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『
地
獄
谷
』　
　

中
山
晃
子　

旅
に
来
て
い
る
。

旅
と
い
っ
て
も
生
活
圏
か
ら
券
売
機
で
い
く
枚
か
の
チ
ケ
ッ
ト
を
買
い
求
め
れ
ば
辿
り
着
け
る
山
だ
。

日
常
か
ら
高
度
千
メ
ー
ト
ル
へ
滑
ら
か
に
移
動
す
る
列
車
、
扉
が
開
く
。

運
ば
れ
た
都
市
の
暖
冬
と
山
の
冷
気
が
頬
の
上
で
瞬
間
渦
巻
く
。
新
し
い
と
こ
ろ
へ
来
た
ん
だ
。

旅
人
を
待
ち
構
え
る
よ
う
に
、
視
線
の
先
に
飛
び
込
む
明
朝
体
、
雰
囲
気
た
っ
ぷ
り
に
こ
の
地
の
説
明
を
は
じ
め
る
。

『
も
う
も
う
た
る
噴
気
。

沸
騰
す
る
熱
泥
。
荒
涼
た
る
大
地
。

古
人
は
そ
の
風
景
を
、
地
獄
、
と
呼
ん
だ
』

寝
静
ま
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
未
だ
に
呼
吸
し
て
い
る
火
山
で
あ
る
。

そ
の
日
は
谷
全
体
の
ガ
ス
濃
度
が
高
い
ら
し
く
、
口
を
覆
う
た
め
の
湿
っ
た
タ
オ
ル
が
配
ら
れ
た
。

大
気
中
の
硫
化
水
素
や
亜
硫
酸
ガ
ス
と
、
引
き
起
こ
さ
れ
る
症
状
の
図
説
さ
れ
た
パ
ネ
ル
、

白
、
黄
、
赤
と
危
険
度
を
示
す
色
の
変
化
を
追
い
、
た
ど
り
着
く
、

『
致
死
』

の
表
記
は
、
こ
こ
が
地
獄
谷
と
呼
ば
れ
る
に
十
分
な
事
実
で
あ
る
。

ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
を
降
り
、
振
り
向
け
ば
富
士
の
荘
厳
さ
、



冬
の
キ
リ
リ
と
し
た
青
空
に
映
え
る
姿
は
た
だ
一
言
美
し
い
。

き
っ
と
今
こ
こ
に
い
る
ほ
と
ん
ど
の
観
光
客
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
母
国
語
で
「
天
晴
れ
」
と
頷
き
あ
う
こ
と
が
で
き
る
。

対
照
的
に
目
の
前
に
広
が
る
灰
色
に
抉
れ
た
岩
場
と
、
そ
れ
を
重
く
覆
う
硫
黄
の
臭
気
、

か
つ
て
あ
の
近
く
ま
で
降
り
、
掘
削
に
従
事
し
た
作
業
員
の
重
労
働
を
創
造
で
き
る
光
景
に
、

自
然
の
見
事
と
は
感
じ
る
も
の
の
、
た
だ
た
だ
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
美
し
い
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

か
つ
て
リ
ト
マ
ス
試
験
紙
的
に
殺
人
を
行
な
っ
て
き
た
美
味
し
い
食
材
た
ち
を
思
う
。

あ
る
日
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
、「
今
夜
の
夕
飯
に
採
っ
て
き
て
」
と
言
っ
て
渡
さ
れ
た
キ
ノ
コ
の
図
鑑
に
は
、

写
真
の
全
て
に
ド
ク
ロ
の
マ
ー
ク
と
『
煮
る
』『
焼
く
』
と
い
っ
た
単
語
が
対
で
添
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
単
語
を
明
ら
か
に
し
、
一
冊
の
手
引
書
と
な
る
た
め
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
匿
名
多
数
の
ス
ペ
シ
ャ
ル
サ
ン
ク
ス
、

背
筋
が
凍
る
と
と
も
に
人
間
の
性
分
と
歴
史
を
思
っ
た
。

そ
の
夜
、
私
は
お
い
し
い
キ
ノ
コ
の
ス
ー
プ
を
飲
ん
だ
。

お
い
し
い
だ
け
の
キ
ノ
コ
に
な
り
た
い
。

隣
人
や
友
人
と
し
て
関
わ
る
人
を
笑
顔
に
し
、
そ
し
て
作
家
と
し
て
、

美
し
い
も
の
を
描
き
出
す
だ
け
の
中
山
晃
子
に
な
り
た
い
と
願
い
、

実
践
と
し
て
、『
煮
て
』『
焼
い
て
』
み
た
も
の
の
、
産
ま
れ
た
も
の
の
遺
伝
子
操
作
は
で
き
な
い
。

作
品
を
作
り
、
お
い
し
い
と
い
っ
て
食
べ
て
も
ら
え
る
。
三
十
歳
、
だ
ん
だ
ん
と
繁
盛
し
て
き
た
。

し
か
し
毎
夜
閉
店
し
た
あ
と
の
厨
房
で
、
残
っ
た
毒
を
引
き
受
け
ゴ
ミ
箱
に
捨
て
る
こ
と
を
続
け
ら
れ
る
わ
け
が
な
い
。

こ
れ
も
私
の
性
質
の
ひ
と
つ
で
あ
る
の
に
。

お
い
し
い
こ
と
を
恵
み
と
し
、
そ
の
も
の
の
毒
を
害
と
す
る
喩
え
は
、
作
家
に
と
っ
て
良
く
働
か
な
い
と
気
が
つ
い
た
。

で
は
、
毒
キ
ノ
コ
は
ど
の
よ
う
に
、
身
を
切
ら
ず
心
身
健
や
か
に
生
き
れ
ば
良
い
の
か
？

そ
ん
な
と
き
に
出
会
っ
た
、
冒
頭
の
地
獄
谷
の
一
節
で
あ
る
。



『
も
う
も
う
た
る
噴
気
。

沸
騰
す
る
熱
泥
。
荒
涼
た
る
大
地
。

古
人
は
そ
の
風
景
を
、
地
獄
、
と
呼
ん
だ
』

こ
う
続
く
、

『
火
山
が
生
み
出
し
た
、
そ
の
過
酷
な
環
境
は

同
時
に
大
き
な
恵
み
も
、
も
た
ら
し
た
。

噴
出
す
る
温
泉
で
あ
る
』

動
植
物
の
生
き
て
ゆ
く
こ
と
の
で
き
な
い
毒
と
熱
を
放
つ
危
険
か
ら
、

あ
ら
ゆ
る
手
立
て
を
尽
く
し
て
恵
み
を
取
り
出
す
工
夫
と
作
業
。

地
獄
に
階
層
状
の
タ
ン
ク
を
取
り
付
け
て
湯
の
道
を
作
り
、

ち
ょ
う
ど
人
肌
に
心
地
よ
く
、
治
癒
に
働
く
温
泉
と
し
た
。

地
獄
の
裂
け
目
に
知
恵
を
差
し
込
ん
で
、
近
く
か
ら
、
遠
く
か
ら
、
た
く
さ
ん
の
人
が
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。

明
治
六
年
、
大
涌
谷
と
名
前
を
変
え
た
。

持
っ
て
生
ま
れ
た
性
質
は
不
変
か
も
し
れ
な
い
。

け
れ
ど
も
名
と
認
識
は
変
わ
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。

私
は
主
な
仕
事
と
し
て
、
ラ
イ
ブ
ペ
イ
ン
ト
に
よ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
な
っ
て
い
る
。

カ
メ
ラ
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
、
紙
や
鉛
筆
、
使
用
す
る
道
具
と
形
態
は
様
々
で
あ
る
が
、



水
の
性
質
と
色
彩
の
誘
発
す
る
こ
と
ば
に
関
心
が
あ
り
、
実
際
に
ど
の
作
品
で
も
水
と
色
彩
を
扱
っ
て
い
る
。

こ
の
二
つ
は
移
ろ
い
の
象
徴
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
東
洋
哲
学
を
経
由
し
た
後
に
、
無
常
観
と
と
も
に
語
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。

泡
を
画
面
上
に
登
場
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
泡
を
命
の
よ
う
に
見
立
て
、

色
彩
に
感
情
を
託
し
、
言
語
を
用
い
ず
詩
を
編
ん
で
ゆ
く
。

あ
る
景
色
が
快
感
を
伴
っ
て
眼
前
に
広
が
り
、
今
知
覚
す
る
喜
び
が
あ
る
。

「
絵
の
具
は
混
ざ
っ
て
流
れ
て
し
ま
う
か
ら
、
も
う
二
度
と
見
ら
れ
な
い
絵
な
ん
で
す
ね
」

と
い
う
感
想
を
も
ら
う
こ
と
が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
移
り
変
わ
る
光
景
を
描
く
以
上
、
出
会
い
も
、
ま
た
別
れ
も
避
け
ら
れ
な
い
宿
命
だ
。

そ
の
上
で
、
も
う
二
度
と
会
え
な
い
な
ん
て
言
わ
な
い
で
く
れ
、
と

自
分
で
も
「
そ
ん
な
に
、」
と
驚
く
ほ
ど
に
憤
っ
た
。
寂
し
く
思
っ
た
。

儚
さ
と
は
、
儚
い
だ
け
が
慈
し
む
べ
き
点
だ
ろ
う
か
？

私
は
無
常
を
作
品
の
中
に
構
造
と
し
て
取
り
入
れ
な
が
ら
、

二
度
と
見
ら
れ
な
い
の
で
す
ね
、
と
い
う
感
傷
に
絡
め
取
ら
れ
な
い
作
品
に
も
う
一
度
触
れ
よ
う
と
思
っ
た
。

・
・
・

方
丈
記
は
無
常
観
の
代
表
的
作
品
で
あ
る
。

実
際
に
著
者
鴨
長
明
の
経
験
し
た
飢
饉
、
大
火
事
、
竜
巻
、
地
震
、
津
波
、
最
後
に
自
身
の
死
に
際
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。

苦
し
み
が
多
く
、
生
き
に
く
く
、
ま
ま
な
ら
な
い
世
の
描
写
。
達
観
し
き
ら
ず
に
、
心
の
迷
い
も
そ
の
ま
ま
に
。

そ
の
と
お
り
。



あ
ま
り
に
も
引
用
さ
れ
る
た
め
、
安
易
に
読
み
直
し
た
方
丈
記
だ
っ
た
が
、
今
読
む
と
何
か
が
ひ
っ
か
か
る
。

特
に
冒
頭
で
喩
え
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
、

『
ゆ
く
川
の
流
れ
』『
花
と
露
』『
泡
』
こ
の
表
現
は
何
か
。

消
え
て
ゆ
く
何
も
か
も
の
象
徴
と
し
て
、
自
然
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
が
、

あ
ら
ゆ
る
心
身
描
写
の
そ
ば
に
、
寄
り
添
う
よ
う
に
物
理
現
象
が
描
か
れ
て
い
る
。

今
朝
の
花
の
瑞
々
し
さ
は
失
わ
れ
、
蒸
発
し
た
露
は
も
う
花
弁
の
さ
き
に
戻
ら
な
い
。

し
か
し
、
何
度
で
も
そ
の
光
景
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
。

水
は
そ
う
振
る
舞
う
、
と
い
う
こ
と
が
、
物
理
現
象
の
前
提
で
あ
る
か
ら
だ
。

後
に
続
く
天
変
地
異
と
あ
ら
ゆ
る
別
離
、
体
に
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
命
、
心
の
迷
い
を
、

こ
の
観
察
の
作
家
が
、
あ
ら
ゆ
る
選
択
肢
の
中
か
ら
さ
さ
や
か
な
自
然
現
象
を
選
び
喩
え
て
ゆ
く
こ
と
は
、

き
っ
と
意
識
的
で
あ
ろ
う
と
感
じ
た
。

真
実
は
と
も
か
く
と
し
て
、
読
み
手
に
そ
う
思
わ
せ
る
余
白
を
残
し
た
。

実
際
に
あ
る
箇
所
で
鴨
長
明
は
自
身
の
『
命
』
を
『
儚
い
露
』
と
喩
え
、
重
ね
て
、

『
終
の
住
処
』
を
『
蚕
の
繭
』
と
綴
っ
て
い
る
。

す
べ
て
の
所
有
物
、
紐
付
け
さ
れ
た
情
報
、
時
代
や
、
家
や
、
自
分
自
身
、
す
べ
て
を
手
放
し
て
、

な
お
、
い
つ
か
紡
が
れ
る
絹
糸
に
想
い
を
巡
ら
し
て
い
る
こ
と
。

次
の
水
の
一
滴
が
ど
こ
か
で
跳
ね
る
と
い
う
こ
と
を
、
そ
れ
が
自
然
、
と
読
者
と
未
来
を
共
有
し
な
が
ら
、

ま
ま
な
ら
ぬ
現
在
を
描
く
こ
と
。



あ
ら
ゆ
る
も
の
を
失
い
な
が
ら
、
同
時
に
希
望
を
描
く
こ
と
は
可
能
な
ん
だ
。

二
度
と
会
え
ず
、
そ
し
て
も
う
一
度
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
。

・
・
・

作
家
と
、
作
家
を
目
指
す
学
生
の
目
に
触
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
の
電
子
書
籍
に
、

作
家
／
個
人 

の
関
係
性
に
つ
い
て
の
、
ご
く
個
人
的
な
体
験
記
を
寄
せ
よ
う
と
思
っ
た
。

ど
ん
な
ス
テ
ー
ジ
に
あ
る
作
家
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
引
き
受
け
る
地
獄
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

だ
け
れ
ど
も
、
も
の
の
自
然
な
振
る
舞
い
と
自
分
の
す
る
べ
き
こ
と
が
、
適
切
な
比
喩
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
と
き
、

景
色
が
変
わ
る
。

過
去
か
ら
光
が
射
す
。

つ
ぎ
に
踏
み
出
す
足
元
を
、
つ
ぎ
に
手
を
伸
ば
す
手
の
ひ
ら
を
、
ぽ
っ
か
り
と
照
ら
す
。

表
現
が
あ
る
。

中
山
晃
子
｜AKIKO

 N
AKAYAM

A

画
家
。
色
彩
と
流
動
の
持
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
用
い
、
様
々
な
素
材
を
反
応
さ
せ
る
こ
と
で
、
絶
え
ず
変
容
し
て
い
く
「Alive Painting

」
シ
リ
ー
ズ
や
、
そ

の
排
液
を
濾
過
さ
せ
る
プ
ロ
セ
ス
を
可
視
化
し
定
着
さ
せ
る
「Still Life

」
シ
リ
ー
ズ
な
ど
、
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
な
要
素
の
強
い
絵
画
を
発
表
す
る
。
近

年
で
は Ars Electronica Fes

（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
）、Biennale N

em
o (

パ
リ) 

等
に
出
演
。



タイトル：Skull(Orozco) 制作年：2014 素材：デジタルイメージ
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森田浩彰（アーティスト）
1973 年福井県生まれ。1998 年 B ゼミスクール修了。2002 年ロンドン大学ゴールドスミスカレッジ MA ファインアート修了。生活の中で当たり前に存在して
いるが特に意識されない物事に注意を向け、それらの中に折り重なっているコンテクストや関係性を可視化させる作品を制作している。近年の主な展覧会に
2017 年「Triple Point of Matter」Fondation Fiminco（パリ）、2016 年「Something to Something else」青山｜目黒（東京）、2013 年「Mono no aware: The 
Beauty of Things」エルミタージュ美術館（サンクトペテルブルク、ロシア）等がある。



「
何
だ
か
分
か
ら
な
い
も
の
」
の
贈
与
―
飯
田
竜
太
《
木
の
本
を
配
る
》

藤 
井　

匡

こ
れ
ま
で
の
経
緯

　

飯
田
竜
太
の
《
木
の
本
を
配
る
》[

図
１] 

を
論
じ
る
こ
の
文
章
は
、
次
の
経
緯
を
辿
っ
て
成
立
し
た
。

２
０
１
８
年
６
月
に
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
「
批
評
の
契
機
」（
ギ
ャ
ラ
リ
ー
緑
隣
館 

埼
玉
県
上
尾
市
）
に
先
立
っ
て
、
出
品
者
で
あ
る
飯

田
と
私
は
「
相
互
批
評
」
を
４
ヶ
月
に
渡
っ
て
実
施
、
そ
の
内
容
を
『
マ
ッ
ピ
ン
グ
』
第
８
号
に
掲
載
し
た
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
飯
田

は
彫
刻
作
品
で
あ
る
《
本
を
配
る
》[
図
２] 

の
制
作
を
行
い
、
６
月
３
日
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
ト
ー
ク
で
説
明
を
行
っ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、

私
は
新
た
に
「
本
と
と
も
に
読
む
」
を
執
筆
、
６
月
１
０
日
の
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
ト
ー
ク
に
際
し
て
会
場
で
配
布
し
た
。
展
覧
会
終
了
後
、
飯

田
は
『
マ
ッ
ピ
ン
グ
』
第
９
号
に
「「
本
を
配
る
」
に
つ
い
て
」
を
執
筆
、
一
方
の
私
は
、
同
展
の
出
品
作
家
の
一
人
で
あ
る
河
口
龍
夫
の

作
品
を
、飯
田
と
の
「
相
互
批
評
」
の
内
容
に
即
し
て
論
じ
た
「
河
口
龍
夫
―
「
関
係
」
と
い
う
名
の
贈
与
」
を
同
媒
体
に
掲
載
し
た
（「
本

と
と
も
に
読
む
」
も
同
号
に
掲
載
）。

こ
の
「
相
互
批
評
」
に
際
し
て
、
私
た
ち
が
出
発
点
と
し
た
の
が
、
柄
谷
行
人
『
世
界
史
の
構
造
』[

１] 

に
お
け
る
永
遠
平
和
の
議
論
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
世
界
史
が
（
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
）
生
産
様
式
か
ら
で
は
な
く
、
交
通
・
交
易
・
戦
争
と
い
っ
た
交
換
様
式
か
ら
解
釈
さ

れ
て
ゆ
く
が
、
そ
れ
ら
は
、
Ａ
「
互
酬
（
贈
与
と
返
礼
）」、
Ｂ
「
再
分
配
（
略
取
と
再
分
配
）」、
Ｃ
「
商
品
交
換
（
貨
幣
と
商
品
）」、
Ｄ
「
Ｘ
」

に
大
別
さ
れ
る
。
永
遠
平
和
（
一
時
的
な
非
戦
闘
状
態
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
敵
意
が
終
わ
っ
た
状
態
）
を
実
現
す
る
た
め
の
交
換
様
式
Ｄ

と
は
、
自
由
で
あ
る
と
同
時
に
平
等
で
あ
る
よ
う
な
交
換
様
式
で
あ
り
、
交
換
様
式
Ａ
を
高
次
元
で
回
復
す
る
も
の
で
あ
る
。
私
た
ち
の
課

題
は
、
こ
の
交
換
様
式
Ｄ
を
、
彫
刻
を
出
発
点
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
結
果
と
し
て
、
議
論
は
（
互
酬
的
で
は
な
い
）
純
粋
な

贈
与
を
中
心
に
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。



図１　飯田竜太《木の本を配る》２０１８年



図
２　

飯
田
竜
太
《
本
を
配
る
》
２
０
１
８
年

図
４　

飯
田
竜
太
《
テ
ィ
ッ
シ
ュ
配
り
、
一
年
間
続
け
た
ら
。》

（
部
分
）
２
０
１
７
年

図
３　

飯
田
竜
太
《
テ
ィ
ッ
シ
ュ
配
り
、
一
年
間
続
け
た
ら
。》
２
０
１
７
年

　

さ
ら
に
遡
行
す
る
な
ら
ば
、飯
田
と
の
「
相
互
批
評
」
の
契
機
は
２
０
１
７
年
４
月
の
展
覧
会
「AG

A
IN

-ST 

第
６
回
展
「
平
和
の
彫
刻
」」

（N
A

D
iff A

/P/A
/R/T 

恵
比
寿
）に
あ
っ
た
。[

２] 　

同
展
の
企
画
者
で
あ
る
石
崎
尚
に
よ
る
テ
ー
マ
設
定
に
対
し
て
、飯
田
は《
テ
ィ
ッ
シ
ュ

配
り
、
一
年
間
続
け
た
ら
。》[

図
３] 

を
出
品
し
た
。
こ
の
段
階
で
は
、
飯
田
と
何
ら
か
の
議
論
を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
私
に

と
っ
て
興
味
深
か
っ
た
の
は
、「
駅
前
ロ
ー
タ
リ
ー
に
設
置
す
る
平
和
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
」
と
し
て
、
実
体
的
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
は

な
く
、本
を
配
る
と
い
う
行
為
が
提
案
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。[

図
４] 

同
展
の
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
で
も
述
べ
た
こ
と
だ
が
、私
の
考
え
で
は
、

永
遠
平
和
が
未
だ
か
つ
て
存
在
し
た
こ
と
が
な
い
以
上
、そ
れ
を
表
象
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。飯
田
の
提
案
に
よ
っ
て
、「
平
和
を
テ
ー

マ
と
し
た
作
品
」
を
制
作
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
平
和
そ
の
も
の
を
制
作
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
の
だ
。

　

と
は
い
え
、「
批
評
の
契
機
」
が
終
了
し
た
後
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
特
に
深
い
考
え
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
普
通
で
あ
れ
ば
、
そ



の
ま
ま
消
え
て
ゆ
く
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
次
の
一
手
が
飯
田
に
よ
っ
て
打
た
れ
た
。
２
０
１
８
年
１
１
月
に
開
催
さ
れ

た
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア
「TRA

N
S BO

O
K

S

」（TA
M

 CO
W

O
RK

IN
G

 TO
K

YO
 

神
保
町
）
で
、
過
去
の
２
作
品
を
継
承
し
た
彫
刻
作
品
《
木

の
本
を
配
る
》
が
新
た
に
発
表
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
私
の
た
め
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
私
は
勝
手
に
そ
れ
を

