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序
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
（
一
八
五
九
―
一
九
四
一
年
）
が
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
界
に
与
え
た
大
き
な

影
響
を
疑
う
者
は
い
ま
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
映
画
批
評
家
ア
ン
ド
レ
・
バ
ザ
ン
（
一
九
一
八
―
一
九
五
八
年
）
も
、
ベ
ル
ク

ソ
ン
の
遺
産
を
引
き
継
い
だ
者
の
一
人
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
バ
ザ
ン
の
映
画
批
評
に
お
け
る
一
つ
の
理
論
的
支
柱
と
し

て
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
た
だ
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
そ
の
人
は
、
彼
が
活
躍
し
て
い
た
当
時
、
発
明
さ

れ
た
映
画
と
い
う
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
つ
い
て
決
し
て
肯
定
的
に
評
価
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
哲
学
者
で
あ
っ
た
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
も
映
画
に
つ
い
て
言
及
し
て
は
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
、
映
画
を
運
動
の
錯
覚
を
生
み
出

す
表
象
と
し
て
糾
弾
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
、
運
動
と
は
瞬
間
へ
と
分
割
で
き
な
い
、
不
可
分
の

連
続
的
推
移
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
の
言
う
「
持
続
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
映
画
は
断
片
的
な
瞬
間
写
真
の
併
置
に
よ
っ
て

ア
ン
ド
レ・バ
ザ
ン
の
映
画
批
評
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学

大
石

和
久

﹇
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運
動
を
再
生
す
る
装
置
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
彼
に
と
っ
て
映
画
が
見
せ
る
運
動
は
偽
り
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
ま
た
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
芸
術
論
を
一
冊
の
書
物
と
し
て
残
す
こ
と
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
芸
術
に
つ
い
て
は

深
い
関
心
を
寄
せ
、
折
に
ふ
れ
、
芸
術
を
論
じ
て
き
た
哲
学
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
映
画
を
芸
術
と
し
て

決
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
近
年
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
準
拠
し
な
が
ら
イ
マ
ー
ジ
ュ
論
を
展
開
し
て
い
る
ジ

ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
ィ
デ
ィ
＝
ユ
ベ
ル
マ
ン
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
笑
い
」
の
意
味
に
つ
い
て
論
じ
た
一
九
〇
〇
年
刊
行
の

『
笑
い
』
の
中
に
、
喜
劇
映
画
に
つ
い
て
の
言
及
が
全
く
存
在
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
1
）。
当
時
す
で
に
、
ベ
ル

ク
ソ
ン
の
「
笑
い
」
の
分
析
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
り
そ
う
な
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
や
メ
リ
エ
ス
に
よ
る
喜
劇
映
画
が
制
作
さ

れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
当
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
本
人
は
こ
の
よ
う
に
、
映
画
に
対
し
て
否
定
的
見
解
し
か
示
し
て
い
な
い
か
、
あ

る
い
は
等
閑
に
付
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
触
発
さ
れ
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
映
画
論
が
誕
生

し
て
い
る
。
本
稿
で
扱
う
バ
ザ
ン
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
を
彼
の
映
画
批
評
の
理
論
的
な
一
つ
の
柱
と
し
て
い
た
の
で
あ
る

し
、
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
哲
学
者
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
領
域
横
断
的
に
照
応
す
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
と

し
て
映
画
を
捉
え
る
、
独
自
で
、
浩
瀚
な
映
画
論
を
残
し
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
は
こ
の
よ
う
に
、
映
画
理
論
と
し

て
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
バ
ザ
ン
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
を
引
き
継
ぎ
、
反
復
し
な
が
ら
、
彼
の
映
画
批
評
の
中

で
映
画
の
理
論
と
な
る
ま
で
に
変
容
さ
せ
て
い
っ
た
の
か
を
探
っ
て
ゆ
き
た
い
。

バ
ザ
ン
の
映
画
批
評
の
理
論
的
支
柱
と
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
を
考
察
す
る
と
い
っ
た
試
み
は
、
未
だ
ほ
と
ん
ど
な
さ

れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
数
少
な
い
そ
の
よ
う
な
考
察
の
一
つ
と
し
て
、
映
画
理
論
家
ダ
ド
リ
ー
・
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
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の
バ
ザ
ン
研
究
書
『
ア
ン
ド
レ
・
バ
ザ
ン
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。『
ア
ン
ド
レ
・
バ
ザ
ン
』
の
中
に
は
、
ベ
ル
ク

ソ
ン
が
バ
ザ
ン
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
の
簡
潔
な
言
及
が
あ
る
。
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
が
バ

ザ
ン
に
与
え
た
影
響
は
、
以
下
の
四
点
に
見
ら
れ
る
（
2
）。
ま
ず
第
一
に
、
バ
ザ
ン
の
映
画
批
評
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
映
画

―
―
『
ピ
カ
ソ
―
―
天
才
の
秘
密
』」
に
見
ら
れ
る
影
響
。
第
二
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
著
し
た
『
笑
い
』
が
、
バ
ザ
ン
に

よ
る
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
ギ
ャ
グ
分
析
に
対
し
て
与
え
た
影
響
。
第
三
に
、
そ
の
『
笑
い
』
に
お
け
る
芸
術
論
が
バ
ザ
ン
の

リ
ア
リ
ズ
ム
映
画
論
に
与
え
た
影
響
。
最
後
に
、
実
在
の
根
本
的
性
質
を
連
続
性
に
あ
る
と
捉
え
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
実
在

観
が
バ
ザ
ン
の
リ
ア
リ
ズ
ム
映
画
論
に
与
え
た
影
響
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
バ
ザ
ン
に
与
え
た
影
響
は
い

く
つ
か
の
異
な
る
位
相
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
が
、
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
は
特
に
最
後
に
挙
げ
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
実
在
観
の
影
響

が
最
も
重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
は
こ
の
よ
う
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
バ
ザ
ン
の
映
画

批
評
へ
の
影
響
に
つ
い
て
四
つ
の
点
を
挙
げ
つ
つ
も
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
な
い
。
本
稿
で
は
、

こ
の
四
つ
の
点
に
つ
い
て
そ
の
具
体
的
内
容
を
仔
細
に
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
を
映
画
理
論
に
至

る
ま
で
に
変
容
さ
せ
た
バ
ザ
ン
に
よ
る
映
画
批
評
の
実
践
の
軌
跡
を
た
ど
り
直
し
て
み
た
い
。

一
　
持
続
と
サ
ス
ペ
ン
ス

ま
ず
は
、
バ
ザ
ン
の
映
画
批
評
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
映
画
―
―
『
ピ
カ
ソ
―
―
天
才
の
秘
密
』」
を
取
り
上
げ
る
。
ア
ン

リ
・
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ク
ル
ー
ゾ
ー
が
監
督
し
た
『
ピ
カ
ソ
―
―
天
才
の
秘
密
』（
一
九
五
六
年
）
は
、
パ
ブ
ロ
・
ピ
カ
ソ

が
絵
を
描
く
様
を
た
だ
ひ
た
す
ら
、
ほ
ぼ
ワ
ン
シ
ョ
ッ
ト
で
撮
影
し
た
映
画
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
要
素
は
、
た
と
え
ば
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ピ
カ
ソ
の
伝
記
的
な
説
明
な
ど
は
全
く
省
略
さ
れ
て
い
る
。ス
ク
リ
ー
ン
一
面
に
一
枚
の
カ
ン
ヴ
ァ
ス
が
映
し
出
さ
れ
る
。

映
画
は
ま
る
で
ス
ク
リ
ー
ン
を
一
枚
の
カ
ン
ヴ
ァ
ス
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
る
。
ピ
カ
ソ
自
身
は
画
面
に
は
ほ
と
ん
ど

登
場
す
る
こ
と
は
な
く
、
絵
が
描
か
れ
る
過
程
の
み
が
ス
ク
リ
ー
ン
に
示
さ
れ
る
。
こ
の
過
程
は
二
つ
の
方
法
で
示
さ
れ

る
。
ま
ず
第
一
に
、
ピ
カ
ソ
が
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
さ
れ
た
カ
ン
ヴ
ァ
ス
の
裏
側
か
ら
絵
を
フ
ェ
ル
ト
ペ
ン
で
描
く
。
こ
れ

が
ワ
ン
シ
ョ
ッ
ト
で
撮
影
さ
れ
る
。
ま
た
、
第
二
に
、
こ
れ
は
油
絵
の
場
合
で
あ
る
が
、
ピ
カ
ソ
が
数
タ
ッ
チ
描
く
毎
に

そ
の
油
絵
の
み
を
撮
影
す
る
方
法
で
あ
る
。
描
く
ピ
カ
ソ
の
身
体
は
写
さ
れ
な
い
。
こ
の
第
二
の
方
法
に
よ
っ
て
、
大
作

『
ガ
ル
ー
プ
の
海
岸
』
の
描
か
れ
る
様
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
方
法
は
、
ピ
カ
ソ
の
身
体
が
フ
ィ
ル
ム
に
写
り
込
む
部
分
が

省
略
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
た
し
か
に
厳
密
に
ワ
ン
シ
ョ
ッ
ト
で
撮
影
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

そ
の
よ
う
に
し
て
、
油
絵
の
場
合
も
、
フ
ェ
ル
ト
ペ
ン
で
描
か
れ
る
絵
と
同
様
に
、
ピ
カ
ソ
の
身
体
は
写
さ
れ
ず
、
絵
そ

の
も
の
が
変
化
し
、
生
成
し
て
ゆ
く
様
の
持
続
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
そ
れ
ゆ
え
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
バ
ザ
ン
は
こ

の
映
画
を
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
系
譜
に
位
置
づ
け
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
）。

後
に
詳
し
く
見
る
よ
う
に
、
バ
ザ
ン
は
こ
の
映
画
の
中
で
は
「
作
画
行
為
の
持
続durée

de
la

peinture

」
が
示
さ
れ

る
の
み
で
あ
り
、「
芸
術
創
造création

artistique

」
を
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
し
て
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
言
う
（Q

C
2

137

）。「
持
続
」
と
「
創
造
」。
言
う
ま
で
も
な
く
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
最
も
重
要
な
概
念
と
し
て
「
持
続
」
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
よ
う
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
持
続
の
創
造
性
に
つ
い
て
絶
え
ず
言
及
し
続
け
た
哲
学
者
だ
っ
た
。
ベ
ル
ク
ソ
ン

は
彼
の
主
著
の
一
つ
『
創
造
的
進
化
』
の
中
で
、
生
命
の
進
化
を
持
続
す
る
生
命
の
創
造
性
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
る
と

同
時
に
、
ま
た
芸
術
に
つ
い
て
も
そ
の
創
造
に
は
持
続
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
バ
ザ
ン
は
、
こ
の
映

画
に
写
し
出
さ
れ
た
ピ
カ
ソ
の
創
作
行
為
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
『
創
造
的
進
化
』
の
中
で
指
摘
し
た
よ
う
な
芸
術
創
造
に
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不
可
欠
な
持
続
を
看
取
す
る
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
バ
ザ
ン
は
ピ
カ
ソ
の
創
作
行
為
を
生
命
の
誕
生
に
な
ぞ
ら

え
て
い
る
。
こ
の
点
に
も
、
こ
の
批
評
に
お
け
る
『
創
造
的
進
化
』
の
反
響
を
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
し
か
に

バ
ザ
ン
は
直
接
的
に
『
創
造
的
進
化
』
の
書
名
を
挙
げ
る
こ
と
は
な
い
が
、
バ
ザ
ン
が
こ
の
書
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
『
創
造
的
進
化
』
に
即
し
つ
つ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
持
続
と
創
造
の

概
念
を
見
て
ゆ
き
、
そ
の
後
バ
ザ
ン
の
『
ピ
カ
ソ
―
―
天
才
の
秘
密
』
論
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

「
持
続
」
と
は
何
か
。「
持
続
と
は
未
来
を
浸
食
し
な
が
ら
、
前
進
し
つ
つ
膨
ら
ん
で
い
く
過
去
の
連
続
的
進
展
で
あ
る
」

（E
C
498

）。
持
続
と
は
連
続
的
な
推
移
で
あ
り
、「
単
一
的
で
不
可
分
な
形
式
」（E

C
499

）
を
も
つ
。
持
続
は
過
去
か
ら

の
連
続
で
あ
る
以
上
、
過
去
の
保
持
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
持
続
と
は
絶
え
ざ
る
新
し
い
瞬
間
の
湧
出
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
過
去
を
保
持
す
る
と
は
過
去
と
同
じ
状
態
を
二
度
と
繰
り
返
さ
な
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
持
続
が
生
み
出
す
新

し
い
も
の
、
そ
れ
は
「
予
見
不
可
能im

prévisible

」
な
も
の
で
あ
る（ibid.

