は
あ
く
ま
で
そ
の
時
々
に
捉

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
過
去
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
繋
が
り
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
過
去
に
形
成
し
た
全
体
像
を
更
新
す
る
こ
と

も
あ
れ
ば
崩
す
こ
と
も
あ
り
得
る
も
の
だ
。
統
一
さ
れ
た
総
体
（
花
）
で
は

な
く
断
片
（
花
弁
）
と
し
て
「
彼
」
に
知
覚
さ
れ
る
「
唾
」
は
、
そ
の
よ
う

な
過
去
に
定
着
し
た
全
体
像
を
崩
す
知
覚
と
し
て
こ
の
場
面
で
描
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
断
片
を
知
覚
す
る
際
、「
彼
」
が
「
快
さ
」
を

感
じ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、「
彼
」
は
冒
頭
に
お
い
て
、
過
去
の
記

憶
や
先
入
観
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
そ
の
瞬
間
瞬
間
に
起
こ
る
外
部
の
事
象
を

知
覚
す
る
人
物
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。

し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
「
彼
」
の
知
覚
は
、
軽
井
沢
に
つ
き
、
本
町
通
り

を
歩
い
て
い
く
中
で
「
思
ひ
出
」
や
「
記
憶
」
を
伴
っ
た
も
の
へ
と
変
化
し

て
い
く
。「
見
お
ぼ
え
の
あ
る
郵
便
局
」
を
見
つ
け
、
西
洋
婦
人
た
ち
を
見

た
こ
と
で
「
去
年
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
ひ
出
」
が
「
彼
」
の
中
に
蘇
る
の
だ

が
、
そ
の
上
で
彼
は
「
彼
女
」
と
出
会
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
後
、「
彼
」
と
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
と
呼
ば
れ
る
女
性
と
の
や

り
取
り
が
描
か
れ
る
が
、
こ
の
一
連
の
場
面
に
お
い
て
の
み
、
語
り
の
中
で

彼
女
の
視
点
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
彼
」
の
視
線
を
受
け
た
彼

女
は
「
木
の
葉
の
陰
と
日
向
と
が
美
し
く
混
り
合
ひ
な
が
ら
絶
え
ず
変
化
し

て
ゐ
る
」
こ
と
を
想
像
す
る
。
現
在
形
で
絶
え
ず
彼
女
の
知
覚
も
変
化
し
て

い
る
こ
と
が
描
か
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
女
が
現
在
の
変
化
を
捉
え
る
新
鮮

な
感
受
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
後
、
そ
の
彼
女
の
視
点
か
ら

「
彼
」
が
「
肉
体
を
回
復
し
た
す
べ
て
の
人
の
や
う
に
、
め
う
に
新
鮮
な
感

受
性
を
持
つ
て
ゐ
る
」
人
物
で
あ
る
と
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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そ
の
視
線
を
受
け
て
「
彼
」
も
彼
女
を
見
つ
め
た
時
に
「
い
ま
ま
で
に
感

じ
た
こ
と
の
な
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
て
来
る
や
う
に
」
思
い
、
彼
女
の
歯
や

腰
な
ど
、
や
は
り
身
体
の
断
片
的
な
部
位
に
視
線
を
集
中
さ
せ
る
。
そ
う
し

て
い
る
中
で
、「
彼
」
は
病
気
な
ど
「
現
実
の
煩
さ
か
つ
た
こ
と
を
思
い
出

す
こ
と
は
何
の
価
値
も
な
い
や
う
に
」
思
え
て
く
る
。
そ
こ
で
、
過
去
を
話

題
に
せ
ず
に
、
つ
い
さ
っ
き
知
覚
し
た
先
の
自
動
車
と
少
女
を
話
題
に
あ
げ

る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
過
去
と
現
在
の
対
比
が
、「
彼
」
の
感
受
性
が
現
在
に
向
い
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
こ
こ
で
お
さ
え
て
お
き
た
い
の
は
題
に

も
な
っ
て
い
る
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
と
い
う
「
彼
」
が
彼
女
に
抱
い
て

い
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
の
対
応
関
係
で
あ
る
。「
彼
」
が
思
い
描
い
た
「
ル
ウ

ベ
ン
ス
の
偽
画
」
は
病
に
侵
さ
れ
て
い
た
過
去
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
「
記
憶
」
の
中
の
彼
女
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
こ
で
、
過
去
が
病
と
結
び
付
け
ら
れ
、
現
在
の
知
覚
と
対
比
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
「
記
憶
」
が
病
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
テ
ク
ス
ト
の
中
で
描
か
れ
て
い

る
と
も
と
れ
る
の
だ
。
故
に
こ
こ
で
、「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
が
古
ぼ
け

た
も
の
と
し
て
退
け
ら
れ
る
結
末
部
が
予
感
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
は
ま
だ
彼
は
心
に
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
を
抱
い
て

お
り
、
現
在
を
知
覚
す
る
ま
ま
に
彼
女
と
会
話
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
先

