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ベ
ル
リ
ン
‥
〈
異
郷
╱
異
境
〉
へ
の
解
体
─
─
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
主
題
に
よ
る
三
つ
の
変
奏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
口
裕
之

ミ
ュ
ー
ズ
の
女
神
は
、
母
た
ち
の
も
と
で
は
な
い
と
し
て
も
、
ひ
と
つ

の
過
去
へ
と
下
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
過
去
は
、作
者
自
身［
フ
ラ
ン
ツ
・
ヘ
ッ

セ
ル
］
の
私
的
な
過
去
に
と
ど
ま
ら
ぬ
が
ゆ
え
に
、
い
っ
そ
う
呪
縛
的

な
も
の
と
な
り
う
る
の
だ
。
彼
が
街
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
を
渡
っ
て
歩
い

て
ゆ
く
と
、
そ
こ
に
彼
の
足
は
驚
く
べ
き
共
鳴
を
喚
び
起
こ
す
。
舗
道

を
上
か
ら
照
ら
す
ガ
ス
灯
は
、
こ
の
二
重
の
層
を
も
つ
地
面
の
う
え
に

曖
昧
な
（
二
義
的
な
）
光
を
投
げ
か
け
る
。
孤
独
な
散
歩
者
の
記
憶
術

的
方
便
と
し
て
の
都
市
、
そ
れ
は
、
散
歩
者
の
幼
年
時
代
や
青
春
時
代

以
上
の
も
の
を
、
都
市
自
身
の
歴
史
以
上
の
も
の
を
呼
び
起
こ
す
の
で

あ
る
。

巨
大
な
記
念
物
、
戦
慄
す
べ
き
歴
史
の
数
々
─
─
そ
れ
ら
は
真
の
遊
歩

者
に
と
っ
て
は
、
一
種
の
物
乞
い
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
遊
歩
者
は
そ
ん

な
物
乞
い
な
ど
、
よ
ろ
こ
ん
で
旅
行
客
に
ま
か
せ
て
し
ま
う
。
芸
術
家

の
寓
居
、
生
誕
の
地
、
王
侯
の
私
邸
な
ど
に
つ
い
て
の
知
識
の
す
べ
て
を
、

か
れ
は
、
た
だ
ひ
と
つ
の
敷
居
を
探
り
出
す
嗅
覚
や
、
た
だ
ひ
と
つ
の

装
飾
タ
イ
ル
の
触
感
と
引
き
換
え
に
く
れ
て
や
る
。

1
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伯
林──

大
都
会
交
響
楽

　

一
九
二
〇
年
代
に
は
、
都
市
ベ
ル
リ
ン
に
つ
い
て
語
る
テ
ク
ス
ト
が
、

あ
た
か
も
ひ
と
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
形
成
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
、
あ
る
種

の
同
質
性
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
た
。
例
え
ば
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
・
ク
ラ

カ
ウ
ア
ー
や
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ロ
ー
ト
が
新
聞
に
掲
載
す
る
た
め
に
書
い
た
、

ベ
ル
リ
ン
を
描
く
数
多
く
の
短
文
だ
け
で
な
く
、
書
籍
と
し
て
刊
行
さ
れ

た
フ
ラ
ン
ツ
・
ヘ
ッ
セ
ル
の
『
ベ
ル
リ
ン
散
歩
』（
一
九
二
九
年
）
や
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
の
『
一
方
通
行
路
』（
一
九
二
六
年
）、『
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
』

（
一
九
三
四
年
）
に
し
て
も
、
ベ
ル
リ
ン
は
い
わ
ば
小
さ
な
断
片
の
う
ち

に
切
り
取
ら
れ
、
都
市
の
姿
は
そ
れ
ら
個
々
の
断
片
の
う
ち
に
映
し
出
さ

れ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
の
断
片
が
構
成
す
る
あ
る
全
体
的
な
イ
メ
ー
ジ

と
し
て
浮
か
び
上
が
る
。
書
籍
と
し
て
独
立
し
た
形
態
を
も
つ
ヘ
ッ
セ
ル

や
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト
も
、
も
ち
ろ
ん
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
ス
タ
イ

ル
を
意
識
す
る
こ
と
な
し
に
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
「
小
さ
な
形
式
」 

2 

は
、
単
に
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
よ
う
な
）
テ
ク
ス
ト
の
短
さ
と
い
う
外
的
条
件

に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
テ
ク

ス
ト
の
内
的
な
、
よ
り
根
本
的
な
特
徴
の
次
元
に
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
些
細
な
も
の
、
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
へ
の
ま
な



52

ざ
し
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
書
物
が
描
こ
う
と
し

て
い
る
「
遊
歩(Flanieren)

」
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
特
徴
で
も
あ
る
。

　

遊
歩
者
は
何
に
目
を
向
け
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
。

「
散
歩
」
と
題
さ
れ
た
ロ
ー
ト
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
こ
の
こ
と
が
き
わ
め
て

具
体
的
に
描
か
れ
て
い
る
端
的
な
例
の
一
つ
で
あ
る
。

　

私
が
見
て
い
る
の
は
、
街
路
や
日
常
が
見
せ
る
顔
の
な
か
の
、
取

る
に
足
ら
な
い
よ
う
な
目
立
た
な
い
表
情
で
あ
る
。
首
を
下
に
傾

け
、
カ
ラ
ス
ム
ギ
が
い
っ
ぱ
い
に
詰
ま
っ
た
袋
を
覗
き
込
ん
で
い
る

一
頭
の
馬
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
馬
は
辻
馬
車
の
前
に
繋
ぎ
止
め
ら

れ
、
馬
と
い
う
も
の
は
も
と
も
と
馬
車
な
し
で
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
と

い
う
こ
と
を
知
り
も
し
な
い
。
街
路
脇
に
い
る
ひ
と
り
の
子
供
が
そ
う

で
あ
る
。
そ
の
子
は
、
ひ
と
り
ご
と
を
つ
ぶ
や
い
て
遊
び
な
が
ら
、
大

人
た
ち
が
目
的
を
も
っ
て
歩
く
そ
の
雑
踏
の
混
乱
を
じ
っ
と
見
つ
め
て

い
る
。
そ
し
て
─
─
無
益
で
あ
る
こ
と
へ
の
衝
動
に
満
た
さ
れ
て
─
─

そ
こ
に
は
被
造
物
の
完
全
性
が
現
れ
て
い
る
の
だ
と
予
感
す
る
の
で
は

な
く
、
反
対
に
、
大
人
に
な
り
た
い
と
憧
れ
て
い
る
。[
…]

　

私
が
見
て
い
る
の
は
、
ク
ア
フ
ュ
ル
ス
テ
ン
ダ
ム
に
い
る
薄
っ
ぺ

ら
な
ブ
リ
キ
の
ラ
ッ
パ
を
持
っ
た
老
人
で
あ
る
。
そ
の
男
は
ひ
と
り

の
物
乞
い
な
の
だ
が
、
こ
の
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
の
音
が
聞
こ
え
な
い
が

た
め
に
、
こ
の
男
の
醸
し
出
す
悲
壮
感
は
こ
の
ラ
ッ
パ
の
所
有
者
に

人
々
の
注
意
を
ひ
き
つ
け
て
し
ま
う
。
時
折
、
こ
の
ラ
ッ
パ
、
つ
ま

り
白
い
ブ
リ
キ
で
で
き
た
小
さ
な
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
は
、
ク
ア
フ
ュ
ル

ス
テ
ン
ダ
ム
全
体
よ
り
も
も
っ
と
力
強
く
、
効
果
に
満
ち
て
い
る
と

き
も
あ
る
。
ま
た
、
カ
フ
ェ
テ
ラ
ス
で
一
匹
の
蠅
を
叩
こ
う
と
し
て

い
る
あ
る
ボ
ー
イ
の
手
の
動
き
は
、
こ
の
カ
フ
ェ
テ
ラ
ス
に
い
る
あ

ら
ゆ
る
客
の
運
命
を
ひ
っ
く
る
め
た
も
の
よ
り
も
、
も
っ
と
豊
か
な

内
容
に
満
ち
て
い
る
。
蠅
は
ま
ん
ま
と
逃
げ
お
お
せ
、
ボ
ー
イ
は
落

胆
す
る
。 

3

　
「
私
が
見
て
い
る
の
は
」、
ク
ア
フ
ュ
ル
ス
テ
ン
ダ
ム
あ
る
い
は
そ
の
他

の
街
路
に
い
る
馬
、
子
供
、
警
官
、
窓
枠
の
中
に
お
さ
ま
る
少
女
、
も

く
拾
い
を
す
る
男
、
シ
ガ
ー
を
く
わ
え
た
太
っ
た
紳
士
、
あ
る
い
は
リ
ト

フ
ァ
ス
広
告
塔
、
色
と
り
ど
り
の
ご
婦
人
た
ち
が
集
ま
る
カ
フ
ェ
テ
ラ

ス
、
白
い
服
に
身
を
包
ん
だ
ボ
ー
イ
、
青
い
服
の
守
衛
、
新
聞
売
り
、
ホ

テ
ル
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ボ
ー
イ
、
黒
人
等
々
、
さ
ら
に
は
も
っ
と
細
か
く
、

物
乞
い
の
「
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
」
で
あ
り
、
カ
フ
ェ
テ
ラ
ス
に
い
る
ボ
ー
イ

の
「
手
の
動
き
」
や
、
物
乞
い
を
す
る
傷
痍
軍
人
が
た
ま
た
ま
座
っ
て
い

た
路
上
で
見
つ
け
た
ご
婦
人
用
の
「
爪
や
す
り
」、
ま
た
、
犬
が
追
い
か

け
て
い
た
が
、
今
は
動
い
て
い
な
い
「
子
供
用
の
ボ
ー
ル
」
で
あ
る
。
遊

歩
者
ロ
ー
ト
に
と
っ
て
は
、「
世
界
史
の
な
か
の
偉
大
な
悲
劇
」
な
ど
か

け
離
れ
た
も
の
で
あ
り
、
逆
に
「
微
視
的
な
出
来
事
を
目
に
し
て
は
、
ど

ん
な
パ
ト
ス
も
空
滑
り
し
、
や
る
か
た
な
く
さ
め
て
し
ま
う
」。

4  

ロ
ー

ト
が
目
に
す
る
「
微
視
的
な
出
来
事
」
は
単
に
些
細
な
も
の
に
と
ど
ま
る

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
い
っ
た
事
物
を
通
じ
て
こ
れ
ら
の
現
象
を
支

え
る
背
後
の
世
界
を
描
き
出
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ご
婦
人

の
落
と
し
た
爪
や
す
り
で
自
分
の
爪
を
研
ぎ
始
め
た
物
乞
い
の
傷
痍
軍

人
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、「
象
徴
的
に
何
千
も
の
社
会
的
階
層
を
一
気

に
飛
び
越
え
た
こ
と
に
な
る
」。

　

ロ
ー
ト
と
同
じ
よ
う
に
普
通
は
目
を
向
け
ら
れ
な
い
些
細
な
こ
と
が

ら
を
捉
え
る
遊
歩
者
の
視
線
を
も
ち
な
が
ら
も
、
ク
ラ
カ
ウ
ア
ー
は
も
う

少
し
概
念
的
な
区
分
に
よ
っ
て
都
市
の
姿
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
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わ
れ
わ
れ
は
二
種
類
の
都
市
像
を
区
別
し
て
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
ひ
と
つ
は
、
意
識
的
に
形
成
さ
れ
た
都
市
像
で
あ

り
、
も
う
ひ
と
つ
は
あ
る
特
定
の
意
図
な
し
に
生
じ
る
都
市
像
で
あ

る
。
前
者
は
芸
術
的
な
意
思
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う

い
っ
た
意
思
は
さ
ま
ざ
ま
な
広
場
や
眺
望
、
一
群
の
建
築
物
や
遠
近

法
的
な
効
果
を
与
え
る
場
所
な
ど
の
う
ち
に
実
現
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
場
所
は
、
ベ
ー
デ
カ
ー
旅
行
案
内
書
で
は
一
般
に
星
印
が
つ

い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
何
ら
か
の
計
画

が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
く
で
き
あ
が
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ

た
都
市
像
は
、
例
え
ば
パ
リ
広
場
［
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
グ
門
前
］
や

コ
ン
コ
ル
ド
広
場
の
よ
う
に
、
あ
る
統
一
的
な
建
築
思
想
に
よ
っ
て

存
在
し
て
い
る
よ
う
な
構コ

ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン

成
体
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
説
明
を
必
要

と
し
な
い
偶
然
の
産
物
で
あ
る
。
建
物
の
石
の
塊
と
街
路
の
道
並
み

が
一
緒
に
見
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
ま
っ
た
く
異
な
っ

た
方
向
の
関
心
か
ら
生
じ
て
い
る
よ
う
な
場
所
で
あ
れ
ば
ど
こ
で
あ

れ
、
そ
う
い
っ
た
都
市
像
が
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
都
市
像

自
体
が
何
ら
か
の
関
心
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
ま
っ
た

く
な
か
っ
た
。

5

　
「
ベ
ル
リ
ン
の
風
景
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
ク
ラ
カ
ウ
ア
ー
の
エ
ッ
セ
イ

（
こ
れ
も
先
に
引
用
さ
れ
た
ロ
ー
ト
の
エ
ッ
セ
イ
と
同
じ
く
新
聞
に
寄
稿

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
）
で
は
、
こ
の
前
置
き
に
続
い
て
、
彼
が
自
宅
の
窓

か
ら
目
に
す
る
ベ
ル
リ
ン
の
街
並
み
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
ク
ラ
カ
ウ

ア
ー
が
住
ん
で
い
た
シ
ャ
ル
ロ
ッ
テ
ン
ブ
ル
ク
付
近
に
は
列
車
の
引
込

み
線
が
連
な
る
場
所
も
あ
る
。
そ
の
周
辺
の
街
並
み
は
決
し
て
「
芸
術
的

な
意
思
」
に
よ
る
も
の
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
無
作
為
に
発
展
し
て
で

き
た
よ
う
な
景
観
を
も
っ
て
い
る
。
ク
ラ
カ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
も
、
そ
の

よ
う
な
ベ
ル
リ
ン
の
普
段
の
街
並
み
の
細
か
な
事
物
に
目
を
向
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
ベ
ル
リ
ン
の
真
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。「
こ
う
い
っ
た

風
景
は
、
気
取
ら
な
い
ベ
ル
リ
ン
の
姿
で
あ
る
。
ひ
と
り
で
に
発
生
し
て

き
た
こ
の
風
景
の
う
ち
に
、
ベ
ル
リ
ン
の
さ
ま
ざ
ま
な
対
立
要
素
、
苛
酷

さ
、
オ
ー
プ
ン
さ
、
雑
居
性
、
そ
し
て
輝
き
が
、
特
に
何
か
を
目
論
む
こ

と
な
く
現
れ
出
て
い
る
。
都
市
の
姿
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
夢
の
な