）。「
予
見
す
る
と
は
、
過
去
に
知
覚
し
た
も

の
を
未
来
へ
投
影
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
す
で
に
知
覚
し
た
諸
要
素
を
新
し
く
集
め
直
し
て
、
違
っ
た
順
番
で
後
の
た
め

に
思
い
描
く
こ
と
に
過
ぎ
な
い
」
の
だ
か
ら
、
そ
れ
と
は
反
対
に
、
過
去
に
知
覚
し
た
こ
と
が
な
く
、
諸
要
素
に
分
割
で

き
な
い
単
一
な
も
の
は
必
然
的
に
予
見
で
き
な
い
も
の
で
あ
る（ibid.

）。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
場
合
、
不
分
割
な
単
一
性
と
は
、

等
質
な
連
続
で
は
な
く
、
瞬
間
毎
に
新
し
い
も
の
、
予
見
不
可
能
な
も
の
に
満
ち
た
異
質
性
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
だ
ろ
う
。
持
続
は
こ
の
よ
う
に
予
見
不
可
能
な
新
し
い
も
の
を
産
出
す
る
と
い
う
点
で
、
創
造
的
で
あ
る
。
ベ
ル
ク

ソ
ン
の
言
う
「
創
造
」
と
は
も
は
や
「
無
か
ら
の
創
造
」
で
は
な
い
。
創
造
は
持
続
の
特
質
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
な
ら
ば
、

そ
れ
は
過
去
の
存
在
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
る
。『
創
造
的
進
化
』
の
主
題
は
生
命
の
進
化
で
あ
る
。
生
物
も
こ
の
よ
う

に
持
続
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
生
命
は
予
見
不
可
能
で
あ
っ
た
多
様
な
生
物
種
を
進
化
の
過
程
で
生
み
出
し
て
ゆ
く
。
つ
ま
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り
、
生
命
の
進
化
は
創
造
的
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
の
よ
う
な
生
命
の
持
続
の
創
造
的
な
在
り
方
を
、
芸
術
家
の
創

作
行
為
と
類
比
的
に
語
る
。
画
家
の
創
作
行
為
は
、
パ
ズ
ル
の
よ
う
な
諸
要
素
の
組
み
合
わ
せ
で
は
な
い
。
結
局
画
家
の

創
作
行
為
に
対
す
る
そ
の
よ
う
な
見
方
は
、
画
家
の
仕
上
げ
る
作
品
を
予
見
可
能
な
も
の
と
み
な
し
、
創
作
の
た
め
の
時

間
は
無
用
と
す
る
。
パ
ズ
ル
で
あ
れ
ば
、
す
で
に
絵
は
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
後
は
組
み
立
て
る
だ
け
で
あ
る
。
時

間
を
諸
要
素
に
分
解
し
て
考
え
る
の
は
科
学
的
な
時
間
の
捉
え
方
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
科
学
は
新
し
い
も
の
の
湧

出
と
し
て
の
持
続
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
。
科
学
に
お
い
て
は
「
す
べ
て
は
与
え
ら
れ
て
い
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

」
の
で
あ
る
（E

C
787

）。

し
か
し
、
科
学
と
芸
術
は
異
な
る
。「
自
己
の
魂
の
奥
底
か
ら
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
引
き
出
し
、
そ
れ
を
創
造
す
る
芸
術
家
に

と
っ
て
、
時
間
は
付
帯
的
な
も
の
で
は
な
い
」（E

C
783

）。
画
家
は
、
新
し
い
予
見
不
可
能
な
も
の
を
創
造
す
る
た
め
に
、

一
定
の
時
間
の
持
続
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、「
彼
の
作
業
の
持
続
は
、
彼
の
作
業
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
」

（ibid.

）。
す
な
わ
ち
、「
創
作
の
時
間
は
創
作
そ
の
も
の
と
一
つ
で
し
か
な
い
」（ibid.

）の
で
あ
る
。

さ
て
、「
作
画
行
為
の
持
続
」
が
示
さ
れ
る
の
み
の
『
ピ
カ
ソ
―
―
天
才
の
秘
密
』
に
つ
い
て
、
バ
ザ
ン
は
「
一
つ
の

線
、
一
つ
の
し
み
も
…
…
厳
密
に
予
見
不
可
能im

prévisible

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
」（Q

C
2
133

）
と
言
う
。
こ
の
予
見

不
可
能
性
は
、
映
画
に
関
す
る
用
語
法
を
用
い
る
な
ら
ば
、
結
末
の
宙
づ
り
状
態
を
意
味
す
る
語
、
す
な
わ
ち
「
サ
ス
ペ

ン
ス
」
と
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
。「
…
…
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
し
て
の
、
よ
り
正
確
に
は
D
サ
ス
ペ
ン
ス
E
と
し
て
の
こ
の

映
画
の
あ
ら
ゆ
る
原
理
は
、
こ
の
よ
う
な
期
待
と
絶
え
間
な
い
驚
き
に
あ
る
」（Q

C
2
134

）。
こ
の
創
造
行
為
の
見
せ
る

サ
ス
ペ
ン
ス
は
、
生
命
の
進
化
に
比
せ
ら
れ
る
。「
ピ
カ
ソ
の
線
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
原
因
が
結
果
を
含
み
も
つ
よ
う
に
で

は
な
く
、
生
命
が
生
命
を
生
み
出
す
よ
う
に
、
も
う
一
つ
の
創
造
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
一
つ
の
創
造
で
あ
る
」（ibid.

）。

創
造
行
為
の
予
見
不
可
能
性
、
そ
れ
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
指
摘
通
り
、
創
造
に
は
あ
る
一
定
の
時
間
の
持
続
が
不
可
欠
で
あ
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る
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
バ
ザ
ン
は
、
創
作
と
一
体
化
し
た
創
作
の
時
間
を
こ
の
映
画
の
中
に
発
見
す
る
の
で
あ

る
。「『
ピ
カ
ソ
―
―
天
才
の
秘
密
』
が
露
呈
し
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
人
が
す
で
に
知
っ
て
い
た
も
の
、
す
な
わ
ち
創
造

に
か
か
る
時
間
の
持
続
で
は
な
く
、
こ
の
持
続
が
作
品
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
…
…
」（ibid.

）。

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
バ
ザ
ン
が
こ
の
映
画
を
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
」
で
あ
る
と
言
う
の
は
、
彼
が
ベ
ル
ク
ソ
ン

哲
学
を
こ
の
映
画
に
込
め
ら
れ
た
思
想
的
な
テ
ー
マ
と
み
な
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
バ
ザ
ン
は
、
映
画
の
ジ
ャ
ン
ル

の
一
種
を
指
し
示
す
「
サ
ス
ペ
ン
ス
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
な
が
ら
、
こ
の
映
画
は
持
続
す
る
作
画
行
為
の
「
サ
ス
ペ
ン

ス
」
を
描
い
た
映
画
で
あ
る
、
と
言
っ
た
の
だ
っ
た
。
ク
ル
ー
ゾ
ー
が
、
ニ
ト
ロ
グ
リ
セ
リ
ン
を
ト
ラ
ッ
ク
で
運
ぶ
男
た

ち
を
描
い
た
傑
作
サ
ス
ペ
ン
ス
『
恐
怖
の
報
酬
』
の
監
督
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
。『
ピ
カ
ソ
―
―
天
才
の
秘

密
』
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
を
思
想
的
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
持
続
す
る
作
画
行
為
の
予
見
不
可
能
性
を
映

画
的
「
サ
ス
ペ
ン
ス
」
と
し
て
活
用
し
た
映
画
で
あ
る
。
先
の
見
通
せ
な
い
宙
づ
り
状
態
こ
そ
、
映
画
的
サ
ス
ペ
ン
ス
の

本
来
的
意
味
で
あ
ろ
う
。

…
…
ク
ル
ー
ゾ
ー
の
見
方
で
は
、
芸
術
的
創
造
の
み
が
真
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
的
要
素
、
す
な
わ
ち
本
質
的
に
時
間
的

で
あ
る
が
ゆ
え
に
映
画
的
な
要
素
を
構
成
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
…
…
実
際
、「
サ
ス
ペ
ン
ス
」
は
こ
こ
で

は
劇
的
進
展
の
形
式
、
ア
ク
シ
ョ
ン
な
い
し
は
そ
の
激
発
や
そ
の
激
し
さ
の
あ
る
種
の
配
置
と
は
も
は
や
同
じ
も
の

で
は
な
い
。
文
字
通
り
こ
こ
で
は
作
画
行
為
の
持
続
以
外
に
は
な
に
も
生
じ
な
い
。
主
題
の
持
続
で
す
ら
な
い
、
タ

ブ
ロ
ー
そ
の
も
の
の
持
続
で
あ
る
（Q

C
2
137

）。
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言
う
ま
で
も
な
く
、
映
画
は
本
質
的
に
時
間
的
で
あ
り
、
一
定
の
持
続
す
る
時
間
の
幅
を
そ
の
時
間
性
と
し
て
も
つ
。

映
画
よ
り
他
に
、
持
続
す
る
時
間
を
示
す
の
に
適
し
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
他
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
持
続
と
、
映
画
と
い
う
時

間
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
の
本
質
的
な
結
び
つ
き
を
看
取
し
た
ク
ル
ー
ゾ
ー
は
、
ワ
ン
シ
ョ
ッ
ト
の
持
続
の
中
で
捉
え
ら
れ
た

作
画
行
為
を
、
映
画
的
サ
ス
ペ
ン
ス
な
い
し
は
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
し
て
活
用
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
反
論
も
あ
り
得
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
ク
ル
ー
ゾ
ー
は
単
に
絵
を
描
く
行
為
を
記
録
し
た

だ
け
で
は
な
い
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
映
画
は
、
単
に
作
画
行
為
を
記
録
し
た
だ
け
の
、
狭
義
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
映
画
と
は
異
な
る
。
バ
ザ
ン
は
、
ワ
ン
シ
ョ
ッ
ト
の
持
続
の
中
で
画
家
は
不
在
の
ま
ま
に
生
成
し
て
ゆ
く
絵
画
の
み

を
撮
影
し
た
こ
の
映
画
を
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
系
譜
に
位
置
づ
け
て
い

る
。『
ピ
カ
ソ
―
―
天
才
の
秘
密
』
は
、
エ
ミ
ー
ル
・
コ
ー
ル
に
始
ま
り
、
オ
ス
カ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ン
ガ
ー
や
レ
ン
・
ラ

イ
、
と
り
わ
け
ノ
ー
マ
ン
・
マ
ク
ラ
レ
ン
に
至
る
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
伝
統
―
―
人
間
の
錯
視
を
利
用
し
て
あ
る
物
に

動
き
を
与
え
る
よ
う
な
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、「
デ
ッ
サ
ン
の
変
化
そ
の
も
の
」
を
作
品
と
す
る
よ
う
な
ア
ニ
メ

ー
シ
ョ
ン
の
系
譜
―
―
を
引
き
継
ぐ
映
画
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
（Q

C
2
138

）。
さ
ら
に
、
バ
ザ
ン
は
こ
う
言
っ
て

い
る
。『

ピ
カ
ソ
―
―
天
才
の
秘
密
』
に
は
『
恐
怖
の
報
酬
』
に
劣
ら
ず
、
映
画
的
な
も
の
へ
の
理
解
が
見
ら
れ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
大
胆
な
試
み
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
ク
ル
ー
ゾ
ー
が
狭
義
の
、
教
育
的

な
意
味
に
お
け
る
「
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
」
を
制
作
し
た
か
ら
で
は
な
く
、「
真
の
映
画
」
を
制
作
し
た
か
ら

で
あ
り
、
彼
は
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
し
て
の
時
間
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
う
し
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
で
あ
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る
。
映
画
は
こ
こ
で
は
そ
れ
に
先
行
し
、
外
在
す
る
現
実
を
写
し
た
単
な
る
動
く
写
真
で
は
な
い
。
映
画
は
正
当
に

か
つ
内
的
に
組
織
化
さ
れ
、
絵
画
的
出
来
事
と
の
美
的
共
生sym

biose
esthétique

の
状
態
に
至
る
の
で
あ
る

（Q
C
2
140

）。

こ
の
映
画
は
、
作
画
行
為
を
撮
影
し
た
単
な
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
は
な
く
、
一
種
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、

作
画
行
為
を
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
し
て
活
用
し
た
「
真
の
映
画
」
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
バ
ザ
ン
の
『
ピ
カ
ソ
―
―
天
才
の
秘
密
』
評
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
持
続
と
い
う
哲
学
的
概
念