の
少
女
に
つ
い
て
愉
快
そ
う
に
話
し
て
い
た
「
彼
」
だ
が
、
自
動
車
に
残
っ

て
い
た
唾
の
こ
と
は
言
わ
な
い
で
い
る
と
「
あ
の
時
の
快
感
が
へ
ん
に
鮮
か

に
い
つ
ま
で
も
彼
の
中
に
残
つ
て
ゐ
さ
う
な
気
」
に
な
り
、
不
器
用
に
し
か

話
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
こ
で
は
、「
あ
の
時
の
快
感
」
と
い
う
感
覚
と
、
言
語
と
い
う
形
式
と

の
齟
齬
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
快
感
」
を
体
系
だ
っ
た
言

語
に
置
き
換
よ
う
と
し
た
際
、
そ
れ
を
阻
害
す
る
何
か
が
あ
る
こ
と
が
こ
こ

で
表
象
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
齟
齬
に
「
唾
」
と
い
う
断
片
の
イ
メ
ー

ジ
と
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
と
い
う
過
去
に
形
成
さ
れ
た
全
体
像
の
イ
メ

ー
ジ
の
対
立
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
後
に
登
場
す
る
「
お
嬢
さ
ん
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
で
「
ル
ウ
ベ
ン

ス
の
偽
画
」
を
彼
が
思
い
出
す
と
こ
ろ
を
参
照
す
れ
ば
、
彼
は
異
性
の
イ
マ

ー
ジ
ュ
と
彼
女
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
節
が
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
そ
れ

を
踏
ま
え
れ
ば
な
ぜ
彼
が
こ
こ
で
唾
に
つ
い
て
口
を
つ
ぐ
ん
だ
か
読
み
解
け

る
だ
ろ
う
。
彼
に
と
っ
て
異
性
の
全
体
像
を
崩
す
断
片
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
口

に
す
る
こ
と
が
、
過
去
に
形
成
さ
れ
た
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
と
い
う
彼

女
の
イ
マ
―
ジ
ュ
の
持
続
を
瓦
解
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
だ
。
こ

の
場
面
で
は
「
彼
」
の
認
識
の
中
に
お
い
て
、
知
覚
と
記
憶
の
軋
轢
が
生
じ

て
い
る
の
で
あ
る
。

印
象
派
が
追
い
求
め
た
光
の
よ
う
に
、
現
象
は
絶
え
間
な
く
変
化
し
て
い

き
、
そ
の
様
相
は
目
ま
ぐ
る
し
く
変
容
し
て
い
く
。
だ
か
ら
こ
そ
、
同
じ
事

物
を
捉
え
た
際
に
も
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
現
実
的
直
観
は
常
に
違
っ
た
も

の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
の
知
覚
は
主
に
外
的
世
界

か
ら
受
け
た
影
響
に
反
応
し
て
行
動
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ

る
以
上
、
絶
え
間
な
い
瞬
間
瞬
間
を
個
別
に
知
覚
し
、
そ
の
時
々
の
反
応
を

し
て
い
て
は
行
動
に
一
貫
性
を
保
て
な
い
。
故
に
私
た
ち
は
「
一
連
の
絶
え

間
な
い
瞬
間
的
な
諸
光
景
を
、記
憶
の
切
れ
目
な
き
糸
に
よ
っ
て
結
び
直
す
」

こ
と
に
な（

１２
）る。

私
た
ち
は
、
知
覚
し
た
こ
と
を
類
似
し
た
以
前
の
知
覚
や
経
験
に
結
び
つ

け
、記
号
的
に
類
型
化
し
て
認
識
し
て
い
る
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
論
じ
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
は
過
去
の
記
憶
や
得
た
知
識
に
従
っ
て
物
事
を
認
識
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し
、
瞬
間
に
得
た
知
覚
と
い
う
像
を
、
過
去
に
集
積
し
蓄
積
し
た
全
体
像
に

重
ね
合
わ
せ
て
し
ま
う
。先
の
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
で
描
か
れ
る
「
彼
」

の
認
識
と
は
、
現
在
の
彼
女
か
ら
得
た
知
覚
を
、
記
憶
の
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の

偽
画
」
と
い
う
像
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
く
様
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
、

詩
人
に
と
っ
て
過
去
は
新
鮮
な
感
受
性
を
曇
ら
せ
る
「
病
」
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
記
憶
の
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
を
瓦
解
さ
せ
る

イ
マ
ー
ジ
ュ
を
、
軽
井
沢
の
滞
在
期
間
の
中
で
「
彼
」
は
捉
え
て
い
く
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
は
、「
グ
リ
イ
ン
・
ホ
テ
ル
」
の
バ
ル
コ
ニ
ー
の
屋
根
で
見

た
「
彼
女
の
手
と
そ
の
指
環
」
で
あ
り
、
ロ
ッ
ジ
で
見
か
け
た
、
混
血
児
に

対
し
て
は
「
苦
に
が
し
い
や
う
な
表
情
」
を
浮
か
べ
る
意
地
悪
さ
を
持
つ
お

嬢
さ
ん
の
「
一
種
の
異
常
な
魅
力
の
や
う
な
も
の
」
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
見

て
い
く
経
験
の
中
で
「
彼
」
は
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
が
「
変
色
し
て
し

ま
つ
た
古
い
複
製
の
や
う
に
」
見
え
、
苦
し
む
こ
と
と
な
る
。

そ
し
て
、
翌
朝
、
ロ
ッ
ジ
で
お
嬢
さ
ん
が
、「
上
品
な
様
子
」
を
持
つ
貴

族
的
な
青
年
を
前
に
し
て
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
に
そ
っ
く
り
の
声
を
出

