
﹃
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹄
の
物
語
構
造

︱
︱
映
画
的
要
素
、
映
画
的
手
法
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱

磯

部

恵

一
、
﹃
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹄
の
映
画
的
手
法

﹃
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹄
に
は
、
映
画
ま
た
は
映
画
的
手
法
が
積
極
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
正
木
博
士
が
著
し
た
論
文
﹁
胎
児
の
夢
﹂
で
は
、

自
ら
の
先
祖
の
記
憶
を
、
胎
児
が
母
親
の
胎
内
で
﹁
映
画
﹂
と
し
て
見
る
と
い
う
論
が
展
開
さ
れ
る
。
正
木
博
士
の
遺
言
書
で
は
、﹁
狂
人
解
放

治
療
﹂
の
実
験
を
正
木
が
撮
影
し
た
映
画
と
捉
え
、
弁
士
に
扮
し
た
正
木
が
そ
の
映
画
の
説
明
を
行
う
。
作
品
結
末
で
は
正
木
博
士
、
呉
一
郎

の
母
千
世
子
、
呉
青
秀
な
ど
亡
く
な
っ
た
人
物
の
姿
が
、﹁
私
﹂
の
目
前
に
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
す
る
。

映
画
版
﹁
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹂︵
監
督
・
松
本
俊
夫

一
九
八
八
年
。
以
下
、
映
画
版
︶
で
は
、
呉
一
郎
の
先
祖
と
さ
れ
る
呉
青
秀
の
話
が
人

形
劇
に
な
り
、
そ
れ
を
映
像
に
記
録
し
た
も
の
を
記
憶
喪
失
の
男
︵
小
説
版
で
い
う
﹁
私
﹂︶
が
見
る
場
面
や
、
脳
髄
は
人
間
の
細
胞
が
思
考
し

た
も
の
を
映
し
出
す
映
写
機
、
ス
ク
リ
ー
ン
に
過
ぎ
な
い
と
正
木
博
士
が
語
る
場
面
が
あ
る
。
映
画
版
で
も
、
映
像
、
映
写
機
、
ス
ク
リ
ー
ン

と
い
っ
た
映
画
に
関
す
る
要
素
を
取
り
入
れ
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
映
画
版
が
映
画
的
要
素
を
多
く
盛
り
込
ん
で
い
る
の
は
、
監
督
松
本
俊

夫
自
身
、
原
作
に
用
い
ら
れ
た
映
画
的
手
法
を
感
じ
と
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
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二
、
﹃
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹄
の
評
価
・
研
究
状
況

﹃
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹄
は
、
一
九
三
五
年
一
月
に
松
柏
館
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
石
川
一
郎
に
よ
る
と
、
夢
野
久
作
は
﹁
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹂

は
二
十
年
が
か
り
の
作
品
で
す
。
十
年
考
へ
、
あ
と
の
十
年
で
書
直
し
書
直
し
抜
い
て
出
来
た
も
の
で
す
﹂
と
語
り(

１
)

、﹁
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹂
は

五
回
読
ん
だ
ら
五
回
共
に
読
後
の
気
持
が
変
は
る
こ
と
を
請
け
合
ひ
ま
す
﹂
と
﹁
力
を
こ
め
て
﹂
語
っ
て
い
た(２

)

。
久
作
は
、﹃
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹄

を
出
版
し
た
翌
年
に
四
十
七
歳
で
病
死
し
て
お
り
、
本
作
品
の
執
筆
に
人
生
の
約
半
分
を
費
や
し
た
。﹃
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹄
は
久
作
の
自
信
作

で
あ
り
、
自
身
の
文
学
の
集
大
成
で
あ
っ
た
。

で
は
、
久
作
の
自
信
作
﹃
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹄
は
同
時
代
の
作
家
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

大
下
宇
陀
兒
は
﹁
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹂
の
与
ふ
る
も
の
は
、
そ
の
筋
よ
り
も
そ
の
狂
気
染
み
た
感
銘
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る(

３
)

。
ま
た
海
野

十
三
は
、﹁
夢
野
久
作
氏
の
﹁
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹂
は
、
わ
れ
わ
れ
仲
間
を
あ
っ
と
い
は
せ
、
或
る
人
は
探
偵
小
説
へ
の
冒
涜
限
り
な
し
と
も
言

ひ
、
ま
た
或
る
人
は
夢
野
さ
ん
は
す
こ
し
こ
こ
へ
来
て
い
る
の
ぢ
ゃ
な
い
か
な
ア
と
頭
を
指
し
た
人
も
あ
っ
た
﹂
と
語
っ
て
い
る(

４
)

。
限
ら
れ
た

評
言
で
は
あ
る
が
、﹃
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹄
は
狂
気
に
満
ち
た
作
品
と
評
さ
れ
、
そ
の
狂
気
ゆ
え
に
、
当
時
の
読
者
、
ひ
い
て
は
作
家
仲
間
を
も

困
惑
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
同
時
代
の
読
者
の
注
目
は
、
本
作
品
の
奇
抜
さ
に
注
が
れ
て
い
た
の
だ
。

次
に
、先
行
研
究
で
は
ど
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
て
き
た
か
を
確
認
し
て
お
く
。
日
本
三
大
奇
書
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
本
作
品
に
対
し
て
は
、

こ
れ
ま
で
多
様
な
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た
。

笠
井
潔
は
、
こ
の
物
語
を
﹁
不
意
に
目
覚
め
た
記
憶
の
な
い
﹁
わ
た
し
﹂
が
同
一
化
す
べ
き
過
去
の
自
分
を
求
め
て
彷
徨
す
る
自
己
発
見
物

語
﹂
と
し(５

)

、
森
山
公
夫
は
、﹁
夢
野
久
作
の
基
調
音
と
考
え
ら
れ
る
﹁
わ
た
し
と
は
誰
か
？
﹂
の
主
題
は
、
こ
こ
﹃
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹄
の
中
で

︵
中
略
︶
徹
底
的
に
追
求
さ
れ
て
い
る
﹂
と
指
摘
す
る(６

)

。
鶴
見
俊
輔
が
﹃
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹄
を
﹁
自
分
を
さ
が
す
探
偵
小
説
﹂
と
評
し
た
よ
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う
に(７

)

、
本
作
品
に
関
し
て
は
﹁
私
﹂
が
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
て
い
く
物
語
だ
と
す
る
先
行
研
究
が
多
い
。

﹃
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹄
の
物
語
の
円
環
性
を
指
摘
す
る
論
考
も
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
る
。
若
林
博
士
は
、
大
学
生
患
者
の
手
記
で
あ
る
作
中
の