か
の
よ
う
に
軽
く
思
い
浮
か
べ
ら
れ
た
像

イ
メ
ー
ジを

解
読
す
る
こ
と
と
結
び
つ

い
て
い
る
。」

6  

夢
の
中
の
像
と
現
実
の
都
市
の
像
を
パ
ラ
レ
ル
に
捉
え

よ
う
と
す
る
こ
の
語
り
口
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト
を
読
ん
で
い
る

か
の
よ
う
な
錯
覚
さ
え
一
瞬
生
じ
さ
せ
る
。
ク
ラ
カ
ウ
ア
ー
あ
る
い
は

ロ
ー
ト
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
よ
う
な
歴
史
哲
学
を
背
後
に
擁
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
に
せ
よ
、
微
細
な
事
物
へ
の
視
線
に
よ
っ
て
い
わ
ば
都
市
を

解
体
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
本
来
の
都
市
像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
す

る
。
遊
歩
者
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
、
旅
行
ガ
イ
ド
的
な
視
点
に
対
し
て

意
図
的
に
距
離
を
と
る
姿
勢
は
、
こ
う
い
っ
た
遊
歩
者
の
都
市
へ
の
ま
な

ざ
し
の
表
面
的
な
現
れ
の
一
つ
で
あ
る
。

　

そ
れ
と
と
も
に
、
新
た
な
都
市
像
の
構
成
要
素
と
し
て
描
か
れ
る
微

細
な
事
物
の
そ
れ
ぞ
れ
が
「
像
」
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、

遊
歩
者
の
ま
な
ざ
し
に
共
通
す
る
特
徴
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
が
「
遊
歩
者
の
回
帰
」
と
位
置
づ
け
た
ヘ
ッ
セ
ル
の
『
ベ
ル
リ
ン

散
歩
』
で
は
、
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
都
市
の
う
ち
に
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
構

成
要
素
は
、「
文
字
」
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。「
遊
歩
と
は
、
一
種
の
街
路

を
読
む
行
為
で
あ
る
。
街
を
こ
の
よ
う
に
読
む
と
き
、
人
々
の
顔
や
陳
列

品
、
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ウ
、
カ
フ
ェ
テ
ラ
ス
、
鉄
道
、
自
動
車
、
樹
木
と

い
っ
た
も
の
は
、
等
し
く
権
利
を
も
っ
た
単
な
る
文
字
と
な
り
、
こ
れ
ら
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は
集
ま
っ
て
、
つ
ね
に
新
た
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
く
書
物
の
言
葉
、
文
、

ペ
ー
ジ
を
生
み
出
し
て
い
く
。」

7  

そ
れ
ら
の
構
成
要
素
自
体
が
と
り
あ

え
ず
ひ
と
つ
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
本
来

の
性
格
か
ら
し
て
、
─
─
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
に
沿
っ
て
述
べ
る
な
ら
ば

─
─
そ
の
「
文
字
」
は
表
音
的
な
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
は
な
く
、
表
意
的

な
性
格
を
持
つ
も
の
、
さ
ら
に
い
え
ば
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
な
性
格
を
も
つ
も

の
の
は
ず
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
都
市
に
つ
い
て
語
る
場
合
、
現
実
の

都
市
の
中
で
断
片
・
破
片
と
し
て
存
在
す
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
事
物
を
素
材

と
し
て
取
り
上
げ
つ
つ
も
、
そ
の
構
成
に
よ
っ
て
織
り
成
さ
れ
る
新
た
な

意
味
連
関
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
「
現
実
」
の
も
の
と
し
て
生
き
て
い

る
こ
の
世
界
と
は
別
の
次
元
の
世
界
、
こ
の
現
象
の
世
界
を
根
底
で
支
え

て
い
る
あ
る
理
念
的
な
世
界
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
遊
歩
者
の
眼
に
、
都

市
は
そ
の
よ
う
に
し
て
「
二
重
の
層
」
を
も
つ
も
の
と
し
て
映
る
。
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
遊
歩
と
は
、
い
わ
ば
地
下
の
都
市
へ
の
入
り
口
、「
た

だ
ひ
と
つ
の
敷
居
」、「
た
だ
ひ
と
つ
の
装
飾
タ
イ
ル
」
を
「
現
実
」
の
都

市
の
中
で
見
つ
け
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
世
界
に
お
い
て
も
う
ひ
と

つ
の
世
界
を
読
み
解
く
行
為
で
あ
る
。 

8

　

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ル
ッ
ト
マ
ン
監
督
に
よ
る
『
伯
林
─
─
大
都
会
交
響
楽
』

（
一
九
二
七
年
）
で
カ
メ
ラ
が
と
る
視
線
は
、
遊
歩
者
の
ま
な
ざ
し
と
い

う
言
葉
で
連
想
さ
れ
る
よ
う
な
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
緩
慢
で
浸
透
す
る

よ
う
な
テ
ン
ポ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
ル
ッ
ト
マ
ン
が
お
そ
ら
く
影
響
を

受
け
て
い
る
ジ
ガ
・
ヴ
ェ
ル
ト
フ
の
「
映キ

ノ
・
グ
ラ
ー
ス

画
眼
」
の
視
線
が
も
つ
よ
う
な
、

現
実
を
機
敏
に
そ
し
て
客
観
的
に
切
り
取
る
敏
捷
性
を
備
え
て
い
る
。
と

は
い
え
、
大
都
市
ベ
ル
リ
ン
の
ご
く
日
常
的
で
些
細
な
情
景
を
断
片
化
し

て
、
と
き
に
き
わ
め
て
リ
ズ
ミ
ッ
ク
な
編
集
に
よ
っ
て
構
成
し
て
ゆ
く
こ

の
映
画
の
特
質
は
、
ベ
ル
リ
ン
を
語
る
二
〇
年
代
の
文
学
テ
ク
ス
ト
が
も

つ
基
本
的
な
特
徴
と
多
く
の
部
分
で
呼
応
し
あ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

9 

　
『
一
方
通
行
路
』
で
は
、
各
断
片
の
見
出
し
と
し
て
登
場
す
る
「
ガ
ソ

リ
ン
ス
タ
ン
ド
」、「
朝
食
室
」
と
い
っ
た
街
路
の
形
象
た
ち
は
、
事
物
そ

の
も
の
と
し
て
の
意
味
を
ほ
と
ん
ど
失
い
、
本
来
は
隠
さ
れ
た
意
味
で

あ
る
は
ず
の
も
の
が
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
て
前
景
化
し
て
い
る
。『
一
方
通

行
路
』
を
通
る
読
者
が
体
験
す
る
表
象
は
、
記
号
と
し
て
の
ア
レ
ゴ
リ
ー

そ
の
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
顕
在
化
さ
れ
た
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
意
味
の
集

合
体
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
お
い

て
さ
え
か
な
り
極
端
な
例
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
ル
ッ
ト
マ
ン
は
、
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
の
よ
う
に
都
市
を
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
に
と
ら
え
る
わ
け
で
は
な
い
。

ル
ッ
ト
マ
ン
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
は
る
か
に
素
朴
で
あ
る
。
大
都
市
ベ
ル
リ

ン
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
間
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
層
の
多

彩
な
局
面
を
描
き
出
し
、
と
り
わ
け
通
常
は
特
に
注
意
を
払
う
こ
と
も
な

い
よ
う
な
対
象
へ
と
視
線
を
向
け
、
断
片
を
構
成
し
、
と
き
に
ク
ロ
ー
ズ
・

ア
ッ
プ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
の
人
間
が
経
験
す
る
限
ら
れ
た
生
活

範
囲
を
越
え
た
ベ
ル
リ
ン
像
の
全
体
を
描
き
出
す
、
そ
れ
が
こ
こ
で
意
図

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
描
き
出
さ
れ
る
の
は
ベ
ル
リ
ン
を
通

じ
て
捉
え
ら
れ
る
あ
る
何
も
の
か
と
い
う
よ
り
も
、
現
実
の
都
市
ベ
ル
リ

ン
そ
の
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
遊
歩
者
の
ま
な
ざ
し

の
み
が
捉
え
得
て
い
た
よ
う
な
真
の
ベ
ル
リ
ン
像
、
一
般
の
人
の
ま
な
ざ

し
に
と
っ
て
は
い
わ
ば
「
異
郷
／
異
境
」
と
も
映
る
よ
う
な
ベ
ル
リ
ン
像

を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ル
ッ
ト
マ
ン
の
映

画
は
、
直
接
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
・
歴
史
哲
学
的
コ
ン
セ
プ

ト
に
つ
な
が
る
も
の
を
も
つ
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
少
な
く
と
も
遊
歩

者
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
文
学
テ
ク
ス
ト
の
志
向
や
方
法
と
大
き
く
重
な
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り
合
っ
て
い
る
。

　

遊
歩
者
た
ち
の
文
学
テ
ク
ス
ト
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
文
学
テ
ク
ス
ト
と

の
親
近
性
を
も
つ
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ル
ッ
ト
マ
ン
の
映
画
を
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

の
都
市
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
と
関
連
づ
け
て
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
こ

れ
ら
の
文
学
・
映
画
テ
ク
ス
ト
が
そ
れ
自
体
と
し
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
的
な
思

想
的
方
向
性
を
要
素
と
し
て
も
つ
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
い
ず
れ
に

せ
よ
必
ず
し
も
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
技
術
的
複
製

可
能
性
の
時
代
の
芸
術
作
品
」
と
し
て
素
朴
な
期
待
を
抱
い
て
い
た
映
画

や
、
と
り
わ
け
そ
こ
で
の
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
の
技
法
に
し
て
も
、
わ
れ

わ
れ
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
理
論
的
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て

意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
実
際
の
製
作
者
は
必
ず
し
も
そ
の
よ

う
に
意
図
し
て
製
作
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て

重
要
な
の
は
、
素
材
が
そ
の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
現
実
の
志
向

そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
素
材
が
も
つ
潜
在
的
な
可

能
性
で
あ
る
。な
ぜ
な
ら
、素
材
の
置
か
れ
る
も
と
も
と
の
連
関
は
、「
引
用
」

に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
、
新
た
な
連
関
へ
と
生
ま
れ
変
わ
る
の
だ
か
ら
。 

10

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
映
画
に
お
け
る
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」 

11
の
概
念

は
、
批
評
の
領
域
に
お
け
る
「
引
用
」、
ブ
レ
ヒ
ト
の
叙
事
的
演
劇
に
お

け
る
「
中
断
」、「
新
聞
」
の
編
集
方
法
と
機
能
的
に
同
一
視
さ
れ
て
い

る
よ
う
に 

、
12 

も
と
も
と
あ
っ
た
連
関
を
断
ち
切
り
、
新
た
な
連
関
の

う
ち
に
対
象
を
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
別
の
次
元
に
お
い
て
新
し
い

像
を
獲
得
す
る
構
成
原
理
あ
る
い
は
思
考
の
原
理
と
い
う
性
格
を
強
く

持
っ
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
い
う
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
の
思
想
的
原

理
は
、『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
で
明
確
に
示
さ
れ
た
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思

考
─
─
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
い
る
こ
の
現
象
の
世
界
の
中
で
断

片
と
し
て
存
在
す
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
形
象
を
見
出
し
、
そ
れ
ら
の
断
片

が
理
念
の
世
界
に
お
い
て
本
来
的
に
有
し
て
い
た
構
造
性
に
基
づ
い
て

再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
念
の
世
界
を
新
た
な
次
元
で
描
き
出

す
思
考
の
あ
り
方
─
─
が
、
三
〇
年
代
に
な
っ
て
顕
在
的
に
弁
証
法
的
唯

物
論
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
い
わ
ば
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
の
実
践
的
方
法
と
し
て
の
「
モ
ン
タ
ー

ジ
ュ
」
に
お
い
て
は
、『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
で
の
神
学
的
な
歴
史
哲

学
と
、
弁
証
法
的
唯
物
論
の
歴
史
哲
学
と
い
う
両
極
が
同
居
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
罪
の
連
関
に
と
ら
わ
れ
た
わ
れ
わ
れ
の
世

界
か
ら
「
根
源
」
の
世
界
へ
と
現
象
を
新
た
な
次
元
で
「
救
済
」
す
る
こ

と
と
、
資
本
主
義
の
呪
縛
圏
に
と
ら
わ
れ
た
世
界
を
弁
証
法
的
唯
物
論
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
社
会
・
文
化
・
芸
術
へ
と
「
救
済
」
す
る
こ
と
が
重

ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。 

13

　

そ
れ
と
と
も
に
、『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
に
お
け
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
的

思
考
の
目
指
し
て
い
る
も
の
が
、
何
を
お
い
て
も
思
考
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転

換
で
あ
る
こ
と
を
も
ち
ろ
ん
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
彼
が
こ
の
挑

戦
的
な
著
作
で
提
起
し
た
、
概
念
・
文
字
に
よ
っ
て
世
界
を
記
述
す
る
思

考
か
ら
、
画
像
的
断
片
の
再
構
成
に
よ
る
モ
ザ
イ
ク
像
と
い
う
思
考
へ
の

転
換
は
、『
一
方
通
行
路
』
で
は
─
─
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
を
は
る
か
に
先
取

り
し
て
─
─
書
物
世
界
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
終
焉
と
、
新
た
な
画
像
メ
デ
ィ

ア
の
拡
大
を
宣
言
す
る
言
葉
と
な
っ
て
さ
ら
に
押
し
進
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。

14  

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
（
編
集
）
を
本
質
的

な
技
術
的
特
質
と
す
る
映
画
は
、
ま
さ
に
そ
の
意
味
で
の
新
し
い
メ
デ
ィ

ア
で
あ
っ
た
。

　

映
画
理
論
史
に
お
け
る
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
／
編
集
の
概
念
を
、
連
続
的
で

均
質
な
現
実
・
物
語
の
自
然
な
叙
述
の
た
め
に
、
シ
ョ
ッ
ト
の
不
連
続
性

を
で
き
る
だ
け
隠
蔽
す
る
「
透
明
性
」
の
要
請
（
と
り
わ
け
ア
ン
ド
レ
・
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バ
ザ
ン
）
と
、
新
た
な
意
味
の
創
造
（
と
り
わ
け
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン

が
提
起
す
る
よ
う
な
弁
証
法
的
な
意
味
創
出
）
の
た
め
の
手
段
と
い
う
両

極
の
う
ち
に
と
ら
え
る
と
す
れ
ば 

、15 

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
考
え
る
モ
ン
タ
ー

ジ
ュ
は
明
ら
か
に
後
者
の
側
に
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
さ
に
後
者
の
極

そ
の
も
の
の
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
実
際
の
映
画
製
作

に
携
わ
る
わ
け
で
は
な
い
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
概
念
は
、
具
体

的
な
映
像
の
扱
い
に
言
及
し
て
い
る
場
合
で
も
、
思
考
モ
デ
ル
と
し
て
の

コ
ン
セ
プ
ト
を
つ
ね
に
感
じ
さ
せ
る
。
ヴ
ェ
ル
ト
フ
の
映
画
『
世
界
の
六

番
目
の
州
』（
一
九
二
六
年
）
の
レ
ビ
ュ
ー
と
い
う
性
格
を
も
つ
『
ロ
シ

ア
映
画
芸
術
の
現
状
』（
一
九
二
七
年
）
で
は
、
全
体
と
し
て
こ
の
映
画

の
欠
点
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
冒
頭
の
編
集
に
つ
い
て

だ
け
は
肯
定
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。「
数
秒
の
断
片
的
シ
ョ
ッ
ト
で
、
作

業
場
の
映
像
（
回
転
に
合
わ
せ
て
動
く
ピ
ス
ト
ン
、
収
穫
す
る
苦ク

ー
リ
ー力

、
輸

送
作
業
）
と
資
本
階
級
の
享
楽
の
場
（
バ
ー
、
ラ
ウ
ン
ジ
、
ク
ラ
ブ
）
の

映
像
が
次
々
に
入
れ
替
わ
る
。
社
交
界
を
あ
つ
か
っ
た
近
年
の
映
画
か

ら
、
個
々
の
些
細
な
場
面
（
そ
れ
ら
は
お
お
む
ね
、
愛
撫
す
る
手
や
ダ
ン

ス
を
し
て
い
る
脚
の
細
部
、
ヘ
ア
・
ス
タ
イ
ル
や
ネ
ッ
ク
レ
ス
を
つ
け
た

首
も
と
に
す
ぎ
な
い
）
を
取
り
出
し
、
そ
れ
ら
が
絶
え
ず
汗
水
垂
ら
し
て

働
く
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
映
像
の
あ
い
だ
に
入
り
込
む
よ
う
に
モ
ン
タ
ー

ジ
ュ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。」 

16 

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
そ
こ
に
期
待
し
て
い

た
の
は
、
細
断
さ
れ
た
世
界
の
断
片
像
の
衝
突
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
世

界
の
新
し
い
表
象
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
映
像
表
現

が
続
い
て
い
か
な
い
こ
と
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
不
満
を
漏
ら
し
て
い
る
の

だ
が
、
仮
に
ヴ
ェ
ル
ト
フ
が
こ
の
映
画
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
期
待
に
沿
う
よ

う
な
映
像
を
提
示
し
た
と
し
て
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

が
ヴ
ェ
ル
ト
フ
の
映
画
の
う
ち
に
見
て
取
る
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
も
ち
ろ
ん

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
こ
こ
で
は

ル
ッ
ト
マ
ン
の
『
伯
林
─
─
大
都
会
交
響
楽
』
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
コ
ン
セ

プ
ト
を
重
ね
て
み
よ
う
。

　

ル
ッ
ト
マ
ン
の
『
伯
林
─
─
大
都
会
交
響
楽
』
は
、
素
材
的
に
は
先
に

あ
げ
た
ヴ
ェ
ル
ト
フ
の
映
画
と
同
じ
よ
う
な
情
景
を
描
き
な
が
ら
も
、
そ

の
よ
う
な
政
治
的
方
向
性
を
明
確
に
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

17  

し
か
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
『
複
製
技
術
時
代
の
芸
術
作
品
』
の
政
治
的
コ

ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
映
画
（
と
り
わ
け
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
）
の
本
質
的
な

特
性
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
こ
と
の
い
く
つ
か
は
、
あ
た
か
も
ル
ッ
ト
マ

ン
の
映
画
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
か
の
よ
う
に
さ
え
見
え

る
。「
映
画
は
、
周
囲
の
世
界
に
あ
る
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
ク
ロ
ー
ズ
・

ア
ッ
プ
し
、
私
た
ち
に
な
じ
み
の
小
道
具
の
隠
れ
た
細
部
を
強
調
し
、
レ

ン
ズ
の
独
創
的
な
使
用
に
よ
っ
て
卑
近
な
生
活
環
境
を
徹
底
的
に
調
査

し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
一
面
で
は
私
た
ち
の
生
活
を
支
配
し
て
い
る
も
ろ

も
ろ
の
必
然
性
を
よ
り
い
っ
そ
う
理
解
さ
せ
て
く
れ
、
他
の
面
で
は
広
大

な
規
模
の
、
こ
れ
ま
で
予
想
も
し
な
か
っ
た
自
由
な
活
動
の
空
間
を
私
た

ち
に
約
束
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
。
私
た
ち
の
知
っ
て
い
る
酒
場
や
大

都
市
の
街
路
、
オ
フ
ィ
ス
や
家
具
つ
き
の
部
屋
、
駅
や
工
場
は
、
私
た
ち

を
絶
望
的
に
閉
じ
込
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
そ
こ
に
映
画
が
や
っ

て
き
て
、
こ
の
牢
獄
の
世
界
を
十
分
の
一
秒
の
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
で
爆
破
し

て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
私
た
ち
は
い
ま
や
、
そ
の
遠
く
ま
で
飛
び
散
っ

た
瓦
礫
の
あ
い
だ
で
、
悠
々
と
冒
険
旅
行
を
行
う
の
で
あ
る
。」 

18 

こ
こ

で
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
指
摘
は
、
映
画
に
お
け
る
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
や
ス

ロ
ー
・
モ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
の
あ
り
方
が
深
化

し
、
精
神
分
析
に
比
さ
れ
る
よ
う
な
「
視
覚
に
お
け
る
無
意
識
」
を
認
識

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
い
う
─
─
映
画
の
技
術
的
指
摘
と
し
て
は
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一
般
的
な 

19
─
─
文
脈
に
お
い
て
と
り
あ
え
ず
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
ま
さ
に
ル
ッ
ト
マ
ン
の
映
画
（
あ
る
い
は
、
そ
の
二
年
後
に

製
作
さ
れ
た
ヴ
ェ
ル
ト
フ
の
『
カ
メ
ラ
を
も
っ
た
男
』）
の
い
く
つ
か
の

シ
ョ
ッ
ト
に
当
て
は
ま
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
こ
こ
で
の
表
現
に
は
、
き

わ
め
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
的
な
思
考
の
あ
り
方
が
随
所
に
埋
め
込
ま
れ
て
い

る
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
な
じ
み
の
事
物
の
細
部
に
ま
で
ま
な
ざ
し
を
向

け
る
場
合
に
も
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
そ
れ
ら
の
事
物
を
、「
私
た
ち
を
絶
望

的
に
閉
じ
込
め
て
い
る
よ
う
」
な
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
複
製
技
術
論
の

も
つ
弁
証
法
的
唯
物
論
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
言
葉
は
さ

し
あ
た
り
資
本
主
義
の
下
で
搾
取
さ
れ
て
い
る
人
間
の
視
点
か
ら
語
ら

れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
言
葉
は
資
本
家
に
対
し
て
も

同
じ
よ
う
に
あ
て
は
ま
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
に
重
ね
合
わ
さ
れ
た
神

学
的
な
歴
史
哲
学
に
と
っ
て
、
資
本
主
義
の
社
会
は
そ
れ
自
体
が
罪
の
圏

域
だ
か
ら
で
あ
る
。
神
の
世
界
（
あ
る
い
は
「
根
源
」
の
世
界
）
か
ら
離

反
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
間
の
流
れ
の
中
で
事
物
が
滅
び
る
「
歴
史
」
の

世
界
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
の
「
救
済
」
を
待
ち
望
む
世
界
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
な
罪
の
圏
域
な
の
で
あ
る
。

　

ま
さ
に
そ
の
意
味
で
の
「
牢
獄
の
世
界
」
か
ら
の
開
放
を
も
た
ら
す
の

が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
は
、
映
画
に
お
け
る
「
十
分
の
一
秒
の
ダ
イ

ナ
マ
イ
ト
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
こ
の
言
葉
が
意
味
す
る
高
速
度
撮
影
に
よ

る
ス
ロ
ー
・
モ
ー
シ
ョ
ン
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
歴
史
哲
学
的
思
考
の
コ

ン
テ
ク
ス
ト
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
折
に
触
れ
て
言
及
す
る
低
速
度
撮
影
に

よ
る
フ
ァ
ー
ス
ト
・
モ
ー
シ
ョ
ン
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
性
に
お
い

て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
と
は
異
な
る
時
間
の
流
れ
を
提
示
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
映
画
は
事
物
の
認
識
を
破
壊
す
る
。
こ
の
こ
と
は
「
高
速
度
撮

影
」
を
表
す
ド
イ
ツ
語Zeitlupe

（
時
間
の
ル
ー
ペ
）
の
表
現
が
端
的
に

示
す
よ
う
に
、
ま
さ
に
時
間
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
通
常
の
感
覚
に

よ
っ
て
は
認
識
さ
れ
え
な
い
細
部
を
認
識
す
る
と
い
う
、
メ
デ
ィ
ア
論
的

な
意
味
で
の
知
覚
の
転
換
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
ひ
と
ま
ず
語
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
に
特
有
の
「
時
間
性
の
空
間
化
」

20 

の
思
考
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に

と
っ
て
、
罪
の
圏
域
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
「
歴
史
」
の
世
界
か
ら
の
救

済
の
可
能
性
は
、と
り
わ
け
「
廃
墟
」
と
い
う
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
形
象
が
は
っ

き
り
と
示
し
て
い
る
よ
う
に
、「
滅
び
」
と
い
う
時
間
的
経
過
を
内
包
す

る
空
間
的
形
象
と
し
て
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
う
ち
に
胚
胎
さ
れ
て
い
る
。
ア

レ
ゴ
リ
ー
は
こ
の
歴
史
・
現
象
の
世
界
の
う
ち
に
存
在
す
る
も
の
と
し

て
、
通
常
の
時
間
の
流
れ
の
な
か
に
存
在
し
つ
つ
も
、
歴
史
が
自
然
と
い

う
空
間
性
の
う
ち
に
組
み
込
ま
れ
た
「
自
然
史(N

aturgeschichte)

」、

つ
ま
り
、
い
わ
ば
時
間
が
凝
固
し
て
空
間
的
存
在
と
な
っ
た
様
態
を
と
っ

て
い
る
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
し
ば
し
ば
言
及
す
る
低
速
度
撮
影
は
、「
廃
墟
」
の
う

ち
に
体
現
さ
れ
る
よ
う
な
極
め
て
長
い
ス
パ
ン
の
時
間
を
一
挙
に
凝
縮

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
究
極
的
に
は
時
間
性
が
ほ
と
ん
ど
捨
象
さ
れ
た
イ

メ
ー
ジ
を
生
み
出
す
。
ま
た
、
高
速
度
撮
影
に
よ
る
ス
ロ
ー
・
モ
ー
シ
ョ

ン
も
、
こ
れ
に
対
置
さ
れ
る
時
間
の
操
作
を
行
う
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

究
極
的
に
は
事
物
の
停
止
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。
あ
る

い
は
、「
十
分
の
一
秒
の
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
と
フ
ィ

ル
ム
そ
の
も
の
の
あ
り
よ
う
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
秒

十
六
コ
マ
で
撮
影
さ
れ
た
当
時
の
映
画
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
フ
レ
ー

ム
の
な
か
で
十
六
分
の
一
秒
の
世
界
と
な
っ
て
停
止
し
て
い
る
像
で
も

あ
る
だ
ろ
う
。「
酒
場
や
大
都
市
の
街
路
、
オ
フ
ィ
ス
や
家
具
つ
き
の
部

屋
、
駅
や
工
場
」
と
い
っ
た
、
都
市
の
中
で
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
存
在
す
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る
形
象
た
ち
は
、
時
間
が
凝
固
し
た
映
像
と
な
っ
て
歴
史
の
流
れ
か
ら
破

砕
さ
れ
、「
瓦
礫
」（
き
わ
め
て
歴
史
哲
学
な
コ
ノ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
伴
う
）

と
し
て
イ
メ
ー
ジ
の
構
成
の
う
ち
に
読
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
技

術
的
複
製
可
能
性
の
時
代
に
お
け
る
芸
術
作
品
」
と
し
て
の
「
映
画
」
を
、

十
九
世
紀
的
な
美
学
の
観
念
を
代
表
す
る
「
絵
画
」
と
対
置
し
て
論
じ
る

文
脈
に
お
い
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
次
の
よ
う
に
画
家
と
カ
メ
ラ
マ
ン
の
作

り
出
す
像
を
対
比
し
て
い
る
。「
画
家
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
が
全
体
的
な
も

の
で
あ
る
の
に
対
し
、
カ
メ
ラ
マ
ン
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
は
ば
ら
ば
ら
に
寸

断
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
諸
部
分
は
、
の
ち
に
あ
る
新
し
い
法
則
に

し
た
が
っ
て
集
め
ら
れ
る
。」 

21 
こ
の
言
葉
は
単
に
、
断
片
的
映
像
の
編

集
と
い
う
今
か
ら
見
れ
ば
自
明
の
こ
と
と
も
思
わ
れ
る
映
画
の
技
術
的

特
質
に
つ
い
て
ふ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
映
画
の
モ
ン
タ
ー

ジ
ュ
に
お
い
て
技
術
的
な
可
能
性
を
与
え
ら
れ
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ア
レ

ゴ
リ
ー
的
思
考
の
あ
り
か
た
を
言
い
表
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
と
り
わ
け
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ル
ッ
ト
マ
ン
の
『
伯
林
─
─
大
都
会
交
響
楽
』
の
う
ち
に
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
を
読
み
込
ん
で
き
た
が
、
こ
う
い
っ
た
可
能
性

は
さ
ら
に
、
こ
の
映
画
が
も
つ
非
物
語
的
特
質
に
も
顕
著
に
現
れ
て
い
る

よ
う
に 

思
わ
れ
る
。『
伯
林
─
─
大 

都
会
交
響
楽
』
は
実
験
的
な
ド
キ
ュ

メ
ン
タ
リ
ー
と
し
て
、
も
ち
ろ
ん
い
わ
ゆ
る
物
語
的
な
映
画
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、
街
の
目
覚
め
（
早
朝
５
時
）
か
ら
都
会
の
夜

