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ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
の
作
品
に
お
け
る
意
識
と
無
意
識

数
森
寛
子

　
精
神
分
析
が
理
論
と
し
て
成
立
す
る
以
前
の
時
代
、
後
に
「
無
意
識
」
と
し
て
概
念
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
未
知
の
領
域
を
、

文
学
は
ど
の
よ
う
に
思
索
し
た
の
だ
ろ
う
か
。「
無
意
識
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
の
作
品
で
は
、
た

と
え
ば
一
八
六
六
年
に
出
版
さ
れ
た
小
説
『
海
に
働
く
人
々
』
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
対
象
に
対
し

て
明
確
な
知
識
や
感
情
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
状
態
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
「〔
こ
の

物
語
の
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
〕
デ
リ
ュ
シ
ェ
ッ
ト
は
毎
朝
、
自
分
が
前
日
に
し
た
こ
と
な
ど
す
っ
か
り
忘
れ
て
目
覚
め
る
の
だ
っ

た
（
（
（

。」
と
い
う
文
の
中
に
こ
の
「
無
意
識
」
と
い
う
単
語
が
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
用
法
と
、
心
理
学
や
精
神
分

析
学
で
用
い
ら
れ
る
無
意
識
の
概
念
と
の
間
に
、
重
要
な
関
係
性
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
ユ
ゴ
ー
の
作
品
に
お
け
る
「
無

意
識
」
を
め
ぐ
る
問
題
を
考
え
る
上
で
は
、
用
語
自
体
を
取
り
上
げ
て
分
析
す
る
よ
り
も
、
こ
の
作
家
が
「
意
識
」
を
ど
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
、「
無
意
識
」
を
め
ぐ
る
そ
の
思
索
の
一
端
を
探
る
と
い
う
方
法
が
よ

り
有
効
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
（
（

。
本
稿
で
は
一
八
六
二
年
に
出
版
さ
れ
た
小
説
『
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
』
を
中
心
に
こ
の
問
題

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
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地
下
の
「
意
識
」

　『
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
』
に
は
有
名
な
パ
リ
の
下
水
道
の
描
写
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
興
味
深
い
一
文
が
見
出
さ
れ
る
。「
下
水
道
、

そ
れ
は
都
市
に
と
っ
て
の
意
識
で
あ
るL’égout, c’est la conscience de la ville

」
と
い
う
も
の
で
あ
る

（
（
（

。
ま
ず
は
、
こ
の
一
節
か

ら
は
じ
ま
る
部
分
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

　
下
水
道
、
そ
れ
は
都
市
に
と
っ
て
の
意
識
で
あ
る
。
す
べ
て
が
そ
こ
に
集
め
ら
れ
、
顔
を
つ
き
合
わ
せ
る
。
こ
の
蒼
白

な
る
場
に
は
、
闇
は
あ
る
が
、
も
は
や
秘
密
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
事
物
が
、
そ
の
真
実
の
形
を
、
あ
る
い
は
少
な
く
と

も
、
そ
の
事
物
が
た
ど
り
つ
く
べ
き
最
終
的
な
形
を
有
し
て
い
る
。
塵
芥
の
堆
積
と
い
う
も
の
は
、
決
し
て
人
を
欺
き
は
し

な
い
の
だ
。
そ
こ
に
は
率
直
さ
が
身
を
潜
め
て
い
る
。﹇
…
﹈
文
明
の
あ
ら
ゆ
る
汚
穢
は
、
ひ
と
た
び
そ
の
役
目
を
終
え
る

と
、
こ
の
真
実
の
穴
に
落
ち
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
社
会
の
広
大
な
る
傾
斜
が
行
き
着
く
穴
で
あ
る
。
汚
穢
は
の
み
込
ま
れ
、
し

か
し
、
そ
こ
で
露
な
姿
を
晒
け
出
し
て
い
る
。
こ
の
雑
然
と
入
り
乱
れ
た
事
物
の
堆
積
は
一
つ
の
告
白
な
の
だ
。
そ
こ
に
は

も
は
や
偽
り
の
姿
は
な
く
、
い
か
な
る
粉
飾
も
不
可
能
で
あ
る
。
汚
物
は
そ
の
肌
着
を
も
脱
ぎ
捨
て
完
全
な
る
裸
体
と
な
り
、

幻
想
や
ら
幻
覚
は
行
き
場
を
失
っ
て
し
ま
う
。
終
わ
り
ゆ
く
も
の
の
陰
惨
な
表
情
を
浮
か
べ
た
、
そ
こ
に
あ
る
も
の
、
た
だ

