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は
じ
め
に

　

映
画
﹃
欲
望
︵B

low
-U

p

︶﹄︵
一
九
六
六
年
︶
は
、
映
画
監
督
の
Ｍ
・
ア
ン

ト
ニ
オ
ー
ニ
︵
一
九
一
二
│
二
〇
〇
七
︶
が
、当
時
ブ
ー
ム
で
あ
っ
た
ラ
テ
ン
・

ア
メ
リ
カ
文
学
の
作
家
の
一
人
、
Ｊ
・
コ
ル
タ
サ
ル
︵
一
九
一
四
│
八
四
︶
の

短
編
﹁
悪
魔
の
涎
﹂︵

1
︶︵
一
九
五
九
年
︶
に
着
想
を
得
て
、
脚
本
執
筆
・
監
督

し
た
長
編
映
画
で
あ
る
。
主
人
公
が
盗
み
撮
り
し
た
年
の
離
れ
た
カ
ッ
プ
ル
の

写
真
に
、
撮
影
時
に
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
恐
ろ
し
い
も
の
が
映
し
出
さ
れ
る

の
は
、
確
か
に
両
作
品
に
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
両
作
品
が
我
々
に
与
え

る
印
象
は
ま
る
で
違
っ
て
い
る
。

　

写
真
の
画
像
が
映
画
の
よ
う
に
動
き
出
す
と
、
そ
こ
に
無
気
味
な
男
が
現
れ
、

主
人
公
ミ
シ
ェ
ル
に
襲
い
掛
か
る
よ
う
に
、﹁
悪
魔
の
涎
﹂
は
現
実
に
は
あ
り

え
な
い
幻
想
的
な
︵fantastic

︶
物
語
で
あ
る
。
一
方
、﹃
欲
望
﹄
は
、
写
真

に
偶
然
写
っ
た
殺
人
事
件
に
主
人
公
ト
ー
マ
ス︵

2
︶
が
巻
き
込
ま
れ
る
と
い
う

探
偵
物
の
形
式
を
持
ち
つ
つ
、
彼
が
探
す
も
の
が
犯
人
で
は
な
く
死
体
で
あ
る

こ
と
や
、
事
件
が
未
解
決
に
終
わ
る
と
い
う
逸
脱
に
よ
っ
て
、
幻
想
的
と
い
う

よ
り
む
し
ろ
不
条
理
な
︵absurd

︶
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
両

作
品
の
テ
ー
マ
は
大
き
く
違
う
よ
う
に
見
え
、
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
ま
で
両
作
品
は

あ
ま
り
関
係
が
な
い
と
さ
れ
て
き
た︵

3
︶。
実
際
、
ア
ン
ト
ニ
オ
ー
ニ
自
身
、

そ
の
よ
う
な
印
象
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
な
次
の
発
言
を
し
て
い
る
。

　
﹃
欲
望
﹄
の
着
想
を
得
た
の
は
コ
ル
タ
サ
ル
の
短
編
を
読
ん
で
い
た
と

き
で
す
。
私
は
写
真
の
技
術
的
な
面
ほ
ど
そ
の
物
語
に
興
味
を
持
ち
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
こ
で
そ
の
プ
ロ
ッ
ト
を
捨
て
、
新
た
に
書
き
直
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
は
写
真
は
﹁
悪
魔
の
涎
﹂
と
違
う
重
要
性
を
持
っ
て
い
ま
す︵

4
︶。

加
え
て
﹃
欲
望
﹄
が
ア
ン
ト
ニ
オ
ー
ニ
の
作
風
の
変
化
を
示
す
作
品
だ
っ
た
こ

と
も
、﹃
欲
望
﹄
が
﹁
悪
魔
の
涎
﹂
と
あ
ま
り
比
較
さ
れ
な
か
っ
た
原
因
の
一

つ
だ
ろ
う
。
そ
の
変
化
を
論
じ
る
べ
く
多
く
の
論
者
は
、﹃
欲
望
﹄
を
あ
た
か

も
ア
ン
ト
ニ
オ
ー
ニ
そ
の
人
の
作
品
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
両
作
品
が
比
較
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
試
み
る
ほ
と
ん
ど
の
論

考
が
指
摘
す
る
の
は
、
両
作
品
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
の
使
わ
れ
方
の
類
似
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
そ
の
よ
う
な
論
考
は
、
写
真
が
映
画
の
よ
う
に
な
る
と
き
、
そ

「
悪
魔
の
涎
」の
翻
案
と
し
て
の
映
画『
欲
望
』

─
─
精
神
分
析
的
解
釈
か
ら
明
ら
か
に
な
る
両
作
品
の
共
通
点
に
つ
い
て
─
─伊

集
院
敬
行
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こ
に
主
人
公
が
思
い
も
し
な
か
っ
た
事
実
が
暴
か
れ
る
と
い
う
両
作
品
の
共
通

点
に
、
静
的
な
写
真
と
時
間
的
な
文
学
・
映
画
の
対
比
を
認
め
、
こ
れ
が
現
実

を
捉
え
ら
れ
な
い
芸
術
の
限
界
と
、
そ
れ
と
格
闘
す
る
芸
術
家
の
実
存
的
苦
悩

を
表
し
て
い
る
と
し
た︵

5
︶。
ま
た
そ
の
よ
う
な
論
考
に
は
、﹃
欲
望
﹄
の
最
後

で
ト
ー
マ
ス
が
消
え
る
こ
と
を
監
督
の
物
語
へ
の
介
入
と
し
て
理
解
す
る
こ
と

で
、
そ
こ
に
﹁
悪
魔
の
涎
﹂
の
実
験
的
手
法
、
す
な
わ
ち
一
人
称
小
説
と
三
人

称
小
説
の
形
式
の
同
時
利
用
に
見
ら
れ
る
﹁
物
語
と
そ
の
語
り
手
﹂
と
い
う
問

題
意
識
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
す
る
も
の
も
あ
る︵

6
︶。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ

れ
ら
の
見
解
は
、
先
述
の
ア
ン
ト
ニ
オ
ー
ニ
の
発
言
を
説
明
す
る
も
の
で
は

あ
っ
て
も
、我
々
が
最
初
に
両
作
品
に
対
し
て
抱
く
印
象
を
覆
す
も
の
で
は
な
い
。

　

と
は
い
え
、﹁
悪
魔
の
涎
﹂
と
﹃
欲
望
﹄
に
は
共
通
し
て
、
そ
こ
に
無
気
味

な
雰
囲
気
が
あ
る
の
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
両
作
品
は
共
に
そ
の
出
来

事
が
現
実
か
主
人
公
の
妄
想
な
の
か
が
判
然
と
せ
ず
、
読
者
や
鑑
賞
者
を
不
安

に
陥
れ
る
悪
夢
の
よ
う
な
物
語
で
あ
る︵

7
︶。
で
は
、
両
作
品
の
こ
の
無
気
味

な
雰
囲
気
は
一
体
ど
こ
か
ら
出
て
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

フ
ロ
イ
ト
は
﹁
無
気
味
な
も
の
﹂︵
一
九
一
九
年
︶
で
、
無
気
味
な
感
情
を

引
き
起
こ
す
例
と
し
て
ホ
フ
マ
ン
の
﹁
砂
男
﹂︵
一
八
一
五
年
︶
を
取
り
上
げ
、

そ
こ
に
登
場
す
る
砂
男
の
無
気
味
さ
を
小
児
の
去
勢
不
安
に
帰
着
さ
せ
た︵

8
︶。

こ
の
去
勢
不
安
と
は
、
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
│
│
父
を
亡
き
者
に

し
、
母
を
娶
る
と
い
う
欲
望
│
│
を
抱
い
た
幼
児
が
、
そ
の
せ
い
で
父
か
ら
お

ち
ん
ち
ん
を
切
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
恐
怖
を
抱
く
こ
と
で
あ
る︵

9
︶。

幼
児
は
こ
の
去
勢
不
安
を
克
服
す
べ
く
、
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を

抑
圧
す
る
。
だ
が
、
何
ら
か
の
原
因
で
こ
れ
が
刺
激
さ
れ
る
と
き
、
我
々
は
再

び
去
勢
不
安
を
抱
き
、
そ
れ
を
無
気
味
な
も
の
と
し
て
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
れ
ら
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
や
去
勢
不
安
の
表
象
は
両

作
品
に
見
出
せ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
確
か
に
見
出
せ
る
。﹁
悪
魔
の
涎
﹂で
は
、

母
子
の
よ
う
な
カ
ッ
プ
ル
や
主
人
公
に
襲
い
掛
か
る
無
気
味
な
男
が
そ
れ
に
あ

た
る
。﹃
欲
望
﹄
で
は
、
ト
ー
マ
ス
が
盗
み
撮
り
し
た
カ
ッ
プ
ル
の
女
と
ベ
ッ

ド
イ
ン
し
そ
う
に
な
る
こ
と
や
、
彼
女
の
相
手
の
男
が
写
真
の
中
で
死
体
と

な
っ
て
現
れ
る
の
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
も
い
く
つ
か
の
論
考
が
こ
の
点
に
注
目
し
、﹃
欲
望
﹄

の
精
神
分
析
的
解
釈
を
試
み
て
い
る
。
た
だ
し
、そ
の
よ
う
な
論
考
で
は
、ト
ー

マ
ス
の
不
可
解
な
行
動
を
窃
視
症
者
の
そ
れ
と
し
て
説
明
す
る
た
め
に
精
神
分

析
理
論
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、﹃
欲
望
﹄
と
﹁
悪
魔
の
涎
﹂
と
の
比
較
は
な
さ

れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
そ
こ
で
分
析
さ
れ
て
い
る
の
は
、
作
家
の
症
状
と
し
て

の
作
品
と
い
う
よ
り
主
人
公
の
症
状
の
ほ
う
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
そ
れ
ゆ
え
両

作
品
の
関
係
は
こ
こ
で
も
考
察
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る︵

10
︶。

　

そ
こ
で
本
論
は
両
作
品
の
比
較
に
あ
た
り
、
各
作
品
を
自
由
連
想
で
語
ら
れ

た
夢
と
し
て
捉
え
、
そ
の
解
釈
を
試
み
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
り
本
論
は
、﹃
欲

望
﹄
が
単
に
﹁
悪
魔
の
涎
﹂
か
ら
設
定
を
借
り
た
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
細

部
に
至
る
ま
で
そ
れ
を
踏
ま
え
て
お
り
、そ
の
印
象
と
は
裏
腹
に
、﹁
悪
魔
の
涎
﹂

と
そ
の
テ
ー
マ
を
共
有
す
る
翻
案
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

一

「
悪
魔
の
涎
」
に
描
か
れ
る



エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
去
勢

　