﹁
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹂
に
つ
い
て
﹁
最
初
と
最
終
の
二
つ
の
時
計
の
音
は
、
真
実
の
と
こ
ろ
、
同
じ
時
計
の
、
同
じ
唯
一
つ
の
時
鐘
の
音
で
あ

り
得
る
﹂︵
五
五
頁
︶
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
点
を
踏
ま
え
て
中
条
省
平
は
、
物
語
は
﹁
冒
頭
は
結
末
へ
、
結
末
は
冒
頭
へ
、
永
遠
に
回
帰
し
つ

づ
け
て
、
そ
の
恐
怖
か
ら
逃
れ
る
隙
間
は
ど
こ
に
も
な
い
﹂
と
解
釈
す
る(８

)

。
勝
又
浩
は
、﹁
﹃
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹄
の
中
心
人
物
呉
一
郎
︱
彼
の

話
で
あ
り
な
が
ら
、
徹
底
的
に
彼
を
め
ぐ
る
話
で
あ
る
の
だ
が
︱
は
自
分
が
誰
で
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
︵
中
略
︶
物
語
は
と
う
と
う
呉
一
郎

の
﹁
自
我
忘
失
症
﹂
は
回
復
す
る
こ
と
な
く
、
不
気
味
な
振
出
し
、
冒
頭
と
同
じ
場
面
に
か
え
っ
て
終
わ
る
﹂
と
述
べ
る(９

)

。

中
沢
弥
は
﹁﹁
胎
児
の
夢
﹂
も
正
木
の
遺
書
も
、
一
本
の
映
画
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、﹁
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹂
の
テ
キ
ス
ト
自
体
が
幾
度
と

無
く
繰
り
返
し
上
映
さ
れ
る
映
画
そ
の
も
の
﹂
で
あ
る
と
本
作
品
を
映
画
と
い
う
観
点
か
ら
言
及
す
る(

)

。
多
様
な
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、﹁
私
﹂

10

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
と
物
語
の
円
環
性
と
を
論
じ
た
も
の
が
多
い
。
本
作
品
を
﹁
私
﹂
が
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
る
物

語
と
す
る
言
説
は
先
行
研
究
の
中
で
ほ
ぼ
定
着
し
た
感
が
あ
る
。
だ
が
、
本
作
品
を
円
環
す
る
物
語
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
、
首
肯
し
難
い
。

本
論
で
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
﹃
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹄
の
円
環
性
に
つ
い
て
、
再
検
討
す
る
。
そ
の
際
、
ま
ず
注
目
す

べ
き
は
冒
頭
で
述
べ
た
映
画
的
要
素
・
手
法
で
あ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
、
詳
細
に
論
じ
た
先
行
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
先
に

挙
げ
た
中
沢
の
論
は
、
映
像
の
反
復
性
や
再
現
性
と
い
っ
た
映
画
の
特
質
に
着
目
す
る
ゆ
え
に
、
物
語
の
円
環
性
を
強
化
す
る
結
果
に
な
っ
て

い
る
。
同
じ
映
像
を
繰
り
返
し
上
映
で
き
る
映
画
の
特
質
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
映
画
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
﹁
胎
児
の
夢
﹂
や
正
木
博
士
の

遺
言
書
に
円
環
性
を
見
出
す
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
作
品
に
お
け
る
映
画
は
、
通
常
の
映
画
と
は
大
き
く
異
な
る
。
本
作
品
の
映

画
、
映
画
的
手
法
を
分
析
し
て
い
く
こ
と
で
、
単
に
映
画
と
い
う
だ
け
で
は
、
捉
え
き
れ
な
い
も
の
が
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

た
だ
し
、
先
に
断
っ
て
お
く
が
、﹃
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹄
の
成
立
に
映
画
が
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
る
の
か
を
論
じ
る
こ
と
は
、
本
論
の
目

的
で
は
な
い
。
本
論
の
主
眼
は
あ
く
ま
で
も
、
本
作
品
に
み
ら
れ
る
映
画
、
映
画
的
手
法
を
手
掛
か
り
に
す
る
こ
と
で
、﹃
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹄
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の
物
語
構
造
を
分
析
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

﹁
胎
児
の
夢
﹂
や
遺
言
書
が
映
画
の
形
式
で
語
ら
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
受
容
す
る
︿
読
み
手
﹀
︵
観
客
︶
の
問
題
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ

る
。
作
品
の
映
画
性
、
映
画
を
受
容
す
る
︿
読
み
手
﹀︵
観
客
︶
と
い
う
視
点
か
ら
、
本
作
品
の
円
環
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
し
よ
う
。

三
、
﹁
私
﹂
の
解
釈
に
つ
い
て

ま
ず
、
本
作
品
の
概
要
を
確
認
す
る
。
作
品
冒
頭
、﹁
私
﹂
は
一
切
の
記
憶
を
喪
失
し
て
い
る
。
記
憶
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
九
州
帝
国
大
学

医
学
部
部
長
を
名
乗
る
若
林
博
士
の
実
験
を
﹁
私
﹂
は
受
け
て
い
く
。
実
験
の
過
程
で
、﹁
私
﹂
は
若
林
博
士
か
ら
渡
さ
れ
た
書
類
の
綴
じ
込
み

を
読
む
。
書
類
の
綴
じ
込
み
の
中
に
は
、
正
木
博
士
の
記
し
た
﹁
胎
児
の
夢
﹂
と
﹁
空
前
絶
後
の
遺
言
書
﹂
が
存
在
す
る
。﹁
空
前
絶
後
の
遺
言

書
﹂
は
、
書
類
の
綴
じ
込
み
の
大
部
分
を
占
め
、
映
画
的
要
素
を
多
分
に
含
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
書
類
を
読
み
終
え
る
と
、
眼
の
前
に

自
殺
し
た
と
聞
か
さ
れ
て
い
た
正
木
博
士
が
姿
を
現
す
。
若
林
博
士
に
代
わ
っ
て
、﹁
私
﹂
は
自
ら
に
ま
つ
わ
る
情
報
を
与
え
ら
れ
る
も
の
の
、

結
末
ま
で
記
憶
は
回
復
せ
ず
、﹁
私
は
誰
か
﹂
と
い
う
謎
は
残
さ
れ
た
ま
ま
と
な
る
。
精
神
病
科
の
入
院
患
者
で
あ
る
﹁
私
﹂
は
、
外
部
と
の
交

流
を
断
た
れ
、
閉
鎖
的
な
空
間
に
い
る
。
そ
の
た
め
得
ら
れ
る
情
報
は
、
必
然
的
に
正
木
博
士
や
若
林
博
士
が
与
え
る
情
報
に
限
ら
れ
て
く
る