し
て
い
る
こ
と
に
、「
彼
」
は
驚
く
。
お
嬢
さ
ん
の
「
高
ら
か
な
笑
ひ
声
」

を
聞
い
た
彼
の
中
に
「
自
分
の
体
の
中
に
い
き
な
り
悪
い
音
楽
の
や
う
な
も

の
」
が
湧
き
上
り
、「
彼
」
は
「
正
確
に
カ
ル
タ
札
を
分
配
」
せ
ず
に
「
調

子
は
づ
れ
の
ギ
タ
ル
」
を
引
く
天
使
を
頭
に
思
い
浮
か
べ
て
い
く
。

こ
の
場
面
の
天
使
は
、「
彼
」
が
予
期
し
た
通
り
の
も
の
を
見
せ
な
い
、

瞬
間
瞬
間
の
知
覚
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
彼
は
女
性
が
恋
人
に
見

せ
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
知
覚
し
た
こ
と
で
、
そ
の
「
調
子
は
づ
れ
」
の
音
楽
を

聞
く
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
先
で
触
れ
た
よ
う
に
彼
は
他
の
女
性
と
「
ル
ウ

ベ
ン
ス
の
偽
画
」
を
比
較
し
、
時
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。
だ
か
ら
、「
お

嬢
さ
ん
」
が
人
に
よ
っ
て
振
舞
い
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
に
、「
ル
ウ
ベ
ン

ス
の
偽
画
」
の
彼
女
も
同
様
に
相
手
に
よ
っ
て
見
せ
る
姿
が
違
う
か
も
し
れ

な
い
と
い
う
可
能
性
を
「
彼
」
は
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で

女
性
が
相
手
に
よ
っ
て
変
貌
す
る
と
い
う
事
実
に
「
彼
」
は
不
安
と
「
気
味

の
悪
い
や
う
な
興
奮
」
を
知
覚
し
、
そ
れ
故
に
過
去
の
記
憶
の
中
で
結
晶
化

し
た
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
と
い
う
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
揺
い
で
い
く
こ
と
に

な
る
。
と
ど
の
つ
ま
り
、「
彼
」
は
、
自
分
と
彼
女
の
関
係
性
が
恋
人
同
士

の
そ
れ
で
は
な
い
こ
と
を
直
観
し
て
し
ま
う
の
だ
。
こ
こ
で
思
い
出
す
べ
き

は
、「
彼
」
が
彼
女
の
指
環
に
対
し
て
「
へ
ん
に
不
安
に
」
な
っ
た
と
い
う

先
の
場
面
で
の
記
述
だ
ろ
う
。
あ
の
指
環
は
、
彼
女
に
別
の
男
性
が
い
る
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
惑
を
「
彼
」
に
引
き
起
こ
す
も
の
な
の
だ
。

そ
の
後
に
、
論
の
冒
頭
で
取
り
上
げ
た
友
人
の
画
家
と
の
や
り
取
り
の
中

で
、「
彼
」
は
自
身
の
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
が
書
き
か
け
の
ま
ま
終
わ

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
予
感
を
抱
く
の
だ
が
、
こ
こ
で
の
画
家
と
彼
の
認

識
は
ず
れ
て
い
る
と
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
。
友
人
の
方
は
冒
頭
で
論
じ
た
よ

う
に
印
象
派
に
属
す
る
絵
を
書
く
存
在
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、

主
観
に
映
る
瞬
間
瞬
間
を
捉
え
て
い
る
の
だ
が
、
絶
え
間
な
く
変
化
し
て
い

く
風
景
の
そ
の
変
容
を
い
ち
い
ち
取
り
込
ん
で
い
て
は
永
久
に
絵
は
完
成
し

え
な
い
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
「
見
え
す
ぎ
る
」
風
景
を
前
に
し
て
、
絵
は

完
成
し
な
い
と
云
う
友
人
は
、
現
在
の
知
覚
、
意
識
の
変
化
を
捉
え
よ
う
と

し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

一
方
「
彼
」
は
、「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
と
呼
ば
れ
る
彼
女
へ
の
イ
メ

ー
ジ
を
、
完
成
形
が
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
女
と
や

り
取
り
を
続
け
て
い
け
ば
、
常
に
変
わ
ら
な
い
持
続
し
た
彼
女
の
全
体
像
を

把
握
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
期
待
が
「
彼
」
に
あ
る
こ
と
が
窺
え
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る
の
だ
。
し
か
し
、
先
の
お
嬢
さ
ん
か
ら
得
た
知
覚
で
「
彼
」
が
予
感
し
た

よ
う
に
、「
彼
」
自
身
と
や
り
取
り
を
し
て
い
る
彼
女
が
、
別
の
誰
か
と
同

じ
振
る
舞
い
を
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。「
他
者
」
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
、

他
者
と
自
身
と
の
関
係
性
の
中
で
創
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
い
う
概
念
自
体
が
、
い
わ
ば
自
己
と
外
部

と
の
関
係
性
を
軸
に
し
て
、
認
識
や
変
化
す
る
主
体
を
理
解
す
る
も
の
だ
っ

た
と
い
え
る
が
、「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
に
お
い
て
も
、
現
在
の
知
覚
と

