
人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
八
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二
〇
一
五
年

１
、
は
じ
め
に

寺
山
修
司
（
一
九
三
五
〜
一
九
八
三
）
が
関
心
を
寄
せ
て
い
た
テ
ー
マ
が
「
私
」
の
探
求
で
あ
る
。

「
私
」
を
外
的
に
他
の
も
の
か
ら
区
切
る
身
体
や
、
内
的
に
統
一
し
よ
う
と
す
る
意
識
に
対
し
て
、

臓
器
交
換
、
俳
優
の
役
柄
交
換
、
夢
、
狂
気
、
記
憶
等
を
題
材
に
し
た
数
々
の
作
品
に
お
い
て
、「
私
」

と
い
う
単
位
の
輪
郭
を
成
立
さ
せ
る
も
の
の
〈
解
体
〉
を
試
み
て
い
る
。

一
九
七
四
年
に
公
開
さ
れ
寺
山
が
監
督
・
脚
本
を
手
が
け
た
映
画
『
田
園
に
死
す
』
も
こ
う
し
た

関
心
の
中
で
創
作
さ
れ
た
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
映
画
『
田
園
に
死
す
』
が
〈
自
伝
〉

と
「
夢
」
を
模
し
て
い
る
点
に
着
目
し
、
そ
れ
ら
の
装
置
を
用
い
る
こ
と
が
映
像
表
現
に
お
け
る

「
私
」
の
探
求
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
か
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

２
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
〈
自
伝
〉

主
人
公
の
少
年
時
代
を
回
想
し
た
〈
自
伝
〉
的
な
映
画
で
あ
る
『
田
園
に
死
す
』
は
、
公
開
年
の

翌
年
の
一
九
七
五
年
に
カ
ン
ヌ
国
際
映
画
祭
に
招
聘
さ
れ
た
。
そ
の
際
に
、
同
じ
く
生
ま
れ
故
郷
を

舞
台
に
自
身
の
少
年
時
代
を
扱
っ
た
〈
自
伝
〉
的
な
映
画
『
フ
ェ
リ
ー
ニ
の
ア
マ
ル
コ
ル
ド
』
と
比

較
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
作
品
は
一
九
七
三
年
に
公
開
さ
れ
数
々
の
賞
に
ノ
ミ
ネ
ー
ト
、
受
賞

し
話
題
を
呼
ん
で
い
た
イ
タ
リ
ア
の
映
画
監
督
フ
ェ
デ
リ
コ
・
フ
ェ
リ
ー
ニ
に
よ
る
作
品
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
〈
自
伝
〉
的
映
画
が
製
作
・
公
開
さ
れ
た
こ
の
時
期
は
、〈
自
伝
〉
文
学
が
転
換
期

を
迎
え
て
い
た
と
い
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
〈
自
伝
〉
文
学
を
論
じ
た
石
川
美
子
は
『
自
伝
の
時
間　

ひ
と
は
な
ぜ
自
伝
を
書
く
の
か
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
七
年
）
の
中
で
、
一
九
七
五
年
を
「
自
伝

文
学
の
両
極
端
が
し
め
さ
れ
た
」
意
味
の
あ
る
年
だ
と
い
う
。
こ
の
年
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ル
ジ
ェ
ン

ヌ
が
『
自
伝
契
約
』
を
刊
行
し
「
正
当
な
自
伝
と
は
何
か
を
定
義
」
し
、
他
方
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
が

『
彼
自
身
に
よ
る
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
』
と
い
う
「
革
新
的
な
自
伝
的
エ
ッ
セ
ー
」
を
発
表
し
、「
伝
統

的
な
自
伝
か
ら
距
離
を
と
っ
て
『
わ
た
し
』
を
独
創
的
に
語
る
す
べ
が
明
ら
か
に
な
っ
た
」。

ル
ジ
ェ
ン
ヌ
の
定
義
に
よ
る
と
〈
自
伝
〉
と
は
「
実
在
の
人
物
が
、
自
分
自
身
の
存
在
に
つ
い
て
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」（
傍
点
原
文
）1

。
つ
ま
り
「
記
憶
」
を
遡
及
す
る
こ
と
で
、「
私
」
の
根
源
を
探
求
し
、
そ

の
存
在
を
同
定
し
よ
う
と
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
う
す
る
た
め
に
は
「
私
」
が
連
続
的
・
同
一
的
で
あ

る
と
い
う
前
提
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
そ
れ
と
距
離
を
お
い
た
バ
ル
ト
の
「
革
新
」
性
は
、

石
川
に
よ
る
と
、
従
来
は
一
つ
の
「
私
」
の
真
実
へ
と
「
求
心
的
」
に
向
か
う
〈
自
伝
〉
に
お
い
て
、

「
私
」
の
「
複
数
性
」
と
「
虚
構
性
」
を
書
い
た
こ
と
だ
と
い
う
。2
「
私
」
の
不
確
定
性
が
唱
え
ら
れ
、

こ
の
世
に
生
を
受
け
て
か
ら
連
綿
と
続
く
「
私
」
の
存
在
が
疑
わ
し
く
映
っ
て
い
た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン

以
後
、「
私
」
を
探
求
す
る
〈
自
伝
〉
文
学
で
も
、
錯
綜
し
た
複
雑
な
自
己
を
い
か
に
表
象
し
う
る

か
を
摸
索
す
る
方
向
へ
と
大
き
く
転
換
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
時
代
の
流
れ
の
中
で
映
画
『
田
園
に
死
す
』
で
は
「
私
」
の
探
求
の
試
み
に
お
い
て
「
記

憶
」
に
着
目
し
、
し
か
し
な
が
ら
「
記
憶
」
を
「
修
正
」
す
る
と
い
う
「
革
新
的
」
な
〈
自
伝
〉
の

創
作
を
目
指
し
て
い
る
。
シ
ナ
リ
オ
の
冒
頭
に
付
さ
れ
た
「
ノ
ー
ト
」
で
寺
山
は
作
品
を
以
下
の
よ

う
に
解
説
し
て
い
る
。

こ
れ
は
一
人
の
青
年
の
自
叙
伝
の
形
式
を
借
り
た
虚
構
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
の
呪
縛
か

ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
先
ず
、
個
の
記
憶
か
ら
自
由
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
映
画
で
は
、
一
人
の
青
年
の
「
記
憶
の
修
正
の
試
み
」
を
と
お
し
て
、
彼
自
身
の
（
同

時
に
わ
れ
わ
れ
全
体
の
）
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
在
所
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る3

。

「
記
憶
」
の
「
修
正
」
は
映
画
の
編
集
行
為
と
し
て
表
象
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
「
私
」
は
断
絶
し
「
複

数
」
化
さ
れ
て
い
く
。
映
画
は
恐
山
の
麓
の
村
を
舞
台
に
、
前
半
部
で
は
比
較
的
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク

な
少
年
時
代
の
物
語
が
展
開
す
る
。
だ
が
中
盤
ほ
ど
で
フ
ィ
ル
ム
が
途
切
れ
映
画
の
試
写
室
が
映
し

３－１
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〈
自
伝
〉
と
「
夢
」
の
形
式
を
借
り
た
「
虚
構
」

出
さ
れ
、
そ
こ
で
今
ま
で
見
て
い
た
も
の
が
、
映
画
監
督
「
私
」
が
手
掛
け
て
い
る
映
画
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
し
て
前
半
部
の
物
語
を
「
私
の
ウ
ソ
だ
っ
た
」
と
ひ
っ
く
り
返
す
形
で
、

後
半
で
は
辛
酸
な
少
年
時
代
に
「
修
正
」・
上
書
き
さ
れ
て
い
く
。（
以
後
、
本
稿
で
は
前
半
の
少
年

時
代
を
虚
構
①
、
後
半
を
虚
構
②
と
す
る
。）
映
画
は
そ
の
作
り
手
で
あ
る
映
画
監
督
「
私
」
が
登

場
人
物
と
し
て
現
れ
る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
構
造
を
有
し
、
こ
の
一
人
の
青
年
の
「
自
叙
伝
の
形

式
を
借
り
た
虚
構
」（
「
自
叙
伝
」
と
〈
自
伝
〉
は
同
義
で
あ
る
）
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

「
記
憶
」
の
「
修
正
」
に
よ
る
「
私
」
の
探
求
と
い
う
テ
ー
マ
は
そ
れ
自
体
興
味
深
い
も
の
で
あ

る
が
、
こ
う
し
た
映
画
の
編
集
行
為
は
〈
自
伝
〉
の
本
質
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。〈
自
伝
〉
を