の
だ
が
、
両
者
の
情
報
の
蓋
然
性
を
保
証
す
る
情
報
を
﹁
私
﹂
は
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。﹁
私
﹂
が
何
者
で
あ
る
か
は
、
作
品
内
の
言
説
か
ら

う
か
が
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、﹁
私
﹂
が
自
ら
を
呉
一
郎
で
は
な
く
、﹁
胎
児
の
夢
﹂
の
﹁
胎
児
﹂
で
あ
る
と
最
終
的

に
解
釈
し
て
い
る
点
に
注
意
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
次
の
引
用
は
、
物
語
の
結
末
に
お
い
て
﹁
私
﹂
が
下
し
た
判
断
を
示
す
場
面
で
あ
る
。

⋮
⋮
こ
れ
が
胎
児
の
夢
な
の
だ
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
。

⋮
⋮
と
私
は
眼
を
一
パ
イ
に
見
開
い
た
ま
ま
寝
台
の
上
に
仰
臥
し
て
考
え
た
。
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⋮
⋮
何
も
か
も
が
胎
児
の
夢
な
ん
だ
⋮
⋮
あ
の
少
女
の
叫
び
声
も
⋮
⋮
こ
の
暗
い
天
井
も
⋮
⋮
あ
の
窓
の
日
の
光
も
⋮
⋮
否
々
⋮
⋮
今
日

中
の
出
来
事
は
み
ん
な
そ
う
な
ん
だ
⋮
⋮
。

⋮
⋮
俺
は
ま
だ
母
親
の
胎
内
に
い
る
の
だ
。
こ
ん
な
恐
ろ
し
い
﹁
胎
児
の
夢
﹂
を
見
て
藻
掻
き
苦
し
ん
で
い
る
の
だ
⋮
⋮
︵
三
七
八
頁
︶

﹁
胎
児
の
夢
﹂
と
は
、
正
木
博
士
の
執
筆
し
た
卒
業
論
文
で
あ
り
、
若
林
博
士
が
﹁
私
﹂
に
見
せ
た
書
類
の
綴
じ
込
み
に
挿
入
さ
れ
て
い
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、﹁
胎
児
﹂
は
母
親
の
母
胎
に
い
る
間
、
一
本
の
映
画
を
見
て
い
る
と
い
う
。﹁
胎
児
﹂
は
、
微
生
物
や
原
始
生
物

と
い
っ
た
人
間
に
な
る
以
前
か
ら
、
自
ら
の
親
の
世
代
ま
で
の
記
憶
を
、
夢
︵
映
画
︶
と
し
て
母
親
の
胎
内
で
見
続
け
る(

)

。
11

﹁
私
﹂
が
、
実
際
に
﹁
胎
児
﹂
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
自
ら
を
﹁
呉
一
郎
﹂
で
は
な
く
、﹁
映
画
の
主
人
公
﹂
で
あ
る
﹁
胎
児
﹂
だ

と
解
釈
し
た
点
に
注
目
し
た
い
。﹁
私
﹂
が
﹁
胎
児
﹂
の
よ
う
な
存
在
だ
と
い
う
の
は
荒
唐
無
稽
な
発
想
で
は
あ
る
も
の
の
、
間
違
い
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
本
作
品
は
﹁
私
﹂
が
﹁
胎
児
の
夢
﹂
の
﹁
胎
児
﹂
で
あ
る
か
の
よ
う
な
構
造
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

四
、
﹁
胎
児
の
夢
﹂
と
い
う
映
画

次
に
、﹁
胎
児
の
夢
﹂
の
﹁
胎
児
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
を
確
認
す
る
。

﹁
胎
児
の
夢
﹂
は
、﹁
連
続
映
画
﹂︵
一
二
九
頁
︶
や
、﹁
想
像
を
超
越
し
た
怪
奇
映
画
﹂︵
一
二
九
頁
︶
と
い
う
よ
う
に
、
映
画
と
捉
え
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
﹁
胎
児
の
夢
﹂
は
、
我
々
が
鑑
賞
す
る
よ
う
な
映
画
と
は
異
な
る
。
映
画
は
通
常
、
フ
ィ
ル
ム
に
記
録
さ
れ
た
映
像
を
映
写
機

で
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
写
し
、
映
画
館
で
観
客
が
見
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
﹁
胎
児
の
夢
﹂
は
そ
う
で
は
な
い
。
﹁
自
然
淘
汰
、
生
存
競
争
か
ら

受
け
て
来
た
息
も
吐
か
れ
ぬ
災
難
、
迫
害
、
辛
苦
、
艱
難
に
関
す
る
体
験
を
、
胎
児
自
身
の
直
接
、
現
在
の
主
観
と
し
て
、
さ
な
が
ら
に
描
き

現
わ
し
て
来
る
﹂︵
一
二
九
頁
︶
も
の
で
あ
り
、
胎
児
は
映
画
を
直
接
的
に
体
験
し
て
い
る
。
観
客
が
ス
ク
リ
ー
ン
で
映
画
を
見
る
よ
う
な
間
接
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的
な
体
験
で
は
な
く
、
胎
児
は
今
ま
さ
に
身
を
以
て
体
験
し
て
い
る
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
る
。

た
だ
、﹁
胎
児
﹂
が
﹁
胎
児
自
身
の
直
接
、
現
在
の
主
観
﹂
と
し
て
夢
を
体
感
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
実
際
に
起
き
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。

﹁
胎
児
の
夢
を
支
配
す
る
も
の
は
﹁
細
胞
の
記
憶
力
﹂﹂
で
あ
り
、
そ
の
細
胞
が
記
録
し
て
い
る
﹁
先
祖
代
々
が
進
化
し
て
来
た
当
時
の
記
憶
﹂

を
﹁
次
か
ら
次
へ
と
胎
児
の
意
識
に
反
映
﹂︵
一
四
二
頁
︶
さ
せ
て
い
る
。﹁
胎
児
﹂
の
細
胞
が
、
映
画
で
い
う
フ
ィ
ル
ム
︵
記
録
装
置
︶
と
映

写
機
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
。﹁
胎
児
﹂
自
身
は
、
映
画
を
見
る
︿
観
客
﹀
で
あ
る
と
同
時
に
、
映
画
の
主
役
で
も
あ
る
。
先
祖
の
体
験

を
そ
の
ま
ま
に
感
じ
る
と
い
う
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
主
役
︿
演
者
﹀
と
ほ
ぼ
同
化
し
て
い
る
の
だ
。﹁
胎
児
の
夢
﹂
の
﹁
胎
児
﹂
は
︿
観
客
﹀、