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
コ
ル
タ
サ
ル
の
多
く
の
短
編
は
夢
、
そ
れ
も

悪
夢
の
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、﹁
悪
魔
の
涎
﹂
の
冒
頭
に
は
、
物
語
が
彼
自
身

の
悪
夢
で
あ
る
こ
と
を
伺
わ
せ
る
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
は
語
り
手
が
、
理
由
は

分
か
ら
な
い
と
し
な
が
ら
、
も
し
胃
に
む
ず
痒
い
も
の
が
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
は

話
す
こ
と
で
お
さ
ま
る
と
述
べ
た
上
で
物
語
を
語
り
始
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る

︵116

︶。
話
す
こ
と
で
症
状
を
取
り
除
く
試
み
、
こ
れ
は
ま
さ
に
自
由
連
想
法
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で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
夢
と
は
無
意
識
に
抑
圧
さ
れ
た
記
憶
が
、
圧

縮
や
置
き
換
え
と
い
う
変
形
を
経
て
睡
眠
中
の
意
識
に
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
た
と
え
夢
が
で
た
ら
め
で
脈
絡
が
な
い
も
の
に
見
え
よ
う
と
も
、

そ
こ
に
は
症
状
を
生
み
出
し
た
も
の
と
同
じ
原
因
が
隠
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
分

析
で
は
、
患
者
に
自
由
に
夢
を
語
ら
せ
、
分
析
者
は
そ
の
解
釈
を
患
者
に
与
え

る
。
こ
れ
に
よ
り
患
者
は
そ
れ
ま
で
抑
圧
し
て
い
た
記
憶
を
意
識
で
き
る
よ
う

に
な
り
、
結
果
、
そ
の
抑
圧
が
原
因
で
生
じ
た
症
状
は
取
り
除
か
れ
る
。
だ
と

す
れ
ば
、
コ
ル
タ
サ
ル
は
主
人
公
に
精
神
分
析
の
治
療
原
理
を
語
ら
せ
て
い
る

こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
小
説
は
一
種
の
自
由
連
想
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

実
際
、
彼
に
と
っ
て
文
学
は
、
精
神
分
析
に
代
わ
る
自
身
の
神
経
症
の
治
療
法

と
し
て
の
側
面
も
あ
っ
た︵

11
︶。
で
は
、﹁
悪
魔
の
涎
﹂
は
、
作
者
の
ど
の
よ
う

な
記
憶
か
ら
生
ま
れ
た
夢
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
﹁
は
じ
め
に
﹂で
述
べ
た
よ
う
に
、そ
れ
は
作
者
の
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ

ク
ス
や
去
勢
不
安
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ミ
シ
ェ
ル
が
盗
み
撮
り
し
た
母
子
に
も

似
た
カ
ッ
プ
ル
に
幼
児
の
近
親
相
姦
的
な
欲
望
を
、
動
き
出
し
た
写
真
が
暴
露

す
る
事
実
│
│
女
を
餌
に
少
年
を
お
び
き
寄
せ
よ
う
と
す
る
、
道
化
の
よ
う
に

白
い
顔
を
し
た
ホ
モ
セ
ク
シ
ャ
ル
の
無
気
味
な
男
の
企
み
│
│
に
、
父
に
よ
る

去
勢
の
脅
し
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
ミ
シ
ェ
ル
が
自
身
の
少
年
時
代

を
投
影
し
な
が
ら
少
年
の
様
子
を
眺
め
、
結
果
的
に
二
度
に
わ
た
り
少
年
を

救
っ
た
こ
と
か
ら
、
少
年
を
彼
の
分
身
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
、
彼
が
少
年
を

逃
が
し
た
仕
返
し
に
、
写
真
の
中
の
無
気
味
な
男
に
襲
わ
れ
そ
う
に
な
る
こ
と

に
は
去
勢
不
安
が
見
て
取
れ
る
。さ
ら
に
こ
の
と
き
、語
り
手
と
し
て
の
ミ
シ
ェ

ル
が
﹁
硬
い
カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
﹂︵128

︶
と
言
う
こ
と

に
も
、
去
勢
の
イ
メ
ー
ジ
が
見
ら
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、﹁
悪
魔
の
涎
﹂

は
ま
ず
、
母
子
の
よ
う
な
カ
ッ
プ
ル
を
覗
き
見
し
た
こ
と
で
、
か
つ
て
抑
圧
し

た
は
ず
の
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
刺
激
さ
れ
た
主
人
公
が
、
そ
の

盗
み
撮
り
の
引
き
伸
ば
し
に
、
自
身
の
去
勢
不
安
を
再
体
験
す
る
物
語
と
い
う

こ
と
に
な
る︵

12
︶。
そ
し
て
、
主
人
公
が
し
た
こ
の
恐
ろ
し
い
経
験
こ
そ
、
幼

少
の
コ
ル
タ
サ
ル
が
し
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
彼
の
伝
記
的
事

実
か
ら
も
伺
え
る
。

　

コ
ル
タ
サ
ル
が
幼
少
の
頃
、
彼
の
父
は
家
族
を
残
し
て
失
踪
し
た
。
そ
の
た

め
残
さ
れ
た
家
族
は
叔
母
の
家
に
身
を
寄
せ
、
少
年
コ
ル
タ
サ
ル
は
母
、
妹
、

叔
母
、
祖
母
と
い
っ
た
女
性
た
ち
に
囲
ま
れ
て
育
つ
。
当
時
、
ラ
・
プ
ラ
タ
川

流
域
で
は
欧
米
の
ゴ
シ
ッ
ク
文
学
が
数
多
く
翻
訳
さ
れ
て
お
り
、
少
年
は
彼
女

た
ち
の
読
む
幻
想
文
学
に
大
き
な
影
響
を
受
け
る
。
こ
う
し
て
幼
少
の
頃
か
ら

コ
ル
タ
サ
ル
は
ロ
マ
ン
主
義
や
象
徴
主
義
の
作
品
に
親
し
み
、
そ
の
後
、
シ
ュ

ル
レ
ア
リ
ス
ム
や
精
神
分
析
理
論
の
影
響
を
受
け
、
独
自
の
幻
想
文
学
を
執
筆

す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
コ
ル
タ
サ
ル
は
幼
少
の
頃
か
ら
親
し
ん
だ
E
・
A
・

ポ
ー
の
主
要
な
作
品
の
翻
訳
を
手
が
け
る
と
い
う
重
要
な
仕
事
も
し
て
い
る
。

　

父
親
不
在
の
女
性
ば
か
り
の
家
庭
の
中
で
、
少
年
コ
ル
タ
サ
ル
は
母
と
の
濃

密
な
関
係
の
中
で
育
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
少
年
に
と
っ
て
心
地
よ
い
体
験

だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
同
時
に
そ
れ
は
少
年
に
罪
の
意
識
も
抱
か
せ

た
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
母
か
ら
の
愛
情
を
独
り
占
め
に
す
る
こ
と
は
、

本
来
は
父
が
享
受
す
る
は
ず
の
快
楽
を
横
取
り
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で

あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
振
る
舞
い
に
は
、
自
分
た
ち
を
捨
て
た
父
へ
の
復

讐
の
意
味
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
少
年
に
罪

の
意
識
を
抱
か
せ
た
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、﹁
悪
魔
の
涎
﹂
の
無
気
味
な

男
が
企
む
少
年
へ
の
性
的
虐
待
は
、
父
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
罪
の
意
識
に
対

す
る
罰
で
あ
る
。
ま
た
、
一
方
で
少
年
に
と
っ
て
不
在
の
父
は
、
単
に
憎
い
だ

け
で
な
く
、
思
慕
の
対
象
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
無
気
味
な
男
の
性
的

虐
待
の
企
み
は
、
父
に
愛
さ
れ
た
い
と
い
う
願
望
の
表
れ
と
も
言
え
る
。
つ
ま

り
、
少
年
が
無
気
味
な
男
の
餌
食
に
さ
れ
そ
う
に
な
る
こ
と
に
は
、
コ
ル
タ
サ
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ル
の
陽
性
と
陰
性
の
両
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
現
れ
て
い
る
。
こ

の
幼
少
期
の
複
雑
な
感
情
と
読
書
経
験
と
が
相
ま
っ
て
、
コ
ル
タ
サ
ル
は
﹁
悪

魔
の
涎
﹂
の
よ
う
な
幻
想
的
な
文
学
世
界
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
お
お
ま
か
で
あ
る
が
、
フ
ロ
イ
ト
の
理
論
に
従
い
、﹁
悪
魔
の
涎
﹂

の
エ
デ
ィ
プ
ス
的
な
側
面
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に
作
品
内
の
い
く
つ
か
の
細
部

に
つ
い
て
は
、
Ｊ
・
ラ
カ
ン
の
﹁
鏡
像
段
階
﹂
の
理
論
と
﹁
母
の
欲
望
﹂
と
い

う
概
念
か
ら
そ
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
。
ラ
カ
ン
に
よ
る
エ
デ
ィ
プ
ス
期
の

幼
児
の
理
解
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る︵

13
︶。

　

身
体
が
未
熟
な
ま
ま
生
ま
れ
る
幼
児
に
と
っ
て
そ
の
身
体
は
、
自
由
に
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
バ
ラ
バ
ラ
の
﹁
寸
断
さ
れ
た
身
体
﹂
と
し
て
あ
る
。
し
か

し
、
母
の
手
厚
い
庇
護
を
受
け
て
い
る
幼
児
に
と
っ
て
、
母
と
自
分
の
区
別
は

な
く
、
幼
児
は
そ
の
未
熟
さ
と
は
逆
に
、
非
常
に
満
た
さ
れ
た
状
態
に
あ
る
。

と
は
い
え
、
成
長
と
と
も
に
次
第
に
母
が
幼
児
を
か
ま
わ
な
く
な
る
と
、
幼
児

は
自
身
と
母
と
の
間
に
裂
け
目
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
母
に
は
欲
望
が
あ
り
、

そ
の
対
象
が
自
分
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
こ
で
幼
児
は
母
を
取
り
戻
す

べ
く
、
母
の
欲
望
の
対
象
に
な
っ
て
母
に
愛
さ
れ
よ
う
す
る
。
そ
の
と
き
母
の

微
笑
む
視
線
の
先
に
あ
る
自
ら
の
鏡
像
に
気
づ
い
た
幼
児
は
、
そ
れ
を
母
の
欲

望
の
対
象
と
見
な
し
、
こ
の
鏡
像
に
同
一
化
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ

が
幼
児
に
大
き
な
変
化
を
引
き
起
こ
す
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
鏡
像
は
幼
児
に
、