私
へ
の
贈
与
だ
と
解
釈
し
て
、
こ
の
文
章
を
書
く
こ
と
に
す
る
。

《
木
の
本
を
配
る
》
に
つ
い
て

　
《
木
の
本
を
配
る
》
で
は
、
飯
田
自
身
の
制
作
し
た
（
既
製
品
で
は
な
い
）
鉄
製
の
「
本
棚
の
よ
う
な
も
の
」
に
、
木
製
の
「
本
の
よ
う

な
も
の
」
が
並
べ
ら
れ
た
。《
テ
ィ
ッ
シ
ュ
配
り
、
一
年
間
続
け
た
ら
。》
や
《
本
を
配
る
》
で
は
、「
本
の
よ
う
な
も
の
」
を
収
め
る
の
に

は
革
製
の
袋
が
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
が
変
更
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
素
材
は
同
一
で
あ
る
も
の
の
、「
本
の
よ
う
な
も
の
」

の
厚
み
が
非
常
に
薄
く
な
っ
た
こ
と
も
変
更
点
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
。
だ
が
、
最
大
の
違
い
は
、
来
場
者
が
こ
の
「
本
の
よ
う
な
も
の
」
を

実
際
に
持
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
る
旨
が
会
場
内
に
掲
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
持
ち
帰
る
か
持
ち
帰
ら
な
い
か
の
判
断
は
（
駅

前
で
行
わ
れ
て
い
る
テ
ィ
ッ
シ
ュ
配
り
と
同
様
に
）
来
場
者
個
々
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
私
が
３
０
分
ほ
ど
観
察
し
た
範
囲

で
は
、
半
数
以
下
で
は
あ
る
も
の
の
、
実
際
に
持
ち
帰
る
人
た
ち
も
確
か
に
存
在
し
た
。

　

そ
し
て
、「
本
棚
の
よ
う
な
も
の
」
の
隣
り
に
は
、飯
田
自
身
の
記
し
た
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
が
Ａ
４
サ
イ
ズ
の
紙
で
積
み
上
げ
ら
れ
て
お
り
、

こ
ち
ら
も
持
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
全
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

木
の
本
を
配
る

書
か
れ
て
い
る
文
字
は
、
読
ま
れ
る
こ
と
で
、
脳
に
吸
収
さ
れ
、
自
分
自
身
の
感
情
や
状
況
に
合
わ
せ
緩
や
か
に
変
化
し
、
情
報
と
し
て

蓄
積
さ
れ
ま
す
。



そ
れ
ら
の
文
字
や
、
文
字
の
持
つ
意
味
、
そ
れ
ら
の
総
体
と
し
て
の
文
章
、
そ
し
て
時
間
と
し
て
の
物
語
。
そ
れ
ら
は
吸
収
さ
れ
た
ら
ど

う
な
る
の
で
し
ょ
う
。

吸
収
し
た
文
字
や
言
業
や
物
語
は
、
経
験
と
し
て
蓄
積
さ
れ
た
後
、
個
人
の
中
で
留
ま
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
分
か
ち
合
い
た
い
と
い
う
衝

動
に
か
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

新
し
い
情
報
や
物
語
に
感
激
し
た
り
、
落
胆
し
た
り
。
読
ん
た
時
に
感
じ
た
同
じ
気
持
ち
を
、
知
る
こ
と
の
な
い
誰
か
に
、
同
じ
よ
う
に

味
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
。

読
む
と
い
う
行
為
の
時
間
を
排
除
し
、
永
続
性
を
持
つ
彫
刻
と
い
う
世
界
の
中
に
、
本
を
取
り
込
ん
だ
と
き
、

本
と
同
じ
大
き
さ
の
「
木
」
を
「
本
」
と
誤
認
さ
せ
、
手
に
取
り
、
体
感
す
る
こ
と
で
、
本
の
中
の
文
字
・
情
報
・
物
語
・
意
味
を
、

本
を
読
ん
で
い
る
時
と
同
じ
よ
う
な
「
体
験
＝
時
間
」
に
で
き
る
の
で
は
と
考
え
た
の
で
す
。

そ
の
木
の
本
を
手
に
す
る
体
験
は
、
本
を
読
ん
だ
時
、
つ
ま
り
情
報
を
蓄
積
し
た
時
に
感
じ
る
感
情
と
同
じ
よ
う
な
感
情
を
引
き
出
し
て

く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
。

昔
、
聖
書
を
皮
袋
に
入
れ
て
配
り
歩
い
た
聖
者
が
い
ま
し
た
。
彼
の
よ
う
に
、
自
分
も
読
ん
だ
本
を
配
っ
て
み
た
い
。
し
か
し
そ
れ
で
は

た
だ
の
模
倣
で
意
味
が
な
い
。

自
分
の
持
っ
て
い
る
本
（
蔵
書
）
を
、
木
に
置
き
換
え
て
配
っ
て
見
よ
う
と
考
え
た
の
で
す
。

そ
れ
は
、
自
分
が
本
に
関
わ
る
一
人
の
読
者
と
し
て
も
、
彫
刻
や
立
体
物
を
作
る
制
作
者
と
し
て
も
、
本
に
書
か
れ
た
文
字
を
情
報
と
し

て
行
動
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

制
作
に
あ
た
り
、
本
の
素
材
で
あ
る
紙
、
紙
を
作
る
木
材
や
植
物
と
遡
っ
て
い
き
、
木
を
本
の
形
に
置
き
換
え
、
本
の
中
の
情
報
を
制
作



す
る
行
為
と
し
て
込
め
て
み
た
の
で
す
。

な
ん
の
価
値
も
な
い
た
だ
の
木
の
板
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
手
に
取
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
誰
か
の
中
で
は
か
け
が
え
の
な
い
体
験
に
な
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

文
字
や
本
は
質
量
を
持
つ
ゆ
え
に
、
決
し
て
軽
く
な
い
情
報
を
木
や
自
然
か
ら
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
と
思
っ
た
の
で
す
。

本
が
読
め
る
日
常
と
い
う
の
は
、
多
分
に
平
和
な
日
々
な
の
で
し
ょ
う
。
常
に
遅
れ
て
き
た
一
人
の
人
間
と
し
て
、
先
見
さ
れ
た
情
報
を
、

自
分
は
木
の
板
を
本
だ
と
思
い
込
み
、

そ
の
板
に
定
着
さ
せ
る
よ
う
に
本
の
形
に
加
工
し
、
見
ず
知
ら
ず
の
他
人
に
配
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
状
況
を
作
り
、
本
や
そ
れ
に
ま
つ

わ
る
人
の
行
動
を
欲
発
し
て
い
き
た
い
の
で
す
。

　

こ
の
文
章
の
な
か
で
注
目
し
た
い
の
は
「
常
に
遅
れ
て
き
た
一
人
の
人
間
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
贈
与
を
能
動
的
な
も
の
で

は
な
く
、
受
動
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。[

３] 

こ
の
言
葉
は
、
飯
田
の
場
合
、（
お
そ
ら
く
は
内
田
樹
を
経
由
し
た
）

エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
始
原
の
遅
れ
」
に
由
来
す
る
。[

４] 

た
だ
、
こ
こ
で
改
め
て
考
え
る
べ
き
な
の
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
一

神
教
的
な
思
想
と
、
一
般
的
な
意
味
、
特
に
現
在
の
日
本
人
の
感
覚
に
馴
染
む
よ
う
な
そ
れ
と
の
違
い
で
あ
る
。

自
然
と
い
う
共
同
体

　

柄
谷
は
こ
の
両
者
の
違
い
を
「
日
本
的
「
自
然
」
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
論
じ
て
い
る
。[

５] 　

こ
こ
で
の
自
然
〔
じ
ね
ん
〕
と
は
、
対
象

と
し
て
の
自
然
〔
し
ぜ
ん
〕
で
は
な
く
、
一
種
の
働
き
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
個
人
の
意
思
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
成
り
ゆ
き
で
事
態

が
進
行
し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
。「
ど
こ
に
も
主
体
が
な
く
て
、何
か
自
然
と
い
う
べ
き
働
き
が
あ
っ
て
、そ
の
結
果
と
し
て
こ
う
成
っ



た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。」

　

こ
れ
は
、
丸
山
真
男
に
よ
る
、
太
平
洋
戦
争
時
に
お
け
る
日
本
の
超
国
家
主
義
（
無
責
任
の
体
系
）
の
分
析
を
出
発
点
と
し
た
も
の
だ
が
、

そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
の
は
江
戸
思
想
、
特
に
、
本
居
宣
長
の
思
想
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。
一
般
に
は
、
自
然
に
は
作
為
が
対
立
す
る
と

見
な
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
作
為
と
自
然
は
対
立
し
合
い
な
が
ら
、
結
局
は
自
然
の
な
か
に
入
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
に
、
自
然

の
根
源
的
な
対
立
概
念
と
し
て
他
者
が
置
か
れ
る
の
だ
が
、
柄
谷
は
そ
れ
を
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
の
な
か
に
見
出
し
て
い
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
を
批
判
的
に
継
承
し
て
い
る
が
、
そ
の
批
判
の
中
心

に
あ
る
の
が
、
彼
ら
に
よ
る
他
者
の
消
去
（
排
除
）
で
あ
る
。「
他
者
を
消
去
す
る
と
い
う
の
は
、
け
っ
し
て
他
者
を
認
め
な
い
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
他
者
を
自
分
と
同
質
で
あ
り
、
対
称
的
な
関
係
に
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
で
す
。
そ
の
場
合
、
他
者
と
の
対
話
は
、

自
己
自
身
と
の
対
話
（
モ
ノ
ロ
ー
グ
）
と
同
じ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
弁
証
法
は
そ
う
い
う
も
の
で
す
ね
。
そ
こ
で
は
、
他

者
の
他
者
性
が
消
え
て
し
ま
う
。」
柄
谷
は
そ
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
を
共
同
体
の
思
考
（
ナ
ル
シ
ズ
ム
）
と
呼
び
、
そ
の
外
部
に
出
る
こ
と
を
求

め
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
独
我
論
を
超
え
る
可
能
性
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　

こ
の
独
我
論
（
ナ
ル
シ
ズ
ム
）
は
、
例
え
ば
、
高
村
光
太
郎
に
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
平
川
祐
弘
は
、
光
太
郎
が
太
平
洋

戦
争
中
に
大
政
を
翼
賛
す
る
詩
を
多
く
書
い
た
問
題
を
検
討
す
る
な
か
で
、
彼
が
西
洋
を
父
親
、
日
本
を
母
親
と
重
ね
て
い
た
こ
と
を
指
摘

す
る
。「
日
本
は
そ
の
意
味
で
は
文
字
通
り
母
国
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
母
国
に
対
し
て
は
光
太
郎
は
す
ね
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ

は
あ
く
ま
で
母
な
る
国
は
自
分
を
許
し
て
く
れ
る
と
思
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。」[

６] 　

こ
こ
で
の
母
親
が
柄
谷
の
い
う
共
同
体
の
別
名

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

他
方
、
彼
の
父
親
も
ま
た
超
越
的
（
一
神
教
的
）
な
も
の
で
は
な
い
。
光
太
郎
は
『
道
程
』
に
お
い
て
「
自
然
」
を
「
父
」
と
呼
び
換
え

て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
「
自
然
」
は
、
人
間
観
や
芸
術
理
念
や
世
界
律
な
ど
と
し
て
も
使
用
さ
れ
る
も
の
で
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ダ
ン

の
場
合
と
は
違
っ
て
多
義
的
で
あ
る
。[

７] 　

そ
れ
は
「
あ
る
意
味
で
、
つ
か
ま
え
ど
こ
ろ
の
な
い
万
能
薬
と
し
て
働
い
て
い
る
。
む
し
ろ
、

現
実
生
活
上
の
〈
覚
悟
〉
と
か
〈
決
断
〉
と
か
い
う
よ
う
な
場
所
か
ら
、
ど
こ
へ
で
も
延
び
て
い
く
わ
が
ま
ま
な
性
質
で
も
っ
て
つ
か
わ
れ



て
い
る
と
い
っ
て
い
い
。」
吉
本
隆
明
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
出
自
は
「
自
然
主
義
以
後
の
芸
術
の
歴
史
を
た
だ
一
つ
の
〈
自
然
〉
に

凝
縮
さ
せ
た
」
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
共
同
体
の
思
考
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
場
所
に
留
ま
る
限
り
、
交
換
様
式
的
に
は
Ａ
「
互
酬
（
贈
与
と
返
礼
）」
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
共
同
体
の
思
考
は
日
本
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
ロ
マ
ン
主
義
と

い
う
か
た
ち
で
展
開
さ
れ
た
と
い
え
る
。

ロ
マ
ン
主
義
の
交
換
様
式

テ
ィ
モ
シ
ー
・
モ
ー
ト
ン
は
自
然
と
エ
コ
ロ
ジ
ー
を
切
り
分
け
て
考
察
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
が
、
そ
の
根
底
に
あ
る
の
が
ロ
マ
ン

主
義
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。[
８] 　

彼
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
環
境
運
動
に
は
、
ロ
マ
ン
主
義
時
代
の
遺
産
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の

時
代
（
お
お
よ
そ
１
７
８
０
年
か
ら
１
８
３
０
年
ま
で
）
に
は
「
動
物
の
権
利
と
反
人
種
主
義
が
誕
生
す
る
と
と
も
に
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
優

生
学
の
誕
生
が
見
ら
れ
た
（
中
略
）
さ
ら
に
、
ロ
マ
ン
主
義
が
存
続
し
て
き
た
の
は
、
産
業
資
本
主
義
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
有
機
的
形
態

と
い
う
考
え
、
植
民
地
主
義
と
帝
国
主
義
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
、
子
ど
も
と
動
物
に
対
す
る
態
度
の
変
化
、
そ
し
て
、
自
然
そ
の
も

の
の
近
代
的
見
解
の
成
長
に
お
い
て
で
あ
る
。」
こ
の
時
代
に
、
資
本
主
義
は
植
民
地
主
義
か
ら
帝
国
主
義
の
段
階
へ
と
移
行
し
た
の
で
あ

り
、
現
在
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、
こ
の
時
代
の
社
会
過
程
が
最
新
の
形
態
を
と
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
ロ
マ
ン
主
義

の
汎
神
論
的
自
然
観
は
交
換
様
式
Ｃ
「
商
品
交
換
（
貨
幣
と
商
品
）」
の
極
端
な
進
行
に
対
応
す
る
か
た
ち
で
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

　

同
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の
考
え
で
は
、「
自
然
は
生
命
を
持
っ
た
存
在
で
あ
り
、
永
久
に
語
り
掛
け
て

来
る
存
在
で
あ
る
の
で
、
人
間
は
如
何
に
生
き
る
べ
き
で
あ
る
か
を
知
る
の
に
、
知
性
を
あ
く
せ
く
働
か
せ
て
探
し
求
め
る
必
要
は
な
く
、

そ
の
五
感
で
自
然
が
語
り
掛
け
て
来
る
も
の
を
受
け
入
れ
れ
ば
よ
い
」[

９] 

と
さ
れ
る
。
前
時
代
の
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
・
ポ
ウ
プ
が
、
人
間

の
理
性
に
よ
っ
て
宇
宙
に
普
遍
的
に
作
用
し
て
い
る
法
則
を
探
求
し
て
、
そ
の
法
則
に
し
た
が
う
こ
と
を
求
め
た
の
と
は
異
な
り
、
ワ
ー
ズ

ワ
ス
は
自
然
を
主
観
的
に
と
ら
え
て
い
る
。
自
然
の
景
色
が
心
に
ど
の
よ
う
な
思
い
を
も
た
ら
し
た
か
、
あ
る
い
は
そ
の
景
色
の
背
後
に
ど



の
よ
う
な
も
の
を
見
出
し
た
か
と
い
っ
た
、
独
特
の
個
人
的
見
解
を
つ
け
加
え
る
。
こ
れ
が
、
現
在
ま
で
続
く
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
主
観
に

価
値
を
置
く
芸
術
の
あ
り
方
（
交
換
様
式
Ｃ
を
支
え
る
も
の
）
の
起
源
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

理
想
化
さ
れ
た
穏
や
か
な
風
景
を
庭
園
に
取
り
入
れ
た
風
景
庭
園
（
イ
ギ
リ
ス
式
庭
園
）
が
成
立
し
た
の
は
ポ
ウ
プ
の
時
代
だ
が
、
こ
れ

も
、
現
実
の
自
然
が
崩
壊
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
へ
の
代
償
行
為
だ
っ
た
。「
イ
ギ
リ
ス
は
中
世
以
降
、
文
明
の
発
展
、
豊
か
で
便
利
、
か
つ

快
適
な
生
活
へ
の
志
向
、
海
外
と
の
貿
易
を
盛
ん
に
す
る
な
ど
の
理
由
で
、
多
く
の
森
林
を
伐
採
し
た
。
そ
の
結
果
、
イ
ギ
リ
ス
の
風
景
は

か
な
り
変
貌
し
て
し
ま
っ
た
と
言
え
る
。
そ
う
し
た
失
わ
れ
た
自
然
を
と
り
戻
す
べ
く
植
林
事
業
が
や
が
て
活
発
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
く
の

だ
が
、
庭
園
の
中
に
自
然
の
風
景
を
も
ち
こ
む
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
な
意
識
に
支
え
ら
れ
た
行
為
だ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。」[

10] 

こ
こ
で
の
自
然
は
、
や
は
り
、
超
越
的
（
父
性
的
）
な
も
の
で
は
な
く
、
共
同
体
的
（
母
性
的
）
な
思
考
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　

エ
リ
ー
・
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
は
、
現
代
ア
ー
ト
に
関
す
る
言
説
に
お
け
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
実
験
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
ロ
マ
ン
主
義
に
由
来
す

る
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、[

11] 

そ
れ
も
、
こ
の
共
同
体
的
な
思
考
を
背
景
に
も
っ
て
い
る
。
ロ
マ
ン
主
義
は
「
有
限
の
作
品
と
〈
理
念
〉
と

い
う
無
限
と
の
関
係
に
か
か
わ
る
あ
る
決
定
」
と
し
て
出
現
す
る
も
の
で
、
そ
の
際
に
は
、
無
限
が
有
限
な
も
の
に
受
肉
す
る
と
い
う
「
プ

ロ
セ
ス
的
体
制
」
と
、
純
粋
な
行
為
を
価
値
と
す
る
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
的
体
制
」
の
ふ
た
つ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
生
み
出
さ
れ
る
。
前
者

は
、
ロ
バ
ー
ト
・
ロ
ー
ゼ
ン
ブ
ラ
ム
が
カ
ス
パ
ー
・
ダ
ー
ヴ
ィ
ト
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
か
ら
マ
ー
ク
・
ロ
ス
コ
に
繋
が
る
「
北
方
ロ
マ
ン
主
義

の
伝
統
」
と
呼
ん
だ
あ
る
種
の
宗
教
的
体
験
と
、[

12] 

後
者
は
、
ア
イ
ザ
イ
ア
・
バ
ー
リ
ン
が
ロ
マ
ン
主
義
を
論
じ
た
際
に
述
べ
た
次
の
言

葉
と
結
び
つ
く
も
の
だ
ろ
う
。

作
ら
れ
る
も
の
、
制
作
さ
れ
た
も
の
、
す
で
に
理
解
さ
れ
た
も
の
は
、
捨
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
ぼ
ろ
げ
な
感
知
、
断
片
、
暗

示
、
神
秘
的
な
光
明
―
―
そ
れ
が
現
実
を
把
握
す
る
唯
一
の
途
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
ど
ん
な
試
み
も
、
首

尾
一
貫
し
た
説
明
を
与
え
よ
う
と
す
る
ど
ん
な
試
み
も
、
調
和
的
で
あ
り
、
開
始
、
中
間
部
、
終
結
を
示
そ
う
と
す
る
ど
ん
な
試
み
も
本



質
的
に
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
混
沌
と
し
、
形
を
も
た
ず
、
泡
立
つ
流
れ
で
あ
り
、
自
己
実
現
へ
の
意
志
の
途
方
も
な
い
大
き
な
流
れ
で

あ
る
も
の
の
歪
曲
で
あ
り
、
戯
画
化
で
あ
っ
て
、
不
条
理
で
冒
涜
的
な
閉
じ
込
め
の
観
念
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。[

13] 
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
反
市
場
的
な
芸
術
動
向
も
交
換
様
式
Ｃ
を
乗
り
越
え
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
は

そ
の
可
能
性
を
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
実
験
の
批
判
的
概
念
で
あ
る
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
に
見
出
す
の
で
あ
る
。

プ
ロ
ト
タ
イ
プ
＝
新
し
い
芸
術
の
身
分

　

デ
ュ
ー
リ
ン
グ
の
考
え
る
、
新
し
い
芸
術
の
身
分
と
し
て
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
は
、
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
を
起
点
と

す
る
も
の
で
、「
反
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
的
な
使
命
が
果
た
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
純
粋
な
プ
ラ
ク
シ
ス
で
も
な
く
、
ま
た
、
こ
の
活
動
が
と
き
に
専

心
す
る
と
こ
ろ
の
「
で
き
あ
い
の
」
オ
ブ
ジ
ェ
で
も
な
い
」
も
の
で
あ
り
、「
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
発
想
な
し
で
す
ま
す
、
あ
る
い
は
そ
れ
を

過
大
に
扱
う
こ
と
が
な
い
」
よ
う
な
準
＝
芸
術
的
オ
ブ
ジ
ェ
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
実
践
す
る
の
は
「
作
品
を
生

み
出
し
た
り
、
プ
ロ
セ
ス
を
始
動
さ
せ
る
こ
と
」
よ
り
も
、「
オ
ブ
ジ
ェ
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
間
に
ま
た
が
る
形
態
、
オ
ブ
ジ
ェ
の
論
理
と

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
論
理
を
組
み
合
わ
せ
る
形
態
」
を
制
作
す
る
こ
と
で
あ
る
。
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
は
、
オ
ブ
ジ
ェ
で
な
い
が
ゆ
え
に
市
場
価
値

