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認
知
的
作
品

�
い
ま
・
こ
こ
�
を
切
り
取
る
こ
と
を
め
ぐ
�
て

井上明人
INOUE AKITO

コ
ン
ピ
�
�
タ
・
ゲ
�
ム
の
よ
う
な
メ
デ
�
ア
が
「
作
品
で

あ
る
」
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
事
態
だ
ろ
う
か
。

コ
ン
ピ
�
�
タ
・
ゲ
�
ム
と
い
う
メ
デ
�
ア
は
、
コ
ン
ト

ロ
�
ラ
�
を
手
に
し
て
直
接
に
遊
ば
な
け
れ
ば
作
品
と
し
て
楽

し
む
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
ふ
つ
う
考
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
実
は
、
直
接
手
に
し
な
く
と
も
ゲ
�
ム
が
楽
し
ま
れ

る
経
路
は
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
ニ
コ
ニ
コ
動
画
に
お
け
る

「
ゲ
�
ム
プ
レ
イ
実
況
」
と
呼
ば
れ
る
一
群
の
動
画
が
、
最
近

大
き
な
支
持
を
得
た
。
い
ま
や
、
国
内
で
一
四
〇
〇
万
ア
カ
ウ

ン
ト
を
抱
え
る
動
画
サ
�
ビ
ス
、
ニ
コ
ニ
コ
動
画
の
中
で
も
非

常
に
人
気
の
あ
る
動
画
ジ
�
ン
ル
の
一
つ
と
な
�
て
い
る
。

「
ゲ
�
ム
プ
レ
イ
実
況
」
の
動
画
と
は
、
そ
の
名
の
通
り
ゲ
�

ム
プ
レ
イ
ヤ
�
が
ゲ
�
ム
を
遊
び
つ
つ
、
ゲ
�
ム
の
展
開
に
つ

い
て
実
況
を
交
え
て
解
説
し
た
り
、
驚
き
の
声
を
あ
げ
た
り
す

る
声
が
吹
き
込
ま
れ
て
い
る
動
画
だ
。『
ス
�
パ
�
マ
リ
オ
ブ

ラ
ザ
�
ズ
』
シ
リ
�
ズ
な
ど
、
よ
く
知
ら
れ
た
ゲ
�
ム
に
つ
い

て
は
、
概
ね
こ
う
し
た
実
況
の
動
画
が
存
在
し
て
い
る
。
動
画

の
閲
覧
者
は
、
自
分
自
身
が
ゲ
�
ム
を
遊
ぶ
わ
け
で
も
な
い
の

に
、
二
時
間
も
三
時
間
も
食
い
入
る
よ
う
に
、
ど
こ
か
の
誰
か

が
ゲ
�
ム
を
し
て
い
る
風
景
を
眺
め
る
。
彼
ら
は
み
な
自
ら
の

手
で
ゲ
�
ム
を
遊
ぶ
わ
け
で
は
な
い
。
ゲ
�
ム
と
い
う
メ
デ
�

ア
を
「
遊
ぶ
」
こ
と
だ
け
に
焦
点
化
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
と

き
、
こ
の
事
態
は
説
明
が
で
き
な
い
。

ゲ
�
ム
と
は
、
百
人
が
遊
べ
ば
、
百
様
の
プ
ロ
セ
ス
が
生
じ

る
。
そ
こ
に
は
、
無
数
の
展
開
が
生
ま
れ
、『
ス
�
パ
�
マ
リ

オ
ブ
ラ
ザ
�
ズ
』（
以
下
、『
マ
リ
オ
』）
や
『
テ
ト
リ
ス
』
と
い
�

た
「
作
品
」
は
そ
れ
ら
の
展
開
を
媒
介
す
る
よ
う
な
も
の
と
し

て
機
能
し
て
い
る
だ
け
だ
と
も
言
え
る
。
プ
レ
イ
実
況
の
動

画
は
、
ゲ
�
ム
を
遊
ぶ
プ
ロ
セ
ス
を
一
つ
の
物
語
と
し
て
見
せ

て
い
る
。
実
況
動
画
と
い
う
形
で
成
立
し
た
、
ゲ
�
ム
を
介
し

た
物
語
を
紡
ぐ
動
画
を
一
つ
の
「
作
品
」
と
し
て
数
え
る
と
き
、

ゲ
�
ム
と
い
う
メ
デ
�
ア
は
、
そ
れ
自
体
も
「
作
品
」
で
あ
り

な
が
ら
、
そ
れ
を
媒
介
と
し
た
無
限
の
「
作
品
」
を
可
能
に
す

る
も
の
だ
。
将
棋
と
い
う
ゲ
�
ム
が
ほ
と
ん
ど
無
限
に
近
い
プ

ロ
セ
ス
を
持
つ
も
の
だ
と
語
る
人
は
多
い
。
将
棋
は
宇
宙
で
あ

る
と
い
う
人
も
い
る
。
ゲ
�
ム
が
無
限
を
た
ず
さ
え
る
メ
デ
�

ア
な
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
無
限
の
在
り
様
に
つ
い
て
語
る

こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。『
マ
リ
オ
』
が
生
み
出
す
一
つ
の
プ

ロ
セ
ス
を
経
験
す
る
こ
と
か
ら
、
帰
納
的
に
『
マ
リ
オ
』
の
こ

と
を
語
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
未
だ
見
た
こ
と
の
な
い
『
マ
リ

オ
』
の
物
語
は
無
限
に
存
在
す
る
。

さ
ら
に
は
、
ど
こ
か
の
誰
か
が
勝
手
に
『
マ
リ
オ
』
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
改
造
し
た
『
改
造
マ
リ
オ
』
も
大
人
気
の
動
画
の
一

つ
だ
。
こ
の
動
画
で
遊
ば
れ
て
い
る
マ
リ
オ
は
、
も
は
や
任

天
堂
が
リ
リ
�
ス
し
た
『
マ
リ
オ
』
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
多

く
の
部
分
で
『
マ
リ
オ
』
の
要
素
を
借
り
て
は
い
る
が
任
天
堂

の
『
マ
リ
オ
』
に
は
存
在
し
な
い
マ
�
プ
、
存
在
し
な
い
効
果

音
な
ど
が
様
々
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
確

か
に
『
マ
リ
オ
』
と
し
て
楽
し
ま
れ
て
い
る
動
画
だ
。
こ
れ
が

『
マ
リ
オ
』
で
あ
る
と
認
識
す
る
と
き
、『
マ
リ
オ
』
で
あ
る
と

は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

ま
た
、
も
う
一
点
、『
マ
リ
オ
』
に
関
し
て
言
え
ば
、
シ

リ
�
ズ
の
中
で
も
一
般
に
評
判
が
高
い
『
マ
リ
オ
3
』
の
こ

と
を
、
私
の
友
人
S
は
「
最
も
つ
ま
ら
な
い
ゲ
�
ム
」
だ
と

よ
く
言
う
。
そ
の
理
由
を
聞
い
て
み
る
と
、
彼
に
と
�
て
の

『
マ
リ
オ
』
シ
リ
�
ズ
と
は
、
無
限
1
u
p
と
い
う
『
マ
リ

オ
』
の
パ
�
ケ
�
ジ
全
体
の
中
で
も
ご
く
一
部
の
遊
び
の
面
白

さ
が
そ
の
出
来
映
え
の
ほ
と
ん
ど
全
て
を
決
定
し
て
い
る
と
い

う
。「『
マ
リ
オ
2
』
の
無
限
1
u
p
は
や
り
応
え
が
あ
�
た

が
、『
マ
リ
オ
3
』
の
無
限
1
u
p
は
ほ
と
ん
ど
や
り
応
え

が
な
い
。
な
の
で
『
マ
リ
オ
3
』
は
遊
び
よ
う
が
な
い
」
と

彼
は
言
う
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
だ
。「
無
限
1
u
p
」
と
い
う

遊
び
方
は
そ
も
そ
も
任
天
堂
の
開
発
陣
が
提
供
し
よ
う
と
思
�

て
生
ま
れ
て
い
る
遊
び
方
で
は
な
く
、
一
部
の
マ
ニ
ア
�
ク

な
ユ
�
ザ
�
が
勝
手
に
発
見
し
た
遊
び
方
の
一
つ
に
過
ぎ
な

い
。
九
九
％
の
『
マ
リ
オ
』
の
遊
び
手
達
に
と
�
て
は
、
無
限

1
u
p
に
よ
�
て
面
白
さ
が
決
定
さ
れ
る
『
マ
リ
オ
』
と
は
、

知
ら
な
い
『
マ
リ
オ
』
だ
。
そ
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
知
ら