そ
れ
だ
け
が
あ
る
。
現
実
と
消
滅
。﹇
…
﹈
白
粉
を
塗
っ
て
い
た
も
の
は
み
な
、
そ
の
顔
に
泥
を
塗
り
た
く
ら
れ
る
。
最
後

の
薄
衣
が
剝
ぎ
取
ら
れ
る
。
下
水
道
は
臆
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
全
て
を
言
い
当
て
て
し
ま
う
の
だ

（
（
（

。

　『
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
』
全
体
は
五
部
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
下
水
道
の
話
が
出
て
く
る
の
は
、
小
説
も
大
詰
め
の
第
五

部
、「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
の
腸
」
と
題
さ
れ
た
第
二
編
の
中
だ
。
舞
台
は
一
八
三
二
年
、
パ
リ
の
市
街
で
暴
動
が
起
こ
っ
て
い

る
。
小
説
の
出
版
が
一
八
六
二
年
で
あ
る
か
ら
、
同
時
代
の
読
者
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
三
〇
年
前
の
出
来
事
に
な
る
。
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蜂
起
し
た
市
民
に
紛
れ
込
ん
だ
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ル
ジ
ャ
ン
は
、
壊
滅
寸
前
の
バ
リ
ケ
ー
ド
の
中
か
ら
、
自
分
が
娘
と
し
て
育
て

て
い
る
コ
ゼ
ッ
ト
の
恋
人
、
マ
リ
ユ
ス
を
助
け
出
す
。
四
方
塞
が
り
の
戦
場
か
ら
脱
出
す
る
た
め
、
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ル
ジ
ャ
ン

が
下
水
道
に
逃
げ
込
み
、
瀕
死
の
マ
リ
ユ
ス
を
背
負
っ
た
ま
ま
、
そ
の
闇
の
中
を
延
々
と
進
ん
で
ゆ
く
シ
ー
ン
は
あ
ま
り
に
有

名
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
先
の
引
用
部
に
明
ら
か
な
よ
う
に
『
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
』
に
お
い
て
、
下
水
道
が

単
な
る
物
語
展
開
上
の
装
置
で
は
な
く
、
ユ
ゴ
ー
が
パ
リ
と
い
う
都
市
の
「
意
識
」
に
つ
い
て
考
え
る
、
思
考
の
場
そ
の
も
の

と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
小
説
で
は
、
都
市
の
「
意
識
」
と
人
間
の
「
意
識
」
の
様
態
と
が
パ
ラ
レ
ル
に
描
か

れ
る
こ
と
に
な
る
。
都
市
の
「
意
識
」
と
し
て
の
下
水
道
、
そ
れ
は
文
明
が
地
下
に
追
い
や
り
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る

出
来
事
の
記
憶
の
赤
裸
な
堆
積
で
あ
る
、
と
ひ
と
ま
ず
は
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
さ
ら
に
、
ユ
ゴ
ー
が
描
こ
う
と

し
た
古
い
パ
リ
の
下
水
道
と
は
、
計
り
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
深
淵
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
世
紀
の
初
め
に
は
、
パ
リ
の
下
水
道
は
未
だ
神
秘
の
場
で
あ
っ
た
。
泥
土
が
良
い
評
判
を
得
ら
れ
る
こ
と
は
決
し
て

な
い
だ
ろ
う
が
、
当
時
、
そ
の
悪
名
は
恐
怖
を
呼
び
起
こ
す
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た
。
パ
リ
は
漠
然
と
、
自
ら
の
下
に
恐
ろ
し

い
洞
穴
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。﹇
…
﹈
民
衆
の
想
像
力
が
、
こ
の
陰
鬱
な
底
な
し
の
排
水
溝
に
興
趣
を
添
え
て
い
た
。

下
水
道
は
、
死
刑
囚
が
投
げ
込
ま
れ
た
ア
テ
ネ
の
深
淵
、
バ
ラ
ト
ロ
ム
で
あ
っ
た
。
警
察
で
さ
え
、
こ
の
腐
爛
の
領
域
を
調

査
し
よ
う
な
ど
と
い
う
考
え
は
抱
か
な
か
っ
た
。
こ
の
未
知
の
世
界
を
手
探
り
で
進
み
、
こ
の
暗
闇
の
中
に
測
鉛
を
投
げ
込

み
、
こ
の
深
淵
を
探
査
し
に
行
く
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
誰
が
敢
て
試
み
た
だ
ろ
う

（
（
（

。

　
小
説
は
こ
の
後
、
十
九
世
紀
初
頭
に
ブ
リ
ュ
ヌ
ゾ
ー
と
い
う
人
物
が
実
行
し
た
下
水
道
調
査
の
様
子
を
描
い
て
ゆ
く
の
だ
が
、