ま
で
の
ベ
ル
リ
ン
の
一
日
を
時
間
軸
に
沿
っ
た
五
部
構
成
で
描
く
と
い

う
あ
る
種
物
語
的
な
要
素
も
枠
組
み
と
し
て
残
し
て
い
る
。（
こ
う
い
っ

た
伝
統
的
な
枠
組
み
は
、
例
え
ば
『
コ
ヤ
ニ
ス
カ
ッ
ツ
ィ
』、『
ポ
ワ
カ
ッ

ツ
ィ
』、『
ナ
コ
イ
カ
ッ
ツ
ィ
』
の
断
片
化
さ
れ
た
映
像
と
音
の
連
鎖
が
生

み
出
す
イ
メ
ー
ジ
と
比
較
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
よ
り
は
っ
き
り
と
す
る

だ
ろ
う
。）
さ
ら
に
は
、
導
入
部
分
で
の
ベ
ル
リ
ン
へ
の
「
列
車
の
到
着
」

が
、
そ
の
運モ

ー
シ
ョ
ン動

そ
の
も
の
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
の
物
語
を
準
備
し
て
い
る
か

の
よ
う
で
も
あ
る
。 

22 

し
か
し
、物
語
的
要
素
を
も
含
む
こ
の
導
入
部
に

は
ひ
と
つ
の
非
物
語
的
な
仕
掛
け
が
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
と
ク
レ
ジ
ッ
ト
に

続
く
こ
の
映
画
の
冒
頭
の
映
像
は
漣
を
立
て
る
水
面
だ
が
、
そ
れ
に
引
き

続
き
、
比
較
的
シ
ン
プ
ル
な
線
や
図
形
に
よ
る
幾
何
学
的
な
映
像
が
現
れ

る
。
さ
ま
ざ
ま
な
太
さ
で
水
平
方
向
に
横
切
る
い
く
つ
も
の
線
が
上
か
ら

下
へ
と
ゆ
っ
く
り
と
、
し
か
し
い
く
ぶ
ん
神
経
質
な
振
動
を
伴
い
つ
つ
移

動
し
（
冒
頭
の
波
の
速
さ
に
対
応
し
て
い
る
）、
と
き
お
り
円
や
四
角
形

が
画
面
を
流
れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
互
い
に
反
対
方
向
に
回
転
す
る
二
つ

の
棒
が
現
れ
た
と
こ
ろ
で
、
マ
ッ
チ
・
カ
ッ
ト
的
に
踏
み
切
り
の
遮
断
機

の
実
写
映
像
へ
と
受
け
渡
さ
れ
る
。
観
客
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で

の
幾
何
学
的
映
像
を
現
実
の
映
像
と
重
ね
合
わ
せ
て
受
け
取
る
水
路
を

準
備
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
続
い
て
目
に
す
る
何
本
も
の
送
電
線
や
、

ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
る
車
輪
、
後
ろ
に
流
れ
て
ゆ
く
建
物
な
ど
の
小

刻
み
な
テ
ン
ポ
で
組
み
込
ま
れ
た
断
片
的
な
シ
ョ
ッ
ト
が
、
先
の
幾
何
学

的
な
線
や
図
形
と
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
で
（
場
合
に
よ
っ
て
は
無
意
識
の
う



59

———〈異郷〉と   〈故郷〉のディアレクティク———

ち
に
）
響
き
あ
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
導
入
部
は
、
も

と
も
と
画
家
と
し
て
の

修
行
を
積
み
、
ク
レ
ー

や
フ
ァ
イ
ニ
ン
ガ
ー
と

も
交
友
の
あ
っ
た
ル
ッ

ト
マ
ン
が
、『
光
の
戯
れ 

作
品
１
』（
一
九
二
一
年
）

な
ど
初
期
の
実
験
的
な
抽
象
映
画
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
「
動
き
の
あ
る

絵
」
を
現
実
の
世
界
に
お
け
る
形
象
に
求
め
て
い
っ
た
、
そ
の
橋
渡
し
の

過
程
そ
の
も
の
の
表
現
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う

に
み
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
、
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

強
調
さ
れ
る
街
の
中
の
建
物
や
事
物
の
幾
何
学
的
な
ラ
イ
ン
、
工
場
が
稼

動
し
始
め
た
と
き
の
機
械
の
リ
ズ
ミ
ッ
ク
で
幾
何
学
的
な
動
き
も
、
あ
る

抽
象
的
で
本
質
的
な
運
動
や
構
造
性
の
視
覚
的
表
現
と
し
て
捉
え
る
こ

と
も
可
能
だ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
パ
ラ
デ
ィ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ

と
意
味
の
重
層
性
は
、
都
市
の
細
部
を
断
片
の
う
ち
に
描
き
出
す
『
伯
林

─
─
大
都
会
交
響
楽
』
の
よ
う
な
非
物
語
的
映
画
に
お
い
て
も
っ
と
も
効

果
的
な
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
う
る
。 
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仕
事
場
に
向
か
う
労
働
者
の
群
集
、

街
路
で
列
を
な
す
牛
の
群
れ
、
同
じ
く
街
路
を
行
進
す
る
軍
人
た
ち
の
イ

メ
ー
ジ
が
重
ね
合
わ
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
食
事
を
す
る
人
々
や
動
物

た
ち
の
さ
ま
が
並
列
さ
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
素
朴
な
重
層
性
も
た
し

か
に
こ
の
映
画
の
パ
ラ
デ
ィ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
表
現
を
支
え
て
い
る
。
し

か
し
、
個
々
の
断
片
に
お
け
る
意
味
・
イ
メ
ー
ジ
の
重
層
性
だ
け
が
問
題

と
な
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
断
片
の
構
成
に
よ
っ
て
生
み
出

さ
れ
る
重
層
性
こ
そ
が
、
作
品
の
も
つ
力
を
規
定
す
る
。
遊
歩
者
の
ま
な

ざ
し
に
と
っ
て
都
市
と
は
、
そ
の
よ
う
な
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
断
片
を
構
成
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
異
郷
／
異
境
を
現
出
さ
せ
る
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

２　
ベ
ル
リ
ン
・
天
使
の
詩

　
『
ベ
ル
リ
ン
・
天
使
の
詩
』（
一
九
八
七
年
）
の
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
を
語

る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ
る
。
ど
こ
に
重
点
を
置
く
か
に
も
よ
る

が
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
─
─
二
人

の
天
使
が
東
西
に
分
断
さ
れ
た
都
市
ベ
ル
リ
ン
で
、
世
界
に
対
し
て
働
き

か
け
る
力
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
ま
ま
人
間
と
世
界
を
観
察
し
、
記
録
し

て
い
る
。
彼
ら
の
う
ち
一
人
、
ダ
ミ
エ
ル
は
、
天
使
と
し
て
永
遠
の
う
ち

に
漂
う
の
で
は
な
く
、
人
間
の
世
界
の
時
間
の
流
れ
の
中
で
身
体
的
な

感
覚
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
生
き
る
こ
と
へ
の
憧
れ
を
語
る
。
あ
る
と

き
、
ダ
ミ
エ
ル
は
サ
ー
カ
ス
小
屋
で
目
に
し
た
曲
芸
ブ
ラ
ン
コ
乗
り
の
女

性
マ
リ
オ
ン
に
惹
き
つ
け
ら
れ
、
人
間
と
な
っ
て
五
感
で
世
界
を
感
じ
る

こ
と
に
ま
す
ま
す
強
い
憧
れ
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
実
は
か
つ
て

天
使
だ
っ
た
ピ
ー
タ
ー
・
フ
ォ
ー
ク
も
、
ダ
ミ
エ
ル
に
人
間
と
な
っ
て
世

界
を
感
じ
る
す
ば
ら
し
さ
を
話
す
。
ダ
ミ
エ
ル
は
も
う
一
人
の
天
使
カ
シ

エ
ル
に
そ
の
憧
れ
を
語
る
が
、
そ
の
会
話
の
さ
な
か
、
カ
シ
エ
ル
の
前
か

ら
忽
然
と
姿
を
消
し
た
ダ
ミ
エ
ル
は
、
気
が
つ
く
と
も
は
や
天
使
で
は
な

く
、
人
間
と
し
て
人
間
の
世
界
の
う
ち
に
い
る
。
ダ
ミ
エ
ル
は
マ
リ
オ
ン

を
探
し
て
ベ
ル
リ
ン
の
街
を
歩
く
が
、
サ
ー
カ
ス
は
す
で
に
撤
収
し
、
彼

女
の
姿
も
な
い
。
し
か
し
、
ダ
ミ
エ
ル
は
な
ん
と
か
マ
リ
オ
ン
を
探
し
当

て
、
二
人
は
結
ば
れ
る
。

　

映
画
全
体
の
う
ち
、
こ
う
い
っ
た
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
に
直
接
組
み
込
ま
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れ
る
部
分
は
、
時
間
的
に
お
そ
ら
く
半
分
に
も
満
た
な
い
。
私
が
試
み
た

こ
の
「
あ
ら
す
じ
」
で
は
、
ダ
ミ
エ
ル
が
人
間
に
な
る
ま
で
の
、
天
使
の

ま
な
ざ
し
で
世
界
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
白
黒
の
部
分
（
時
間
的
に
は
全

体
の
約
三
分
の
二
に
あ
た
る
）
が
大
半
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
が
、
実
際
に
映
画
を
見
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
「
物
語
」
が
動
き
始
め

る
の
は
、
む
し
ろ
ダ
ミ
エ
ル
が
人
間
と
な
り
、
映
像
が
カ
ラ
ー
と
な
っ
た

部
分
で
あ
る
。
右
の
あ
ら
す
じ
で
、
む
し
ろ
映
画
の
前
半
部
分
の
分
量
が

多
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
天
使
の
ダ
ミ
エ
ル
が
人
間
の
マ
リ
オ
ン
に

恋
を
し
、
人
間
と
な
っ
て
結
ば
れ
る
と
い
う
「
物
語
」
の
軸
に
組
み
込
む

よ
う
に
前
半
部
分
に
対
し
て
説
明
を
与
え
る
た
め
で
あ
っ
て
、
後
半
部
分

が
そ
う
し
た
説
明
を
必
要
と
し
な
い
の
は
、
そ
の
部
分
が
物
語
的
だ
か
ら

こ
そ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
映
画
の
と
く
に
前
半
で
は
、
こ
う
い
っ

た
物
語
の
軸
に
直
接
的
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
語
に
流
れ

を
与
え
る
の
で
は
な
い
シ
ー
ク
エ
ン
ス
が
、
実
際
に
は
大
部
分
を
占
め
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
が
間
接
的
な
か
た
ち
で
あ
れ
「
物
語
」

の
う
ち
に
統
合
し
て
理
解
さ
れ
る
の
は
、
ダ
ミ
エ
ル
が
人
間
と
な
る
終
わ

り
の
三
分
の
一
の
部
分
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
そ
ら
く
は
じ
め
て
可

能
に
な
る
。 
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監
督
の
ヴ
ィ
ム
・
ヴ
ェ
ン
ダ
ー
ス
は
、
前
半
部
分
に
と
く
に
関
わ
る

設
定
に
対
し
て
、
ひ
と
つ
の
「
前
史
／
先
立
つ
物
語(Vorgeschichte)
」

を
与
え
て
い
る
。「
神
が
、
限
り
な
い
失
望
の
ゆ
え
永
久
に
地
球
を
見
捨

て
、
人
間
を
運
命
の
手
に
委
ね
る
準
備
を
始
め
た
と
き
、
天
使
た
ち
の

一
部
が
神
に
反
抗
し
て
人
間
た
ち
の
弁
護
を
し
た
。
彼
ら
は
、
人
間
た
ち

に
も
う
一
度
だ
け
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
る
べ
き
だ
と
申
し
立
て
た
の
で
あ

る
。
／
神
は
彼
ら
の
反
論
に
怒
っ
て
、
彼
ら
を
当
時
世
界
で
も
っ
と
も
恐

ろ
し
い
土
地
に
追
放
し
た
。
即
ち
ベ
ル
リ
ン
に
。
そ
し
て
神
は
立
ち
去
っ

て
い
っ
た
。
／
こ
れ
は
す
べ
て
、
今
日
で
は
「
第
二
次
世
界
大
戦
末
期
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
時
期
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
、「
第
二

の
天
使
墜
落
」
の
堕
天
使
た
ち
は
こ
の
都
市
に
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
永

久
に
。
救
済
や
天
へ
の
帰
還
の
希
望
も
な
く
。
彼
ら
天
使
た
ち
は
、
証
人

で
あ
り
続
け
る
と
い
う
呪
い
を
受
け
て
い
る
の
だ
。
永
遠
に
傍
観
者
以
外

の
何
も
の
で
も
あ
り
得
ず
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
も
人
間
に
作
用
し
た
り
歴

史
の
経
過
に
介
入
し
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
一
粒
の
砂
で
す
ら
動

か
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
…
」 
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こ
う
い
っ
た
説
明
に
よ
っ
て
、
物
語

が
停
滞
す
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
前
半
部
分
も
ひ
と
つ
の
物
語
の

う
ち
に
組
み
込
ま
れ
、
理
解
し
や
す
い
も
の
と
は
な
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
こ
の
映
画
に
特
別
の
力
を
与
え
て
い
る
の
は
─
─
ス
ト
ー
リ
ー
の
流

れ
を
構
成
原
理
と
す
る
『
シ
テ
ィ
・
オ
ブ
・
エ
ン
ジ
ェ
ル
』（『
ベ
ル
リ

ン
・
天
使
の
詩
』
の
「
リ
メ
イ
ク
」
と
さ
れ
る
）
と
は
対
照
的
に
─
─
モ

ノ
ク
ロ
で
撮
影
さ
れ
た
こ
の
映
画
の
前
半
部
分
に
お
い
て
ま
さ
に
物
語

が
停
止
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
映
画
の
後
半
、
カ
ラ
ー
に

な
っ
た
部
分
で
物
語
が
動
き
始
め
る
の
は
、
単
に
脚
本
上
の
問
題
で
は
な

く
（
と
い
っ
て
も
、
撮
影
に
際
し
て
脚
本
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ

が
）、
む
し
ろ
こ
の
映
画
の
最
も
本
質
的
な
こ
と
が
ら
に
関
わ
っ
て
い
る
。

　
『
ベ
ル
リ
ン
・
天
使
の
詩
』
に
お
い
て
、
た
と
え
同
じ
ベ
ル
リ
ン
と
い

う
街
が
映
し
出
さ
れ
る
に
せ
よ
、
天
使
と
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
世
界
の

う
ち
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
映
画
の
物
語
を
構
成
す
る

前
提
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
空
間
的
、
時
間
的
に
遍
在
し
浮
遊
す
る

