
童
照

評

田
中
き
く
代
、
中
井
義
明
、
朝
治
啓
三
、
高
橋
秀
寿
編
著

『
境
界
域
か
ら
み
る
西
洋
世
界

　
！
文
化
的
ボ
ー
ダ
ー
ラ
ン
ド
と
マ
ー
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
』

阿
部
拓
児
　
西
山
無
終

福
元
健
之
　
南
雲
泰
輔

　
本
書
は
西
洋
世
界
に
お
け
る
「
文
化
的
ボ
…
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
、
あ
る
い
は

「
文
化
的
境
界
域
」
を
軸
概
念
と
し
て
、
古
代
か
ら
現
代
に
ま
で
お
よ
ぶ
多

種
多
様
な
テ
ー
マ
を
あ
つ
か
っ
た
合
計
一
三
篇
の
論
考
を
収
め
た
論
文
集
で

あ
る
。
ま
ず
は
、
本
書
が
出
版
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
簡
単
に
述

べ
て
お
き
た
い
。
関
頭
の
複
数
の
大
学
を
主
体
と
す
る
西
洋
史
の
学
会
に

「
歴
史
家
協
会
」
な
る
継
織
が
存
在
す
る
が
、
本
書
は
そ
の
活
動
を
通
じ
て

出
来
上
が
っ
た
、
各
大
学
間
の
ゆ
る
や
か
な
連
携
の
中
か
ら
生
ま
れ
た

「
道
レ
と
「
境
界
域
し
に
か
ん
す
る
共
同
研
究
門
西
洋
史
の
書
落
に
お
け
る

文
化
的
ボ
ー
ダ
ー
ラ
ン
ド
と
マ
ー
ジ
ナ
リ
テ
イ
」
に
お
け
る
研
究
成
果
の
結

実
で
あ
る
。
本
書
を
め
ぐ
っ
て
は
、
す
で
に
平
成
二
四
年
七
月
七
臼
、
京
都

大
学
文
学
部
に
於
い
て
編
者
代
表
で
あ
る
田
中
き
く
代
・
関
西
学
院
大
学
教

授
ほ
か
数
名
の
編
著
者
を
交
え
て
の
合
評
会
が
開
催
さ
れ
た
。
当
会
で
の
討

議
を
踏
ま
え
、
各
評
者
の
意
見
を
改
め
て
整
理
し
執
筆
さ
れ
た
の
が
、
本
書

評
で
あ
る
。
本
書
は
は
な
は
だ
広
大
な
時
間
・
空
間
を
対
象
と
す
る
書
物
で

は
あ
る
が
、
集
団
間
の
関
係
か
ら
類
型
化
さ
れ
る
三
つ
の
「
境
界
域
」
に
藩

目
し
た
前
半
三
部
　
　
「
辺
境
と
し
て
の
境
界
域
」
（
第
－
部
）
、
「
内
な
る

辺
境
と
し
て
の
境
界
域
」
（
第
豆
部
）
、
「
文
明
・
帝
国
・
民
族
の
交
差
点
と

し
て
の
境
界
都
市
」
（
第
皿
部
）
　
　
お
よ
び
こ
れ
ら
三
つ
の
「
境
界
域
」

に
お
け
る
表
象
の
あ
り
方
に
焦
点
を
当
て
た
第
W
部
「
表
象
さ
れ
る
境
界

域
」
と
い
う
構
成
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
全
体
の
議
論
に
一
定
の
統
一
感
が

保
た
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
本
書
の
構
成
に
従
い
つ
つ
、
第
－
部
、
第
豆
部

を
西
山
需
貴
（
イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
・
東
ア
ジ
ア
国
際
関
係
史
を
専
攻
）
、
第

皿
部
を
福
晃
健
之
（
近
代
ポ
ー
ラ
ン
ド
史
を
専
攻
）
、
第
W
部
を
阿
部
拓
児

（
古
代
ギ
リ
シ
ア
史
を
専
攻
）
が
分
担
し
て
論
評
し
た
上
で
、
そ
れ
を
受
け

た
南
雲
泰
輔
（
後
期
ロ
ー
マ
・
初
期
ビ
ザ
ン
ツ
史
を
専
攻
）
が
本
書
金
体
に

わ
た
る
軸
概
念
、
す
な
わ
ち
歴
史
学
に
お
け
る
「
境
界
域
扁
概
念
の
意
義
に

た
い
し
て
総
括
と
な
る
コ
メ
ン
ト
を
提
示
す
る
。
　
　
　
　
（
阿
部
拓
児
）

　
第
－
部
に
は
、
「
あ
る
集
団
の
周
縁
部
で
、
外
界
と
の
境
に
辺
境
と
し
て

現
れ
る
場
合
の
境
界
域
」
で
あ
る
「
辺
境
と
し
て
の
境
界
域
」
に
か
ん
す
る

三
篇
の
論
考
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
第
～
章
、
阿
河
雄
二
郎
氏
の
「
海
軍
工
廠
都
市
ロ
シ
ュ
フ
ォ
ー
ル
の
誕
生