ユ
ゴ
ー
自
身
、
書
く
こ
と
を
通
じ
て
下
水
道
の
探
索
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
下
水
道
探
索
と
称
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
実

は
「
意
識
」
と
は
何
か
を
め
ぐ
る
思
索
と
一
体
を
な
し
て
い
た
と
言
え
る
。
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こ
こ
で
、「
意
識la conscience

」
と
い
う
語
が
持
つ
イ
メ
ー
ジ
の
広
が
り
を
確
認
す
る
た
め
に
、『
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
』
を

第
一
部
ま
で
遡
り
、「
頭
蓋
の
中
の
嵐

（
（
（

」
と
題
さ
れ
た
章
を
見
て
み
た
い
。
監
獄
か
ら
出
た
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ル
ジ
ャ
ン
は
マ
ド

レ
ー
ヌ
氏
と
名
乗
り
、
あ
る
地
方
都
市
の
市
長
と
な
っ
て
人
々
の
尊
敬
を
得
て
い
た
。
だ
れ
も
彼
が
元
徒
刑
囚
で
あ
る
な
ど
と

は
疑
い
も
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
た
だ
ひ
と
り
、
か
つ
て
監
獄
の
看
守
を
し
て
い
て
、
今
は
警
官
と
な
っ
た
ジ
ャ
ヴ
ェ
ー
ル

だ
け
が
、
彼
の
正
体
を
見
破
っ
た
の
だ
っ
た
。
出
獄
し
た
ば
か
り
の
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ル
ジ
ャ
ン
は
ひ
と
つ
の
小
さ
な
犯
罪
を
な

し
て
い
た
の
で
、
次
に
捕
ま
れ
ば
終
身
刑
を
免
れ
な
い
。
折
し
も
、
一
人
の
男
が
リ
ン
ゴ
の
枝
を
盗
ん
だ
疑
い
で
捕
ら
え
ら
れ

る
。
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
よ
い
の
だ
が
、
そ
の
男
は
外
見
が
似
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
「
凶
悪
犯
罪
者
」
で
あ
る
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ

ル
ジ
ャ
ン
で
は
な
い
か
と
疑
い
を
か
け
ら
れ
る
の
だ
。
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ル
ジ
ャ
ン
は
、
こ
の
男
の
裁
判
が

行
わ
れ
る
前
夜
、
自
ら
が
名
乗
り
出
る
べ
き
か
否
か
、
一
晩
中
苦
悩
す
る
。
そ
の
苦
悶
と
葛
藤
を
描
い
て
い
る
の
が
、
こ
の

「
頭
蓋
骨
の
中
の
嵐
」
と
題
さ
れ
た
章
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
そ
の
冒
頭
か
ら
、
作
者
に
よ
る
「
意
識
」
を
め
ぐ
る
思
索
が
展

開
さ
れ
て
い
く
。

　
読
者
は
お
そ
ら
く
マ
ド
レ
ー
ヌ
氏
が
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ル
ジ
ャ
ン
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
察
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
こ
の
人
物
の
意
識
の
奥
底
を
覗
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
さ
ら
に
深
く
そ
れ
を
覗
く
べ
き
時
が
き
た
。

だ
が
、
そ
れ
を
な
す
に
は
衝
撃
と
戦
慄
を
自
ら
に
禁
じ
得
な
い
。
こ
う
し
た
凝
視
ほ
ど
、
ぞ
っ
と
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
は
な

い
。
心
の
目
は
、
最
も
眩
い
光
と
最
も
暗
い
闇
と
を
、
人
間
の
中
に
見
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
目
が
視
線
を
注
ぐ
こ
と
の

で
き
る
も
の
で
、
こ
れ
以
上
に
恐
ろ
し
い
も
の
、
よ
り
複
雑
な
も
の
、
よ
り
神
秘
的
な
も
の
、
よ
り
無
限
な
る
も
の
は
な
い
。

海
よ
り
も
壮
大
な
る
光
景
、
そ
れ
は
天
空
で
あ
る
。
天
空
よ
り
も
壮
大
な
光
景
、
そ
れ
は
人
間
の
魂
の
内
奥
で
あ
る
。

　
人
間
の
意
識
に
つ
い
て
の
詩
を
作
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
た
っ
た
一
人
の
人
間
に
関
す
る
も
の
で
あ
れ
、

