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フ
ィ
リ
ッ
プ
・
デ
ュ
ボ
ワ
に
お
け
る
「
行
為
」

渡
邊
大
樹

Taiki W
ATAN

ABE

は
じ
め
に

　

本
稿
は
フ
ラ
ン
ス
の
映
像
研
究
者
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
デ
ュ
ボ
ワ
（Philippe D

ubois, 1952-

）
に
よ
る
一
九
九
〇
年
の
著
作
『
写
真
的
行

為
（L’A

cte photographique

）』
1

に
お
け
る
「
行
為
」
と
い
う
概
念
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
『
写
真
的
行
為
』
の
出
版
直
前
の

一
九
八
三
年
に
雑
誌『
カ
イ
エ
・
デ
ュ
・
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー（Les Cahiers de la Photographie

）』2

に
お
い
て
、次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

写
真
に
お
い
て
、
イ
メ
ー
ジ
を
作
る
行
為
の
外
側
で
イ
メ
ー
ジ
を
考
え
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
と
、
私
は
簡
単
に
述
べ

た
い
。
写
真
は
イ
メ
ー
ジ
（
技
術
や
行
為
の
産
物
、
行
為
や
ノ
ウ
ハ
ウ
の
結
果
、
完
成
さ
れ
た
物
体
と
し
て
囲
い
の
中
で
眺
め
る

だ
け
の
も
の
）
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
第
一
に
、
プ
ロ
セ
ス
中
の
現
実
の
象
徴
的
行
為
、
そ
の
状
況
を
考
慮
に
入
れ
ず
に
、
文
字

通
り
試
練
に
か
け
ず
に
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
行
為
」
は
、単
純
に
言
え
ば
、イ
メ
ー
ジ
の
実
際
の
生
成
（「
撮
影
」）

と
い
う
唯
一
の
身
振
り
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
受
容
と
鑑
賞
の
行
為
も
含
ま
れ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
（
バ
ル
ト

を
参
照
）。
し
た
が
っ
て
、
写
真
は
、
イ
メ
ー
ジ
の
経
験
と
し
て
、
そ
の
全
証
明
と
不
可
分
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
哲
学
的
に
言

え
ば
「
人
間
が
い
な
い
と
こ
ろ
で
」（
ア
ン
ド
レ
・
バ
ザ
ン
）
行
わ
れ
る
と
よ
く
言
わ
れ
る
こ
の
メ
デ
ィ
ア
が
、
実
は
存
在
論
的
に

ど
れ
だ
け
主
体
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
か
を
示
し
て
い
る

3

。

　

デ
ュ
ボ
ワ
は
写
真
を
、
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
と
は
考
え
ず
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
生
成
過
程
や
生
成
後
の
受
容
や

経
験
ま
で
も
含
ん
だ
も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
だ
と
述
べ
る
。
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
「
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム
」
は
写
真
を
鑑
賞
し
た
さ
い
に
あ

ら
わ
れ
る
、
鑑
賞
者
を
突
き
刺
す
よ
う
な
感
覚
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
鑑
賞
経
験
も
デ
ュ
ボ
ワ
の
主
張
す
る
「
行
為
」
に
含
ま
れ

る
だ
ろ
う
。
ア
ン
ド
レ
・
バ
ザ
ン
は
写
真
の
特
性
を「
自
動
生
成
」（「
人
間
が
い
な
い
と
こ
ろ
で
」）だ
と
し
た
が
、デ
ュ
ボ
ワ
は
写
真
を「
行

為
」
と
し
て
扱
う
こ
と
で
、
そ
の
主
体
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
を
こ
こ
で
は
指
摘
し
て
い
る
。

　

ま
た
同
じ
『
カ
イ
エ
・
デ
ュ
・
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
』
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
当
た
る
部
分
に
お
い
て
、
編
集
長
で
あ
る
ジ
ル
・

モ
ラ
は
、
写
真
的
行
為
を
「
制
作
行
為
に
お
い
て
写
真
家
に
生
じ
る
す
べ
て
の
条
件
、
仮
説
、
制
約
、
変
動
、
行
動
が
含
ま
れ
、
作
品
だ

け
が
そ
の
存
在
の
条
項
を
達
成
し
た
り
中
止
し
た
り
す
る
」
と
規
定
し
た
。
そ
し
て
写
真
と
そ
の
行
為
を
テ
ー
マ
に
す
る
に
あ
た
り
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

今
、
私
た
ち
が
興
味
を
持
っ
て
い
る
の
は
、（
中
略
）
伝
統
的
な
美
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
阻
む
か
の
よ
う
な
不
連
続
性
と
異
質
性
の
操

作
に
基
づ
い
て
、
写
真
的
行
為
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
機
能
を
、
今
度
は
美
的
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実
践
と
作
品
の
枠
組
み
の
中
で
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
成
功
で
き
る
。（
中
略
）
写
真
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
私
た

ち
は
制
作
者
側
に
切
り
替
わ
り
、「
写
真
は
構
成
さ
れ
た
美
学
の
中
で
何
を
変
え
る
の
か
」
と
「
写
真
体
験
の
特
異
性
と
そ
れ
に
関

わ
る
要
素
と
は
な
に
か
」
と
い
う
二
つ
の
問
い
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る

4

。

モ
ラ
は
、「
行
為
」
を
「
制
作
者
」
の
も
の
と
し
て
扱
っ
て
お
り
、
写
真
に
お
け
る
「
行
為
」
を
議
論
の
俎
上
に
載
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

写
真
そ
の
も
の
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
「
行
為
」
と
い
う
も
の
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