書
く
行
為
は
「
記
憶
」
を
整
理
し
取
捨
選
択
す
る
編
集
行
為
で
あ
り
、
い
か
な
る
「
修
正
」
も
差
し

挟
ま
な
い
無
編
集
の
〈
自
伝
〉
は
存
在
し
え
な
い
。
さ
ら
に
〈
描
く
私
〉
と
〈
描
か
れ
る
私
〉
は
固

定
的
な
一
対
一
の
関
係
で
は
な
く
、
相
互
に
ず
れ
、
ゆ
ら
ぎ
、
葛
藤
し
あ
う
往
還
関
係
の
中
で
「
私
」

は
絶
え
ず
相
対
化
さ
れ
る
。
三
浦
雅
士
は
そ
う
し
た
「
自
己
」
と
「
表
現
的
自
己
」
の
対
話
の
中
の

揺
れ
動
き
を
「
私
と
い
う
現
象
」
と
い
う
タ
ー
ム
を
用
い
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

書
く
と
い
う
行
為
は
ま
ず
な
に
よ
り
も
私
と
い
う
関
係
を
現
象
さ
せ
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
差

異
＝
遅
延
を
現
象
さ
せ
る
も
の
な
の
だ
。
書
く
こ
と
と
差
異
＝
遅
延
あ
る
い
は
異
和
と
は
、
も

は
や
先
後
問
題
を
問
う
こ
と
の
で
き
な
い
根
源
的
な
領
域
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う4

。

過
去
の
「
私
」
を
表
象
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
「
私
」
の
想
念
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
受
け
る
が
、

「
回
想
的
物
語
」
で
あ
る
〈
自
伝
〉
に
は
そ
う
し
た
自
己
表
象
の
「
差
異
＝
遅
延
あ
る
い
は
異
和
」

が
常
に
つ
き
ま
と
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
〈
自
伝
〉
を
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
構
造
で
扱
う
こ
の

映
画
で
は
、
自
己
批
判
的
な
映
画
監
督
「
私
」
の
自
意
識
を
作
品
に
手
繰
り
込
ん
で
い
る
。
そ
う
あ

り
た
か
っ
た
「
記
憶
」
で
あ
る
虚
構
①
か
ら
、
現
実
に
近
い
で
あ
ろ
う
「
記
憶
」
で
あ
る
虚
構
②
へ

の
「
修
正
」
は
、
そ
れ
自
体
が
こ
う
し
た
自
己
批
評
の
手
つ
き
を
映
像
化
し
て
み
せ
た
も
の
で
は
あ

る
。
し
か
し
い
ず
れ
の
「
記
憶
」
に
し
て
も
「
書
く
つ
も
り
で
対
象
化
し
た
と
た
ん
に
、
自
分
も
、

風
景
も
、
み
ん
な
厚
化
粧
し
た
見
世
物
」
へ
と
絶
え
ず
横
滑
り
し
て
い
く
。
虚
構
①
と
虚
構
②
の
「
差

異
」、
そ
し
て
映
画
監
督
「
私
」
の
映
画
へ
の
「
異
和
」
は
、
自
己
表
象
の
困
難
そ
の
も
の
を
表
象

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
〈
撮
る
私
〉
で
あ
る
映
画
監
督
「
私
」
の
意
識
の
介
入
に
よ
っ
て
、「
記
憶
」

は
常
に
「
修
正
」
さ
れ
る
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
翻
っ
て
言
え
ば
、
映
画
監
督
「
私
」

が
別
の
「
記
憶
」
を
持
つ
「
私
」
に
分
断
さ
れ
、「
複
数
」
化
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

こ
う
し
た
「
自
己
」
と
「
表
現
的
自
己
」
の
葛
藤
が
、
最
も
視
覚
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
、

将
棋
の
シ
ー
ン
で
あ
る
。
こ
の
シ
ー
ン
は
、
映
画
の
作
り
手
で
あ
る
は
ず
の
映
画
監
督
「
私
」
が
、

虚
構
②
へ
と
分
け
入
り
、
少
年
時
代
「
私
」
と
同
一
画
面
上
で
対
座
し
将
棋
を
指
す
。
時
間
も
空
間

も
異
な
る
位
相
に
い
る
二
人
の
「
私
」
が
出
会
う
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
奇
妙
な
衝
突
の
中
で
、

向
か
い
合
う
二
人
の
「
私
」
が
ま
さ
に
対
決
す
る
の
で
あ
る
。「
あ
ん
た
は
二
十
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
腕

時
計
を
買
っ
た
。
で
も
、
お
れ
は
明
日
買
う
こ
と
だ
っ
て
で
き
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
お
れ
は
あ
ん
た

じ
ゃ
な
く
な
る
」
と
言
う
少
年
時
代
「
私
」
に
対
し
て
、
映
画
監
督
「
私
」
は
、
少
年
時
代
に
火
事

が
あ
っ
た
と
い
う
「
虚
構
」
の
過
去
を
語
り
「
作
り
直
し
の
き
か
な
い
過
去
な
ん
て
ど
こ
に
も
な
い
」

と
対
抗
し
、
互
い
に
「
私
」
の
連
続
性
や
同
一
性
か
ら
逸
脱
し
よ
う
と
葛
藤
す
る
。
二
十
年
と
い
う

時
間
に
隔
て
ら
れ
「
複
数
」
化
さ
れ
た
二
人
の
「
私
」
は
互
い
を
二
人
称
で
呼
び
合
い
自
立
性
を
有

す
る
他
者
と
し
て
対
立
し
合
い
、
か
つ
「
先
後
問
題
を
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
相
互
往
還
的
に
派

生
す
る
「
私
」
を
、
二
人
の
「
私
」
に
よ
る
対
話
に
よ
っ
て
鮮
や
か
に
展
開
さ
せ
て
い
る
。

〈
自
伝
〉
を
執
筆
す
る
こ
と
は
、
石
川
に
よ
る
と
「
自
分
が
生
き
た
過
去
の
時
間
と
、
自
伝
の
な

か
を
流
れ
る
物
語
の
時
間
と
、
執
筆
し
て
い
る
自
分
の
現
在
の
時
間5

」
と
い
う
三
つ
の
時
間
に
関
わ

る
こ
と
だ
と
い
う
。
こ
の
将
棋
の
シ
ー
ン
で
は
、
過
去
の
時
間
に
い
る
少
年
時
代
「
私
」
と
、
現
在

の
時
間
に
い
る
映
画
監
督
「
私
」
を
、
映
画
と
い
う
物
語
の
時
間
の
中
で
対
峙
さ
せ
、
重
層
的
な
時

間
を
一
つ
の
画
面
内
で
展
開
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
将
棋
の
シ
ー
ン
は
〈
自
伝
〉
を
書
く
と
い

う
行
為
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
り
、
自
己
と
の
対
話
と
そ
の
揺
ら
ぎ
と
い
う
〈
自
伝
〉
の
本
質
そ
の
も

の
を
そ
の
映
像
内
に
見
事
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
〈
自
伝
〉
を
扱
う
際
に
、
最
も
大
き
な
問
題
と
し
て
、
読
者
の
問
題
が
あ
る
。〈
自
伝
〉

を
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
そ
の
定
義
を
試
み
た
ル
ジ
ェ
ン
ヌ
は
、〈
自
伝
〉
の
形
式
的
条
件
と
し

て
〈
作
者
（
実
在
の
人
物
）、
語
り
手
、
登
場
人
物
の
同
一
性
〉
と
す
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
最
終

的
に
〈
自
伝
〉
は
、
表
紙
に
記
載
さ
れ
る
作
者
の
署
名
に
よ
っ
て
、
読
者
が
〈
自
伝
〉
を
そ
の
作
者

の
も
の
だ
と
同
定
す
る
「
契
約
」
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
し
て
い
る6

。
読
者
が
作
品
を
〈
自
伝
〉
と

認
め
る
た
め
に
は
そ
の
外
部
に
あ
る
作
家
情
報
を
参
照
で
き
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
が
、
読
者
が
作

家
の
事
実
を
検
証
す
る
こ
と
は
実
質
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
契
約
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
映

画
『
田
園
に
死
す
』
で
は
〈
自
伝
〉
に
お
け
る
作
家
で
あ
る
と
こ
ろ
の
映
画
監
督
「
私
」
を
登
場
さ
せ
、

「
私
の
0

0

少
年
時
代
」（
傍
点
筆
者
）
と
語
ら
せ
、
署
名
す
る
こ
と
で
、〈
自
伝
〉
の
「
契
約
」
は
た
や
す

く
結
ば
れ
る
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
こ
れ
が
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
構
造
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
、
映
画
の
外
部

で
、
同
じ
く
『
田
園
に
死
す
』
と
い
う
映
画
を
撮
っ
て
い
る
寺
山
は
映
画
監
督
「
私
」
に
重
ね
ら
れ

折
り
返
さ
れ
二
重
化
さ
れ
も
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
受
け
手
側
が
結
ん
で
い
た
〈
自
伝
〉
の
「
契
約
」
は
、

映
画
監
督
「
私
」
か
ら
寺
山
へ
と
紛
ら
わ
し
く
ず
ら
さ
れ
、
誰
の
〈
自
伝
〉
な
の
か
が
峻
別
し
が
た

く
な
っ
て
い
く
。
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二
〇
一
五
年

加
え
て
、
映
画
は
寺
山
の
生
い
立
ち
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
仕
掛
け
も
な
さ
れ
て
い
る
。
寺
山
は