そ
の
身
体
の
成
熟
に
先
立
ち
、
ま
と
ま
っ
た
自
分
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
ら

す
か
ら
で
あ
る
。
ラ
カ
ン
は
生
後
半
年
か
ら
一
歳
半
ま
で
の
幼
児
と
鏡
像
の
間

に
こ
の
よ
う
な
関
係
が
構
築
さ
れ
る
時
期
を
﹁
鏡
像
段
階
﹂
と
呼
び
、
こ
の
鏡

像
に
自
我
の
原
基
と
そ
こ
に
潜
む
他
者
性
を
認
め
た
。

　

ま
た
こ
の
頃
は
、
ち
ょ
う
ど
幼
児
が
男
女
の
肉
体
上
の
違
い
に
気
づ
き
始
め

る
頃
で
も
あ
る
。
こ
れ
に
気
づ
い
た
幼
児
は
、
母
に
は
欠
け
た
も
の
が
あ
り
、

母
は
こ
れ
を
欲
望
し
て
い
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
幼
児
は
母
の
視

線
の
先
の
鏡
像
を
母
の
欠
け
た
お
ち
ん
ち
ん
と
見
な
し
、
そ
れ
に
同
一
化
す
る

こ
と
で
再
び
母
と
融
合
し
よ
う
と
す
る
︵﹁
フ
ァ
ル
ス
を
持
つ
母
﹂︶。
こ
う
し

て
幼
児
は
再
び
母
子
一
体
の
甘
美
な
楽
園
を
取
り
戻
す
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
す
で
に
語
る
主
体
で
あ
る
母
の
欲
望
の
対
象
は
、
視
覚
的
に
同
一
化
で
き

る
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
母
の
お
ち
ん
ち
ん
は
も
と
も
と
な
い
。
そ
の

た
め
、
母
の
欲
望
は
決
し
て
満
た
さ
れ
ず
、
そ
れ
は
際
限
の
な
い
も
の
と
し
て

幼
児
に
現
れ
る
。
こ
の
底
な
し
の
母
の
欲
望
を
前
に
し
た
幼
児
は
、
得
た
ば
か

り
の
鏡
像
＝
自
我
を
失
い
か
ね
な
い
危
機
的
に
陥
る
。
こ
の
よ
う
に
、
幼
児
に

と
っ
て
母
と
は
単
に
慈
悲
深
い
だ
け
で
な
く
、
恐
ろ
し
い
者
で
も
あ
る
。
つ
ま

り
、
去
勢
不
安
は
す
で
に
母
子
関
係
に
あ
る
。﹁
悪
魔
の
涎
﹂
で
は
女
が
フ
ィ

ル
ム
を
要
求
す
る
こ
と
や
、
実
は
彼
女
が
無
気
味
な
男
の
手
下
で
あ
っ
た
の
が

こ
れ
に
あ
た
る
。
ま
た
、
こ
の
相
反
す
る
母
の
二
つ
の
側
面
は
少
年
を
誘
惑
す

る
年
上
の
女
に
あ
る
性
的
魅
力
と
恐
ろ
し
さ
と
い
う
二
面
性
に
見
て
取
れ
る
。

　

で
は
一
体
何
が
、
幼
児
に
混
乱
を
も
た
ら
す
こ
の
双
数
関
係
に
終
止
符
を
打

つ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
去
勢
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
去
勢
を
、
男
児
が
そ
の

恐
怖
に
屈
し
て
母
へ
の
愛
情
を
断
念
す
る
こ
と
で
、
父
が
体
現
す
る
社
会
性
を

受
け
入
れ
て
い
く
過
程
と
考
え
た
。
そ
の
と
き
男
児
は
こ
の
去
勢
不
安
を
克
服

す
べ
く
、
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
抑
圧
す
る
。
一
方
、
ラ
カ
ン
は

去
勢
を
、
父
と
し
て
の
言
語
が
母
子
の
間
に
介
入
す
る
こ
と
で
母
の
お
ち
ん
ち

ん
と
し
て
の
子
が
そ
こ
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
と
し
た︵

14
︶。
だ
と
す
れ
ば
、
動

き
出
し
た
写
真
を
前
に
ミ
シ
ェ
ル
が
﹁
カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ

た
﹂
と
言
い
、
少
年
を
逃
が
し
た
仕
返
し
に
無
気
味
な
男
に
襲
わ
れ
る
の
は
、

ラ
カ
ン
の
去
勢
理
解
の
通
り
、
父
に
よ
り
母
の
お
ち
ん
ち
ん
と
し
て
の
幼
児
が

そ
こ
か
ら
切
断
さ
れ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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二
　『
欲
望
』
に
描
か
れ
る
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

　

次
に
、﹁
悪
魔
の
涎
﹂
に
見
ら
れ
た
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
表

象
が﹃
欲
望
﹄に
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
か
を
考
察
し
た
い
。﹃
欲
望
﹄

で
は
、
公
園
で
中
年
の
男
と
若
い
女
の
カ
ッ
プ
ル
を
盗
み
撮
り
し
た
ト
ー
マ
ス

︵
ピ
ー
ピ
ン
グ
・
ト
ム
︶
は
、
そ
の
写
真
を
取
り
返
し
に
ス
タ
ジ
オ
に
ま
で
や
っ

て
来
た
女
と
ベ
ッ
ド
を
共
に
し
そ
う
に
な
る
。
ま
た
、
中
年
の
男
は
、
ト
ー
マ

ス
に
背
格
好
が
似
た
第
三
の
男
│
│
喫
茶
店
で
ト
ー
マ
ス
と
ロ
ン
を
覗
く
青
年

│
│
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
。
そ
こ
で
ト
ー
マ
ス
を
子
、
第
三
の
男
を
彼
の
分
身
、

公
園
の
カ
ッ
プ
ル
を
父
母
と
す
る
な
ら
、
確
か
に
﹁
悪
魔
の
涎
﹂
に
は
、
父
を

殺
し
、
母
を
娶
る
と
い
う
男
児
の
欲
望
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
ト
ー
マ
ス
が
公
園
で
覗
く
カ
ッ
プ
ル
が
父
母
を
表
し
て
い
る
の

は
、﹁
悪
魔
の
涎
﹂
で
ミ
シ
ェ
ル
が
覗
き
見
る
カ
ッ
プ
ル
が
母
子
を
表
す
の
と

は
違
う
。
し
か
し
、﹃
欲
望
﹄
の
覗
き
の
場
面
が
、
幼
児
が
父
母
の
愛
し
合
う

様
子
を
覗
く
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
る
な
ら
、
こ
の
場
面
は
、
フ
ロ
イ
ト
が

﹁
あ
る
幼
児
期
神
経
症
の
病
歴
﹂︵
一
九
一
八
年
︶、
い
わ
ゆ
る
狼
男
の
症
例
で

論
じ
た
﹁
原
光
景
﹂
と
し
て
理
解
で
き
る
。

　

こ
の
原
光
景
と
は
、
両
親
の
寝
室
で
幼
児
が
覗
き
見
た
両
親
の
性
行
為
の
こ

と
で
あ
る
。
原
光
景
を
前
に
し
て
、
幼
児
は
当
初
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
は

分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
父
と
母
の
解
剖
学
的
違
い
に
気
づ
い
た
幼
児
が
そ
れ

を
原
光
景
の
記
憶
と
結
び
つ
け
た
と
き
、
寝
室
で
の
父
母
の
行
為
は
父
に
よ
る

母
へ
の
去
勢
の
現
場
と
し
て
理
解
さ
れ
直
す
。﹁
あ
る
幼
児
期
神
経
症
の
病
歴
﹂

で
フ
ロ
イ
ト
は
、
木
の
上
の
数
匹
の
白
い
狼
に
見
つ
め
ら
れ
る
と
い
う
狼
男
が

幼
少
の
頃
に
見
た
夢
の
分
析
を
通
し
、
彼
が
後
背
位
の
姿
で
性
交
す
る
両
親
を

見
た
と
考
え
た
。
そ
の
と
き
の
父
親
の
暴
力
的
な
行
為
と
、
傷
口
︵
女
性
器
︶

を
持
っ
た
母
親
の
満
足
げ
な
表
情
の
記
憶
が
、
父
と
母
の
解
剖
学
的
違
い
の
認

識
と
結
び
付
き
、
去
勢
が
現
実
味
あ
る
も
の
と
し
て
幼
少
の
狼
男
に
迫
っ
て
く

る
。
そ
の
た
め
狼
男
は
、﹁
お
ま
え
が
母
の
よ
う
に
父
か
ら
満
足
を
与
え
て
も

ら
う
に
は
、
お
ま
え
は
母
の
よ
う
に
去
勢
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
自
分

は
そ
の
よ
う
な
目
に
合
い
た
く
な
い
﹂︵

15
︶
と
い
う
葛
藤
に
苦
し
む
こ
と
に
な
り
、

こ
れ
が
彼
の
症
状
の
原
因
に
な
っ
た
と
フ
ロ
イ
ト
は
分
析
し
た
。

　
﹃
欲
望
﹄
に
お
い
て
も
、
カ
ッ
プ
ル
を
写
し
た
写
真
が
原
光
景
の
よ
う
に
恐

ろ
し
い
も
の
へ
と
変
化
す
る
。
最
初
ト
ー
マ
ス
は
そ
の
写
真
の
出
来
上
が
り
を

平
和
で
幸
せ
な
光
景
と
し
て
理
解
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
写
真
の
引
き
伸

ば
し
た
と
き
、
そ
の
光
景
は
ま
ず
殺
人
未
遂
の
現
場
と
し
て
、
次
い
で
殺
人
事

件
の
現
場
写
真
と
し
て
現
れ
る
。そ
し
て
、事
実
を
確
か
め
る
べ
く
公
園
に
戻
っ

た
ト
ー
マ
ス
は
実
際
に
死
体
と
遭
遇
す
る
。

　

ま
た
﹃
欲
望
﹄
で
は
、
原
光
景
に
お
い
て
満
足
げ
な
表
情
を
浮
か
べ
る
母
に

相
当
す
る
も
の
も
描
か
れ
て
い
る
。
死
体
を
発
見
し
た
ト
ー
マ
ス
は
、
こ
の
こ

と
を
知
ら
せ
に
友
人
の
画
家
と
そ
の
愛
人
の
カ
ッ
プ
ル
の
所
に
向
か
う
。
す
る

と
、
彼
ら
は
情
事
の
最
中
で
あ
っ
た
。
愛
人
は
そ
れ
を
見
つ
め
る
ト
ー
マ
ス
に

気
づ
く
。
彼
女
と
目
が
合
っ
た
ト
ー
マ
ス
は
そ
こ
を
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
が
、