特
有
の
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
、
モ
ノ
ク
ロ
の
映
像
で
表
現
さ
れ
る
天
使

の
世
界
が
と
き
お
り
わ
れ
わ
れ
の
通
常
の
感
覚
に
刺
激
を
与
え
る
も
の

の
、
大
半
の
シ
ョ
ッ
ト
が
わ
れ
わ
れ
人
間
の
生
き
て
い
る
時
間
の
流
れ
と

と
も
に
世
界
を
捉
え
て
い
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
二
つ
の
世
界
が
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い
か
に
根
本
的
に
異
な
る
世
界
で
あ
る
か
と
い

う
こ
と
を
お
そ
ら
く
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
は
意
識

し
な
い
。
映
画
の
中
で
は
、
天
使
は
時
間
の
流

れ
と
と
も
に
あ
る
「
現
実
」
の
ベ
ル
リ
ン
の
う

ち
に
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
ざ
る

を
得
な
い
。
い
や
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
認

識
は
、
あ
く
ま
で
も
人
間
の
世
界
の
側
か
ら
天

使
の
存
在
を
考
え
る
場
合
に
お
い
て
問
題
に
な

る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
天

使
に
と
っ
て
人
間
の
世
界
に
お
け
る
よ
う
な
時
間
は
存
在
し
な
い
。
Ｂ

Ｍ
Ｗ
の
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
で
お
互
い
に
「
報
告
」
を
す
る
冒
頭
近
く
の
シ
ー

ン
で
、
ダ
ミ
エ
ル
は
自
分
の
「
報
告
」
を
途
中
で
や
め
、
霊
的
な
存
在
と

し
て
生
き
る
こ
と
の
す
ば
ら
し
さ
を
認
め
な
が
ら
も
、
人
間
の
世
界
の
中

で
生
き
る
こ
と
へ
の
憧
れ
を
語
り
始
め
る
。「
一
歩
あ
る
く
た
び
に
、
あ

る
い
は
風
が
一
吹
き
す
る
た
び
に
〈
今
だ
！
〉
と
い
う
こ
と
を
感
じ
た
い
、

そ
し
て
、
い
つ
も
〈
昔
か
ら
ず
っ
と
〉
と
か
〈
永
遠
に
〉
と
い
う
の
で
は

な
く
、〈
今
だ
、
今
だ
！
〉」
と
い
え
る
よ
う
に
な
り
た
い
。」

26  
「
永
遠
」

と
は
悠
久
の
時
間
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
時
間
の
流
れ
が
存

在
し
な
い
世
界
で
あ
る
。
天
使
た
ち
は
、
人
間
の
〈
歴
史
〉
の
世
界
に
ま

な
ざ
し
を
向
け
る
と
し
て
も
、
本
質
的
に
非
時
間
的
・
非
歴
史
的
な
存
在

で
あ
る
。
ダ
ミ
エ
ル
と
カ
シ
エ
ル
の
「
報
告
」
の
な
か
で
語
ら
れ
る
さ
ま

ざ
ま
な
こ
と
が
ら
（
そ
の
な
か
に
は
冒
頭
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
で
ダ
ミ
エ
ル

の
ま
な
ざ
し
が
捉
え
る
出
来
事
も
あ
る
）
は
、
空
間
的
に
は
確
か
に
「
ベ

ル
リ
ン
」
と
い
う
記
憶
の
場
に
呪
縛
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
時
間
的
に
も
因
果
的
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
来
事
の
あ
い
だ
に
は
何

の
結
び
つ
き
も
な
い
。 

非
歴
史
的
な
世
界
の
う
ち
に
あ
る
彼
ら
天
使
の
語

る
報
告
が
、
物
語
／
歴
史
を
生
み
出
す
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
天
使
の
世
界
を
描
く
モ
ノ
ク
ロ
の
映
像
部
分
の
全
般
に
関
し
て
、
基

本
的
に
あ
て
は
ま
る
。

　

歴
史
の
始
原
か
ら
人
間
の
誕
生
、
そ
し
て
「
も
う
ひ
と
つ
別
の
歴
史
」

で
あ
る
「
戦
争
の
歴
史
」
の
始
ま
り
に
つ
い
て
語
る

27 

ダ
ミ
エ
ル
と
カ
シ

エ
ル
の
遍
在
的
な
ま
な
ざ
し
に
と
っ
て
、
人
間
の
「
歴
史
」
に
お
け
る
出

来
事
は
、
い
わ
ば
天
使
の
記
憶
の
う
ち
に
書
き
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
映
画
で
は
、
そ
れ
ら
の
記
憶
の
断
片
が
い
わ
ば
天
使
の
イ
メ
ー
ジ
を

通
じ
て
映
像
の
中
で
重
ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
撮
影
所
に
向
か
う

車
の
外
の
景
色
は
一
九
四
五
年
の
ベ
ル
リ
ン
に
す
り
か
わ
り
、
凱
旋
記
念

塔
の
上
の
天
使
像
か
ら
飛
び
降
り
る
カ
シ
エ
ル
の
記
憶
に
は
、
第
二
次
世

界
大
戦
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
の
断
片
が
次
々
と
重
ね
ら
れ
て
ゆ

く
。
戦
後
四
〇
年
を
経
て
も
な
お
、
分
断
さ
れ
た
ベ
ル
リ
ン
の
い
た
る
と

こ
ろ
で
、
記
憶
の
中
に
書
き
と
め
ら
れ
た
異
界
へ
の
入
口
が
口
を
開
け
、

そ
れ
ら
の
像
が
別
の
ベ
ル
リ
ン
を
描
き
出
し
て
い
る
。

　

ホ
メ
ロ
ス
が
映
画
の
な
か
で
現
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
も
う
ひ
と
つ
の

ベ
ル
リ
ン
が
語
ら
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
ホ
メ
ロ
ス
は
天
使
と
は
異
な
り
、

あ
く
ま
で
も
「
人
間
」
と
し
て
（
と
い
っ
て
も
、

ほ
と
ん
ど
不
死
の
命
を
保
っ
て
い
る
こ
と
に
な

る
の
だ
が
）
悠
久
の
歴
史
を
体
験
し
、
そ
し
て
、

そ
の
物
語
を
語
り
伝
え
て
き
た
。
ホ
メ
ロ
ス
は

人
類
の
幼
年
時
代
の
歴
史
を
物
語
り
、
か
つ
て

は
そ
の
記
憶
の
伝
達
と
し
て
の
物
語
を
子
供
た

ち
が
車
座
に
な
っ
て
聞
い
て
い
た
。
こ
の
映
画

は
、
そ
う
し
た
い
わ
ば
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の

子
供
時
代
を
一
方
の
極
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。 

天
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使
の
本
来
の
姿
と
も
結
び
つ
く
こ
の
ユ
ー
ト
ピ

ア
的
状
況
は
、
ヴ
ェ
ン
ダ
ー
ス
に
と
っ
て
美
し
い

言
葉
で
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

28 

映

画
の
な
か
の
決
定
的
な
場
面
で
固
定
楽
想
の
よ

う
に
現
れ
る
子
供
時
代
の
詩
と
な
ら
ん
で
、
交

通
事
故
で
瀕
死
の
状
態
に
あ
る
男
が
こ
の
世
界

の
美
し
い
記
憶
、
大
切
な
記
憶
に
よ
っ
て
根
源

へ
と
導
か
れ
る
、
こ
の
映
画
の
な
か
で
も
と
り

わ
け
美
し
い
シ
ー
ク
エ
ン
ス
は
、
詩
の
言
葉
に

よ
っ
て
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

歴
史
／
物
語
を
物
語
る(erzählen)

こ
と
は
、
そ
の
原
初
的
な
あ
り

方
に
お
い
て
、
本
来
子
供
時
代
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
も
は
や

「
語
り
」
に
誰
も
耳
を
傾
け
る
こ
と
な
く
、「
書
物
」
と
孤
独
に
向
き
合
う

現
代
の
図
書
館
で
、
ホ
メ
ロ
ス
は
記
憶
の
新
た
な
伝
達
形
式
を
手
に
し
な

が
ら
、
戦
争
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
子
供
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
を
（
カ
シ
エ

ル
と
と
も
に
）
現
在
と
重
ね
合
わ
せ
る
。「
し
か
し
、
平
和
の
叙
事
詩
を

う
ま
く
歌
え
た
も
の
は
ま
だ
だ
れ
も
い
な
い
。
人
々
が
ず
っ
と
平
和
は
本

当
に
い
い
も
の
だ
と
思

う
の
で
な
く
、
平
和
の

物
語
を
語
る
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
無
理
だ
と
い
う

の
で
あ
れ
ば
、
平
和
な

ど
い
っ
た
い
何
に
な
る

と
い
う
の
だ
。
も
う
私

も
あ
き
ら
め
る
べ
き
な

の
か
？　

私
が
あ
き
ら

め
て
し
ま
え
ば
、
人
類
は
語
り
手
を
失
っ
て
し

ま
う
だ
ろ
う
。
そ
し
て
人
類
が
い
っ
た
ん
語
り

手
を
失
っ
て
し
ま
え
ば
、
子
供
時
代
を
も
失
っ

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。」

29

　

ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
子
供
時
代
を
一
方
の

極
と
す
る
な
ら
ば
、
も
う
一
方
の
極
を
な
し
て

い
る
の
は
第
二
次
世
界
大
戦
で
あ
る
。
ホ
メ
ロ

ス
の
歩
く
、
い
ま
だ
に
実
際
に
「
廃
墟
」
と
重

ね
合
わ
さ
れ
る
ベ
ル
リ
ン
─
─
と
く
に
ポ
ツ
ダ
ム

広
場
─
─
は
、
殺
害
さ
れ
た
子
供
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
現
れ
る
戦

争
の
記
憶
へ
の
入
口
を
い
た
る
と
こ
ろ
で
保
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
と

同
時
に
、
こ
の
都
市
は
子
供
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
も
十
分
に
残
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
映
画
の
前
半
部
分
は
つ
ま
り
、
時
間
の
流
れ
の
中
で
現
代

の
ベ
ル
リ
ン
を
描
き
つ
つ
、
天
使
の
記
憶
の
中
で
ベ
ル
リ
ン
の
都
市
像
が

重
ね
合
わ
せ
る
よ
う
に
抱
い
て
い
る
、
子
供
時
代
と
戦
争
の
記
憶
と
い
う

両
極
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
の
イ
メ
ー

ジ
は
、
い
わ
ば
天
使
が
集
め
た
、
い
ま
だ
物
語
と
は
な
り
え
な
い
歴
史
の

断
片
で
あ
る
。

　

ダ
ミ
エ
ル
が
人
間
世
界
の
時
間
の
流
れ
の
な
か
に
降
り
立
っ
た
と
き
、

こ
こ
で
は
じ
め
て
本
来
の
意
味
で
の
物
語
が
始
ま
る
。
こ
こ
か
ら
の
後
半

部
分
（
時
間
的
に
は
全
体
の
三
分
の
一
）
は
、
ダ
ミ
エ
ル
と
マ
リ
オ
ン
が

人
間
の
世
界
の
な
か
で
出
会
う
物
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
明
ら
か

に
単
な
る
恋
愛
の
物
語
で
は
な
い
。
ニ
ッ
ク
・
ケ
イ
ヴ
の
コ
ン
サ
ー
ト
会

場
か
ら
出
て
先
に
バ
ー
に
腰
掛
け
て
い
た
ダ
ミ
エ
ル
に
、
マ
リ
オ
ン
は
一

人
で
語
り
続
け
る
。
こ
れ
ま
で
偶
然
の
な
か
で
生
き
て
き
た
か
も
し
れ
な

い
彼
女
が
、
こ
こ
で
新
し
い
始
ま
り
へ
と
「
決
断
」
す
る
。「
今
日
は
新
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月
だ
と
思
う
。
こ
の
日
ほ
ど
静
か
な
夜
は
な
い
。

街
中
で
血
が
流
れ
な
く
な
る
夜
よ
。」

30  

新
月
の

夜
は
、
生
命
の
リ
ズ
ム
を
支
配
す
る
月
が
新
た

に
そ
の
運
動
を
開
始
す
る
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
、
根

源
の
律
動
が
開
始
す
る
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
で
あ

る
。「
偶
然
は
も
う
終
わ
り
に
し
ま
し
ょ
う
。
決

断
の
新
月
！　

運
命
が
あ
る
か
ど
う
か
知
ら
な
い

け
れ
ど
、
決
断
は
あ
る
わ
。
決
断
し
て
。
私
た

ち
が
い
ま
や
時
と
な
る
の
よ
。」

31  

ダ
ミ
エ
ル
と

マ
リ
オ
ン
自
身
が
、
決
断
に
よ
っ
て
「
時
」
の
動
き
を
作
り
出
し
、
ひ
と

つ
の
物
語
／
歴
史
を
生
み
出
す
。
そ
れ
は
一
人
の
男
と
一
人
の
女
の
物
語

で
は
な
く
、
全
人
類
の
歴
史
を
体
現
す
る
物
語
で
あ
る
。「
私
た
ち
二
人

の
物
語
、〈
男
〉
と
〈
女
〉
の
物
語
よ
り
大
き
な
物
語
は
な
い
。
そ
れ
は

巨
人
た
ち
の
物
語
に
な
る
。
目
に
見
え
な
い
け
れ
ど
、
受
け
渡
し
て
い
く

こ
と
の
で
き
る
巨
人
た
ち
の
。
あ
る
い
は
新
し
い
始
祖
の
物
語
に
な
る
の

よ
。」

32  

こ
の
二
人
の
出
会
い
と
「
決
断
」
に
よ
り
、「
何
か
が
起
こ
っ

た(geschehen)

」
33 

。
天
使
が
人
間
の
〈
歴
史
〉
の
世
界
に
降
り
立
つ

こ
と
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
こ
の
映
画
の
物
語
は
つ
ま
り
、
物
語
／
歴
史
が

開
始
す
る
物
語
な
の
で
あ
る
。

３　
ベ
ル
リ
ン
・
バ
ビ
ロ
ン

　

一
九
九
六
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
か
け
て
、
激
変
す
る
統
一
後
の
ベ
ル

リ
ン
の
相
貌
を
撮
影
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
『
ベ
ル
リ
ン
・
バ
ビ

ロ
ン
』
の
映
像
に
登
場
す
る
の
は
、
そ
の
大
部
分
が
、
新
都
市
の
建
設
に

関
わ
る
建
築
家
、
政
府
関
係
者
、
建
築
主
と
い
っ
た
「
主
役
た
ち
」、
そ

し
て
建
築
現
場
と
そ
こ
で
働
く
作
業
員
た
ち
で
あ
る
。
監
督
の
フ
ー
ベ

ル
ト
ゥ
ス
・
ジ
ー
ゲ
ル
ト
は
、
著
名
人
で
カ
メ
ラ
慣
れ
し
た
「
登
場
人

物
」
を
描
く
に
あ
た
り
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
不
自
然
な
撮
影
状
況
を
避