（
交
換
様
式
Ｃ
）
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
く
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
な
い
が
ゆ
え
に
ロ
マ
ン
主
義
的
な
共
同
体
の
価
値
観
（
交
換
様
式
Ａ
）

に
回
帰
す
る
こ
と
も
な
い
。
飯
田
の
《
木
の
本
を
配
る
》
は
、
こ
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
に
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

デ
ュ
ー
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
に
は
、
企
業
家
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
、
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
、
研
究
者
と
い
っ
た
組
織
様
態
が
あ
る
が
、

《
木
の
本
を
配
る
》
を
そ
こ
に
含
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
企
業
家
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
企
業
家
と
し
て
の
芸
術
家
は
、
自
ら

の
活
動
を
中
小
企
業
経
営
者
の
そ
れ
と
し
て
構
想
す
る
。
彼
は
自
ら
の
活
動
を
、
日
常
の
消
費
財
と
の
非
ア
イ
ロ
ニ
ー
的
な
競
合
関
係
の
中

へ
と
組
み
入
れ
る
。
彼
は
、
量
産
式
の
工
業
生
産
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
オ
ブ
ジ
ェ
―
―
自
ら
が
特
殊
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と

望
む
、
ま
た
、
作
品
と
い
う
よ
り
も
行
動
の
誘
発
子
と
考
え
る
、
そ
う
し
た
オ
ブ
ジ
ェ
―
―
の
様
式
化
に
極
度
の
注
意
を
払
う
。」



デ
ュ
ー
リ
ン
グ
が
取
り
上
げ
る
代
表
的
な
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
フ
ァ
ブ
リ
ス
・
イ
ベ
ー
ル
だ
が
、
例
え
ば
、
彼
の
四
角
い
サ
ッ
カ
ー
ボ
ー
ル
。

そ
れ
は
「
オ
ブ
ジ
ェ
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
い
う
よ
り
も
、
機
能
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
」
で
あ
り
、「
こ
こ
で
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
が
ま
ず
指
し
示
す

の
は
、
オ
ブ
ジ
ェ
の
開
か
れ
と
い
う
特
徴
で
あ
り
、
そ
の
目
的
の
不
確
定
性
と
い
う
特
徴
で
あ
る
。」
仮
に
そ
れ
が
美
術
館
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー

で
展
示
さ
れ
た
な
ら
ば
、「
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
な
冗
談
や
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
的
な
奇
想
と
い
っ
た
も
の
」
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
店
頭
で
販
売
さ
れ
る
の
だ
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
普
通
に
サ
ッ
カ
ー
を
す
る
の
に
適
し
た
機
能
を
有
し

て
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ボ
ー
ル
（
何
だ
か
分
か
ら
な
い
も
の
）
の
使
用
方
法
は
、
制
作
し
た
人
間
で
は
な
く
、
所
有
し
た
人
間

が
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

《
木
の
本
を
配
る
》
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
形
式
や
メ
デ
ィ
ウ
ム
は
《
テ
ィ
ッ
シ
ュ
配
り
、
一
年
間
続
け
た
ら
。》
や
《
本
を
配
る
》
と
似
て

は
い
る
も
の
の
、
決
定
的
な
違
い
は
、
そ
れ
ら
の
作
品
で
は
実
際
の
配
布
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
仮
に
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
の
展

覧
会
で
配
布
し
た
な
ら
ば
、
受
け
取
っ
た
人
間
は
そ
れ
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
「
何
だ
か
分
か
ら
な
い
も

の
」
で
は
な
い
。
逆
に
、「
何
だ
か
分
か
ら
な
い
も
の
」
を
安
心
し
て
受
容
す
る
こ
と
の
で
き
る
制
度
が
芸
術
だ
と
い
う
こ
と
す
ら
で
き
る
。

で
は
、
そ
れ
が
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア
で
配
布
さ
れ
る
な
ら
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア
は
書
物
の
販
売
を
行
う
場
所
で
あ
っ
て
、

無
償
で
配
布
を
行
う
場
所
で
は
な
い
。
次
に
、「
木
の
本
」
は
書
物
に
似
て
い
る
と
し
て
も
、
実
際
に
は
書
物
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
会
場

に
は
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
が
置
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
な
か
に
は
、
受
け
取
っ
た
人
間
が
ど
う
す
る
べ
き
か
は
ま
っ
た
く
指
示
さ
れ
て
い

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
「
何
だ
か
分
か
ら
な
い
も
の
」
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
よ
り
他
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
は
「
日
常
生
活
に
お
け
る
流
通
に
介
入
し
、
そ
こ
で
位
置
を
ず
ら
し
た
り
、
構
成
を
再
編
す
る
」
と
い
う
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
の
使
命
に
合

致
す
る
の
で
あ
る
。

「
何
だ
か
分
か
ら
な
い
も
の
」

　

岡
田
温
司
は
ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
著
作
『
何
だ
か
わ
か
ら
な
い
も
の
と
ほ
と
ん
ど
無
』
に
即
し
て
、
こ
の
「
何
だ



か
分
か
ら
な
い
も
の
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。[

14] 

例
え
ば
、
芸
術
作
品
の
も
つ
「
魅
力
」
や
「
優
美
／
恩
恵
」
の
理
由
を
言
葉
で
完
全

に
言
い
表
わ
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
あ
る
作
品
を
説
明
し
尽
く
し
た
と
思
っ
た
ま
さ
し
く
そ
の
瞬
間
、
本
質
的
な
何
か
が
欠
落
し
て
い

る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
根
底
に
は
「
何
だ
か
分
か
ら
な
い
も
の
」
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
「
非
―
知
に
し
て
非

―
場
、そ
し
て
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ッ
ク
な
も
の
」
で
あ
り
、「
固
有
性
や
不
動
性
、完
成
や
完
結
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
の
も
の
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
こ
そ
が
「
こ
の
世
で
い
ち
ば
ん
重
要
な
も
の
」
な
の
だ
。

　

こ
の「
何
だ
か
分
か
ら
な
い
も
の
」が
引
き
起
こ
す
作
用
は
、ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の「
解
放
さ
れ
た
観
客
」の
な
か
で
語
ら
れ
る「
第

三
の
モ
ノ
」
の
そ
れ
に
類
似
す
る
。[

15] 

演
劇
に
お
い
て
為
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
観
客
が
劇
作
家
や
演
出
家
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
ス
ト
レ
ー

ト
に
受
け
取
る
こ
と
で
は
な
い
。
逆
に
、「
原
因
と
結
果
の
こ
の
よ
う
な
同
一
性
」
は
愚
鈍
化
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
主

張
は
そ
う
し
た
関
係
性
か
ら
の
解
放
に
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
に
な
る
の
が
、
両
者
の
間
に
あ
る
「
第
三
の
モ
ノ
」
が
、
両
者
に
と
っ
て
未
知

の
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
芸
術
家
の
知
や
息
吹
を
観
客
に
伝
達
す
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
誰
が
持

ち
主
な
の
で
も
な
く
、
誰
が
意
味
を
所
有
し
て
い
る
の
で
も
な
い
第
三
の
モ
ノ
で
あ
り
、
芸
術
家
と
観
客
の
間
に
あ
っ
て
、
物
事
の
同
一
な

ま
ま
の
伝
達
、
原
因
と
結
果
の
同
一
性
を
、
こ
と
ご
と
く
退
け
る
の
で
あ
る
。」

　

そ
の
結
果
と
し
て
、
制
作
者
と
鑑
賞
者
の
根
源
的
な
平
等
（
鑑
賞
者
の
解
放
）
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
解
放
と
は
、
行
動
す
る

者
と
じ
っ
と
見
る
者
、
個
人
で
あ
る
こ
と
と
集
団
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
の
間
に
あ
る
境
界
を
、
混
乱
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。」
こ
の

と
き
、
鑑
賞
者
は
能
動
的
な
主
体
と
な
る
。
鑑
賞
者
は
能
動
的
な
解
釈
者
の
役
割
を
演
じ
、
自
身
の
翻
訳
を
練
り
上
げ
る
こ
と
で
「
物
語
」

を
自
分
の
も
の
と
し
、
そ
こ
か
ら
、
自
身
の
物
語
を
紡
い
で
ゆ
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
こ
う
し
た
関
係
性
を
「
解
放
さ

れ
た
共
同
体
」
と
呼
ぶ
が
、
そ
の
な
か
で
は
「
何
だ
か
分
か
ら
な
い
も
の
」
が
重
要
な
役
割
を
担
う
の
で
あ
る
。

　

私
自
身
の
体
験
で
い
え
ば
、
写
真
家
の
故
大
辻
清
司
の
ア
ト
リ
エ
で
、
こ
の
「
何
だ
か
分
か
ら
な
い
も
の
」
に
直
面
し
た
こ
と
が
あ
る
。

大
辻
の
基
本
的
な
考
え
は
、
機
械
的
な
画
像
生
産
技
術
で
あ
る
写
真
で
は
、
撮
影
者
の
意
思
に
関
係
な
く
、
被
写
体
そ
の
も
の
が
写
る
以
外

に
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
実
践
し
た
場
合
、
そ
う
は
な
ら
な
い
こ
と
が
起
こ
る
。
大
辻
は
そ
の
理
由
を
被
写



体
を
選
択
す
る
際
の
心
理
に
求
め
る
。[

16] 

「
写
真
に
写
る
の
は
抽
象
的
な
モ
ノ
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
モ
ノ
自
体
な
の
で
、
つ
ま

り
小
石
で
あ
り
紙
で
あ
る
わ
け
で
す
。」
そ
れ
は
市
場
的
な
価
値
の
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
埃
だ
ら
け
の
つ
ま
ら
な
い
モ
ノ
で
あ
っ

た
と
し
て
も
そ
う
な
の
だ
。[

17] 

こ
こ
で
撮
影
さ
れ
た
の
は
、
大
辻
に
と
っ
て
の
愛
し
い
モ
ノ
た
ち
の
記
念
写
真
な
の
で
あ
る
。「
な
ぜ
、
記

念
写
真
を
撮
る
の
か
、
と
問
わ
れ
る
と
返
答
に
困
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
で
も
記
念
写
真
は
撮
り
た
い
し
撮
っ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
ふ
う
に

コ
ノ
モ
ノ
た
ち
の
記
念
写
真
は
撮
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。」

　

私
が
大
辻
の
ア
ト
リ
エ
を
訪
問
し
た
の
は
、
２
０
１
７
年
９
月
に
東
京
造
形
大
学
附
属
美
術
館
で
開
催
し
た
展
覧
会
「
大
辻
清
司
・
高
梨

豊
―
写
真
の
「
実
験
室
」
と
「
方
法
論
」
―
」[

18] 

の
た
め
の
調
査
に
際
し
て
だ
が
、こ
こ
で
、こ
の
と
き
に
記
念
写
真
と
し
て
撮
影
さ
れ
た
《
友

人
か
ら
貰
っ
た
メ
キ
シ
コ
と
フ
ラ
ン
ス
の
土
産
。
な
せ
か
捨
て
ら
れ
な
い
時
計
の
内
臓
、
昨
年
秋
に
抜
け
て
し
ま
っ
た
私
の
臼
歯
、
そ
の
他

の
セ
ッ
ト
。》
の
被
写
体
の
一
部
を
実
見
し
た
。
そ
れ
は
、
植
物
を
模
し
た
よ
う
な
細
く
て
薄
い
奇
妙
な
も
の
を
内
包
し
た
、
卵
形
の
透
明

樹
脂
製
の
物
体
で
あ
る
。
だ
が
、大
辻
に
と
っ
て
は
、そ
れ
は
愛
し
い
モ
ノ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、私
に
と
っ
て
は
、目
の
前
に
あ
る
の
は
「
何

だ
か
分
か
ら
な
い
も
の
」
で
し
か
な
い
。
と
に
か
く
、
そ
れ
を
し
ば
ら
く
の
間
眺
め
て
み
る
よ
り
他
は
な
い
し
、
眺
め
て
み
た
と
こ
ろ
で
ど

う
し
よ
う
も
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
考
え
る
こ
と
を
強
い
る
よ
う
な
存
在
に
直
面
し
た
の
で
あ
る
。

飯
田
の
「
木
の
本
」
を
受
け
取
っ
た
人
間
も
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
経
験
を
す
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ス
テ
ー
ト

メ
ン
ト
に
よ
っ
て
、
制
作
者
の
意
図
を
知
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
を
知
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
何
か
が
分
か
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
れ
は
「
何
だ
か
分
か
ら
な
い
も
の
」
で
し
か
な
い
。
だ
が
、
交
換
様
式
Ａ
「
互
酬
（
贈
与
と
返
礼
）」
に
発
展
す
る
こ
と
の
な
い
純

粋
贈
与
を
考
え
る
上
で
は
、
こ
の
よ
う
に
、
贈
与
さ
れ
た
も
の
が
「
何
だ
か
分
か
ら
な
い
も
の
」
に
留
ま
る
こ
と
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
と

思
わ
れ
る
。

根
源
的
な
も
の
と
し
て
の
「
与
え
」

　

内
田
樹
は
交
換
の
本
質
を
こ
の
「
何
だ
か
分
か
ら
な
い
も
の
」
に
求
め
て
い
る
。
最
も
原
始
的
と
さ
れ
る
沈
黙
交
換
（
部
族
の
活
動
領
域

の
間
に
勝
手
に
何
か
を
置
い
て
い
く
行
為
）
の
場
合
、
等
価
交
換
と
い
う
考
え
は
成
り
立
た
な
い
。
部
族
間
に
交
渉
が
な
け
れ
ば
、
価
値
の



度
量
衡
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
等
価
物
に
よ
る
相
殺
は
不
可
能
と
な
り
、
そ
の
た
め
に
、
交
換
は
終
わ
る

こ
と
な
く
継
続
さ
れ
て
ゆ
く
。「
も
し
「
そ
の
価
値
が
す
で
に
知
ら
れ
た
も
の
」
だ
け
に
限
定
し
て
交
換
を
し
て
い
た
ら
、
人
間
は
す
ぐ
に

交
換
に
飽
き
て
、
交
換
す
る
も
の
が
な
く
な
り
、
交
換
を
止
め
て
し
ま
っ
た
は
ず
な
ん
で
す
か
ら
。」[

19]

　

こ
の
意
味
で
、《
木
の
本
を
配
る
》
に
お
い
て
、
飯
田
本
人
が
直
接
的
に
配
布
を
行
わ
ず
に
、
沈
黙
交
換
に
徹
し
た
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
顔
を
合
わ
せ
た
く
ら
い
で
「
何
だ
か
分
か
ら
な
い
も
の
」
が
分
か
っ
た
り
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
贈
与
す
る
者
が
不
在

で
あ
る
こ
と
は
贈
与
さ
れ
る
者
の
考
え
る
余
地
を
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

キ
リ
ス
ト
教
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
哲
学
者
で
あ
る
ジ
ャ
ン
＝
リ
ュ
ッ
ク
・
マ
リ
オ
ン
は
、
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
が
基
礎
と
し
た
「
受
け
取
る

人
」「
与
え
る
人
」「
贈
り
物
」
の
三
者
を
現
象
学
的
に
還
元
し
て
考
察
す
る
な
か
で
、存
在
か
ら
贈
与
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
チ
ェ
ン
ジ
を
図
っ

て
い
る
。[

20] 

彼
の
考
え
で
は
、贈
与
は
相
手
の
同
意
が
な
く
て
も
生
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
一
方
的
に
何
か
を
与
え
て
、相
手
が
受
け
取
っ

た
か
受
け
取
ら
な
い
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
喜
ん
だ
か
喜
ば
な
い
か
は
関
係
な
い
。」
こ
れ
は
、
今
回
の
飯
田
の
立
場
に
近
い
と
い
え
る
が
、

そ
の
よ
う
に
考
え
て
ゆ
く
と
、
近
代
の
形
而
上
学
が
守
っ
て
き
た
二
項
対
立
が
こ
と
ご
と
く
還
元
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
受
動

と
能
動
と
い
う
対
立
も
還
元
さ
れ
る
。「
た
だ
あ
る
の
は
、
現
象
が
自
ら
自
己
を
与
え
る
事
態
だ
け
。
こ
れ
が
「
与
え
」
の
事
態
、
根
源
的

な
贈
与
の
事
態
な
の
で
す
。」

こ
こ
に
は
、
互
酬
性
に
帰
着
す
る
こ
と
の
な
い
贈
与
の
可
能
性
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
根
源
的
な
の
は
「
対
象
と
か
主
体
と
か
客
体
と
か

存
在
者
と
か
存
在
者
性
と
か
」
で
は
な
く
「
与
え
」
な
の
で
あ
る
。
マ
リ
オ
ン
の
考
え
で
は
、「
あ
ら
ゆ
る
事
実
と
か
、あ
ら
ゆ
る
問
題
、知
、

存
在
者
、
存
在
す
る
も
の
は
、
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
死
や
無
や
無
意
識
で
す
ら
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の
だ
。

そ
し
て
、彼
の
（
宗
教
的
な
）
立
場
で
は
、こ
の
「
与
え
」
は
無
償
性
を
前
提
と
す
る
。「
神
は
無
償
の
愛
で
あ
る
。
相
手
が
受
け
取
ろ
う
が
、

そ
う
で
な
か
ろ
う
が
、
無
条
件
に
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。」

交
換
様
式
Ａ
「
互
酬
（
贈
与
と
返
礼
）」
を
高
次
元
で
回
復
し
た
交
換
様
式
Ｄ
を
考
え
る
た
め
に
は
、
贈
与
と
返
礼
の
繋
が
り
を
切
断
す

る
必
要
が
あ
る
。[

21] 　
「
受
け
取
る
人
」「
与
え
る
人
」「
贈
り
物
」
と
い
っ
た
確
固
た
る
存
在
か
ら
出
発
す
る
思
考
で
そ
れ
を
行
う
こ
と
は



註１　

柄
谷
行
人
『
世
界
史
の
構
造
』
岩
波
書
店 
２
０
１
０
年
。

２　

保
井
智
貴
「
現
代
社
会
に
お
け
る
彫
刻
の
有
効
性
の
検
討
（
書
籍
『AG

A
IN

―ST

』
出
版
と
関
連
展
覧
会
の
実
施
）」『
東
京
造
形
大
学
研
究
報
』
２
０ 

２
０
１
９
年
３
月
２
３
３

―
２
４
９
頁
。

３　

ま
た
、
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア
の
「EXH

IBIT LIST

」
に
は
、
次
の
飯
田
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
本
は
紙
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。「
本
」
と
い
う
文
字
の
中
に
木
が

隠
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
木
に
情
報
が
プ
ラ
ス
さ
れ
て
い
る
と
本
に
な
り
ま
す
。
身
の
周
り
に
あ
る
本
は
も
と
も
と
木
や
植
物
だ
っ
た
と
考
え
る
と
、
植
物
か
ら
知
識
や
情
報
を
伝
え

ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
も
う
一
度
、
原
初
の
木
か
ら
何
か
を
受
け
取
り
た
い
。
木
と
向
き
合
い
譲
渡
さ
れ
る
体
験
と
し
て
本
を
捉
え
直
し
た
い
。

飯
田
の
立
場
が
受
動
的
で
あ
る
こ
と
は
こ
こ
で
も
示
さ
れ
て
い
る
。

４　

飯
田
竜
太
「「
本
を
配
る
」
に
つ
い
て
」『
マ
ッ
ピ
ン
グ
』
第
９
号 

２
０
１
８
年
１
１
月 

３
３
頁
。
な
お
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
平
和
思
想

は
あ
る
意
味
で
正
反
対
の
構
想
に
立
脚
す
る
。「
自
然
状
態
を
戦
争
と
考
え
る
カ
ン
ト
に
と
っ
て
平
和
と
は
戦
争
に
対
形
象
的
に
対
立
す
る
自
然
現
象
で
は
な
く
、
制
度
的
、
政
治
＝
法

律
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
戦
闘
状
態
の
停
止
で
は
な
く
、
ど
ん
な
下
心
も
持
つ
こ
と
な
く
、
将
来
に
わ
た
っ
て
戦
争
再
開
の
意
志
を
放
棄
す
る
、
永
遠
平
和
の
約
束
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
一
方
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
自
然
状
態
を
仮
設
し
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
あ
っ
て
は
す
べ
て
は
自
然
「
以
前
」
の
、自
然
で
も
制
度
で
も
な
い
、い
っ
さ
い
の
政
治
や
法
に
「
先

立
つ
」
平
和
、
始
源
の
根
源
性
を
中
断
す
る
平
和
、
す
な
わ
ち
「
隔
時
性
」
に
お
け
る
他
者
の
顔
の
「
迎
接
」
に
よ
っ
て
「
始
ま
る
」。」
鵜
飼
哲
「
平
和
と
歓
待
」『
現
代
思
想
の
冒
険

者
た
ち 

月
報
』
第
１
８
号 

１
９
９
７
年
１
１
月 

６
頁
。

５　

柄
谷
「
日
本
的
「
自
然
」
に
つ
い
て
」『
言
葉
と
悲
劇
』
第
三
文
明
社 

１
９
８
９
年 

１
５
０
―
１
７
４
頁
。

６　

平
川
祐
弘
「
高
村
光
太
郎
と
西
洋
」『
米
国
大
統
領
へ
の
手
紙
』
新
潮
社 

１
９
９
６
年 

２
８
９
頁
。

７　

吉
本
隆
明
「〈
自
然
〉
の
位
置
」『
高
村
光
太
郎
〈
増
補
決
定
版
〉』
春
秋
社 

１
９
７
０
年 

２
２
１
―
２
３
６
頁
。

８　

テ
ィ
モ
シ
ー
・
モ
ー
ト
ン
「
環
境
主
義
」（
小
川
緑 

訳
）『
現
代
思
想
』vol.