な
い
『
マ
リ
オ
』
を
友
人
S
は
確
か
に
楽
し
ん
で
い
る
。

こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、
コ
ン
ピ
�
�
タ
・
ゲ
�
ム
と

い
う
メ
デ
�
ア
は
、
一
つ
の
「
作
品
」
に
つ
い
て
「
こ
れ
は
こ

う
い
う
モ
ノ
で
あ
る
」
と
い
う
合
意
を
形
成
す
る
こ
と
が
他
の

メ
デ
�
ア
よ
り
も
、
ひ
ど
く
難
し
い
。
プ
レ
イ
ヤ
�
が
遊
び
終
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も
ち
ろ
ん
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
J
・
オ

ン
グ
『
声
の
文
化
と
文
字
の
文
化
』（
藤

原
書
店
、
一
九
九
一
年
）
な
ど
の
、
声
／

文
字
を
め
ぐ
る
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、本
稿
で
は
、

声
／
文
字
と
い
う
区
分
と
は
別
の
区
分
に

よ
っ
て
議
論
を
試
み
て
い
る
点
に
注
意
さ

れ
た
い
。

わ
る
ま
で
、「
作
品
」
の
バ
リ
エ
�
シ
�
ン
の
拡
が
り
を
制
御

で
き
な
い
か
ら
だ
。

解
釈
が
無
限
だ
、
と
い
う
話
を
し
た
い
の
で
は
な
い
。
無

限
で
あ
�
て
も
、
や
み
く
も
に
拡
が
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。

『
マ
リ
オ
3
』
は
、『
マ
リ
オ
3
』
と
い
う
ゲ
�
ム
と
し
て
遊

ば
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、『
マ
リ
オ
』
シ
リ
�
ズ
と
い
う
全

体
性
の
中
で
遊
ば
れ
て
い
る
。
友
人
S
が
『
マ
リ
オ
3
』
を

遊
ぶ
と
き
、『
マ
リ
オ
3
』
を
遊
ぶ
現
在
の
中
に
だ
け
い
る
の

で
は
な
い
。

こ
れ
か
ら
話
を
す
る
の
は
、『
マ
リ
オ
3
』
と
い
う
作
品
の

単
位
は
、
一
体
何
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。

切
り
取
ら
れ
た
〈
い
ま
・
こ
こ
〉

作
品
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
な
る
べ
く
オ
�
ソ
ド
�
ク
ス
な
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る

こ
と
を
開
始
し
よ
う
。

伝
統
的
な
「
作
品
」
観
に
従
う
な
ら
ば
、
作
品
と
は
、
通
常
、

何
か
し
ら
の
形
を
得
て
い
る
も
の
の
こ
と
を
言
う
。

何
か
し
ら
の
形
を
得
て
い
る
、
と
は
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
る

形
に
固
定
さ
れ
て
い
る
、
と
も
言
え
る
。
た
と
え
ば
、
書
物
と

は
、
記
録
さ
れ
、
形
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
書
物
の
中
に
書
か

れ
た
情
報
は
、
書
物
と
し
て
形
を
も
�
て
い
る
こ
と
に
よ
�
て
、

交
換
可
能
な
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
じ
か

に
声
を
交
わ
し
て
相
互
行
為
を
行
う
コ
ミ
�
ニ
ケ
�
シ
�
ン
や
、

歌
を
歌
う
と
い
う
よ
う
な
実
演
行
為
は
交
換
で
き
な
い
が
、
そ

れ
が
録
音
さ
れ
て
C
D
に
な
れ
ば
交
換
は
可
能
で
あ
る
。

た
だ
し
、
交
換
可
能
な
も
の
と
し
て
扱
う
、
と
い
う
こ
と
は
、

交
換
不
可
能
な
も
の
は
そ
こ
か
ら
、
捨
象
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

た
と
え
ば
、
著
者
の
身
体
は
書
物
に
付
属
し
て
こ
な
い
。
書
物

に
付
属
し
て
く
る
の
は
、
著
者
の
名
前
だ
け
で
あ
る
。
あ
る
い

は
、
書
物
が
読
者
に
よ
�
て
読
ま
れ
る
と
き
、
読
者
が
書
物
を

読
ん
だ
そ
の
都
度
ご
と
に
一
回
的
に
立
ち
現
れ
る
感
覚
も
複
製

さ
れ
な
い
。
作
品
に
関
わ
る
人
間
の
身
体
は
、
あ
た
り
ま
え
だ

が
、
複
製
で
き
な
い
し
、
さ
れ
な
い
（
む
し
ろ
、
複
製
さ
れ
た
ら
コ

ワ
イ
）。
記
録
さ
れ
、
複
製
さ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
文
字
や
、