け
、
自
分
の
持
ち
場
で
実
際
に
働
い
て
い
る
彼
ら
の
身
振
り
そ
の
も
の
や

会
話
の
断
片
に
よ
っ
て
都
市
計
画
の
お
か
れ
た
社
会
的
・
政
治
的
・
歴
史

的
状
況
、
あ
る
い
は
力
関
係
の
構
図
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
発
言
の
内
容
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
あ
る
テ
ー
マ
を
提
示
す
る
の
で
は

な
く
、「
そ
れ
自
体
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
素
材
、
そ
し

て
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
対
し
て
必
然
的
な
形
成
の
余
地
を
与
え
る
よ
う
な

素
材
を
集
め
る
こ
と
」
を
目
指
し
、
そ
の
素
材
が
「
特
定
の
意
見
を
表
す

の
で
な
く
、
数
多
く
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
一
つ
に
ま
と
め
る
」
構
成

が
意
図
さ
れ
て
い
る
。

34 

　

そ
う
い
っ
た
意
図
は
、
フ
ー
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
ジ
ー
ゲ
ル
ト
を
惹
き
つ
け

て
い
る
、
ベ
ル
リ
ン
と
い
う
都
市
が
も
つ
三
つ
の
特
質
を
映
像
に
お
い
て

示
す
試
み
の
う
ち
に
も
浸
透
し
て
い
る
。

35  

第
一
の
特
質
と
し
て
監
督

が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
建
築
物
が
あ
る
状
態
か
ら
他
の
新

し
い
状
態
へ
と
急
激
に
移
行
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
監
督
自

身
、
こ
の
映
画
は
そ
の
あ
ま
り
に
速
い
テ
ン
ポ
を
緩
め
る
試
み
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
。
監
督
が
描
き
出
そ
う
と
し
た
第
二
の
特
質
は
、ベ
ル
リ
ン
・

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
全
体
が
持
つ
バ
ビ
ロ
ン
的
な
性
格
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三

に
、「
新
旧
の
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
歴
史
が
驚
く
べ
き
重
層
性

を
も
ち
つ
つ
た
ち
現
れ
て
い
る
」
と
い
う
特
質
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
映
画
の
示
す
方
向
性
は
、「
主
役
た
ち
」
の
対
話
の
断
片
が
積
み

重
ね
ら
れ
て
ゆ
く
映
像
と
と
も
に
、
音
楽
に
よ
っ
て
明
確
に
示
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
映
画
の
方
向
性
を
観
客
に
決
定
づ
け
て
い
る
の
は
、
そ
の
バ

ン
ド
名
が
こ
の
映
画
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
「
偶
然
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
」
を
も
つ
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Einstürzende N
eubauten

（「
崩
壊
的
新
建
築
」）

の
音
楽
の
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
極
め
て
大
き
い
。

し
か
し
、
そ
れ
と
と
も
に
、Einstürzende 

N
eubauten

に
音
楽
を
依
頼
す
る
以
前
に
選
び
出

さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
何
曲
か
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
作

品
も
、
現
在
進
み
つ
つ
あ
る
新
建
築
の
祝
祭
的
な

雰
囲
気
の
映
像
と
の
奇
妙
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
形

成
し
つ
つ
、
解
体
・
廃
墟
に
向
け
ら
れ
た
ま
な
ざ

し
を
そ
こ
に
重
ね
合
わ
せ

て
い
る
。Einstürzende N

eubauten

の
音
楽

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
こ
の
映
画
で
使
わ
れ
る

音
楽
に
基
本
的
に
共
通
し
て
い
る
の
は
「
哀
悼
」

で
あ
る
。
ベ
ル
リ
ン
の
前
衛
芸
術
家
が
集
ま
る

廃
墟
同
然
の
タ
ヘ
レ
ス
を
前
に
し
て
再
開
発
を

語
る
役
人
た
ち
の
会
話
に
続
い
て
、
一
九
八
九

年
、
壁
崩
壊
直
後
の
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
門
前

の
祝
祭
的
映
像
が
映
し
出
さ
れ
る
。
そ
こ
で
流

れ
て
い
る
の
は
、
ベ
ー

ト
ー
ベ
ン
の
「
英
雄
」

交
響
曲
第
二
楽
章
の
葬

送
行
進
曲
で
あ
る
。
そ

の
ま
な
ざ
し
は
、
分
断

が
解
か
れ
た
こ
と
へ
の

喜
び
に
で
は
な
く
、
破

壊
さ
れ
た
壁
が
瓦
礫
と

し
て
処
理
さ
れ
て
い
く

過
程
に
注
が
れ
、
さ
ら
に
映
像
は
解
体
さ
れ
る

建
築
物
一
般
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
く
。
あ
る

い
は
、
一
九
九
九
年
に
国
会
議
事
堂
の
上
の
ド
ー

ム
が
完
成
し
た
際
の
晴
れ
が
ま
し
い
記
念
式
典

の
映
像
（
歴
史
的
映
像
で
あ
る
か
の
よ
う
に
モ

ノ
ク
ロ
で
撮
ら
れ
て
い
る
）
に
先
立
つ
、
工
事

中
の
国
会
議
事
堂
の
映
像
に
は
、
ブ
ラ
ー
ム
ス

の「
ド
イ
ツ
・
レ
ク
イ
エ
ム
」が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
。

　

ウ
ン
タ
ー
・
デ
ン
・
リ
ン
デ
ン
を
は
さ
ん
で

ベ
ル
リ
ン
大
聖
堂
の
向
か
い
に
か
つ
て
立
っ
て
い
た
宮
殿
は
、
ベ
ル
リ
ン

の
中
で
も
お
そ
ら
く
ポ
ツ
ダ
ム
広
場
と
な
ら
ん
で
、
ベ
ル
リ
ン
と
い
う
都

市
の
地
層
が
と
り
わ
け
剥
き
出
し
に
な
っ
て
い
る
地
点
か
も
し
れ
な
い
。

宮
殿
を
テ
ー
マ
と
す
る
シ
ー
ク
エ
ン
ス
で
は
、
廃
墟
と
な
っ
た
一
九
五
〇

年
の
宮
殿
お
よ
び
そ
の
爆
破
を
と
ら
え
た
モ
ノ
ク
ロ
の
歴
史
的
映
像
と
、

宮
殿
跡
地
に
建
設
さ
れ
、
統
一
後
は
さ
し
あ
た
り
廃
墟
と
も
な
り
え
ず

放
置
さ
れ
た
旧
東
ド
イ
ツ
の
「
共
和
国
宮
殿(Palast der Republik)

」

の
一
九
九
八
年
の
映
像
が
並
置
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ

ら
の
イ
メ
ー
ジ
を
結
び

つ
け
る
の
は
ジ
ー
ク
フ

リ
ー
ト
の
葬
送
行
進
曲

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
シ
ー

ン
に
先
立
っ
て
提
示
さ

れ
る
宮
殿
再
建
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
る
建

築
家
と
い
う
一
つ
の「
現

在
」
は
、
こ
の
二
つ
の
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「
過
去
」
と
切
り
離
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。東
独
時
代
の「
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
広
場
」

が
再
び
「
宮
殿
広
場(Schlossplatz)

」
と
改
称

さ
れ
た
こ
の
場
所
に
プ
ロ
イ
セ
ン
時
代
の
宮
殿

が
再
建
さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の
場
所
は
つ
ね
に

そ
れ
ら
の
過
去
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
バ
ビ
ロ
ン
」
と
し
て
の
ベ
ル
リ
ン
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
を
最
も
喚
起
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
ポ

ツ
ダ
ム
広
場
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
も
は
や
歴

史
的
映
像
は
呼
び
起
こ
さ
れ
な
い
。
工
事
現
場

の
変
転
が
急
速
な
時
間
的
推
移
に
よ
っ
て
示
さ

れ
、
工
事
現
場
の
作
業
員
、
と
り
わ
け
水
中
の

工
事
と
い
う
、
表
層
の
華
美
な
構
造
物
か
ら
は

も
っ
と
も
隠
れ
た
基
盤
へ
と
ま
な
ざ
し
が
向
け

ら
れ
る
。
一
方
に
現
場
作
業
員
、
他
方
に
ダ
イ

ム
ラ
ー
・
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
や
ソ
ニ
ー
セ
ン
タ
ー

の
建
築
家
や
建
築
主
と
い
う
両
極
に
支
え
ら
れ

な
が
ら
現
出
し
た
ポ
ツ
ダ

ム
広
場
の
建
築
物
は
、
バ
ビ
ロ
ン
的
イ
メ
ー
ジ
を

予
感
さ
せ
な
が
ら
も
、
と
り
わ
け
ハ
長
調
と
い
う

調
性
に
よ
っ
て
古
典
的
な
美
し
さ
と
祝
祭
的
華
や

ぎ
を
際
立
た
せ
て
い
る
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
ピ
ア
ノ

協
奏
曲
第
一
番
第
三
楽
章
と
奇
妙
に
重
ね
合
わ
さ

れ
る
。

　

突
如
挿
入
さ
れ
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
『
歴
史
の
概

念
に
つ
い
て
』
か
ら
の
朗
読
の
シ
ー
ン
は
、
フ
ァ
ー

ス
ト
・
モ
ー
シ
ョ
ン
で
描
か
れ
る
ポ
ツ
ダ
ム
広
場
落
成
記
念
祝
典
の
映

像
・
音
楽
と
明
確
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
作
り
出
し
つ
つ
、
宮
殿
と
ポ
ツ
ダ

ム
広
場
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
で
作
り
出
さ
れ
て
ゆ
く
バ
ビ
ロ
ン
的
イ
メ
ー

ジ
を
一
つ
の
頂
点
に
ま
で
先
鋭
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

一
人
の
天
使
が
、
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
何
か
か
ら
、
今
ま
さ
に

遠
ざ
か
ろ
う
と
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
そ
の
目
は
大
き
く
見
開
か

れ
、
口
は
あ
き
、
そ
し
て
翼
は
拡
げ
ら
れ
て
い
る
。
歴
史
の
天
使
は

こ
の
よ
う
な
姿
を
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
彼
は
顔
を
過
去
の
ほ
う

に
向
け
て
い
る
。
私
た
ち
の
目
に
は
出
来
事
の
連
鎖
が
立
ち
現
れ
て

く
る
と
こ
ろ
に
、
彼
は
た
だ
ひ
と
つ
、
破
局
だ
け
を
見
る
の
だ
。
そ

の
破
局
は
ひ
っ
き
り
な
し
に
瓦
礫
の
上
に
瓦
礫
を
積
み
重
ね
て
、
そ

れ
を
彼
の
足
元
に
投
げ
つ
け
て
い
る
。
き
っ
と
彼
は
、
な
ろ
う
こ
と

な
ら
そ
こ
に
と
ど
ま
り
、
死
者
た
ち
を
目
覚
め
さ
せ
、
破
壊
さ
れ
た

も
の
を
寄
せ
集
め
て
繋
ぎ
合
わ
せ
た
い
の
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
楽
園

か
ら
嵐
が
吹
き
付
け
て
い
て
、
そ
れ
が
彼
の
翼
に
は
ら
ま
れ
、
あ
ま

り
の
激
し
さ
に
天
使
は
も
は
や
翼
を
閉
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ

の
嵐
が
彼
を
、
背
を
向
け
て
い
る
未
来
の
ほ
う
へ
引
き
留
め
が
た
く

押
し
流
し
て
ゆ
き
、
そ
の
間
に
も
彼
の
眼
前
で
は
、
瓦
礫
の
山
が
積

み
上
が
っ
て
天
に
も
届
か
ん
ば
か
り
で
あ
る
。
私
た
ち
が
進
歩
と
呼

ん
で
い
る
も
の
、
そ
れ
が
こ
の
嵐
な
の
だ
。

36

　

工
事
現
場
か
ら
空
を
見
上
げ
る
よ
う
に
し
て
撮
っ
た
こ
の
シ
ョ
ッ
ト

で
は
、
背
景
の
青
い
空
を
フ
ァ
ー
ス
ト
・
モ
ー
シ
ョ
ン
で
雲
が
次
々
と
流

れ
て
行
く
。
こ
の
速
い
雲
の
流
れ
は
「
嵐
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
バ
ビ

ロ
ン
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
急
速
な
時
間
の
推
移
や
そ
れ
に
伴
う
凋
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落
、
破
局
、
そ
し
て
そ
の
最
も
顕
著
な
視
覚
的

表
現
で
あ
り
、「
自
然
史
」
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
あ

る
廃
墟
の
イ
メ
ー
ジ
を
呼
び
起
こ
す
。「
廃
墟
」

に
お
い
て
体
現
さ
れ
る
時
間
性
の
空
間
化
、
時

間
が
静
止
状
態
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る

空
間
的
形
象
（「
弁
証
法
的
形
象
」）
と
い
う
こ
の

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
特
有
の
思
考
法
は
、
映
画
に
お
い

て
は
ス
ト
ッ
プ
・
モ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
む

し
ろ
フ
ァ
ー
ス
ト
・
モ
ー
シ
ョ
ン
（
低
速
度
撮
影

Zeitraffer

）
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。

37  

「
ベ
ル
リ
ン
・
バ
ビ
ロ
ン
」

が
ベ
ル
リ
ン
と
い
う
都
市
の
中
で
流
れ
る
時
間
の
経
緯
を
一
つ
の
映
画
と

い
う
形
象
の
う
ち
に
と
ら
え
る
と
き
、
必
ず
し
も
フ
ァ
ー
ス
ト
・
モ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
る
も
の
で
な
く
と
も
、
と
り
わ
け
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て

そ
れ
は
い
わ
ば
時
間
の
襞
を
折
り
た
た
む
よ
う
に
縮
約
し
て(raffen)

提

示
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
映
画
で

は
、
歴
史
が
都
市
空
間
の
う
ち
に
、
あ
る
い
は
一
つ
の
建
築
物
の
う
ち
に

凝
固
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
引
用
の
直
後
に
示
さ
れ
る
、
ダ