４
３
―
１ 

２
０
１
５
年
１
月 
１
１
２
―
１
２
９
頁
。

９　

大
友
義
勝
「
自
然
観
よ
り
見
た
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
マ
ン
派
出
現
の
知
的
風
土
―
「
存
在
の
鎖
」
か
ら
「
個
人
主
義
」
へ
」『
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
マ
ン
派
試
論
集
―
Ｗ
・
ワ
ー
ズ
ワ
ス
と
Ｓ
・

困
難
で
あ
る
。
今
回
の
飯
田
の
実
践
も
含
め
、「
何
だ
か
分
か
ら
な
い
も
の
」
の
贈
与
と
は
、
そ
こ
か
ら
の
解
放
の
方
法
を
示
唆
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。



Ｔ
・
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
―
』
英
宝
社 

２
０
０
２
年 

１
４
頁
。
日
本
で
は
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
に
影
響
を
受
け
た
国
木
田
独
歩
に
よ
っ
て
、
近
代
的
な
「
風
景
の
発
見
」
が
達
成
さ
れ
る
が
、
柄

谷
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
孤
独
で
内
面
的
な
状
態
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
彼
の
よ
う
な
「
周
囲
の
外
的
な
も
の
に
無
関
心
で
あ
る
よ
う
な
「
内
的
人
間
」inner m

an 

に
お
い
て
、
は
じ

め
て
風
景
が
み
い
だ
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』
講
談
社 

１
９
８
８
年 

２
８
―
２
９
頁
。
こ
の
独
歩
か
ら
の
影
響
も
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
中
原
悌
二

郎
の
自
然
観
も
こ
う
し
た
も
の
に
近
い
。

10　

小
林
章
夫
『
田
園
と
イ
ギ
リ
ス
人 

神
が
創
り
し
天
地
で
』
日
本
放
送
出
版
協
会 

１
９
９
７
年 

１
２
１
頁
。

11　

エ
リ
ー
・
デ
ュ
ー
リ
ン
グ「
プ
ロ
ト
タ
イ
プ 

芸
術
作
品
の
新
し
い
身
分
」（
武
田
宙
也 

訳
）『
現
代
思
想
』vol.

４
３
―
１ 

２
０
１
５
年
１
月 

１
７
７
―
１
９
９
頁
。
ク
レ
ア
・
ビ
シ
ョ
ッ

プ
は
ニ
コ
ラ
・
ブ
リ
オ
ー
の
「
関
係
性
の
美
学
」
を
批
判
す
る
上
で
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
鑑
賞
者
の
共
同
体
的
同
一
性
（
相
互
主
観
的
な
出
会
い
）
を
俎
上
に
乗
せ
て
い
る
。「
敵
対
と

関
係
性
の
美
学
」（
星
野
太 

訳
）『
表
象
』
０
５ 

表
象
文
化
論
学
会 

２
０
１
１
年
４
月 

７
５
―
１
１
３
頁
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
も
ロ
マ
ン
主
義
の
美
学
と
結
び
つ
け
て
考
察

す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
シ
エ
ラ
や
ト
ー
マ
ス
・
ヒ
ル
シ
ュ
ホ
ル
ン
の
作
品
を
、
リ
ク
リ
ッ
ト
・
テ
ィ
ラ
ヴ
ァ
ー
ニ
ャ
や
リ
ア
ム
・
ギ
リ
ッ
ク

の
作
品
に
対
抗
す
る
事
例
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
有
効
性
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

12　

ロ
バ
ー
ト
・
ロ
ー
ゼ
ン
ブ
ラ
ム
『
近
代
絵
画
と
北
方
ロ
マ
ン
主
義
の
伝
統
―
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
か
ら
ロ
ス
コ
へ
―
』（
神
林
恒
道 

出
川
哲
朗 

訳
）
岩
崎
美
術
社 

１
９
８
８
年 

１
７
―

２
３
頁
。

13　

ア
イ
ザ
イ
ア
・
バ
ー
リ
ン
『
バ
ー
リ
ン 
ロ
マ
ン
主
義
講
義
』（
田
中
治
男 

訳
）
岩
波
書
店 

２
０
１
０
年 

１
７
５
頁

14　

岡
田
温
司
『
半
透
明
の
美
学
』
岩
波
書
店 
２
０
１
０
年 

１
９
３
―
２
０
７
頁

15　

ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
『
解
放
さ
れ
た
観
客
』（
梶
田
裕 

訳
）
法
政
大
学
出
版
局 

２
０
１
３
年 

３
―
３
０
頁
。
こ
の
「
第
三
の
モ
ノ
」
は
、
鑑
賞
者
の
能
動
性
を
引
き
出
す

意
味
に
お
い
て
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
が
映
画
の
な
か
に
読
み
取
っ
た
「
第
三
の
意
味
」（
鈍
い
意
味
）
に
類
似
す
る
。
そ
れ
は
「
問
い
か
け
を
課
す
る
よ
う
な
読
み
を
強
い
る
」
も
の
で

あ
り
、「
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
場
所
に
、
な
に
も
言
わ
ず
そ
の
ま
ま
執
拗
に
居
残
っ
て
い
る
客
の
よ
う
に
不
安
を
与
え
る
」
も
の
で
あ
り
、「〈
意
味
さ
れ
る
も
の
〉
の
な
い
〈
意
味
す

る
も
の
〉」
で
あ
り
、「
映
画
の
な
か
に
あ
っ
て
描
写
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、表
現
さ
れ
え
な
い
表
現
」
で
あ
る
。「
第
三
の
意
味 

エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
の
映
画
か
ら
と
っ

た
何
枚
か
の
フ
ォ
ト
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
の
研
究
ノ
ー
ト
」『
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
映
画
論
集
』（
柏
原
成
光 

訳
）
筑
摩
書
房 

１
９
９
８
年 

１
１
―
５
２
頁
。

16　

大
辻
清
司
「
大
辻
清
司
実
験
室
② 

い
と
し
い
〈
モ
ノ
〉
た
ち
」『
ア
サ
ヒ
カ
メ
ラ
』
№
５
１
２ 

１
９
７
５
年
２
月
号 

２
１
５
―
２
２
０
頁
。

17　

柄
谷
は
こ
の
問
題
を
個
別
性
（
一
般
性
）
と
単
独
性
（
普
遍
性
）
の
区
分
に
よ
っ
て
考
察
す
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
、
単
独
性
と
し
て
の
「
こ
の
犬
」
あ
る
い
は
「
こ
の
私
」
を
記
述

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
中
略
）
単
独
性
と
し
て
の
「
こ
の
犬
」
あ
る
い
は
「
こ
の
私
」
は
「
他
な
ら
ぬ
こ
れ
」、
つ
ま
り
、「
他
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
現
実
に
は
こ
う
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。」こ
こ
で
は
、個
別
性
は
共
同
体
と
、単
独
性
は
そ
れ
を
超
え
た
社
会
性
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。『
定
本 

柄
谷
行
人
集 

第
３
巻 

ト
ラ
ン
ス
ク
リ
テ
ィ
ー

ク
―
カ
ン
ト
と
マ
ル
ク
ス
―
』
岩
波
書
店 

２
０
０
４
年 

１
５
３
―
１
７
１
頁
。

18　

拙
稿
「
大
辻
清
司 

高
梨
豊 

写
真
の
「
実
験
室
」
と
「
方
法
論
」」『
東
京
造
形
大
学
研
究
報 

別
冊
』
１
５ 

２
０
１
９
年
３
月
。

19　

内
田
樹 

中
沢
新
一
『
日
本
の
文
脈
』
角
川
書
店 

２
０
１
２
年 

３
７
―
３
８
頁
。

20　

岩
野
卓
司
『
贈
与
の
哲
学 

ジ
ャ
ン
＝
リ
ュ
ッ
ク
・
マ
リ
オ
ン
の
思
想
』
明
治
大
学
出
版
会 
２
０
１
４
年
。

21　

永
瀬
恭
一
は
美
術
批
評
が
美
術
作
品
に
対
し
て
切
断
的
な
関
係
を
生
み
出
す
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。
批
評
に
は
「
そ
の
手
法
と
し
て
、対
象
と
し
て
の
作
品
を
ス
キ
ャ
ン
し
、

反
復
し
エ
ラ
ー
を
起
こ
し
て
、
膨
大
に
作
ら
れ
見
ら
れ
る
作
品
や
展
覧
会
、
観
客
に
「
一
時
停
止
」
を
執
行
す
る
こ
と
」
が
要
求
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。「
何
者
に
も
な
ら
な
い
／

こ
と
ば
の
た
ち
き
り
と
感
染
」『
マ
ッ
ピ
ン
グ
』
第
９
号 

１
５
頁
。
こ
の
指
摘
は
本
論
の
文
脈
に
お
い
て
も
有
効
だ
と
考
え
ら
れ
る
。



藤 

井　

匡

１
９
７
０
年
山
口
県
生
ま
れ
。
九
州
大
学
文
学
部
卒
業
。
１
９
９
５
年
か
ら
宇
部
市
役
所
学
芸
員
と
し
て
「
現
代
日
本
彫
刻
展
」
ほ
か
の
展

覧
会
を
担
当
。
後
に
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
し
て
、
各
地
で
の
展
覧
会
や
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
携
わ
る
。
現
在
、
東
京
造
形
大
学
准
教
授
。

主
な
著
書
に
『
現
代
彫
刻
の
方
法
』（
美
学
出
版
）、『
公
共
空
間
の
美
術
』（
阿
部
出
版
）、『
風
景
彫
刻
』（
阿
部
出
版
）。



















川勝きりん
2015 年度に東京造形大学映画専攻入学。漫画と映像の表現の境と漫画映像の自生性について考える。これまでにヤングマガジンやスピリッ
ツなどの雑誌で受賞経験があり、実際の生活にそって描かれる物語が多いことが一つの特徴。現在 21 歳。台湾に住みたい



《
は
じ
め
に
》

　

一
八
七
九
秒
後
知
覚
す
る
か
も
し
れ
な
い
ダ
ン
ス
の
た
め
に
ー
ー
。

妙
な
形
式
だ
け
れ
ど
、
私
は
短
い
小
説
を
書
い
て
い
る
。
あ
な
た
が
今
読
ん
で
い
る
、
こ
れ
が
そ
の
小
説
だ
。

　

一
八
七
九
秒
後
知
覚
す
る
か
も
し
れ
な
い
ダ
ン
ス
の
た
め
に
ー
ー
。

妙
な
質
問
を
す
る
よ
う
だ
け
れ
ど
、
あ
な
た
は
一
秒
の
長
さ
を
計
る
道
具
を
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
秒
針
の
あ
る
時
計
や
、
メ
ト

ロ
ノ
ー
ム
、
音
楽
、
鼓
動
、
あ
な
た
に
備
わ
る
大
体
の
感
覚
。

　

そ
れ
ら
を
使
っ
て
、
こ
れ
か
ら
先
の
文
章
を
一
文
字
に
つ
き
一
秒
を
か
け
て
読
ん
で
ほ
し
い
。
決
し
て
戻
ら
ず
に
、
時
間
に
従
属

し
て
読
み
進
め
て
ほ
し
い
の
だ
。
こ
れ
を
た
だ
一
つ
の
私
た
ち
の
約
束
と
し
て
、
一
八
七
九
秒
を
過
ご
す
こ
と
に
し
よ
う
。

1879 秒後のダンス（欠落した存在感がありありとしている）



《
Ｏ
と
い
う
男
、
パ
ロ
マ
ー
氏
の
匙
》

　

目
の
と
こ
ろ
が
動
物
の
よ
う
に
深
く
窪
ん
で
い
る
。
穏
や
か
で
恐
ろ
し
い
感
じ
が
す
る
目
。
長
い
毛
の
眉
毛
が
崖
の
よ
う
な
額
で

豊
か
に
ふ
さ
ふ
さ
と
し
て
い
る
。
頬
骨
が
少
し
出
て
い
て
、
鼻
が
大
き
い
。
唇
が
薄
く
て
口
は
小
さ
い
。
耳
は
大
き
く
少
し
尖
っ
て

い
る
ー
ー
。

　

Ｏ
は
舞
踏
家
で
、
作
務
衣
を
原
型
と
し
た
洋
服
の
職
人
で
、
匙
彫
り
だ
。

　

あ
る
日
、
私
た
ち
は
蕎
麦
屋
へ
行
こ
う
と
約
束
を
し
た
。
夏
の
こ
と
だ
。
そ
の
時
私
は
対
馬
で
滞
在
制
作
を
し
て
い
た
。
Ｏ
は
お

そ
ら
く
町
田
の
自
宅
に
い
た
。
友
人
に
一
番
好
き
な
本
を
尋
ね
、
そ
の
人
の
こ
と
を
考
え
な
が
ら
読
む
の
が
楽
し
い
と
い
っ
て
、
私

に
も
連
絡
を
し
て
き
た
の
だ
っ
た
。
海
の
近
く
で
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
信
し
た
。
私
は
イ
タ
ロ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
『
パ
ロ
マ
ー（
１
）
』
を

紹
介
し
た
。

　
『
パ
ロ
マ
ー
』
に
は
波
を
描
写
す
る
箇
所
が
あ
る
。
穏
や
か
な
波
の
作
る
細
か
な”

面”

と
し
て
絶
え
ず
形
を
変
え
な
が
ら
海
水

が
移
動
す
る
の
を
言
葉
で
書
き
留
め
た
描
写
は
、
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
で
波
を
私
の
脳
内
に
き
ら
め
か
せ
る
。
超
絶
技
巧
的
な
描
写

の
テ
ク
ニ
ッ
ク
だ
。
小
説
全
体
の
構
造
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
私
は
こ
の
波
の
箇
所
が
特
に
気
に
入
っ
て
い
る
。

1879 秒後のダンス（欠落した存在感がありありとしている）



1879 秒後のダンス（欠落した存在感がありありとしている）

　

Ｏ
は
刃
物
を
用
い
て
、
木
っ
端
か
ら
彫
り
出
す
よ
う
に
し
て
匙
を
作
っ
た
。『
パ
ロ
マ
ー
』
を
紹
介
し
た
時
、
私
はO

の
彫
っ
た

匙
の
小
指
の
先
よ
り
も
小
さ
な
、
匙
の
カ
ー
ブ
を
形
作
る
た
め
に
不
規
則
か
つ
規
則
正
し
く
並
ん
「
面
」
を
思
い
出
し
て
い
た
。

　

本
の
話
を
し
た
後
に
今
度
蕎
麦
屋
に
行
こ
う
と
話
し
た
の
だ
が
、
こ
の
約
束
をO

は
忘
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
っ
た
。



1879 秒後のダンス（欠落した存在感がありありとしている）

《
別
々
の
ま
ま
に
身
体
を
分
け
な
い
ー
身
体
意
識
の
「
谷
」
に
現
れ
る
第
三
者
を
見
る
た
め
の
実
験
》

　
「
・・
で
は
、二
人
組
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ（
２
）

で
は
い
く
つ
か
の
タ
ス
ク
を
課
し
ま
す
。ま
ず
は
二
人
組
に
な
っ

た
お
互
い
の
身
体
の
特
徴
を
ト
レ
ー
ス
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
す
。
二
人
組
の
相
手
の
こ
と
を
、
パ
ー
ト
ナ
ー
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま

す
。

デ
ッ
サ
ン
を
し
た
こ
と
が
あ
る
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
デ
ッ
サ
ン
を
す
る
よ
う
に
、
パ
ー
ト
ナ
ー
の
身
体
を
詳
細
に
言
語
化
し
な
が

ら
観
察
し
て
自
身
の
身
体
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。
肩
が
内
側
に
巻
い
て
い
る
と
か
、
足
の
開
き
具
合
で
あ
る
と
か
、

互
い
に
ト
レ
ー
ス
を
行
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
互
い
に
行
な
っ
て
い
る
と
、
パ
ー
ト
ナ
ー
の
身
体
の
落
ち
着
け
方
が
あ
な
た
由
来
に
変

化
し
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
絶
え
ず
ト
レ
ー
ス
を
続
け
て
く
だ
さ
い
。」

　
「
次
に
そ
の
身
体
を
引
き
ず
っ
た
ま
ま
、
歩
い
て
く
だ
さ
い
。
ゆ
っ
く
り
と
、
ま
た
素
早
く
歩
い
て
く
だ
さ
い
。
自
分
の
習
慣
が

出
て
こ
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
歩
い
て
く
だ
さ
い
。
一
方
が
歩
い
た
の
を
見
た
後
で
、
そ
れ
に
続
く
よ
う
に
、
ま
た
揃
え
て
同
時
に
。

股
関
節
の
動
か
し
方
や
、
首
の
角
度
に
気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
少
し
続
け
て
く
だ
さ
い
。」

　
「
最
後
に
そ
の
身
体
を
引
き
続
き
保
ち
な
が
ら
、
転
ぼ
う
と
し
て
く
だ
さ
い
。
本
当
に
転
ん
で
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。
凍
結
し
た
路
面
で
滑
る
、
足
を
十
分
に
上
げ
ず
に
歩
い
て
些
細
な
段
差
に
つ
ま
づ
く
、
服
の
裾
を
踏
む
、
右
足
を
出
そ
う

と
し
て
左
足
が
出
て
し
ま
う
、
暗
闇
の
中
で
階
段
を
の
ぼ
る
、
様
々
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
パ
ー
ト
ナ
ー
の

身
体
感
覚
を
身
体
に
引
き
ず
っ
た
ま
ま
、
転
ぶ
記
憶
を
身
体
に
与
え
て
転
ぼ
う
と
し
て
く
だ
さ
い
。」

（
う
ら
あ
や
か
「
お
ど
る
墓
石　

そ
の
１
」(2018)

よ
り
）



《
単
純
な
裁
縫
の
手
順
ー
灰
色
の
フ
ェ
ル
ト
で
石
を
縫
い
と
め
る
》

　

必
要
な
も
の

　

・
石

　

・
灰
色
の
フ
ェ
ル
ト

　

・
裁
縫
道
具

　

手
順

　
（
１
）
フ
ェ
ル
ト
を
石
よ
り
も
少
し
大
き
く
四
角
形
に
２
枚
切
り
出
す
。
オ
モ
テ
面
と
ウ
ラ
面
用
。

　
（
２
）
オ
モ
テ
面
の
フ
ェ
ル
ト
と
ウ
ラ
面
の
フ
ェ
ル
ト
の
間
に
石
を
置
き
、
ま
ち
針
で
フ
ェ
ル
ト
を
留
め
て
石
を
固
定
す
る
。
石

に
ぴ
っ
た
り
と
添
わ
せ
て
ま
ち
針
を
刺
す
と
い
い
。

　
（
３
）
石
の
形
が
し
っ
か
り
と
浮
き
出
る
よ
う
に
フ
ェ
ル
ト
を
少
し
引
っ
張
り
な
が
ら
縫
い
針
で
縫
っ
て
ゆ
く
。
石
の
す
ぐ
脇
に

オ
モ
テ
面
か
ら
針
を
刺
し
た
ら
、
ウ
ラ
面
に
少
し
糸
が
出
た
ら
そ
の
糸
が
出
て
い
る
穴
か
ら
２m

m

ほ
ど
先
に
針
を
刺
し
て
針
を
オ

モ
テ
面
へ
出
す
。
こ
れ
を
石
の
外
周
分
繰
り
返
す
。
少
し
の
布
の
矛
盾
は
巻
き
込
ん
で
ひ
だ
に
し
て
し
ま
う
。
単
純
な
裁
縫
は
針
を

刺
し
戻
し
す
る
連
続
で
、
時
間
が
す
ぎ
る
の
と
同
じ
だ
け
布
が
縫
わ
れ
て
い
く
。

1879 秒後のダンス（欠落した存在感がありありとしている）



《
同
じ
距
離
を
か
ら
だ
を
密
着
さ
せ
て
歩
く
》

　
「
小
さ
な
声
で
数
を
カ
ウ
ン
ト
を
し
な
が
ら
小
径
を
往
復
し
ま
す（
３
）
。
行
き
に
は
私
が
前
を
、
あ
な
た
が
後
ろ
を
向
い
て
、
帰
り
は

そ
の
逆
を
向
い
た
状
態
で
体
を
密
着
さ
せ
て
歩
み
を
サ
ポ
ー
ト
し
な
が
ら
歩
い
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
行
き
は1

か
ら
昇
順
で
、
帰
り

は
到
着
し
た
時
の
数
か
ら
降
順
で
、
数
を
カ
ウ
ン
ト
し
な
が
ら
歩
き
ま
す
。」

1879 秒後のダンス（欠落した存在感がありありとしている）



《
大
体
の
こ
と
は
忘
れ
て
し
ま
う
》

　

あ
な
た
の
目
の
前
で
、
パ
ソ
コ
ン
やiPhone

の
画
面
が
光
源
に
も
な
り
得
る
明
る
さ
を
保
っ
て
い
る
。
黒
い
色
で
光
る
こ
の
文

字
は
あ
な
た
の
目
に
吸
い
込
ま
れ
て
白
い
影
と
な
っ
て
か
ら
、
即
座
に
少
し
ず
つ
サ
ラ
サ
ラ
と
風
化
す
る
。
大
体
の
こ
と
は
忘
れ
て

し
ま
う
。

　

こ
こ
ま
で
の
お
よ
そ
一
八
七
九
秒
間
、
あ
な
た
を
文
字
に
拘
束
し
た
。
そ
の
間
に
、
も
し
も
目
が
泳
い
だ
り
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ

は
あ
な
た
の
魂
と
あ
な
た
の
肉
体
と
の
間
に
あ
る
谷
だ
。
約
束
を
守
り
な
が
ら
ど
う
し
て
も
逸
脱
し
て
し
ま
う
こ
と
、
こ
れ
を
「
ダ

ン
ス
の
素
子
」
と
、
私
は
名
付
け
る
。

二
〇
一
九
年
三
月
三
日

1879 秒後のダンス（欠落した存在感がありありとしている）



脚
注

（
１
）
イ
タ
ロ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
『
パ
ロ
マ
ー
』
和
田 

忠
彦
に
よ
る
翻
訳
、
岩
波
の
文
庫
版
。

（
２
）
う
ら
あ
や
か
「
お
ど
る
墓
石　

そ
の
１
」(

二
〇
一
八
年
制
作)