画
像
、
音
声
で
あ
る
。

記
録
さ
れ
た
も
の
は
、
あ
く
ま
で
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
写
真
と
鏡
の
違
い
を
考
え
て
み
よ
う
。
写
真
も
鏡
も
、
光

学
的
な
現
象
を
通
し
て
、
我
々
の
目
に
見
え
て
い
る
風
景
に
お

お
よ
そ
対
応
し
た
映
像
を
作
り
出
す
装
置
で
あ
る
。
鏡
が
見
ら

れ
る
と
き
、
そ
こ
に
現
れ
る
映
像
は
、
そ
の
瞬
間
の
、
そ
の
場

所
（〈
い
ま
・
こ
こ
〉）
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
一
方
で
、
写
真
は

撮
ら
れ
た
瞬
間
に
、
そ
の
瞬
間
・
そ
の
場
所
か
ら
離
れ
て
存
在

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
両
者
は
、
似
た
効
果
を
持
つ
映
像

装
置
で
は
あ
る
が
、
記
録
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
で
大

き
く
異
な
�
た
性
質
を
持
�
て
い
る
。

写
真
が
、
撮
ら
れ
た
瞬
間
の
場
所
・
時
間
か
ら
離
れ
て
存
在

し
う
る
、
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
撮
ら
れ

た
対
象
が
な
く
な
�
た
と
し
て
も
、
写
真
は
存
在
す
る
と
い
う

こ
と
だ
。
あ
る
若
い
女
性
を
撮
�
た
写
真
は
、
被
写
体
の
女
性

が
、
た
と
え
こ
の
世
の
人
で
な
く
な
�
た
り
、
年
老
い
た
り
し

て
も
、
そ
の
瞬
間
、
そ
の
場
所
に
か
つ
て
存
在
し
た
身
体
を
記

録
す
る
。
あ
た
り
ま
え
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
被
写
体
の
現
在
の

身
体
そ
の
も
の
は
、
や
は
り
付
属
し
て
い
な
い
。
か
つ
て
、
被

写
体
の
身
体
で
あ
�
た
も
の
の
光
学
的
な
現
象
の
仕
方
が
残
さ

れ
る
だ
け
で
あ
る
。
ろ
く
な
技
術
も
な
く
撮
ら
れ
た
よ
う
な
写

真
を
、「
文
学
作
品
」
の
よ
う
な
強
い
意
味
で
の
「
作
品
」
と

呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
が
、
単
に
著
作
物
と
い
う
意
味

に
お
い
て
は
既
に
作
品
と
な
�
て
い
る
。

写
真
の
時
間
は
止
ま
�
て
い
る
。
過
去
に
存
在
し
た
時
間
が
、

物
理
的
な
形
を
と
�
て
、
そ
の
痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
も
の
が

写
真
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
写
真
で
な
く
と
も
よ

い
。
書
物
、
録
音
さ
れ
た
音
楽
C
D
、
肖
像
画
…
…
こ
れ
ら

の
作
品
は
い
ず
れ
も
、
過
去
に
存
在
し
た
も
の
を
閉
じ
込
め
て

お
く
装
置
で
あ
る
。

作
品
と
は
、
過
去
に
存
在
し
た
も
の
が
、
未
来
に
追
体
験
で

き
る
よ
う
に
、
存
在
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
し
よ
う
。

し
か
し
、
作
品
は
、
過
去
の
記
録
さ
れ
た
も
の
の
痕
跡
で
あ
�

て
、
常
に
同
じ
経
験
を
人
に
起
こ
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
例

え
ば
、
三
島
由
紀
夫
の
文
章
を
一
九
七
〇
年
に
読
む
こ
と
と
、

二
〇
〇
九
年
現
在
に
読
む
こ
と
の
経
験
は
、
ほ
と
ん
ど
別
の
経

験
で
あ
る
と
言
�
て
い
い
だ
ろ
う
。
作
品
と
は
、
た
だ
、
何
か

の
痕
跡
を
押
し
と
ど
め
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
全
て
を
再
現
で
き