を
も
っ
て
描
き
出
し
た
事
態
が
、
こ
の
映
画
の
中
で
い
か
に
映
画
的
な
処
理
を
経
て
構
築
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
述

べ
た
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
バ
ザ
ン
の
映
画
批
評
は
、
映
画
に
固
有
の
も
の
に
立
脚
し
な
が
ら
、
そ
の
中

に
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
哲
学
的
概
念
に
対
応
す
る
も
の
を
見
出
す
試
み
で
あ
る
。
バ
ザ
ン
は
、
一
定
の
時
間
の
幅
を
も
つ

映
画
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て
の
み
可
能
に
な
っ
た
映
画
的
サ
ス
ペ
ン
ス
の
中
に
、
持
続
の
予
見
不
可
能
性
を
探
る
。

『
ピ
カ
ソ
―
―
天
才
の
秘
密
』
は
絵
画
の
単
な
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
は
な
く
、
絵
画
の
作
画
行
為
と
「
美
的
共
生
」

に
あ
る
映
画
で
あ
り
、「
真
の
映
画
」
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
持
続
に
対
応
し
得
る
形
象
と
な
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
と
の
関
連
に
お
い
て
以
下
に
見
て
ゆ
く
バ
ザ
ン
の
映
画
批
評
は
、
序
に
述
べ
た
よ
う
に
様
々
な
位
相

で
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
を
映
画
に
固
有
の
も
の
へ
と
関
係
づ
け
る
点
で
は
、
バ
ザ
ン
の
態
度
は
一
貫

し
て
い
る
。
バ
ザ
ン
は
こ
う
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
潜
勢
力
を
引
き
出
す
、
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
映
画
を
肯
定

的
に
語
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
は
考
え
も
し
な
か
っ
た
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
試
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
バ
ザ
ン
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
を
映
画
的
な
も
の
へ
と
関
係
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
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学
を
ま
さ
し
く
映
画
の
理
論
と
な
る
ま
で
に
変
容
さ
せ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
は
映
画
批
評
と
い
う
新
た
な
コ
ン
テ
ク
ス

ト
の
中
で
反
復
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
は
あ
る
映
画
作
品
の
本
性
を
照
射
す
る
よ
う
な
理
論
と
な
る
ま
で
に
差
異
化
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
バ
ザ
ン
の
映
画
批
評
は
先
行
す
る
す
で
に
出
来
上
が
っ
た
理
論
を
た
だ
単
に
映
画
へ
と
適

用
し
た
の
で
は
な
く
、
映
画
に
固
有
な
も
の
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
映
画
の
理
論
を
い
わ
ば
創
り
上
げ
る
実
践
で
あ
っ
た

と
さ
え
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
バ
ザ
ン
の
理
論
的
実
践
を
、
次
に
彼
に
よ
る
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
ギ
ャ
グ
の
分
析
の

中
に
見
て
い
こ
う
。

二
　
笑
い
と
痙
攣

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
人
が
笑
う
こ
と
の
意
味
を
論
じ
た
『
笑
い
』
と
い
う
書
物
を
残
し
て
い
る
。
バ
ザ
ン
に
よ
る
喜
劇
王
チ

ャ
ー
ル
ズ
・
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
ギ
ャ
グ
分
析
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
笑
い
」
の
分
析
を
映
画
の
領
域
に
ま
で
及
ぼ
す
批
評

で
あ
る
。
ま
ず
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
笑
い
を
ど
う
論
じ
た
か
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。

あ
る
者
が
石
に
つ
ま
ず
い
て
転
び
、
そ
れ
を
見
て
い
た
通
行
人
が
笑
う
。
こ
れ
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
挙
げ
た
例
で
あ
る
が
、

通
行
人
が
笑
っ
た
の
は
、
そ
の
転
ん
だ
男
が
不
器
用
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
男
に
状
況
に
対
応
す
る
「
柔

軟
性
」
を
欠
い
た
「
こ
わ
ば
り

、
、
、
、

raideur

」
が
見
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、
彼
は
笑
わ
れ
る
の
で
あ
る（R

391

）。「
笑
い
を
誘

う
の
は
、
あ
る
人
物
に
注
意
深
い
柔
軟
性
や
生
き
生
き
と
し
た
し
な
や
か
さ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
機
械
的
な

、
、
、
、

こ
わ
ば
り

、
、
、
、

raideur
de

m
écanique

が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
」（ibid.
）。
ま
た
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
笑
い
と
は
、

本
質
的
に
社
会
的
機
能
を
担
っ
て
い
る
。
社
会
は
そ
の
成
員
の
「
相
互
適
応
の
努
力
」
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
が
、
成
員
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が
い
っ
た
ん
身
に
つ
い
た
「
習
慣
と
い
う
安
易
な
自
動
現
象
」
に
身
を
ゆ
だ
ね
、
そ
の
よ
う
な
努
力
を
し
な
く
な
る
な
ら

ば
、
社
会
の
存
続
は
危
う
く
な
る
だ
ろ
う
（R

395-396

）。
自
動
的
に
あ
る
行
動
を
反
復
す
る
だ
け
の
「
習
慣
」
と
は
、

し
な
や
か
さ
を
欠
い
た
一
種
の
「
こ
わ
ば
り
」
で
あ
る
。
笑
い
と
は
、
社
会
を
危
機
に
陥
れ
か
ね
な
い
こ
の
「
習
慣
」
と

い
う
「
こ
わ
ば
り
」
に
対
す
る
社
会
的
な
「
罰
」
で
あ
る
。
人
は
人
を
嗤
う
。
つ
ま
り
嘲
笑
す
る
の
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
人
が
転
ぶ
例
か
ら
、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
ま
で
様
々
な
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

映
画
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
だ
が
、
人
が
転
ぶ
と
い
う
光
景
は
、
い
か
に
も
映
画
的
な
、
ス
ラ
ッ
プ
ス
テ
ィ
ッ

ク
・
コ
メ
デ
ィ
（
ド
タ
バ
タ
喜
劇
）
映
画
的
な
光
景
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
バ
ザ
ン
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
名
を
直
接
挙
げ

る
こ
と
は
な
い
が
、『
笑
い
』
と
同
じ
語
彙
を
用
い
つ
つ
、
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
（
あ
る
い
は
彼
の
演
じ
る
チ
ャ
ー
リ
ー
）
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

﹇
チ
ャ
ー
リ
ー
の
行
動
が
﹈
機
械
的
に
な
るm

écanisation

傾
向
は
、
チ
ャ
ー
リ
ー
が
出
来
事
や
事
物
に
密
着
し

て
い
な
い
こ
と
の
代
償
と
し
て
生
じ
る
。
チ
ャ
ー
リ
ー
は
、
対
象
を
功
利
的
予
測
の
下
に
、
未
来
へ
と
投
げ
か
け
る

こ
と
が
決
し
て
な
い
の
で
、
チ
ャ
ー
リ
ー
が
そ
の
対
象
と
持
続
的
に
関
係
す
る
と
き
、
た
ち
ま
ち
一
種
の
痙
攣
に
か

か
り
、
表
面
的
な
習
慣
を
身
に
つ
け
る
。
そ
の
習
慣
の
中
で
は
、
運
動
を
始
め
た
理
由
に
つ
い
て
の
意
識
が
消
え
て

な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
厄
介
な
傾
向
が
ゆ
え
に
、
チ
ャ
ー
リ
ー
は
い
つ
も
困
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
傾
向
は
、

流
れ
作
業
を
し
て
い
る
チ
ャ
ー
リ
ー
が
、
想
像
上
の
ナ
ッ
ト
を
痙
攣
し
な
が
ら
締
め
続
け
る
『
モ
ダ
ン
・
タ
イ
ム
ス
』

の
有
名
な
ギ
ャ
グ
の
原
理
に
な
っ
て
い
る
（Q

C
1
103

）。
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『
モ
ダ
ン
・
タ
イ
ム
ス
』（
一
九
三
六
年
）
の
中
で
、
チ
ャ
ー
リ
ー
は
流
れ
作
業
で
、
ナ
ッ
ト
を
締
め
る
作
業
を
連
続
的

に
繰
り
返
し
て
い
る
う
ち
に
、
ナ
ッ
ト
で
は
な
い
も
の
ま
で
そ
の
惰
性
の
中
で
締
め
上
げ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、

あ
る
行
動
を
機
械
的
に
繰
り
返
す
習
慣
を
身
に
つ
け
て
し
ま
う
と
い
っ
た
事
態
が
、
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
ギ
ャ
グ
の
根
底
に

あ
る
と
バ
ザ
ン
は
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
「
痙
攣
」
に
よ
る
反
復
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
よ
う
な

「
機
械
的
な
こ
わ
ば
り
」
が
見
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
チ
ャ
ー
リ
ー
は
そ
の
機
械
的
な
行
動
が
ゆ
え
に
、
窮
地
に

立
つ
。
機
械
的
な
行
動
は
「
根
本
的
な
罪
」
な
い
し
は
「
永
遠
の
誘
惑
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
チ
ャ
ー
リ
ー
は

「
罰
を
受
け
る
」（Q

C
1
104

）。
バ
ザ
ン
が
例
と
し
て
挙
げ
る
の
は
『
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
勇
敢
』（
一
九
一
七
年
）
の
冒
頭
、

愛
の
た
め
に
改
宗
し
た
チ
ャ
ー
リ
ー
が
手
を
合
わ
せ
、
空
を
見
上
げ
て
小
屋
か
ら
出
て
来
る
と
、
階
段
で
転
け
て
し
ま
う

場
面
で
あ
る（ibid.

）。
バ
ザ
ン
に
よ
れ
ば
こ
の
懲
罰
も
や
は
り
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
。
チ
ャ
ー
リ
ー
の
行
動
は
未
来
を

目
指
し
、
社
会
を
変
革
し
よ
う
と
す
る
「
社
会
的
人
間l’hom

m
e-de-la-Société

の
行
動
」
と
し
て
成
立
し
て
い
な
い

（ibid.

）。「﹇
社
会
的
人
間
の
﹈
行
動
は
、
そ
れ
が
挿
入
さ
れ
る
出
来
事
の
進
展
に
ぴ
っ
た
り
と
寄
り
添
う
も
の
で
あ
る
」

（ibid.

）。
し
か
し
な
が
ら
、
チ
ャ
ー
リ
ー
は
あ
る
瞬
間
に
獲
得
し
た
行
動
に
の
み
こ
だ
わ
り
、
そ
れ
を
全
時
間
に
適
用
す

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
チ
ャ
ー
リ
ー
は
そ
の
行
動
を
反
復
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
チ
ャ
ー
リ
ー
は
社

会
的
罰
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
バ
ザ
ン
に
よ
る
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
ギ
ャ
グ
分
析
は
、『
笑
い
』
に
お
け
る
考

察
を
喜
劇
映
画
に
対
し
て
も
応
用
す
る
試
み
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
バ
ザ
ン
は
、
笑
い
が
機
械
的
な
反
復
行

動
へ
と
向
け
ら
れ
る
社
会
的
罰
で
あ
る
こ
と
を
、
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
ギ
ャ
グ
の
中
に
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
笑
い
を
誘
う
お
か
し
み
の
考
察
に
お
い
て
注
意
を
促
す
の
は
、
そ
れ
を
一
般
的
な
定
義
に
よ
っ
て
規
定

し
て
し
ま
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
お
か
し
み
が
生
み
出
さ
れ
る
過
程
に
関
し
て
、
そ
の
「
一
般
的
テ
ー
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マ
」
よ
り
も
そ
の
豊
富
な
「
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
の
方
が
重
要
で
あ
る
と
言
う
（R

484

）。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
お
か
し

み
に
関
し
て
あ
ま
り
に
も
一
般
的
な
定
義
よ
り
も
、生
命
の
よ
う
に
豊
か
に
生
ま
れ
出
る
笑
い
の
具
体
的
事
例
に
即
し
て
、

お
か
し
み
に
つ
い
て
の
認
識
を
「
厳
密rigueur

」
に
ま
た
「
精
確précision

」
に
し
て
ゆ
く
こ
と
の
方
が
重
要
で
あ
る
、

と
言
う
の
で
あ
る
（ibid.