︿
演
者
﹀
の
二
つ
の
役
割
を
合
わ
せ
持
つ
両
義
的
な
存
在
で
あ
る
。﹁
胎
児
﹂
が
見
る
映
画
は
、
映
画
の
中
に
﹁
胎
児
﹂
を
取
り
込
む
の
だ
。

五
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
と
し
て
の
遺
言
書

映
画
の
形
式
を
と
る
の
は
、﹁
胎
児
の
夢
﹂
だ
け
で
は
な
い
。
正
木
博
士
の
遺
言
書
も
映
画
を
模
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
遺
言
書

が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
い
く
。

遺
言
書
は
、
正
木
博
士
が
行
っ
た
実
験
﹁
狂
人
解
放
治
療
﹂
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
正
木
博
士
は
遺
言
書
の
中
で
、﹁
自
分
の
頭
蓋

骨
と
名
付
く
る
﹁
天
然
色
、
浮
出
し
、
発
声
映
画
撮
影
機
の
暗
箱
﹂
に
取
り
付
け
て
い
る
二
つ
の
眼
球
レ
ン
ズ
と
、
左
右
の
耳
朶
の
マ
イ
ク
ロ

フ
ォ
ン
﹂︵
一
七
〇
頁
︶
と
い
う
よ
う
に
、
自
身
を
撮
影
機
と
捉
え
て
い
る
。
眼
で
見
る
、
耳
で
聴
く
と
い
う
行
為
が
、
撮
影
に
あ
た
り
、
正
木

博
士
の
記
憶
が
、
撮
影
さ
れ
た
フ
ィ
ル
ム
に
あ
た
る
。
正
木
博
士
の
発
言
は
、
映
像
を
撮
影
す
る
︵
記
録
す
る
︶
行
為
と
、
人
間
が
出
来
事
を

記
憶
す
る
行
為
と
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
さ
ら
に
撮
影
機
と
し
て
の
正
木
博
士
の
役
割
は
、﹁
胎
児
の
夢
﹂
に
お
け
る
﹁
胎
児
﹂
の
﹁
細

胞
﹂
と
類
似
す
る
。
遺
言
書
は
、
正
木
博
士
自
身
が
﹁
細
胞
﹂
と
し
て
記
録
し
た
も
の
︵
狂
人
解
放
治
療
の
実
験
︶
を
、
映
画
の
よ
う
に
映
写

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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で
は
、
何
故
正
木
博
士
は
、﹁
胎
児
の
夢
﹂
を
模
倣
す
る
形
で
遺
言
書
を
執
筆
し
て
い
る
の
か
。

若
林
博
士
に
よ
る
と
、
正
木
博
士
は
自
身
の
卒
業
式
の
当
日
に
﹁
卒
業
論
文
﹃
胎
児
の
夢
﹄
の
主
人
公
に
脅
か
さ
れ
て
行
方
を
く
ら
ま
し
た
﹂

︵
六
八
頁
︶
と
い
う
。﹁
胎
児
の
夢
﹂
の
主
人
公
と
は
、
呉
一
郎
で
あ
る
。

卒
業
式
が
行
わ
れ
た
の
は
、﹁
明
治
四
十
年
の
十
二
月
﹂︵
三
二
九
頁
︶
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
呉
一
郎
の
生
年
月
日
は
﹁
明
治
四
十
年
十

一
月
二
十
二
日
﹂︵
三
三
五
頁
︶
で
あ
り
、
卒
業
式
よ
り
も
前
に
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
正
木
博
士
は
﹁
﹁
解
放
治
療
﹂
の
実
験
は
吾

輩
が
嘗
て
、
当
大
学
の
前
身
で
あ
っ
た
福
岡
医
科
大
学
を
卒
業
す
る
時
に
書
い
た
﹁
胎
児
の
夢
﹂
と
名
付
く
る
一
篇
の
論
文
の
実
地
試
験
﹂︵
一

五
〇
頁
︶
だ
と
説
く
。
正
木
博
士
は
、
呉
一
郎
を
実
験
材
料
と
し
て
、
自
身
の
学
説
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
だ
と
す
れ
ば
正
木
博
士
に

と
っ
て
の
﹁
胎
児
﹂
は
、
呉
一
郎
で
あ
る
。
狂
人
解
放
治
療
の
実
験
は
、﹁
胎
児
﹂
︵
呉
一
郎
︶
が
生
ま
れ
た
後
、
細
胞
の
記
憶
に
よ
っ
て
ど
の

よ
う
に
心
理
遺
伝
を
起
こ
す
の
か
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
狂
人
解
放
治
療
は
﹁
胎
児
の
夢
﹂
の
続
編
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
﹁
胎
児
の

夢
﹂
と
同
じ
よ
う
に
、
遺
言
書
は
映
画
の
形
式
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
条
省
平
は
、
本
作
品
に
お
け
る
人
物
の
知
覚
の
構
造
に
注
目
し
、
正
木
博
士
自
身
が
﹁
撮
影
機
で
あ
る
と
同
時
に
、
撮
影
し
た
フ
ィ
ル
ム

を
そ
の
場
で
、
頭
蓋
の
内
側
に
広
が
る
三
六
〇
度
パ
ノ
ラ
マ
・
ス
ク
リ
ー
ン
に
、
オ
ー
ル
カ
ラ
ー
、
ト
ー
キ
ー
の
立
体
映
像
と
し
て
映
写
し
て

み
せ
る
映
画
館
﹂
で
あ
る
と
述
べ
る(

)

。
さ
ら
に
中
条
は
、﹁
正
木
教
授
は
、﹁
狂
人
解
放
治
療
﹂
の
様
子
を
、
こ
の
頭
蓋
と
い
う
暗
箱
︵
＝
カ
メ
ラ
︶

12

で
撮
影
し
、
の
ち
に
こ
の
映
画
を
同
じ
暗
箱
︵
＝
映
画
館
︶
に
上
映
し
て
、
弁
士
と
し
て
解
説
を
つ
け
て
遺
言
書
を
作
成
し
て
い
る
﹂
と
し(

)

、
正

13

木
博
士
の
頭
蓋
骨
内
部
が
ス
ク
リ
ー
ン
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
だ
が
、
正
木
博
士
は
自
身
の
﹁
暗
箱
﹂
で
撮
影
し
た
﹁
狂
人
解
放

治
療
﹂
の
様
子
を
、
遺
言
書
に
書
き
残
し
て
い
る
。
正
木
博
士
の
暗
箱
が
撮
影
し
た
映
画
は
、
遺
言
書
と
い
う
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
写
さ
れ
て
い

る
の
だ
。

正
木
博
士
は
映
画
を
映
写
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
弁
士(

)