る
わ
け
で
は
な
い
。
時
代
、
地
域
ご
と
の
多
様
な
読
み
に
さ
ら

さ
れ
る
。
決
し
て
同
一
の
「
読
む
」
と
い
う
現
象
を
可
能
に
は

し
な
い
。

あ
る
作
品
が
、
経
験
さ
れ
る
こ
と
の
総
体
は
、
作
品
単
体
で

完
結
し
な
い
。
作
品
と
い
う
モ
ノ
と
、
作
品
が
読
ま
れ
る
読
み

手
の
環
境
に
応
じ
て
、
作
品
が
経
験
さ
れ
る
こ
と
の
在
り
方
は
、

そ
の
姿
を
変
え
る
。

こ
こ
ま
で
は
あ
る
種
の
読
者
に
と
�
て
は
、
常
識
に
属
す
る

話
か
も
し
れ
な
い
。

注
意
し
て
も
ら
い
た
い
の
は
、
作
品
に
関
わ
る
「
時
間
」
を

二
種
類
に
分
け
て
論
じ
る
こ
と
が
可
能
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
第
一
に
記
録
さ
れ
た
写
真
と
記
録
さ
れ
な
い
鏡
の
対
比
に

よ
�
て
確
認
し
た
、
作
品
＝
見
ら
れ
る
客
体
の
時
間
。
第
二
に
、

読
み
手
が
い
つ
ど
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
も
�
て
、
読
む

の
か
、
と
い
う
読
み
手
＝
見
る
主
体
の
時
間
で
あ
る
。

通
常
、
作
品
の
現
象
の
仕
方
の
多
様
性
に
つ
い
て
語
る
と
き
、

そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
が
、
読
み
手
＝
見
る
主
体
の
多
様
性

を
問
題
に
し
て
い
る
。
作
品
が
い
つ
、
ど
こ
で
、
だ
れ
に
よ
�

て
紐
解
か
れ
る
か
に
よ
�
て
、
そ
こ
で
現
れ
る
経
験
は
驚
く
ほ

ど
多
彩
な
展
開
を
見
せ
る
。
一
方
で
、
作
品
＝
見
ら
れ
る
客

体
の
時
間
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。★
1

作
品
を
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記
録
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
る
感
性
か
ら
し
て
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
当
然
と
い
え
ば
、
当
然
だ
。

例
え
ば
、
歌
を
歌
う
こ
と
や
、
演
劇
な
ど
は
〈
作
品
〉
と
し

て
の
形
式
性
を
持
つ
と
同
時
に
、
そ
れ
は
一
回
一
回
の
「
実

演
」「
演
技
」「
歌
唱
行
為
」
と
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
語

ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
同
じ
曲
を
同
じ
人
間
が
歌
�
た
場
合
に
、

「
も
は
や
別
の
作
品
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
歌
が
歌
わ
れ
は
じ
め
た
と
き
に
は
い
え
な
い
。
歌

が
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
歌
わ
れ
た
と
き
、
あ
る
い
は
歌
が
過
去
の

も
の
と
な
り
、
実
演
さ
れ
る
現
在
を
過
ぎ
去
�
た
と
き
、
そ
れ

は
は
じ
め
て
語
ら
れ
る
対
象
＝
作
品
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に

な
る
。
実
演
と
は
、
歌
わ
れ
て
い
る
現
在
の
こ
の
瞬
間
の
間
に

属
す
る
。
歌
い
手
が
、
観
客
の
目
を
見
な
が
ら
、
反
応
を
気
に

し
な
が
ら
歌
�
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
歌
い
手
の
実
演
行
為

と
、
観
客
の
反
応
は
分
離
し
て
い
な
い
。
歌
の
例
が
わ
か
り
に

く
け
れ
ば
、
漫
才
や
コ
ン
ト
を
思
い
浮
か
べ
て
も
ら
�
て
も
い

い
。
あ
れ
ほ
ど
、
観
客
の
反
応
を
気
に
し
な
が
ら
実
演
さ
れ
る

も
の
も
な
い
だ
ろ
う
。
★
2

つ
ま
り
、
未
だ
「
作
品
」
で
な
い
も
の
と
は
、
未
だ
記
録
さ

れ
て
い
な
い
。
未
だ
過
去
の
も
の
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
な
い

何
か
で
あ
る
。
★
3

〈
い
ま
・
こ
こ
〉
に
お
い
て
立
ち
現
れ
る
現
在
に
属
す
る
も
の

は
、
見
ら
れ
る
客
体
／
見
る
主
体
と
い
う
区
分
が
明
確
な
形
で

成
立
し
て
い
な
い
。
観
客
は
、
実
演
す
る
人
間
の
行
為
そ
の
も

の
に
干
渉
で
き
る
。
そ
の
と
き
、
観
客
は
、
ま
だ
、
完
全
に
対

象
化
で
き
る
「
作
品
」
な
る
も
の
を
手
に
入
れ
て
い
な
い
。
見

る
主
体
／
見
ら
れ
る
客
体
が
は
�
き
り
と
し
た
境
界
を
も
�
て

成
立
す
る
た
め
に
は
、
作
品
の
時
間
は
止
ま
�
て
い
な
け
れ
ば

い
け
な
い
。
見
る
主
体
か
ら
遠
く
切
り
離
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
推
理
小
説
の
中
で
、
観
客
が
犯
人
に