、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
形
式
の
レ
ク
チ
ャ
ー
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
。

（
３
）
う
ら
あ
や
か
「
無
題
（
彼
の
葬
式
の
帰
り
に
あ
な
た
が
赤
ち
ゃ
ん
の
話
を
し
て
く
れ
て
少
し
大
丈
夫
に
な
っ
た
か
ら
）」（
二
〇
一
七
年
制
作
）、
参
加
型

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
。

部
分
引
用
：

お
さ
な
い
ひ
か
り
『
わ
た
し
の
虹
色
の
手
足
、
わ
た
し
の
虹
色
の
楽
器
』（
自
主
出
版
）

木
下
哲
夫
ほ
か
『
ト
リ
シ
ャ
・
ブ
ラ
ウ
ン
ー
思
考
と
い
う
モ
ー
シ
ョ
ン
』（
と
き
の
忘
れ
も
の 

出
版
）

1879 秒後のダンス（欠落した存在感がありありとしている）

う
ら
あ
や
か

２
０
１
５
年
武
蔵
野
美
術
大
学
油
絵
学
科
卒
業
。

着
目
し
た
物
事
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
、
一
方
か
ら
問
い
か
け
る
の
で
は
な
く
自
身
も
継
続
し
て
揺
ら
ぎ
の
中
で
考
え
る
為
に
、
自
身
と
観
客
の
双
方
が
参
加
す
る
参

加
型
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
制
作
し
て
い
る
。
具
体
的
な
関
係
性
を
反
転
、
攪
拌
す
る
装
置
の
よ
う
な
作
品
を
目
指
す
。
ま
た
展
示
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
イ
ベ
ン
ト
の
企
画

も
行
う
。

近
年
の
主
な
個
展
に
「BALLRO

O
M

 D
AN

CE LESSO
N

」(

２
０
１
６
年
、
香
港)
、「The Body dances freely

」(

２
０
１
６
年
、Art Center O

ngoing

、
東
京)

、

主
な
グ
ル
ー
プ
展
に
「Rebel Live Action #2 Artist Arm

y

」
２
０
１
８
年
、
バ
ン
コ
ク)
「
対
馬
ア
ー
ト
フ
ァ
ン
タ
ジ
ア
２
０
１
８
」(

２
０
１
８
年
、
対
馬)

「BIW
A

」

(

２
０
１
８
年
、
サ
ブ
テ
レ
ニ
ア
ン
、
東
京)

「TERATO
TERA FES.-neo political-

」(
２
０
１
７’

東
京)

、「
引
込
線
２
０
１
７
」(

２
０
１
７’

埼
玉)

、
展
示
企
画
に

「
朝
飲
ん
だ
水
、
濁
り
泡
立
つ
川
と
透
き
通
っ
た
黄
金
の
お
し
っ
こ
。
乾
い
た
毛
に
跨
る
夕
方
、
砂
の
上
で
は
土
亀
が
滑
る
。」（
２
０
１
８
年
、
西
郷
山
公
園
、
東
京
）
な

ど
が
あ
る
。





エ
ッ
セ
イ
『
油
断
な
ら
な
い
学
習
的
状
況
』

A
okid

東
京
造
形
大
学
の
中
に
あ
るCSLA

B

で
２
０
１
７
年
の
９
月
か
ら
２
０
１
９
年
の
３
月
ま
で
お
よ
そ
１
年
半
の
間
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
関

わ
っ
た
。

ま
ず
最
初
に
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た”

知
の
漂
流
教
室”

で
学
生
と
授
業
を
始
め
る
前
に
考
え
る
こ
と
と
し
て
、
大
学

と
は
、
教
育
と
は
、
学
ぶ
と
は
、
授
業
と
は
な
ん
だ
ろ
う
、
と
い
う
当
た
り
前
だ
け
ど
こ
れ
か
ら
始
ま
る
そ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
頭
の
中

で
も
う
一
度
問
い
直
し
て
み
た
。
自
分
な
り
に
納
得
し
う
る
も
の
を
な
ん
と
か
探
し
た
い
と
思
っ
た
。

大
学
に
て
授
業
が
始
ま
る
、
何
か
を
学
ぶ
た
め
に
用
意
さ
れ
学
生
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
時
間
。

自
分
の
身
に
お
い
て
考
え
て
み
る
。
僕
は
ダ
ン
サ
ー
や
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
現
在
活
動
し
て
い
る
、踊
っ
た
り
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
し
た
り
、

イ
ベ
ン
ト
の
企
画
や
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
や
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
た
色
ん
な
形
態
で
発
表
を
重
ね
て
い
る
。

僕
が
学
生
だ
っ
た
頃
と
現
在
の
活
動
を
比
べ
て
み
る
、
い
つ
も
場
所
に
限
ら
ず
活
動
を
通
し
て
学
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
ダ
ン
ス
な
ど
体
を
動
か
す
時
に
、
ゆ
っ
く
り
と
動
い
て
み
よ
う
と
手
や
足
な
ど
で
耳
を
す
ま
す
よ
う
に
集
中
し
、
少
し
づ
つ
伸
ば

し
て
い
く
、
一
つ
置
け
た
ら
も
う
片
方
と
い
っ
た
具
合
に
。
段
々
こ
れ
を
繰
り
返
し
て
、
何
年
も
繰
り
返
し
行
っ
て
現
在
の
自
分
の
ダ
ン
ス

が
あ
り
、
活
動
を
展
開
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
ダ
ン
ス
の
技
術
以
外
で
あ
れ
ば
劇
場
で
仕
事
を
す
る
際
、
以
前
は
照
明
や
音
響
に
つ
い
て
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
少
し
は
現

場
を
重
ね
、
専
門
家
と
話
し
て
い
く
う
ち
に
、
わ
か
ら
な
い
な
り
に
も
専
門
用
語
や
段
取
り
な
ど
を
覚
え
て
来
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ドローイング（前ページ）：　Aokid



学
生
の
頃
か
ら
こ
れ
ら
の
こ
と
は
続
け
て
い
て
地
続
き
的
に
ず
っ
と
学
習
の
中
に
い
る
よ
う
に
思
う
。

あ
る
い
は
、
こ
う
も
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
度
は1
人
で
な
く
誰
か
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
す
る
中
で
、
相
手
の
呼
吸
や
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
動
く
こ
と
は
そ
れ
が
い
い
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
は
相
手
を
よ
く
見
る
と
い
う
鑑
賞
の
よ
う
な
態
度
が
同
時
に
生
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
人
の
話
を
聞
け
る
よ
う
に
な
る
、
み
た
い
に
人
の
呼
吸
を
よ
く
見
る
こ
と
が
出
来
る
、
そ
う
い
っ
た
中
に
も

ス
キ
ル
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
起
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
い
っ
た
考
え
の
も
と
、
一
回
目
の
授
業
で
参
加
し
た
学
生
と
取
り
組
ん
だ
の
は
自
分
が
行
っ
て
い
る
ダ
ン
ス
や
声
を
出
し
た
り
す
る
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
一
緒
に
辿
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
、
身
体
を
通
し
て
ま
さ
に
自
分
が
普
段
見
て
い
る
も
の
を
他
の
人
に
も
見
て
も
ら
お
う
、

と
や
っ
て
み
た
。
ま
ずCSLA

B

の
空
間
か
ら
出
発
し
て
建
物
の
表
面
を
な
で
た
り
、
前
の
人
の
肩
に
手
を
置
い
て
列
を
作
っ
た
り
、
丸
く

な
っ
て
拍
手
を
合
わ
せ
た
り
し
て
建
物
や
人
、
自
分
の
出
す
音
を1

個
ず
つ
さ
わ
り
取
り
出
し
て
、
さ
ら
に
相
手
の
呼
吸
や
リ
ズ
ム
を
聴
き
、

そ
れ
を
行
う
こ
と
で
外
か
ら
見
た
ら
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス(
少
し
外
側
か
ら
の
目
線
を
感
じ
る
よ
う
な )

で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
行
い
な
が
ら

１
つ
１
つ
の
ア
ク
シ
ョ
ン
や
物
の
質
感
を
確
か
め
る
よ
う
な
そ
ん
な
提
案
だ
っ
た
。

こ
れ
が
中
々
そ
の
時
は
う
ま
く
い
っ
て
、
派
生
し
た
よ
う
に
そ
の
あ
と
受
講
者
の
自
己
紹
介
を
始
め
て
い
く
こ
と
が
ス
ム
ー
ズ
に
出
来
た
。

そ
の
中
で
も
み
ん
な
身
体
を
使
っ
た
紹
介
が
多
か
っ
た
の
も
面
白
か
っ
た
。

ま
た
こ
の
時
に
自
己
紹
介
を
し
た
い
と
考
え
た
の
は
、
こ
の
知
の
漂
流
教
室
と
い
う
授
業
は
学
生
に
よ
っ
て
学
生
た
ち
が
授
業
を
作
っ
て
い

く
授
業
と
な
る
の
で
、
お
互
い
の
こ
と
を
よ
り
知
っ
て
い
る
方
が
色
ん
な
こ
と
が
ス
ム
ー
ズ
に
今
後
動
い
て
い
く
と
思
っ
た
か
ら
だ
。



そ
し
て
も
う
少
し
、
学
習
と
い
う
こ
と
を
広
く
と
ら
え
た
い
と
考
え
た
。

も
っ
と
生
活
の
中
で
起
き
て
く
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
行
為
に
つ
い
て
思
い
出
し
、
そ
の
中
で
の
学
習
的
な
体
験
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

た
と
え
ば
小
さ
な
頃
、
友
達
の
家
に
遊
び
に
行
く
際
、
ま
っ
す
ぐ
い
け
ば
い
い
の
に
わ
ざ
わ
ざ
横
の
階
段
を
使
っ
た
り
、
草
む
ら
に
入
っ
た

り
し
て
寄
り
道
を
進
む
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
、
そ
の
中
で
手
触
り
を
わ
か
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
の
中
に
も
学
習
は
含
ま
れ
て
い

る
。
あ
る
葉
っ
ぱ
の
種
類
を
手
触
り
に
よ
っ
て
覚
え
る
と
か
。
ジ
ャ
ン
プ
し
て
地
面
に
飛
び
落
ち
る
時
、
ど
の
床
に
落
ち
れ
ば
衝
撃
を
抑
え

ら
れ
る
の
か
、
と
か
。

ま
た
学
習
と
は”

不
良”

と
い
う
言
葉
と
仲
が
悪
そ
う
な
言
葉
で
も
あ
る
が
不
良
と
言
わ
れ
る
人
だ
っ
て
、
悪
さ
を
す
る
た
め
に
計
算
し
た

り
し
て
い
く
中
で
わ
か
る
こ
と
が
あ
り
そ
れ
も
学
習
と
呼
ぶ
こ
と
は
出
来
る
だ
ろ
う
。

そ
の
都
度
の
都
合
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
の
方
が
き
っ
と
多
く
持
た
れ
て
も
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、”

教
育”

と
か”
学
習”

と
い
う
言
葉
は
。

ち
な
み
に
僕
の
使
い
方
は
そ
れ
を
正
そ
う
と
す
る
よ
り
も
一
種
の
さ
ら
な
る
悪
用
で
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
な
。w

上
の
理
屈
で
言
え
ば
大
学
の
外
で
僕
が
仲
間
と
展
開
し
て
い
る
い
く
つ
か
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
教
育
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
い
く
つ
か
を
紹
介
す
る
。

ど
う
ぶ
つ
え
ん

こ
れ
は
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
声
を
か
け
、
公
園
に
ま
ず
お
客
さ
ん
と
と
も
に
集
合
し
そ
れ
ぞ
れ
が
思
い
思
い
の
場
所
や
タ

イ
ミ
ン
グ
で
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
な
ど
を
発
表
し
ま
た
移
動
し
て
い
く
、と
い
う
ゲ
リ
ラ
企
画
。２
０
１
６
年
に
始
ま
り
こ
れ
ま
で
に
９
回
行
っ



て
き
た
。
公
園
と
い
う
同
じ
条
件
下
で
発
表
す
る
こ
と
で
ジ
ャ
ン
ル
は
違
え
ど
話
す
き
っ
か
け
を
作
っ
た
り
、
最
後
に
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
に
集

ま
っ
て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
時
間
を
設
け
た
り
、
お
客
さ
ん
か
ら
チ
ッ
プ
を
も
ら
っ
て
そ
れ
が
細
や
か
な
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
フ
ィ
ー
な
り
運

営
費
と
な
る
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ト
な
企
画
。

こ
の
イ
ベ
ン
ト
で
意
図
し
て
い
る
の
は
ギ
ャ
ラ
リ
ー
や
劇
場
、
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
で
は
な
い
ワ
イ
ル
ド
な
空
間
で
の
鑑
賞
体
験
の
可
能
性
や
、

ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
て
集
ま
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
の
機
能
、
ま
た
公
園
と
い
う
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
ペ
ー
ス
を
あ
る
種
有
効
活
用
す
る
な

ど(

い
つ
も
警
備
員
に
追
い
か
け
ら
れ
る)

、
そ
れ
ぞ
れ
の
提
案
で
あ
り
、
外
で
あ
ろ
う
と
向
き
合
お
う
と
す
る
態
度
が
あ
れ
ば
鑑
賞
は
可

能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
や
一
方
で
外
の
否
応
な
く
身
体
に
負
荷
が
か
か
っ
て
い
つ
の
間
に
か
疲
れ
て
鑑
賞
に
集
中
し
難
い
、

ま
た
は
他
の
景
色
に
目
を
奪
わ
れ
る
、
外
に
身
を
置
い
た
ゆ
え
の
そ
れ
ら
の
経
験
さ
え
も
鑑
賞
体
験
と
並
列
に
あ
る
、
や
っ
て
い
く
う
ち
に

意
図
し
た
こ
と
と
新
た
な
発
見
が
起
き
て
い
る
。

こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
僕
と
当
初
一
緒
に
企
画
を
後
押
し
し
手
伝
っ
て
く
れ
た
仲
間
が
い
た
か
ら
現
在
も
続
い
て
い
る
。
ま
た
こ
う
い
っ
た
外
で

の
可
能
性
は
ど
ん
ど
ん
規
制
が
激
し
く
な
る
東
京
に
お
い
て
、
自
分
た
ち
の
住
み
た
い
街
の
風
景
は
自
分
た
ち
で
作
る
、
と
い
う
こ
と
に
も

一
役
買
っ
て
い
く
は
ず
で
、
こ
の
方
法
を
シ
ェ
ア
し
て
い
け
な
い
か
と
考
え
て
も
い
る
。

　

CSLA
B

で
働
け
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
の
１
つ
に
管
理
人
の
小
山
友
也
く
ん
に
声
を
か
け
て
も
ら
っ
た
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は

あ
る
集
ま
り
の
中
で
僕
が
教
育
に
関
心
が
あ
る
、
と
口
に
し
た
の
を
確
か
小
山
く
ん
が
覚
え
て
く
れ
て
い
て
そ
れ
でCSLA

B

で
働
か
な
い

か
と
呼
ん
で
く
れ
た
ん
だ
と
記
憶
し
て
い
る
。

教
育
、
と
い
う
言
葉
を
積
極
的
に
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
も
し
か
し
た
ら
現
在
の
日
本
に
お
い
て
こ
の
切
り
口
は
根
本
的
で
あ
る
と
い
う



点
で
批
評
性
を
持
ち
う
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
か
ら
で
、ま
た
そ
れ
は
日
本
と
い
う
国
へ
の
信
頼
が
ガ
タ
落
ち
し
て
し
ま
っ
て
、ア
ー
テ
ィ

ス
ト
と
し
て
小
さ
な
ソ
フ
ト
の
よ
う
に
自
分
の
作
品
を
発
表
し
て
い
く
こ
と
が
出
来
て
も
大
き
な
社
会
は
変
え
て
い
く
こ
と
が
出
来
な
い
の

で
は
な
い
か
と
い
う
実
感
が
ど
こ
か
自
分
の
中
に
ず
っ
と
あ
っ
た
。

今
は
人
や
社
会
を
巻
き
込
み
な
が
ら
一
緒
に
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
、
お
せ
っ
か
い
を
言
い
合
え
る
よ
う
な
距
離
に
人
を
置
く
こ
と
が
大
事
に

な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
っ
て
い
る
。

ま
た
そ
も
そ
も
大
き
な
国
を
考
え
る
手
前
に
あ
る
の
は
社
会
だ
っ
た
り
、
地
域
だ
っ
た
り
、
会
社
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
や
学
校
な
の
で
は
な

い
か
、
と
。
そ
れ
ら
と
コ
ミ
ッ
ト
し
て
違
う
も
の
に
一
緒
に
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
は
出
来
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
に
自
分
が
行
っ
て
き
た
パ
ー
テ
ィ
ー
や
結
婚
式
の
演
出
な
ど
は
、
従
来
の
そ
れ
ら
を
少
し
変
え
て
い
け
る
よ
う
な
実
感
が
さ
さ
や

か
な
が
ら
あ
っ
て
、
そ
の
延
長
と
し
て
考
え
て
み
て
も
う
少
し
大
き
な
機
関
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
ど
も
、
も
し
か
し
た
ら
変
革
の
可
能
性
は

い
つ
で
も
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
見
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
よ
る
一
手
は
小
さ
く
メ
タ
フ
ァ
ー
程
度
に
し
か
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
小
さ
な
こ
と
を
１
つ

ず
つ
ク
リ
ア
し
て
い
く
実
感
な
ど
を
大
事
に
価
値
づ
け
て
少
し
づ
つ
進
み
た
い
と
考
え
て
い
て
、
ま
た
他
人
の
１
つ
ず
つ
の
ク
リ
ア
も
出
来

れ
ば
見
落
と
さ
ず
に
目
撃
者
と
な
っ
て
い
く
こ
と
も
き
っ
と
も
っ
と
大
事
な
ん
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

そ
う
い
っ
た
考
え
を
持
つ
に
至
る
ル
ー
ツ
の
１
つ
と
し
て
、
や
っ
ぱ
り
思
い
出
す
の
は
高
校
生
の
時
に
行
っ
たW

ATER BO
Y

S

だ
。

当
時
、
矢
口
史
靖
監
督
に
よ
る
映
画
『 W

ATER BO
Y

S

』
か
ら
続
い
て
い
く
ド
ラ
マ
シ
リ
ー
ズ
ま
で
、
高
校
生
の
間
で
人
気
で
僕
も
御
多

分
に
も
れ
ず
影
響
を
受
け
、
高
校
の
文
化
祭
で
は
絶
対
に
こ
れ
を
や
ろ
う
と
誓
っ
た
。

い
ざ
高
校
三
年
生
の
春
に
な
り
夏
の
先
の
文
化
祭
に
向
け
て
の
メ
ン
バ
ー
探
し
、
受
験
シ
ー
ズ
ン
も
あ
い
ま
っ
て
中
々
人
が
集
ま
ら
な
か
っ

た
。
二
年
生
の
頃
は
三
年
に
な
っ
た
ら
一
緒
に
や
ろ
う
と
口
々
に
言
っ
て
い
た
友
人
た
ち
も
誰
も
い
ざ
三
年
に
な
っ
て
協
力
し
て
く
れ
る
気



配
が
な
く
な
っ
て
い
た
。

そ
う
こ
う
し
て
る
う
ち
に
と
に
か
く
１
人
で
も
や
ろ
う
と
練
習
を
開
始
し
、
メ
ン
バ
ー
募
集
の
チ
ラ
シ
を
各
教
室
の
後
の
黒
板
に
貼
っ
て
い

き
、
そ
れ
か
ら
一
ヶ
月
後
く
ら
い
に
ド
ラ
マ
の
ご
と
く
カ
ナ
ヅ
チ
で
泳
げ
な
い
ク
ラ
ス
の
友
達
が
参
加
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ

か
ら
は
ド
ラ
マ
や
映
画
も
び
っ
く
り
の
展
開
で
見
事
、
文
化
祭
で
の
公
演
を
果
た
し
た
。
連
日
満
席
で
プ
ー
ル
に
入
れ
な
い
人
は
学
校
の
校

舎
の
窓
か
ら
見
て
い
た
。

な
ん
と
な
く
過
ご
し
方
の
決
ま
っ
て
い
た
学
校
生
活
の
中
で
、
も
う
一
歩
動
き
実
行
し
た
ら
ど
ん
な
景
色
が
出
来
る
の
か
、
と
踏
み
出
し
て

み
る
こ
と
。
そ
し
て
そ
の
過
程
で
周
り
を
巻
き
込
み
、
少
し
づ
つ
５
人
が
10
人
、10

人
が18

人
と
な
り
プ
ー
ル
へ
、
プ
ー
ル
か
ら
２
階

の
校
舎
へ
、3

階
の
校
舎
へ
、
と
立
体
的
な
空
間
と
時
間
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
景
色
や
環
境
を
変
え
て
い
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
は

な
い
か
。

ま
た
そ
の
時
間
や
空
間
の
中
で
自
分
た
ち
が
学
ん
だ
こ
と
や
見
た
景
色
、
誰
か
と
一
緒
に
手
足
を
伸
ば
し
集
中
し
た
こ
と
そ
れ
を
見
て
い
て

一
緒
に
盛
り
上
が
っ
た
人
た
ち
、
そ
こ
で
起
き
て
い
た
会
話
。

１
人
で
勉
強
す
る
こ
と
も
出
来
る
が
、
ま
た
だ
れ
か
と
一
緒
に
い
な
が
ら
そ
こ
が
い
い
時
間
に
な
っ
て
い
く
、
そ
れ
は
さ
ら
に
外
か
ら
見
た

ら
い
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
、
そ
れ
が
ま
た
連
鎖
的
に
景
色
を
作
り
出
し
て
、
何
か
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
環
境
を