の
役
割
も
担
っ
て
い
る
。
弁
士
は
、︿
観
客
﹀
と
同
じ
空
間
で
間
接
的
に
映
画
を
見
て

14

い
る
が
、
一
方
で
映
画
を
構
成
す
る
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。
無
論
、
弁
士
に
よ
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
映
画
に
後
か
ら
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
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で
あ
り
、
映
画
の
附
属
物
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、﹁
画
面
の
俳
優
た
ち
の
口
の
動
き
に
合
わ
せ
て
﹂
台
詞
を
つ
け
る
﹁
カ
ゲ
ゼ
リ
フ
専
門
の

弁
士
、
い
わ
ゆ
る
声
色
説
明
﹂
も
存
在
し
て
お
り(

)

、﹁
上
映
時
の
弁
士
の
名
前
に
よ
っ
て
客
の
入
り
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
﹂
が
あ
る
ほ
ど
に
重
要

15

な
装
置
で
あ
っ
た(

)

。
無
声
映
画
時
代
を
回
想
し
た
埴
谷
雄
高
の
﹁
古
い
映
画
手
帖
﹂
で
は
、﹁
当
時
は
、
ま
だ
会
話
の
場
合
に
い
ち
い
ち
字
幕
が

16

現
わ
れ
、
そ
し
て
、
俳
優
は
ス
ク
リ
ー
ン
の
上
で
は
口
を
動
か
し
て
い
る
も
の
の
実
際
は
必
ず
し
も
そ
の
字
幕
と
同
じ
言
葉
を
喋
つ
て
い
ず
、

相
手
役
に
向
つ
て
こ
と
さ
ら
に
ふ
き
だ
し
そ
う
な
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
文
句
を
喋
つ
て
い
た
り
す
る
無
声
映
画
の
時
代
な
の
で
、
そ
こ
に
は
弁
士
な

る
も
の
の
説
明
が
つ
き
も
の
﹂
で
あ
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る(

)

。
無
声
映
画
に
と
っ
て
、
弁
士
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
︿
観
客
﹀

17

の
立
場
を
と
れ
ば
、
弁
士
は
映
画
の
一
要
素
と
し
て
機
能
す
る
。
弁
士
は
映
画
を
外
側
か
ら
説
明
し
な
が
ら
も
、
映
画
の
内
側
に
い
る
か
の
よ

う
な
存
在
だ
。
以
上
の
弁
士
の
機
能
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
遺
言
書
の
冒
頭
を
見
て
い
く
。

吾
と
思
わ
ん
常
識
屋
は
、
眉
に
唾
し
て
出
で
会
い
候
え
候
え
⋮
⋮

⋮
⋮
と
書
き
出
す
に
は
書
き
出
し
て
み
た
が
、
サ
テ
一
向
に
張
合
い
が
な
い
。

⋮
⋮
な
い
筈
だ
。
吾
輩
は
今
、
九
大
精
神
病
学
教
室
、
本
館
階
上
教
授
室
の
、
自
分
の
卓
子
の
前
の
、
自
分
の
廻
転
椅
子
に
腰
を
か
け
て

︵
中
略
︶
西
洋
大
判
罫
紙
の
数
帖
と
睨
め
っ
く
ら
を
し
て
い
る
︵
一
四
六
頁
︶

弁
士
と
し
て
語
り
始
め
た
正
木
博
士
で
あ
っ
た
が
、
突
如
と
し
て
遺
言
書
を
執
筆
し
て
い
る
正
木
博
士
の
様
子
が
語
ら
れ
る
。
ジ
ュ
ネ
ッ
ト

の
﹁
転
説
法
﹂
の
よ
う
に
、
物
語
言
説
の
場
︵
内
側
︶
か
ら
、
遺
言
書
を
執
筆
し
て
い
る
場
︵
外
側
︶
へ
語
り
の
水
準
が
移
行
し
て
い
る
の
だ
。

遺
言
書
の
結
末
部
分
で
も
、
語
り
の
水
準
の
移
行
が
み
ら
れ
る
。
遺
言
書
を
ス
ク
リ
ー
ン
と
し
て
、
正
木
博
士
は
遺
言
書
に
、
映
画
を
映
写
す

る
か
の
よ
う
に
自
身
の
記
憶
を
語
る
。
さ
ら
に
、
正
木
博
士
が
弁
士
の
役
割
を
担
い
、
遺
言
書
の
﹁
内
側
﹂
か
ら
映
画
の
説
明
を
行
う
。
こ
う

し
て
、
正
木
博
士
の
遺
言
書
は
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
機
能
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
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正
木
博
士
の
弁
士
と
し
て
の
語
り
は
、
常
に
︿
観
客
﹀
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。
﹁
⋮
⋮
ハ
イ
⋮
⋮
御
質
問
で
す
か
。
サ
ア
ど
う
ぞ
⋮
⋮
。

︵
中
略
︶
ナ
ル
ホ
ド
⋮
⋮
如
何
に
も
御
尤
も
千
万
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
﹂︵
一
五
八
～
一
五
九
頁
︶
や
、
﹁
ナ
ニ
⋮
⋮
何
で
す
か
⋮
⋮
ス
ク
リ
ー

ン
の
中
か
ら
じ
ゃ
、
手
を
叩
い
て
も
聞
え
ま
い
⋮
⋮
？
⋮
⋮
﹂︵
一
五
九
頁
︶
の
よ
う
に
、︿
観
客
﹀
は
不
在
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た

か
も
存
在
す
る
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
弁
士
で
あ
る
正
木
博
士
に
よ
る
語
り
は
、
映
画
を
見
て
い
る
︿
観
客
﹀
の
存
在
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ

る
。︿
観
客
﹀
は
、
遺
言
書
の
中
に
存
在
し
て
い
る
と
同
時
に
、
情
報
の
受
け
手
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、
遺
言
書
の
︿
読
み
手
﹀
と
立

場
を
同
じ
く
す
る
。
正
木
博
士
の
︿
観
客
﹀
に
呼
び
か
け
る
よ
う
な
語
り
は
、
正
木
博
士
の
想
定
す
る
遺
言
書
の
中
の
︿
観
客
﹀
、
ひ
い
て
は
遺

言
書
の
︿
読
み
手
﹀
へ
の
語
り
か
け
で
あ
る
。

弁
士
で
あ
る
正
木
博
士
が
︿
観
客
﹀
に
語
り
か
け
る
行
為
は
、
芝
居
に
お
け
る
︿
口
上
﹀
に
似
て
い
る
。
口
上
と
は
、﹁
歌
舞
伎
そ
の
他
の
興