同
情
し
た
か
ら
と
言
�
て
、
過
去
に
書
か
れ
た
推
理
小
説
の
筋

書
き
を
書
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
す
で
に
「
一
つ

の
作
品
」
と
し
て
の
機
能
を
失
う
。
観
客
と
、
作
者
と
の
区
分

が
曖
昧
に
な
る
と
き
、「
作
品
」
は
一
つ
の
対
象
化
さ
れ
た
存

在
と
し
て
十
全
に
機
能
す
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
う
。

そ
し
て
ま
た
、
ま
さ
に
〈
い
ま
・
こ
こ
〉
で
こ
の
原
稿
を
書

い
て
い
る
筆
者
で
あ
る
私
に
と
�
て
は
、
こ
の
原
稿
は
過
去
の

も
の
で
は
な
い
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
い
く
ら
で
も
改
変
可
能

な
未
発
表
の
テ
キ
ス
ト
に
過
ぎ
な
い
。
編
集
者
の
手
を
経
て
校

正
さ
れ
、
印
刷
さ
れ
、
著
者
で
あ
る
私
の
手
か
ら
自
由
に
な
る

こ
と
を
離
れ
た
と
き
に
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
読
者
で
あ
る
あ
な

た
か
ら
「
作
品
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
読

者
で
あ
る
あ
な
た
か
ら
は
、
著
者
で
あ
る
私
と
編
集
者
の
や
り

と
り
な
ど
は
隠
さ
れ
て
い
て
、
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
読
者

で
あ
る
あ
な
た
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
書
き
手
の
言
�
て
い
る

こ
と
が
ど
ん
な
に
馬
鹿
げ
て
い
る
と
思
�
て
も
、
こ
の
テ
キ
ス

ト
を
自
由
に
改
変
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
作
品
」
で
あ
る
た
め
に
は
、
読
者
の
時
間
の
現
在
性
と
は
別

に
、
作
品
の
生
成
が
〈
現
在
〉
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
読
者
の
時
間
が
い
く
ら
無
限
の
バ
リ

エ
�
シ
�
ン
を
持
�
て
い
る
と
し
て
も
、
作
品
の
時
間
は
常
に

過
去
の
も
の
と
し
て
停
止
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
作

品
の
時
間
が
停
止
し
て
い
る
こ
と
に
よ
�
て
は
じ
め
て
、
作
品

は
、
交
換
可
能
で
、
参
照
可
能
な
、
語
り
う
る
対
象
に
な
る
の

だ
か
ら
。

上
記
の
よ
う
な
作
品
観―

触
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
、

と
し
て
〈
い
ま
・
こ
こ
〉
を
切
り
取
�
て
ゆ
く
こ
と―

を
、

こ
こ
で
は
《
作
品
観
A
》
と
名
付
け
る
と
し
よ
う
。

2　

こ
の
作
品
観
の
適
用
が
行
わ
れ
る
極

端
な
事
例
と
し
て
は
、
大
正
三
年
に
判
決

が
出
た
桃
中
軒
雲
右
衛
門
事
件
が
挙
げ
ら

れ
る
。
浪
曲
は
歌
う
た
び
に
、
節
回
し
が

微
妙
に
変
化
し
、
瞬
間
的
な
も
の
で
あ
る

た
め
著
作
権
の
認
定
対
象
と
な
ら
な
い
と

さ
れ
た
。
現
在
で
は
当
時
と
違
っ
て
、
こ

う
し
た
実
演
家
の
権
利
は
、
著
作
隣
接
権

と
し
て
処
理
さ
れ
る
。

3　

こ
こ
で
は
議
論
を
省
略
し
た
が
、「
記

憶
」
に
関
す
る
こ
と
と
、「
記
録
」
に
関

す
る
こ
と
を
分
け
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き

る
。
過
去
の「
記
憶
」は
常
に
現
在
に
よ
っ

て
再
編
さ
れ
続
け
る
も
の
で
あ
る
た
め
、

そ
の
二
つ
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
一
方

で
、「
記
録
」
は
現
在
に
よ
っ
て
再
編
成

さ
れ
る
こ
と
を
拒
む
。

続
き
は
本
誌
で
！