最
も
下
等
な
人
間
に
関
す
る
も
の
で
あ
れ
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
叙
事
詩
を
、
一
つ
の
よ
り
高
尚
で
最
終
的
な
叙
事
詩
の
中
に
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溶
か
し
込
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
人
間
の
意
識
、
そ
れ
は
空
想
、
渇
望
、
未
遂
の
ま
ま
の
企
て
が
渦
巻
く
カ
オ
ス
で
あ
り
、

燃
え
盛
る
夢
の
大
窯
、
恥
ず
べ
き
観
念
の
巣
窟
で
あ
る
。
そ
れ
は
詭
弁
の
魔
窟
で
あ
り
、
情
念
の
戦
場
な
の
で
あ
る

（
（
（

。

　
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ル
ジ
ャ
ン
の
「
意
識
」
と
都
市
の
「
意
識
」
と
し
て
の
下
水
道
、
単
純
化
す
る
な
ら
ば
こ
れ
ら
を
共
に
、
普

段
は
隠
さ
れ
て
い
て
見
え
な
い
も
の
、
と
言
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。「
頭
蓋
骨
の
中
の
嵐
」
と
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア

サ
ン
の
腸
」
と
い
う
二
つ
の
タ
イ
ト
ル
は
、
こ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。
身
体
が
ま
ず
想
定
さ
れ
、
そ
の
身
体
に

よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
内
面
が
あ
り
、
そ
こ
に
あ
る
の
が
「
意
識
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
深
淵
は
、
謎

に
満
ち
た
混
沌
の
領
域
、
容
易
に
は
踏
み
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
場
所
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
先
に
見
た
下
水
道

の
描
写
を
始
め
る
前
に
、
小
説
の
話
者
は
「
鍋
の
蓋
を
開
け
る
よ
う
に
、
パ
リ
の
町
を
取
り
去
っ
た
と
想
像
す
る
な
ら
ば

（
（
（

」
そ

こ
に
は
張
り
巡
ら
さ
れ
た
下
水
道
の
網
の
目
が
見
え
る
と
言
い
、
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ル
ジ
ャ
ン
の
「
意
識
」
を
観
察
す
る
前
置
き

と
し
て
、
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

ダ
ン
テ
・
ア
リ
ギ
エ
ー
リ
は
か
つ
て
地
獄
の
門
に
出
会
い
、
そ
の
前
で
躊
躇
し
た
。
こ
こ
に
も
ま
た
一
つ
、
わ
れ
わ
れ
の
前

に
、
そ
の
敷
居
を
ま
た
ぐ
こ
と
を
躊
躇
さ
せ
る
入
り
口
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
入
っ
て
行
こ
う
で
は
な
い
か

（
（
（

。

　
こ
の
よ
う
に
「
意
識
」
の
領
域
を
明
確
に
示
し
た
う
え
で
、「
頭
蓋
骨
の
中
の
嵐
」
の
章
は
、
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ル
ジ
ャ
ン
の

心
の
動
き
を
観
察
し
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
な
か
か
ら
一
つ
と
り
あ
げ
た
い
と
思
う
の
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
で
あ
る
。

人
間
は
確
か
に
自
分
自
身
に
向
か
っ
て
話
し
か
け
る
〔
独
り
言
を
言
う
〕
こ
と
が
あ
る
。
思
考
す
る
存
在
で
あ
れ
ば
み
な
そ

の
こ
と
を
経
験
し
て
い
る
。
こ
う
と
さ
え
言
え
る
だ
ろ
う
。
言
語
は
、
一
人
の
人
間
の
内
面
で
、
思
考
か
ら
意
識
へ
と
向
か
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い
、
そ
し
て
意
識
か
ら
思
考
へ
と
立
ち
戻
っ
て
い
く
時
に
、
最
も
荘
厳
な
る
神
秘
の
相
を
呈
す
る
と

（
（（
（

。

　
引
用
箇
所
か
ら
は
「
思
考
」
と
区
別
さ
れ
、
論
理
的
な
「
思
考
」
に
対
置
さ
れ
る
よ
う
な
場
所
と
し
て
「
意
識
」
と
い
う
領

域
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
仮
にla conscience

を
「
良
心
」
と
訳
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
部
分
を

善
の
心
と
悪
の
心
の
葛
藤
と
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
解
釈
は
あ
ま
り
適
切
で
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
の
「
思
考
」
と
「
意
識
」
を
二
つ
の
異
な
る
場
所
と
し
て
捉
え
る
発
想
は
、
こ
の
小

説
の
中
で
、
パ
リ
の
町
と
下
水
道
と
い
う
二
つ
の
場
の
対
比
に
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
だ
。
実
際
、
下
水
道
に
関