）。
バ
ザ
ン
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
は
踏
み
込
む
こ
と
の
な
か
っ
た
映
画
の
領
域
に
そ
の
一
つ
の

「
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
を
見
出
す
、
と
は
言
え
な
い
か
。
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
喜
劇
映
画
は
、
お
か
し
み
が
変
奏
さ
れ
る

一
つ
の
「
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
痙
攣
的
身
振
り
ほ
ど
に
映
画
的
な
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
バ
ザ
ン
は
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン

の
演
技
が
映
画
特
有
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
バ
ザ
ン
は
、
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
が
、
サ
ー
カ
ス
や
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク

ホ
ー
ル
の
喜
劇
を
「
美
的
水
準niveau

esthétique

」
に
ま
で
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
彼
が
「
カ
メ
ラ
」
に
向
か

っ
て
演
じ
た
か
ら
こ
そ
で
あ
る
、
と
言
う
（Q

C
1
101

）。「
カ
メ
ラ
の
お
か
げ
で
喜
劇
的
効
果
を
狙
っ
た
演
技
の
進
展
の

全
体
が
、
最
大
限
の
明
瞭
さclarté

を
も
っ
て
呈
示
さ
れ
得
る
も
の
と
な
り
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
つ
ま

り
、
単
に
、
観
客
が
そ
の
よ
う
な
演
技
を
理
解
す
る
よ
う
に
と
大
げ
さ
に
演
じ
る
必
要
が
な
く
な
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ

と
は
逆
に
ギ
ャ
グ
を
極
限
に
ま
で
洗
練
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
…
…
」（ibid.

）。
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
は

す
べ
て
を
明
瞭
に
写
し
出
す
カ
メ
ラ
の
前
で
、
そ
の
よ
う
な
カ
メ
ラ
に
よ
っ
て
そ
の
芸
を
磨
い
た
の
で
あ
る
。「
チ
ャ
ッ

プ
リ
ン
の
ギ
ャ
グ
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
そ
の
ス
タ
イ
ル
の
一
種
の
極
限
的
完
成
、
究
極
の
密
度
に
ま
で
到
達
す
る
」（ibid.

）。

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
演
劇
の
中
に
指
摘
し
た
よ
う
な
お
か
し
み
は
、
映
画
の
中
に
お
い
て
こ
そ
、
美
的
な
も
の
に
ま
で
高
め
ら

れ
、
洗
練
の
極
み
に
ま
で
達
す
る
。
そ
の
よ
う
な
映
画
的
な
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
演
技
に
、
バ
ザ
ン
は
お
か
し
み
が
作
ら
れ

る
一
つ
の
「
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
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三
　
映
像
と
露
呈

ア
ン
ド
リ
ュ
ー
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
笑
い
』
に
お
け
る
芸
術
観
が
、
バ
ザ
ン
の
有
名
な
リ
ア
リ
ズ
ム
映
画
論
へ
与
え

た
影
響
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
影
響
と
は
、
バ
ザ
ン
が
彼
の
論
文
「
写
真
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
存
在
論
」
の
中
で
、

写
真
は
世
界
か
ら
「
私
の
肉
眼
を
覆
う
精
神
的
垢
と
埃
」
を
取
り
除
く
と
言
う
点
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
（
3
）。
バ
ザ

ン
は
写
真
を
、
そ
れ
が
映
画
と
同
様
に
機
械
的
に
形
成
さ
れ
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
映
画
と
基
本
的
に

共
通
す
る
性
質
を
も
つ
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
後
述
す
る
通
り
、
バ
ザ
ン
は
映
画
や
写
真
の
よ
う
な
機
械
的

に
形
成
さ
れ
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
「
私
の
肉
眼
を
覆
う
精
神
的
垢
と
埃
」
と
い
う
主
観
的
ヴ
ェ
ー
ル
な
し
に
、
直
接
的
に
実

在
す
る
も
の
を
写
し
出
す
と
い
う
点
に
、
写
真
あ
る
い
は
映
画
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
バ
ザ
ン
へ

の
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
影
響
は
も
は
や
一
映
画
作
品
に
つ
い
て
の
映
画
批
評
、
あ
る
い
は
一
映
画
俳
優
の
ギ
ャ
グ
分
析
に

留
ま
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
と
は
位
相
の
異
な
る
、
写
真
や
映
画
と
い
っ
た
映
像
一
般
に
つ
い
て
の
考
察
に
ま
で
及
ん
で
い

る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
は
、
バ
ザ
ン
の
リ
ア
リ
ズ
ム
論
に
つ
い
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
影
響
を
指

摘
し
つ
つ
も
先
に
見
た
よ
う
に
言
及
す
る
に
留
ま
り
、
む
し
ろ
バ
ザ
ン
の
同
時
代
人
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
や
ジ
ャ
ン
＝

ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
と
の
関
係
に
重
き
を
お
い
て
考
察
し
て
い
る
（
4
）。
以
下
で
は
、
バ
ザ
ン
の
リ
ア
リ
ズ
ム
論
を
ベ
ル

ク
ソ
ン
の
芸
術
観
と
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
『
笑
い
』
の
中
で
芸
術
と
は
事
物
の
「
一
般
性généralités
」
で
は
な
く
、
そ
の
「
個
性
、
、

individualité

」

を
示
す
機
能
を
も
つ
と
言
う
（R

460

）。
人
間
は
事
物
か
ら
実
践
的
関
心
を
惹
く
部
分
の
み
、
つ
ま
り
そ
の
「
有
用
な

、
、
、

印
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象
」
し
か
受
け
取
ら
な
い
（R

459

）。
そ
の
結
果
、「
人
間
に
と
っ
て
無
用
な
差
異
は
消
し
去
ら
れ
、
人
間
に
と
っ
て
有
用

な
類
似
は
強
調
さ
れ
る
」（ibid.

）
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
個
別
的
な
事
物
が
属
す
る
「
類genres

」
の
み

を
表
示
す
る
「
言
語
」
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
る
（R

460

）。
と
こ
ろ
が
、
芸
術
家
は
実
践
的
関
心
な
し
に
、
つ
ま
り
無
関
心

な
ま
ま
に
事
物
そ
の
も
の
を
そ
の
「
本
来
の
純
粋
性
」
に
お
い
て
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
（R

461

）。
そ
れ

ゆ
え
、
芸
術
家
は
芸
術
に
よ
っ
て
事
物
の
「
個
性
」
を
わ
れ
わ
れ
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。「
…
…
芸
術
は
実
践
的
に
有

用
な
象
徴
、
慣
習
的
で
、
社
会
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
一
般
性
、
つ
ま
り
実
在
﹇
現
実
﹈réalité

を
わ
れ
わ
れ
か
ら

隠
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
取
り
除
き
、
わ
れ
わ
れ
を
実
在
そ
の
も
の
に
直
面
さ
せ
る
」（R

462

）。
芸
術
は
実
践
的

関
心
と
い
う
「
ヴ
ェ
ー
ル
」（R

459

）
を
取
り
去
っ
た
、
実
在
そ
の
も
の
を
「
露
呈
す
る
﹇
啓
示
す
る
﹈révéler

」（R

461

）
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
芸
術
は
「
実
在
の
よ
り
直
接
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
芸

術
は
「
リ
ア
リ
ズ
ムréalism

e

」
的
で
あ
る
（R

462

）。
ま
た
、
芸
術
の
露
呈
す
る
も
の
は
生
の
利
害
関
心
を
超
え
て
い

る
点
で
非
物
質
的
で
あ
る
の
で
、
芸
術
は
一
方
で
「
イ
デ
ア
リ
ス
ム
﹇
理
想
主
義
﹈idéalism

e

」
的
な
側
面
も
も
つ

（ibid.

）。
人
は
「
観
念
性idéalité

」
を
通
じ
て
、
実
在
と
の
接
触
を
取
り
戻
す
の
で
あ
り
（ibid.

）、「
リ
ア
リ
ズ
ム
」

と
「
イ
デ
ア
リ
ス
ム
」
は
決
し
て
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
芸
術
に
お
い
て
共
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
こ
こ

で
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
い
う
語
を
あ
る
特
定
の
芸
術
様
式
を
指
し
て
用
い
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
実
在
を
露
呈

す
る
と
い
う
、
芸
術
の
一
つ
の
本
質
的
特
徴
を
指
示
す
る
た
め
に
用
い
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は

芸
術
の
例
と
し
て
決
し
て
映
画
を
挙
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
バ
ザ
ン
に
よ
れ
ば
、
映
画
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
意
味

に
お
い
て
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
的
な
芸
術
で
あ
る
。
バ
ザ
ン
は
「
写
真
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
存
在
論
」
の
中
で
、
以
下
の
よ
う

に
言
う
。
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写
真
の
美
的
能
力virtualités

esthétiques

は
実
在
的
な
も
の
を
露
呈révélation

す
る
点
に
あ
る
。
濡
れ
た
歩
道

に
反
射
す
る
光
、
子
供
の
身
振
り
、
そ
れ
ら
を
外
界
の
織
り
目
の
中
で
見
分
け
る
の
は
、
私
の
力
に
よ
る
の
で
は
な

い
。
対
物
レ
ン
ズ
の
非
情
さim

passibilité
de

l’objectif

だ
け
が
対
象
か
ら
習
慣
と
偏
見
を
、
す
な
わ
ち
私
の
知

覚
を
覆
っ
て
い
た
す
べ
て
の
精
神
的
な
垢
を
洗
い
落
と
し
て
、
私
の
注
意
力
、
し
た
が
っ
て
私
の
愛
の
前
に
、
そ
れ

を
汚
れ
な
き
も
の
と
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
（Q

C
1
18

）。

バ
ザ
ン
は
「
対
物
レ
ン
ズ
の
非
情
さ
」
に
「
習
慣
と
偏
見
」
を
取
り
除
き
、
実
在
を
「
露
呈
す
る
」「
美
的
能
力
」
を

見
る
。
バ
ザ
ン
は
、
そ
も
そ
も
人
間
で
は
な
く
物
質
の
側
に
属
し
て
い
る
「
対
物
レ
ン
ズ
の
非
情
さ
」、
そ
の
非
人
間
的

な
点
に
、
映
画
が
露
呈
的
で
あ
る
こ
と
の
理
由
を
見
出
す
。
対
物
レ
ン
ズ
は
機
械
の
眼
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

そ
も
そ
も
生
の
利
害
関
心
を
も
っ
て
い
る
は
ず
が
な
い
。
つ
ま
り
、
バ
ザ
ン
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
芸
術
家
の
無
関
心
性

に
対
応
す
る
も
の
を
、
映
画
に
お
い
て
は
「
対
物
レ
ン
ズ
の
非
情
さ
」
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
芸
術
を
可
能
に
す
る
無
関
心
性
は
、
写
真
や
映
画
の
場
合
、
そ
の
機
械
的
な
形
成
過
程
の
非
人
間
性
に
お

い
て
実
現
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
被
写
体
や
ア
ン
グ
ル
の
選
択
に
お
い
て
、
写
真
や
映
画
に
も
撮
影
す
る
人
間
の
主
体
性

は
介
入
す
る
。
し
か
し
、
人
間
的
介
入
は
そ
れ
だ
け
に
限
ら
れ
て
お
り
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
そ
の
も
の
は
機
械
的
に
自
動
的
に

フ
ィ
ル
ム
に
焼
き
付
け
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
バ
ザ
ン
は
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
中
で
も
写
真
に
お
い
て
の
み
「
人
間
の
不
在
」

を
享
受
で
き
る
と
言
う（Q

C
1
15

）。
バ
ザ
ン
は
「
写
真
は
わ
れ
わ
れ
に
花
や
雪
の
結
晶
―
―
そ
れ
ら
の
美
は
植
物
と
し

て
生
ま
れ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
大
地
か
ら
生
じ
た
こ
と
と
切
り
離
せ
な
い
―
―
の
よ
う
な
、
D
自
然
E
現
象
と
し
て
働
き

か
け
る
」（ibid.