１　
写
真
の
特
性
と
し
て
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス

　
『
写
真
的
行
為
』に
お
い
て
デ
ュ
ボ
ワ
は
ま
ず
、チ
ャ
ー
ル
ズ
・
サ
ン
ダ
ー
ス
・
パ
ー
ス
の
記
号
論
的
分
類
で
あ
る
、「
イ
コ
ン
」「
シ
ン
ボ
ル
」

「
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
」
を
用
い
、
写
真
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
認
識
論
的
立
場
を
整
理
し
た
。
写
真
を
現
実
の
模
倣
的
複
製
だ
と
み
な
す
立

場
（
イ
コ
ン
）
と
全
て
の
写
真
イ
メ
ー
ジ
を
知
覚
的
に
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
し
て
分
析
す
る
立
場
（
シ
ン
ボ
ル
）
と
写
真

イ
メ
ー
ジ
が
指
し
示
し
て
い
る
と
い
う
経
験
と
そ
れ
を
基
礎
づ
け
る
行
為
と
が
不
可
分
に
な
る
と
い
う
立
場
（
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
）
と
い
う

こ
と
で
あ
る

5

。
そ
の
上
で
、「
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
」
に
着
目
し
、
そ
の
実
際
的
効
果
か
ら
分
析
を
試
み
る
。

　

デ
ュ
ボ
ワ
は
写
真
を
「
あ
る
行
為
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
何
よ
り
も
「
そ
れ
自
体
」
が
真
の
象
徴

的
行
為
で
あ
り
、
実
質
的
に
イ
メ
ー
ジ
・
ア
ク
ト
（im

age-act

）
6

」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
の
た
め
「
光
学
・
化
学
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ

て
得
ら
れ
る
視
覚
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
経
験
的
現
実
」
で
は
な
く
、「
理
論
的
な
装
置

7

」
と
し
て
写
真
を
分
析
す
る
。
つ
ま
り
、写
真
は
「
根

源
的
に
認
識
論
的
な
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
ま
れ
る
も
の
と
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
絶
対
的
に
特
異
で
、
記
号
、
時
間
、
空
間
、
現
実
、

対
象
、
存
在
と
制
作
に
特
定
の
関
係
を
導
入
す
る
よ
う
な
思
考
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

8

」
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
写
真
を
扱
う
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
写
真
に
つ
い
て
議
論
を
す
る
に
あ
た
り
、
デ
ュ
ボ
ワ
は
ア
ン
ド
レ
・
バ
ザ
ン
の
「
写
真
映
像
の
存
在
論
」
を
参
照
す
る
と

こ
ろ
か
ら
始
め
る
。
デ
ュ
ボ
ワ
は
そ
の
中
の
、
写
真
の
「
自
動
生
成

9

」
に
着
目
し
、
写
真
映
像
を
生
成
す
る
段
階
か
ら
議
論
を
始
め
る
。

写
真
映
像
は
、
三
次
元
空
間
内
の
離
れ
た
場
所
に
あ
る
光
源
が
発
し
た
り
、
反
射
し
た
り
し
た
光
を
、
ハ
ロ
ゲ
ン
化
銀
結
晶
に
よ
る
感
光

性
を
も
っ
た
二
次
元
の
支
持
体
の
上
に
固
定
し
た
痕
跡
と
し
て
現
れ
る
。
し
た
が
っ
て
写
真
と
は
、「
物
体
や
人
物
や
世
界
の
光
景
を
再

現
す
る
「
イ
メ
ー
ジ
」
で
あ
る
前
に
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
本
質
的
に
、
刻
印
、
形
跡
、
マ
ー
ク
、
貯
蔵
庫
の
秩
序
で
あ
る 

  10

」。
こ
の
よ

う
な
写
真
の
痕
跡
と
し
て
の
特
徴
に
は
、
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
一
つ
は
「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
刻
印
に
有
効 

  11

」
で
あ
る
側
面
と
、
も

う
一
つ
は
「
写
真
と
い
う
特
殊
な
刻
印
に
の
み
関
係
す
る
  12

」
側
面
で
あ
る
。
写
真
と
い
う
痕
跡
は
刻
印
の
種
類
に
か
か
わ
ら
ず
刻
む
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
写
真
の
痕
跡
の
残
し
方
は
写
真
特
有
の
も
の
で
あ
る
。

　

だ
が
デ
ュ
ボ
ワ
は
、
写
真
を
対
象
の
痕
跡
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
は
、
写
真
の
な
り
た
ち
に
つ
い
て
し
か
捉
え
て
お
ら
ず
、
そ
の
結
果

を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
と
主
張
す
る
  13

。
そ
し
て
こ
の
結
果
に
注
目
す
る
こ
と
が
、「
認
識
論
的
立
場
の
転
換
」
を
も
た
ら
し
、
そ
の

転
換
に
「
写
真
と
現
代
と
の
関
係
に
お
け
る
理
論
的
な
新
し
さ 

  14

」
が
あ
る
と
デ
ュ
ボ
ワ
は
主
張
す
る
。

　

痕
跡
と
し
て
の
写
真
が
存
在
す
る
た
め
に
は
、光
学
装
置
は
原
理
的
に
は
不
可
欠
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、痕
跡
で
あ
る
対
象
の
イ
メ
ー
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実
践
と
作
品
の
枠
組
み
の
中
で
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
成
功
で
き
る
。（
中
略
）
写
真
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
私
た

ち
は
制
作
者
側
に
切
り
替
わ
り
、「
写
真
は
構
成
さ
れ
た
美
学
の
中
で
何
を
変
え
る
の
か
」
と
「
写
真
体
験
の
特
異
性
と
そ
れ
に
関

わ
る
要
素
と
は
な
に
か
」
と
い
う
二
つ
の
問
い
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る

4

。

モ
ラ
は
、「
行
為
」
を
「
制
作
者
」
の
も
の
と
し
て
扱
っ
て
お
り
、
写
真
に
お
け
る
「
行
為
」
を
議
論
の
俎
上
に
載
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