過
去
の
記
憶
と
の
対
比
に
よ
っ
て
「
彼
」
の
認
識
を
描
き
つ
つ
、
関
係
性
に

よ
っ
て
変
化
す
る
他
者
が
予
感
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は

二
つ
の
写
真
の
場
面
に
よ
っ
て
明
確
に
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二
つ
の
写
真
に
つ
い
て
は
、
先
行
論
で
多
く
議
論
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ

（
１３
）る。
自
身
の
抱
い
て
い
た
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
と
い
う
心
像
と
、
彼
女

の
実
在
が
別
個
の
存
在
だ
と
「
彼
」
が
気
づ
く
と
い
う
解
釈
自
体
は
動
か
し

よ
う
が
な
い
が
、
そ
の
中
で
指
摘
を
加
え
る
な
ら
ば
、「
彼
」
の
「
ル
ウ
ベ

ン
ス
の
偽
画
」
と
現
在
形
の
知
覚
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
点
だ
ろ
う
。「
彼
」

は
少
女
と
離
れ
て
い
る
と
き
に
は
、「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
を
自
分
勝
手

に
つ
く
り
だ
し
、そ
れ
が
本
当
の
彼
女
に
似
て
い
る
か
知
り
た
が
っ
て
い
る
。

だ
が
、
彼
女
と
会
っ
て
い
る
「
現
在
」
で
は
、「
自
分
が
彼
女
た
ち
の
前
に

ゐ
る
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
出
来
る
だ
け
生
き
生
き
と
感
じ
て
ゐ
た
い
た
め

に
、
そ
の
間
中
、
彼
は
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
犠
牲
に
」
し
、
忘
れ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。

「
自
分
が
彼
女
た
ち
の
前
に
ゐ
る
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
出
来
る
だ
け
生
き

生
き
と
感
じ
て
ゐ
た
い
」
と
い
う
知
覚
は
、
記
憶
の
心
像
に
囚
わ
れ
ず
に
現

在
を
知
覚
す
る
姿
勢
に
他
な
ら
な
い
。「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
は
そ
の
よ

う
な
「
新
鮮
な
感
受
性
」
に
よ
っ
て
、
記
憶
の
中
で
統
一
さ
れ
た
心
像
を

「
想
起
」
す
る
こ
と
と
現
在
を
知
覚
す
る
こ
と
と
が
別
の
も
の
で
あ
る
こ
と

を
「
彼
」
が
理
解
す
る
作
品
な
の
だ
。
ま
た
そ
こ
か
ら
「
外
部
」
で
あ
る

「
他
者
」
を
発
見
す
る
様
を
描
い
た
テ
ク
ス
ト
だ
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ

う
。

５
、
堀
辰
雄
に
お
け
る
記
憶
と
知
覚

以
上
の
よ
う
に
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
で
は
、「
彼
」
の
絶
え
間
な
い

主
観
の
移
り
変
わ
り
を
、
外
部
で
あ
る
「
他
者
」、「
記
憶
」
と
の
関
係
性
を

伴
っ
た
も
の
と
し
て
描
い
た
作
品
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
こ
に
、
瞬
間
瞬

間
を
捉
え
よ
う
と
す
る
絵
画
が
モ
チ
ー
フ
と
し
て
と
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
そ

の
絵
画
の
思
想
の
基
に
な
っ
て
い
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
の
影
響
を
見
て
と

れ
る
こ
と
を
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
一
方
で
そ
の
限
界
性
を
も

踏
ま
え
た
描
写
も
存
在
す
る
。

先
行
論
に
お
い
て
、「
彼
」
は
詩
人
と
し
て
未
熟
な
存
在
と
し
て
解
釈
さ

れ
て
き（

１４
）た。
先
行
論
で
は
、
そ
れ
は
彼
の
知
覚
の
鈍
さ
故
と
さ
れ
て
き
た
が
、

先
に
見
た
通
り
、「
彼
」
は
テ
ク
ス
ト
の
中
に
お
い
て
現
在
の
一
瞬
一
瞬
に

反
応
す
る
知
覚
を
持
っ
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。で
あ
る
と
す
れ
ば
、

彼
の
詩
作
の
ど
こ
に
問
題
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
問
い
に
は
、
知
覚

と
言
語
に
ま
つ
わ
る
根
源
的
な
齟
齬
が
か
か
わ
っ
て
い
る
。

現
在
の
瞬
間
瞬
間
を
捉
え
る
も
の
が
純
粋
知
覚
と
し
て
、
そ
れ
を
言
語
で

表
象
と
し
よ
う
と
し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
か
。
知
覚
を
言

語
に
置
き
換
え
た
も
の
が
「
書
か
れ
た
も
の
」
で
あ
る
以
上
、
前
後
の
文
脈

に
よ
る
関
係
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
れ
た
体
系
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
知
覚
を
言
語
に
よ
っ
て
完
全
に
再
現
で
き
な
い
と
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い
う
問
題
が
発
生
す
る
。
絵
画
に
お
い
て
も
作
品
の
表
出
す
る
際
の
タ
イ
ム