彼
女
は
そ
れ
を
目
で
制
止
し
、
う
っ
と
り
と
し
た
表
情
を
浮
か
べ
る
。
彼
女
は

ト
ー
マ
ス
に
見
ら
れ
て
興
奮
し
て
い
る
。
ト
ー
マ
ス
は
思
わ
ず
目
を
逸
ら
す
と
、

彼
の
動
揺
を
表
わ
す
か
の
よ
う
に
、
彼
の
視
線
と
し
て
の
カ
メ
ラ
は
、
拡
大
し

た
写
真
の
肌
理
に
も
似
た
抽
象
表
現
主
義
風
の
絵
画
の
画
面
を
さ
迷
う
。

　

さ
ら
に
、
ト
ー
マ
ス
を
死
体
へ
と
導
い
た
も
の
が
謎
の
女
の
欲
望
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、﹃
欲
望
﹄
の
一
連
の
場
面
を
母
の
欲
望
と
い
う
視
点
か
ら
も
解
釈

で
き
る
。
底
な
し
の
母
の
欲
望
を
前
に
し
て
、
幼
児
の
鏡
像
へ
の
同
一
化
、
す

な
わ
ち
幼
児
が
母
の
お
ち
ん
ち
ん
で
あ
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
、

鏡
像
に
覆
わ
れ
て
い
た
未
熟
な
バ
ラ
バ
ラ
の
身
体
は
む
き
出
し
に
な
る
。﹃
欲
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望
﹄
で
も
ト
ー
マ
ス
は
、
謎
の
女
の
不
明
な
欲
望
に
導
か
れ
、
写
真
の
し
み
に

拳
銃
や
死
体
と
い
う
フ
ァ
リ
ッ
ク
な
も
の
を
認
め
、
ま
さ
に
聖
ト
ー
マ
ス
の
よ

う
に
公
園
で
実
際
に
生
々
し
い
死
体
に
触
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
写
真
に
浮

か
び
上
が
る
拳
銃
や
死
体
、
そ
し
て
公
園
の
死
体
に
は
、
幼
児
の
父
の
死
を
願

う
欲
望
と
そ
の
去
勢
不
安
が
重
ね
ら
れ
︵
圧
縮
さ
れ
︶
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ト
ー
マ
ス
が
覗
い
た
も
の
は
父
の
母
へ
の
去
勢
の
場
面
を

表
し
て
お
り
、
ミ
シ
ェ
ル
の
覗
い
た
も
の
が
表
わ
す
も
の
と
異
な
っ
て
い
る
が
、

両
者
と
も
エ
デ
ィ
プ
ス
期
の
幼
児
の
一
場
面
を
表
わ
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は

共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
後
、
両
作
品
と
も
主
人
公
へ
の
去
勢
が
描
か
れ

る
。
そ
の
き
っ
か
け
は
両
作
品
と
も
、
女
に
盗
み
撮
り
が
ば
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
と
き
、
両
主
人
公
の
立
場
は
、﹁
見
る
﹂
か
ら
﹁
見
返
さ
れ
る
﹂
へ
と
変

化
す
る
。
さ
ら
に
両
主
人
公
が
こ
の
光
景
を
も
う
一
度
、
今
度
は
そ
れ
を
写
真

で
見
る
と
き
、
写
真
は
映
画
の
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
に
主
人
公
の
去
勢
不
安
と

し
て
の
無
気
味
な
も
の
が
浮
か
び
上
が
る
。

　
﹁
悪
魔
の
涎
﹂
で
は
、
当
初
ミ
シ
ェ
ル
は
、
年
齢
の
不
釣
合
い
な
カ
ッ
プ
ル

の
覗
き
見
を
楽
し
ん
で
い
た
。し
か
し
、撮
影
に
気
づ
い
た
女
と
そ
こ
に
加
わ
っ

た
男
に
見
返
さ
れ
る
と
、
逃
げ
る
よ
う
に
そ
の
場
を
去
る
︵124-125
︶。
ま
た
、

動
き
出
し
た
写
真
を
前
に
し
て
、
無
気
味
な
男
の
恐
ろ
し
い
企
み
に
気
づ
い
た

ミ
シ
ェ
ル
が
思
わ
ず
声
を
上
げ
た
と
き
、
今
度
も
ミ
シ
ェ
ル
は
女
と
男
に
気
づ

か
れ
、
写
真
の
中
の
彼
ら
に
見
返
さ
れ
る
︵128

︶。

　
﹃
欲
望
﹄
で
も
同
様
で
あ
る
。
冒
頭
で
の
ト
ー
マ
ス
は
、﹁
見
る
﹂
と
い
う
こ

と
に
お
い
て
力
を
持
つ
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
フ
ァ
リ
ッ
ク
な
一
眼
レ
フ

や
未
現
像
の
フ
ィ
ル
ム
は
そ
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。
覗
き
見
が
ば
れ
て
女
に
見

返
さ
れ
、
喫
茶
店
で
青
年
に
覗
か
れ
る
頃
か
ら
次
第
に
雲
行
き
は
怪
し
く
な
る

も
の
の
、
そ
の
と
き
の
ト
ー
マ
ス
の
顔
に
ま
だ
不
安
は
な
い
。
し
か
し
、
写
真

を
現
像
し
て
か
ら
の
ト
ー
マ
ス
は
、
次
第
に
そ
の
力
を
失
っ
て
い
く
。
そ
こ
で

は
ト
ー
マ
ス
は
女
の
欲
望
を
探
る
べ
く
、
ま
ず
、
抱
き
合
う
二
人
の
写
真
を
二

枚
、引
き
伸
ば
す
。
す
る
と
一
方
の
写
真
の
中
の
女
の
視
線
の
先
に
、何
が
写
っ

て
い
る
の
か
が
分
ら
な
い
し
み
が
あ
る
。
そ
の
部
分
を
銀
粒
子
が
露
わ
に
な
る

ま
で
拡
大
し
て
み
る
が
、そ
れ
で
も
そ
れ
が
何
か
は
分
か
ら
な
い
。そ
こ
で
ト
ー

マ
ス
は
一
連
の
写
真
を
引
き
伸
ば
し
、
そ
の
中
に
し
み
の
拡
大
写
真
を
挿
入
す

る
。
そ
の
と
き
一
連
の
写
真
は
映
画
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
よ
う
に
な
り
、
撮
影

時
に
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
事
実
を
語
り
始
め
る
。
し
み
は
拳
銃
で
あ
っ
た
。

ト
ー
マ
ス
は
理
解
す
る
。﹁
あ
の
時
、
草
む
ら
に
は
第
三
の
男
が
お
り
、
女
は

彼
と
共
謀
し
て
中
年
の
紳
士
を
殺
害
し
よ
う
と
企
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
自
分

の
盗
み
撮
り
の
お
か
げ
で
、
殺
人
の
計
画
は
未
遂
に
終
わ
り
、
女
は
こ
の
こ
と

が
発
覚
す
る
の
を
恐
れ
て
、
フ
ィ
ル
ム
を
要
求
し
た
の
だ
﹂
と
。

　

こ
の
と
き
ま
だ
ト
ー
マ
ス
が
殺
人
を
防
い
だ
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
ミ
シ
ェ

ル
が
写
真
を
見
な
が
ら
、
自
分
の
し
た
こ
と
は
善
行
だ
っ
た
と
撮
影
時
を
回
想

す
る
と
こ
ろ
に
相
当
す
る
。
ま
た
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
よ
う
に
し
て
事
実
を
語

る
写
真
は
、﹁
悪
魔
の
涎
﹂
で
動
き
出
し
た
写
真
に
相
当
す
る
。

　
﹁
悪
魔
の
涎
﹂
で
は
、
ミ
シ
ェ
ル
は
カ
ッ
プ
ル
の
写
真
を
眺
め
な
が
ら
、
撮

影
時
に
彼
が
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
越
し
に
し
た
、
女
が
少
年
を
誘
惑
し
て
い
る
と
い

う
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
空
想
を
反
芻
し
、
結
局
自
分
の
盗
み
撮
り
は
、
少
年
に
女

か
ら
逃
げ
出
す
機
会
を
与
え
た
と
考
え
て
い
た
︵126

︶。
し
か
し
、
突
然
写
真

が
動
き
出
し
、
そ
れ
が
撮
影
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
た
出
来
事
を
再
現
し
始
め
た

と
き
、
写
真
は
彼
の
空
想
を
打
ち
砕
く
事
実
、
す
な
わ
ち
無
気
味
な
男
の
同
性

愛
的
な
企
み
を
暴
く
︵128

︶。

　
﹃
欲
望
﹄
で
も
、
写
真
は
主
人
公
の
思
い
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
。
一
つ
目

の
し
み
の
拡
大
の
後
、
ト
ー
マ
ス
は
別
の
写
真
に
も
し
み
を
見
つ
け
、
こ
れ
も

ま
た
銀
粒
子
が
露
わ
に
な
る
ま
で
拡
大
す
る
。
す
る
と
、
そ
こ
に
は
死
体
ら
し

き
も
の
が
写
っ
て
い
る
。
す
で
に
夜
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
を
確
か
め
る
べ



91

く
公
園
に
戻
る
。
す
る
と
、
な
ん
と
そ
こ
に
は
死
体
が
あ
る
。
ト
ー
マ
ス
は
恐

る
恐
る
死
体
に
触
れ
る
。
そ
の
と
き
、
誰
か
が
枝
を
踏
ん
だ
よ
う
な
物
音
が
す

る
。
彼
は
怯
え
た
表
情
で
あ
た
り
を
見
回
し
、
逃
げ
る
よ
う
に
し
て
そ
の
場
を

去
る
。
彼
の
視
線
は
も
は
や
何
物
も
支
配
し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
の
ト
ー
マ
ス

は
写
真
の
し
み
に
浮
か
ん
だ
拳
銃
や
死
体
に
囚
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、

し
み
の
ほ
う
が
彼
を
見
返
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
彼
が
な
ぜ
か
一
眼
レ
フ
を

持
っ
て
い
な
い
︵
ま
さ
に
去
勢
で
あ
る
︶
こ
と
が
、
彼
が
す
で
に
見
る
と
い
う

特
権
的
な
位
置
に
い
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
不
安
に
怯
え
る

ト
ー
マ
ス
に
画
家
の
愛
人
の
眼
差
し
が
追
い
打
ち
を
か
け
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
﹁
悪
魔
の
涎
﹂
と
﹃
欲
望
﹄
と
で
は
、
自
分
の
撮
影
が
犯
行