行
物
で
、
出
演
者
ま
た
は
劇
場
の
代
表
者
が
、
観
客
に
対
し
て
述
べ
る
挨
拶
﹂
の
こ
と
で
あ
る(

)

。
口
上
の
語
り
は
、
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
は
な
く
、

18

︿
観
客
﹀
に
直
接
語
り
か
け
る
も
の
だ(

)

。
し
か
し
、
口
上
は
特
定
の
誰
か
に
語
り
か
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
芝
居
が
始
ま
れ
ば
、
︿
観
客
﹀

19

が
不
在
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、︿
観
客
﹀
へ
の
語
り
か
け
は
行
わ
れ
る
。
口
上
と
は
︿
観
客
﹀
を
想
定
し
て
語
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
。︿
観
客
﹀

が
想
定
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
以
上
、
語
り
か
け
る
対
象
は
、
実
際
に
舞
台
を
見
て
い
る
︿
観
客
﹀
で
も
、
舞
台
が
映
像
化
さ
れ
た
作
品
を
鑑
賞

す
る
︿
鑑
賞
者
﹀
で
も
か
ま
わ
な
い
。
芝
居
に
お
け
る
︿
観
客
﹀
へ
の
語
り
か
け
は
、
劇
場
で
鑑
賞
す
る
︿
観
客
﹀
だ
け
で
な
く
、
必
然
的
に

メ
タ
レ
ベ
ル
に
位
置
す
る
︿
鑑
賞
者
﹀
に
対
し
行
わ
れ
て
い
る
。
舞
台
と
客
席
と
の
間
に
は
、
虚
構
世
界
と
現
実
世
界
と
の
境
界
、
い
わ
ゆ
る

﹁
第
四
の
壁(

)

﹂
が
存
在
し
、
口
上
は
﹁
第
四
の
壁
﹂
を
超
え
て
、︿
観
客
﹀
に
語
り
か
け
る
。
口
上
に
よ
る
虚
構
世
界
と
現
実
世
界
と
を
隔
て
る

20

﹁
第
四
の
壁
﹂
の
破
壊
は
、
二
つ
の
世
界
の
境
界
を
あ
い
ま
い
に
す
る
。
舞
台
上
か
ら
、︿
観
客
﹀
に
向
か
っ
て
語
り
か
け
る
こ
と
に
よ
り
、
客

席
に
ま
で
演
劇
空
間
︵
虚
構
世
界
︶
は
拡
張
し
て
い
く
。
演
劇
空
間
の
拡
張
に
よ
っ
て
、︿
観
客
﹀
は
演
劇
空
間
に
取
り
込
ま
れ
、
あ
た
か
も
虚

構
世
界
の
人
物
で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
陥
る
の
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
に
、
正
木
博
士
に
よ
る
︿
観
客
﹀
の
存
在
を
想
定
し
た
語
り
は
、︿
観
客
﹀
と
同
じ
立
ち
位
置
に
あ
る
遺
言
書
の
︿
読
み
手
﹀
を
も
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取
り
込
む
。
遺
言
書
を
映
画
の
形
式
で
語
る
こ
と
や
弁
士
が
︿
観
客
﹀
に
呼
び
か
け
る
よ
う
な
語
り
は
、︿
観
客
﹀︵
読
み
手
︶
に
リ
ア
ル
タ
イ

ム
で
映
画
を
見
て
い
る
感
覚
を
起
こ
さ
せ
る
と
い
え
る
。

作
中
で
正
木
博
士
の
遺
言
書
を
読
む
の
は
、﹁
私
﹂
で
あ
る
。﹁
胎
児
の
夢
﹂
に
お
い
て
、
映
画
の
中
に
﹁
胎
児
﹂
が
取
り
込
ま
れ
て
い
た
よ

う
に
、
遺
言
書
は
、
遺
言
書
の
︿
読
み
手
﹀
で
あ
る
﹁
私
﹂
を
内
包
し
、
映
画
を
見
る
よ
う
な
体
験
を
さ
せ
る
の
だ
。

お
わ
り
に

﹁
胎
児
の
夢
﹂
と
い
う
名
の
遺
言
書
は
映
画
の
形
式
で
語
ら
れ
、︿
観
客
﹀
で
あ
る
﹁
胎
児
﹂
、﹁
私
﹂
が
映
画
の
中
に
内
包
さ
れ
る
よ
う
な
構

造
を
持
つ
こ
と
を
確
認
し
た
。
だ
が
本
作
品
の
映
画
的
要
素
は
、﹁
胎
児
の
夢
﹂
や
遺
言
書
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
中
沢
弥
は
、
解
放
治

療
場
に
い
る
は
ず
の
な
い
呉
一
郎
を
﹁
私
﹂
が
発
見
し
た
場
面
に
つ
い
て
、﹁
そ
れ
︵
﹁
私
﹂
が
見
て
い
る
解
放
治
療
場
の
情
景
︱
︱
引
用
者
注
︶

は
﹁
胎
児
の
夢
﹂
と
同
じ
く
彼
の
脳
裏
に
映
写
さ
れ
た
幻
像
で
あ
り
、
自
分
を
主
役
に
し
た
映
画
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
﹂
と
説
く(

)

。
﹁
私
﹂
の

21

見
て
い
た
情
景
が
、﹁
脳
裏
に
映
写
さ
れ
た
幻
影
﹂
だ
っ
た
と
い
う
指
摘
は
、
遺
言
書
を
読
み
終
え
た
後
の
場
面
に
も
あ
て
は
ま
る
。

遺
言
書
を
読
み
終
え
た
後
、﹁
ど
う
だ
⋮
⋮
読
ん
で
し
ま
っ
た
か
﹂
と
い
う
声
と
と
も
に
、
﹁
私
﹂
は
目
の
前
の
椅
子
に
座
る
正
木
博
士
を
発

見
す
る
。
以
後
、﹁
私
﹂
と
正
木
博
士
の
会
話
が
続
い
て
い
く
の
だ
が
、
作
品
の
結
末
部
分
で
、
正
木
博
士
が
一
ヶ
月
前
に
自
殺
し
て
い
た
こ
と

が
新
聞
の
切
り
抜
き
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。﹁
若
林
博
士
が
コ
ッ
ソ
リ
と
立
ち
去
っ
た
後
に
は
こ
の
室
の
中
に
誰
も
い
な
か
っ
た
。
正
木
博
士

も
︵
中
略
︶
み
ん
な
一
ヶ
月
前
の
記
憶
の
再
現
に
過
ぎ
な
い
﹂︵
三
七
六
頁
︶
こ
と
に
な
る
。
正
木
博
士
の
幻
も
、
﹁
彼
の
脳
裏
に
映
写
さ
れ
た