一
近
世
フ
ラ
ン
ス
海
軍
成
立
史
の
ひ
と
こ
ま
」
で
は
、
第
二
次
英
仏
百
年

戦
争
の
渦
中
に
あ
っ
た
近
世
フ
ラ
ン
ス
、
そ
の
海
軍
政
策
に
お
い
て
、
海
軍

工
廠
都
市
ロ
シ
ュ
フ
ォ
ー
ル
が
占
め
た
位
置
に
つ
い
て
考
察
が
な
さ
れ
る
。

論
考
中
で
は
、
ロ
シ
ュ
フ
ォ
ー
ル
が
位
置
し
た
シ
ャ
ラ
ン
ト
地
方
の
経
済
・

通
商
上
の
重
要
性
、
コ
ル
ベ
ー
ル
の
海
軍
政
策
の
位
置
付
け
や
特
徴
、
そ
の

申
で
ロ
シ
ュ
フ
ォ
ー
ル
が
持
っ
た
「
役
割
や
意
味
」
に
言
及
が
あ
る
。

　
第
二
章
は
、
金
澤
周
作
氏
に
よ
る
「
英
国
コ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
に
お
け
る
海
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国

難
の
近
代
史
i
ジ
ョ
ン
・
プ
レ
イ
翁
の
圃
回
想
録
』
（
一
八
三
二
年
）
を

読
む
」
で
あ
る
。
近
代
イ
ギ
リ
ス
の
宿
毛
で
あ
っ
た
海
難
の
地
域
共
同
体
に

お
け
る
意
味
、
そ
し
て
海
難
か
ら
見
た
地
域
共
同
体
の
様
相
が
、
イ
ギ
リ
ス

南
西
部
コ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
の
ビ
ュ
ー
ド
を
事
例
に
検
討
さ
れ
る
。
金
澤
氏
は

回
想
録
を
「
透
明
度
の
高
く
な
い
レ
ン
ズ
」
と
し
、
レ
ン
ズ
の
先
の
も
の
と

「
く
す
み
」
自
体
の
意
味
、
双
方
を
考
慮
す
る
。
そ
し
て
、
ビ
ュ
ー
ド
で
は

海
難
に
際
し
て
、
国
の
翻
定
法
と
境
界
域
の
慣
習
が
せ
め
ぎ
あ
い
、
自
動
詞

的
に
秩
序
を
生
成
し
て
い
た
と
論
じ
る
。

　
横
山
良
氏
の
「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
ヴ
ィ
ジ
ラ
ン
テ
ィ
ズ
ム
i
「
共

和
国
ご
っ
こ
」
の
劇
場
？
」
（
第
三
章
）
は
、
一
八
五
六
年
、
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
で
発
生
し
た
自
警
的
行
動
で
あ
る
「
ヴ
ィ
ジ
ラ
ン
テ
ィ
ズ
ム
」
、
そ

の
同
時
代
的
な
状
況
と
意
味
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
参
照
し
つ
つ
展
望
を

示
し
た
も
の
で
あ
る
。
横
山
氏
は
ヴ
ィ
ジ
ラ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア

が
プ
チ
ブ
ル
を
動
員
し
た
革
命
ご
っ
こ
、
「
下
に
向
け
ら
れ
た
共
和
主
義
」

と
評
価
す
る
。
ま
た
、
労
働
者
の
組
織
的
運
動
、
階
級
意
識
の
分
明
化
も
来

だ
し
と
い
う
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
状
況
が
、
こ
の
よ
う
な
階
級
協
調
的
共

和
主
義
を
可
能
に
し
た
と
指
摘
す
る
。

　
第
∬
部
に
は
、
「
集
団
の
内
部
に
辺
境
と
し
て
存
在
す
る
境
界
域
」
で
あ

る
「
内
な
る
辺
境
と
し
て
の
境
界
域
」
に
関
連
し
た
三
篇
の
論
考
が
収
録
さ

れ
て
い
る
。

　
第
四
章
、
飯
田
収
治
氏
の
「
ド
イ
ツ
第
二
帝
政
下
の
ポ
ー
ゼ
ン
ー
境
界

域
に
お
け
る
諸
民
族
の
姫
様
と
共
生
」
に
お
い
て
は
、
第
二
帝
政
期
ド
イ
ツ

に
お
い
て
国
民
統
合
を
め
ぐ
る
紛
争
の
場
と
な
っ
た
、
プ
ロ
イ
セ
ン
東
部
国

境
付
近
に
あ
る
ポ
ー
ゼ
ン
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
門
郷
土
感
情
」
を
持
つ

ポ
ー
ラ
ン
ド
人
と
、
ド
イ
ツ
側
の
「
ゲ
ル
マ
ン
化
政
策
」
の
間
で
ど
の
よ
う

な
関
係
が
取
り
結
ば
れ
た
の
か
、
そ
れ
は
両
者
の
対
立
に
終
始
す
る
も
の
な

の
か
。
飯
田
氏
の
見
解
は
否
定
的
で
あ
り
、
「
矛
盾
に
み
ち
た
複
合
的
な
構

造
」
が
存
在
し
た
と
さ
れ
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
よ
る
ド
イ
ツ
的
慣
習
や
思

考
の
受
容
、
「
敵
対
す
る
陣
営
」
に
二
分
さ
れ
つ
つ
も
民
族
共
生
の
側
面
を

持
つ
ポ
ー
ゼ
ン
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
当
局
の
政
策
に
必
ず
し
も
従
順
で
な
い