）
と
言
っ
て
い
る
。
写
真
は
「
花
や
雪
の
結
晶
」
の
よ
う
に
、
人
間
の
介
在
す
る
事
な
き
「
自
然
現
象
」
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で
あ
る
と
す
れ
ば
、
写
真
や
映
画
の
場
合
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
生
み
出
す
想
像
力
の
主
体
は
も
は
や
人
間
で
は
な
く
、
自
然

そ
の
も
の
で
あ
る
と
さ
え
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
は
「
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
も
っ
て
い
る
想

像
力
を
、
自
然
に
潜
ん
で
い
る
真
実
を
引
き
出
す
た
め
に
、
自
然
の
方
に
与
え
て
や
っ
て
い
る
、
と
バ
ザ
ン
は
考
え
て
い

た
」（
5
）
と
言
う
の
で
あ
る
。
映
画
に
お
い
て
は
、
人
間
が
不
在
な
る
ま
ま
に
世
界
自
体
が
自
ら
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
生
み

出
し
、
自
ら
を
い
わ
ば
二
重
化
す
る
の
で
あ
る
（
6
）。「
人
間
の
不
在
」、
そ
れ
は
機
械
的
に
形
成
さ
れ
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
に

固
有
で
、
他
の
芸
術
に
は
見
ら
れ
な
い
映
画
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
バ
ザ
ン
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
芸
術
家
に
指
摘
し

た
無
関
心
性
に
対
応
す
る
も
の
を
看
取
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
人
間
の
不
在
」
は
、
映
画
に
脱
主
体
的
な
「
本
質
的
客
観
性
」（Q

C
1
15

）
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
「
本
質

的
客
観
性
」
が
、
他
の
芸
術
と
は
異
な
る
映
画
に
固
有
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
保
証
す
る
。
こ
の
映
画
に
固
有
の
リ
ア
リ
ズ
ム

と
は
、
肉
眼
が
捉
え
る
現
実
の
忠
実
な
再
現
を
指
し
て
い
る
と
だ
け
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

バ
ザ
ン
は
映
画
が
人
間
の
眼
で
は
本
質
的
に
捉
え
ら
れ
な
い
実
在
を
露
呈
す
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
、
で
あ
る
。
バ
ザ
ン

の
言
う
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
当
然
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
意
味
に
お
け
る
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
従
来
の
「
映
画
的
リ
ア
リ
ズ
ムcinem

atic
realism

」
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
は
、
バ
ザ
ン
が
指

摘
し
た
映
画
の
「
本
質
的
客
観
性
」
に
つ
い
て
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
意
味
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
に

つ
い
て
は
あ
ま
り
ふ
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
7
）。
し
か
し
な
が
ら
、
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、

バ
ザ
ン
は
映
画
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
中
に
、
こ
の
い
わ
ば
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
見
て
取
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
映

画
的
リ
ア
リ
ズ
ム
論
に
お
け
る
そ
の
重
要
性
を
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
映
画
の
「
本
質
的
客
観
性
」
を
標
榜
す
る
バ
ザ
ン
の
リ
ア
リ
ズ
ム
論
は
、
し
ば
し
ば
映
画
の
「
現
実
感
」
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に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
機
能
を
指
摘
す
る
批
評
家
た
ち
か
ら
批
判
さ
れ
て
き
た
。
映
画
の
「
現
実
感
」
は
、
映
画
が
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
に
満
ち
た
表
象
で
あ
る
こ
と
を
隠
蔽
し
、
そ
の
よ
う
な
表
象
を
「
自
然
化
」
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
バ
ザ
ン
の
リ
ア
リ
ズ
ム
論
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
意
味
合
い
で
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判

に
収
ま
り
き
ら
な
い
側
面
を
も
も
つ
、
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
映
画
は
非
人
間
的

な
カ
メ
ラ
の
眼
を
通
し
て
、
肉
眼
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
リ
ア
リ
テ
ィ
を
露
呈
す
る
限
り
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
普
段
体

験
し
て
い
る
現
実
を
単
に
そ
の
ま
ま
再
現
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
バ
ザ
ン
は
、
現
実
感
を
も
つ
映
画
に
対
す

る
体
験
を
日
常
的
な
現
実
体
験
と
同
一
視
し
た
の
で
は
な
い
。
バ
ザ
ン
の
説
く
リ
ア
リ
ズ
ム
は
「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
」

を
も
意
味
し
て
い
た
（Q

C
1
18

）。
バ
ザ
ン
は
、
映
画
体
験
を
わ
れ
わ
れ
の
普
段
の
現
実
体
験
を
揺
る
が
す
よ
う
な
、
人

が
日
常
に
体
験
し
て
い
る
よ
り
も
、
よ
り
強
度
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
露
わ
に
示
さ
れ
る
体
験
と
み
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

バ
ザ
ン
の
リ
ア
リ
ズ
ム
論
は
、
映
画
を
実
在
の
露
呈
と
し
て
、
単
な
る
リ
ア
リ
ズ
ム
以
上
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
的
芸
術

と
し
て
把
握
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四
　
リ
ア
リ
ズ
ム
と
創
造

さ
て
、
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
バ
ザ
ン
に
与
え
た
影
響
と
し
て
最
も
重
要
な
点
と
し
て
、「
ベ
ル
ク
ソ
ン
が

バ
ザ
ン
に
流
動
す
る
宇
宙
の
統
合
的
単
一
性
に
つ
い
て
の
感
情
を
与
え
た
こ
と
」
を
挙
げ
る
（
8
）。
バ
ザ
ン
が
世
界
を
複

数
の
シ
ョ
ッ
ト
に
切
り
分
け
、
再
統
合
す
る
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
的
プ
ロ
セ
ス
を
批
判
し
、
切
れ
目
の
な
い
映
像
の
連
続
に
よ

っ
て
世
界
を
フ
ィ
ル
ム
に
収
め
る
シ
ー
ク
エ
ン
ス
・
シ
ョ
ッ
ト
を
称
揚
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
バ
ザ
ン
は
そ
の
よ
う
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な
反
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
映
画
に
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を
見
る
。
実
在
と
は
そ
れ
自
体
で
は
「
統
合
的
単
一
性
」
を
保
っ
て
お
り
、

リ
ア
リ
ズ
ム
の
映
画
は
そ
の
よ
う
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
露
わ
に
す
る
、
と
バ
ザ
ン
は
言
う
の
で
あ
る
。
バ
ザ
ン
が
、
世
界
の

連
続
性
を
映
画
に
回
復
さ
せ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
の
映
画
と
し
て
称
賛
し
た
の
は
、
当
時
の
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
オ
ー
ソ
ン
・
ウ
ェ

ル
ズ
の
映
画
で
あ
り
、
イ
タ
リ
ア
・
ネ
オ
レ
ア
リ
ズ
モ
の
映
画
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
が
言
う
「
流
動

す
る
宇
宙
の
統
合
的
単
一
性
」
と
は
、「
単
一
的
で
不
可
分
な
形
式
」
を
も
つ
「
持
続
」
を
指
す
だ
ろ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン

に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
持
続
と
い
う
連
続
こ
そ
が
、
真
の
実
在
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
芸
術
に
、

実
在
を
そ
の
連
続
性
を
損
な
う
こ
と
な
し
に
露
呈
す
る
機
能
を
見
て
い
た
。
ま
ず
は
、
芸
術
と
実
在
の
連
続
性
を
め
ぐ
る

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
芸
術
論
の
検
討
か
ら
始
め
よ
う
。
そ
の
後
に
、
バ
ザ
ン
の
ウ
ェ
ル
ズ
や
ネ
オ
・
リ
ア
リ
ズ
モ
に
つ
い
て
の

映
画
批
評
に
論
及
す
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
の
講
演
「
変
化
の
知
覚
」
の
中
で
、
芸
術
に
よ
っ
て
「
知
覚
能
力
の
拡

大
」
が
可
能
に
な
る
と
言
っ
て
い
る
（PM

1317

）。
こ
こ
で
も
『
笑
い
』
に
お
け
る
芸
術
に
つ
い
て
の
考
察
と
同
様
に
、

芸
術
家
を
そ
の
無
関
心
性
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
広
い
視
野
の
中
で
も
自
ら
の
利
害
関

心
に
関
わ
る
部
分
の
み
に
注
意
を
向
け
、
知
覚
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
芸
術
家
と
は
実
践
的
関
心
抜
き
で
、
無
関
心
な
ま
ま

に
事
物
に
接
す
る
が
ゆ
え
に
、
実
践
的
関
心
の
限
定
を
超
え
た
拡
が
り
を
知
覚
で
き
る
者
で
あ
る
。
芸
術
家
は
そ
の
よ
う

に
し
て
捉
え
た
光
景
を
作
品
に
し
て
見
せ
て
く
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
タ
ー
ナ
ー
や
コ
ロ
ー
を
例
に
挙
げ
て

い
る
が
、
彼
ら
の
作
品
は
わ
れ
わ
れ
が
気
付
か
な
か
っ
た
自
然
の
姿
を
露
わ
に
し
て
い
る
（ibid.

）。
し
た
が
っ
て
、
芸

術
が
露
呈
す
る
の
は
、
実
践
的
関
心
に
よ
っ
て
切
り
取
ら
れ
る
以
前
の
連
続
性
を
保
っ
た
実
在
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
実

在
と
は
、
不
可
分
で
単
一
的
な
持
続
で
あ
る
。「
変
化
の
知
覚
」
の
中
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
注
意
を
促
す
の
は
、
持
続
と
は
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「
変
化
す
る
物
」
な
き
「
変
化
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
運
動
体
」
を
含
ま
な
い
「
運
動
」
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
（PM

1381-1382

）。
変
化
の
根
底
に
あ
っ
て
そ
れ
自
体
は
変
化
し
な
い
「
物
」（PM

1383

）
は
実
在

し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
変
化
の
基
体
と
し
て
の
「
物
」
は
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
が
持
続
す
る
不
可
分
の
変
化
か
ら
、
実
践

的
関
心
に
し
た
が
っ
て
切
り
取
っ
た
「
比
較
的
変
化
し
な
い
姿
」（PM

1382

）
に
過
ぎ
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、「
物
」

で
は
な
く
、
変
化
そ
の
も
の
が
「
実
体
性substantialité

」（PM
1383

）
を
も
つ
、
と
言
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て

実
体
と
は
変
化
の
根
底
に
あ
っ
て
そ
れ
自
体
は
同
一
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
変
化
そ
の
も
の
で
あ
る
。
芸
術
が
露
呈

す
る
実
在
と
は
事
物
の
個
性
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
変
化
そ
の
も
の
と
し
て
の
不
可
分
で
連
続
的
な
実
在
で
あ

る
。
芸
術
は
「
物
」
に
限
定
さ
れ
て
い
た
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
を
拡
大
し
、
変
化
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
知
覚
を
可
能
に
す

る
だ
ろ
う
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
タ
ー
ナ
ー
や
コ
ロ
ー
の
名
を
挙
げ
て
い
た
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
輪
郭
定

か
な
ら
ぬ
ま
ま
変
化
を
止
め
な
い
光
と
大
気
の
様
子
を
描
い
た
タ
ー
ナ
ー
や
、
あ
る
い
は
諸
々
の
事
物
の
輪
郭
が
解
け
合

う
よ
う
な
霧
と
靄
に
け
む
る
光
景
を
描
い
た
画
家
コ
ロ
ー
を
、
知
覚
を
拡
大
さ
せ
た
画
家
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、
お

そ
ら
く
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

バ
ザ
ン
は
「
映
画
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
イ
タ
リ
ア
派
」
の
中
で
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
監
督
オ
ー
ソ
ン
・
ウ
ェ
ル
ズ
の
『
市
民

ケ
ー
ン
』（
一
九
四
一
年
）
と
、
イ
タ
リ
ア
・
ネ
オ
レ
ア
リ
ズ
モ
を
代
表
す
る
監
督
ロ
ベ
ル
ト
・
ロ
ッ
セ
リ
ー
ニ
の
『
戦
火

の
か
な
た
』（
一
九
四
六
年
）
を
、
映
画
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
決
定
的
発
展
を
も
た
ら
し
た
映
画
と
し
て
称
賛
す
る
。
バ
ザ
ン

に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
映
画
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
映
画
的
文
体
に
よ
っ
て
映
画
に
「
実
在
的
な
も
の
の
根
本
的
性
質
、

す
な
わ
ち
連
続
性
」
を
与
え
返
し
た
の
で
あ
る（Q

C
4
23

）。
こ
の
よ
う
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
映
画
と
対
照
的
な
の
が
、
Ｄ
・

Ｗ
・
グ
リ
フ
ィ
ス
に
始
ま
る
「
古
典
的
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ
﹇
カ
ッ
ト
割
り
﹈」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
映
画
で
あ
る
。「
古
典
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的
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ
は
グ
リ
フ
ィ
ス
に
由
来
し
、
実
在
を
継
起
す
る
シ
ョ
ッ
ト
に
分
解
し
た
。
そ
の
よ
う
な
シ
ョ
ッ
ト
は
出

来
事
に
対
す
る
、
論
理
的
あ
る
い
は
主
観
的
な
視
点
の
連
続
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」（ibid.