写
真
そ
の
も
の
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
「
行
為
」
と
い
う
も
の
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

１　
写
真
の
特
性
と
し
て
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス

　
『
写
真
的
行
為
』に
お
い
て
デ
ュ
ボ
ワ
は
ま
ず
、チ
ャ
ー
ル
ズ
・
サ
ン
ダ
ー
ス
・
パ
ー
ス
の
記
号
論
的
分
類
で
あ
る
、「
イ
コ
ン
」「
シ
ン
ボ
ル
」

「
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
」
を
用
い
、
写
真
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
認
識
論
的
立
場
を
整
理
し
た
。
写
真
を
現
実
の
模
倣
的
複
製
だ
と
み
な
す
立

場
（
イ
コ
ン
）
と
全
て
の
写
真
イ
メ
ー
ジ
を
知
覚
的
に
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
し
て
分
析
す
る
立
場
（
シ
ン
ボ
ル
）
と
写
真

イ
メ
ー
ジ
が
指
し
示
し
て
い
る
と
い
う
経
験
と
そ
れ
を
基
礎
づ
け
る
行
為
と
が
不
可
分
に
な
る
と
い
う
立
場
（
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
）
と
い
う

こ
と
で
あ
る

5

。
そ
の
上
で
、「
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
」
に
着
目
し
、
そ
の
実
際
的
効
果
か
ら
分
析
を
試
み
る
。

　

デ
ュ
ボ
ワ
は
写
真
を
「
あ
る
行
為
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
何
よ
り
も
「
そ
れ
自
体
」
が
真
の
象
徴

的
行
為
で
あ
り
、
実
質
的
に
イ
メ
ー
ジ
・
ア
ク
ト
（im

age-act

）
6

」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
の
た
め
「
光
学
・
化
学
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ

て
得
ら
れ
る
視
覚
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
経
験
的
現
実
」
で
は
な
く
、「
理
論
的
な
装
置

7

」
と
し
て
写
真
を
分
析
す
る
。
つ
ま
り
、写
真
は
「
根

源
的
に
認
識
論
的
な
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
ま
れ
る
も
の
と
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
絶
対
的
に
特
異
で
、
記
号
、
時
間
、
空
間
、
現
実
、

対
象
、
存
在
と
制
作
に
特
定
の
関
係
を
導
入
す
る
よ
う
な
思
考
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

8

」
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
写
真
を
扱
う
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
写
真
に
つ
い
て
議
論
を
す
る
に
あ
た
り
、
デ
ュ
ボ
ワ
は
ア
ン
ド
レ
・
バ
ザ
ン
の
「
写
真
映
像
の
存
在
論
」
を
参
照
す
る
と

こ
ろ
か
ら
始
め
る
。
デ
ュ
ボ
ワ
は
そ
の
中
の
、
写
真
の
「
自
動
生
成

9

」
に
着
目
し
、
写
真
映
像
を
生
成
す
る
段
階
か
ら
議
論
を
始
め
る
。

写
真
映
像
は
、
三
次
元
空
間
内
の
離
れ
た
場
所
に
あ
る
光
源
が
発
し
た
り
、
反
射
し
た
り
し
た
光
を
、
ハ
ロ
ゲ
ン
化
銀
結
晶
に
よ
る
感
光

性
を
も
っ
た
二
次
元
の
支
持
体
の
上
に
固
定
し
た
痕
跡
と
し
て
現
れ
る
。
し
た
が
っ
て
写
真
と
は
、「
物
体
や
人
物
や
世
界
の
光
景
を
再

現
す
る
「
イ
メ
ー
ジ
」
で
あ
る
前
に
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
本
質
的
に
、
刻
印
、
形
跡
、
マ
ー
ク
、
貯
蔵
庫
の
秩
序
で
あ
る 

  10

」。
こ
の
よ

う
な
写
真
の
痕
跡
と
し
て
の
特
徴
に
は
、
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
一
つ
は
「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
刻
印
に
有
効 

  11

」
で
あ
る
側
面
と
、
も

う
一
つ
は
「
写
真
と
い
う
特
殊
な
刻
印
に
の
み
関
係
す
る
  12

」
側
面
で
あ
る
。
写
真
と
い
う
痕
跡
は
刻
印
の
種
類
に
か
か
わ
ら
ず
刻
む
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
写
真
の
痕
跡
の
残
し
方
は
写
真
特
有
の
も
の
で
あ
る
。

　

だ
が
デ
ュ
ボ
ワ
は
、
写
真
を
対
象
の
痕
跡
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
は
、
写
真
の
な
り
た
ち
に
つ
い
て
し
か
捉
え
て
お
ら
ず
、
そ
の
結
果

を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
と
主
張
す
る
  13

。
そ
し
て
こ
の
結
果
に
注
目
す
る
こ
と
が
、「
認
識
論
的
立
場
の
転
換
」
を
も
た
ら
し
、
そ
の

転
換
に
「
写
真
と
現
代
と
の
関
係
に
お
け
る
理
論
的
な
新
し
さ 

  14

」
が
あ
る
と
デ
ュ
ボ
ワ
は
主
張
す
る
。

　

痕
跡
と
し
て
の
写
真
が
存
在
す
る
た
め
に
は
、光
学
装
置
は
原
理
的
に
は
不
可
欠
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、痕
跡
で
あ
る
対
象
の
イ
メ
ー
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ジ
に
、
写
真
で
作
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
類
似
し
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
。
つ
ま
り
「
写
真
印
画
は
必
ず
し
も
類
似
を
意
味
す
る
わ
け
で
は

な
い 
  15

」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
フ
ォ
ト
グ
ラ
ム
が
好
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
フ
ォ
ト
グ
ラ
ム
に
よ
る
写
真
に