作
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
っ
た
コ
ー
ス
、
や
り
方
を
ず
っ
と
探
し
て
い
る
。
そ
の
連
鎖
を
作
り
出
せ
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
ポ
イ
ン
ト
を
絞
っ
て
開
始
し
て
も
考
え
始
め
て
も
数
珠
繋
ぎ
的
に
色
ん
な
要
素
や
問
題
が
一
緒
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。

だ
か
ら
何
が
学
び
に
な
り
う
る
の
か
見
て
い
な
い
と
見
落
と
し
た
り
、
あ
る
い
は
い
つ
も
こ
ぼ
れ
落
ち
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
教
育
や
学

習
、
授
業
や
そ
れ
以
外
の
時
間
も
い
つ
も
油
断
で
き
な
い
！
と
こ
こ
に
断
言
し
、
そ
わ
そ
わ
と
ビ
ク
ビ
ク
し
な
が
ら
だ
け
ど
も
勇
敢
な
目
線

を
持
っ
て
、
終
わ
り
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。



集
中
力
の
な
い
文
章
と
な
り
ま
し
た
が
お
許
し
く
だ
さ
い
！

ど
う
ぶ
つ
え
ん
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ブ
レ
イ
ク
ダ
ン
ス
を
ル
ー
ツ
に
持
ち
劇
場
や
野
外
な
ど
形
式
や
方
法
を
そ
の
都
度
変
形
さ
せ
な
が
ら
ダ
ン
ス
、
ま
た
は
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
、
イ

ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
パ
ー
テ
ィ
ー
と
い
っ
た
展
開
を
見
せ
た
り
他
ジ
ャ
ン
ル
の
作
家
と
の
共
同
制
作
も
積
極
的
に
重
ね
て
い
る
。

2016

年
た
く
み
ち
ゃ
ん
と
の
共
作
に
て
横
浜
ダ
ン
ス
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
審
査
員
賞
受
賞
。

架
空
の
街
を
作
る
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
展
開
す
る"A

okid city"

や
野
外
ゲ
リ
ラ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
イ
ベ
ン
ト"

ど
う
ぶ
つ
え
ん"

の
企
画
も

行
う
。



大連老街ArtProject 
大連ラオジェ・アートプロジェクト
The Old Street Art Project of DaLian in China

経済高速成長時代を迎えようとしている現在の中国では、経済発展の為古いものや歴史的建築などを壊し、街を再開発しようと

している。今回の作品はその影響を受ける、大連という都市において「時代建築は生かすべきか、それとも一から作り直す必要

があるか」という問いを元に始まった。そこにある「矛盾」が何らかの形をより良く共存させる可能性を探すと共に、芸術作品

は私たちの社会にアプローチをすることができるのか。そして社会のイデオロギーへ作用し得る事が可能であるのか、というこ

とを実践し、答えを探したい。

「大連ラオジェ アートプロジェクト」は大連の戦争時代に残された近代建築群や、街道などを舞台に、実際にその場に住む人々

とコミュニケーションを取り、アート作品を媒介とした地域活性化を目指す取り組みを目指した。

呉
ゴ インホウ

胤 鋒



Main idea: In the context of rapid growth in economy, China has made its time and historical architectures suffer form 

massive destruction and exploitation in consideration of development. DaLian City, LiaoningProvince,China,the hometown 

of the author, was chosen as the stage of the work which not only pointed out the contradiction that 'whether time 

architectures should be under protection and renovation or redevelopment ' through Art Project, but also tried to find a 

possibility of symbiosis and explored the social ideology of art works in our daily life by practice. The old Street Art Project 

of Dalian in China took ancient building survived during wartime and streets as the stage. Communications with local 

residents were done in the process of completing the project. The activation of the region was supposed to be realized by art 

works.

YinFeng Wu

2018 in DaLian China

吳胤鋒 Yin Feng Wu

1991 年 中国大連生まれ 

2014 年 貴州師範大学視学伝達デザイン学部卒業

2018 年 東京造形大学美術学科給画專攻領域卒業

2018 年 東京造形大学大学院造形研究科美術研究領域入学

2018 年

大連老街 Art Project　 大連市 中国　鳳鳴街 清爽街 東関街

断食の再考報告展    　八王子   東京  造形ギャラリー

初恋展       　　　　　 小金井 東京   シャトー２F

2017 年

FAKE：  小金井 東京　シャトー２F

留学生フェアポログラム 新宿　東京　ACT ARTCOM

アート & デザインフェア　新宿　東京　ACT ARTCOM

MIME 企画展　八王子 東京　MIME

2018 年

大連老街 Art Project  「天天快報」掲載



2016 年、鳳鳴街に住んでいる人々は何も知らせがない状況であったが、公安の監視下で一斉に建物からの退去が行われた。鳳

鳴街 104 号家主韓日光さんは自分の居住権利がまだ切れてないという理由で政府の退去要求を断った。

同年 9 月、大連市副市長は公安の部隊を率いて韓さんに「交渉」し、退去を再度申し出たが、韓さんは自分の権利を守るため

政府に対して抵抗した。その結果、韓さんの自宅左側の家は壊されてしまった。現在庭のように見えるその場所は土ではなく、

あれは全て壊されてしまった家の残骸だという。

本作品は二つの大きな工業ガラスを韓さんの庭と組み合わせたものである。一つは正面の大連のランドマーク「Olympia 66」

を反射し、もう一つは腐って破損した古い韓さんの家を反射している。鑑賞者たちはその場で空間性と時間性を感じ、そのギャッ

プの中で何か答えを生みだすかもしれない。

2018 年　08 月 25 日　野外インスタレーション、韓日光の住宅（鳳鳴街 104 号）にて

工業ガラス、鏡、アルミ、木 2000 ｍｍ × 1600 ｍｍ × 9 ｍｍ

FengMing Street NO.104

Without any notification, inhabitants living on Fengming Street were told by the local business constructor that their 

houses needed to be pulled down to make room for new city plan. Mr.Han Riguang rejected on the ground of his undue 

right of dwelling. In September of the year, the constructor had negotiation with Han with strong forces, which ended 

up with the forcibly damage on one third of Han's house on the left. Although the house looks like a courtyard from its 

appearance today, damagedconstruction debris are buried under it.

This work is the integral space combination of a device with two huge industrial glasses and the damaged house. One glass 

reflects the decayed damaged old house,which makes the visitor feel the contradiction of space and time,makes them want 

to explain it and even to find an answer.

(August 25th, 2018 Outdoor Devices,The House of Han,Industrial Glasses,Aluminium Alloy, Woods)







大連清爽街２号は、1921 年官庁統計によって建てられた。日本人とドイツ人のデザイナーによって建てられたこの建物は、当

時大連の中でも特に有名な富者しか住めない場所であった。しかし現状況では、ここに住む人々の大半を占めるのは貧民層であ

る。

鳳鳴街のようなダウンタウンではないこの地域は、政府に改修や再開発の必要がないとされ、今この瞬間も老朽化が進みつづけ

る中、放置されている。

本作品は中国施工隊専用の警備テープと立ち入り禁止テープで建物の正面入口と側面のガラスが無い窓とを縛ったものである。

これらを設置している間もここに住む住民達は普段通り出入りをしている。また道行く人々は私達を取り囲むように眺めたり、

声をかけたりする。更には私たちを政府の施工隊だと勘繰る者もいた。この作品は、今も大連に残っている。

2018 年　08 月 25 日インスタレーション、パフォーマンス、公開作業

消防材料、警備テープ、立ち入り禁止テープ　サイズ不詳

QingShuang Street NO.2

According to the official statistics,QingShuang Street NO.2 was built around 1921. Designed by Japanese and Germany 

architects,it was a high-class building, limited to be lived by the rich then. But now it turns into QingShuang Slum Street 

NO.2. Unlike FengMing Street lying in the CBD, QingShuang Street was put aside by the government with the thought that 

there was no need of renovation. Even now,QingShuang Street is decaying as time passing.

This work was a combination of front gate of QingShuang Street NO.2 and the right window which were binded 

with specialized vigilance tape and No Entry tape of Chinese Construction Team. During the period of public 

production,inhabitants there got in and out of it as usual,and attemped to had talk with us with the misunderstanding that 

we were the constructors and the government was going to renovate the dilapidated building at length. This work has been 

remained at the site after its complement.

(August,25th,2018 Outdoor Devices, Public Production,Behavior Arts,Fire Equipments,Vigilance Tape, No Entry Tape.)



大連東関街は、110 年の歴史を誇る " 老街 " と呼ばれている。大連初の写真館「華春照相館」や薬店「康德記」大連支店、洋食

屋「日新飯店」など有名店が軒を連ねていた東関街は 2009 年に不可移動文化財に認定されたが、残念なことにダウンタウンに

あるこの地域も政府に狙われた、2016 年、外側が青い鉄板で封鎖され、改修という名目で知らぬ間に住民が追い出された。し

かし文化財の保護者たちは大連政府を起訴し、その結果、政府が敗訴して東関街改修計画を停止された。ところが、悲痛なこと

に、その訴えの間に、東関街が破壊されてしまった。今の東関街は大連政府の醜聞とみなされて、また立ち入り禁止の状況になっ

ている。本作品は立ち入り禁止の場所に 3 回進入することを試みた。監視カメラだらけの街道で、当時「改修」された時、政

府専用立ち入り禁止テープと警備テープで廃墟を囲んだ。封鎖されたという概念の上にまた新しい概念を加えたのがこの作品で

ある、この作品は、今もあそこに残っているが、囲まれた廃虚のように、永遠に沈んでいくだろう…





DongGuan Street

With a history of more than 110 years,DongGuan Street in DaLian City was a colonial architecture built in the Lending 

Period of Japan. In the complex,there were the famous first photo studio in DaLian,pharmacy and Japanese cuisine,etc 

which were identified as immovable cultural heritage by the government in 2009. Unfortunately,located in the 

CBD,DongGuanStreet could not escape the fate of renovation. The DaLian DongGuan Complex were secluded from the 

outer world by exterior tall blue iron plates which were set by the construction group. Besides,the residents were forced 

to move. At the same year,volunteers of Cultural Protection took the government of DaLian City to the court and the 

government lost. But to our regret,the government had made GuanDong Street out of recognition during the period of 

litigation. Today,DongGuan Street is regarded as the scandal of local government which also tries its best to cover up and 

hide the fact. After losing the lawsuit, the government made DongGuan Street an exclusive zone with police security officers 

and armed policemen patrolling around.



DongGuan Street was off limits and every street was under monitor of surveillance cameras. This work included the 

behavior art that the author tried for three times to entry the DongGuanStreet and was stopped by staff in DaLian,and the 

remains of buildings enwinded by police cordon that had been used in previous removing and sealed. All recording photos 

were taken by hidden camera. The concept of blockade was added upon the previous blockade again. Now,although this 

work is retained at the site, but like those rewinded relics, it is not intact any more.

(Outdoor Equipment, Behavior Art, Public Production,Vigilance Tape,Government-Only Construction Tape)



ひ
と
り
で
食
べ
な
が
ら

歩
く
こ
と　

小
山
友
也

わ
た
し
は
よ
く
、
屋
外
で
何
か
を
食
べ
な
が
ら
移
動
し
ま
す
。
食

べ
る
も
の
は
主
に
、
肉
ま
ん
や
ド
ー
ナ
ッ
ツ
や
唐
揚
げ
な
ど
、
大

手
の
コ
ン
ビ
ニ
や
外
食
チ
ェ
ー
ン
で
買
え
る
も
の
で
す
。

歩
き
な
が
ら
、
ま
た
は
電
車
の
中
な
ど
で
何
か
を
食
べ
る
と
き
の

感
じ
は
居
心
地
が
悪
く
も
あ
り
、
居
心
地
の
い
い
も
の
で
も
あ
り

ま
す
。

ま
ず
は
居
心
地
の
悪
さ
の
原
因
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
、

わ
か
っ
て
い
る
限
り
で
書
き
出
し
て
み
ま
す
。

画像：DONUT PLANET（2019 年）より



 

屋
外
で
移
動
中
で
あ
る
こ
と
は
、
必
然
的
に
公
共
空
間
で
あ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
電
車
の
中
や
都
市
の
路
上
で
は
、
人
々
が
そ
れ
ぞ

れ
最
小
限
の
自
分
の
ス
ペ
ー
ス
を
仮
定
し
、
私
は
そ
こ
に
踏
み
入
れ
な
い
よ
う
に
気
を
付
け
な
が
ら
、
自
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
不
意
に
横
か
ら

入
っ
て
く
る
人
が
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
も
注
意
を
払
い
ま
す
。
仮
定
と
書
い
た
の
は
、
こ
の
時
公
共
空
間
に
最
小
限
の
自
分
の
ス
ペ
ー

ス
を
所
有
で
き
て
い
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
ペ
ー
ス
を
所
有
す
る
こ
と
が
暗
黙
の
了
解
の
上
で
成
り
立
っ
て
い
る
か
の
様
に
も
思
え
ま
す
が
、

そ
う
言
い
切
る
に
は
少
し
弱
い
と
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

例
え
ば
歩
い
て
い
る
時
に
は
、
あ
く
ま
で
私
の
位
置
や
動
き
は
周
囲
の
他
者
と
の
距
離
や
方
向
や
速
度
の
相
関
関
係
で
決
ま
っ
て
い
き
ま

す
。
自
分
の
身
体
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
他
者
と
自
分
の
身
体
の
相
関
関
係
の
方
が
支
配
的
に
、
私
や
あ
な
た
の
身
体
を
強
く
振
り
付
け
て

い
る
の
で
す
。

常
に
自
分
の
身
体
で
は
な
く
、
自
分
と
他
者
の
身
体
の
関
係
自
体
を
軸
に
変
化
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
状
況
で
あ
り
、
誰
か
の
不
意
な
動
き

で
す
ぐ
に
で
も
壊
さ
れ
る
可
能
性
も
含
む
こ
と
が
前
提
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
に
い
る
の
で
す
。
電
車
の
中
で
は
、
人
々
に
ほ
と
ん
ど
動
き

は
あ
り
ま
せ
ん
が
狭
い
空
間
で
赤
の
他
人
と
一
時
的
に
一
緒
に
過
ご
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
時
も
や
は
り
お
互
い
の
身
体
の
距
離
に
気

を
払
い
合
っ
て
い
ま
す
。
目
的
の
駅
に
着
く
ま
で
ほ
ぼ
同
じ
姿
勢
で
動
か
な
い
こ
と
が
電
車
の
中
で
も
普
通
の
事
で
す
か
ら
、
余
計
な
身
動

き
を
し
た
り
す
る
と
、
周
り
か
ら
に
わ
か
に
注
目
を
集
め
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
や
は
り
こ
こ
に
も
身
体
同
士
の
相
関
関
係
が
あ
り
、

こ
の
相
関
関
係
に
忖
度
し
あ
う
と
い
う
暗
黙
の
規
範
が
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

 

こ
の
よ
う
な
環
境
の
中
で
食
べ
る
事
は
、
家
の
中
や
カ
フ
ェ
の
テ
ー
ブ
ル
で
食
べ
る
の
と
は
違
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
歩
い
て
い
る
場
合
は
安

定
性
を
欠
い
た
状
態
で
、
ケ
チ
ャ
ッ
プ
や
グ
レ
ー
ズ
や
餡
が
こ
ぼ
れ
な
い
よ
う
に
食
べ
物
を
安
定
さ
せ
な
が
ら
、
周
り
を
見
て
い
な
い
と

い
け
ま
せ
ん
。
移
動
中
に
座
っ
て
い
る
場
合
、
大
概
は
電
車
か
バ
ス
に
乗
っ
て
い
ま
す
（
私
の
所
得
で
は
新
幹
線
や
飛
行
機
に
乗
る
こ
と
は

め
っ
た
に
な
い
の
で
）。
先
に
書
い
た
よ
う
に
バ
ス
や
電
車
の
中
で
は
身
動
き
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
隣
の
席
に
誰
か
が
座
っ



て
い
る
場
合
は
、
身
体
が
触
れ
合
っ
て
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
の
で
、
身
動
き
や
食
べ
物
の
扱
い
に
は
や
は
り
細
心
の
注
意
を
要
し
ま
す
。

ま
た
匂
い
の
強
い
食
べ
も
の
場
合
は
、
狭
い
空
間
で
あ
る
た
め
他
の
人
々
も
そ
れ
を
感
じ
取
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
防
ぎ
よ
う
が
あ

り
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば
揚
げ
物
の
匂
い
が
嫌
い
な
人
が
同
じ
空
間
内
に
い
る
可
能
性
を
頭
の
隅
で
認
識
し
つ
つ
唐
揚
げ
棒
を
ほ
お
ば
る
こ
と

は
、
そ
れ
な
り
に
良
心
へ
の
呵
責
が
あ
り
ま
す
。
自
分
の
身
体
を
他
者
の
身
体
と
食
べ
物
両
方
に
対
し
て
同
時
に
振
り
付
け
る
必
要
も
あ
り

ま
す
。
目
的
地
へ
向
け
移
動
す
る
最
中
に
、
食
べ
る
と
い
う
タ
ス
ク
を
も
う
一
つ
増
や
す
こ
と
は
、
知
覚
と
精
神
へ
の
負
荷
が
増
す
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。

公
共
空
間
で
移
動
中
に
食
べ
る
こ
と
は
食
べ
物
を
取
り
出
し
口
に
入
れ
る
ま
で
の
間
に
、
他
者
の
身
体
と
食
べ
物
、
そ
こ
に
い
る
全
員
が
忖

度
し
あ
い
問
題
な
く
移
動
す
る
こ
と
と
食
べ
る
と
い
う
私
だ
け
の
行
為
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
身
体
を
動
か
す
こ
と
だ
と
言
え
ま
す
。
一
つ
の

身
体
が
二
つ
の
目
的
に
引
き
裂
か
れ
た
状
態
で
す
。
こ
こ
ま
で
は
歩
き
な
が
ら
食
べ
る
こ
と
の
居
心
地
の
わ
る
さ
の
原
因
た
り
え
る
こ
と
を

書
き
ま
し
た
。

 

で
は
居
心
地
の
良
さ
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。

ま
ず
、
食
べ
た
い
動
機
に
は
空
腹
や
ス
ト
レ
ス
の
発
散
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
欲
求
を
満
た
す
こ
と
は
心
地
よ
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
満

た
さ
れ
る
前
の
、
食
べ
物
を
目
前
に
し
て
「
さ
あ
食
べ
よ
う
。」
と
い
う
瞬
間
も
同
じ
よ
う
に
心
地
よ
い
こ
と
で
す
。
こ
れ
ら
の
心
地
よ
さ

は
安
定
し
て
静
か
で
人
が
周
り
に
い
な
い
場
所
で
も
、
他
人
に
囲
ま
れ
た
公
共
空
間
で
も
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。

 

と
こ
ろ
で
屋
外
で
移
動
中
に
食
べ
る
時
に
は
、
周
囲
の
人
々
や
食
べ
物
に
対
す
る
身
体
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
必
要
だ
と
先
ほ
ど
も
述
べ
ま
し

た
。
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
置
か
れ
た
ジ
ャ
ー
マ
ン
ド
ッ
ク
を
そ
の
ま
ま
口
に
運
ぶ
ま
で
の
動
作
よ
り
は
複
雑
な
動
き
が
必
要
に
な
り
、
場
合
に

よ
っ
て
は
不
測
の
事
態
に
プ
ロ
セ
ス
を
停
止
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
食
べ
物
を
取
り
出
し
、
口
に
運
ぶ
ま
で
に
様
々
な
余
計
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
口
に
食
べ
物
が
入
る
ま



で
の
「
さ
あ
食
べ
よ
う
。」
と
思
い
な
が
ら
食
べ
物
と
対
峙
す
る
時
間
を
延
長
す
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
同
時
に
ス
ム
ー
ズ
な
移
動
と
い

う
共
通
の
目
的
に
忖
度
し
あ
う
身
体
同
士
の
関
係
を
、
食
べ
物
を
口
に
運
び
食
べ
る
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
に
半
分
組
み
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。
半
分
と
い
っ
た
の
は
、
依
然
と
し
て
自
分
は
移
動
し
て
い
て
、
そ
の
途
中
で
食
べ
る
、
と
い
う
二
つ
の
目
的
が
並
立
し
て
い
る

か
ら
で
す
。
そ
れ
で
も
食
べ
て
い
る
時
ば
か
り
は
、
食
べ
る
と
い
う
目
的
を
持
っ
て
い
る
の
は
私
だ
け
で
す
。
こ
の
半
分
の
行
為
に
は
他
の

人
の
身
体
と
直
接
的
に
忖
度
し
合
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
準
備
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
食
べ
物
は
口
に
い
れ
咀
嚼
す
る
と
私
の
一
部
に

な
り
、
距
離
を
測
る
対
象
で
も
な
く
な
り
ま
す
。

 

こ
こ
で
視
点
を
切
り
替
え
て
周
り
か
ら
自
分
が
ど
う
見
え
て
い
る
か
を
想
像
し
て
み
ま
す
。
あ
の
、
電
車
の
な
か
で
揚
げ
物
の
匂
い
を
漂
わ

せ
な
が
ら
フ
ァ
ミ
チ
キ
を
食
べ
る
高
校
生
や
、
缶
チ
ュ
ー
ハ
イ
と
つ
ま
み
を
持
っ
て
歩
く
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
、
肉
ま
ん
を
食
べ
な
が
ら
歩
く

若
者
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。
私
は
彼
ら
に
対
し
て
、
心
の
中
で
「
い
い
ね
え
！
」
と
親
指
を
立
て
た
く
な
る
の
で
す
が
、
感
想
は
人
そ

れ
ぞ
れ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
に
せ
よ
こ
の
人
た
ち
を
見
ま
す
。
そ
れ
は
周
り
を
気
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
い
か
ら
で
す
。
周
り