）。
バ
ザ
ン
は
、
死
刑

執
行
人
が
囚
人
が
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
部
屋
に
入
っ
て
く
る
シ
ー
ン
を
例
に
挙
げ
、
こ
の
古
典
的
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ
を
説

明
す
る
。「
死
刑
執
行
人
が
入
っ
て
く
る
瞬
間
、
演
出
家
は
ゆ
っ
く
り
と
回
さ
れ
る
扉
の
取
っ
手
を
ク
ロ
ー
ス
・
ア
ッ
プ

で
捉
え
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
ク
ロ
ー
ス
・
ア
ッ
プ
は
、
登
場
人
物
の
苦
悩
を
あ
ら
わ
す
こ
の
記
号
へ
の
極

度
の
注
意
に
よ
っ
て
、
心
理
的
に
正
当
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
在
の
映
画
言
語
を
ま
さ
し
く
構
成
し
て
い
る
の
は
、

こ
の
よ
う
な
シ
ョ
ッ
ト
の
連
続
で
あ
り
、
連
続
す
る
実
在
の
慣
習
的
分
析analyse

conventionnelle

で
あ
る
」

（ibid.

）。

こ
こ
で
、
バ
ザ
ン
が
批
判
す
る
古
典
的
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ
が
「
心
理
的
に
正
当
化
さ
れ
て
い
る
」
点
に
注
目
し
た
い
。
つ

ま
り
、
古
典
的
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て
、
実
在
は
単
に
無
根
拠
に
分
割
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、「
心
理
的
に
」

す
な
わ
ち
主
観
的
に
切
り
取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
取
っ
手
」
の
「
ク
ロ
ー
ス
・
ア
ッ
プ
」
の
例
は
、
苦
悩
に
満
ち

た
囚
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
切
り
取
ら
れ
た
主
観
的
光
景
を
示
し
て
い
る
の
だ
っ
た
。
こ
の
主
観
性
に
お
い
て
、
古
典
的
デ

ク
パ
ー
ジ
ュ
に
お
け
る
実
在
の
分
割
の
あ
り
方
は
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
が
実
践
的
関
心
に
よ
っ
て
連
続
す
る
実
在
を
分
割

す
る
仕
方
と
共
通
し
て
い
る
。
バ
ザ
ン
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
指
摘
し
た
通
常
の
限
定
さ
れ
た
知
覚
と
芸
術
に
お
け
る
拡
大

さ
れ
た
知
覚
の
対
立
を
、
二
つ
の
タ
イ
プ
の
映
画
の
対
立
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

の
実
際
の
知
覚
を
な
ぞ
る
よ
う
に
、
主
観
的
に
、
心
理
的
に
実
在
を
分
割
し
て
ゆ
く
よ
う
な
映
画
が
あ
る
。
そ
れ
が
古
典

的
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
映
画
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
映
画
の
あ
り
方
を
乗
り
越
え
て
、
実
在
の
連

続
性
を
回
復
す
る
よ
う
に
努
め
る
の
が
リ
ア
リ
ズ
ム
の
映
画
で
あ
る
。
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ま
た
、
バ
ザ
ン
が
、
先
の
引
用
の
中
で
主
観
的
に
切
り
取
ら
れ
た
実
在
は
も
は
や
「
記
号
」
で
し
か
な
い
と
言
っ
て
い

る
点
に
も
注
目
し
た
い
。
取
っ
手
の
ク
ロ
ー
ス
・
ア
ッ
プ
は
囚
人
の
「
苦
悩
」
を
表
す
「
記
号
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

バ
ザ
ン
は
「
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ
は
実
在
の
中
に
明
ら
か
な
抽
象
を
導
入
す
る
」
と
言
う（ibid.

）。
心
理
的
な
理
由
か
ら
カ
メ

ラ
に
よ
っ
て
切
り
取
ら
れ
た
実
在
は
、
も
は
や
登
場
人
物
の
心
理
を
意
味
す
る
「
記
号
」
と
し
て
し
か
捉
え
ら
れ
な
く
な

り
、
そ
の
結
果
、
抽
象
性
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
具
体
的
な
事
物
を
写
し
出
し
て
い
る
映
像
に
そ
の
よ
う
な

「
記
号
」
と
し
て
の
み
の
機
能
を
求
め
、
そ
の
事
物
の
も
つ
そ
の
他
の
様
相
を
捨
象
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
そ
の
映
像
は
、

バ
ザ
ン
の
表
現
を
借
り
れ
ば
「
具
体
性
の
密
度
」（Q

C
4
34

）
を
喪
失
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
笑
い
』

に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
人
間
の
通
常
の
知
覚
は
「
人
間
に
と
っ
て
有
用
な
類
似
性
」
の
み
を
捉
え
る
の
で

あ
り
、「
わ
れ
わ
れ
は
事
物
そ
の
も
の
を
見
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
大
抵
の
場
合
、
事
物
に
貼
り
付
け
ら
れ

た
札étiquettes

を
読
み
取
る
に
過
ぎ
な
い
」（R

460

）。
わ
れ
わ
れ
が
実
践
的
に
知
覚
す
る
の
は
具
体
的
で
、
個
別
的

な
事
物
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
「
札
」、
つ
ま
り
他
の
事
物
と
類
似
し
た
有
用
的
特
徴
の
み
で
あ
り
、

そ
れ
は
そ
の
有
用
性
を
指
示
す
る
記
号
と
言
っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
れ
わ
れ
の
事
物
に
「
札
」
を
貼

り
た
が
る
傾
向
は
、
事
物
の
「
類
」
を
表
示
す
る
「
言
語
」
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
バ
ザ
ン
は
、
こ
の
よ
う
に

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
指
摘
し
た
知
覚
に
よ
る
事
物
の
記
号
化
の
過
程
に
対
応
す
る
も
の
を
、
映
画
の
古
典
的
な
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ

の
中
に
、
な
い
し
は
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
「
現
在
の
映
画
言
語
」
の
中
に
見
出
す
の
で
あ
る
。
記
号
が
意
味
す
る
も
の
が
映

画
で
は
登
場
人
物
の
心
理
で
あ
り
、
知
覚
に
お
い
て
は
有
用
性
と
い
う
違
い
は
あ
る
に
し
て
も
、
ど
ち
ら
の
場
合
で
も
主

観
的
に
切
り
取
ら
れ
た
も
の
が
、
具
体
性
を
喪
失
し
な
が
ら
、
記
号
化
さ
れ
る
と
い
う
と
い
う
点
に
お
い
て
は
一
致
し
て

い
る
。
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記
号
化
さ
れ
た
事
物
が
具
体
性
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
、
古
典
的
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ
を
無
効
化
し
、
実
在
に
そ
の
連
続
性

や
運
動
性
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
ウ
ェ
ル
ズ
は
、
撮
影
監
督
グ
レ
ッ
グ
・
ト
ー
ラ
ン
ド
の
技
術
が
可
能
に

し
た
デ
ィ
ー
プ
・
フ
ォ
ー
カ
ス
に
よ
っ
て
『
市
民
ケ
ー
ン
』
を
演
出
し
た
。
デ
ィ
ー
プ
・
フ
ォ
ー
カ
ス
と
は
近
景
か
ら
遠

景
ま
で
を
同
じ
鮮
明
さ
で
撮
る
撮
影
術
を
指
す
。
バ
ザ
ン
に
よ
れ
ば
、
ウ
ェ
ル
ズ
に
よ
る
デ
ィ
ー
プ
・
フ
ォ
ー
カ
ス
を
用

い
た
演
出
は
「
視
野
の
深
みprofondeur

de
cham

p

」（Q
C
4
23

）
の
中
で
実
在
の
連
続
性
を
回
復
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。

ウ
ェ
ル
ズ
は
劇
空
間
を
複
数
の
シ
ョ
ッ
ト
に
切
り
分
け
る
こ
と
を
止
め
、「
視
野
の
深
み
」
の
中
で
劇
空
間
全
体
を
一
度

に
捉
え
た
。
つ
ま
り
、
ウ
ェ
ル
ズ
は
、
複
数
の
シ
ョ
ッ
ト
の
再
構
成
か
ら
な
る
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
で
は
な
く
、
切
れ
目
の
な

い
映
像
に
よ
っ
て
全
体
を
一
度
に
捉
え
る
シ
ー
ク
エ
ン
ス
・
シ
ョ
ッ
ト
に
よ
っ
て
、
映
画
を
演
出
し
た
の
で
あ
る
。
バ
ザ

ン
は
ウ
ェ
ル
ズ
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
・
シ
ョ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
映
画
と
の
違
い
を
こ
う
言
っ
て
い
る
。

「
見
る
べ
き
事
物
を
わ
れ
わ
れ
に
向
け
て
選
ん
で
く
れ
て
、
そ
の
こ
と
で
ア
プ
リ
オ
リ
に
そ
の
事
物
に
意
義
、
、

signification

を
与
え
て
く
れ
る
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ
は
も
は
や
存
在
し
な
い
。
ス
ク
リ
ー
ン
を
切
断
面
と
し
た
、
連
続
す
る
実
在
の
い
わ
ば

平
行
六
面
体
の
中
で
、
そ
の
シ
ー
ン
に
固
有
な
劇
的
な
成
分
を
見
分
け
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
て
い
る
の
は
観
客
の
精
神
な

の
で
あ
る
」（ibid.

）。「
視
野
の
深
み
」
の
中
で
事
物
は
実
在
の
連
続
性
の
中
に
回
帰
し
、
運
動
性
を
取
り
戻
す
。
事
物
は

切
り
取
ら
れ
、
記
号
と
し
て
呈
示
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
連
続
性
の
中
で
具
体
性
を
回
復
す
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
何
ら
か
の
「
意
義
、
、

」
を
見
出
す
た
め
に
は
、
今
度
は
、
観
客
の
方
が
自
ら
事
物
を
切
り
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
さ
て
、
バ
ザ
ン
は
ロ
ッ
セ
リ
ー
ニ
の
映
画
も
、
ウ
ェ
ル
ズ
の
映
画
と
は
全
く
映
画
的
文
体
が
異
な
る
に
も
か
か

わ
ず
、
こ
の
具
体
性
の
回
復
と
い
う
視
点
か
ら
、
ウ
ェ
ル
ズ
の
映
画
と
同
列
に
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
映
画
的
リ

ア
リ
ズ
ム
と
イ
タ
リ
ア
派
」
な
る
批
評
の
中
で
焦
点
を
当
て
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ウ
ェ
ル
ズ
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
ロ
ッ
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セ
リ
ー
ニ
で
あ
る
。

ロ
ッ
セ
リ
ー
ニ
は
デ
ィ
ー
プ
・
フ
ォ
ー
カ
ス
を
使
用
し
た
の
で
は
な
い
。
バ
ザ
ン
が
注
目
す
る
の
は
ロ
ッ
セ
リ
ー
ニ
独

自
の
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
。
バ
ザ
ン
に
よ
れ
ば
、
ロ
ッ
セ
リ
ー
ニ
の
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ
は
「
原
因
か
ら
結
果
へ
と
精
神
が

容
易
に
た
ど
る
論
理
的
プ
ロ
セ
ス
」（Q

C
4
31

）
を
も
た
な
い
。
古
典
的
な
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ
は
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
「
論

理
的
な
視
点
」
に
し
た
が
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ロ
ッ
セ
リ
ー
ニ
の
そ
れ
は
「
事
実
が
歯
車
上
の
チ
ェ
ー
ン
の
よ
う
に
は

相
互
に
う
ま
く
か
み
合
わ
な
い
」
の
で
あ
る
（Q

C
4
31-32

）。『
戦
火
の
か
な
た
』
は
第
二
次
世
界
大
戦
終
了
間
近
、
連

合
軍
に
よ
っ
て
イ
タ
リ
ア
が
解
放
さ
れ
ゆ
く
様
子
を
描
い
た
映
画
だ
が
、
バ
ザ
ン
は
こ
の
映
画
の
以
下
の
よ
う
な
シ
ョ
ッ

ト
を
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
軍
に
皆
殺
し
に
さ
れ
た
ポ
ー
河
の
漁
夫
た
ち
の
死
体
と
、
そ
の
傍
ら

で
ひ
と
り
死
を
免
れ
た
子
供
が
泣
き
じ
ゃ
く
っ
て
い
る
姿
が
写
さ
れ
て
い
る
シ
ョ
ッ
ト
で
あ
る
。
こ
の
シ
ョ
ッ
ト
は
、
イ

タ
リ
ア
人
パ
ル
テ
ィ
ザ
ン
と
連
合
軍
兵
士
の
グ
ル
ー
プ
が
そ
の
漁
夫
た
ち
を
訪
れ
、
も
て
な
し
を
受
け
る
シ
ョ
ッ
ト
と
、

ま
た
、
そ
の
後
、
た
そ
が
れ
時
に
ア
メ
リ
カ
人
士
官
と
パ
ル
テ
ィ
ザ
ン
が
一
斉
射
撃
の
音
を
聞
き
、
漁
夫
た
ち
が
殺
さ
れ

た
こ
と
を
仄
め
か
す
シ
ョ
ッ
ト
と
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
シ
ョ
ッ
ト
が
形
成
す
る
シ
ー
ク
エ
ン
ス
に
お
い

て
は
、
因
果
関
係
が
明
瞭
に
示
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
突
然
、
問
題
の
皆
殺
し
の
シ
ョ
ッ
ト
は
挿
入
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

「
ド
イ
ツ
人
は
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
漁
夫
た
ち
の
罪
状
を
知
っ
た
の
か
。
子
供
だ
け
は
な
ぜ
ま
だ
生
き
て
い
る
の
か
」

（Q
C
4
31

）
は
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
「
こ
の
映
画
に
と
っ
て
は
大
し
た
こ
と
で
は
な

い
」（ibid.