ラ
グ
は
存
在
す
る
が
、
一
方
で
知
覚
の
瞬
間
を
そ
の
ま
ま
イ
メ
ー
ジ
と
し
て

書
き
つ
け
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
詩
や
小
説
な
ど
言
語
に
お
い

て
そ
れ
は
不
可
能
だ
。
言
語
は
あ
く
ま
で
記
号
で
あ
り
、
情
景
や
意
識
の
代

用
た
り
え
な
い
し
、
書
か
れ
た
そ
れ
は
否
応
な
く
文
脈
と
い
う
一
つ
の
紐
に

括
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。そ
の
不
可
能
性
は
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」

に
お
い
て
「
彼
」
が
詩
を
作
る
場
面
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

ホ
テ
ル
は
鸚
鵡

鸚
鵡
の
耳
か
ら
ジ
ユ
リ
エ
ツ
ト
が
顔
を
出
す

し
か
し
ロ
ミ
オ
は
居
り
ま
せ
ん

ロ
ミ
オ
は
テ
ニ
ス
を
し
て
ゐ
る
の
で
せ
う

鸚
鵡
が
口
を
あ
け
た
ら

黒
ん
坊
が
ま
る
見
え
に
な
つ
た

彼
は
も
う
一
度
そ
れ
を
読
み
返
さ
う
と
し
た
が
、
す
つ
か
り
イ
ン
ク

が
に
じ
ん
で
し
ま
つ
て
ゐ
て
何
を
書
い
た
の
か
少
し
も
分
ら
な
く
な
つ

て
し
ま
つ
て
ゐ
た
。

こ
の
詩
を
創
作
す
る
場
面
は
、
外
界
の
事
物
の
本
質
を
見
抜
く
こ
と
が
で

き
な
い
「
彼
」
の
姿
の
表
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き（

１５
）た。
た
だ
し
、
こ
こ
で

行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
外
界
を
客
観
的
に
捉
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
外
界
の

事
物
か
ら
知
覚
し
た
主
観
を
言
語
化
す
る
こ
と
だ
と
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
。

今
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
れ
ば
こ
こ
で
は
「
ラ
ケ
ツ
ト
の
音
」
か
ら
言
葉
を

連
想
し
て
い
き
、自
身
の
意
識
の
流
れ
を
記
録
し
て
い
く
方
法
で
、詩
を
作
っ

て
い
く
「
彼
」
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
鸚
鵡
か
ら
「
黒
ん
坊
が

ま
る
見
え
」
に
な
る
と
い
う
異
化
効
果
は
、
秩
序
だ
っ
た
統
一
さ
れ
た
イ
メ

ー
ジ
（
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
の
よ
う
な
恋
愛
関
係
の
そ
れ
を
）
を
崩
す

役
割
を
担
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
鸚
鵡
の
声
を
聞
い
た
「
彼
」
自
身
の
不
安

を
象
徴
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
書
か
れ
た
言
葉
は
、
再
度
見
返
し
た
と
き
に

は
「
イ
ン
ク
が
に
じ
ん
で
し
ま
」
い
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
描

写
に
、
意
識
の
流
れ
の
現
在
を
言
語
で
捉
え
る
こ
と
の
不
可
能
性
が
表
象
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
の
で
あ
る
。

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、そ
う
い
っ
た
小
説
と
知
覚
の
関
係
を
ど
う
捉
え
、

表
現
す
べ
き
な
の
か
。
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
一
端
を
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の

偽
画
」
に
大
部
分
が
取
り
込
ま
れ
た
「
刺
青
さ
れ
た
蝶
」（『
婦
人
サ
ロ
ン
』、

一
九
二
九
年
九
月
）
の
結
末
部
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

僕
た
ち
以
外
の
す
べ
て
の
も
の
は
何
と
は
げ
し
く
動
き
、
変
化
し
て

ゐ
る
こ
と
か
？
が
、
そ
れ
と
同
時
に
僕
の
頭
の
中
に
は
、
一
つ
の
言
葉

が
『
廻
転
す
る
車
輪
の
中
心
に
運
動
そ
れ
自
身
は
眠
つ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
』
と
い
ふ
言
葉
が
浮
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
生
の
中

心
か
ら
遠
ざ
か
れ
ば
遠
ざ
か
る
ほ
ど
そ
の
動
き
が
無
駄
に
大
き
く
な
る

の
で
は
な
い
か
と
そ
ん
な
風
に
僕
に
考
へ
さ
せ
た
の
で
あ
つ
た
。

以
下
の
描
写
は
「
僕
」
と
そ
の
愛
人
の
関
係
が
変
化
し
な
い
の
に
対
し

て
、
周
囲
の
男
女
関
係
は
変
化
し
て
い
る
、
と
い
う
対
比
が
書
か
れ
た
箇
所

で
あ
る
。し
か
し
、今
ま
で
の
議
論
を
ふ
ま
え
れ
ば
、こ
の
記
述
が
物
質
（
外

部
）
と
知
覚
の
関
係
性
を
言
い
表
し
て
い
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
ベ
ル
グ

ソ
ン
の
認
識
論
を
当
て
は
め
た
と
き
、「
廻
転
す
る
車
輪
の
中
心
」
と
は
め

ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
い
く
外
部
を
捉
え
る
、
そ
の
主
観
的
客
観
だ
と
い
え