ポ
ー
ゼ
ン
・
ド
イ
ツ
人
、
此
等
の
事
実
が
著
者
の
主
張
の
裏
付
け
と
し
て
提

示
さ
れ
る
。

　
赤
阪
俊
一
氏
に
よ
る
「
中
世
宋
期
ロ
ン
ド
ン
の
娼
婦
た
ち
ー
ロ
ン
ド
ン

郊
外
サ
ザ
ク
の
娼
館
条
例
を
読
む
」
（
第
五
章
）
で
は
、
女
性
の
労
働
と
し

て
の
売
春
業
、
特
に
中
世
の
ロ
ン
ド
ン
は
サ
ザ
ク
の
娼
館
に
お
い
て
娼
婦
の

置
か
れ
た
状
況
が
論
じ
ら
れ
る
。
赤
阪
氏
は
、
サ
ザ
ク
の
各
館
に
対
し
て
制

定
さ
れ
た
規
則
を
分
析
し
、
娼
館
が
担
っ
た
「
秩
序
維
持
」
の
役
割
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
娼
婦
が
一
種
の
自
営
業
者
と
し
て
自
ら
の
才
覚

を
活
用
し
て
働
い
て
い
た
こ
と
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
特
定
の
個
人
に
よ

っ
て
所
有
さ
れ
な
い
「
み
ん
な
の
女
漏
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
明
ら

か
に
な
る
。

　
＝
七
世
紀
パ
リ
に
お
け
る
宗
教
と
政
治
　
　
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
と
パ
ス

カ
ル
」
（
第
六
章
）
は
「
異
な
っ
た
原
理
を
象
徴
す
る
領
域
で
あ
り
、
制
度
」

と
著
者
の
山
上
浩
嗣
氏
が
定
義
す
る
宗
教
と
政
治
の
関
係
が
、
そ
の
文
脈
に

お
い
て
「
境
界
域
」
と
な
る
パ
リ
を
事
例
に
考
察
さ
れ
る
。
「
内
な
る
辺
境
」

と
し
て
、
王
権
か
ら
も
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
ら
も
異
端
視
さ
れ
た
ジ
ャ
ン
セ

ニ
ス
ム
運
動
が
、
そ
の
反
世
俗
的
・
反
政
治
的
性
格
に
よ
っ
て
逆
説
的
に
政

治
性
を
帯
び
る
こ
と
に
な
っ
た
と
の
記
述
が
興
味
深
い
。
さ
ら
に
、
時
代
を

特
徴
付
け
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
運
動
に
加
担
し
た
パ
ス

カ
ル
の
政
治
面
が
分
析
さ
れ
る
。
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第
－
部
と
第
織
部
を
通
じ
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
境
界
域
」
が
地
理
的

に
も
非
地
理
的
に
も
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
「
境
界
域
」
の
特
徴

的
な
枠
組
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
工
部
に

お
い
て
、
「
境
界
域
扁
は
「
辺
境
」
と
互
換
可
能
な
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
、
阿
河
論
文
と
金
澤
論
文
に
お
い
て
は
地
理
的

「
辺
境
」
が
、
横
山
論
文
に
お
い
て
は
思
想
的
「
辺
境
」
が
強
調
さ
れ
る
。

「
辺
境
」
、
そ
し
て
「
境
界
域
」
は
地
理
的
に
も
非
地
理
的
な
も
の
と
し
て

も
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
「
辺
境
」
と
互
換
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
た

「
境
界
域
」
概
念
の
独
自
性
の
み
な
ら
ず
、
概
念
の
有
効
性
を
考
え
る
上
で

も
こ
の
点
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
特
に
第
亘
部
に
お
い
て
端
的
に
示
さ
れ
る
よ

う
に
、
「
境
界
域
扁
が
地
理
的
な
制
約
を
抜
け
出
し
、
関
係
性
に
ま
で
適
用

さ
れ
る
こ
と
も
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
地
理
的
な
「
境
界
域
」
と
非
地
理
的
な

そ
れ
、
両
者
は
包
括
的
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
両
者
の

関
係
は
如
何
に
理
解
し
う
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
「
境
界
域
」
の
射

程
は
荘
々
た
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な

が
ら
、
「
境
界
域
」
は
と
め
ど
な
く
拡
散
し
て
い
く
概
念
で
は
な
い
。
そ
の

点
は
、
第
■
部
所
収
の
飯
田
論
文
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
飯
田
論
文

で
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
と
ド
イ
ツ
人
、
両
極
に
引
き
裂
か
れ
ん
と
し
つ
つ
も
、

独
自
の
関
係
性
を
生
み
だ
し
て
い
た
ポ
ー
ゼ
ン
の
人
々
、
つ
ま
り
、
表
と
し

て
の
対
立
、
裏
と
し
て
の
独
自
の
共
生
社
会
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
両
面
を
複
眼
的
に
捉
え
る
の
が
「
境
界
域
」
の
特
徴
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
「
境
界
域
」
の
射
程
は
ど
こ
ま
で
拡
が
り
う
る
の
か
、
概
念
の
特
徴
と

射
程
は
ど
の
よ
う
に
絡
み
合
う
の
か
、
本
書
評
の
最
後
に
衛
雲
氏
が
指
摘
す

る
既
存
の
研
究
と
の
関
係
を
含
め
、
今
後
の
議
論
が
挨
た
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
西
山
早
年
）