恐
山
の
あ
る
青
森
県
の
出
身
で
あ
り
、
寺
山
の
実
母
で
あ
る
ハ
ツ
と
、「
修
ち
ゃ
ん
」
と
呼
ば
れ
て

い
た
修
司
は
、
映
画
で
は
母
親
セ
ツ
と
「
新
ち
ゃ
ん
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
映
画
公
開
当
時
三
〇

代
後
半
だ
っ
た
寺
山
と
映
画
監
督
「
私
」
の
年
齢
は
ほ
ぼ
重
な
り7

、
当
初
は
映
画
監
督
「
私
」
を

寺
山
が
演
じ
る
予
定
で
あ
っ
た
よ
う
に8

、
映
画
は
寺
山
の
〈
自
伝
〉
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
を
拒
ん
で

い
な
い
。
と
は
言
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
、
映
画
の
少
年
時
代
は
作
家
の
事
実
と
は
異
な
る
。
寺
山
が

育
っ
た
の
は
恐
山
の
麓
で
は
な
く
比
較
的
都
会
の
青
森
市
で
、
母
親
が
九
州
に
働
き
に
出
た
た
め
に

十
二
歳
の
時
に
親
戚
に
あ
ず
け
ら
れ
、
そ
の
後
早
稲
田
大
学
に
入
学
し
、
東
京
で
再
会
す
る
ま
で
母

子
は
別
々
に
暮
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
寺
山
に
は
虚
実
交
え
て
「
私
」
を
語
る
自
己

言
及
的
な
作
品
が
多
く
、
受
け
手
は
そ
こ
か
ら
恣
意
的
な
作
家
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に

な
る
。
母
親
を
詠
ん
だ
俳
句
や
短
歌
、
母
親
か
ら
の
精
神
的
自
立
を
説
い
た
エ
ッ
セ
イ
な
ど
の
作
品

群
を
参
照
的
に
解
釈
の
中
に
取
り
込
む
こ
と
は
、
そ
れ
が
作
家
の
事
実
か
否
か
は
さ
て
お
き
、
作
家

の
〈
自
伝
〉（
と
錯
覚
し
て
い
る
映
画
）
に
お
け
る
何
ら
か
の
解
釈
を
誘
発
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

こ
の
物
語
が
描
く
の
は
、「
私
」
の
母
親
か
ら
の
自
立
や
〈
母
殺
し
〉
の
葛
藤
で
あ
る
か
ら
、
作
品

解
釈
の
射
程
は
メ
タ
レ
ベ
ル
ま
で
拡
張
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
映
画
の
外
部
の
作
家

（
性
）
を
も
手
繰
り
こ
む
ゆ
え
、
母
子
の
葛
藤
と
い
う
ド
ラ
マ
に
奥
行
き
を
与
え
、
そ
の
強
度
を
増

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
映
画
の
中
で
は
寺
山
の
第
三
歌
集
『
田
園
に
死
す
』（
白
玉
書
房
、
一
九
六
五
年
）
か
ら
引
用

さ
れ
た
十
四
首
の
短
歌
が
映
像
の
間
に
映
し
出
さ
れ
、
音
読
さ
れ
る
。
本
来
は
作
品
の
外
部
に
あ
る

は
ず
の
作
家
に
よ
る
別
の
作
品
を
組
み
込
み
、
こ
こ
で
も
「
私
」
を
衝
突
さ
せ
る
。
松
田
修
が
「
短

歌
は
一
首
と
し
て
の
自
立
性
を
保
ち
つ
つ
、
万
の
補
助
線
の
原
点
と
し
て
、
あ
え
て
映
像
と
ず
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
機
能
し
て
い
る9

」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
二
つ
の
作
品
間
で
生
じ
る
差
異
性
や
類
似

性
に
よ
っ
て
作
品
各
々
の
イ
メ
ー
ジ
は
増
強
し
た
り
逆
に
亀
裂
を
生
じ
さ
せ
た
り
す
る
。
ま
た
映
画

が
物
語
と
い
う
流
れ
る
時
間
を
有
す
る
の
に
対
し
て
、
短
歌
で
は
「
私
」
が
詠
ん
で
い
る
今
と
い
う

一
つ
の
定
点
か
ら
世
界
観
が
広
が
り
、
水
平
的
な
映
画
の
「
時
間
」
に
垂
直
的
な
短
歌
の
「
時
間
」

が
く
さ
び
を
打
ち
込
み
、
そ
の
衝
突
に
よ
っ
て
複
層
的
な
「
私
」
が
立
ち
現
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
映
画
も
短
歌
も
と
も
に
故
郷
や
原
体
験
を
題
材
に
創
作
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
表
現
形
式

の
差
異
と
約
一
〇
年
と
い
う
時
間
に
隔
て
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
三
〇
代
後
半
の
〈
撮
る
私
〉
と
、

二
十
九
歳
以
前
に
詠
ま
れ
た
〈
詠
む
私
〉
で
は
、
当
然
故
郷
へ
の
感
懐
も
異
な
る
だ
ろ
う
し
、
書
く

内
容
は
描
写
の
様
式
に
も
規
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
う
し
て
短
歌
は
、
映
画
と
い
う
「
虚
構
」

の
場
へ
と
作
家
（
性
）
を
誘
い
こ
む
呼
び
水
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
一
〇
年
と
い
う
時
間
に
隔
て
ら

れ
「
複
数
」
化
さ
れ
た
作
家
の
表
現
が
衝
突
し
合
う
場
を
も
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
「
虚
構
」
と
し
て
の
〈
自
伝
〉
の
中
に
、
作
品
の
外
部
に
い
る
作
家
の
痕
跡
を
残
す
こ
と
は
、

作
家
に
と
っ
て
は
い
か
な
る
意
味
が
あ
る
の
か
。
寺
山
は
粟
津
潔
が
手
が
け
た
映
画
美
術
を
指
し
て

「
こ
の
映
画
の
た
め
の
方
法
と
い
う
よ
り
は
、
私
自
身
の
現
在
の
思
い
こ
み10

」
と
し
、
映
画
と
い
う

「
虚
構
」
の
「
記
憶
」
が
作
家
の
事
実
を
も
浸
食
し
て
い
く
様
相
を
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
に
挙

げ
た
三
浦
が
「
先
後
問
題
を
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
し
た
「
自
己
」
と
「
表
現
的
自
己
」
と
の

対
話
で
現
れ
る
「
私
と
い
う
現
象
」
と
い
う
考
え
に
通
じ
て
い
る
。「
先
後
問
題
を
問
う
こ
と
が
で

き
な
い
」
の
で
あ
れ
ば
、「
私
」
は
「
虚
構
」
テ
ク
ス
ト
空
間
の
中
で
し
か
現
象
し
え
な
い
こ
と
に

な
る
が
、
寺
山
は
ま
さ
に
「
虚
構
」
空
間
に
立
ち
現
れ
る
「
私
」
を
創
作
す
る
こ
と
で
、
自
己
変
革

を
試
み
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
。
十
八
歳
で
雑
誌
『
短
歌
研
究
』（
一
九
五
四
年
十
一
月
号
）
の
「
第

二
回
五
十
首
応
募
作
品
」
特
選
を
受
賞
し
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
し
た
際
に
、
模
倣
が
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
も
う
一
点
、
事
実
を
尊
重
す
る
当
時
の
歌
壇
に
お
い
て
、
作
品
の
「
虚
構
」

性
を
め
ぐ
っ
て
も
議
論
に
な
っ
て
い
る11

。
寺
山
は
そ
れ
に
真
っ
向
か
ら
反
論
し
、
後
に
「
短
歌
に
お

け
る
新
し
い
人
物
像
」『
短
歌
』（
一
九
五
七
年
、
十
一
月
）
と
題
し
、
自
ら
の
「
私
」
性
観
を
以
下

の
よ
う
に
表
明
し
た
。

私
性
の
文
学
は
同
時
に
自
分
を
超
え
る
こ
と
、
自
分
を
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
が
た
い
。
歌
う

と
い
う
行
為
が
つ
ま
り
は
自
己
肯
定
な
の
だ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
自
分
を
否
定
し
た
よ
う
な
か

た
ち
で
歌
っ
て
も
「
否
定
し
た
か
た
ち
で
歌
う
自
分
」
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
歌
の
中
の
「
私
」
と
、
実
作
者
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
無
気
力
で
あ
る
か
、
ナ
ル
シ

ス
ト
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ア
ラ
ラ
ギ
リ
ア
リ
ス
ト
を
は
じ
め
、
歌
壇
の
歌
の
な

か
で
「
私
」
と
作
者
が
同
一
の
場
合
は
多
く
、
無
気
力
で
あ
る12

。

文
学
を
自
己
超
克
や
自
己
否
定
の
手
段
と
し
て
捉
え
、
作
家
と
「
私
」
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
「
無