を
防
い
だ
と
回
想
す
る
場
面
と
写
真
が
映
画
の
よ
う
に
な
る
場
面
の
順
番
が
逆

に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
視
線
の
逆
転
や
写
真
が
映
画
の
よ
う
に
な
る
こ
と
で

去
勢
不
安
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
言
う
映

画
を
、
い
わ
ゆ
る
一
般
的
な
物
語
映
画
と
し
て
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

ま
ず
﹁
悪
魔
の
涎
﹂
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。
一
九
六
三
年
に
キ
ュ
ー
バ
で

し
た
講
演
で
コ
ル
タ
サ
ル
は
、
長
編
小
説
を
映
画
に
、
短
編
小
説
を
写
真
に
喩

え
る
こ
と
で
両
者
の
違
い
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
長
編
小
説
に
喩
え
ら
れ

る
映
画
と
は
、
い
わ
ゆ
る
一
般
の
長
編
物
語
映
画
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
喩
え

に
は
何
の
問
題
も
な
い
。
注
意
す
べ
き
は
短
編
小
説
の
場
合
で
あ
る
。
コ
ル
タ

サ
ル
は
そ
こ
で
、
カ
ル
チ
ェ
＝
ブ
レ
ッ
ソ
ン
や
ブ
ラ
ッ
サ
イ
の
写
真
を
取
り
上

げ
、
写
真
と
は
我
々
の
現
実
の
向
こ
う
の
さ
ら
に
大
き
な
現
実
を
動
的
ビ
ジ
ョ

ン
と
し
て
開
示
す
る
現
実
の
断
片
で
あ
る
と
す
る︵

16
︶。
だ
と
す
れ
ば
、﹁
悪
魔

の
涎
﹂
の
映
画
の
よ
う
に
動
き
出
す
写
真
と
は
こ
の
動
的
ビ
ジ
ョ
ン
の
こ
と
で

あ
り
、
こ
こ
で
言
う
映
画
を
一
般
の
長
編
物
語
映
画
と
し
て
理
解
し
て
は
な
ら

な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き
写
真
に
開
示
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
現
実
こ
そ
、
抑

圧
さ
れ
た
は
ず
の
作
家
自
身
の
去
勢
不
安
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
﹃
欲
望
﹄
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。
一
般
的
な
長
編
物
語
映
画
で
は
、

あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
方
針
の
も
と
、
映
像
の
断
片
が
組
み
合
わ
さ
れ
、
連

続
す
る
虚
構
の
時
間
・
空
間
が
構
築
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ト
ー
マ
ス
が
し
た
モ

ン
タ
ー
ジ
ュ
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
は
写
真
の
方
が

ト
ー
マ
ス
に
そ
の
並
べ
替
え
を
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
う
し
て
一
連
の
写
真

が
語
り
出
す
も
の
は
、﹁
悪
魔
の
涎
﹂
と
同
じ
く
、
撮
影
時
に
ト
ー
マ
ス
が
見

た
と
思
っ
て
い
る
も
の
を
打
ち
砕
く
よ
う
な
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
が
意
味
す
る

も
の
は
去
勢
不
安
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
は
、
虚
構
の

時
空
を
作
り
出
す
の
で
は
な
く
、
ま
る
で
精
神
分
析
の
よ
う
に
抑
圧
さ
れ
て
い

た
現
実
を
そ
の
し
み
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
こ
の
現
実
と
の
出
会
い
が
ト
ー

マ
ス
に
白
昼
夢
の
よ
う
な
体
験
を
も
た
ら
す
。
そ
う
し
て
露
わ
に
な
っ
た
現
実

は
、
そ
れ
が
そ
れ
ま
で
抑
圧
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、

非
現
実
の
よ
う
に
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
﹁
悪
魔
の
涎
﹂
で
も
﹃
欲
望
﹄
で
も
、
そ
の
写
真
は
映
画
の
よ

う
に
な
る
が
、
そ
こ
に
上
映
さ
れ
る
光
景
は
一
般
的
な
物
語
映
画
が
描
く
よ
う

な
虚
構
で
は
な
く
、
抑
圧
さ
れ
て
い
た
現
実
で
あ
り
、
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は

去
勢
不
安
で
あ
る
。コ
ル
タ
サ
ル
と
ア
ン
ト
ニ
オ
ー
ニ
は
共
に
、フ
ァ
イ
ン
ダ
ー

越
し
の
視
覚
︵
望
遠
鏡
、
遠
近
法
︶
と
写
真
の
視
覚
︵
印
画
紙
︶
を
対
立
さ
せ
、

前
者
を
意
識
、
後
者
を
無
意
識
の
場
と
し
た
う
え
で
、
映
画
の
よ
う
に
な
る
写

真
に
浮
か
び
上
が
る
無
気
味
な
も
の
と
し
て
、
主
人
公
の
去
勢
不
安
を
表
現
し

た
の
で
あ
る
。
加
え
て
﹃
欲
望
﹄
で
は
、
こ
れ
を
強
調
す
る
か
の
よ
う
に
、
写

真
の
引
き
伸
ば
し
の
場
面
を
中
心
に
し
て
、
男
性
性
の
誇
示
と
去
勢
不
安
、
去

勢
に
お
け
る
父
の
肯
定
的
な
役
割
の
様
々
な
表
象
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

男
性
性
の
誇
示
と
し
て
は
、
冒
頭
の
モ
デ
ル
の
撮
影
の
場
面
が
性
交
を
思
わ

せ
る
こ
と
や
、
ト
ー
マ
ス
が
謎
の
女
以
外
の
女
性
や
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
の

カ
ッ
プ
ル
に
対
し
て
軽
蔑
的
な
態
度
を
取
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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去
勢
不
安
と
し
て
は
、
モ
デ
ル
志
望
の
二
人
組
の
少
女
と
の
子
供
じ
み
た
乱

交
の
場
面
に
お
い
て
、
謎
の
女
が
フ
ィ
ル
ム
を
得
る
べ
く
身
を
差
し
出
す
と
き

は
巧
み
に
そ
の
乳
房
が
見
え
な
い
よ
う
に
撮
影
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ

こ
で
は
乳
首
だ
け
で
な
く
陰
部
ま
で
も
見
え
る
こ
と
、
こ
の
直
後
に
写
真
に
発

見
し
た
死
体
と
そ
の
と
き
の
ト
ー
マ
ス
の
姿
勢
が
一
致
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。ま
た
、夜
の
街
で
偶
然
見
か
け
た
謎
の
女
を
追
っ
て
紛
れ
込
ん
だ
コ
ン
サ
ー

ト
会
場
で
、
ギ
タ
リ
ス
ト
が
投
げ
つ
け
た
壊
れ
た
ギ
タ
ー
を
掴
ん
だ
ト
ー
マ
ス

が
、
そ
れ
を
他
の
観
客
か
ら
必
死
に
な
っ
て
守
っ
て
い
る
姿
は
、
ま
さ
に
去
勢

に
よ
り
傷
つ
い
た
お
ち
ん
ち
ん
を
守
ろ
う
と
す
る
哀
れ
な
幼
児
で
あ
る
。

　

去
勢
に
お
け
る
父
の
肯
定
的
な
役
割
が
表
れ
て
い
る
の
は
、
ト
ー
マ
ス
が
謎

の
女
と
寝
室
に
向
か
う
場
面
で
あ
る
。
フ
ィ
ル
ム
を
受
け
取
っ
た
女
は
ト
ー
マ

ス
に
キ
ス
し
、
二
人
は
寝
室
に
向
か
う
。
し
か
し
、
そ
の
と
き
公
園
の
近
く
の

骨
董
店
で
購
入
し
た
プ
ロ
ペ
ラ
が
配
達
さ
れ
、
彼
ら
の
気
分
に
水
を
差
す
。
こ

の
と
き
、
寝
室
の
入
り
口
で
立
ち
止
ま
っ
た
二
人
の
間
に
、
髭
を
生
や
し
た
男

の
絵
が
壁
に
掛
か
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
こ
の
構
図
は
ま
さ
に
エ
デ
ィ
プ
ス

の
三
角
形
で
あ
り
、
プ
ロ
ペ
ラ
は
母
子
の
間
に
割
っ
て
入
る
父
の
巨
大
な
フ
ァ

ル
ス
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
父
が
母
子
に
介
入
す
る
こ
と
で
、
近
親
相
姦
の
罪
を

犯
す
こ
と
か
ら
間
一
髪
で
子
を
救
い
出
し
た
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の

プ
ロ
ペ
ラ
は
、﹁
悪
魔
の
涎
﹂の
最
後
で
突
然
現
れ
て
無
気
味
な
男
か
ら
少
年︵
分

身
︶
と
ミ
シ
ェ
ル
を
救
う
鳥
に
相
当
す
る
︵128-129

︶。
両
作
品
と
も
空
か
ら

や
っ
て
き
た
も
の
が
主
人
公
を
ま
さ
に
悪
魔
の
涎
か
ら
救
う
の
で
あ
る
。

三
　『
欲
望
』
に
描
か
れ
る
去
勢
不
安
の
克
服

　

フ
ロ
イ
ト
が
言
う
よ
う
に
母
へ
の
エ
デ
ィ
プ
ス
的
欲
望
を
断
念
す
る
に
せ
よ
、

ラ
カ
ン
が
言
う
よ
う
に
母
の
フ
ァ
ル
ス
で
あ
る
こ
と
を
断
念
す
る
に
せ
よ
、
幼

児
は
去
勢
の
脅
し
に
直
面
す
る
こ
と
で
、
甘
美
で
あ
る
と
同
時
に
恐
ろ
し
く
も

あ
る
母
と
の
双
数
関
係
か
ら
抜
け
出
し
、
社
会
的
存
在
と
な
る
。﹁
悪
魔
の
涎
﹂

で
は
主
人
公
が
カ
メ
ラ
に
な
る
と
い
う
形
で
、
子
が
母
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
こ

と
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
で
は
﹃
欲
望
﹄
に
も
、
主
人
公
の
去
勢
不
安
の
克
服

は
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
前
も
っ
て
幼
児
の
性
理
解
の
特
殊
性
を
確
認

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
の
﹁
解
剖
学
的
な
性
の
差
別
の
心
的
帰
結

の
二
、三
に
つ
い
て
﹂︵
一
九
二
五
年
︶
を
見
よ
う︵

17
︶。
こ
の
論
文
で
フ
ロ
イ

ト
は
、
男
女
の
解
剖
学
的
差
異
に
気
づ
い
た
幼
い
男
児
と
女
児
が
、
こ
れ
を
前

に
し
て
ど
の
よ
う
に
自
分
を
位
置
づ
け
る
か
に
つ
い
て
考
察
し
、
男
児
と
女
児

の
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
非
対
称
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の