お
い
て
は
、
類
似
性
、
忠
実
性
、
再
現
性
で
は
な
く
「
発
光
物
質
の
効
果
に
か
ん
す
る
（
実
験
）
作
業
の
作
品
」
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な

の
で
あ
る
。
フ
ォ
ト
グ
ラ
ム
は
「
写
真
の
最
小
限
の
定
義
を
原
理
的
に
実
現
し
た
写
真
ジ
ャ
ン
ル
」
で
あ
り
、「
そ
の
存
在
論 

  16

」
を
あ

ら
わ
し
て
い
る
と
デ
ュ
ボ
ワ
は
主
張
す
る
。

　

写
真
と
い
う
も
の
は
同
じ
プ
リ
ン
ト
を
大
量
に
制
作
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
デ
ュ
ボ
ワ
は
「
そ
の
再
現
性
は
記
号
の
間
で

し
か
働
か
な
い 

  17

」
と
主
張
す
る
。
そ
の
痕
跡
は
、
指
示
対
象
と
の
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
が
、
そ
れ
は
指
示
対
象
が
独
自
性
を
も
っ

て
い
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
「
同
じ
も
の
が
同
じ
瞬
間
に
複
数
存
在
す
る
こ
と
は
な
い
  18

」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

同
様
に
写
真
の
「
証
明
（attestation
）
」
と
「
指
定
（désignation

）
」
と
い
う
二
つ
の
機
能
も
、
こ
の
よ
う
な
「
指
示
の
連
続
性
と

い
う
原
則
の
直
接
的
な
結
果 

  19

」
で
あ
る
。
物
理
的
な
痕
跡
で
あ
る
写
真
は
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
指
示
対
象
の
存
在
を
「
証
明
」
す
る
機

能
を
も
っ
て
い
る
。
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
『
明
る
い
部
屋
』
に
お
け
る
「
そ
れ
は
か
つ
て
あ
っ
た 

  20

」
と
い
う
概
念
は
、
こ
の
写
真
の

証
明
の
原
則
以
外
何
も
肯
定
し
て
い
な
い
と
デ
ュ
ボ
ワ
は
述
べ
る
。
ま
た
デ
ュ
ボ
ワ
は
写
真
に
お
け
る
痕
跡
が
、
証
明
す
る
だ
け
で
な

く
、
「
指
定
す
る 

  21

」
と
述
べ
る
。
痕
跡
で
あ
る
写
真
と
い
う
、
写
真
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
性
は
、
何
の
内
容
も
な
い
「
空 

  22

」
の
純
粋

な
指
定
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
も
肯
定
せ
ず
、
た
だ
そ
こ
だ
と
言
う
だ
け
で
あ
る
。

　

写
真
は
こ
の
よ
う
な
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
性
に
つ
い
て
の
特
性
を
も
っ
て
お
り
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
行
為
と
し
て
の
写
真
は
、
そ
の
受
け

手
、
制
作
者
、
指
示
対
象
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
写
真
を
、
そ
れ
が
成
立
し
う
る
諸
行
為
の
外
部
で
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の

と
し
て
、
根
本
的
に
提
起
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
デ
ュ
ボ
ワ
は
述
べ
、
写
真
が
「
指
し
示
す
状
況
か
ら
切
り
離
せ
な
い

一
種
の
絶
対
的
な
イ
メ
ー
ジ
・
ア
ク
ト

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
、
写
真
は
基
本
的
に
実
践
的
な
性
質
を
有
し
て
い
る 

  23

」
と
主
張
す
る
。「
写
真
」
が
他

の
表
現
手
段
と
根
本
的
に
区
別
さ
れ
る
の
は
、「
意
味
論
が
成
立
す
る
前
に
語
用
論
的
な
次
元
が
絶
対
的
に
必
要

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 

4  24

」
で
あ
る
と
い
う
点

に
お
い
て
で
あ
る
。
例
え
ば
家
族
写
真
が
集
め
ら
れ
た
ア
ル
バ
ム
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
た
内
容
で
も
、
構
図
の
造
形
的
・
美

的
な
質
で
も
、
写
真
の
類
似
性
や
写
実
性
で
も
な
く
、
写
真
を
見
る
者
と
特
定
の
関
係
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
実
用
的
な
次
元
が
重
要
で

あ
る
と
デ
ュ
ボ
ワ
は
述
べ
る 

  25

。

　

次
に
デ
ュ
ボ
ワ
は
、
写
真
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
性
に
お
け
る
三
つ
の
限
界
を
示
す
（
文
末
の
図
式
を
参
照
）。

　

一
つ
目
は
、
写
真
は
痕
跡
と
し
て
、
そ
の
指
示
対
象
の
存
在
を
証
明
す
る
が
、「
そ
の
存
在
の
肯
定 

  26

」
を
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
と
い
う
点
だ
。「
私
た
ち
は
、
こ
の
存
在
に
帰
す
べ
き
意
味
（
一
般
的
か
特
殊
か
）
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
の
で
あ
る
」。
こ
の
点
で

写
真
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
性
は
他
の
ど
の
表
現
手
段
よ
り
も
、「
存
在
の
秩
序
」
に
お
い
て
作
用
し
、「
意
味
の
秩
序
」
に
お
い
て
は
作
用
し

な
い
の
で
あ
る
。

　

二
つ
目
は
、
写
真
の
基
本
的
な
原
理
で
あ
る
「
自
動
生
成
」
が
、
写
真
制
作
の
過
程
全
体
に
お
け
る
「
単
純
な
瞬
間

0

0

0

0

0 

4  27

」
で
あ
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
瞬
間
の
前
後
に
「
完
全
に
「
文
化
的
な 