　
第
皿
部
「
文
明
・
帝
国
・
民
族
の
交
差
点
と
し
て
の
境
界
都
市
」
は
、
諸

集
団
間
の
「
境
界
域
」
の
な
か
に
あ
る
都
市
を
考
察
し
た
三
篇
の
論
文
か
ら

構
成
さ
れ
る
。

　
ま
ず
第
七
章
、
中
井
義
明
「
東
西
世
界
の
は
ざ
ま
と
し
て
の
ミ
レ
ト
ス

ー
あ
る
境
界
都
市
の
歴
史
」
は
周
囲
の
環
境
的
要
因
（
鉱
物
資
源
の
不
足
、

交
易
に
適
し
た
地
理
条
件
な
ど
）
に
注
目
し
な
が
ら
、
ギ
リ
シ
ア
と
ペ
ル
シ

ア
、
東
西
世
界
か
ら
訪
れ
る
商
人
、
外
交
官
や
旅
行
者
に
開
か
れ
た
都
市
と

し
て
発
展
し
た
ミ
レ
ト
ス
を
描
く
。
従
来
の
研
究
は
「
市
民
／
非
市
民
」
の

観
点
か
ら
古
代
都
市
の
閉
鎖
性
を
強
調
し
て
き
た
が
、
本
章
で
は
そ
の
理
解

が
い
か
に
一
面
的
で
あ
っ
た
か
が
示
さ
れ
る
。

　
続
く
第
八
章
は
、
ボ
ル
ド
ー
が
海
峡
を
越
え
て
プ
ラ
ン
タ
ジ
ネ
ッ
ト
家
に

帰
属
し
て
い
た
こ
と
を
分
析
し
た
朝
治
啓
三
「
中
世
英
仏
関
係
に
み
る
境
界

都
市
ボ
ル
ド
ー
　
　
ワ
イ
ン
と
平
和
」
で
あ
る
。
時
は
人
び
と
が
自
ら
の
保

護
を
求
め
て
帰
属
す
る
支
配
者
を
変
え
、
「
国
境
線
は
確
定
せ
ず
、
絶
え
ず

移
動
し
得
た
」
中
世
。
ボ
ル
ド
ー
は
在
地
の
権
力
を
維
持
し
、
か
つ
封
建
的

臣
従
を
求
め
て
く
る
カ
ペ
ー
家
か
ら
の
保
護
を
得
る
た
め
に
、
大
陸
に
ま
で

直
接
的
な
支
配
を
及
ぼ
せ
な
い
プ
ラ
ン
タ
ジ
ネ
ッ
ト
家
へ
の
帰
属
を
選
ん
だ

の
だ
と
説
明
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
第
九
章
、
藤
井
和
夫
氏
に
よ
る
「
ク
ラ
ク
フ
に
お
け
る
民
族
の
再

生
と
新
興
市
民
層
の
形
成
一
境
界
都
市
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
近
代
」
は
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
の
辺
境
へ
と
編
成
さ
れ
た
ク
ラ
ク
フ
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人

社
会
に
つ
い
て
論
じ
る
。
帝
国
へ
の
統
合
は
都
市
を
帝
国
規
模
の
入
や
知
の

流
通
に
置
く
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
社
会
変
容
が
都
市

の
近
代
を
担
う
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
市
民
層
（
大
学
教
員
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
や
芸
術

家
）
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
。
こ
の
ク
ラ
ク
フ
が
帝
国
国
外
か
ら
も
ポ
ー
ラ
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評轡

ン
ド
人
を
引
き
寄
せ
て
い
た
と
い
う
指
摘
も
、
こ
こ
で
は
重
要
で
あ
る
。

　
「
国
境
」
と
い
う
観
点
か
ら
三
篤
を
眺
め
た
と
き
、
古
代
か
ら
中
世
に
か

け
て
幅
を
も
っ
た
空
間
的
な
そ
れ
が
徐
々
に
狭
ま
り
、
さ
ら
に
近
代
以
降
は

国
定
的
か
つ
線
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
よ
う
に
み
え
る
。
空
間
的
な
前
者

を
「
く
に
ざ
か
い
」
、
線
的
な
後
者
を
「
コ
ッ
キ
ョ
ウ
」
と
置
く
な
ら
ば
、

「
コ
ッ
キ
ョ
ウ
」
に
沿
っ
た
領
域
支
配
の
確
立
は
近
代
国
家
以
降
の
こ
と
で

あ
っ
て
、
古
代
や
中
世
の
世
界
に
そ
れ
を
求
め
る
こ
と
で
歴
史
像
に
歪
み
が

生
じ
る
で
あ
ろ
う
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
で
は
逆
に
、
近
代
に
「
く
に

ざ
か
い
」
を
見
る
こ
と
は
歴
史
像
に
歪
み
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
か
。
近
代
に

お
け
る
「
コ
ッ
キ
ョ
ウ
」
の
役
割
を
無
視
し
え
な
い
こ
と
は
言
を
倹
た
な
い

も
の
の
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
行
す
る
現
在
に
あ
っ
て
、
こ
の
門
く
に
ざ
か

い
的
近
代
」
を
認
識
し
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
が
「
境
界
域
」
概
念
に
込
め

ら
れ
た
問
い
で
あ
る
と
評
者
は
考
え
て
い
る
。
ク
ラ
ク
フ
が
「
コ
ッ
キ
ョ

ウ
」
を
跨
い
だ
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
た
ち
の
「
境
界
域
」
の
な
か
に
あ
っ
た
こ
と