と
き
前
提
と
な
る
の
が
、
幼
児
に
と
っ
て
性
器
は
お
ち
ん
ち
ん
し
か
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
男
性
器
が
目
立
つ
形
を
し
て
い
る
の
に
対
し
、
女
性
器
は
奥

ま
っ
て
い
て
見
る
こ
と
が
難
し
い
。
そ
れ
ゆ
え
男
女
の
解
剖
学
的
差
異
に
気
づ

い
た
男
児
は
、
母
や
女
の
子
の
お
ち
ん
ち
ん
は
切
り
取
ら
れ
た
と
考
え
る
よ
う

に
な
る
。
そ
し
て
、
父
に
逆
ら
え
ば
、
自
分
も
ま
た
、
女
の
よ
う
に
お
ち
ん
ち

ん
を
切
り
取
ら
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
去
勢
不
安
を
抱
く
。
こ
の

不
安
が
母
を
自
分
の
も
の
に
す
る
と
い
う
男
児
の
欲
望
を
粉
砕
し
、
同
時
に
男

児
は
、
自
ら
の
男
性
器
を
誇
り
、
女
を
去
勢
さ
れ
た
者
と
し
て
軽
蔑
す
る
よ
う

に
な
る
。

　

フ
ロ
イ
ト
が
言
う
よ
う
に
、
も
し
幼
児
に
と
っ
て
性
器
が
お
ち
ん
ち
ん
し
か

な
く
、
女
が
男
か
ら
お
ち
ん
ち
ん
を
取
っ
た
者
で
あ
る
な
ら
、
女
と
は
も
と
も

と
男
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
幼
児
の
性
理
解
に
お
い
て

女
と
は
劣
っ
た
男
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
男
女
と
は
﹁
同
種
の
差
異
﹂
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
性
に
お
い
て
男
女
は
相
容
れ
な
い
﹁
対
立
す
る
異
種
﹂

で
あ
る
。
幼
児
が
そ
の
よ
う
な
性
差
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
母
は
お
ち
ん
ち
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ん
を
切
り
取
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
別
の
性
器
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
女
性
器
は
奥
ま
っ
て
い
て
見
る
こ
と
が
難
し
く
、

そ
し
て
、
い
っ
た
ん
性
器
が
お
ち
ん
ち
ん
一
つ
し
か
な
い
と
な
れ
ば
、
そ
の
後
、

女
性
器
を
見
て
も
、
狼
男
が
し
た
よ
う
に
幼
児
は
そ
れ
を
お
ち
ん
ち
ん
の
切
除

の
跡
と
し
て
理
解
す
る
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
幼
児
が
視
覚
的
に
性
差
を

理
解
す
る
こ
と
は
理
屈
上
あ
り
得
な
い
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
幼
児
は
女
に
は

お
ち
ん
ち
ん
が
そ
も
そ
も
な
い
こ
と
を
理
解
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ラ
カ
ン
に
よ
る
去
勢
の
理
解
で
は
、
母
子
の
間
に
父
な
る
言
語
が
入
り
込
む

こ
と
で
両
者
の
間
に
切
れ
目
が
入
れ
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
幼
児
の
性
理
解
は
、

ま
さ
に
言
語
に
よ
っ
て
変
質
す
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
。

　

視
覚
中
心
の
幼
児
に
と
っ
て
、男
は
お
ち
ん
ち
ん
が
あ
る
分
、女
よ
り
も
勝
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
男
と
女
と
い
う
記
号
は
、
そ
れ
自
体
に
は
優
劣
は
な
く
、

対
等
で
相
容
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
幼
児
が
こ
の
男
女
と
い
う
言
葉
を
知
っ
た

と
き
、
見
た
目
に
お
い
て
優
劣
の
あ
っ
た
男
女
は
、
こ
の
対
立
す
る
記
号
の
元

で
対
等
な
異
種
と
し
て
位
置
づ
け
し
直
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
女
は
お
ち
ん
ち

ん
を
切
ら
れ
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
再
び
持
つ
こ
と
も
あ
り
え
な
い
も
の
と
な

る
。こ
れ
が
幼
児
に
母
の
お
ち
ん
ち
ん
で
あ
る
こ
と
を
断
念
さ
せ
る
。し
た
が
っ

て
、
子
が
母
の
お
ち
ん
ち
ん
で
あ
る
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
の
は
、
対
立
す
る

男
女
と
い
う
一
組
の
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
対
立
す
る
語
と
し
て
の
言
語
を
幼
児
が
学
ぶ
典
型
的
な
場
面
と

し
て
、し
ば
し
ば
ラ
カ
ン
が
取
り
上
げ
る
の
が﹁
快
感
原
則
の
彼
岸
﹂︵
一
九
二
三

年
︶
に
登
場
す
る
フ
ロ
イ
ト
の
孫
の
糸
巻
遊
び
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
糸
巻
の
出

現
と
そ
の
消
失
と
い
う
二
つ
の
場
面
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
れ
を
視
覚
的
に
見

れ
ば
、
糸
巻
の
投
擲
は
幼
児
に
﹁
糸
巻
が
欠
け
て
い
る
︵
ど
こ
か
に
あ
る
︶﹂

と
い
う
印
象
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
糸
巻
が
あ
る
状
態
は
そ
れ
が

欠
け
た
状
態
よ
り
も
優
位
な
も
の
と
し
て
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
遊
び
の
中
で

幼
児
が
糸
巻
を
投
擲
し
た
と
き
に
﹁
オ
ー
︵Fort

＝
な
い
︶﹂、
そ
れ
を
引
き
寄

せ
た
と
き
に
﹁
ダ
ー
︵D

a

＝
あ
る
︶﹂
と
叫
ぶ
と
き
、
二
つ
の
対
等
な
語
の
も

と
で
、
二
つ
の
状
況
は
対
等
な
も
の
と
な
る
。
こ
う
し
て
最
初
は
視
覚
的
な
欠

如
感
に
与
え
ら
れ
た
﹁
な
い
﹂
と
い
う
語
は
、﹁
ど
こ
に
も
な
い
﹂﹁
あ
り
え
な

い
﹂﹁
そ
も
そ
も
な
い
﹂
と
い
う
不
可
能
を
も
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
︵18

︶。

　
﹃
欲
望
﹄
の
最
後
の
パ
ン
ト
マ
イ
ム
の
テ
ニ
ス
の
場
面
は
、
ま
さ
に
こ
の
糸

巻
遊
び
で
あ
る︵

19
︶。
画
家
の
家
か
ら
ス
タ
ジ
オ
に
戻
っ
た
ト
ー
マ
ス
は
、
よ

う
や
く
ス
タ
ジ
オ
の
異
変
に
気
づ
く
。
公
園
に
行
っ
た
隙
に
何
者
か
に
よ
っ
て

ス
タ
ジ
オ
は
荒
ら
さ
れ
、
写
真
や
ネ
ガ
は
盗
ま
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
情
事
を
終

え
た
画
家
の
愛
人
が
や
っ
て
来
る
。
ト
ー
マ
ス
は
た
だ
一
枚
残
さ
れ
た
写
真
を

彼
女
に
見
せ
る
。
そ
れ
は
死
体
と
思
わ
れ
る
し
み
の
拡
大
写
真
で
あ
っ
た
。
だ

が
、
彼
女
に
は
そ
れ
が
恋
人
の
描
く
抽
象
表
現
主
義
風
の
絵
の
よ
う
に
し
か
見

え
な
い
。
翌
朝
、
ト
ー
マ
ス
は
死
体
を
写
真
に
撮
る
べ
く
公
園
に
向
か
う
。
し

か
し
、
死
体
は
跡
形
も
な
く
消
え
去
っ
て
い
た
。
ト
ー
マ
ス
が
呆
然
と
し
て
い

る
と
、
そ
こ
に
ジ
ー
プ
に
乗
っ
た
道
化
の
扮
装
を
し
た
学
生
た
ち
が
現
れ
、
そ

の
う
ち
の
一
組
の
カ
ッ
プ
ル
が
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
で
パ
ン
ト
マ
イ
ム
の
テ
ニ
ス
を

し
始
め
る
。
そ
の
様
子
を
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
ト
ー
マ
ス
が
眺
め
て
い
る

と
、
彼
の
頭
上
を
空
想
の
ボ
ー
ル
が
飛
び
越
え
る
。
道
化
の
女
は
ト
ー
マ
ス
に

そ
れ
を
拾
っ
て
く
る
よ
う
に
促
す
。
ト
ー
マ
ス
は
戸
惑
い
な
が
ら
も
彼
女
に
従

い
、
見
え
な
い
ボ
ー
ル
を
拾
っ
て
投
げ
返
す
身
振
り
を
す
る
。
す
る
と
、
ト
ー

マ
ス
の
耳
に
存
在
し
な
い
は
ず
の
ボ
ー
ル
の
音
が
響
い
て
く
る
。

　

パ
ン
ト
マ
イ
ム
で
は
ボ
ー
ル
が
な
く
て
も
ゲ
ー
ム
が
で
き
る
よ
う
に
、
死
体

が
な
く
て
も
一
連
の
体
験
は
で
き
る
こ
と
を
ト
ー
マ
ス
は
理
解
し
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
と
き
死
体
は
母
の
お
ち
ん
ち
ん
の
よ
う
に
、
ど
こ
か
に
あ
る
も
の
︵
写
真

に
撮
れ
る
も
の
︶
か
ら
、
ど
こ
に
も
な
い
も
の
︵
撮
れ
な
い
も
の
︶
へ
と
変
化

す
る
。
し
た
が
っ
て
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の
場
面
は
、
幼
児
が
去
勢
を
受
け
入
れ
た
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こ
と
を
表
し
て
い
る
。
そ
こ
で
パ
ン
ト
マ
イ
ム
の
テ
ニ
ス
を
す
る
道
化
の
カ
ッ

プ
ル
は
家
庭
内
の
父
母
で
あ
り
、
彼
ら
の
風
貌
に
は
﹁
悪
魔
の
涎
﹂
の
無
気
味

な
男
の
道
化
の
よ
う
な
白
い
顔
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
ま
た
、
テ
ニ
ス
コ
ー

ト
が
家
庭
で
あ
る
な
ら
、
フ
ェ
ン
ス
を
囲
む
ほ
か
の
道
化
た
ち
は
社
会
、
ト
ー

マ
ス
は
そ
の
狭
間
に
い
る
幼
児
で
あ
り
、
母
親
と
し
て
の
道
化
の
女
に
促
さ
れ
、

見
え
な
い
ボ
ー
ル
を
追
い
か
け
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
か
ら
離
れ
る
の
は
、
視
覚
中
心