気
力
」
と
糾
弾
し
、
文
学
表
現
に
お
い
て
作
家
と
乖
離
し
た
「
私
」
を
仮
構
す
る
こ
と
に
意
義
を
見

出
し
て
い
る
。
仮
構
さ
れ
た
「
私
」
に
よ
っ
て
現
実
の
「
私
」
を
否
定
し
超
克
し
て
い
く
こ
と
は
、

そ
の
ま
ま
「
記
憶
」
の
「
修
正
」
に
通
じ
て
い
る
。
仮
構
さ
れ
た
映
画
監
督
「
私
」
と
そ
の
「
虚
構
」

の
「
記
憶
」
を
設
定
し
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
の
「
虚
構
」
と
い
う
よ
り
は
作
家
の
事
実
を
も
混
ぜ
た

も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
自
己
と
の
葛
藤
の
中
で
「
私
」
を
探
求
し
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
先
の

作
品
ノ
ー
ト
に
記
さ
れ
た
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
在
所
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
」
試
み
は
、
映
画

監
督
「
私
」
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
寺
山
自
身
に
も
及
ぶ
、
映
画
の
内
部
と
外
部
の
双
方
で
同
時

に
行
わ
れ
た
、
作
家
の
実
験
的
か
つ
本
質
的
な
試
み
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
て
「
差
異
＝
遅
延
あ
る
い
は
異
和
」
に
よ
っ
て
「
自
己
」
と
「
表
現
的
自
己
」
の
間
を
揺
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〈
自
伝
〉
と
「
夢
」
の
形
式
を
借
り
た
「
虚
構
」

ら
ぐ
「
私
」
を
表
出
す
る
〈
自
伝
〉
の
本
質
を
映
像
化
す
る
と
と
も
に
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ

て
、
映
画
の
内
部
と
外
部
は
、
紛
ら
わ
し
く
「
虚
構
」
空
間
の
中
に
溶
け
込
ま
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

「
虚
構
」
が
全
く
含
ま
れ
な
い
〈
自
伝
〉
も
、
作
者
の
事
実
に
全
く
基
づ
い
て
い
な
い
「
虚
構
」
も

存
在
し
得
な
い
。
さ
ら
に
「
私
」
が
「
虚
構
」
空
間
の
裡
に
し
か
立
ち
現
わ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
を
問
う
こ
と
も
も
は
や
意
味
が
な
い
。
真
偽
の
検
証
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
、〈
自
伝
〉
か

否
か
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
分
け
に
還
元
す
る
の
で
は
な
く
、
作
家
で
あ
る
自
ら
の
側
に
引
き
寄
せ
て
、

自
己
表
象
の
往
還
の
中
で
、
ど
こ
ま
で
が
「
私
」
か
を
問
う
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

３
、「
夢
」
に
お
け
る
「
私
」
の
欲
望

映
画
は
〈
自
伝
〉
の
形
式
を
借
り
て
い
る
と
い
え
ど
も
、
映
像
表
現
に
お
い
て
も
〈
あ
り
の
ま

ま
〉
の
少
年
時
代
の
事
実
を
撮
る
方
向
へ
と
向
か
わ
な
い
。「
書
く
つ
も
り
で
対
象
化
し
た
と
た
ん

に
、
自
分
も
、
風
景
も
、
み
ん
な
厚
化
粧
し
た
見
世
物
に
な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
映
画
監
督
「
私
」

の
台
詞
は
、
一
見
す
る
と
原
体
験
を
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
に
撮
る
困
難
を
吐
露
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、
映
画
で
は
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
を
撮
る
こ
と
に
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
、

映
画
は
「
一
種
の
〈
夢
〉
」13

を
模
し
て
虚
飾
に
彩
ら
れ
て
映
像
化
さ
れ
て
い
る
。「
擬
景
作
図
」14

と
称

さ
れ
た
粟
津
潔
の
美
術
は
、
大
小
の
倒
錯
、
家
の
内
外
の
配
置
換
え
等
、
本
来
あ
る
べ
き
姿
や
場
所

に
な
い
事
物
を
出
会
わ
せ
て
違
和
を
生
じ
さ
せ
る
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
手
法
で
あ
る
転
デ
ペ
イ
ズ
マ
ン
置
に
よ
っ

て
「
夢
」
の
世
界
を
作
り
上
げ
る
。
顔
を
白
塗
り
に
さ
れ
た
登
場
人
物
は
風
景
か
ら
浮
き
立
ち
、
映

像
の
間
に
は
静
止
画
の
シ
ョ
ッ
ト
や
短
歌
が
挿
入
さ
れ
時
間
を
遮
り
、
映
像
は
着
色
さ
れ
る
な
ど
、

時
間
や
空
間
を
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
の
自
然
な
形
か
ら
切
り
取
っ
て
脈
絡
な
く
配
置
す
る
。

フ
ロ
イ
ト
は
「
夢
解
釈
」
の
中
で
、「
幼
年
期
の
素
材
は
、
周
知
の
よ
う
に
そ
の
大
部
分
が
意
識

的
な
想
起
能
力
の
隙
間
へ
と
落
ち
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
夢
は
そ
う
し
た
幼
年
期
の
素

材
を
手
中
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
興
味
深
い
超
記
憶
的
な
夢
の
発
生
の
き
っ
か
け
と

な
る
。」15

と
言
う
。
つ
ま
り
大
部
分
が
意
識
的
に
想
起
で
き
な
い
と
さ
れ
る
幼
年
期
の
「
記
憶
」
は
、

「
夢
」
と
い
う
装
置
に
よ
っ
て
の
み
表
象
さ
れ
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
虚
構
」
性
を
技
巧
的
に
盛
り
込
み
、

「
記
憶
」
へ
と
通
底
す
る
「
夢
」
を
模
す
こ
と
で
逆
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
と
も
い

え
る
。

そ
も
そ
も
フ
ロ
イ
ト
は
「
夢
」
の
定
義
を
、「
検
閲
」
を
受
け
「
歪
曲
」
さ
れ
た
形
で
欲
望
が
成

就
す
る
場
と
し
て
い
る16

。
し
か
し
こ
の
映
画
の
中
で
は
最
も
明
白
で
顕
在
的
な
「
私
」
の
欲
望
で
あ

る
と
こ
ろ
の
〈
母
殺
し
〉
は
成
就
し
な
い
。「
記
憶
の
修
正
」
の
焦
点
と
な
る
の
は
〈
母
殺
し
〉
が

で
き
る
か
否
か
で
あ
る
が
、
物
語
は
「
た
か
が
映
画
の
中
で
さ
え
、
た
っ
た
一
人
の
母
も
殺
せ
な
い

私
自
身
と
は
、
い
っ
た
い
誰
な
の
だ
？
」
と
い
う
「
私
」
の
痛
苦
な
問
い
か
け
で
終
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
反
カ
タ
ル
シ
ス
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
生
ん
で
き
た17

。

寺
山
は
「
映
画
の
ラ
ス
ト
・
シ
ー
ン
で
主
人
公
が
母
親
の
首
を
し
め
た
り
草
刈
鎌
を
振
り
か
ざ
し

な
が
ら
、
こ
れ
は
映
画
な
ん
だ
か
ら
い
い
ん
だ
、
と
い
う
の
を
二
十
年
前
の
少
年
が
み
て
、
そ
れ
が

解
体
し
て
い
く
風
景
が
表
わ
れ
て
も
よ
か
っ
た
」18

と
、「
私
」
の
〈
解
体
〉
の
最
終
形
と
し
て
「
私
」

が
消
失
し
う
る
可
能
性
も
想
定
し
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で
「
私
」
と
し
て
踏
み
と
ど
ま
る
エ
ン
デ
ィ

ン
グ
を
選
ん
だ
。
そ
れ
は
母
親
を
殺
せ
な
い
「
私
」
と
い
う
自
己
否
定
に
よ
っ
て
の
み
「
私
」
を
超

克
し
え
る
と
い
う
、
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
に
も
カ
タ
ル
シ
ス
に
収
斂
さ
れ
な
い
厳
し
さ
と
も
い
え
よ
う
。

そ
し
て
〈
母
殺
し
〉
が
為
さ
れ
な
い
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
観
客
の
意
表
を
突
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当

然
な
が
ら
解
釈
の
欲
望
が
発
動
す
る
。
と
は
い
う
も
の
の
作
中
で
予
告
さ
れ
た
〈
母
殺
し
〉
の
ス
ト
ー

リ
ー
は
終
幕
に
向
か
っ
て
直
線
的
に
収
束
し
て
い
く
と
い
う
意
味
で
は
、
最
も
自
明
な
予
定
調
和
的

な
物
語
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
他
方
、「
記
憶
の
修
正
」
が
な
さ
れ
た
部
分
の
物
語
に
お
け
る
意
味
に
つ
い
て
は
あ
ま
り

論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
メ
イ
ン
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
る
〈
母
殺
し
〉
の
な
か
で
、「
修