）。
バ
ザ
ン
は
、
因
果
律
が
不
明
瞭
な
ま
ま
に
挿
入
さ
れ
た
こ
の
シ
ョ
ッ
ト
に
写
し
出
さ
れ
て
い
る
、
理
由
も

な
く
な
ぜ
か
生
き
残
っ
た
子
供
が
た
だ
泣
い
て
い
る
だ
け
の
光
景
を
「
事
実fait

」
と
言
い
表
す
（Q

C
4
33

）。
こ
の
映
画

で
は
そ
の
よ
う
な
「
事
実
」
が
純
粋
な
か
た
ち
で
示
さ
れ
る
。
古
典
的
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
映
画
で
は
、
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そ
う
で
は
な
い
。「
慣
例
的
な
映
画
の
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ
に
お
い
て
は
（
古
典
的
な
小
説
の
物
語
の
プ
ロ
セ
ス
に
似
通
っ
た

プ
ロ
セ
ス
に
し
た
が
っ
て
）、
事
実
は
カ
メ
ラ
に
よ
っ
て
蝕
ま
れ
、
細
分
化
さ
れ
、
分
析
さ
れ
、
再
構
成
さ
れ
る
。
事
実

は
お
そ
ら
く
そ
の
事
実
と
し
て
の
性
質
を
失
う
こ
と
は
な
い
が
、
抽
象
に
覆
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
…
…
」（Q

C
4
32

）。

ロ
ッ
セ
リ
ー
ニ
の
非
論
理
的
な
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ
が
目
指
す
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
が
も
つ
論
理
的
な
視
点
か
ら
事
実
を

切
り
取
り
抽
象
化
す
る
こ
と
を
断
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
抽
象
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
剥
ぎ
取
り
、
事
実
を
そ
の
具
体
性
に
お

い
て
露
わ
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
映
画
に
お
い
て
は
、
非
論
理
的
で
あ
る
と
は
い
え
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ
が

存
在
す
る
限
り
、
事
実
は
断
片
化
し
た
か
た
ち
で
示
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
断
片
の
中
で
事
実
は
、
抽
象

化
す
る
視
点
を
欠
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
具
体
性
を
取
り
戻
す
。「『
戦
火
の
か
な
た
』
に
お
け
る
映
画
的
物
語
の
単
位
は

Fシ
ョ
ッ
ト
E、
す
な
わ
ち
人
が
分
析
す
る
実
在
へ
と
向
か
う
抽
象
的
視
点
で
は
な
く
、
D
事
実
E
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
な

ま
の
実
在
の
断
片
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
多
様
でm

ultiple

か
つ
多
義
的équivoque

で
あ
る
。
そ
の
D
意
味

sens

E
は
、
精
神
が
そ
の
事
実
を
他
の
事
実
と
関
係
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
の
み
引
き
出
さ
れ
る
」

（Q
C
4
33

）。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
実
在
そ
の
も
の
は
「
人
間
に
と
っ
て
無
用
な
差
異
」
に
満
ち
て
い
る
と
言
っ
た
よ
う
に
、

一
つ
の
意
味
を
切
り
出
す
視
点
を
欠
落
さ
せ
た
事
実
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
「
多
様
」
で
あ
り
「
多
義
的
」
で
あ
ろ
う
。

後
に
バ
ザ
ン
は
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
も
つ
こ
の
多
様
性
と
多
義
性
を
「
実
在
的
な
も
の
の
曖
昧
さam

biguïté

」（Q
C
1
145

）

と
も
言
い
表
す
。
そ
し
て
、
そ
の
「
曖
昧
さ
」
と
は
バ
ザ
ン
に
よ
れ
ば
「
神
秘
」
を
意
味
し
て
い
る（ibid.

）。
バ
ザ
ン
は
、

ロ
ッ
セ
リ
ー
ニ
が
監
督
し
た
『
ド
イ
ツ
零
年
』
を
取
り
上
げ
、
ロ
ッ
セ
リ
ー
ニ
は
こ
の
映
画
の
中
で
、
主
人
公
の
少
年
の

顔
を
「
曖
昧
さ
」
で
満
た
し
「
神
秘
」
と
し
て
保
ち
続
け
た
と
評
す
る
。
ロ
ッ
セ
リ
ー
ニ
が
映
画
の
中
で
見
せ
る
「
多
様
」

で
「
多
義
的
」
で
「
曖
昧
」
な
実
在
、
因
果
を
超
え
た
「
事
実
」
す
な
わ
ち
「
神
秘
」、
そ
れ
は
も
は
や
抽
象
で
は
な
く
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具
体
性
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
ウ
ェ
ル
ズ
が
シ
ョ
ッ
ト
・
シ
ー
ク
エ
ン
ス
の
連
続
性
に
よ
っ
て
映
画
に
与
え
た
の
と
同
じ

効
果
を
、
ロ
ッ
セ
リ
ー
ニ
は
論
理
的
に
は
む
し
ろ
亀
裂
が
走
っ
て
い
る
よ
う
な
、
非
因
果
的
な
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て

映
画
に
与
え
る
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
セ
リ
ー
ニ
の
映
画
に
つ
い
て
、
バ
ザ
ン
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。

そ
れ
自
体
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
、
意
味
に
先
立
つ
実
在
の
一
断
片
で
し
か
な
い
の
で
、

ス
ク
リ
ー
ン
の
表
面
す
べ
て
は
等
し
い
具
体
的
密
度
を
示
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
扉
の
取
っ
手
」
式
の

演
出
と
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
演
出
の
中
で
は
、
エ
ナ
メ
ル
塗
料
の
色
、
手
の
高
さ
に
あ
る
木
の
取

っ
手
の
手
垢
の
厚
み
、
金
属
の
光
沢
、
ま
た
か
ん
ぬ
き
の
摩
耗
の
具
合
は
こ
と
ご
と
く
全
く
無
用
の
事
実
で
あ
っ
て
、

そ
の
演
出
か
ら
排
除
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
、
抽
象
化
さ
れ
る
べ
き
具
体
的
寄
生
物parasites

concrets

な
の
で

あ
る
（Q

C
4
34

）。

実
在
を
主
観
的
関
心
に
よ
っ
て
取
捨
選
択
し
、
抽
象
化
す
る
こ
と
を
断
念
し
、
実
在
を
そ
の
連
続
性
の
中
に
取
り
戻
し
、

具
体
的
な
も
の
の
運
動
の
中
へ
回
帰
さ
せ
る
こ
と
。
こ
の
よ
う
な
映
画
の
あ
り
方
を
、
バ
ザ
ン
は
ウ
ェ
ル
ズ
や
ロ
ッ
セ
リ

ー
ニ
の
映
画
に
見
て
取
り
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と
呼
ん
だ
の
だ
っ
た
。
バ
ザ
ン
は
ネ
オ
レ
ア
リ
ズ
モ
が「
主
題
の
選
択
」や「
自

己
意
識
」
に
依
存
し
な
い
と
い
う
点
で
「
自
然
主
義
」
や
「
真
実
主
義
」
な
ど
の
そ
れ
以
前
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
美
学
と
は

区
別
す
る
（Q

C
4
154

）。
そ
の
上
で
、
バ
ザ
ン
は
ネ
オ
レ
ア
リ
ズ
モ
を
「
実
在
的
な
も
の
の
あ
る
種
の
全
体
性globalité

の
肯
定
」
あ
る
い
は
「
全
体
的
な
意
識
に
よ
る
実
在
の
全
体
的
な
記
述
」
と
定
義
す
る
（ibid.

）。
こ
の
「
全
体
性
」
と
は
も

ち
ろ
ん
、
ネ
オ
レ
ア
リ
ズ
モ
の
映
画
の
中
で
露
わ
に
示
さ
れ
た
、
主
観
的
関
心
に
よ
っ
て
切
り
取
ら
れ
る
以
前
の
、
連
続
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性
を
保
っ
た
実
在
の
有
様
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
バ
ザ
ン
の
言
う
映
画
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
、
こ
の
よ
う
に
芸
術
に
よ
っ

て
露
呈
さ
れ
た
実
在
の
全
体
性
な
い
し
は
連
続
性
に
関
わ
る
と
い
う
点
で
、
ま
さ
し
く
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
に
意
味
に
お
け
る

リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

バ
ザ
ン
は
こ
の
よ
う
に
映
画
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
、
デ
ィ
ー
プ
・
フ
ォ
ー
カ
ス
や
非
論
理
的
デ
ク
パ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て
実

現
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
分
か
る
の
は
、
バ
ザ
ン
は
映
画
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
た
だ
現
実
的
な
主

題
の
選
択
に
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
形
式
」
に
、
言
い
換
え
れ
ば
「
文
体style

」
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
捉
え

て
い
た
こ
と
で
あ
る
（Q

C
4
136

-139

）（
9
）。
バ
ザ
ン
は
イ
タ
リ
ア
・
ネ
オ
レ
ア
リ
ズ
モ
に
関
し
て
「
新
し
い
主
題
に
は

新
し
い
形
式
が
必
要
で
あ
る
」
と
言
う
（Q

C
4
138

）。
映
画
的
文
体
の
革
新
、
そ
の
創
造
に
よ
っ
て
実
在
は
露
呈
さ
れ
る

だ
ろ
う
。
バ
ザ
ン
は
、
こ
の
よ
う
に
映
画
的
文
体
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
極
め
て
映
画
的
に
処
理
さ
れ
た

リ
ア
リ
ズ
ム
の
中
に
、ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
意
味
合
い
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
に
対
応
す
る
も
の
を
見
て
取
っ
た
の
で
あ
る
。

リ
ア
ル
な
も
の
と
は
、
映
画
形
式
の
内
容
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
映
画
形
式
の
創
造
に
よ
っ
て
探
索
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
写
真
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
存
在
論
」で
バ
ザ
ン
が
語
っ
た
こ
と
だ
け
を
取
り
上
げ
て
、
バ
ザ
ン
は

映
画
が
そ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
も
つ
本
性
に
よ
っ
て
実
在
的
な
も
の
を
露
呈
す
る
と
だ
け
考
え
て
い
た
、
と
は
言
え
な

い
だ
ろ
う
。
バ
ザ
ン
は
、
ウ
ェ
ル
ズ
、
ロ
ッ
セ
リ
ー
ニ
に
よ
る
映
画
的
文
体
の
革
新
を
「
映
画
言
語
の
進
化
」
と
も
呼
ん

で
い
た
。
バ
ザ
ン
に
と
っ
て
、
実
在
の
露
呈
は
「
映
画
言
語
の
進
化
」
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
映
画
的
文
体
の
創
造
に
よ

っ
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
写
真
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
存
在
論
」
の
論
旨
と
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
だ
が
、

実
在
へ
と
至
る
道
は
文
体
の
創
造
に
よ
っ
て
探
索
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
カ
メ
ラ
が
自
動
的
に
実
在
を
露
呈
す
る

の
で
は
な
い
、
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
バ
ザ
ン
の
言
う
リ
ア
リ
ズ
ム
は
こ
の
よ
う
に
創
造
的
契
機
を
含
ん
で
い
る
。
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映
画
に
お
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
探
求
に
お
い
て
、
リ
ア
ル
な
も
の
の
露
呈
と
新
た
な
も
の
の
創
造
は
矛
盾

す
る
こ
と
な
く
共
存
す
る
の
で
あ
る
。

結
本
稿
で
は
、
個
別
的
な
映
画
の
批
評
、
ギ
ャ
グ
分
析
、
映
画
的
リ
ア
リ
ズ
ム
論
か
ら
ネ
オ
レ
ア
リ
ズ
モ
論
に
至
る
ま
で
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
が
、
バ
ザ
ン
の
映
画
批
評
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
バ
ザ
ン
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
対
す

る
姿
勢
と
し
て
、
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
映
画
的
に
処
理
さ
れ
た
も
の
、
映
画
固
有
の
も
の
の
中
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学

の
概
念
に
対
応
す
る
も
の
を
見
出
す
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
バ
ザ
ン
の
映
画
固
有
の
も
の
に
定
位
し
た
批
評