は
既
に
見
た
が
、
こ
れ
は
入
の
移
動
を
規
定
す
る
文
化
的
空
間
と
し
て
の

「
境
界
域
」
が
「
コ
ッ
キ
ョ
ウ
」
と
併
存
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

「
境
界
都
市
」
論
が
指
し
示
す
と
こ
ろ
の
、
人
・
モ
ノ
・
知
の
移
動
を
と
き

に
促
進
し
、
と
き
に
阻
害
し
た
文
化
的
空
間
の
近
・
現
代
史
は
、
大
き
な
可

能
性
に
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
福
元
健
之
）

　
辺
境
、
内
な
る
辺
境
、
都
市
と
い
う
場
と
し
て
の
「
境
界
域
扁
の
性
格
に

よ
っ
て
区
分
さ
れ
た
前
半
三
部
と
は
異
な
り
、
第
W
部
「
表
象
さ
れ
る
境
界

域
」
は
各
所
に
お
い
て
文
化
的
な
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
や
マ
ー
ジ
ナ
ル
性
が
ど

の
よ
う
に
立
ち
現
れ
る
の
か
、
そ
の
表
象
の
あ
り
方
に
着
目
し
て
い
る
。

　
ま
ず
は
、
東
西
冷
戦
下
の
都
市
に
お
い
て
各
々
の
国
民
性
が
ど
の
よ
う
に

相
対
し
な
が
ら
創
出
さ
れ
た
か
を
論
ず
る
、
高
橋
秀
寿
「
冷
戦
の
境
界
ベ
ル

リ
ン
の
空
間
形
成
－
国
民
を
つ
く
る
空
間
」
（
第
一
〇
章
）
。
第
二
次
世
界

大
戦
中
の
空
襲
に
よ
り
夏
鳶
と
な
っ
た
ベ
ル
リ
ン
は
、
戦
後
さ
ら
に
東
西
に

分
割
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
も
「
壁
」
が
構
築
さ
れ
る
ま
で
は
槽
互
に

交
流
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
の
東
西
両
ベ
ル
リ
ン
が
国
指
し
た
理
想
の
国
民

　
　
　
　
　
フ
ォ
ル
ク

像
（
東
の
「
人
民
」
、
西
の
「
平
準
化
さ
れ
た
中
間
社
会
」
）
を
都
市
計
画
の

観
点
か
ら
読
み
解
く
高
橋
論
文
は
、
第
W
部
の
テ
ー
マ
に
も
っ
と
も
合
致
し

た
論
考
で
あ
る
。

　
続
く
関
隆
志
氏
の
論
考
「
ア
テ
ナ
イ
市
民
の
自
覚
と
美
術
表
現
　
　
民
主

政
成
立
期
に
お
け
る
陶
工
の
意
識
変
化
」
（
第
～
　
章
）
で
は
、
時
代
が
い

っ
き
に
紀
光
前
へ
と
移
る
。
紀
元
前
六
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
初
頭
に
か
け
て

キ
ュ
リ
ッ
ク
ス
（
酒
杯
の
一
種
）
に
起
き
た
形
態
上
、
美
術
表
現
上
の
様
々

な
変
化
を
、
著
者
は
憺
山
海
崩
壊
か
ら
民
主
政
成
立
と
い
う
ア
テ
ナ
イ
政
治

の
変
遷
と
結
び
付
け
、
そ
こ
に
生
じ
た
自
由
の
気
風
が
陶
工
の
自
己
表
現
を

可
能
に
し
た
と
推
論
。
大
胆
か
つ
鮮
や
か
な
論
の
運
び
に
魅
せ
ら
れ
る
一
篇

で
あ
る
。

　
第
一
二
章
の
加
藤
哲
弘
＝
七
世
紀
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
に
お
け
る
古
代
の

再
生
ー
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
に
よ
る
市
庁
舎
壁
画
構
想
を
め
ぐ
っ
て
」
も
、
関

論
文
と
同
様
に
芸
術
作
品
を
主
役
に
据
え
る
。
一
七
世
紀
「
黄
金
時
代
」
の

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
新
市
庁
舎
に
飾
ら
れ
る
は
ず
だ
っ
た
、
あ
る
レ
ン
ブ
ラ
ン

ト
作
品
の
制
作
か
ら
返
却
ま
で
の
謎
を
追
い
な
が
ら
、
そ
こ
に
加
藤
氏
は

「
遅
れ
て
き
た
ル
ネ
サ
ン
ス
」
に
お
い
て
旧
体
制
の
寓
意
表
現
・
神
格
化
の

手
法
を
避
け
、
も
う
一
つ
の
権
威
で
あ
る
古
代
世
界
を
味
方
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
新
興
国
オ
ラ
ン
ダ
の
特
殊
事
情

を
指
摘
す
る
。

　
本
書
の
揮
尾
を
飾
る
の
は
、
編
者
代
表
で
あ
る
田
中
き
く
漸
落
に
よ
る
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「
エ
リ
ー
運
河
全
通
祭
と
～
九
世
紀
の
政
治
文
化
…
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義

の
進
展
と
パ
レ
ー
ド
扁
（
第
＝
二
章
）
。
田
中
氏
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
を
横