正
」
の
及
ん
だ
部
分
は
サ
ブ
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
〈
母
殺
し
〉
を
際
立
た
せ
る
た
め
の
脇

風
景
と
し
て
看
過
さ
れ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
物
語
は
「
修
正
」
に
よ
っ
て
こ
そ
展
開
し
て
い
る
。

作
中
、
美
化
さ
れ
た
虚
構
①
と
そ
れ
を
「
修
正
」
す
る
虚
構
②
に
あ
っ
て
物
語
は
が
ら
り
と
そ
の

様
相
を
変
え
る
。
そ
う
し
た
作
品
の
構
成
の
中
に
あ
っ
て
、
母
親
像
は
一
貫
し
「
修
正
」
さ
れ
な
い
。

母
親
は
、
寝
て
い
る
少
年
に
ま
と
わ
り
つ
き
、
屈
強
な
体
を
丸
め
て
仏
壇
を
磨
き
、
大
い
び
き
を
か

き
、
顔
は
灰
色
の
化
粧
で
汚
さ
れ
、「
私
」
に
と
っ
て
は
疎
ま
し
く
嫌
悪
す
べ
き
醜
い
存
在
と
し
て

表
象
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
母
親
は
動
か
し
が
た
い
最
も
不
都
合
な
「
記
憶
」
の
核
と
し

て
物
語
を
統
御
す
る
。
代
わ
っ
て
「
修
正
」
さ
れ
る
の
は
サ
ブ
プ
ロ
ッ
ト
に
配
さ
れ
た
「
八
千
草
薫

の
美
し
い
人
妻
、
春
川
ま
す
み
の
空
気
女
、
新
高
恵
子
の
間
引
き
娘
」
と
い
っ
た
「
母
の
イ
メ
ー
ジ

の
分
身
」19

と
し
て
の
三
人
の
女
性
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
「
夢
」
を
造
形
す
る
と
さ
れ
る
二
つ
の
心

的
な
力
を
、「
一
方
の
力
は
夢
に
よ
っ
て
発
現
さ
れ
る
欲
望
を
形
成
し
、
他
方
の
力
は
、
こ
う
し
た

夢
の
欲
望
に
検
閲
を
加
え
、
こ
の
検
閲
に
よ
っ
て
欲
望
の
発
現
に
歪
曲
を
強
い
る
」20

と
説
明
す
る
。

こ
れ
を
「
夢
」
を
模
し
た
映
画
に
当
て
は
め
て
み
れ
ば
、「
家
出
を
す
る
と
き
、
く
っ
つ
い
て
来

て
し
ま
っ
た
」
母
親
と
暮
ら
す
映
画
監
督
「
私
」
は
、
前
者
の
力
に
よ
っ
て
〈
家
出
〉
や
〈
母
殺
し
〉

の
欲
望
を
映
画
の
内
に
「
発
現
」
さ
せ
る
。
そ
し
て
後
者
の
力
に
よ
っ
て
ア
ン
タ
ッ
チ
ャ
ブ
ル
な
母

親
へ
と
向
か
う
「
欲
望
」
が
、「
母
の
イ
メ
ー
ジ
の
分
身
」
で
あ
る
三
人
の
女
性
た
ち
へ
と
「
歪
曲
」

３－４
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さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
な
ら
ば
彼
女
た
ち
が
い
か
に
「
修
正
」
さ
れ
る
の
か
を
、
物
語
に
沿
っ

て
見
て
い
き
た
い
。

３―

１
、
空
気
女　

　

空
気
女
は
村
に
や
っ
て
き
た
サ
ー
カ
ス
一
座
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
男
性
に
空
気
入
れ
で
空
気
を

入
れ
て
も
ら
う
と
空
気
女
の
衣
服
は
風
船
の
よ
う
に
膨
ら
み
、
と
同
時
に
空
気
女
は
恍
惚
の
表
情
を

浮
か
べ
る
。「
膨
ら
む
こ
と
は
妊
娠
」21

で
あ
り
、
空
気
を
入
れ
る
行
為
は
セ
ッ
ク
ス
の
メ
タ
フ
ァ
ー

で
あ
る
。
空
気
女
に
は
性
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
合
さ
れ
て
い
る
が22

、
同
様
に
サ
ー
カ
ス
そ
の
も
の
も

性
の
イ
メ
ー
ジ
を
ま
と
っ
て
い
る
。「
ぼ
く
に
と
っ
て
、
サ
ー
カ
ス
と
は
一
体
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
」

と
い
う
映
画
監
督
「
私
」
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
後
に
は
、
男
女
が
抱
き
合
う
シ
ョ
ッ
ト
や
全
裸
の
男

女
が
テ
ン
ト
か
ら
飛
び
出
す
シ
ョ
ッ
ト
な
ど
の
猥
雑
な
イ
メ
ー
ジ
が
挿
入
さ
れ
る
。
サ
ー
カ
ス
の
天

幕
を
め
く
る
と
、
ま
だ
初
体
験
を
し
て
い
な
い
少
年
に
は
男
女
の
抱
き
合
う
姿
が
、
映
画
監
督
「
私
」

に
は
荒
涼
と
し
た
恐
山
の
風
景
が
見
え
る
。
果
た
し
て
ど
ち
ら
の
光
景
が
「
地
獄
」
な
の
か
は
さ
て

置
き
、
少
年
と
映
画
監
督
「
私
」
の
性
の
捉
え
方
が
視
覚
的
に
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

空
気
女
は
三
人
の
女
性
の
中
で
は
最
後
に
登
場
す
る
も
の
の
、
少
年
が
言
葉
を
交
わ
し
関
わ
り
を

持
つ
最
初
の
人
物
で
あ
る
。
空
気
女
に
呼
び
止
め
ら
れ
た
少
年
は
、
力
い
っ
ぱ
い
空
気
を
入
れ
よ
う

と
す
る
も
、「
ち
っ
と
も
よ
く
な
い
わ
。
全
然
、
ふ
く
ら
ん
で
こ
な
い
も
の
」
と
、
初
体
験
に
失
敗

す
る
。
す
る
と
少
年
は
空
気
女
の
腕
時
計
に
気
付
き
、
驚
き
を
持
っ
て
「
一
人
で
一
つ
ず
つ
時
計
を

持
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
皆
で
一
緒
に
旅
行
し
て
い
る
…
…
」
と
独
白
す
る
。
一
家
に
一
つ
の
柱
時
計

と
、
個
人
に
一
つ
の
腕
時
計
は
、
映
画
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
〈
家
〉
と
〈
個
〉
を
象
徴
し
、
腕
時
計
を

欲
し
〈
家
出
〉
を
望
む
少
年
と
そ
れ
を
抑
圧
す
る
母
親
と
の
対
立
と
な
っ
て
い
る
。
個
々
の
家
か
ら

集
ま
っ
た
団
員
た
ち
は
、
テ
ン
ト
と
い
う
ひ
と
つ
屋
根
の
下
で
漂
流
す
る
生
活
を
、
し
か
し
ひ
と
つ

の
家
族
の
よ
う
に
暮
ら
し
て
い
る
。
少
年
は
そ
の
生
活
ス
タ
イ
ル
に
、
驚
き
と
同
時
に
、
憧
れ
を
抱

く
。
少
年
が
自
分
だ
け
の
腕
時
計
を
持
っ
て
家
を
出
る
漂
泊
へ
の
、
潜
在
的
な
契
機
で
あ
る
。
こ
う

し
て
空
気
女
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
の
ち
に
少
年
の
母
親
か
ら
の
精
神
的
自
立
の
触
媒
と
な
る
初

体
験
、
腕
時
計
、〈
家
出
〉
と
い
う
三
つ
の
要
因
が
す
べ
て
出
揃
う
こ
と
と
な
る
。

空
気
女
は
虚
構
①
で
は
性
的
に
奔
放
で
、
ゆ
え
に
夫
で
あ
る
一
寸
法
師
を
嫉
妬
さ
せ
る
女
性
で
あ

る
が
、
虚
構
②
で
は
快
楽
と
し
て
の
膨
ら
む
洋
服
を
抜
け
出
て
、
夫
に
手
編
み
の
セ
ー
タ
ー
を
渡
す

良
妻
と
し
て
の
一
面
を
見
せ
て
い
る
。
が
、
一
寸
法
師
は
空
気
女
を
捨
て
別
の
女
性
と
出
奔
し
て
し

ま
う
。
物
語
で
は
、
女
性
と
一
緒
に
旅
に
出
る
こ
と
（
＝
駈
落
ち
）
が
〈
家
出
〉
の
一
つ
の
鍵
と
な

る
が
、
一
寸
法
師
を
小
さ
な
男
つ
ま
り
息
子
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
考
え
る
と
、「
母
の
イ
メ
ー
ジ

の
分
身
」
で
あ
る
空
気
女
を
捨
て
別
の
女
性
と
旅
に
出
る
こ
と
は
、
少
年
の
〈
家
出
〉
の
変
奏
と
し

て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
一
寸
法
師
に
捨
て
ら
れ
て
も
「
で
も
い
い
よ
。
き
っ
と
帰
っ
て