ニ
エ
ル
・
リ
ベ
ス
キ
ン
ド
の
ベ
ル
リ
ン
・
ユ
ダ

ヤ
博
物
館
の
映
像
（
一
九
九
九
年
）
は
、
先
行

す
る
「
嵐
」
の
シ
ー
ン
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る

表
現
を
も
ち
な
が
ら
も
、
同
じ
歴
史
哲
学
的
コ

ン
セ
プ
ト
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
同
一
の
シ
ー

ク
エ
ン
ス
を
形
成
し
、
ま
さ
に
こ
の
凝
固
し
た

歴
史
を
視
覚
化
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
リ

ベ
ス
キ
ン
ド
自
身
はBetw

een the Lines

と

名
づ
け
た
こ
の
建
築
物
が
と
る
ジ
グ
ザ

グ
状
の
ラ
イ
ン
は
、
リ
ベ
ス
キ
ン
ド
に

よ
れ
ば
、
ク
ラ
イ
ス
ト
、
ハ
イ
ネ
、
フ
ァ

ル
ン
ハ
ー
ゲ
ン
、
Ｅ
．
Ｔ
．
Ａ
．
ホ
フ

マ
ン
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
、
ツ
ェ
ラ
ン
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
、
ミ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・

ロ
ー
エ
と
い
っ
た
、
ベ
ル
リ
ン
に
住
ん

で
い
た
重
要
な
ユ
ダ
ヤ
人
や
ド
イ
ツ
人

の
住
所
を
結
ん
で
い
く
こ
と
に
よ
っ
て

浮
か
び
上
が
っ
た
「
ダ
ビ
デ
の
星
」
の

ラ
イ
ン
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

38  

時
代
を
異
に
す
る
そ
れ
ら
の
人
々
の
点

を
結
び
つ
け
る
行
為
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
線
は
、
確
か
に
「
か
な
り

非
合
理
的
な
線
の
体
系
」

39 

の
よ
う
に
み
え
る
の
だ
が
、
ベ
ル
リ
ン
と

い
う
都
市
の
地
層
に
お
け
る
「
さ
ま
ざ

ま
な
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
の
不
可
視
の
マ
ト

リ
ッ
ク
ス
」

40 

を
可
視
的
な
構
造
物
と

し
て
提
示
す
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
こ
の

建
築
物
を
支
え
る
重
要
な
コ
ン
セ
プ
ト

の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
そ
れ
以
上
に
文
字
通
り
こ
の

建
築
物
の
核
を
な
し
て
い
る
の
は
、
そ

の
よ
う
に
可
視
化
さ
れ
た
構
造
物
と

な
っ
て
も
な
お
、
本
来
的
に
は
不
可

視
の
ま
ま
と
ど
ま
る
部
分
、
つ
ま
り
リ

ベ
ス
キ
ン
ド
が
「
ヴ
ォ
イ
ド
」
と
名
づ
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け
た
も
の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
博
物
館
の
外
観
を
特
徴
づ
け
て
い
る
ジ
グ
ザ

グ
の
ラ
イ
ン
に
対
し
て
、
ヴ
ォ
イ
ド
と
呼
ば
れ
る
部
分
は
こ
の
建
築
物
の

軸
を
な
す
か
の
よ
う
に
ま
っ
す
ぐ
に
建
物
を
貫
い
て
い
る
。
ユ
ダ
ヤ
博
物

館
の
中
を
歩
く
と
き
、
訪
問
者
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
に
導
か
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
（
ま
た
、
垂
直
方
向
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
大
き
さ
と
方
向
で
現
れ

る
ス
リ
ッ
ト
状
の
窓
に
よ
っ
て
も
）、
お
そ
ら
く
方
向
感
覚
を
喪
失
す
る

こ
と
に
な
る
。
本
来
、
ベ
ル
リ
ン
と
い
う
都
市
に
お
け
る
不
可
視
の
関

係
性
を
可
視
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
れ
ら
の
ラ
イ
ン
の
多
種
多
様
な
方

向
は
、
ユ
ダ
ヤ
の
歴
史
を
概
観
す
る
こ
の
博
物
館
を
歩
く
者
に
と
っ
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
ユ
ダ
ヤ
人
が
と
る
こ
と
に
な
っ
た
多

種
多
様
な
人
生
の
方
向
に
重
ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
博
物
館
の
入
場
者
は
、
ま
ず
建
物
の
地
下
部
分
に
導
か
れ
、「
連
続

性
の
軸
」、「
亡
命
の
軸
」、「
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
軸
」
と
い
う
、
第
二
次
世

界
大
戦
中
に
ユ
ダ
ヤ
人
が
た
ど
っ
た

三
つ
の
運
命
の
軸
を
た
ど
っ
て
歩
き
、

そ
れ
ら
の
運
命
の
交
錯
や
岐
路
を
体

験
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
う

い
っ
た
無
数
の
人
々
の
運
命
と
し
て

感
じ
取
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
性

の
交
錯
は
、
そ
の
ま
ま
上
階
の
博
物

館
を
歩
く
と
き
に
体
験
す
る
方
向
感

覚
の
錯
綜
に
も
持
ち
越
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
展
示
さ
れ
て
い
る

き
わ
め
て
多
様
な
ユ
ダ
ヤ
の
歴
史
の

断
面
は
、
確
か
に
さ
ま
ざ
ま
な
方
向

を
と
っ
て
感
じ
取
ら
れ
る
。
し
か
し
、

こ
う
い
っ
た
複
数
の
方
向
性
の
錯
綜
は
、
必
ず
し
も
展
示
物
そ
の
も
の

と
結
び
つ
い
て
い
る
必
要
は
な
い
。（
そ
の
意
味
で
、
こ
の
ユ
ダ
ヤ
博
物

館
で
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
ユ
ダ
ヤ
の
歴
史
の
展
示
の
コ
ン
セ
プ
ト

が
、
リ
ベ
ス
キ
ン
ド
の
建
築
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
合
致
す
る
か
ど
う
か
と
い

う
こ
と
は
問
題
で
は
な
い
。）
ジ
グ
ザ
グ
の
空
間
と
な
っ
て
現
出
し
て
い

る
も
の
は
、
そ
う
い
っ
た
個
々
の
現
象
が
生
み
出
さ
れ
、
積
み
重
ね
ら
れ

て
い
っ
た
、
こ
の
歴
史
の
世
界
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
比
さ
れ
る

位
置
づ
け
を
ヴ
ォ
イ
ド
に
与
え
る
と
す
れ
ば
、
ヴ
ォ
イ
ド
は
現
象
が
立
ち

現
れ
る
歴
史
の
世
界
に
お
け
る
個
々
人
の
運
命
や
出
来
事
の
方
向
性
か

ら
は
ほ
と
ん
ど
読
み
取
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
、
非
歴
史
的
・

根
源
的
な
領
域
と
い
っ
て
よ
い
。
個
々
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
運
命
は
歴
史
の
世

界
の
中
で
き
わ
め
て
多
様
な
方
向
を
と
る
に
せ
よ
、
い
わ
ば
理
念
的
存
在

と
し
て
の
〈
ユ
ダ
ヤ
〉
が
、〈
歴
史
〉
の
世
界
と
は
異
な
る
層
に
お
い
て
、

全
体
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
ひ
と
つ
の
方
向
に
向
か
う
─
─
ヴ
ォ
イ
ド

と
し
て
可
視
的
な
空
間
の
場
に
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
異
質
な
層
と

し
て
こ
の
よ
う
に
〈
歴
史
〉
の
世
界
を
貫
い
て
い
る
。

41  

ユ
ダ
ヤ
博
物

館
に
お
い
て
ヴ
ォ
イ
ド
は
と
り
わ
け
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
記
憶
の
場
と
し

て
現
出
し
て
い
る
。
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
は
確
か
に
こ

の
歴
史
の
世
界
の
な
か
で
生
じ
た
出
来
事
で
あ

り
な
が
ら
も
、
こ
の
建
築
物
に
お
い
て
は
、
非
歴

史
的
な
領
域
が
ぽ
っ
か
り
と
露
呈
す
る
こ
と
に

な
っ
た
ヴ
ォ
イ
ド
の
場
と
し
て
空
間
化
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

リ
ベ
ス
キ
ン
ド
自
身
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
こ

の
建
築
物
が
ジ
グ
ザ
グ
の
線
と
ヴ
ォ
イ
ド
の
直

線
と
い
う
二
種
の
線
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
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る
こ
と
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
、
こ
の
博
物
館
を
訪
れ

る
多
く
の
人
は
、〈
歴
史
〉
の
空
間
で
あ
る
展
示
場
を
歩
き
つ
つ
、
黒
色

の
地
層
の
よ
う
に
現
れ
る
ヴ
ォ
イ
ド
に
注
意
を
払
う
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、〈
歴
史
〉
の
場
を
歩
む
も
の
に
と
っ
て
、

歴
史
の
断
面
に
い
わ
ば
断
片
と
し
て
現
れ
る
黒
い
ヴ
ォ
イ
ド
が
、
全
体

と
し
て
ど
こ
に
向
か
う
の
か
を
認
識
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
。

『
ベ
ル
リ
ン
・
バ
ビ
ロ
ン
』
の
映
像
は
、
ま
だ
何
も　

展
示
さ
れ
て
い
な

い
ユ
ダ
ヤ
博
物
館
の
内
部
を
た
ど
り
つ
つ
、
切
断
面
と
し
て
現
れ
る
そ
の

よ
う
な
ヴ
ォ
イ
ド
に
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
い
る
。

　

ユ
ダ
ヤ
博
物
館
の
映
像
に
直
接
つ
な
が
る
廃
墟
の
ベ
ル
リ
ン
の
シ
ー

ン
（
航
空
機
か
ら
の
映
像
と
地
上
で
の
廃
墟
の
爆
破
の
映
像
）
は
、『
歴

史
の
概
念
に
つ
い
て
』
と
ユ
ダ
ヤ
博
物
館
の
シ
ー
ン
に
続
き
、
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
の
歴
史
哲
学
的
な
ま
な
ざ
し
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
る
。

一
九
四
五
年
の
映
像
に
表
れ
る
廃
墟
は
、
確
か
に
戦
争
の
帰
結
と
し
て
歴

史
の
場
で
生
じ
た
事
物
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
映
画
に
お
い
て
は
つ
ね
に

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
こ
の
〈
歴
史
〉
の
世
界
の
中
で
、
そ
の

「
脆
さ
」、「
移
ろ
い
や
す
さ
」
と
い
う
「
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い

凋
落
の
過
程
」
が
、
こ
の
瓦
礫
の
よ
う
な
空
間

的
形
象
の
う
ち
に
凝
結
し
た
「
自
然
史
」
の
ア

レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
存
在
す
る
。
執
拗
に
繰
り
返

さ
れ
る
廃
墟
の
爆
破
シ
ー
ン
に
続
き
、
現
在
も

廃
墟
と
し
て
立
ち
続
け
る
ア
ン
ハ
ル
タ
ー
駅
の

壁
を
目
に
す
る
と
き
、
廃
墟
と
い
う
形
象
は
都

市
の
地
層
の
な
か
で
突
出
す
る
形
象
と
し
て
感

じ
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
廃
墟
が
示
し
て
い

る
の
は
半
世
紀
の
時
間
の
流
れ
を
凝
縮
し
た
も

の
で
あ
る
と
と
も
に
、
歴
史
の
世
界
の
中
で
の

滅
び
そ
の
も
の
、
さ
ら
に
は
歴
史
の
世
界
そ
の

も
の
で
も
あ
る
。『
ベ
ル
リ
ン
・
バ
ビ
ロ
ン
』
は
、

一
九
九
六
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
か
け
て
の
急

激
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
都
市
の
相
貌
を
描
き
出

し
な
が
ら
、
ま
さ
に
そ
の
急
激
な
変
化
に
よ
っ

て
凝
縮
さ
れ
た
時
間
と
そ
の
流
れ
の
中
で
形
成

さ
れ
て
ゆ
く
都
市
の
地
層
を
体
感
さ
せ
る
。
わ

れ
わ
れ
が
現
在
の
ベ
ル
リ
ン
の
表
層
に
触
れ
つ

つ
感
じ
と
っ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ば
地
下
に
埋
も
れ
た
ベ
ル
リ
ン
の
姿
な

の
だ
が
、
そ
れ
は
時
間
の
流
れ
の
中
で
か
つ
て
過
去
に
存
在
し
た
も
の
で

あ
る
と
と
も
に
、
ち
ょ
う
ど
ユ
ダ
ヤ
博
物
館
の
ヴ
ォ
イ
ド
の
よ
う
に
、
歴

史
の
流
れ
と
は
異
な
る
次
元
で
存
在
す
る
層
に
つ
な
が
る
も
の
な
の
か

も
し
れ
な
い
。

1W
alter Benjam

in, D
ie W

iederkehr des Flaneurs. G
esam

m
elte 

Schriften Band III. Frankfurt a. M
.: Suhrkam

p, 1991, p. 194, 195. 

以

降
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
著
作
集
か
ら
の
引
用
は
、BG

S

の
略
号
、
ロ
ー
マ
数
字
に
よ
る

巻
数
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
に
よ
る
ペ
ー
ジ
数
に
よ
っ
て
略
記
す
る
。（
翻
訳
は
『
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
著
作
集
13　

新
し
い
天
使
』
晶
文
社
、
一
九
七
九
年
、
八
三
、八
四
頁
に
拠
り
つ
つ
、

適
宜
変
更
を
加
え
て
い
る
。）

2C
f. Eckhardt Köhn, Straßenrausch. Flanerie und kleine Form

. 
Versuch zur Literaturgeschichte des Flaneurs von 1830 - 1933. 
Berlin: D

as Arsenal, 1989, pp. 7-8, 177-178.
3M

ichael Bienert (H
g.), Joseph Roth in Berlin. Ein Lesebuch für 

Spaziergänger. K
öln: K

iepenheuer &
 W

itsch, 1996, pp. 65-66. 
(Spaziergang. [Berliner Börsen-Courier, 24. 5. 1921])
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4Ibid, p. 66.
5Siegfried Kracauer, Straßen in Berlin und andersw

o. Frankfurt a.M
.: 

Suhrkam
p, 1964, p.51. (Aus dem

 Fenster gesehen. [F.Z., 8. 11. 1931. 
O

riginaltitel: Berliner Landschaft. ])

6Ibid., p.53.

7Franz H
essel, Ein Flaneur in Berlin. Berlin: D

as A
rsenal, 1984, 

p.145. (N
euausgabe von Spazieren in Berlin, 1929.)

8
山
口
裕
之
「
敷
居
を
越
え
る

─
都
市
の
形
象
た
ち
に
お
け
る
〈
想
起

(Eingedenken)

〉」『
総
合
文
化
研
究
』（
東
京
外
国
語
大
学
総
合
文
化
研
究
所
） 

vol.7 (2003)

、
二
〇
〇
四
年
三
月
、
六
八
─
八
四
頁
参
照
。

9
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
の
概
念
を
「
伯
林
─
─
大
都
会
交
響
楽
」
と
の
関
係

に
お
い
て
考
察
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
加
藤
幹
郎
氏
と
の
会
話
の
際
に
得
た

示
唆
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

10BG
S II, 363. 