る
。
そ
し
て
、
そ
の
認
識
（
車
輪
の
中
心＝

運
動
そ
れ
自
体
）
を
「
生
の
中

心
」
か
ら
遠
ざ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
認
識＝

語
り
手
と

行
動
主
体
の
生
と
を
剥
離
さ
せ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。
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「
風
景
」
や
「
窓
」、
そ
し
て
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
に
共
通
す
る
の

は
、
語
り
手
で
あ
る
自
己
は
あ
る
も
の
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分

と
は
別
の
「
認
識
」
と
現
象
の
関
係
を
見
出
す
と
い
う
点
に
あ
る
。
堀
の
初

期
作
品
で
は
、「
認
識
」
の
主
体
と
事
物
に
対
し
て
、
そ
の
関
係
を
眺
め
影

響
さ
れ
る
語
り
手
が
配
置
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、「
風
景
」
や
「
窓
」
で
は
語

り
手
で
あ
る
「
僕
」
や
「
彼
」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
し
、「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の

偽
画
」
に
お
い
て
は
認
識
主
体
を
「
彼
」
と
呼
ぶ
語
り
手
だ
っ
た
。
認
識
主

体
と
語
り
を
別
個
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
堀
の
作
品
で
は
「
認
識
」
は
関

係
性
の
中
で
捉
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

語
り
は
異
な
る
認
識
主
体
を
「
認
識
」
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
他
者
の
認

識
に
語
り
の
そ
れ
が
感
応
し
て
い
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
語
り
の
「
認
識
」
が

更
新
さ
れ
る
様
が
描
か
れ
た
の
が
先
の
三
作
品
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
他
者
を

対
象
と
し
て
見
つ
め
、
他
者
に
影
響
を
受
け
て
変
化
し
て
い
く
「
認
識
」
の

他
者
性
が
そ
れ
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
た
と
い
え
る
が
、
結
果
的
に
そ
こ
で

の
自
己
は
二
重
化
さ
れ
、
語
り
手
が
過
去
の
知
覚
を
包
括
的
に
捉
え
て
い
る

よ
う
に
も
見
え
る
作
品
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

堀
は
こ
の
後
に
プ
ル
ー
ス
ト
の
無
意
志
的
記
憶
に
影
響
さ
れ
て
「
記
憶
」

を
主
題
に
し
て
い
く
こ
と
と
な（

１６
）る。
そ
う
い
っ
た
「
記
憶
」
へ
の
傾
斜
は
先

に
論
じ
た
現
在
の
知
覚
を
描
く
こ
と
の
不
可
能
性
に
由
来
し
て
い
る
と
い
え

る
が
、
そ
の
両
者
の
「
身
体
的
な
知
覚
」
と
「
記
憶
」
と
の
扱
い
に
大
き
な

違
い
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
留
意
し
て
お
き
た
い
。
宮
内
豊
は
「『
風
立
ち

ぬ
の
し
た
こ
と
』

―
―
時
間
の
小
説
」
に
お
い
て
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
無
意

志
的
記
憶
が
「
過
去
の
現
在
化
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
堀
の
文
体
は
「
現

在
の
過
去
化
」
と
い
え
る
と
両
者
の
差
異
に
つ
い
て
言
及
し
て
い（

１７
）る。
堀
の

作
品
に
お
い
て
は
、
行
動
主
体
と
語
り
手
が
遊
離
し
て
い
る
描
写
が
あ
り
、

そ
れ
が
結
果
と
し
て
「
作
中
の
私
が
「
生
き
な
が
ら
に
追
憶
の
対
象
と
さ
れ

て
い
る
状
態
を
「
表
現
」
す
る
効
果
」
を
生
み
出
し
て
い
る
と
宮
内
は
指
摘

し
、
そ
れ
が
「
作
者
自
身
」
を
「
一
個
独
立
の
客
観
的
存
在
と
し
て
描
き
だ

す
」、
既
成
の
私
小
説
と
は
別
の
作
品
を
作
り
出
す
努
力
の
一
つ
で
は
な
い

か
、
と
論
じ
て
い
た
。

宮
内
の
論
点
で
あ
る
両
者
の
差
異
の
起
点
が
、
こ
の
初
期
作
品
群
か
ら
見

て
取
れ
る
こ
と
は
先
の
議
論
の
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
両
者
の
差
異

は
、
堀
が
プ
ル
ー
ス
ト
や
海
外
文
学
の
作
家
の
手
法
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た

と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
海
外
の
作
家
達
を
、
そ
の
背
景
に
あ
る
印
象

派
な
ど
絵
画
活
動
や
思
想
哲
学
を
包
括
し
つ
つ
受
容
し
、
独
自
に
方
法
論
を

模
索
し
て
い
っ
た
故
に
出
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
記
憶
と

知
覚
に
対
す
る
理
念
の
根
底
に
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
思
想
を
咀
嚼
し
た
痕
跡

を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
試
み
は
、
宮
山
昌
治

が
論
難
し
て
い
た
「
持
続
」
の
唯
心
論
と
し
て
捉
え
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
へ
の
一