く
る
か
ら
。」
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
空
気
女
は
、「
家
出
し
た
少
年
を
い
つ
ま
で
も
待
ち
続
け
る
母
」23

の
姿
と
い
え
よ
う
。

３―

２
、
化
鳥

隣
家
の
美
し
い
嫁
・
化
鳥
は
、
泉
鏡
花
の
同
名
の
幻
想
小
説
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
。
鏡
花
の
『
化

鳥
』（
『
新
著
月
刊
』
明
治
三
〇
年
四
月
）
も
ま
た
母
親
と
少
年
の
物
語
で
あ
る
。
川
で
溺
れ
た
少
年
・

廉
は
、
五
色
の
翼
が
生
え
た
美
し
い
お
姉
さ
ん
に
命
を
救
わ
れ
、
以
降
、
廉
は
こ
の
お
姉
さ
ん
に
憧

れ
を
抱
く
。
同
様
に
『
田
園
に
死
す
』
の
少
年
は
、
美
し
い
化
鳥
に
憧
れ
淡
い
恋
心
を
抱
い
て
い
る
。

化
鳥
は
少
年
に
駈
落
ち
を
持
ち
か
け
、
少
年
を
抑
圧
す
る
母
親
や
〈
家
〉
か
ら
解
放
し
よ
う
と
す
る

救
済
者
で
も
あ
る
。
ま
た
少
年
・
廉
は
二
人
き
り
で
暮
ら
す
母
親
に
も
強
い
思
慕
を
抱
い
て
お
り
、

テ
ク
ス
ト
か
ら
は
判
然
と
し
な
い
美
し
い
お
姉
さ
ん
の
正
体
は
、
母
親
と
不
可
分
に
、
限
り
な
く
母

親
に
接
近
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
。

虚
構
①
で
は
、
少
年
は
化
鳥
と
駈
落
ち
を
し
、
線
路
を
二
人
で
歩
い
て
い
く
場
面
で
映
画
が
途
切

れ
る
。
二
人
が
歩
く
線
路
に
は
性
を
喚
起
さ
せ
る
二
組
の
布
団
が
荷
台
に
乗
っ
て
通
り
過
ぎ
、
少
年

が
〈
家
出
〉
と
初
体
験
に
よ
っ
て
母
親
か
ら
自
立
し
〈
個
〉
を
獲
得
す
る
こ
と
を
予
兆
す
る
。
し
か

し
、
虚
構
②
で
は
母
親
と
掴
み
合
い
の
末
、〈
家
〉
を
抜
け
出
す
も
の
の
、
化
鳥
は
少
年
を
裏
切
り
、

恋
人
・
嵐
と
恐
山
で
落
ち
合
い
彼
と
心
中
す
る
。

化
鳥
は
心
中
の
前
に
長
い
身
の
上
話
を
語
る
。
そ
の
語
り
の
最
中
、
ス
チ
ー
ル
（
静
止
画
）
や
映

像
が
挿
入
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
に
は
燃
え
上
が
る
御
堂
の
映
像
が
二
度
、
最
後
に
は
燃
え
落
ち
て

く
す
ぶ
る
御
堂
の
映
像
が
イ
ン
サ
ー
ト
さ
れ
る
。
こ
れ
は
化
鳥
が
御
堂
で
心
中
す
る
こ
と
を
フ
ラ
ッ

シ
ュ
フ
ォ
ワ
ー
ド
（
先
説
法
）
に
よ
っ
て
予
兆
し
て
い
る
。
同
様
の
御
堂
炎
上
の
映
像
は
、
少
年
と

映
画
監
督
「
私
」
が
〈
母
殺
し
〉
の
相
談
を
す
る
場
面
で
も
語
り
に
合
わ
せ
て
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
化
鳥
の
心
中
を
少
年
と
映
画
監
督
「
私
」
が
二
人
で
見
届
け
る
よ
う
に
、〈
母
殺
し
〉
の
相

談
の
場
面
で
は
、
映
画
監
督
「
私
」
が
、
嫌
が
る
少
年
の
顔
を
強
い
て
燃
え
る
御
堂
の
方
に
向
け
、

二
人
で
母
親
の
死
を
見
届
け
る
場
面
も
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
化
鳥
と
母
親
の
死
は
、
意

図
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
映
像
に
よ
っ
て
重
な
り
合
う
。
予
兆
を
裏
切
り
達
成
さ
れ
な
い
〈
母
殺
し
〉

は
、
母
親
の
「
分
身
」
で
あ
る
化
鳥
へ
と
ず
ら
さ
れ
、
化
鳥
は
そ
の
身
代
わ
り
と
し
て
殺
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
物
語
の
表
層
の
み
を
見
れ
ば
、
少
年
の
救
済
者
に
な
る
は
ず
の
化
鳥
の
裏
切
り
と
死

は
、
忌
ま
わ
し
い
「
記
憶
」
に
す
ぎ
な
い
が
、
欲
望
が
「
歪
曲
」
し
て
現
れ
る
「
不
快
夢
」
と
し
て

３－５
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〈
自
伝
〉
と
「
夢
」
の
形
式
を
借
り
た
「
虚
構
」

捉
え
れ
ば
、
こ
こ
で
は
潜
在
的
に
〈
母
殺
し
〉
の
欲
望
は
成
就
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

３―

３
、
草
衣　

「
草
衣
」
と
は
、
粗
末
な
材
料
で
作
っ
た
質
素
な
衣
服
の
こ
と
で
あ
る
が
、
虚
構
①
で
は
「
赤
い

じ
ゅ
ば
ん
の
着
た
き
り
雀
」
だ
っ
た
彼
女
は
、
虚
構
②
で
見
違
え
る
ほ
ど
モ
ダ
ン
な
黒
の
ワ
ン
ピ
ー

ス
へ
と
様
変
わ
り
す
る
。
草
衣
は
妊
娠
し
出
産
す
る
母
親
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
。
虚
構
①
で
村

人
に
歓
迎
さ
れ
た
赤
子
は
、
虚
構
②
で
は
「
て
て
な
し
児
」
を
忌
む
村
人
た
ち
に
よ
っ
て
間
引
き
を

せ
ま
ら
れ
る
。
村
と
い
う
共
同
体
の
中
で
噂
や
信
仰
に
よ
っ
て
行
動
を
決
定
付
け
ら
れ
た
草
衣
は
、

間
引
き
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
村
と
い
う
共
同
体
の
外
へ
と
押
し
出
さ
れ
る
よ
う
に
東
京
へ
逃
れ
る
。

　

東
京
で
娼
婦
と
な
っ
て
戻
っ
て
き
た
草
衣
は
少
年
と
出
会
い
、
恐
山
の
本
堂
で
抵
抗
す
る
少
年
を

組
み
伏
せ
「
む
さ
ぼ
る
よ
う
に
髪
を
乱
し
て
犯
し
き
る
」。
少
年
は
初
体
験
を
奪
わ
れ
、
そ
の
象
徴

と
し
て
腕
に
は
腕
時
計
が
光
る
。「
も
う
帰
れ
な
い
よ
」
と
い
う
少
年
に
対
し
て
、
草
衣
は
「
わ
た

し
と
一
緒
に
東
京
に
行
く
？
」24

と
誘
う
が
、
化
鳥
の
死
に
よ
っ
て
頓
挫
し
た
〈
家
出
〉
と
初
体
験
は
、

草
衣
に
よ
っ
て
思
い
が
け
な
い
形
で
達
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
少
年
の
母
親
か
ら
の
精
神
的
自
立

の
物
語
は
、
初
体
験
、〈
家
出
〉、
腕
時
計
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
と
と
も
に
、
空
気
女
、
化
鳥
、
草
衣

を
順
番
に
巡
る
こ
と
で
一
応
は

0

0

0

達
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
虚
構
②
は
、
一
見
す
る

と
不
都
合
な
「
記
憶
」
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
「
不
快
夢
」
と
捉
え
な
お
す
こ
と
で
、「
私
」
の
欲

望
を
「
歪
曲
」
し
潜
在
的
な
形
で
映
像
の
中
に
表
出
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

４
、
少
年
と
草
衣
、
映
画
監
督
「
私
」
と
母
親

批
評
家
マ
リ
ア
・
ロ
ベ
ル
タ
・
ノ
ヴ
ィ
エ
ッ
リ
は
草
衣
を
母
親
の
愛
着
か
ら
切
り
離
す
「
〈
娼
婦

―

解
放
者
〉
」25

と
見
る
が
、
池
内
靖
子
は
、
和
讃
の
合
唱
と
赤
子
の
泣
き
声
を
背
景
に
「
赤
ち
ゃ
ん

が
欲
し
い
」
と
絶
叫
し
な
が
ら
少
年
を
組
み
伏
せ
て
い
く
草
衣
は
「
娼
婦
」
と
い
う
だ
け
で
な
く
「
自

ら
の
母
性
に
囚
わ
れ
た
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
」
と
い
う
。