11
日
本
語
に
お
け
る
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
言
葉
は
、
通
常
の
「
編
集
」
を
意
味

す
る
言
葉
と
し
てm

ongage

を
用
い
る
フ
ラ
ン
ス
語
圏
で
の
用
語
法
と
異
な
る
だ
け

で
な
く
、
お
そ
ら
く
「
編
集
」
と
い
う
言
葉
の
た
め
にediting
やSchnitt

を
用
い

る
英
語
圏
や
ド
イ
ツ
語
圏
以
上
に
、
ロ
シ
ア
の
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
派
」
の
思
想
を
強

く
指
し
示
し
て
い
る
。（
岩
本
憲
児
『
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
映
画
と
演
劇
』

水
声
社
、
一
九
九
八
年
、
三
〇
五
頁
以
降
参
照
。）
し
か
し
、
本
文
で
見
て
い
く
よ
う
に
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
は
ロ
シ
ア
映
画
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
を
基
本
的
に

念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
日
本
語
を
使
っ
て
い
く
こ
と
は
差
し
支
え
な
い

だ
ろ
う
。

12
「
引
用
は
言
葉
を
名
指
し
で
呼
び
、
そ
れ
を
連
関
か
ら
破
壊
的
に
引
き
離
す
。
ま
さ

に
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
引
用
は
こ
の
言
葉
を
再
び
そ
の
根
源
へ
と
呼
び
戻
す
の
だ
。」

(

『
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
』BG

S II, 363.) 「
引
用
の
基
盤
を
な
し
て
い
る
の
は
〔
…
〕

中
断
で
あ
る
。
あ
る
テ
ク
ス
ト
を
引
用
す
る
こ
と
は
、
テ
ク
ス
ト
の
連
関
を
中
断
す

る
と
い
う
こ
と
を
包
摂
す
る
。」（『
叙
事
的
演
劇
と
は
何
か(

2)

』BG
S II, 536

）「
叙

事
的
演
劇
は
こ
こ
で
─
─
中
断
の
原
理
を
用
い
て
─
─
近
年
、
映
画
や
ラ
ジ
オ
、
新
聞

や
写
真
で
お
な
じ
み
の
方
法
を
取
り
上
げ
る
。
私
が
話
し
て
い
る
の
は
つ
ま
り
、
モ

ン
タ
ー
ジ
ュ
の
方
法
の
こ
と
で
あ
る
。
組
み
込
ま
れ
た
も
の(das M

ontierte)

が
、

そ
れ
の
組
み
込
ま
れ
て
い
る
連
関
を
断
ち
切
る
の
で
あ
る
。」（『
生
産
者
と
し
て
の
作

家
』(BG

S II, 697.)

）

13
山
口
裕
之
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
』
人
文
書
院
、
二
〇
〇
三
年
参
照
。

14BG
S IV, 102-104. 

ま
た
、
山
口
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
』
二
三
六

頁
以
降
参
照
。

15
Ｊ
．
オ
ー
モ
ン
他
（
武
田
潔
訳
）『
映
画
理
論
講
義
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
、

八
二
頁
以
降
、
ロ
ー
ト
マ
ン
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
論
」、
岩
本
憲
児
・
波
多
野
哲
朗
編
『
映

画
理
論
集
成
』
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
、
一
九
八
二
年
、
三
三
五
頁
以
降
参
照
。

16BG
S II, 749.

17
「
こ
の
映
画
は
一
般
観
衆
か
ら
非
常
に
喝
采
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
が
、
批
判
的

な
意
見
も
数
多
く
見
ら
れ
た
。
批
判
の
論
点
は
、
ル
ッ
ト
マ
ン
に
は
社
会
的
・
政

治
的
参
与
の
姿
勢
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
映
画
は
ベ
ル
リ
ン

と
い
う
都
市
を
不
適
切
な
仕
方
で
描
き
出
し
た
も
の
で
、
ル
ッ
ト
マ
ン
は
あ
ま

り
に
も
都
市
の
表
層
面
に
魅
入
ら
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
そ
の
形
式
に
見
合

っ
た
内
容
を
も
た
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。」 

(http://w
w

w
.deutsches-film

institut.de/dt2tp0051.htm
, accessed on  

Septem
ber 1, 2005)

18 BG
S I, 499-500. （

訳
は
、
浅
井
健
次
郎
編
訳
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』

筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
年
、
六
一
八
─
六
一
九
頁
に
よ
る
。）

19 Cf. Jam
es M

onaco, H
ow

 to Read a Film
. The W

orld of M
ovies, 

M
ovies, M

edia, M
ultim

edia. 3
rd edition. O

xford U
niversity Press, 

2000, pp. 94-96.
20
山
口
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
』
特
に
一
五
四
頁
以
降
参
照
。

21BG
S I, 496. 

（
訳
は
、
浅
井
健
次
郎
編
訳
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
筑

摩
書
房
、
一
九
九
五
年
、
六
一
六
頁
に
よ
る
。）

22
列
車
と
映
画
の
結
合
に
つ
い
て
は
、
加
藤
幹
郎
『
映
画
と
は
何
か
』
み
す
ず
書
房
、

二
〇
〇
一
年
、
一
一
五
頁
以
降
（
第
Ⅳ
章　

列
車
の
映
画
あ
る
い
は
映
画
の
列
車　

モ
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ー
シ
ョ
ン
・
ピ
ク
チ
ュ
ア
の
文
化
史
）
参
照
。

23
ヴ
ェ
ル
ト
フ
の
『
カ
メ
ラ
を
持
っ
た
男
』
に
つ
い
て
い
わ
れ
て
い
る
次
の
言
葉
は
、

ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
『
伯
林
─
─
大
都
会
交
響
楽
』
に
も
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。「
そ
れ
は

時
間
よ
り
も
空
間
を
、
縦
の
流
れ
（
通
時
）
よ
り
も
横
の
世
界
（
共
時
）
を
、
サ
ン
タ

グ
ム
（
連
辞
関
係
）
よ
り
も
パ
ラ
デ
ィ
グ
ム
（
範
列
関
係
）
を
、
物
語
る
こ
と
よ
り
も

提
示
す
る
こ
と
を
、
安
定
や
秩
序
よ
り
も
絶
え
ざ
る
運
動
や
変
化
や
混
沌
（
…
）
を
キ

ノ
グ
ラ
ー
ス
で
貫
き
通
し
、
め
く
る
め
く
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
世
界
へ
観
客
を
巻
き
込
む

映
画
だ
っ
た
。」（
岩
本
憲
児
『
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
映
画
と
演
劇
』
六
八

─
六
九
頁
。）

24
こ
の
映
画
を
授
業
で
二
〇
〇
人
程
度
の
学
生
に
見
せ
た
際
に
、
一
回
の
授
業
で
は
い

ず
れ
に
せ
よ
全
編
を
上
映
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
中
ほ
ど
（「
第
４
部
」
の
中

間
、
ダ
ミ
エ
ル
が
人
間
に
な
る
よ
り
も
前
の
部
分
）
で
中
断
し
た
。
こ
の
第
一
回
目
の

授
業
終
了
後
に
学
生
が
提
出
し
た
感
想
か
ら
は
、
こ
の
映
画
を
初
め
て
見
た
大
半
の
学

生
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
映
像
の
断
片
を
物
語
へ
と
統
合
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
か

な
り
困
惑
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
た
。

25
ヴ
ィ
ム
・
ヴ
ェ
ン
ダ
ー
ス『
映
像（
イ
メ
ー
ジ
）の
論
理
』河
出
書
房
新
社
、一
九
九
二
年
、

一
八
七
─
一
八
八
頁
。
実
際
の
映
画
で
は
、
神
に
呪
わ
れ
た
存
在
と
し
て
の
天
使
と
い

う
位
置
づ
け
は
放
棄
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

26Der H
im

m
el über Berlin. Ein Film

buch von W
im

 W
enders und Peter 

H
andke. Frankfurt/M

.: Suhrkam
p, 1998, p. 20.

27Ibid. pp. 82-85.

28
ヴ
ェ
ン
ダ
ー
ス
『
映
像
（
イ
メ
ー
ジ
）
の
論
理
』
二
五
一
頁
以
降
参
照
。（「
天
使
に

関
し
て
は
、
言
葉
が
特
に
重
要
だ
っ
た
。
天
使
た
ち
は
詩
的
な
言
葉
を
駆
使
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
。」）

29 Der H
im

m
el über Berlin, p. 57.

30 Ibid., p. 160.

31 Ibid., p. 161.

32 Ibid., p. 163.

33 Ibid., p. 165.

34 Cf. Berlin Babylon(O
ffi

cial Site): http://w
w

w.berlinbabylon.de/
 http://w

w
w.berlinbabylon.de/Pages/berlinbabylon2.htm

l (accessed on 
Septem

ber 9, 2005)　

35 C
f. http://w

w
w

.berlinbabylon.de/Pages/berlinbabylon3.htm
l    

(accessed on Septem
ber 9, 2005)

36 BG
S I, 697-698. 

映
画
の
朗
読
で
は
、
原
文
の
冒
頭
の
箇
所
が
少
し
変
更
さ
れ
て

い
る
。
翻
訳
は
、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
Ⅰ
』
六
五
三
頁
を
基
に
し
て
い
る
。

37 

「
歴
史
の
連
続
性
を
打
ち
砕
い
て
こ
じ
開
け
よ
う
と
す
る
意
識
は
、
行
動
の
瞬
間
に

あ
る
革
命
的
な
階
級
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
は
新
し
い
暦
を
導

入
し
た
。
一
つ
の
暦
が
始
ま
る
そ
の
最
初
の
一
日
は
、
歴
史
の
低
速
度
撮
影
と
い
う

意
味
合
い
を
担
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
祝
祭
の
日
─
─
そ
れ
は
想
起(Eingedenken)

の
日
に
ほ
か
な
ら
な
い
─
─
と
し
て
繰
り
返
し
回
帰
す
る
の
も
、
根
本
的
に
は
、
こ
れ

と
同
じ
日
な
の
だ
。」（「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

１
』
六
六
〇
頁 (BG

S I,701)

）、「
パ
リ
の
市
街
地
図
か
ら
一
本
の
刺
激
的
な
映
画
を

作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
パ
リ
の
さ
ま
ざ
ま
な
姿
を
そ
の
時
間

的
な
順
序
に
従
っ
て
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
街
路
や
目
抜
き
通
り
や
パ
サ
ー

ジ
ュ
や
広
場
の
こ
こ
数
世
紀
に
お
け
る
動
き
を
三
〇
分
と
い
う
時
間
に
凝
縮
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
に
、
遊
歩
者
が
行
っ
て
い
る

こ
と
も
、
ま
さ
に
こ
れ
以
外
の
な
に
も
の
で
な
い
の
で
あ
る
。」（『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
１
』

一
六
二
頁(BG

S  V, 135)

）

38 Cf. D
aniel Libeskind, Radix M

atrix. Architekturen und Schriften
. 

N
ew

 York: Prestel, 1994, p.100.

39 Ibid., p.100.

40 D
aniel Libeskind, The Space of Encounter. London

: Tham
es &

 
H

udson, 2001, p. 26.
41 
歴
史
の
世
界
と
ヴ
ォ
イ
ド
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
次
元
の
関
係
は
、
リ
ベ
ス
キ
ン

ド
が
ユ
ダ
ヤ
博
物
館
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
通
底
す
る
四
つ
（
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
は

三
つ
）
の
局
面(Cf. D

aniel Libeskind, Radix M
atrix, p.100-102; D

aniel 
Libeskind, The Space of Encounter, p. 26-28)

と
し
て
あ
げ
て
い
る
も
の
の
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う
ち
の
ひ
と
つ
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
オ
ペ
ラ
『
モ
ー
ゼ
と
ア
ー
ロ
ン
』
と
と
り
わ
け

深
い
関
係
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
自
身
に
よ
る
こ
の
オ

ペ
ラ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
聖
書
を
素
材
と
し
な
が
ら
も
、
こ
の
現
象
の
世
界
に
お
い
て
表

象
可
能
な
も
の
・
知
覚
可
能
な
も
の
に
基
づ
い
て
行
動
し
、
ユ
ダ
ヤ
の
民
を
導
こ
う
と

す
る
ア
ー
ロ
ン
と
、現
象
の
世
界
に
お
け
る
か
た
ち
と
し
て
は
「
不
可
視
」
で
あ
り
「
思

い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
神
を
純
粋
に
思
惟
に
お
い
て
の
み
求
め
よ
う
と
す
る

モ
ー
ゼ
の
相
克
を
軸
と
し
て
展
開
す
る
思
想
ド
ラ
マ
と
な
っ
て
い
る
。
純
粋
な
「
思
惟

(G
edanke)

」
に
お
い
て
神
を
と
ら
え
、
崇
め
よ
う
と
す
る
モ
ー
ゼ
に
と
っ
て
、「
こ

と
ば(W

ort)

」
は
す
で
に
こ
の
世
界
の
表
象
可
能
な
「
像(Bild)

」
の
か
た
ち
を
と
っ

た
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
ユ
ダ
ヤ
の
民
を
導
く
と
い
う
実
際
的
な
要
請
の
前
に
立
た
さ

れ
て
い
る
ア
ー
ロ
ン
に
と
っ
て
は
、モ
ー
ゼ
の
「
思
惟
」
を
伝
え
る
た
め
の
「
こ
と
ば
」

が
不
可
欠
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
現
象
の
世
界
に
お
い
て
は
、
必
然
的
に
モ
ー
ゼ
の
厳

格
な
要
請
か
ら
逸
脱
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
世
界
に
お
い
て
純
粋
な
思
惟
に

基
づ
い
て
神
を
崇
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
現
実
を
前
に
し
て
、
モ
ー
ゼ
が

絶
望
の
あ
ま
り
口
に
し
た
こ
と
ば
、「
あ
あ
言
葉
よ
、
あ
あ
言
葉
よ
、
我
に
欠
け
た
る

も
の
！
」
に
よ
っ
て
こ
の
オ
ペ
ラ
は
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
が
、
リ
ベ
ス
キ
ン
ド
に
よ

れ
ば
、
こ
の
未
完
の
オ
ペ
ラ
を
建
築
に
よ
っ
て
補
完
す
る
こ
と
が
、
ユ
ダ
ヤ
博
物
館
に

お
い
て
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。(Cf. D

aniel Libeskind, 
The Space of Encounter, p. 26.)