面
的
な
理
解
と
は
異
な
っ
た
様
相
を
示
し
て
い
る
と
い
え（

１８
）る。
ま
た
、
瀬
沼

茂
樹
が
新
心
理
主
義
に
対
し
て
行
っ
た
「
客
観
的
現
実
を
も
意
識
現
象
の
う

ち
に
歪
曲
し
、
無
数
の
夢
と
追
憶
と
の
世
界
を
情
意
の
う
ち
に
描
き
出
だ
し

た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」
と
い
う
批
判
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
だ
ろ（

１９
）う。
絵
画

を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
取
り
込
ん
だ
堀
辰
雄
の
初
期
作
品
は
、
主
観
的
客
観
を

描
く
と
い
う
主
題
を
軸
に
、
認
識
に
お
け
る
様
々
な
問
題
系
が
描
か
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
堀
辰
雄
モ
チ
ー
フ
と
し
て
絵
画
が
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
点
に
つ

い
て
論
じ
た
先
行
論
で
は
、
竹
内
清
己
「
堀
辰
雄
と
西
洋
絵
画
」（『
堀
辰
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雄
と
昭
和
文
学
』
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
二
年
六
月
）、
兪
在
真
「
堀
辰

雄
「
風
景
」
論
」」（『
稿
本
近
代
文
学
』、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
）、
日
高

昭
二
「
堀
辰
雄
と
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
―
―
所
謂
「
立
体
派
」
の
詩
脈
を

め
ぐ
っ
て
」（『﹇
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
﹈
別
冊

堀
辰
雄
と
モ
ダ
ニ
ズ

ム
』、
二
〇
〇
四
年
二
月
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
２
）
『
日
本
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』、
二
〇
〇
二
年
三
月

（
３
）
『
人
文
』、
二
〇
〇
六
年
三
月

（
４
）
平
井
「
小
林
秀
雄
�
ベ
ル
グ
ソ
ン
論
�
に
つ
い
て
」（『
文
学
』、
一
九

八
七
年
一
二
月
）、
大
岡
の
回
想
に
つ
い
て
は
『
新
訂
小
林
秀
雄
全
集
』

（
新
潮
社
、
一
九
七
八
年
五
月
〜
一
九
七
九
年
九
月
）
別
巻
１
の
解
説
に

記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）
渡
部
麻
美
「
堀
辰
雄
に
お
け
る
プ
ル
ー
ス
ト
再
受
容：

リ
ル
ケ
受
容
と

の
関
連
に
お
い
て
」（
前
出
）
で
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
や
リ
ル
ケ
の
受
容
に

つ
い
て
資
料
を
仔
細
に
参
照
し
な
が
ら
分
析
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
池
田

博
昭
「
堀
辰
雄
と
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
―
―
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
と

「
不
器
用
な
天
使
」
を
中
心
に
し
て
」（
千
葉
大
学
日
本
文
化
論
叢
、
二

〇
〇
六
年
六
月
）
で
は
堀
の
初
期
作
品
の
主
題
は
、
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド

「
贋
金
つ
く
り
」
の
「
現
実
の
世
界
と
、
現
実
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
作
り
あ

げ
る
表
象
と
の
間
の
競
合
」
と
同
様
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
一
方
、
宮
坂
康

一
「
堀
辰
雄
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
と
コ
ク
ト
オ
「
職
業
の
秘
密
」

―
―
芸
術
観
の
受
容
を
め
ぐ
る
―
―
考
察
」（『
比
較
文
学
年
誌
（
４５
）』、

二
〇
〇
九
年
）
で
は
、
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
オ
「
職
業
の
秘
密
」
の
書
か
れ

て
い
た
対
象
の
意
外
な
本
質
や
魅
力
を
見
抜
く
目
に
通
じ
て
い
る
と
論
じ

ら
れ
て
い
る
。

（
６
）
『
日
本
研
究
』（
二
〇
一
一
年
三
月
）

（
７
）
『「
生
命
」
で
読
む
日
本
近
代
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
九
六
年
二

月
）

（
８
）
『
和
歌
文
学
研
究
』（
二
〇
〇
八
年
一
二
月
）

（
９
）
印
象
派
、
特
に
後
期
印
象
派
の
主
観
主
義
に
つ
い
て
は
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
他
の
概
説
書
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
を
挙
げ
る
と
、
板
垣
鷹

穂
『
フ
ラ
ン
ス
の
近
代
画
』（
岩
波
書
店
、一
九
二
九
年
一
月
）
の
マ
テ
ィ

ス
の
説
明
の
中
で
、「
印
象
派
風
の
主
観
主
義
を
排
し
て
」
と
あ
る
。
印

象
派
を
主
観
的
な
も
の
と
括
る
こ
と
に
つ
い
て
異
論
は
あ
る
は
ず
だ
が
、

本
論
で
は
、
堀
辰
雄
が
印
象
派
か
ら
派
生
し
た
主
観
主
義
と
そ
の
反
省
の

流
れ
を
組
む
作
家
で
あ
り
、
意
識
と
記
憶
を
問
題
に
し
た
作
品
に
モ
チ
ー

フ
と
し
て
登
場
し
て
い
る
、
と
い
う
点
を
重
視
し
て
い
る
。

（
１０
）
片
山
廣
子
宛
堀
辰
雄
書
簡
（
一
九
二
五
年
九
月
一
日
）

（
１１
）
兪
在
真
「
堀
辰
雄
「
風
景
」
論
」」（
前
出
）

（
１２
）
ア
ン
リ
・
ベ
ル
グ
ソ
ン
『
物
質
と
記
憶
』（
訳
合
田
正
人
、
松
本
力
、

筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
七
年
二
月
）
な
お
、
本
論
で
は
表
記
を
ア
ン
リ
・
ベ