の
母
と
の
世
界
か
ら
、
言
語
が
支
配
す
る
父
の
世
界
へ
と
旅
立
と
う
と
し
て
い

る
幼
児
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
と
き
ボ
ー
ル
を
拾
い
、
そ
れ
を

投
げ
返
し
た
後
の
ト
ー
マ
ス
の
ア
ッ
プ
の
映
像
に
、
聞
こ
え
な
い
は
ず
の
ラ

リ
ー
の
音
が
響
い
て
く
る
の
は
、
ま
さ
に
幼
児
が
言
語
を
得
て
ど
こ
に
も
な
い

も
の
を
見
る
力
を
得
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
あ
と
に
続
く

シ
ョ
ッ
ト
も
去
勢
の
受
け
入
れ
を
表
し
て
い
る
。

　

こ
の
ア
ッ
プ
の
後
、
画
面
は
ト
ー
マ
ス
を
上
空
か
ら
映
し
た
シ
ョ
ッ
ト
へ
と

切
り
替
わ
る
。
す
る
と
、
ト
ー
マ
ス
は
緑
色
の
長
方
形
の
中
の
小
さ
な
黒
い
し

み
に
な
り
、
し
ば
ら
く
し
て
そ
の
し
み
は
そ
こ
か
ら
消
え
、
代
わ
り
に
黒
い
エ

ン
ド
の
文
字
が
浮
か
ぶ
。
ト
ー
マ
ス
に
と
っ
て
写
真
の
し
み
は
、
見
返
す
よ
う

に
し
て
彼
を
死
体
へ
と
導
い
た
も
の
で
、
彼
の
去
勢
不
安
を
表
す
も
の
で
あ
っ

た
。
も
し
、
緑
の
長
方
形
の
中
の
ト
ー
マ
ス
が
彼
の
撮
っ
た
写
真
に
浮
か
ん
だ

し
み
で
、
ト
ー
マ
ス
が
消
え
た
こ
と
が
写
真
か
ら
し
み
が
消
え
た
こ
と
を
意
味

す
る
な
ら
、
こ
の
こ
と
は
見
る
者
を
見
返
す
不
安
の
眼
差
し
と
し
て
の
去
勢
の

恐
怖
が
抑
圧
さ
れ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
﹁
悪
魔
の
涎
﹂
に
お
い
て
も
、
写
真
の
し
み
に
つ
い
て
の
さ
り
げ

な
い
記
述
が
あ
る
。
ミ
シ
ェ
ル
は
は
じ
め
そ
れ
に
違
和
感
を
覚
え
た
も
の
の
、

あ
ま
り
気
に
し
て
い
な
か
っ
た
︵125

︶。
し
か
し
、
そ
れ
は
﹃
欲
望
﹄
と
同
様
、

不
吉
な
出
来
事
の
予
兆
だ
っ
た
。
そ
の
写
真
の
画
像
が
映
画
の
よ
う
に
動
き
出

す
と
き
、
女
と
少
年
の
様
子
か
ら
無
気
味
な
男
の
企
み
が
明
ら
か
に
な
る
。
ミ

シ
ェ
ル
は
声
を
上
げ
る
。
す
る
と
カ
メ
ラ
は
前
進
し
、
し
み
は
画
面
か
ら
外
れ

る
︵128

︶。
女
は
驚
い
て
ミ
シ
ェ
ル
を
見
る
。
次
に
写
真
は
、
美
し
く
な
い
と

い
う
理
由
で
フ
レ
ー
ム
か
ら
外
し
た
は
ず
の
無
気
味
な
男
の
乗
っ
た
車
の
方
を

大
き
く
映
し
出
す
。す
る
と
、男
は
ポ
ッ
カ
リ
と
黒
い
穴
の
開
い
た
目
で
ミ
シ
ェ

ル
を
睨
み
つ
け
て
い
る
。
絶
体
絶
命
の
そ
の
と
き
、
巨
大
な
鳥
が
画
面
を
か
す

め
、
そ
の
隙
に
今
度
も
少
年
は
逃
げ
出
す
こ
と
に
成
功
す
る
。
一
方
、
企
み
を

邪
魔
さ
れ
た
男
は
、
怒
り
に
震
え
な
が
ら
手
を
突
き
出
し
、
そ
の
影
で
画
面
を

覆
っ
て
し
ま
う
。
ミ
シ
ェ
ル
は
思
わ
ず
目
を
閉
じ
、
ま
る
で
子
供
の
よ
う
に
泣

き
じ
ゃ
く
る
。
ふ
と
目
を
上
げ
る
と
写
真
は
青
空
に
な
っ
て
い
た
︵129

︶。

　

こ
の
よ
う
に
﹁
悪
魔
の
涎
﹂
の
写
真
の
し
み
も
、
写
真
の
光
景
の
主
観
的
な

理
解
を
乱
す
も
の
で
あ
り
、
主
人
公
を
恐
ろ
し
い
現
実
へ
と
導
く
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、﹁
悪
魔
の
涎
﹂
で
最
終
的
に
写
真
が
映
し
出
す
青
い
空
が
、
し
み
と
し

て
の
ト
ー
マ
ス
が
消
え
た
緑
色
の
画
面
に
対
応
す
る
と
す
れ
ば
、
青
色
の
空
の

写
真
も
一
面
の
緑
の
芝
生
の
画
面
も
、
去
勢
を
受
け
入
れ
た
後
の
静
け
さ
を
表

し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
対
応
に
お
い
て
、
写
真
を
眺
め
る
ミ
シ
ェ
ル
の

位
置
に
い
る
の
は
ト
ー
マ
ス
で
な
く
我
々
鑑
賞
者
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
に
よ
り
、

写
真
を
見
る
こ
と
で
生
じ
た
ミ
シ
ェ
ル
と
ト
ー
マ
ス
の
視
覚
の
変
容
、
す
な
わ

ち
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
越
し
の
視
覚
か
ら
印
画
紙
の
視
覚
へ
の
視
覚
の
変
容
は
、
よ

り
直
接
的
に
我
々
自
身
の
そ
れ
と
し
て
経
験
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

四
　
お
わ
り
に

　

単
に
﹁
悪
魔
の
涎
﹂
と
﹃
欲
望
﹄
を
比
較
す
る
だ
け
な
ら
、
両
者
は
違
い
ば

か
り
が
目
立
ち
、
あ
ま
り
関
係
が
な
い
よ
う
に
思
え
る
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、

本
論
が
試
み
た
よ
う
に
精
神
分
析
理
論
を
介
し
て
両
作
品
を
見
る
と
き
、
両
者

の
細
部
に
は
多
く
の
対
応
関
係
が
あ
り
、
た
と
え
そ
こ
に
ず
れ
が
あ
っ
て
も
、
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︵
1
︶ Julio C

ortázar, “Las babas del diablo, ” Las arm
as secretas, Sudam

ericana, 
1959. E

dición de Susana Jakfalvi, C
átedra, 2012

︵﹃
秘
密
の
武
器
﹄
木
村

榮
一
訳
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
一
年
︶. 

以
下
本
論
で
は
、
言
及
す
る
箇
所

の
原
文
対
応
箇
所
を
本
文
中
に
括
弧
で
示
す
。

︵
2
︶ 

こ
の
名
前
は
シ
ナ
リ
オ
︵M

ichelangelo A
ntonioni, B

low
-U

p, M
odern 

Film
 Scripts, Sim

on and Schuster, 1971.

︶に
の
み
登
場
す
る
。
な
お
、﹃
欲

望
﹄
で
名
前
が
呼
ば
れ
る
の
は
、
編
集
者
の
ロ
ン
や
画
家
の
ビ
ル
ら
、
ト
ー
マ

ス
と
関
わ
る
女
性︵
母
的
人
物
︶の
所
有
者
的
人
物︵
父
的
人
物
︶の
み
で
あ
る
。

︵
3
︶ P

eter B
runette, T

he F
ilm

s of M
ichelangelo A

ntonioni, C
am

bridge 
U

niversity Press, 1998, p. 108; Seym
our C

hatm
an, A

ntonioni, or, the 
Surface of the W

orld, U
niversity C

alifornia Press, 1985, pp. 139-140. 

︵
4
︶ Q

uoted and trans. by R
oy H

uss, “Introduction, ” Focus on B
low

-U
p, ed. 

by R
oy H

uss, Prentice-H
all, 1971, p. 5. 

︵
5
︶ C

f. D
avid I. G

rossvogel, “B
low

-U
p: T

h
e F

orm
s of an E

sth
etic 

Itinerary, ” D
iacritics, N

o. 3, Johns H
opkins U

niversity Press, 1 972.

︵
6
︶ C

f. T
erry J. P

eavler, “B
low

-U
p: A

 R
econsideration of A

ntonioni ’s 
Infidelity to C

ortázar, ” PM
LA

, Vol. 94, 1979, pp. 889-890.

︵
7
︶ 

ま
た
、﹃
欲
望
﹄
の
写
真
、
孔
雀
の
羽
、
抽
象
画
、
ジ
ャ
ズ
、
分
身
、
見
て
い

た
物
に
入
り
込
む
主
人
公
は
、他
の
コ
ル
タ
サ
ル
作
品
と
の
共
通
点
で
も
あ
る
。

︵
8
︶ Sigm

und F
reud, “D

as U
nheim

liche ”, G
esam

m
elte W

erke B
d. X

II, 
H

rsg. von A
nna Freud, Im

ago, 1940. Fischer, 1999, S. 238-246

︵﹁
無
気

味
な
も
の
﹂
高
橋
義
孝
訳
、﹃
フ
ロ
イ
ト
著
作
集
3
﹄
人
文
書
院
、一
九
六
九
年
︶.