  28

」
身
振
り
と
過
程 

  29

」
が
あ
る
の
だ
。
こ
の
身
振
り
と
過
程
の
間
の

瞬
間
に
の
み
、「
自
動
生
成
」
の
原
理
が
機
能
す
る
の
で
あ
る
。

　

三
つ
目
は
、
対
象
と
光
学
装
置
と
の
間
に
距
離
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
痕
跡
を
得
る
た
め
に
指
示
対
象
と
装
置
が
物
理

的
に
近
づ
き
、
そ
れ
を
同
一
化
さ
せ
た
い
と
い
う
衝
動
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
写
真
と
そ
の
指
示
対
象
と
の
「
ギ
ャ
ッ
プ
、
分
離
、

0

0

0

0

0

0

切
断
が
必
然

0

0

0

0

0 

4  30

」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
写
真
装
置
に
内
在
す
る
距
離
は
、
時
間
と
空
間
の
両
方
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
。
写
真
は
そ

の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
性
に
よ
り
指
示
す
る
対
象
と
物
理
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
そ
の
対
象
と
は
絶
対
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。
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ジ
に
、
写
真
で
作
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
類
似
し
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
。
つ
ま
り
「
写
真
印
画
は
必
ず
し
も
類
似
を
意
味
す
る
わ
け
で
は

な
い 

  15

」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
フ
ォ
ト
グ
ラ
ム
が
好
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
フ
ォ
ト
グ
ラ
ム
に
よ
る
写
真
に

お
い
て
は
、
類
似
性
、
忠
実
性
、
再
現
性
で
は
な
く
「
発
光
物
質
の
効
果
に
か
ん
す
る
（
実
験
）
作
業
の
作
品
」
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な

の
で
あ
る
。
フ
ォ
ト
グ
ラ
ム
は
「
写
真
の
最
小
限
の
定
義
を
原
理
的
に
実
現
し
た
写
真
ジ
ャ
ン
ル
」
で
あ
り
、「
そ
の
存
在
論 

  16

」
を
あ

ら
わ
し
て
い
る
と
デ
ュ
ボ
ワ
は
主
張
す
る
。

　

写
真
と
い
う
も
の
は
同
じ
プ
リ
ン
ト
を
大
量
に
制
作
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
デ
ュ
ボ
ワ
は
「
そ
の
再
現
性
は
記
号
の
間
で

し
か
働
か
な
い 

  17

」
と
主
張
す
る
。
そ
の
痕
跡
は
、
指
示
対
象
と
の
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
が
、
そ
れ
は
指
示
対
象
が
独
自
性
を
も
っ

て
い
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
「
同
じ
も
の
が
同
じ
瞬
間
に
複
数
存
在
す
る
こ
と
は
な
い
  18

」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

同
様
に
写
真
の
「
証
明
（attestation

）
」
と
「
指
定
（désignation

）
」
と
い
う
二
つ
の
機
能
も
、
こ
の
よ
う
な
「
指
示
の
連
続
性
と

い
う
原
則
の
直
接
的
な
結
果 

  19

」
で
あ
る
。
物
理
的
な
痕
跡
で
あ
る
写
真
は
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
指
示
対
象
の
存
在
を
「
証
明
」
す
る
機

能
を
も
っ
て
い
る
。
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
『
明
る
い
部
屋
』
に
お
け
る
「
そ
れ
は
か
つ
て
あ
っ
た 

  20

」
と
い
う
概
念
は
、
こ
の
写
真
の

証
明
の
原
則
以
外
何
も
肯
定
し
て
い
な
い
と
デ
ュ
ボ
ワ
は
述
べ
る
。
ま
た
デ
ュ
ボ
ワ
は
写
真
に
お
け
る
痕
跡
が
、
証
明
す
る
だ
け
で
な

く
、
「
指
定
す
る 

  21

」
と
述
べ
る
。
痕
跡
で
あ
る
写
真
と
い
う
、
写
真
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
性
は
、
何
の
内
容
も
な
い
「
空 

  22

」
の
純
粋

な
指
定
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
も
肯
定
せ
ず
、
た
だ
そ
こ
だ
と
言
う
だ
け
で
あ
る
。

　

写
真
は
こ
の
よ
う
な
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
性
に
つ
い
て
の
特
性
を
も
っ
て
お
り
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
行
為
と
し
て
の
写
真
は
、
そ
の
受
け

手
、
制
作
者
、
指
示
対
象
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
写
真
を
、
そ
れ
が
成
立
し
う
る
諸
行
為
の
外
部
で
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の

と
し
て
、
根
本
的
に
提
起
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
デ
ュ
ボ
ワ
は
述
べ
、
写
真
が
「
指
し
示
す
状
況
か
ら
切
り
離
せ
な
い

一
種
の
絶
対
的
な
イ
メ
ー
ジ
・
ア
ク
ト

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
、
写
真
は
基
本
的
に
実
践
的
な
性
質
を
有
し
て
い
る 

  23

」
と
主
張
す
る
。「
写
真
」
が
他

の
表
現
手
段
と
根
本
的
に
区
別
さ
れ
る
の
は
、「
意
味
論
が
成
立
す
る
前
に
語
用
論
的
な
次
元
が
絶
対
的
に
必
要

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 

4  24

」
で
あ
る
と
い
う
点

に
お
い
て
で
あ
る
。
例
え
ば
家
族
写
真
が
集
め
ら
れ
た
ア
ル
バ
ム
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
た
内
容
で
も
、
構
図
の
造
形
的
・
美

的
な
質
で
も
、
写
真
の
類
似
性
や
写
実
性
で
も
な
く
、
写
真
を
見
る
者
と
特
定
の
関
係
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
実
用
的
な
次
元
が
重
要
で

あ
る
と
デ
ュ
ボ
ワ
は
述
べ
る 

  25

。

　