断
す
る
エ
リ
ー
運
河
の
全
通
に
と
も
な
い
開
催
さ
れ
た
パ
レ
ー
ド
を
、
エ

リ
ー
ト
と
～
般
の
人
々
と
の
複
層
的
か
つ
多
様
な
相
互
関
係
を
伝
え
る
文
化

的
境
界
域
と
し
て
位
置
付
け
る
。
そ
し
て
著
者
は
、
そ
こ
に
参
加
者
の
ア
ン

グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
系
の
優
位
意
識
、
自
由
人
と
し
て
の
自
負
、
あ
る
い
は
理

想
的
な
家
族
像
の
提
示
等
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
価
値
観
な
ど
を
読
み
取
る
の
で

あ
る
。

　
以
上
の
四
篇
は
表
象
の
あ
り
方
を
論
ず
る
と
い
う
点
で
ま
と
ま
り
を
見
せ

る
の
だ
が
、
そ
の
一
方
で
本
書
の
軸
で
あ
る
「
境
界
域
」
概
念
に
つ
い
て
は

曖
昧
さ
を
残
す
。
例
え
ば
、
関
論
文
は
考
察
対
象
の
地
域
を
「
当
初
は
文
化

的
境
界
域
の
～
国
に
過
ぎ
な
か
っ
た
ア
テ
ナ
イ
」
と
表
現
す
る
が
、
こ
こ
で

の
「
文
化
的
境
界
域
」
が
厳
密
に
は
何
と
何
の
境
界
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い

て
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
加
藤
論
文
に
お
い
て
は
「
境
界
域
」
と
い

う
表
現
も
直
接
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
素
直
に
考
え
れ
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
は

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
の
「
境
界
域
扁
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

の
だ
が
、
加
藤
氏
が
指
摘
す
る
オ
ラ
ン
ダ
の
特
異
性
は
、
ベ
ル
ギ
ー
や
ブ
ラ

バ
ン
ト
と
い
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
地
域
と
接
し
て
い
た
と
い
う
地
理
的
な
境
界

性
に
由
来
す
る
の
か
、
新
興
国
で
あ
っ
た
と
い
う
政
治
的
な
事
情
に
由
来
す

る
の
か
は
、
詳
し
く
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。
本
書
の
意
義
を
際
立
た
せ
る
た

め
に
も
、
こ
れ
ら
門
境
界
域
」
の
設
定
は
よ
り
慎
重
に
な
さ
れ
て
も
よ
か
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
阿
部
三
児
）

　
本
論
集
の
特
色
は
、
第
一
に
は
先
に
紹
介
さ
れ
た
諸
論
考
に
み
ら
れ
る
ご

と
く
そ
こ
で
扱
わ
れ
た
題
材
の
多
彩
さ
で
あ
り
、
第
二
に
は
こ
れ
ら
多
岐
に

わ
た
る
題
材
の
軸
と
し
て
設
定
さ
れ
た
「
境
界
域
」
な
る
概
念
で
あ
る
。
本

書
評
の
最
後
に
後
者
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　
本
論
集
序
章
「
文
化
的
ボ
ー
ダ
ー
ラ
ン
ド
と
マ
ー
ジ
ナ
リ
テ
ィ
」
で
の
編

者
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
研
究
が
扱
っ
て
き
た
「
境
界
」
が
、
紛
争
・

対
立
・
集
団
間
の
相
違
を
象
徴
的
・
明
確
に
表
現
す
る
「
ハ
ー
ド
な
線
」
で

あ
る
の
に
対
し
、
本
論
集
の
主
題
と
す
る
「
境
界
域
」
は
、
調
停
的
・
融
和

的
要
因
を
含
み
、
多
様
か
つ
複
層
的
で
、
画
一
的
で
は
な
い
「
ソ
フ
ト
な
空

間
」
を
指
す
と
さ
れ
る
。
か
か
る
特
殊
の
意
味
に
お
け
る
「
境
界
域
」
概
念

は
、
本
論
集
の
直
接
の
前
提
を
な
す
『
〈
道
〉
と
境
界
域
幽
（
田
中
き
く
代
・

阿
河
雄
二
郎
編
、
昭
和
堂
、
二
〇
〇
七
年
）
で
既
に
そ
の
蕗
学
的
記
述
が
み

ら
れ
た
が
、
こ
の
続
編
た
る
本
論
集
に
お
い
て
は
…
層
の
発
展
的
内
容
が
与

え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
本
論
集
に
お
い
て
「
境
界
域
」
は
、
「
文
化
的

ボ
ー
ダ
ー
ラ
ン
ド
（
O
乱
け
霞
巴
σ
O
議
①
二
磐
α
）
」
や
「
文
化
的
境
界
域
」
と

も
換
言
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
「
様
々
な
人
や
言
語
、
文
化
、
経
済

な
ど
が
混
じ
り
合
」
い
、
「
文
化
の
交
差
が
生
じ
る
だ
け
で
は
な
く
、
新
し

い
文
化
が
そ
の
接
触
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
」
、
「
融
和
的
な
調
停
的
な
要
素
が

併
存
し
、
対
立
す
る
両
者
に
共
生
を
促
し
」
、
「
異
質
な
も
の
同
士
が
混
在
し
、

相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
あ
」
い
、
「
単
～
の
国
民
性
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
の

な
い
多
文
化
的
状
況
」
が
存
在
し
、
さ
ら
に
は
「
近
代
化
を
拒
み
つ
つ
近
代

と
前
近
代
が
同
居
」
す
る
、
と
い
う
。
し
か
も
編
者
は
、
こ
の
「
境
界
域
」

の
「
調
停
的
要
因
の
働
き
」
を
何
よ
り
も
重
視
し
、
そ
こ
に
こ
そ
「
歴
史
の

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」
が
あ
る
と
主
張
す
る
の
み
な
ら
ず
、
か
か
る
「
調
停
的
要