娼
婦
に
よ
る
侵
犯
行
為
は
、
か
つ
て
の
子
殺
し
の
行
為
と
重
な
る
と
同
時
に
、
も
う
一
度
腹
に

孕
む
と
い
う
妊
娠
・
出
産
の
メ
タ
フ
ァ
ー
へ
と
転
換
さ
れ
、
少
年
を
貪
る
地
母
鬼
神
と
も
い
う

べ
き
「
母
の
イ
メ
ー
ジ
の
分
身
」
に
変
貌
し
ま
す26

。

「
地
母
鬼
神
」
と
も
い
う
べ
き
強
烈
な
母
性
を
体
現
す
る
草
衣
は
、
妊
娠
・
出
産
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
な
一
般
的
な
「
母
の
イ
メ
ー
ジ
の
分
身
」
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
子
ど
も
を
胎
内
に
取
り
込
も
う

と
す
る
草
衣
は
、
少
年
を
抑
圧
し
庇
護
下
に
お
こ
う
と
す
る
母
親
で
あ
り
、
必
死
に
抵
抗
し
逃
れ
よ

う
と
す
る
少
年
と
の
攻
防
は
、
自
立
を
阻
む
母
親
と
少
年
の
抵
抗
と
重
な
り
合
う
。
す
が
り
つ
く
母

親
を
力
ず
く
で
振
り
切
り
〈
家
出
〉
し
た
少
年
は
、
待
ち
伏
せ
て
い
た
母
親
の
「
分
身
」
で
あ
る
草

衣
に
よ
っ
て
再
び
胎
内
へ
と
押
し
込
め
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
少
年
の
腕
に
は
自
立
の
象
徴
で

あ
る
腕
時
計
が
光
る
も
、
力
尽
き
て
う
つ
伏
す
少
年
の
姿
に
は
挫
折
感
す
ら
漂
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
草
衣
は
「
娼
婦
」
で
あ
る
と
同
時
に
母
親
の
「
分
身
」
で
も
あ
る
が
ゆ
え
、
一
方
で
は
腕
時
計

を
獲
得
し
た
ア
ガ
リ
で
あ
る
が
、
し
か
し
も
う
一
方
で
は
、
母
子
の
攻
防
に
お
い
て
敗
北
す
る
と
い

う
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

少
年
「
私
」
の
物
語
は
、
母
親
よ
り
も
草
衣
と
の
攻
防
の
方
に
描
写
が
さ
か
れ
て
お
り
、
母
親
と

の
葛
藤
と
い
う
物
語
の
内
容
か
ら
言
っ
て
、
不
自
然
な
印
象
も
受
け
る
。
草
衣
と
少
年
の
攻
防
は
約

三
分
に
も
及
ぶ
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
シ
ー
ン
の
後
に
展
開
す
る
母
親
と
映
画
監
督
「
私
」
の
対
決

も
、
三
分
を
超
え
る
シ
ー
ク
エ
ン
ス
シ
ョ
ッ
ト
（
＝
長
回
し
）
と
い
う
同
様
の
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
に
よ
っ

て
撮
影
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
技
法
は
物
語
と
現
実
の
時
間
が
一
致
す
る
た
め
一
進
一
退
の
攻
防
の
熾

烈
さ
を
臨
場
感
を
も
っ
て
演
出
し
、
印
象
深
い
こ
れ
ら
の
二
つ
の
シ
ー
ン
を
関
連
づ
け
て
い
る
。
少

年
の
物
語
は
草
衣
と
の
攻
防
で
終
止
符
が
打
た
れ
る
が
、
代
わ
っ
て
今
度
は
映
画
監
督
「
私
」
が
母

親
と
対
決
す
る
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
る
。

映
画
監
督
「
私
」
は
、
恐
山
の
麓
に
あ
る
生
家
で
二
十
年
前
の
母
親
と
出
会
う
。
そ
こ
で
「
（
ま

る
で
い
つ
も
の
よ
う
に
）
」
家
に
招
き
入
れ
ら
れ
た
映
画
監
督
「
私
」
は
母
親
を
殺
せ
な
い
ま
ま
に

一
緒
に
食
事
を
と
る
。
手
料
理
を
食
べ
る
息
子
を
見
て
母
親
は
「
満
足
そ
う
に
、
に
っ
と
笑
う
」
が
、

ち
ゃ
ぶ
台
ひ
と
つ
を
隔
て
た
距
離
で
母
親
の
手
料
理
を
食
す
「
私
」
は
、
母
親
の
テ
リ
ト
リ
ー
（
＝

胎
内
）
か
ら
抜
け
出
せ
て
お
ら
ず
、
い
ま
だ
臍
帯
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
傍
ら
に
置
か
れ
た
草
刈

鎌
を
振
り
か
ざ
す
こ
と
も
で
き
な
い
ま
ま
食
事
が
続
く
中
、
突
然
「
家
」
の
三
方
の
壁
が
外
側
へ
倒

れ
撮
影
当
時
の
新
宿
の
景
色
が
明
る
く
拓
け
る
。
そ
れ
は
現
在
の
映
画
監
督
「
私
」
が
暮
ら
す
街
で

あ
り
、
映
画
監
督
「
私
」
は
母
親
と
臍
帯
し
な
が
ら
に
、
一
人
前
の
男
と
し
て
壁
一
枚
隔
て
た
街
へ

と
放
り
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
草
衣
を
母
親
の
「
分
身
」
と
し
、
二
つ
の
攻
防
を
関
連
づ
け
る

こ
と
で
見
え
て
く
る
の
は
、
自
立
と
臍
帯
と
い
う
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
葛
藤
の
中
に
あ
っ
て
こ
そ
成

長
す
る
「
私
」
の
姿
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
映
画
は
〈
母
殺
し
〉
と
い
う
顕
在
的
な
欲
望
を
中
心
に
す
え
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
「
夢
」

と
い
う
装
置
を
用
い
サ
ブ
プ
ロ
ッ
ト
の
中
に
「
歪
曲
」
さ
せ
る
こ
と
で
、
物
語
は
拡
散
し
複
雑
な
意

味
を
蓄
え
、
拓
か
れ
た
ま
ま
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。「
夢
」
と
い
う
装
置
に
よ
っ
て
、

想
起
さ
れ
が
た
い
「
記
憶
」
や
、「
検
閲
」
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
た
「
私
」
の
欲
望
の
う
ご
め
き
と
い
っ

た
「
私
」
の
意
識
下
を
も
表
象
し
、
よ
り
本
質
的
で
深
い
次
元
で
の
「
私
」
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試

３－６



人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
八
巻　

二
〇
一
五
年

み
た
と
い
え
る
。５

、
お
わ
り
に
、

以
上
、
前
半
部
で
は
「
私
」
の
探
求
で
あ
る
〈
自
伝
〉
の
形
式
を
模
し
な
が
ら
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
に
よ
っ
て
「
複
数
」
化
・「
虚
構
」
化
し
た
様
々
な
レ
ベ
ル
で
の
「
私
」
の
葛
藤
の
様
相
を
探
り
、

後
半
部
で
は
達
成
さ
れ
得
な
い
〈
母
殺
し
〉
の
意
味
を
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
「
夢
」
と

い
う
装
置
に
お
い
て
「
歪
曲
」
さ
れ
て
代
理
表
象
を
迂
回
す
る
あ
り
方
を
探
っ
た
。
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
と
し
て
の
〈
自
伝
〉
は
鏡
像
構
造
に
あ
っ
て
、
作
品
の
外
部
に
い
る
作
家
（
性
）
を
も
呼
び
込
み
、

濃
厚
か
つ
過
剰
な
ま
で
の
自
意
識
を
表
出
さ
せ
、
他
方
、「
夢
」
は
欲
望
を
潜
在
的
に
映
像
の
中
に

滑
り
込
ま
せ
る
。「
虚
構
」
に
粉
飾
さ
れ
た
映
画
で
あ
り
な
が
ら
、「
私
」
の
真
実
に
肉
薄
し
え
た
こ

の
作
品
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
あ
る
い
は
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
「
私
」
の
表
象
の
可
能
性
を

改
め
て
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

＊
本
文
の
引
用
は
『
寺
山
修
司
著
作
集　

第
二
巻　

小
説
・
ド
ラ
マ
・
シ
ナ
リ
オ
』（
ク
イ
ン
テ
ッ
セ

ン
ス
出
版
、
平
成
二
十
一
年
）
に
拠
っ
た
。

＊
本
稿
は
、「
第
十
五
回
国
際
寺
山
修
司
学
会
春
季
大
会
」（
二
〇
一
三
・
五
・
十
一　

多
摩
美
術
大
学
）

に
お
け
る
研
究
発
表
「
登
場
人
物
か
ら
み
る
寺
山
修
司
の
映
画
『
田
園
に
死
す
』
」
に
基
づ
い
て

執
筆
し
た
。(

注)