次
に
デ
ュ
ボ
ワ
は
、
写
真
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
性
に
お
け
る
三
つ
の
限
界
を
示
す
（
文
末
の
図
式
を
参
照
）。

　

一
つ
目
は
、
写
真
は
痕
跡
と
し
て
、
そ
の
指
示
対
象
の
存
在
を
証
明
す
る
が
、「
そ
の
存
在
の
肯
定 

  26

」
を
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
と
い
う
点
だ
。「
私
た
ち
は
、
こ
の
存
在
に
帰
す
べ
き
意
味
（
一
般
的
か
特
殊
か
）
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
の
で
あ
る
」。
こ
の
点
で

写
真
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
性
は
他
の
ど
の
表
現
手
段
よ
り
も
、「
存
在
の
秩
序
」
に
お
い
て
作
用
し
、「
意
味
の
秩
序
」
に
お
い
て
は
作
用
し

な
い
の
で
あ
る
。

　

二
つ
目
は
、
写
真
の
基
本
的
な
原
理
で
あ
る
「
自
動
生
成
」
が
、
写
真
制
作
の
過
程
全
体
に
お
け
る
「
単
純
な
瞬
間

0

0

0

0

0 

4  27

」
で
あ
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
瞬
間
の
前
後
に
「
完
全
に
「
文
化
的
な 

  28

」
身
振
り
と
過
程 

  29

」
が
あ
る
の
だ
。
こ
の
身
振
り
と
過
程
の
間
の

瞬
間
に
の
み
、「
自
動
生
成
」
の
原
理
が
機
能
す
る
の
で
あ
る
。

　

三
つ
目
は
、
対
象
と
光
学
装
置
と
の
間
に
距
離
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
痕
跡
を
得
る
た
め
に
指
示
対
象
と
装
置
が
物
理

的
に
近
づ
き
、
そ
れ
を
同
一
化
さ
せ
た
い
と
い
う
衝
動
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
写
真
と
そ
の
指
示
対
象
と
の
「
ギ
ャ
ッ
プ
、
分
離
、

0

0

0

0

0

0

切
断
が
必
然

0

0

0

0

0 

4  30

」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
写
真
装
置
に
内
在
す
る
距
離
は
、
時
間
と
空
間
の
両
方
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
。
写
真
は
そ

の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
性
に
よ
り
指
示
す
る
対
象
と
物
理
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
そ
の
対
象
と
は
絶
対
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。
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と
り
わ
け
こ
の
三
つ
目
の
特
徴
は
、
他
の
種
類
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
記
号
と
は
異
な
り
、
写
真
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で

も
あ
る
。
加
え
て
デ
ュ
ボ
ワ
は
、
平
面
性
と
不
連
続
性
を
写
真
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
に
特
有
の
も
の
と
し
て
挙
げ
る
。
平
面
性
と
は
、
写
真

が
平
面
的
な
物
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
光
学
的
な
反
応
が
そ
の
感
光
面
と
い
う
平
面
全
体
に
一
度
に
起
き
る
と
い
う
こ
と

を
も
含
ん
で
い
る
。
不
連
続
性
と
は
、
現
実
の
対
象
か
ら
届
く
連
続
し
た
光
が
、
そ
れ
が
支
持
体
に
刻
ま
れ
記
号
に
な
る
こ
と
で
不
連
続

に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

そ
し
て
デ
ュ
ボ
ワ
は
こ
の
写
真
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
の
不
連
続
性
に
つ
い
て
、
時
間
的
、
空
間
的
な
側
面
か
ら
分
析
し
て
い
く
。

２　
写
真
に
お
け
る
不
連
続
性

　

デ
ュ
ボ
ワ
は
、
時
間
的
な
不
連
続
性
を
、
三
つ
の
種
類
に
分
け
て
考
察
す
る
。
一
つ
目
は
前
章
で
述
べ
た
写
真
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
の
平

面
性
に
関
連
し
た
内
容
で
あ
る
。
つ
ま
り
写
真
の
感
光
剤
が
一
斉
に
光
を
受
け
取
り
、
全
て
が
固
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
制
作

者
は
露
光
時
間
の
選
択
以
外
何
も
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
し
介
入
で
き
る
と
し
て
も
そ
れ
は
事
後
的
な
部
分
だ
。

　

二
つ
目
は
、
写
真
に
よ
っ
て
連
続
性
か
ら
切
り
取
ら
れ
た
時
間
が
、
永
遠
の
も
の
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
別
の
時
間
性

を
持
ち
始
め
る
と
い
う
こ
と
だ
。「
写
真
と
い
う
行
為
は
、
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
を
（
断
面
の
）
向
こ
う
側
へ
向
か
わ
せ
る
  31

」

の
で
あ
る
。
写
真
と
そ
の
指
示
対
象
と
の
連
続
性
が
切
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
断
面
が
で
き
、
そ
の
向
こ
う
側
で
あ
る
写
真
に
写
さ
れ
た
被

写
体
へ
と
鑑
賞
者
が
向
か
わ
さ
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
は
写
真
内
の
時
間
と
い
う
別
の
時
間
が
存
在
し
て
い
る
。

　

三
つ
目
は
、こ
の
よ
う
な
不
連
続
性
が
対
象
を
運
動
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
写
真
が
対
象
を
連
続
性
か
ら
切
り
取
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
対
象
と
記
号
と
に
ズ
レ
が
生
じ
、
対
象
へ
の
表
象
的
確
実
性
を
揺
る
が
す
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
り
写
真
を
前
に
し
た
主
体
が
対
象
と

の
ズ
レ
に
驚
き
、
イ
メ
ー
ジ
か
ら
対
象
へ
、
対
象
か
ら
イ
メ
ー
ジ
へ
と
装
置
の
中
を
行
き
来
し
始
め
る
。
し
か
し
そ
の
二
つ
を
結
合
し
よ