︵
9
︶ 
幼
児
期
に
お
け
る
ペ
ニ
ス
と
言
語
獲
得
後
の
ペ
ニ
ス
を
区
別
す
る
た
め
、
本
論

で
は
﹁
お
ち
ん
ち
ん
﹂
と
﹁
男
性
器
﹂
の
語
を
区
別
し
て
用
い
る
。

︵
10
︶ 

た
と
え
ば
、Jacob A

. A
rlow

は“T
he R

evenge M
otive in the P

rim
al 

Scene ” 

︵Journal of the A
m

erican Psychoanalytic A
ssociation, Vol 28, 

そ
れ
ら
の
根
底
に
は
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
め
ぐ
る
幼
児
の
ド
ラ

マ
が
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
両
作
品
の
関
係
は
、
い
わ
ば
同
じ

無
意
識
の
内
容
か
ら
生
ま
れ
た
別
の
夢
、
も
し
く
は
別
の
人
が
見
た
同
じ
夢
で

あ
り
、
症
状
の
反
復
と
し
て
も
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
こ
の
反
復

は
単
な
る
繰
り
返
し
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
両
作
品
に
エ
デ
ィ
プ
ス
の
テ
ー

マ
が
あ
る
の
が
明
ら
か
に
な
る
と
き
、﹃
欲
望
﹄
に
お
い
て
探
偵
物
の
形
式
が

採
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
テ
ー
マ
に
相
応
し
い
変
更
だ
っ
た
と
こ
と
に
気

づ
く
︵
し
ば
し
ば
﹃
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
﹄
は
最
古
の
探
偵
物
と
さ
れ
る
︶。
ま
た
、

映
画
の
よ
う
に
動
き
出
す
写
真
の
代
わ
り
に
、﹃
欲
望
﹄
で
用
い
ら
れ
た
写
真

の
並
べ
替
え
と
そ
の
し
み
の
拡
大
は
、
写
真
に
恐
ろ
し
い
も
の
を
浮
か
び
上
が

ら
せ
る
方
法
の
文
学
と
映
画
の
違
い
を
踏
ま
え
た
変
更
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

コ
ル
タ
サ
ル
の
写
真
と
映
画
の
理
解
に
忠
実
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
さ
り
げ

な
い
し
み
の
描
写
の
ア
ン
ト
ニ
オ
ー
ニ
独
自
の
解
釈
を
示
し
て
も
い
た
。
ま
た
、

パ
ン
ト
マ
イ
ム
の
テ
ニ
ス
の
場
面
に
は
、
フ
ロ
イ
ト
か
ら
ラ
カ
ン
へ
の
精
神
分

析
理
論
の
洞
察
の
深
ま
り
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
が
見
ら
れ
た︵

20
︶。

　
﹃
欲
望
﹄
は
、
多
く
の
人
々
が
そ
の
﹁
悪
魔
の
涎
﹂
へ
の
参
照
は
着
想
程
度

と
思
っ
た
ほ
ど
原
作
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
映
画
全
体
に
施

さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
変
更
や
追
加
に
、
ア
ン
ト
ニ
オ
ー
ニ
の
深
い
コ
ル
タ
サ
ル

理
解
が
認
め
ら
れ
る
。
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
翻
案
は
必
然
で
も
あ
っ
た
。
と

い
う
の
も
、﹁
悪
魔
の
涎
﹂
は
幻
想
的
な
内
容
を
実
験
的
な
語
り
口
で
語
る
文

学
な
ら
で
は
の
作
品
で
あ
る
た
め
、
そ
の
文
字
通
り
の
映
像
化
が
難
し
い
か
ら

で
あ
る
。﹃
欲
望
﹄
は
﹁
悪
魔
の
涎
﹂
の
大
胆
な
翻
案
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
む
し
ろ
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
テ
ー
マ
と
作
品
構
造
を
受
け

継
い
で
い
る
。
そ
し
て
﹃
欲
望
﹄
が
そ
の
よ
う
な
翻
案
た
り
え
た
の
は
、﹃
欲
望
﹄

も
ま
た
夢
の
構
造
を
持
っ
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
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1980

︶
で
﹃
欲
望
﹄
を
、
原
光
景
を
見
た
こ
と
で
生
じ
た
ト
ラ
ウ
マ
を
克
服
す

べ
く
、
写
真
で
そ
れ
を
も
う
一
度
見
よ
う
と
し
て
失
敗
す
る
窃
視
症
者
の
物
語

と
し
て
理
解
す
る
。
ま
たR

obert T. E
berw

ein

は“T
he M

aster T
ext of 

B
low

-U
p ” 

︵C
lose V

iew
in

g, ed. by P
eter L

eh
m

an, F
lorida State 

U
niversity Press, 1990

︶
で
﹃
欲
望
﹄
を
、
他
者
に
よ
っ
て
語
ら
れ
︵
支
配

さ
れ
︶
る
一
つ
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て
、
主
人
公
が
﹃
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
﹄

を
再
演
す
る
物
語
と
し
て
理
解
す
る
。

︵
11
︶ E

velyn P
icon G

arfield, Julio C
ortázar, F

rederick U
ngar, 1975 pp. 

22-23; Ilan Stavans, “Justice to Julio C
ortázar, ” Julio C

ortázar, ed. by  
H

arold B
loom

, C
helsea H

ouse, 2005, p. 199. 

︵
12
︶ C

f. R
ené Prieto, B

ody of W
riting, D

uke U
niversity Press, 2000, p.258; 

cf. C
ynthia Schm

idt-C
ruz, M

others Lovers, and O
thers, State U

niversity 
N

ew
 York Press, 2004, pp. 76-77.

︵
13
︶ 

ラ
カ
ン
の
﹁
鏡
像
段
階
理
論
﹂
と
﹁
母
の
欲
望
﹂
の
関
連
に
関
し
て
は
、
本
論

は
向
井
雅
明
﹃
ラ
カ
ン
対
ラ
カ
ン
﹄︵
金
剛
出
版
、
一
九
八
八
年
︶の
﹁
父
性

隠
喩
﹂
の
説
明
︵
五
五
│
六
八
頁
︶に
依
拠
し
た
。
ラ
カ
ン
﹁︿
わ
た
し
﹀の
機

能
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
の
鏡
像
段
階
﹂︵
宮
本
忠
雄
訳
、﹃
エ
ク
リ
Ⅰ
﹄
弘

文
堂
、
一
九
七
二
年
︶、
お
よ
び
、
ラ
カ
ン
﹃
無
意
識
の
形
成
物
﹄
上
︵
佐
々

木
孝
次
、
原
和
之
、
川
崎
惣
一
郎
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
︶も
参
照
。

︵
14
︶ 

Le Sém
inaire de Jacques Lacan, Livre V: Les Form

ations de l ’Inconscient 
1957-1958, texte établi par Jacques-A

lain M
iller, Seuil, 1998, ch. X

︵﹃
無
意
識
の
形
成
物
﹄
上
、
第
十
章
︶.

︵
15
︶ Sigm

und F
reud, “A

us der G
eschichte einer infantilen N

eurose ”, 
G

esam
m

elte W
erke B

d. X
II, S. 74

︵﹁
あ
る
幼
児
期
神
経
症
の
病
歴
﹂
小
此

木
啓
吾
訳
、﹃
フ
ロ
イ
ト
著
作
集
9
﹄
人
文
書
院
、
一
九
八
三
年
、
三
八
五
頁
︶.

︵
16
︶ 

フ
リ
オ
・
コ
ル
タ
サ
ル
﹁
短
編
小
説
の
諸
相
﹂、﹃
対
岸
﹄
寺
尾
隆
吉
訳
、
水
声

社
、
二
〇
一
四
年
、
一
五
〇
│
一
五
一
頁
。

︵
17
︶ Sigm

und F
reud, “E

inige psych
isch

e F
olgen des anatom

isch
en 

G
eschlechtsunterschieds ”, G

esam
m

elte W
erke B

d. X
IV, H

rsg. von 
A

nna Freud, Im
ago, 1948. Fischer, 1999

︵﹁
解
剖
学
的
な
性
の
差
別
の
心

的
帰
結
の
二
、三
に
つ
い
て
﹂
懸
田
克
躬
、
吉
村
博
次
訳
、﹃
フ
ロ
イ
ト
著
作
集

5
﹄
人
文
書
院
、
一
九
六
九
年
︶.

︵
18
︶ 

石
田
浩
之
は
﹃
負
の
ラ
カ
ン
﹄︵
誠
信
書
房
、一
九
九
二
年
︶
で
、ラ
カ
ン
の
﹁
精

神
分
析
に
お
け
る
言
語
と
言
語
活
動
の
機
能
と
領
野
﹂
に
あ
る
幼
児
の
糸
巻
遊

び
に
関
す
る
記
述
︵Lacan, É

crits, Seuil, 1966, pp. 318-320

︶を
、
想
像
的

な
無
さ
か
ら
象
徴
的
な
無
さ
へ
と
﹁
な
い
﹂
の
意
味
が
変
容
す
る
こ
と
を
論
じ

る
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
。
本
論
の
﹁
な
い
﹂
の
理
解
は
こ
れ
に
基
づ
く
。

︵
19
︶ D

aniel D
ervin

はThrough a Freudian Lens D
eeply ︵A

nalytic Press, 1985, 
p. 86

︶
で
、
道
化
の
女
が
ト
ー
マ
ス
に
し
た
ボ
ー
ル
を
拾
う
よ
う
に
頼
む
仕
草

に
、
原
光
景
の
目
撃
に
よ
り
危
機
に
陥
っ
た
母
子
関
係
が
修
復
︵
再
定
義
︶
さ

れ
る
の
を
認
め
、
註
で
こ
の
場
面
と
糸
巻
遊
び
と
の
類
似
を
指
摘
し
て
い
る
。

︵
20
︶ 

加
え
て
、
両
作
品
に
見
ら
れ
る
、
人
間
の
視
覚
と
そ
れ
を
見
返
す
よ
う
な
印
画

紙
の
視
覚
の
対
立
は
、
ラ
カ
ン
が
﹃
精
神
分
析
の
四
基
本
概
念
︵1964

︶﹄

︵
一
九
七
三
年
︶で
、
ゼ
ウ
ク
シ
ス
と
パ
ラ
シ
オ
ス
の
絵
の
腕
比
べ
の
物
語
や
、

互
い
に
逆
向
き
の
三
角
形
を
重
ね
た
図
を
用
い
て
説
明
を
試
み
る
﹁
目
と
眼
差

し
の
分
裂
﹂
と
重
な
る
。
両
作
品
が
示
す
こ
の
よ
う
な
映
像
理
解
は
、
メ
ッ
ツ

の
よ
う
な
鏡
像
段
階
理
論
を
用
い
て
同
一
化
を
論
じ
る
同
時
代
の
精
神
分
析
的

映
画
理
論
と
様
々
な
点
で
異
な
っ
て
い
る
。本
論
は
両
作
品
の
成
り
立
ち
か
ら
、

作
品
を
症
状
と
見
な
す
古
典
的
な
精
神
分
析
的
解
釈
を
試
み
た
が
、
こ
の
点
に

注
目
し
て
両
作
品
を
論
じ
る
こ
と
も
で
き
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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稿
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〇
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学
会
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部
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研
究
発
表
会
︵
二
〇
一
四
年
九
月
二
十
七
日
、

於
大
阪
大
学
︶
に
お
け
る
口
答
発
表
を
大
幅
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。