因
」
を
注
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
入
び
と
が
悲
惨
か
ら
再
起
し
て
き
た
過

去
の
な
か
に
「
希
望
を
見
出
す
こ
と
」
こ
そ
「
歴
史
家
の
役
割
」
な
の
で
は

な
い
か
、
と
現
代
社
会
に
お
い
て
歴
史
研
究
者
が
果
た
す
べ
き
使
命
に
論
及
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評iltt

凹

し
さ
え
す
る
。

　
か
か
る
「
境
界
域
扁
概
念
が
、
西
洋
世
界
の
な
か
で
具
体
的
に
い
か
な
る

か
た
ち
で
存
立
し
え
て
い
た
か
は
、
本
書
評
に
お
い
て
先
に
紹
介
さ
れ
た
諸

論
考
が
各
々
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
に
徴
す
る
限
り
、
本
論
集

が
「
西
洋
世
界
の
時
空
間
で
、
歴
史
空
間
の
水
平
方
向
の
境
界
域
に
も
、
垂

直
方
向
の
境
界
域
に
も
、
か
な
り
の
多
様
性
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
」

（
本
論
集
「
あ
と
が
き
」
）
書
物
で
あ
る
こ
と
に
疑
念
の
余
地
は
な
い
。
し

か
し
、
編
者
が
＝
国
史
や
国
民
国
家
史
で
は
扱
い
き
れ
な
い
重
要
な
事
象

が
歴
史
に
は
あ
り
、
そ
れ
ら
を
取
り
上
げ
、
分
析
し
評
価
す
る
た
め
の
枠
組

み
を
私
た
ち
は
必
要
と
し
て
い
る
」
（
本
論
集
序
章
）
と
述
べ
、
「
境
界
域
」

を
か
か
る
枠
組
み
と
し
て
提
示
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
歴
史
学
の

方
法
上
の
重
要
な
問
題
提
起
で
あ
る
だ
け
に
、
西
山
・
福
元
・
阿
部
の
各
氏

評
に
も
あ
る
ご
と
く
、
な
お
様
々
な
角
度
か
ら
の
検
討
を
要
す
る
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
紙
幅
の
制
限
も
あ
り
、
全
体
に
か
か
わ
る
問
題
点

を
二
点
の
み
指
摘
す
る
。

　
第
一
の
問
題
は
、
本
書
の
い
う
「
境
界
域
」
の
概
念
と
し
て
の
独
自
性
で

あ
る
。
本
論
集
に
お
い
て
概
念
と
し
て
の
「
境
界
域
」
を
説
明
す
る
序
章
で

は
、
文
献
註
と
説
明
註
の
い
ず
れ
も
が
付
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
文
で
も
文
化

人
類
学
者
タ
ー
ナ
ー
と
哲
学
者
フ
ー
コ
ー
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
る
の
み
で
あ

る
。
こ
の
事
実
は
、
一
方
に
お
い
て
は
、
本
論
集
の
「
境
界
域
偏
概
念
に
つ

い
て
、
歴
史
学
に
お
け
る
既
存
の
諸
研
究
と
は
独
立
に
考
案
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
極
め
て
高
い
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
持
つ
概
念
で
あ
る
、
と
の
評
価
を

可
能
に
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
に
お
い
て
は
、
か
か

る
註
記
の
不
在
が
、
本
論
集
の
学
説
史
上
の
位
置
付
け
に
か
ん
し
、
重
大
な

問
題
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
も
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
は
、
本
論
集
の
「
境

界
域
」
概
念
と
、
目
的
や
射
程
の
点
で
重
な
り
合
い
、
共
通
す
る
部
分
の
あ

る
概
念
や
用
語
が
、
我
が
国
の
既
存
の
諸
研
究
に
よ
っ
て
も
提
示
さ
れ
て
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

た
過
去
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
先
行
学
説
に
よ
る
類
似
の
諸

概
念
・
用
語
と
の
関
係
を
明
示
す
る
こ
と
は
、
「
境
界
域
」
概
念
の
独
自
性

を
主
張
し
か
つ
高
め
る
た
め
に
、
本
論
集
に
と
り
必
須
の
手
続
き
で
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
関
連
す
る
問
題
と
し
て
第
二
に
、
本
論
集
は
一
国
史
的
・
国
民
国
家
史
的

視
点
を
強
く
批
判
し
て
い
る
が
、
か
か
る
批
判
そ
の
も
の
の
妥
当
性
も
ま
た

検
証
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
か
つ
て
福
井
憲
彦
氏
は
＝
国
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

的
な
枠
組
で
問
え
る
範
囲
は
、
実
は
限
定
的
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
た
が
、

こ
の
指
摘
が
正
当
で
あ
る
な
ら
ば
、
か
か
る
限
界
の
あ
る
一
国
史
・
国
民
国

家
史
を
、
本
論
集
は
な
ぜ
ま
た
今
、
批
判
し
よ
う
と
す
る
の
か
、
そ
の
問
題

意
識
を
改
め
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で

な
け
れ
ば
、
こ
れ
に
代
わ
る
枠
組
み
と
し
て
の
「
境
界
域
」
概
念
が
今
後
持

ち
う
る
可
能
性
も
、
見
通
し
難
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
こ
の
と
き
、
本
論
集
に
含
ま
れ
る
複
数
の
古
代
史
・
中
世
史
の
論
考
は
、