う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
ズ
レ
は
大
き
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　

空
間
的
な
不
連
続
性
に
つ
い
て
、デ
ュ
ボ
ワ
は
ま
ず
絵
画
の
空
間
と
写
真
の
空
間
の
差
異
か
ら
説
明
す
る
。
絵
画
の
空
間
に
お
い
て
は
、

製
作
者
は
す
で
に
与
え
ら
れ
た
フ
レ
ー
ム
を
記
号
的
に
埋
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
先
に
空
間
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
空
間
は
閉
じ
た
空

間
で
あ
る
。
一
方
写
真
の
空
間
は
、
も
と
も
と
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
世
界
か
ら
奪
い
取
る
も
の
な
の
だ
。
連
続
し
た
空
間

か
ら
引
き
離
し
切
り
取
る
こ
と
で
写
真
を
制
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
写
真
の
空
間
的
な
不
連
続
性
は
、
さ
ら
に
指
示
空
間
と
表
象
す
る
／
さ
れ
る
空
間
と
位
相
空
間
の
三
つ
の
不
連
続
性
の
場

合
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
指
示
空
間
と
は
、
写
真
が
指
示
し
て
い
る
空
間
の
こ
と
だ
。
写
真
が
指
示
空
間
を
切
り
取
る
た
め
、

必
然
的
に
フ
レ
ー
ム
の
外
側
の
存
在
を
暗
示
す
る
。
表
象
す
る
／
さ
れ
る
空
間
と
は
、
カ
メ
ラ
目
線
の
被
写
体
が
写
っ
て
い
る
写
真
で
生

じ
る
空
間
で
あ
る
。
そ
れ
は
指
示
空
間
の
よ
う
に
フ
レ
ー
ム
の
横
に
広
が
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
フ
レ
ー
ム
の
奥
行
き
や
手
前
の
部

分
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
空
間
で
あ
る
。
カ
メ
ラ
目
線
の
被
写
体
は
、
撮
影
者
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
、
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
出
し
た
撮
影
者

の
存
在
を
顕
在
化
さ
せ
て
い
る
。
フ
レ
ー
ム
内
に
半
開
き
の
ド
ア
や
窓
や
舞
台
の
背
景
や
鏡
や
額
縁
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
フ
レ
ー
ミ

ン
グ
装
置
が
写
っ
て
い
る
写
真
に
お
い
て
、
そ
の
装
置
に
よ
り
浮
か
び
上
が
る
空
間
が
位
相
空
間
で
あ
る
。

　

写
真
に
お
け
る
空
間
に
お
い
て
は
そ
の
空
間
内
の
位
置
（
左
右
、
上
下
、
前
後
）
を
示
す
も
の
と
実
際
の
参
照
元
と
の
比
率
が
関
係
し

て
い
る
。
写
真
は
時
間
と
空
間
を
切
り
取
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
鑑
賞
者
が
あ
る
写
真
を
見
た
際
に
は
そ
の
写
真
が
切
り
取
ら
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と
り
わ
け
こ
の
三
つ
目
の
特
徴
は
、
他
の
種
類
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
記
号
と
は
異
な
り
、
写
真
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で

も
あ
る
。
加
え
て
デ
ュ
ボ
ワ
は
、
平
面
性
と
不
連
続
性
を
写
真
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
に
特
有
の
も
の
と
し
て
挙
げ
る
。
平
面
性
と
は
、
写
真

が
平
面
的
な
物
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
光
学
的
な
反
応
が
そ
の
感
光
面
と
い
う
平
面
全
体
に
一
度
に
起
き
る
と
い
う
こ
と

を
も
含
ん
で
い
る
。
不
連
続
性
と
は
、
現
実
の
対
象
か
ら
届
く
連
続
し
た
光
が
、
そ
れ
が
支
持
体
に
刻
ま
れ
記
号
に
な
る
こ
と
で
不
連
続

に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

そ
し
て
デ
ュ
ボ
ワ
は
こ
の
写
真
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
の
不
連
続
性
に
つ
い
て
、
時
間
的
、
空
間
的
な
側
面
か
ら
分
析
し
て
い
く
。

２　
写
真
に
お
け
る
不
連
続
性

　

デ
ュ
ボ
ワ
は
、
時
間
的
な
不
連
続
性
を
、
三
つ
の
種
類
に
分
け
て
考
察
す
る
。
一
つ
目
は
前
章
で
述
べ
た
写
真
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
の
平

面
性
に
関
連
し
た
内
容
で
あ
る
。
つ
ま
り
写
真
の
感
光
剤
が
一
斉
に
光
を
受
け
取
り
、
全
て
が
固
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
制
作

者
は
露
光
時
間
の
選
択
以
外
何
も
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
し
介
入
で
き
る
と
し
て
も
そ
れ
は
事
後
的
な
部
分
だ
。

　

二
つ
目
は
、
写
真
に
よ
っ
て
連
続
性
か
ら
切
り
取
ら
れ
た
時
間
が
、
永
遠
の
も
の
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
別
の
時
間
性

を
持
ち
始
め
る
と
い
う
こ
と
だ
。「
写
真
と
い
う
行
為
は
、
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
を
（
断
面
の
）
向
こ
う
側
へ
向
か
わ
せ
る
  31

」

の
で
あ
る
。
写
真
と
そ
の
指
示
対
象
と
の
連
続
性
が
切
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
断
面
が
で
き
、
そ
の
向
こ
う
側
で
あ
る
写
真
に
写
さ
れ
た
被

写
体
へ
と
鑑
賞
者
が
向
か
わ
さ
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
は
写
真
内
の
時
間
と
い
う
別
の
時
間
が
存
在
し
て
い
る
。

　