幻
像
﹂
で
あ
り
、
呉
一
郎
の
幻
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
遺
言
書
を
読
み
終
え
た
後
も
、﹁
私
﹂
は
映
画
を
見
て
い
る
よ
う
な
状
態
に
置
か
れ
て
い

る
の
だ(

)

。
本
作
品
が
映
画
の
よ
う
な
構
造
を
持
つ
と
す
れ
ば
、﹁
私
﹂
は
物
語
を
通
し
て
映
画
を
見
て
い
る
状
態
と
い
え
る
。
正
木
博
士
が
フ
ィ

22

ル
ム
兼
、
映
写
機
の
役
割
を
果
た
し
、
映
写
先
が
遺
言
書
と
い
う
ス
ク
リ
ー
ン
で
あ
る
な
ら
ば
、
遺
言
書
の
読
み
手
で
あ
る
﹁
私
﹂
は
、﹁
胎
児
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の
夢
﹂
の
﹁
胎
児
﹂
の
よ
う
な
存
在
だ
。
作
品
冒
頭
﹁
私
﹂
は
、
記
憶
喪
失
を
起
こ
し
て
い
る
。
記
憶
が
な
い
状
態
は
、
真
っ
白
な
状
態
だ
と

い
え
る
が
、
そ
れ
は
﹁
胎
児
﹂
も
同
じ
で
あ
る
。﹁
胎
児
﹂
と
し
て
目
覚
め
た
﹁
私
﹂
は
、﹁
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹂
と
い
う
夢
︵
映
画
︶
を
見
始

め
る
こ
と
に
な
る
。

本
作
品
に
お
け
る
映
画
は
、
記
憶
を
再
現
す
る
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
記
録
し
た
も
の
を
何
度
も
再
生
で
き
る
映
画
の
再
現
性
は
、

円
環
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
記
憶
の
再
現
性
は
、
必
ず
し
も
円
環
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
根
拠
は
﹁
胎
児
の
夢
﹂

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

﹁
胎
児
の
夢
﹂
の
映
画
は
、﹁
現
在
の
胎
児
の
直
接
の
両
親
に
到
る
ま
で
の
代
々
の
先
祖
た
ち
﹂
の
記
憶
が
再
現
さ
れ
る
。
や
が
て
﹁
胎
児
﹂

が
成
長
し
、
親
に
な
れ
ば
、
そ
の
親
の
子
供
と
な
る
﹁
胎
児
﹂
は
、
以
前
胎
児
だ
っ
た
親
の
記
憶
を
夢
と
し
て
見
る
こ
と
に
な
る
。
子
供
を
産

ん
だ
後
の
親
の
記
憶
が
、
胎
児
の
細
胞
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
細
胞
に
記
憶
さ
れ
る
の
は
、
子
供
を
産
む
前
の
記

憶
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
残
る
が
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。
重
要
な
の
は
、
先
祖
の
記
憶
が
子
孫
へ
受
け
継
が
れ
て
い
く
過
程

で
、
子
孫
の
記
憶
が
追
加
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。﹁
私
﹂
が
胎
児
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
先
祖
あ
る
い
は
前
世
の
記
憶
を
、
彼
は

無
意
識
の
な
か
に
閉
じ
こ
め
て
い
る
。﹁
私
﹂
自
身
の
記
憶
、﹁
私
﹂
の
子
孫
の
記
憶
と
い
う
よ
う
に
、
記
憶
は
次
々
と
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く

の
で
あ
る
。

本
作
品
に
お
け
る
映
画
と
は
、
再
現
可
能
な
も
の
で
は
な
く
、
一
回
性
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
。﹃
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹄
の
映
画
は
閉
じ
ら
れ

る
こ
と
な
く
、
新
た
な
物
語
を
紡
ぎ
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
映
画
と
し
て
の
物
語
が
紡
ぎ
続
け
ら
れ
る
の
な
ら
ば
、
本
作
品
は
円
環
し
て
い
る

と
は
い
え
な
い
。
円
環
の
物
語
で
は
な
く
、
螺
旋
構
造
の
よ
う
に
続
い
て
ゆ
く
物
語
と
い
え
る
。

※
本
論
に
は
今
日
の
人
権
意
識
や
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
不
適
切
と
思
わ
れ
る
表
現
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
時
代
的
背
景
と
作
品
の
価
値
を
考

慮
し
、
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
。
ま
た
ル
ビ
は
省
略
し
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
へ
変
換
し
て
い
る
。
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※
﹃
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹄
本
文
か
ら
の
引
用
は
、﹃
夢
野
久
作
全
集
４
﹄︵
三
一
書
房

一
九
六
九
年
九
月
︶
に
拠
る
。
括
弧
内
の
頁
数
は
、
本

文
中
の
該
当
頁
を
示
し
て
い
る
。

注
︵

︶
石
川
一
郎
﹁
わ
か
れ
﹂︵﹃
月
刊
探
偵
﹄
二
巻
六
号

黒
白
書
房

一
九
三
六
年
六
月
号
︶
四
三
頁

１
︵

︶
同
前

四
三
頁

２
︵

︶
大
下
宇
陀
兒
﹁
乙
亥
探
偵
文
壇
回
顧
﹂︵﹃
新
青
年
﹄
一
九
三
五
年
一
二
月
号

博
文
館
︶
二
三
一
～
二
三
二
頁

３
︵

︶
海
野
十
三
﹁
探
偵
作
家
ノ
ー
ト
﹂︵﹃
新
青
年
﹄
一
九
三
五
年
八
月
号

博
文
館
︶
二
五
九
頁

４
︵

︶
笠
井
潔
﹁
意
識
と
循
環
す
る
内
部
︱
夢
野
久
作
﹃
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹄﹂︵﹃
ユ
リ
イ
カ
﹄
一
九
巻
一
〇
号

青
土
社

一
九
八
七
年
九
月
︶
二
一
四
頁

５
︵

︶
森
山
公
夫
﹁﹃
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹄
と
久
作
の
狂
気
﹂︵﹃
ユ
リ
イ
カ
﹄
二
一
巻
一
号

青
土
社

一
九
八
九
年
一
月
︶
一
五
五
頁

６
︵

︶
鶴
見
俊
輔
﹁
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
の
世
界
﹂︵﹃
思
想
の
科
学

第
五
次
﹄
七
号

思
想
の
科
学
社

一
九
六
二
年
一
〇
月
︶
二
一
頁

７
︵

︶
中
条
省
平
﹁
反
＝
近
代
文
学
史︵
５
︶自
我
な
き
迷
宮
の
構
造
︱
夢
野
久
作
﹃
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹄
を
読
み
解
く
﹂︵﹃
文
学
界
﹄
五
五
巻
三
号