か
か
る
本
論
集
の
問
題
意
識
そ
の
も
の
を
相
対
化
す
る
た
め
に
有
意
の
役
割

を
果
た
す
可
能
性
が
あ
る
。
奇
妙
な
欝
い
方
に
響
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
本

論
集
の
い
う
と
こ
ろ
の
、
線
的
な
「
境
界
」
で
は
な
く
空
問
を
意
識
す
る

「
境
界
域
」
概
念
は
、
考
え
方
と
し
て
は
、
先
の
早
発
評
が
「
く
に
ざ
か
い

的
近
代
」
と
の
表
現
を
与
え
た
よ
う
に
、
近
代
的
意
味
に
お
け
る
「
境
界
」

の
存
し
な
か
っ
た
古
代
史
・
中
世
史
を
扱
う
際
の
歴
史
的
感
覚
を
も
っ
て
、

近
代
史
・
現
代
史
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
、
と
も
換
言
し
う
る
と
思
わ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
「
境
界
域
」
と
い
う
、
ま
こ
と
に
曖
昧
な
空
間
に
対
し
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て
本
論
集
が
寄
せ
た
問
題
意
識
は
、
評
者
に
は
極
め
て
日
本
人
的
な
そ
れ
に

感
ぜ
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
　
　
も
し
や
誤
解
を
招
く
連
想
か
も
分
か
ら
な

い
が
　
　
か
つ
て
あ
る
哲
学
者
が
、
「
東
洋
人
の
世
界
は
薄
明
の
世
界
で
あ

る
。
し
か
る
に
西
洋
人
の
世
界
は
書
の
世
界
と
夜
の
世
界
で
あ
る
。
甕
と
夜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
の
封
立
の
な
い
と
こ
ろ
が
薄
明
で
あ
る
。
」
と
述
べ
た
ご
と
く
で
あ
っ
て
、

そ
の
意
味
に
お
い
て
本
論
集
は
、
「
日
本
人
に
よ
る
」
西
洋
史
研
究
の
優
れ

た
成
果
と
評
価
し
う
る
と
評
者
は
考
え
る
。
し
か
し
、
か
か
る
「
日
本
固
有

の
西
洋
史
学
」
に
つ
い
て
は
、
近
時
こ
れ
を
「
あ
る
は
ず
も
な
い
賦
と
明
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
否
定
す
る
立
場
も
あ
り
、
我
が
国
の
西
洋
史
学
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
、

今
後
も
様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
決
定
的
な
答
え

の
出
な
い
可
能
性
が
あ
る
議
論
に
拘
泥
す
る
こ
と
は
、
生
産
的
で
は
な
い
と

の
見
方
も
あ
ろ
う
が
、
必
要
な
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
無
論
、
本
論
集
は
、

門
日
本
固
有
の
西
洋
史
学
」
の
問
題
を
直
接
に
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
そ
の
読
者
に
対
し
て
、
か
か
る
よ
り
高
次
の
問
題
へ
の
注
意
を
喚
起
さ

せ
る
、
何
か
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
（
南
雲
泰
輔
）

①
管
見
の
限
り
で
あ
る
が
例
え
ば
、
日
本
史
家
の
網
野
善
彦
氏
、
民
俗
学
者
の
赤

　
坂
憲
雄
氏
に
よ
る
関
心
諸
業
績
の
他
、
財
団
法
人
史
学
六
甲
畷
歴
史
学
の
最
前

　
線
画
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
所
収
の
村
井
章
介
・
金
容
徳
・
荒
野
泰
典

　
各
氏
の
論
考
及
び
そ
れ
に
対
す
る
桜
弁
万
里
子
氏
の
評
（
「
編
集
を
終
え
て
偏
）
、

　
テ
ッ
サ
・
モ
ー
リ
ス
ー
ス
ズ
キ
（
飯
笹
佐
代
子
訳
）
「
国
民
国
家
の
形
成
と
空
間

　
意
識
」
上
村
忠
男
ほ
か
編
『
歴
史
を
問
う
（
三
）
　
歴
史
と
空
間
』
岩
波
書
店
、
二

　
〇
〇
二
年
、
　
一
～
一
～
～
三
〇
頁
な
ど
を
参
照
。

②
福
井
憲
彦
「
社
会
史
再
考
」
史
学
会
編
（
二
〇
〇
四
年
）
一
五
一
頁
。

③
『
三
木
清
全
集
二
岩
波
四
二
、
一
九
六
六
年
、
二
六
三
頁
。

④
小
澤
実
「
中
世
一
般
」
噸
史
学
雑
誌
』
ご
三
編
五
号
、
二
〇
＝
一
年
、
九
三

　
七
～
九
三
八
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
A
5
判
　
三
四
八
頁
　
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
一
二
年
三
月
　
税
別
三
八
○
○
円
）

　
　
　
　
（
阿
部
拓
児
　
京
都
府
立
大
学
文
学
部
准
教
授
）

　
　
　
　
（
西
山
喬
貴
　
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
・
ロ
ン
ド
ン
修
士
課
程
）

　
　
　
　
（
福
元
健
之
　
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
課
程
）

　
　
　
　
（
南
雲
泰
輔
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
貝
）
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