三
つ
目
は
、こ
の
よ
う
な
不
連
続
性
が
対
象
を
運
動
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
写
真
が
対
象
を
連
続
性
か
ら
切
り
取
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
対
象
と
記
号
と
に
ズ
レ
が
生
じ
、
対
象
へ
の
表
象
的
確
実
性
を
揺
る
が
す
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
り
写
真
を
前
に
し
た
主
体
が
対
象
と

の
ズ
レ
に
驚
き
、
イ
メ
ー
ジ
か
ら
対
象
へ
、
対
象
か
ら
イ
メ
ー
ジ
へ
と
装
置
の
中
を
行
き
来
し
始
め
る
。
し
か
し
そ
の
二
つ
を
結
合
し
よ

う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
ズ
レ
は
大
き
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　

空
間
的
な
不
連
続
性
に
つ
い
て
、デ
ュ
ボ
ワ
は
ま
ず
絵
画
の
空
間
と
写
真
の
空
間
の
差
異
か
ら
説
明
す
る
。
絵
画
の
空
間
に
お
い
て
は
、

製
作
者
は
す
で
に
与
え
ら
れ
た
フ
レ
ー
ム
を
記
号
的
に
埋
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
先
に
空
間
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
空
間
は
閉
じ
た
空

間
で
あ
る
。
一
方
写
真
の
空
間
は
、
も
と
も
と
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
世
界
か
ら
奪
い
取
る
も
の
な
の
だ
。
連
続
し
た
空
間

か
ら
引
き
離
し
切
り
取
る
こ
と
で
写
真
を
制
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
写
真
の
空
間
的
な
不
連
続
性
は
、
さ
ら
に
指
示
空
間
と
表
象
す
る
／
さ
れ
る
空
間
と
位
相
空
間
の
三
つ
の
不
連
続
性
の
場

合
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
指
示
空
間
と
は
、
写
真
が
指
示
し
て
い
る
空
間
の
こ
と
だ
。
写
真
が
指
示
空
間
を
切
り
取
る
た
め
、

必
然
的
に
フ
レ
ー
ム
の
外
側
の
存
在
を
暗
示
す
る
。
表
象
す
る
／
さ
れ
る
空
間
と
は
、
カ
メ
ラ
目
線
の
被
写
体
が
写
っ
て
い
る
写
真
で
生

じ
る
空
間
で
あ
る
。
そ
れ
は
指
示
空
間
の
よ
う
に
フ
レ
ー
ム
の
横
に
広
が
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
フ
レ
ー
ム
の
奥
行
き
や
手
前
の
部

分
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
空
間
で
あ
る
。
カ
メ
ラ
目
線
の
被
写
体
は
、
撮
影
者
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
、
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
出
し
た
撮
影
者

の
存
在
を
顕
在
化
さ
せ
て
い
る
。
フ
レ
ー
ム
内
に
半
開
き
の
ド
ア
や
窓
や
舞
台
の
背
景
や
鏡
や
額
縁
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
フ
レ
ー
ミ

ン
グ
装
置
が
写
っ
て
い
る
写
真
に
お
い
て
、
そ
の
装
置
に
よ
り
浮
か
び
上
が
る
空
間
が
位
相
空
間
で
あ
る
。

　

写
真
に
お
け
る
空
間
に
お
い
て
は
そ
の
空
間
内
の
位
置
（
左
右
、
上
下
、
前
後
）
を
示
す
も
の
と
実
際
の
参
照
元
と
の
比
率
が
関
係
し

て
い
る
。
写
真
は
時
間
と
空
間
を
切
り
取
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
鑑
賞
者
が
あ
る
写
真
を
見
た
際
に
は
そ
の
写
真
が
切
り
取
ら
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れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
そ
の
鑑
賞
者
が
写
真
以
外
の
対
象
を
見
て
い
る
場
合
と
同
様
の
仕
方
で
可
能
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
デ
ュ
ボ
ワ
は
『
写
真
的
行
為
』
に
お
い
て
、
写
真
が
含
み
も
つ
諸
特
徴
を
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
説
明
し

て
き
た
。
そ
し
て
最
後
に
デ
ュ
ボ
ワ
は
、
前
節
で
述
べ
た
写
真
が
も
つ
三
つ
の
空
間
が
、
わ
た
し
た
ち
が
知
覚
す
る
現
実
と
一
致
し
て
い

る
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
デ
ュ
ボ
ワ
の
述
べ
る
「
行
為
」
と
は
、
人
間
が
も
の
ご
と
を
認
識
す
る
仕
方
の
こ
と
で
あ
り
、
デ
ュ
ボ
ワ
は
写

真
を
こ
の
よ
う
な
「
行
為
」
と
し
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
デ
ュ
ボ
ワ
が
本
書
の
内
容
を
最
初
に
発
表
し
た
の
は
一
九
八
三
年
で
あ
り
、
そ
の
当
時
は
写
真
の
制
作
方
法
は
フ
ィ
ル
ム
を
使

っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
ナ
ロ
グ
写
真
」
が
一
般
的
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
「
デ
ジ
タ
ル
写
真
」
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
た
、
撮
影
し
た
写
真
を

そ
の
場
で
確
認
し
何
度
も
撮
影
し
直
す
こ
と
や
、
携
帯
電
話
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
写
真
の
撮
影
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
信
を
同
一
端

末
で
行
い
う
る
こ
と
な
ど
は
、
デ
ュ
ボ
ワ
の
主
張
の
前
提
条
件
に
は
な
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
デ
ジ
タ
ル
写
真
」
に
お
け

る
「
行
為
」
を
、
デ
ュ
ボ
ワ
の
述
べ
る
「
行
為
」
を
用
い
て
ど
の
よ
う
に
分
析
し
う
る
か
は
今
後
の
課
題
と
す
る
。
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