文
芸

８
春
秋
社

二
〇
〇
一
年
三
月
︶
一
七
二
頁

︵

︶
勝
又
浩
﹁﹃
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹄
︱
或
い
は
近
代
文
学
の
表
層
と
深
層
﹂︵﹃
日
本
文
学
﹄
三
七
巻
一
二
号

日
本
文
学
協
会

一
九
八
八
年
一
二
月
︶

９
四
三
頁

︵

︶
中
沢
弥
﹁
シ
ネ
マ
と
精
神
医
学
︱
夢
野
久
作
﹁
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹂
︱
﹂︵﹃
國
學
院
雜
誌
﹄
一
〇
五
巻
一
一
号

國
學
院
大
學
綜
合
企
画
部

二
〇

10
〇
四
年
一
一
月
︶
三
六
一
～
三
六
二
頁

︵

︶
﹁
胎
児
の
夢
﹂
と
同
様
の
考
え
方
は
、
小
泉
八
雲
の
著
作
に
も
み
ら
れ
る
。
八
雲
は
、
人
間
の
個
性
や
自
我
と
い
っ
た
も
の
は
、
一
人
の
人
間
だ
け

11
で
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、﹁
前
世
に
生
き
て
い
た
生
命
の
断
片
の
無
数
に
寄
り
集
っ
﹂
て
で
き
た
も
の
、
い
わ
ゆ
る
﹁
複
合
体
﹂
だ
と
し
て
い
る

︵
小
泉
八
雲
﹁
塵
﹂﹃
日
本
の
心
﹄
講
談
社
学
術
文
庫

講
談
社

一
九
九
〇
年
八
月

二
四
〇
頁
︶。
さ
ら
に
、
人
間
の
記
憶
は
、﹁
幾
憶
と
い
う
生
命

を
通
し
て
蓄
積
さ
れ
﹂、
そ
れ
ら
の
記
憶
は
、
無
意
識
の
な
か
に
存
在
す
る
と
八
雲
は
語
る
︵
小
泉
八
雲
﹁
美
は
記
憶
な
り
﹂﹃
怪
談
・
奇
談
﹄
講
談
社
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学
術
文
庫

講
談
社

一
九
九
〇
年
六
月

二
七
九
頁
︶。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
輪
廻
や
転
生
と
い
っ
た
仏
教
思
想
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

︵

︶
中
条
省
平
﹁
反
＝
近
代
文
学
史︵
５
︶自
我
な
き
迷
宮
の
構
造
︱
夢
野
久
作
﹃
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹄
を
読
み
解
く
﹂︵﹃
文
学
界
﹄
五
五
巻
三
号

文
芸

12
春
秋
社

二
〇
〇
一
年
三
月
︶
一
六
三
頁

︵

︶
同
前

一
六
三
頁

13
︵

︶
弁
士
と
は
、﹁
無
声
映
画
上
演
に
お
い
て
、
俳
優
の
台
詞
発
声
や
ナ
レ
ー
タ
ー
の
役
割
を
担
い
、
巧
み
な
話
術
を
駆
使
し
て
物
語
の
状
況
説
明
や
台
詞

14
の
読
み
上
げ
を
行
な
っ
て
、
映
画
の
盛
り
上
げ
役
と
な
っ
た
﹂
存
在
の
こ
と
で
あ
る
︵
山
下
慧
ほ
か
﹃
現
代
映
画
用
語
事
典
﹄
キ
ネ
マ
旬
報
社

二
〇

一
二
年
五
月
三
五
頁
︶。

︵

︶
吉
田
智
恵
男
﹃
も
う
一
つ
の
映
画
史
・
活
弁
の
時
代
﹄︵
時
事
通
信
社

一
九
七
八
年
八
月
︶
四
八
頁

15
︵

︶
前
掲
﹃
現
代
映
画
用
語
事
典
﹄
三
五
～
三
六
頁

16
︵

︶
埴
谷
雄
高
﹁
古
い
映
画
手
帖
﹂︵﹃
埴
谷
雄
高
全
集

第
四
巻
﹃
永
久
革
命
者
の
悲
哀
﹄﹄
講
談
社

一
九
九
八
年
九
月
︶
一
七
八
頁

17
︵

︶
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部
﹃
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版

第
五
巻
﹄︵
小
学
館

二
〇
〇
一
年
五
月
︶
三
一

18
八
頁

︵

︶
佐
々
木
健
一
は
、
口
上
の
語
り
は
﹁
観
客
に
対
す
る
直
接
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
﹂
で
あ
り
﹁
モ
ノ
ロ
ー
グ
﹂
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
︵
佐
々

19
木
健
一
﹃
せ
り
ふ
の
構
造
﹄
講
談
社
学
術
文
庫

講
談
社

一
九
九
四
年
三
月
一
八
九
頁
︶。

︵

︶
﹁
第
四
の
壁
﹂
と
は
﹁
俳
優
は
観
客
が
存
在
し
な
い
も
の
と
し
て
行
動
し
、
観
客
は
外
の
世
界
か
ら
舞
台
上
の
生
活
を
の
ぞ
き
見
て
い
る
意
識
を
も

20
つ
も
の
だ
と
す
る
理
論
の
こ
と
﹂。
こ
の
よ
う
な
舞
台
は
、﹁
現
実
に
つ
い
て
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
︵
幻
想
︶
を
観
客
に
抱
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

も
の
で
、︿
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
舞
台
﹀
と
も
呼
ば
れ
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を
主
眼
と
す
る
︿
近
代
劇
﹀
の
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
﹂︵﹃
世
界
大
百
科
事
典
﹄

平
凡
社

二
〇
〇
七
年
九
月
一
四
五
頁
︶。

︵

︶
中
沢
弥
﹁
シ
ネ
マ
と
精
神
医
学
︱
夢
野
久
作
﹁
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹂
︱
﹂︵﹃
國
學
院
雜
誌
﹄
一
〇
五
巻
一
一
号

國
學
院
大
學
綜
合
企
画
部

二
〇

21
〇
四
年
一
一
月
︶
三
六
一
頁

︵

︶
中
沢
は
、﹁
胎
児
の
夢
﹂
も
正
木
の
遺
書
も
、
一
本
の
映
画
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、﹁
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
﹂
の
テ
キ
ス
ト
自
体
が
幾
度
と
無
く
繰
り

22
返
し
上
映
さ
れ
る
映
画
そ
の
も
の
﹂
で
あ
る
と
言
及
し
て
い
る
︵
同
前

三
六
一
～
三
六
二
頁
︶。
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