を
気
に
し
て
い
た
ら
ま
あ
食
べ
な
い
だ
ろ
う
、
で
あ
れ
ば
そ
の
動
き
は
他
の
食
べ
て
い
な
い
人
た
ち
よ
り
注
意
す
べ
き
も
の
で
す
。
私
の
移

動
に
直
接
的
に
、
間
接
的
に
支
障
を
き
た
す
可
能
性
は
他
の
人
た
ち
よ
り
も
こ
の
人
の
方
が
高
い
と
考
え
ま
す
。

大
体
の
場
合
こ
の
人
た
ち
は
、
周
り
の
こ
と
な
ど
素
知
ら
ぬ
顔
で
、
具
体
的
に
は
無
表
情
で
視
線
を
他
の
人
に
向
け
な
い
よ
う
に
努
め
て
い

る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
そ
の
上
で
、
も
ぐ
も
ぐ
し
て
い
ま
す
。

自
分
が
食
べ
る
、
と
い
う
欲
求
を
優
先
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
周
囲
の
食
べ
な
い
人
々
と
の
間
に
、
よ
り
断
絶
を
作
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
ぞ
れ
の
ス
ペ
ー
ス
に
干
渉
し
な
い
と
い
う
排
他
的
で
内
向
的
な
公
共
空
間
で
の
身
体
。
そ
の
内
側
に
向
か
っ
て
食
べ
物
を
取
り
込
む
作

業
は
、
食
べ
て
い
な
い
側
の
注
意
を
引
き
付
け
、
あ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
な
く
食
べ
物
と
身
体
だ
け
を
結
ぶ
閉
じ
た
関
係
に
だ
け
身
体
を

向
け
て
い
る
と
い
う
可
能
性
を
に
お
わ
せ
、
距
離
を
測
ら
せ
ま
す
。
身
体
同
士
の
相
関
関
係
を
最
も
注
視
し
、
ス
ム
ー
ズ
な
移
動
と
い
う
目

的
の
も
と
に
身
体
を
縛
り
合
う
あ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
可
能
性
ご
と
、
周
り
の
人
に
向
け
て
強
く
発
さ
れ
る
「
わ
た
し
は



公
共
空
間
で
食
べ
る
。」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
食
べ
て
い
な
い
人
々
に
向
か
っ
て
宣
言
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
食
べ
る
と
き
に
は
、

勝
手
に
こ
の
宣
言
が
周
囲
に
な
さ
れ
る
の
で
す
。

こ
の
時
に
は
少
な
く
と
も
、
食
べ
て
い
な
い
人
た
ち
か
ら
は
、
食
べ
る
こ
と
と
移
動
す
る
こ
と
の
間
で
引
き
裂
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

食
べ
な
が
ら
歩
く
と
い
う
一
つ
の
行
為
を
す
る
身
体
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
を
受
け
取
っ
て
移
動
と
食
べ
る
こ
と
の
二
つ
へ
居

心
地
悪
く
引
き
裂
か
れ
る
身
体
を
少
し
だ
け
統
合
す
る
事
も
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

 

で
は
移
動
し
な
が
ら
食
べ
る
と
い
う
行
為
が
一
つ
の
行
為
と
し
て
一
つ
の
身
体
に
割
り
当
て
ら
れ
た
と
き
に
、
移
動
す
る
身
体
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
か
ら
半
分
外
れ
た
と
き
に
、
宣
言
が
な
さ
れ
た
と
き
に
、
な
に
か
し
ら
リ
ス
ク
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
の
公
共
空
間
の
あ
り
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
消
極
的
に
自
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
閉
じ
て
い
て
、
身
体
同
士
の
距
離
を

測
っ
た
上
で
の
行
為
で
な
け
れ
ば
、
異
常
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
食
べ
る
こ
と
は
大
声
を
出
す
の
で
も
な
け
れ
ば
、
荷
物
を
鞄
か
ら
出
す
よ
う
な
普
通
の
行
為
の
範
疇
を
超
え
る
も
の
で
も
な
く
、
ま

し
て
や
咀
嚼
は
体
内
と
い
う
極
私
的
な
空
間
で
行
わ
れ
る
た
め
、
あ
の
最
小
限
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
ス
ペ
ー
ス
を
は
み
出
し
た
異
常
な
行
為
と
み

な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
匂
い
が
あ
る
に
し
て
も
食
べ
物
か
ら
発
さ
れ
る
も
の
な
ら
ば
、
よ
ほ
ど
強
い
匂
い
で
な
け
れ
ば
問
題
に

は
な
り
え
ま
せ
ん
。
公
共
空
間
で
持
ち
歩
き
な
が
ら
食
べ
ら
れ
る
も
の
な
ら
ば
、
多
く
の
人
は
そ
の
匂
い
に
な
じ
み
が
あ
り
驚
き
も
な
い
で

し
ょ
う
。
し
か
し
や
は
り
そ
れ
な
り
に
目
立
ち
ま
す
。「
私
は
食
べ
て
い
る
」
と
周
囲
に
宣
言
で
き
る
レ
ベ
ル
に
は
目
を
引
い
て
い
ま
す
。

公
共
空
間
に
お
け
る
一
方
的
な
宣
言
。
そ
れ
ぞ
れ
が
移
動
と
い
う
目
的
の
み
に
忖
度
し
あ
い
、
見
え
な
い
規
範
で
身
体
を
縛
り
あ
う
公
共
空

間
に
お
い
て
、
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
行
為
の
宣
言
。

 

お
互
い
の
身
体
を
意
識
し
合
う
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
だ
け
で
相
互
に
通
信
を
お
こ
な
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
発
信
は
普
段
か
ら
な
さ
れ
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
宣
言
も
周
り
に
伝
達
さ
れ
る
以
上
、
発
信
で
あ
る
の
に
目
立
つ
わ
け
は
、
食
べ
る
と
い
う
行
為
は
通
常
そ
の



通
信
回
路
を
通
っ
て
く
る
も
の
と
は
違
う
か
ら
で
し
ょ
う
。
か
と
い
っ
て
上
に
書
い
た
よ
う
に
、
大
声
を
出
し
た
り
突
然
寝
転
ん
だ
り
す
る

よ
う
な
、
異
常
と
受
け
取
ら
れ
る
行
為
で
は
な
い
の
で
す
。
他
の
人
と
異
な
る
、
そ
れ
で
い
て
害
の
な
い
行
為
。
な
に
か
特
別
な
も
の
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
当
た
っ
て
い
る
搬
出
後
の
展
示
室
の
壁
く
ら
い
の
目
立
ち
方
。

 

公
共
空
間
で
、
自
身
の
内
側
に
向
け
た
身
体
の
使
い
方
を
し
な
が
ら
、
同
時
に
外
に
向
け
て
発
信
す
る
。
周
り
に
い
る
他
者
と
の
関
係
の
み

に
終
始
せ
ず
、
自
分
と
食
べ
物
と
の
関
係
を
構
築
し
身
体
を
使
う
こ
と
で
、
自
分
を
含
む
そ
こ
に
居
合
わ
せ
た
人
々
を
縛
っ
て
い
る
見
え
な

い
規
範
を
半
分
キ
ャ
ン
セ
ル
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
キ
ャ
ン
セ
ル
が
、
歩
き
な
が
ら
食
べ
る
こ
と
の
居
心
地
の
良
さ
で
す
。

 

通
り
過
ぎ
て
い
く
だ
け
の
他
者
と
忖
度
し
あ
う
関
係
か
ら
、
こ
れ
か
ら
ま
さ
に
自
分
の
体
内
に
入
る
他
者
で
あ
る
食
べ
物
と
の
関
係
に
身
体

を
向
け
る
事
で
、
私
の
身
体
は
半
分
私
の
た
め
だ
け
の
も
の
と
し
て
、
だ
れ
の
場
所
で
も
な
い
公
共
空
間
の
た
だ
中
に
、
引
き
裂
か
れ
つ
つ

も
私
の
身
体
が
あ
る
分
の
場
所
を
占
拠
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

そ
れ
も
移
動
し
な
が
ら
で
す
か
ら
、
暫
時
的
な
占
拠
で
す
。
退
去
を
迫
ら
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、
占
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
面

倒
ご
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

食
べ
終
わ
っ
て
し
ま
え
ば
ま
た
、
身
体
同
士
の
相
関
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
食
べ
終

わ
っ
た
後
で
は
腹
の
中
に
食
べ
物
が
収
ま
っ
て
い
る
内
的
感
覚
が
あ
り
ま
す
。
私
だ
け
に
わ
か
る
占
拠
の
可
能
さ
の
実
感
と
、
腹
が
満
た
さ

れ
た
満
足
を
感
じ
な
が
ら
歩
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
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友
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９
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９
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築
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理
論
と
経
験
の
諸
層
と
錯
綜
の
密
林
へ　
　
　
　

藤
井
雅
実

０　
　

大
理
論
の
蒸
発
と
新
た
な
情
報
工
学
・
科
学
神
話

　

先
端
ア
ー
ト
シ
ー
ン
か
ら
批
評
が
消
え
た
…
と
い
っ
た
話
は
、
ア
ー
ト
シ
ー
ン
を
リ
ー
ド
し
た
先
進
諸
国
で
は
、
も
う
ず
い
ぶ
ん
前
か
ら

言
わ
れ
て
い
ま
し
た
ね
。
と
は
言
え
む
ろ
ん
、
個
々
の
作
品
や
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
へ
の
批
評
や
解
説
な
ど
は
、
展
覧
会
や
イ
ヴ
ェ
ン
ト
や
雑
誌
、

ネ
ッ
ト
、学
校
な
ど
で
様
々
に
付
け
ら
れ
る
し
、ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
の
住
人
や
愛
好
家
た
ち
の
間
で
は
、日
常
的
に
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
ネ
ッ

ト
が
世
界
を
覆
い
、
人
々
が
日
々
、
小
さ
な
板
を
見
つ
め
・
そ
こ
に
繋
が
れ
て
い
る
今
日
、
ア
ー
ト
を
語
る
言
葉
も
人
類
史
上
、
も
っ
と
も

増
大
し
て
い
る
、
よ
う
に
も
思
え
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
語
り
や
判
断
が
準
拠
す
る
よ
う
な
大
き
な
思
潮
や
理
念
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
潮
が
先
端
文
化
シ
ー
ン
を
導
い
た

１
９
８
０
年
代
あ
た
り
を
最
後
に
出
て
い
な
い
。
関
係
性
の
美
学
や
リ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ー
ト
な
ど
、
特
定
の
批
評
家
を
中
心
に
提
起
さ

れ
た
指
針
や
、
そ
れ
を
参
照
し
た
ロ
ー
カ
ル
な
テ
ー
マ
と
は
な
っ
て
も
、
か
つ
て
の
よ
う
な
大
き
な
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
に
は
至
ら
な
い
。
そ
し

て
、
今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
ポ
ス
ト
構
造
主
義
も
乗
り
超
え
の
対
象
と
し
て
、
現
代
思
想
の
脈
絡
で
広
ま
っ
た
思
弁
的
唯
物
論
や
新
実
在
論

な
ど
も
、
ア
ー
ト
シ
ー
ン
に
も
あ
る
程
度
の
影
響
を
与
え
た
と
は
い
え
、
か
つ
て
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
潮
の
よ
う
な
時
代
の
基
盤
と
の
強
い

往
還
や
影
響
は
広
げ
て
い
な
い
…
。

　

他
方
、
全
世
紀
後
半
以
降
の
、
情
報
科
学
・
情
報
工
学
の
展
開
と
共
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
やA

I

（
人
工
知
能
）
開
発
と
実
用
化
が
急
速



に
進
む
と
共
に
、
そ
こ
に
関
わ
る
研
究
や
理
論
が
、
様
々
な
Ａ
Ｉ
構
想
や
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
問
題
な
ど
華
や
か
な
幻
想
的
指
標
も
日
常
的

レ
ベ
ル
ま
で
広
が
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
か
つ
て
の
人
文
系
理
論
に
代
わ
っ
て
文
化
諸
ジ
ャ
ン
ル
に
も
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
も
な
っ

た
よ
う
な
気
配
も
あ
る
。

　

と
は
い
え
そ
の
理
系
の
理
論
や
物
語
の
広
が
り
は
他
方
で
、
人
文
系
の
諸
学
が
、
科
学
の
基
礎
付
け
か
ら
倫
理
の
根
拠
探
求
、
美
的
経
験

や
前
衛
芸
術
の
探
求
な
ど
へ
の
反
省
的
考
察
を
介
し
た
認
識
論
や
論
理
学
、
倫
理
学
や
美
学
、
言
語
哲
学
な
ど
の
緻
密
な
成
果
を
あ
ま
り
省

み
る
こ
と
な
く
、
た
と
え
ば
人
間
の
経
験
を
脳
神
経
過
程
で
解
明
尽
く
せ
る
よ
う
な
素
朴
な
科
学
還
元
主
義
に
陥
い
り
か
ね
な
い
危
う
さ
も

時
に
見
ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
そ
も
そ
も
、
自
然
科
学
や
人
文
社
会
科
学
、
そ
し
て
理
論
や
批
評
は
、
日
常
や
芸
術
の
経
験
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
？　

そ
し
て
、
脳
神
経
科
学
や
Ａ
Ｉ
工
学
、
情
報
科
学
な
ど
物
質
過
程
に
関
わ
る
専
門
知
と
、
政
治
学
や
経
済
学
、
社
会
学
と
い
っ
た
社
会
科
学
、

哲
学
や
美
学
や
歴
史
学
、
人
類
学
、
芸
術
学
な
ど
の
人
文
科
学
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
？　

昨
今
し
ば
し
ば
話
題
に
な
る
理
系

文
系
の
優
劣
な
ど
、
知
的
な
意
味
の
あ
る
議
論
な
の
か
？

　

こ
う
し
た
問
題
は
、
人
文
系
の
代
表
で
あ
る
ア
ー
ト
シ
ー
ン
に
も
密
接
に
関
わ
る
問
題
だ
し
、
冒
頭
で
記
し
た
ア
ー
ト
シ
ー
ン
に
お
け
る

批
評
や
理
論
の
問
題
の
基
盤
に
も
あ
る
問
題
で
し
ょ
う
。

　

日
常
的
な
問
題
に
あ
る
穴
か
ら
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

１　
　

地
動
説
と
天
動
説　

天
動
説
な
ど
過
去
の
神
話
？

　

あ
な
た
は
、
天
動
説
と
地
動
説
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
か
？　

も
ち
ろ
ん
大
多
数
の
人
は
、
な
ん
で
今
さ
ら
そ
ん
な
こ
と

訊
く
？
地
動
説
に
決
ま
っ
て
る
だ
ろ
…
と
思
う
で
し
ょ
う
。

　

で
は
、
そ
の
信
念
を
支
え
る
根
拠
は
、
ど
う
い
う
も
の
か
説
明
し
て
く
れ
る
？
と
訊
か
れ
た
ら
？



　

あ
る
い
は
、
地
動
説
を
信
じ
て
い
る
と
し
て
、
じ
ゃ
あ
こ
の
地
球
が
す
ご
い
ス
ピ
ー
ド
で
、
太
陽
の
周
り
を
回
り
自
転
し
、
太
陽
系
ご
と

銀
河
の
渦
の
一
部
と
な
っ
て
動
い
て
い
る
こ
と
を
、
実
感
し
た
こ
と
あ
る
？
と
訊
か
れ
た
ら
ど
う
す
る
？　

　

地
動
説
を
信
じ
て
い
た
っ
て
、
太
陽
は
昇
っ
て
沈
み
、
月
や
星
も
上
空
を
巡
っ
て
地
平
線
に
沈
む
。
日
々
の
経
験
で
は
、
地
動
説
の
い
う

よ
う
に
地
球
が
太
陽
を
巡
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
実
感
は
で
き
る
わ
け
も
な
く
、
天
が
動
き
巡
る
…
そ
の
意
味
で
、
天
動
説
と
い
う
か
天
道
感

的
な
宇
宙
像
こ
そ
日
常
的
現
実
で
し
ょ
う
。

　
「
そ
の
日
常
的
な
現
実
感
は
錯
覚
で
、“

実
は”

地
球
が
動
い
て
い
る
の
だ
」
と
言
っ
た
っ
て
、
地
動
説
を
自
ら
確
認
す
る
な
ん
て
、
天

文
学
者
や
よ
ほ
ど
の
天
文
マ
ニ
ア
で
も
な
い
大
多
数
の
人
に
と
っ
て
は
で
き
る
わ
け
も
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
専
門
家
だ
っ
て
、
地
動
説

の
言
う
地
球
が
動
い
て
い
る
こ
と
を
、
普
段
の
生
活
の
中
で
経
験
で
き
る
わ
け
は
な
い
。

　

と
い
う
わ
け
で
、
地
動
説
を
信
じ
て
い
る
と
言
っ
た
っ
て
、
大
多
数
の
人
は
、
学
校
で
習
っ
た
か
ら
…
テ
レ
ビ
や
本
で
言
っ
て
い
た
か
ら

…
学
者
が
そ
う
言
っ
て
い
る
か
ら
…
常
識
だ
か
ら
…
な
ど
と
、
答
え
る
の
が
せ
い
ぜ
い
で
し
ょ
う
。

　

学
校
、
メ
デ
ィ
ア
、
学
者
、
常
識
…
そ
う
し
た
「
権
威
」
が
語
る
言
葉
だ
か
ら
、
そ
う
信
じ
て
い
る
。
育
つ
過
程
の
ど
こ
か
で
い
つ
の
間

に
か
、
そ
う
し
た
権
威
と
い
う
教
師
か
ら
学
習
し
た
だ
け
。
自
分
で
確
認
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
で
、
天
動
説
と
応
え
る
人
は
現
代
で
は
ほ

と
ん
ど
い
な
い
。
今
ど
き
、
天
動
説
を
信
じ
て
い
る
な
ど
と
い
う
人
は
、
特
殊
な
宗
教
的
信
仰
を
持
っ
て
い
る
人
か
、
あ
る
い
は
単
に
無
知

か
、
そ
う
と
う
に
変
な
人
と
思
わ
れ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
…
か
の
よ
う
。
と
は
い
え
、
学
的
な
観
点
か
ら
は
、
地
動
説
の
正
し
さ
も
確
か
だ

（
少
な
く
と
も
現
代
の
自
然
科
学
的
な
観
点
で
は
…
）。

　

と
い
う
わ
け
で
、
日
常
的
現
実
と
し
て
の
〈
天
道
感
〉
と
、
今
日
の
科
学
的
常
識
と
し
て
の
「
地
動
説
」
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ど
ち

ら
も“

正
し
い”

。
で
は
、
両
者
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
？



２　
　

心
や
意
識
は
脳
神
経
過
程
が
創
る
幻
想
？

　

似
た
問
題
は
、
他
に
も
様
々
あ
り
ま
す
。

　

た
と
え
ば
こ
こ
数
年
、
専
門
家
だ
け
で
な
く
日
々
の
ニ
ュ
ー
ス
で
も
毎
日
の
よ
う
に
出
て
く
る
Ａ
Ｉ
や
、
そ
れ
に
絡
ん
で
脳
神
経
科
学
や

認
知
科
学
の
話
も
、
ア
ー
ト
を
含
む
文
化
的
な
話
題
に
も
進
出
し
て
き
て
い
る
。
そ
こ
に
、
か
つ
て
は
哲
学
系
を
中
心
に
探
求
さ
れ
た
心
と

脳
の
関
係
の
問
題
（
心
脳
問
題
）
も
、
理
系
ベ
ー
ス
の
新
た
な
形
で
議
論
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
先
の
天
動
説
と
地
動
説
問
題
と
似
た
問
題
が

生
じ
て
い
る
。

　

今
の
脳
神
経
科
学
な
ど
の
ベ
ー
ス
で
は
、
ふ
だ
ん
心
や
意
識
と
呼
ば
れ
る
モ
ノ
は
、
脳
や
神
経
組
織
の
活
動
の
結
果
で
あ
り
、
人
間
の
心

に
関
わ
る
問
題
は
、
脳
神
経
系
の
物
質
的
過
程
に
還
元
で
き
る
、
と
い
っ
た
物
理
的
還
元
主
義
を
表
明
す
る
専
門
家
も
い
る
（
と
は
言
え
こ

れ
は
、
理
系
の
専
門
家
で
も
一
部
だ
し
、
ま
た
哲
学
な
ど
人
文
系
の
専
門
家
で
も
そ
う
し
た
立
場
を
主
張
す
る
人
も
い
ま
す
）。

　

科
学
や
哲
学
の
専
門
的
な
細
か
な
議
論
は
と
も
あ
れ
、
基
本
的
な
ポ
イ
ン
ト
だ
け
確
認
す
れ
ば
、
細
か
な
解
釈
の
相
違
や
対
立
は
と
も
か

く
、
今
の
フ
ツ
ウ
の
人
で
、
心
や
意
識
や
魂
と
か
が
、
脳
神
経
系
な
ど
の
物
質
的
基
盤
と
は
別
次
元
に
独
立
し
て
存
在
す
る
、
な
ど
と
考
え

る
人
は
少
な
い
で
し
ょ
う
。
心
や
意
識
の
内
実
を
ど
う
捉
え
る
か
は
、
理
系
哲
学
系
を
通
し
て
今
な
お
百
家
争
鳴
だ
し
、
こ
こ
で
も
そ
の
密

林
に
は
入
り
込
み
ま
せ
ん
が
、
た
だ
、
次
の
こ
と
く
ら
い
は
言
え
る
。

　

日
常
、
私
た
ち
は
、
心
や
意
識
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
有
意
味
な
会
話
を
で
き
る
し
、
そ
の
意
味
で
、
そ
の
言
葉
が
指
す
〈
現
実
〉
は
実

在
す
る
、
と
言
え
る
。
Ａ
さ
ん
が
事
故
で
意
識
を
失
っ
た
、
夢
を
見
て
い
る
時
に
は
意
識
が
な
い
、
あ
の
子
は
意
識
的
に
あ
ん
な
こ
と
し
た