１　

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ル
ジ
ェ
ン
ヌ
『
自
伝
契
約
』
花
輪
光
監
訳
（
水
声
社
、
一
九
九
三
年
）
p16

２　

石
川
美
子
『
自
伝
の
時
間　

ひ
と
は
な
ぜ
自
伝
を
書
く
の
か
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
七
年
）
P29
〜
30

３　

寺
山
修
司
「
ノ
ー
ト
」『
田
園
に
死
す
・
草
迷
宮
』（
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
、
一
九
八
三
年
）

４　

三
浦
雅
士
『
私
と
い
う
現
象
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
六
年
）
p30

５　

注
２
に
同
じ
。
p36

６　

注
１
に
同
じ
。
p31 

７　

少
年
は
作
品
で
十
五
歳
あ
る
い
は
中
一
と
な
っ
て
お
り
、
映
画
監
督
「
私
」
と
は
二
〇
歳
の
差
が
あ
る
の
で
、

映
画
公
開
当
時
三
〇
代
後
半
だ
っ
た
寺
山
と
ほ
ぼ
重
な
る
。

８　

 

映
画
監
督
「
私
」
を
寺
山
が
演
じ
る
と
い
う
提
案
が
取
り
や
め
に
な
っ
た
理
由
を
「
カ
メ
ラ
の
前
に
立
ち
あ
ら

わ
れ
て
く
る
の
が
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
『
現
在
の
私
』
で
あ
る
の
な
ら
ば
問
題
な
い
が
、
い
さ
さ
か
の
テ
レ
と
ナ

ル
シ
シ
ズ
ム
に
よ
っ
て
粉
飾
さ
れ
た
『
べ
つ
の
私
』
で
あ
る
な
ら
ば
、
作
品
の
主
題
を
損
ね
る
だ
け
だ
か
ら
」

と
し
て
い
る
。
寺
山
修
司
「
演
出
ノ
ー
ト　

一
九
七
四
年
十
月
三
日
ク
ラ
ン
ク
・
イ
ン
ま
で
の
断
片
」『
田
園
に

死
す
』
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
、
一
九
七
五
年
）

９　

松
田
修
「
解
説　

風
景
の
呪
縛
」
寺
山
修
司
『
田
園
に
死
す
』
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
、
一
九
七
五
年
）

10　

注
８
に
同
じ
。

11　

一
九
五
四
年
に
第
二
回
『
短
歌
研
究
』
五
十
首
応
募
作
品
特
選
を
受
賞
し
た
際
に
は
、「
ア
カ
ハ
タ
売
る
わ
れ
を

夏
蝶
越
え
ゆ
け
り
母
は
故
郷
の
田
を
打
ち
て
ゐ
む
」
の
一
首
を
め
ぐ
り
、
作
者
の
事
実
を
歌
っ
て
い
な
い
と
当

時
の
歌
壇
か
ら
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
の
歌
壇
に
つ
い
て
塚
本
邦
雄
は
「
赤
旗
を
売
ら
ず
に
売
っ

た
と
歌
っ
た
こ
と
が
、
そ
れ
自
体
罪
と
呼
び
得
た
こ
の
う
と
ま
し
い
世
界
」「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
の
魔
王―

寺
山
修

司
の
世
界
」『
寺
山
修
司
全
歌
集
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
一
年
）
と
述
べ
て
い
る
。

12　

寺
山
修
司
「
短
歌
に
お
け
る
新
し
い
人
物
像
」『
短
歌
』（
一
九
五
七
年
、
十
一
月
）

13　

寺
山
修
司
と
斎
藤
正
治
の
対
談
に
お
け
る
寺
山
の
発
言
「
対
談　

田
園
に
死
す―

嗚
呼
幻
想
の
自
叙
伝
」『
シ
ナ
リ

オ
』（
一
九
七
五
年
二
月
）

14　

粟
津
潔
と
寺
山
修
司
の
対
談
「
粟
津
潔
の
擬
景
作
図―

『
田
園
に
死
す
』
の
場
合　

映
画
美
術
を
超
え
て
」『
美

術
手
帖
』（
一
九
七
五
年
二
月
）

15　

フ
ロ
イ
ト
『
夢
解
釈
〈
初
版
〉　

上
』（
中
央
公
論
社
、
二
〇
一
二
年
）
金
関
猛
訳
p16
〜
17

16　

注
15
に
同
じ
p204

17　

例
え
ば
、
母
親
と
い
う
原
風
景
の
「
記
憶
」
こ
そ
が
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
在
所
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
深
く

踏
み
込
み
え
た
点
を
評
価
し
た
の
が
、
松
田
修
「
母
を
殺
し
え
ぬ
は
ず
、
母
と
は
己
れ
に
他
な
ら
な
い―

。」「
解

説　

風
景
の
呪
縛
」
寺
山
修
司
『
田
園
に
死
す
』
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
、
一
九
七
五
年
）
や
、
吉
田
司
雄
「
『
記
憶
』

を
統
御
し
つ
づ
け
る
『
母
』
の
存
在
へ
と
向
か
っ
て
し
ま
っ
た
点
が
重
要
」「
母
殺
し―

寺
山
修
司
『
田
園
に
死

す
』
で
あ
る
。
針
生
一
郎
は
、
寺
山
の
一
連
の
活
動
が
変
革
を
試
み
な
が
ら
も
、
決
し
て
一
定
の
枠
組
み
を
越

え
な
い
こ
と
を
挙
げ
、
母
親
を
殺
す
と
言
い
な
が
ら
そ
れ
を
実
行
で
き
な
い
こ
と
を
「
寺
山
の
致
命
的
な
弱
点
」

「
作
品
論
・
寺
山
修
司
映
画　

『
田
園
に
死
す
』」『
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
』（
一
九
七
六
年
一
月
）
と
否
定

的
に
と
ら
え
る
。
他
方
、
池
内
靖
子
は
「
『
母
殺
し
』
の
挫
折
は
、『
父
殺
し
』
の
通
過
儀
礼
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
、

『
母
性
』
を
問
題
化
す
る
こ
と
の
可
能
性
を
示
唆
」
し
、〈
母
殺
し
〉
を
「
対
象
化
す
る
ま
な
ざ
し
と
意
識
で
見
続

け
る
」
寺
山
の
「
脱
ロ
マ
ン
化
」
の
批
評
意
識
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
脱
）
構

築
の
迷
路―
寺
山
修
司
の
『
田
園
に
死
す
』
を
中
心
に
」（
立
命
館
言
語
文
化
研
究
、
二
〇
〇
六
年
十
一
月
）
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寺
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司
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寺
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司
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〇
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〜
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池
内
靖
子
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イ
デ
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の
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山
修
司
の
『
田
園
に
死
す
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を
中
心
に
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立
命
館
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語
文
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二
〇
〇
六
年
十
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月
）
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空
気
女
役
の
春
川
ま
す
み
は
、
元
日
劇
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ホ
ー
ル
の
ヌ
ー
ド
ダ
ン
サ
ー
で
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娼
婦
役
で
ス
ク
リ
ー

ン
で
活
躍
し
た
女
優
で
あ
る
。

23　
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じ
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こ
の
草
衣
の
台
詞
は
映
画
で
実
際
に
発
せ
ら
れ
た
台
詞
で
あ
る
。
シ
ナ
リ
オ
で
は
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あ
た
し
と
一
緒
に
ど
こ
か

行
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う
か
？
」
と
な
っ
て
い
る
。
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マ
リ
ア
・
ロ
ベ
ル
タ
・
ノ
ヴ
ィ
エ
ッ
リ
「
イ
メ
ー
ジ
の
形
式
と
形
式
の
イ
メ
ー
ジ
ー
寺
山
修
司
の
作
品
に
お
け

る
超
視
覚
的
な
道
程
」『
新
文
芸
読
本　

寺
山
修
司
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
三
年
）
押
場
靖
志
訳

26　
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じ
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Terayama Shūji's film, “Cache-Cache Pastoral” as an autobiography and a dream

KUBO Yoko

Abstract

The aim of this paper is to make clear how Terayama Shūji (1935-1983) represents Self in his 

autobiographical film entitled “Cache-Cache Pastoral” (1974). The film projects the delicate subject of 

depicting self-representation. He denies the unchangeable and single Self and represents the fictitious 

and plural Selves instead. The description of multi-faced self involves difficulty as the self will be 

divided into the “I” who writes, the “I” who is written, and the “I” who existed in the past. Terayama 

depicts multi-faced “ I ”s which conflict with each other to adapt metafiction. Terayama has the film 

director appear in the film and confront with himself in the past.

In addition, this film tries to modify one's memory and the film director makes an attempt to kill 

his mother whereby he gets his independence in this film. However, he cannot achieve it. Instead, he 

adapts three women as his mother's doubles and realizes his desire in distorted ways. The film looks 

like a dream and the dream enables him to approach his subconscious desire.

Keywords: autobiography, dream, self-representation, Self, metafiction
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