ル
グ
ソ
ン
に
統
一
し
て
い
る
。

（
１３
）
代
表
的
な
先
行
論
と
し
て
、
三
好
行
雄
「
堀
辰
雄
に
お
け
る
�
美
学
�」

（『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
六
三
年
七
月
）、
池
内
輝
雄
「
堀
辰
雄

「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
小
論

―
―
「
詩
」
と
「
真
実
」
を
め
ぐ
っ
て

―
―
」（『
大
妻
国
文
』、
一
九
七
二
年
三
月
）、
中
島
昭
「
二
つ
の
像
」（
編

小
久
保
実
『
論
集
堀
辰
雄
』
一
九
八
五
年
二
月
、
風
信
社
）、
編
・
竹
内

清
己
『
堀
辰
雄
事
典
』（
二
〇
〇
一
年
十
一
月
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
二
つ
の
写
真
が
「
現
実
」
と
「
夢
」
と
を
表
象
し
、「
彼
」
の

中
で
ど
ち
ら
か
が
崩
壊
し
、
ど
ち
ら
か
が
選
択
さ
れ
る
、
と
い
う
解
釈
を

本
論
は
と
ら
な
い
。
母
親
は
、
片
方
の
写
真
を
母
親
と
娘
の
関
係
性
か
ら

創
出
さ
れ
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
提
示
し
て
お
り
、「
現
実
の
彼
女
に
よ
り
よ

く
似
て
い
る
」
と
書
か
れ
る
通
り
、
現
実
の
彼
女
は
写
真
の
そ
れ
と
は
ず

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
本
論
で
の
議
論
と
重
な
る
先

行
論
と
し
て
、
イ
メ
ー
ジ
は
イ
メ
ー
ジ
を
抱
く
主
体
に
よ
っ
て
異
な
る
と

い
う
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
を
描
い
た
場
面
だ
と
解
釈
す
る
野
見
山
和
子

「「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
研
究
」（『
新
樹
』、
一
九
九
五
年
九
月
）
を
挙
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げ
て
お
き
た
い
。

（
１４
）
宮
坂
康
一
「
堀
辰
雄
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
と
コ
ク
ト
オ
「
職
業
の

秘
密
」
―
―
芸
術
観
の
受
容
を
め
ぐ
る
―
―
考
察
」（
前
出
）
野
見
山
和

子
「「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
研
究
」（
前
出
）
な
ど
。

（
１５
）
宮
坂
康
一
「
堀
辰
雄
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
と
コ
ク
ト
オ
「
職
業
の

秘
密
」
―
―
芸
術
観
の
受
容
を
め
ぐ
る
―
―
考
察
」（
前
出
）

（
１６
）
森
脇
善
明
「
堀
辰
雄
の
プ
ル
ー
ス
ト
と
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
覚

書
」（『
論
集
・
堀
辰
雄
』
前
出
）、
戸
塚
学
「
堀
辰
雄
の
プ
ル
ー
ス
ト
翻

訳
」（『
東
京
大
学
国
文
学
論
集
』、
二
〇
一
一
年
三
月
）
な
ど
を
参
照
の

こ
と
。
た
だ
し
、
自
己
と
他
者
の
捉
え
方
に
お
い
て
両
者
に
大
き
な
差
異

が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
『
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ

リ
ー
、
ル
ソ
ー
、
ニ
ー
チ
ェ
、
リ
ル
ケ
、
プ
ル
ー
ス
ト
に
お
け
る
比
喩
的

言
語
』（
訳
土
田
知
則
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
十
二
月
）
を
参
照
の

こ
と
。

（
１７
）
『
群
像
』（
一
九
九
七
年
二
月
）

（
１８
）
宮
出
昌
治
は
大
正
期
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
概
説
書
が
、「
持
続
」、「
直
観
」、

「
創
造
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、『
創
造
的
進
化
』
に
つ
い
て
は
詳
説
す

る
一
方
で
、『
物
質
と
記
憶
』
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
記
述
し
て
い
な
か
っ

た
点
に
ふ
れ
、
当
時
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
派
の
文
筆
家
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
思
想

を
『
試
論
』
か
ら
『
創
造
的
進
化
』
に
至
る
「
持
続
」
の
唯
心
論
と
し
て

捉
え
、『
物
質
と
記
憶
』
で
展
開
さ
れ
た
「
観
念
論
と
実
在
論
が
物
質
を

そ
の
現
象
と
存
在
に
分
け
た
そ
れ
依
然
の
物
質
」
を
問
題
と
し
て
扱
い
、

認
識
の
基
点
に
「
時
間
」
を
介
在
さ
せ
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
思
想
を
一
面
的

に
し
か
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
１９
）
瀬
沼
茂
樹
『
昭
和
の
文
学
』（
河
出
文
庫
、
一
九
五
四
年
十
一
月
）

（
お
び
つ
よ
う
た
ろ
う

大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
生
）
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