わ
け
じ
ゃ
な
い
、
イ
チ
ロ
ー
は
意
識
せ
ず
に
バ
ッ
ト
を
合
わ
せ
る
、
と
か
、
彼
女
の
心
は
読
み
き
れ
な
い
、
心
の
奥
が
傷
つ
け
ら
れ
た
、
心

か
ら
嬉
し
い
、
な
ど
と
い
う
発
話
は
、
十
分
に
有
意
味
だ
。

 

こ
の
、
日
常
的
な
経
験
に
お
け
る
心
や
意
識
、
自
由
意
志
、
そ
れ
を
持
つ
自
由
な
主
体
と
し
て
の
私
、
そ
ん
な
も
の
は
、
科
学
的
に
見
れ
ば
、

脳
神
経
過
程
が
生
む
幻
想
だ
…
…
と
言
う
者
も
い
る
。
主
体
の
意
識
や
自
律
的
な
主
体
な
ど
は
実
在
し
な
い
…
な
ど
な
ど
。



　

し
か
し
こ
こ
で
も
、
先
の
地
動
説
同
様
、
そ
の
脳
神
経
過
程
の
状
態
自
体
を
〈
実
感
〉
す
る
者
な
ど
い
な
い
。
専
門
家
た
ち
も
、
様
々
な

観
察
器
具
を
使
い
、
そ
こ
で
観
察
さ
れ
た
デ
ー
タ
群
を
前
も
っ
て
用
意
し
た
学
的
フ
レ
ー
ム
で
処
理
・
解
釈
す
る
こ
と
で
、
や
っ
と
確
認
す

る
。
む
ろ
ん
、
そ
の
営
み
は
、
無
為
な
戯
れ
事
な
ど
で
は
な
く
、
医
療
へ
の
応
用
を
含
め
、
現
実
的
に
と
て
も
有
意
義
な
営
み
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私
た
ち
が
普
段
、
意
識
や
心
と
い
う
言
葉
で
表
す
何
か
が
、
そ
う
し
た
脳
神
経
過
程
に
無
知
ゆ
え

の
幻
想
だ
、
と
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
科
学
的
判
断
な
ど
で
は
な
い
。
当
の
研
究
実
務
の
過
程
と
は
別
の
次
元
で
解
釈
さ
れ
た
物
語
。

　

こ
こ
に
は
、
地
動
説
が
科
学
的
に
示
さ
れ
る
真
実
だ
と
納
得
し
て
も
、
太
陽
は
朝
に
昇
り
夕
に
沈
み
、
月
や
星
が
天
を
巡
る
こ
と
が
幻
想

で
は
な
い
と
い
う
、
天
道
説
／
地
動
説
関
係
と
相
同
の
関
係
が
あ
る
。

３　
　

主
体
や
意
識
は
社
会
的
に
構
築
さ
れ
た
幻
想
？

　

あ
る
い
は
、
こ
の
話
に
似
た
物
語
を
、
理
系
か
ら
で
は
な
く
人
文
学
系
の
先
端
思
想
で
も
観
察
で
き
る
。

　

も
う
一
昔
前
、
構
造
主
義
か
ら
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
想
が
、
先
進
諸
国
の
先
端
文
化
の
舞
台
で
、
絢
爛
に
花
開
い
て
い
た
２
０
世
紀
後
半
、

「
人
間
は
砂
浜
に
描
い
た
顔
の
よ
う
に
消
え
て
い
く
だ
ろ
う
」
と
構
造
主
義
四
天
王
の
一
人
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
書
い
た
。
今
の
脳
神

経
科
学
や
Ａ
Ｉ
工
学
で
、
人
間
の
意
識
や
自
由
意
志
な
ど
は
脳
神
経
過
程
が
泡
立
て
る
幻
想
だ
と
い
う
よ
う
に
…
そ
れ
と
は
別
の
レ
イ
ヤ
ー

で
…
…
構
造
主
義
以
降
の
人
文
社
会
学
的
な
ベ
ー
ス
で
は
、
自
律
し
た
主
体
な
ど
、
西
洋
近
代
と
い
う
特
殊
な
社
会
の
社
会
関
係
が
創
作
し

た
幻
想
だ
、
と
い
っ
た
認
識
が
広
ま
っ
た
。

　

同
様
に
、
人
間
と
い
う
概
念
に
付
随
し
た
自
由
・
平
等
・
友
愛
の
理
念
や
芸
術
の
創
造
主
体
な
ど
と
い
う
近
代
西
洋
文
化
圏
を
支
え
た
概

念
や
理
念
な
ど
も
、
特
殊
西
洋
文
化
圏
と
い
う
社
会
の
構
築
物
、
と
し
て
相
対
化
さ
れ
た
。

　

た
し
か
に
実
際
、
そ
ん
な
自
由
な
主
体
や
創
造
性
の
源
泉
と
し
て
の
人
間
な
ど
と
い
う
観
念
を
持
た
な
い
文
化
は
、
無
数
に
あ
る
。
そ
し

て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
後
、
現
代
ま
で
日
常
の
常
識
と
し
て
広
ま
っ
て
い
る
近
代
西
洋
起
源
の
様
々
な
観
念
や
理
念
の
多
く
が
、
他
の
文
化
圏



で
は
見
ら
れ
な
い
特
殊
西
洋
文
化
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
構
造
人
類
学
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
な
ど
待
た
ず
と
も
認
め
ら
れ
る
こ
と

で
し
ょ
う
。

　

こ
う
し
て
、
文
化
や
社
会
を
、
そ
れ
を
育
む
「
社
会
構
造
」
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
返
す
構
造
主
義
、
そ
し
て
そ
の
構
造
の
生
成
過
程
や

不
確
定
性
や
亀
裂
な
ど
動
的
・
生
成
的
過
程
へ
の
探
求
を
深
め
た
ポ
ス
ト
構
造
主
義
な
ど
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
系
と
さ
れ
る
思
潮
の
展
開
は
、

今
で
は
「
社
会
構
築
主
義
」
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
こ
の
、
人
間
や
自
律
し
た
主
体
や
社
会
・
文
化
的
な
意
味
や
価
値
や
出
来
事
が
、
社
会
的

に
構
築
さ
れ
た
も
の
で
、
社
会
や
文
化
に
相
対
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
強
く
示
し
た
。
近
代
芸
術
を
導
い
た
近
代
芸
術
・
美
学
の
理
念

な
ど
も
、
古
典
美
学
の
美
的
主
体
か
ら
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
前
衛
や
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
な
ど
の
指
針
も
、
特
殊
西
洋
近
代
的
な
も
の
に
す

ぎ
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。

　

し
か
し
こ
の
、
人
文
社
会
学
系
の
社
会
構
築
主
義
に
関
し
て
も
、
先
の
地
動
説
や
脳
神
経
科
学
と
同
様
、
そ
う
し
た
学
的
観
点
が
、
こ
の

私
の
主
体
性
や
美
的
経
験
や
芸
術
経
験
が
、
社
会
的
に
構
築
さ
れ
た
も
の
だ
と
示
す
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
の
私
が
今
、
他
の

語
で
な
く
こ
の
語
を
選
び
、
こ
の
文
を
書
い
て
は
修
正
し
て
い
る
こ
の
〈
選
択
の
自
由
感
〉
は
生
々
し
い
リ
ア
ル
な
経
験
だ
。
他
方
、
こ

の
自
由
な
意
識
が
、
実
は
こ
の
私
が
育
つ
過
程
で
、
親
や
教
師
や
友
人
ら
か
ら
教
え
ら
れ
、
本
や
他
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
育
ま
れ
た
結
果

だ
…
そ
の
意
味
で
社
会
的
に
条
件
付
け
ら
れ
た
も
の
だ
…
と
し
て
も
、
そ
の
社
会
的
に
構
築
さ
れ
た
私
の
感
覚
や
認
知
の
構
造
と
機
能
自
体

を
、
今
こ
こ
で
〈
実
感
〉
し
た
り
す
る
わ
け
は
な
い
。

　

こ
こ
で
先
に
挙
げ
た
昨
今
の
脳
神
経
科
学
や
情
報
工
学
や
Ａ
Ｉ
研
究
に
お
け
る
意
識
や
自
律
主
体
と
い
う
観
念
の
相
対
化
と
、
哲
学
や
人

文
社
会
科
学
の
文
化
・
社
会
構
造
論
で
の
主
体
の
解
体
～
脱
構
築
は
、
共
に
、
私
の
経
験
的
な
現
実
感
を
、
あ
る
種
の
錯
覚
や
幻
想
と
す
る

論
点
で
は
通
じ
る
。
心
や
意
識
や
意
志
の
自
由
な
ど
を
、
一
方
は
、
脳
神
経
過
程
や
認
知
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
機
構
と
機
能
と
し
て
、
他
方
は
、

社
会
的
な
関
係
の
構
造
と
機
能
と
し
て
、
捉
え
る
。
そ
し
て
、
ど
ち
ら
の
観
点
に
お
い
て
も
、
こ
の
私
の
〈
こ
の
経
験
〉
は
、
そ
う
し
た
構



造
と
機
能
の
出
力
だ
と
す
る
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
、
こ
の
私
や
自
律
主
体
の
実
感
を
、
そ
の
構
造
や
機
能
が
生
む
幻
想
や
錯
覚
だ
、
と
言
う

者
も
、
一
分
に
い
る
。
地
動
説
を
真
実
と
す
る
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
天
動
説
を
信
じ
る
こ
と
な
ど
幻
想
や
幼
稚
な
錯
誤
だ
と
言
う
よ
う
に
。

４　
　

新
し
い
実
在
論
と
主
観
相
関
的
な
世
界

　

さ
ら
に
加
え
て
、
こ
こ
十
年
ほ
ど
西
欧
か
ら
日
本
の
現
代
思
想
系
の
脈
絡
で
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
系
思
潮
以
来
の
久
々
の
ブ
ー
ム
と
な
っ
て

い
た
思
弁
的
唯
物
論
や
新
実
在
論
な
ど
と
呼
ば
れ
る
思
潮
で
は
ど
う
か
？

　

こ
の
新
し
い
実
在
論
・
唯
物
論
の
系
列
も
論
者
ご
と
に
、
観
点
に
も
論
点
に
も
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
け
れ
ど
、
そ
の
あ
た
り
は
日
本
で

も
こ
こ
５
～
６
年
、
か
な
り
細
か
い
紹
介
や
翻
訳
も
進
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
、
基
本
的
な
大
枠
だ
け
見
て
み
ま
す
。

　

こ
の
思
潮
で
は
、
近
代
哲
学
か
ら
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
系
の
思
潮
ま
で
、
そ
の
多
く
が
、
世
界
を
、
人
間
的
主
観
に
相
関
的
な
限
り
で
捉
え
て

い
る
相
関
主
義
、
と
い
う
限
界
が
あ
る
、
と
批
判
さ
れ
ま
す
。

　

近
代
哲
学
の
源
泉
カ
ン
ト
の
哲
学
で
は
、
世
界
は
、
人
間
の
感
性
や
知
性
の
枠
組
み
に
捉
え
ら
れ
た
限
り
で
現
れ
る
。
こ
の
感
性
や
知
性

の
枠
組
み
を
超
え
て
、
そ
れ
自
体
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
さ
れ
た
。

　

こ
の
枠
組
は
、
単
に
哲
学
だ
け
で
な
く
、
実
は
近
代
の
自
然
科
学
か
ら
人
文
社
会
科
学
、
そ
し
て
日
常
常
識
の
一
面
ま
で
、
広
く
通
じ
る

世
界
把
握
の
基
本
式
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
カ
ン
ト
哲
学
の
様
々
な
論
点
に
あ
っ
た
問
題
点
を
批
判
的
に
捉
え
返
し
展
開
さ

れ
た
近
代
か
ら
現
代
の
哲
学
で
も
、
こ
の
基
本
的
な
観
点
、
世
界
を
人
間
の
主
観
的
な
制
約
＝
世
界
の
捉
え
方
の
枠
組
み
・
基
本
式
を
超
え

て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
観
点
は
、
共
有
さ
れ
た
…
…
と
、
現
代
の
実
在
論
・
唯
物
論
は
主
張
す
る
。

　

そ
う
し
て
、
そ
の
観
点
を
超
え
て
、
世
界
の
実
在
そ
の
も
の
を
問
う
途
を
探
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

　

こ
の
、
新
し
い
実
在
論
系
の
議
論
は
、
重
要
な
課
題
を
示
唆
し
て
い
る
、
た
だ
し
彼
ら
自
身
の
主
張
と
は
少
し
ズ
レ
る
点
で
…
…
と
見
な

せ
る
し
、
他
方
、
そ
の
基
本
的
な
観
点
と
論
法
に
は
論
理
的
な
難
点
が
様
々
に
指
摘
も
で
き
る
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
そ
こ
に
は
立
ち
入
り



ま
せ
ん
。

　

こ
こ
で
は
、
次
の
点
に
つ
い
て
だ
け
、
問
い
を
立
て
ま
す
。

　

こ
の
実
在
論
的
な
世
界
把
握
が
、
仮
に
う
ま
く
行
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
観
の
観
点
や
立
場
に

お
い
て
現
れ
る
世
界
の
情
景
や
認
知
は
、
そ
の
端
的
な
実
在
と
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
の
か
？　

実
在
論
系
が
捉
え
る

…
…
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
が
捉
え
語
る
（
メ
イ
ヤ
ス
ー
や
ハ
ー
マ
ン
や
ガ
ブ
リ
エ
ル
ら
の
思
考
に“

相
関
し
て”

語
ら
れ
る
）
世
界
と
、
彼
ら

が
批
判
す
る
主
観
相
関
的
な
世
界
の
現
わ
れ
と
は
、ど
の
よ
う
な
関
係
に
〈
在
る
〉
こ
と
に
な
る
の
か
？　

主
観
相
関
的
に
現
れ
る
世
界
は
、

リ
ア
ル
な
実
在
で
は
な
く
、
単
な
る
現
象
や
想
像
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
の
か
？

５　
　

様
々
な
学
的
知
と
日
常
知
そ
し
て
芸
術
経
験
の
錯
綜
の
森
へ

　

以
上
４
種
の
大
き
く
異
な
っ
た
学
的
な
世
界
把
握
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
し
か
し
、
日
常
的
な
経
験
的
現
実
や
主
観
的
な
経
験
か
ら
距
離
を
取

る
学
説
…
と
い
う
点
に
お
い
て
、
日
常
的
な
経
験
や
主
観
的
な
世
界
経
験
を
批
判
し
た
り
相
対
化
す
る
時
、
そ
の
学
的
把
握
と
日
常
的
な
経

験
と
の
関
係
に
、
相
同
す
る
構
図
を
見
て
み
ま
し
た
。

　

そ
の
４
種
の
学
的
観
点
は
、
互
い
に
対
立
も
し
た
り
、
一
見
ま
る
で
無
関
係
だ
っ
た
り
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
ど
れ
も
が
、
こ
の
世
界
に

つ
い
て
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
的
観
点
と
専
門
的
な
論
法
や
語
法
に
よ
る
真
実
の
把
握
を
、
主
張
し
て
い
る
。
三
番
目
の
構
造
主
義
系
の
思

潮
は
、
従
来
の
真
理
観
や
真
偽
・
善
悪
・
美
醜
な
ど
の
価
値
基
準
そ
れ
自
体
の
存
立
基
盤
も
問
い
返
し
、
学
的
真
理
も
善
悪
や
正
邪
、
美
醜

な
ど
の
基
準
も
、
人
々
の
間
で
＝
間
主
観
的
に
育
ま
れ
た
構
築
体
、
ゆ
え
に
社
会
・
文
化
・
歴
史
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
を
様
々
に
解
明
し
た
。

筆
者
も
若
い
頃
か
ら
深
く
入
り
込
ん
で
、
そ
れ
を
芸
術
論
か
ら
倫
理
学
や
美
術
・
文
化
批
評
に
広
く
応
用
も
し
ま
し
た
。
と
し
て
も
、
そ
の

主
張
そ
れ
自
体
の
、
あ
る
種
の“

妥
当
性”

や“

正
当
性”

は
、
明
示
せ
ず
と
も
暗
黙
の
う
ち
に
で
あ
れ
、“

何
か
ら
の
形”

で
前
提
し
て

い
る
。
あ
る
い
は
、
読
者
に
要
求
し
て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
当
の
議
論
そ
れ
自
体
の
主
張
の
意
味
が
消
散
し
て
し
ま
う
。
そ
の
こ
と

は
、
他
の
ど
ん
な
学
説
や
日
常
の
判
断
や
議
論
で
も
共
通
す
る
し
、
せ
ざ
る
を
得
な
い
。



　

と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
把
握
は
、
互
い
に
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
？

　

天
文
学
的
な
知
を
含
む
物
理
的
な
知
、
脳
神
経
科
学
な
ど
の
知
、
Ａ
Ｉ
や
情
報
科
学
の
知
、
近
代
哲
学
や
そ
れ
を
基
盤
と
し
た
近
代
人
文

社
会
科
学
の
知
、
そ
れ
を
相
対
化
し
た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
系
の
知
、
そ
れ
ら
も
批
判
す
る
新
た
な
実
在
論
系
の
知
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た
学
説

か
ら
素
朴
な
信
念
と
し
て
批
判
や
相
対
化
さ
れ
る
日
常
的
な
知
…
…
。　

そ
の
関
係
は
、
む
ろ
ん
一
筋
縄
で
行
か
な
な
い
、
様
々
に
複
雑
な

相
互
関
係
を
、
暗
黙
の
内
に
構
成
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
関
係
な
の
か
？　

そ
し
て
、そ
う
し
た
学
的
知
や
日
常
知
と
芸
術
的
経
験
と
は
、ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
っ

て
い
る
の
か
？　

こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
そ
う
し
た
課
題
の
舞
台
を
提
示
し
た
と
こ
ろ
で
、
い
っ
た
ん
幕
を
下
ろ
し
、
皆
さ
ん
の
思
考
の
種
と

し
て
撒
い
て
終
わ
り
に
し
ま
す
。
次
は
、
こ
の
怪
奇
な
密
林
探
査
を
、
皆
さ
ん
と
共
に
入
り
込
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

藤
井
雅
実　

芸
術
哲
学
研
究
者
、
芸
術
・
文
化
評
論　

元
・
画
廊
パ
レ
ル
ゴ
ン
主
宰

著
訳
書
：

『
現
代
美
術
の
最
前
線
』（
編
著
、
画
廊
パ
レ
ル
ゴ
ン　

1984

年
）　

PD
F

版
→https://drive.google.com

/file/d/0B-U
YdPYM

hKKFN
0ZjQ

XhydzZM
bkU

/view
　

『
人
は
な
ぜ
ゲ
ー
ム
す
る
の
か
－
電
脳
空
間
の
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』（
澤
野
正
樹
と
共
編
、
洋
泉
社
）

「〈
外
〉
へ
の
共
振
－
哲
学
と
芸
術
の
限
界
と
そ
の
〈
外
〉」（『Search&D

estroy

』
１
、
東
京
造
形
大
学
）

http://cs-lab.zokei.ac.jp/labtu/%
E9%

9B%
BB%

E5%
AD

%
90%

E6%
9B%

B8%
E7%

B1%
8D

search-destroy/　

監
修
・
翻
訳
：
Ｒ
Ｍ
Ｎ
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
ト
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
『
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
』『
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
』『
ド
ラ
ク
ロ
ワ
』『
セ
ザ
ン
ヌ
』
他
（
フ
ジ
テ
レ
ビ
・N

EC

イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ
ナ
ル
）

翻
訳
：R

・
ニ
ー
ド
『
ヌ
ー
ド
の
反
美
学
』（
藤
井
麻
利
と
の
共
訳
、
青
弓
社
）

　
　
　

R

・
カ
ミ
ン
グ
『
深
読
み
ア
ー
ト
美
術
館
』（
監
修
小
林
頼
子
、
他
と
の
共
訳
、
六
耀
社
）
他



【
編
集
後
記
】

Search&
Destroy

の
第
２
号
が
出
ま
し
た
。
今
回
は
２
０
１
９
年
春
号
と
も
称
し
ま
す
。
も
と
も
と
不
定
期
刊
行
な
の
で
す
が
、
も
う
少

し
実
質
の
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
追
求
し
て
、
今
後
は
年
に
二
回
ほ
ど
の
割
合
で
発
行
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

執
筆
は
東
京
造
形
大
学
の
Ｃ
Ｓ
Ｌ
Ａ
Ｂ
に
関
係
の
あ
る
方
々
に
原
稿
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

誌
面
の
内
容
に
関
し
て
、編
集
作
業
と
い
う
も
の
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
ま
せ
ん
。
従
っ
て
実
は
、内
容
は
原
稿
が
送
ら
れ
て
き
た
順
番
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
わ
り
に
は
う
ま
く
編
纂
さ
れ
て
い
ま
す
ね
？
。
前
号
で
も
最
後
の
文
章
は
藤
井
雅
実
さ
ん
の
原
稿
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま

る
で
特
集
み
た
い
で
す
。
で
も
そ
う
で
は
な
く
て
、
藤
井
さ
ん
が
毎
度
原
稿
締
め
切
り
を
大
幅
に
遅
れ
る
の
で
最
後
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で

す
。（
し
か
も
今
回
の
文
面
で
は
連
載
の
よ
う
に
し
て
結
ば
れ
て
ま
す
。）

ま
た
今
回
は
表
紙
イ
メ
ー
ジ
を
中
山
晃
子
さ
ん
に
お
願
い
し
ま
し
た
。
ア
キ
コ
フ
ァ
ン
が
世
界
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
い
る
み
た
い
な
の
で
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
ア
イ
テ
ム
に
な
ら
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
秋
号
」
も
ご
期
待
を
！

２
０
１
９
年
４
月
２
０
日
発
行

発
行
：
Ｃ
Ｓ
Ｌ
Ａ
Ｂ
（
東
京
造
形
大
学
）

編
集
責
任
者
：
沖
啓
介