的
実
践
を
通
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
は
映
画
の
理
論
へ
と
変
容
を
遂
げ
る
。
そ
の
実
践
の
中
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
が

い
く
つ
か
の
位
相
に
わ
た
っ
て
い
か
に
的
確
に
映
画
を
照
射
す
る
も
の
と
な
っ
た
か
は
、
本
論
で
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
は
、
バ
ザ
ン
の
批
評
の
実
践
に
先
立
つ
映
画
の
理
論
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
バ
ザ
ン

は
映
画
を
否
定
的
に
し
か
評
価
し
な
か
っ
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
い
う
哲
学
者
の
哲
学
を
、
他
な
ら
ぬ
映
画
の
理
論
に
ま
で
変

容
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
バ
ザ
ン
は
映
画
固
有
の
も
の
に
い
わ
ば
錨
を
降
ろ
す
必
要
が
あ
っ
た
。
バ
ザ
ン
の

批
評
実
践
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
と
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
反
復
を
通
じ
て
そ
れ
を
映

画
固
有
の
も
の
に
向
け
て
差
異
化
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
特
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
と
の
関
連
か
ら
バ
ザ
ン
の
リ
ア
リ
ズ
ム
論
に
新
た
な
光
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

た
と
思
う
。
バ
ザ
ン
の
リ
ア
リ
ズ
ム
論
は
、
そ
れ
が
も
っ
て
い
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
意
味
合
い
か
ら
考
察
さ
れ
る
な
ら
ば
、
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現
代
の
映
画
理
論
に
お
い
て
映
画
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
理
解
に
貢
献
し
得
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
点
に
つ
い
て

十
分
に
論
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
お
お
い
し
　
か
ず
ひ
さ
・
北
海
学
園
大
学
准
教
授
）
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註本
稿
で
扱
う
バ
ザ
ン
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
著
作
と
略
号
は
以
下
の
通
り
で
あ
り
、（

）
内
に
略
号
と
ペ
ー
ジ
数
を
示
し
た
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の

著
作
はH

enriB
ergson,Œ

uvres,édition
du

centenaire

（1959

）,PU
F,1991

に
よ
る
。
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
以
下
に
挙
げ
る
翻
訳
を

参
照
し
た
。
ま
た
、
引
用
内
の
﹇

﹈
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。
な
お
、
引
用
内
の
強
調
は
す
べ
て
原
著
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

André
B
azin

Q
C
1
:Q

u’est-ce
que

le
ciném

a
?

I.O
ntologie

et
langage,Paris,C

erf,1958.

『
映
画
と
は
何
か
Ⅱ
―
―
映
像
言
語
の
問
題
』、
小
海

永
二
訳
、
美
術
出
版
社
、
一
九
七
〇
年
。

Q
C
2
:Q

u’est-ce
que

le
ciném

a
?

II.Le
ciném

a
et

les
autres

arts,Paris,C
erf,1959.

『
映
画
と
は
何
か
Ⅳ
―
―
映
画
と
他
の
諸
芸

術
』、
小
海
永
二
訳
、
美
術
出
版
社
、
一
九
七
七
年
。

Q
C
4
:Q

u’est-ce
que

le
ciném

a
?

IV
.U

ne
esthétique

de
la

réalité:le
néo-réalism

e,Paris,C
erf,1962.

『
映
画
と
は
何
か
Ⅲ
―
―
現

実
の
美
学
・
ネ
オ
＝
リ
ア
リ
ズ
ム
』、
小
海
永
二
訳
、
美
術
出
版
社
、
一
九
七
三
年
。

H
enriB

ergson

E
C
:

L’évolution
créatrice,

1907.

『
創
造
的
進
化
』（『
ベ
ル
ク
ソ
ン
全
集
』
第
四
巻
）、
松
浪
信
三
郎
・
高
橋
允
昭
訳
、
白
水
社
、
一
九

六
六
年
。

R
:Le

rire,1900.

『
笑
い
』（『
ベ
ル
ク
ソ
ン
全
集
』
第
三
巻
）、
鈴
木
力
衛
・
仲
沢
紀
雄
訳
、
白
水
社
、
一
九
六
五
年
。

PM
:La

pensée
et

Le
m

ouvant,1934.

『
思
想
と
動
く
も
の
』（『
ベ
ル
ク
ソ
ン
全
集
』
第
七
巻
）、
矢
内
原
伊
作
訳
、
白
水
社
、
一
九
六

五
年
。

（
1
）G
eorges

D
idi-H

uberm
an,“L’im

age-sillage,”
L’Inactuel,nº 10,2003,p.115.

（
以
下
の
翻
訳
を
参
照
し
た
。「
イ
メ
ー
ジ
、
航

跡
」、
森
元
庸
介
訳
、『
痕
跡
』
展
カ
タ
ロ
グ
、
京
都
国
立
近
代
美
術
館
、
二
〇
〇
四
年
。）

（
2
）D

udley
Andrew

,
A

ndré
B

azin,
N
ew
York,O

xford
U
niversity

Press,1978,pp.19-20.

（
3
）Ibid.,p.21.

（
4
）Ibid.,pp.70-81.
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（
5
）Ibid.,p.79.

（
6
）
映
画
的
想
像
力
を
人
間
の
不
在
に
注
目
し
つ
つ
、
現
象
学
の
観
点
か
ら
バ
ザ
ン
の
リ
ア
リ
ズ
ム
論
に
つ
い
て
ふ
れ
た
も
の
と
し
て
、
拙

論
「
映
画
的
想
像
力
の
問
題
―
―
映
画
と
サ
ル
ト
ル
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
論
―
―
」（『
人
文
論
集
』
第
三
六
号
、
北
海
学
園
大
学
人
文
学
会
、

二
〇
〇
七
年
）
を
こ
こ
で
挙
げ
て
お
く
。

ま
た
、
こ
こ
で
、
バ
ザ
ン
の
こ
の
よ
う
な
映
画
的
リ
ア
リ
ズ
ム
論
と
の
関
連
で
、
映
画
の
実
践
者
で
あ
り
理
論
家
の
ダ
イ
・
ヴ
ォ
ー
ン

が
、
映
画
が
人
間
的
意
図
を
超
え
て
自
然
の
細
部
の
動
き
を
捉
え
る
事
態
を
指
し
て
「
自
発
性
﹇
自
然
ら
し
さ
﹈spontaneity

」
と
名
付

け
た
こ
と
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い（D

aiVaughan,“Letthere
be
lum
ière

（1981

）,”in
For

D
ocum

entary,B
erkeley,U

niversity

ofC
alifornia

Press,1999,pp.5-8.

﹇
翻
訳
と
し
て
以
下
を
参
照
し
た
。「
光
あ
れ
―
―
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
映
画
と
自
生
性
」、
長
谷
正
人
訳
、

『
ア
ン
チ
・
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
―
―
沸
騰
す
る
映
像
文
化
の
考
古
学
』、
長
谷
正
人
・
中
村
秀
之
編
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
。﹈
翻

訳
で
はspontaneity

は
「
自
生
性
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
）。
映
画
の
「
自
発
性
」
と
は
、
映
画
史
の
最
初
期
、
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
兄
弟
の
映

画
に
写
し
出
さ
れ
た
も
の
が
す
で
に
も
っ
て
い
た
特
質
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
的
意
図
と
は
無
関
係
に
あ
る
が
ゆ
え
に
、
表
象
の
コ
ー
ド

化
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
を
否
定
す
る
よ
う
に
作
用
す
る
。
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
兄
弟
が
『
港
を
出
る
小
舟
』
の
中
で
撮
影
し
た
海
は
、「
絵
に
描
か

れ
た
強
調
や
メ
タ
フ
ァ
ー
の
働
き
か
ら
解
放
さ
れ
た
海
」
で
あ
り
、「
海
そ
れ
自
体
」
で
あ
る（ibid.,p.6.

）。
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
映
画
に
お
い

て
は
人
間
の
想
像
力
が
「
自
発
性
」
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
映
画
が
写
し
出
す
世
界
そ
れ
自
体
の
も
つ
、
人
間
の
意
図
を
超
え
た
、

自
然
な
動
き
の
方
に
「
自
発
性
」
は
所
属
す
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
現
象
学
者
ジ
ャ
ン
＝
ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
は
、
知
覚
が
現
実
を
受
容

す
る
だ
け
の
意
識
の
タ
イ
プ
で
あ
る
の
に
対
し
、
想
像
と
い
う
意
識
は
現
実
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
を
想
像
上
の
も
の
と
し
て

生
み
出
す
の
だ
か
ら
、
想
像
の
主
体
で
あ
る
人
間
は
「
自
発
性
」
を
も
つ
と
言
っ
た
の
だ
っ
た
。
ヴ
ォ
ー
ン
が
映
画
に
写
し
出
さ
れ
る
事

物
の
方
に
関
し
て
、
サ
ル
ト
ル
が
人
間
の
主
体
性
を
形
容
す
る
た
め
に
用
い
た
「
自
発
性
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
こ
と
は
、
興
味
深
い
。

映
画
で
は
、
人
間
で
は
な
く
、
世
界
そ
の
も
の
の
方
へ
、
そ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
生
み
出
す
「
自
発
性
」
は
転
位
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
ヴ
ォ
ー
ン
の
論
は
、
バ
ザ
ン
の
考
察
と
親
近
性
を
も
つ
。
バ
ザ
ン
は
、
人
間
不
在
の
映
画
に
お
け
る
想
像
力
の
主
体
を
、
自
然
に
求

め
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
バ
ザ
ン
に
あ
っ
て
も
人
間
で
は
な
く
、
自
然
の
方
が
自
発
的
な
の
で
あ
る
。

（
7
）「
映
画
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。R

obert
Stam

,R
obert

B
urgoyne

and
Sandy

Flitterm
an-Lew

is,N
ew

V
ocabularies

in
Film

Sem
iotics

:
Structuralism

,
Post-structuralism

and
B

eyond,London,Routledge,
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1992,pp.185-186.

（
翻
訳
と
し
て
以
下
を
参
照
し
た
。『
映
画
記
号
論
入
門
』、
丸
山
修
他
訳
、
松
柏
社
、
二
〇
〇
六
年
。）『
映
画
記
号
論

入
門
』
に
よ
れ
ば
、
映
画
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
議
論
に
は
大
き
く
四
つ
の
傾
向
が
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
リ
ア
リ
ズ
ム
は
「
革
新
的

表
象
」
を
創
造
し
よ
う
と
し
た
あ
る
特
定
の
作
家
や
作
家
グ
ル
ー
プ
に
関
し
て
用
い
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・

ヴ
ァ
ー
グ
や
イ
タ
リ
ア
・
ネ
オ
レ
ア
リ
ズ
モ
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
シ
ネ
マ
・
ノ
ー
ヴ
ォ
な
ど
。
第
二
に
、
リ
ア
リ
ズ
ム
は
文
化
的
な
「
真
実
ら

し
さ
」
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
第
三
に
、
精
神
分
析
的
映
画
理
論
で
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
は
「
主
観
的
な
反
応
の
リ
ア
リ
ズ
ム
」

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
第
四
に
、
バ
ザ
ン
が
、
映
画
が
そ
の
「
本
質
的
客
観
性
」
か
ら
本
来
的
に
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
と
述

べ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
映
画
的
リ
ア
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
文
も
参
照
の
こ
と
。Robert

Stam
,“The

Q
uestion

of

Realism
:Introduction,”

in
Film

and
T

heory:
A

n
A

nthology,RobertStam
and
Toby

M
iller

（eds

）,O
xford,B

lackw
ell,2000,

pp.223-228.

（
8
）Andrew

,op.cit.,p.21.

（
9
）
バ
ザ
ン
は
当
時
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
っ
て
、
彼
と
反
対
の
立
場
か
ら
リ
ア
リ
ズ
ム
を
そ
の
主
題
や
内
容
に
よ
っ
て
規
定
し
よ
う
と
し

た
ジ
ュ
ル
ジ
ュ
・
サ
ド
ゥ
ー
ル
ら
の
共
産
党
系
の
映
画
批
評
家
た
ち
と
対
立
し
て
い
た
。
こ
の
件
に
関
し
て
は
、
野
崎
歓
「
映
画
に
と
っ

て
現
実
と
は
何
か
―
―
バ
ザ
ン
に
よ
る
ロ
ッ
セ
リ
ー
ニ
（
映
画
を
信
じ
た
男
―
―
ア
ン
ド
レ
・
バ
ザ
ン
論
Ⅱ
）」、『
言
語
文
化
』
三
三
号
、

一
九
九
六
年
、
一
〇
―
一
二
頁
、
参
照
の
こ
と
。