す
る
次
の
一
節
か
ら
は
、
ユ
ゴ
ー
が
、
一
人
の
人
間
の
「
意
識
」
と
、
パ
リ
と
い
う
都
市
の
「
意
識
」
を
同
じ
構
造
に
よ
っ
て

考
え
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

町
の
中
で
人
々
は
意
思
の
疎
通
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
汚
水
だ
め
の
中
で
は
方
向
を
見
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

地
上
で
は
意
味
の
理
解
が
不
可
能
で
、
地
下
で
は
脱
出
が
不
可
能
で
あ
っ
た
。
言
語
の
混
乱
の
下
に
、
ほ
ら
穴
の
混
乱
が

あ
っ
た
。
迷
宮
と
バ
ベ
ル
と
が
二
重
構
造
を
な
し
て
い
た
の
だ

（
（（
（

。

　
こ
こ
で
は
ま
ず
、
ユ
ゴ
ー
が
、
地
上
を
言
語
化
さ
れ
た
世
界
、
地
下
を
言
語
化
さ
れ
て
い
な
い
世
界
と
し
て
対
峙
さ
せ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
は
い
え
、
言
語
化
さ
れ
た
地
上
に
も
、
統
一
的
な
秩
序
は
存
在
せ
ず
、
そ
こ
に
は
、
バ
ベ
ル
的
な
混

乱
が
あ
る
の
み
だ
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
言
語
が
ひ
し
め
き
合
う
よ
う
な
世
界
を
裏
打
ち
し
、
根
底
で
支
え
る
も
う
一
つ
の
構

造
と
し
て
、
地
下
の
世
界
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
重
の
構
造
が
、
パ
リ
と
い
う
都
市
の
身
体
を
作
り
出
し
て
い
る
と
ユ

ゴ
ー
は
考
え
る
の
だ
。
先
の
引
用
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
一
個
の
人
間
の
な
か
で
行
わ
れ
る
対
話
こ
そ
が
人
間
の
存
在
そ
の

も
の
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
論
理
的
な
思
考
と
そ
う
で
な
い
「
意
識
」
と
の
間
の
往
復
運
動
と
し
て
と
ら
え
ら
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れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
ユ
ゴ
ー
の
関
心
は
、
こ
の
地
下
と
地
上
と
の
間
の
循
環
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば

そ
れ
は
、
古
代
ロ
ー
マ
で
は
死
体
を
下
水
溝
渠
に
投
げ
来
ん
だ
が
、
そ
の
下
水
溝
渠
の
毒
気
が
今
度
は
地
上
に
登
り
、
専
制
君

主
の
命
を
奪
っ
た
と
い
う
挿
話
、
信
仰
や
思
想
の
自
由
を
奪
わ
れ
て
迫
害
さ
れ
た
者
た
ち
、
あ
る
い
は
強
盗
や
暴
徒
た
ち
が
、

地
下
の
下
水
道
に
身
を
潜
め
、
こ
の
下
水
道
か
ら
地
上
に
現
れ
て
は
、
反
乱
を
起
こ
し
た
り
、
社
会
に
対
し
て
暴
虐
を
働
い
た

り
し
た
と
い
う
挿
話
に
よ
っ
て
、
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
ま
で
、
一
貫
し
てla conscience

を
「
意
識
」
と
訳
し
て
来
た
が
、
す
で
に
、
こ
の
ユ
ゴ
ー
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
意
識
」

に
は
、
限
定
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
精
神
分
析
が
概
念
化
し
た
と
こ
ろ
の
「
無
意
識
」
に
重
な
る
部
分
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。「
下
水
道
、
そ
れ
は
都
市
に
と
っ
て
の
意
識
で
あ
る
」
と
い
う
一
文
の
中
に
「
下
水
道
は
都
市
に
と
っ
て
の

無
意
識
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
を
読
み
こ
ん
で
も
、
お
そ
ら
く
大
き
な
間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
「
無
意
識
」
に
比

べ
ら
れ
る
よ
う
な
領
域
に
対
す
る
ユ
ゴ
ー
の
強
い
関
心
は
、
比
較
的
初
期
の
作
品
の
中
に
も
す
で
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
八
三
〇
年
に
書
か
れ
た
詩
「
夢
想
の
坂
」
の
冒
頭
部
分
を
引
用
し
て
み
た
い
。

友
よ
、
大
切
な
夢
想
を
掘
り
進
め
て
は
い
け
な
い

花
咲
く
平
原
、
そ
の
土
を
掘
り
起
こ
し
て
は
い
け
な
い

眠
れ
る
大
洋
が
目
の
前
に
姿
を
見
せ
た
な
ら
ば

そ
の
水
面
を
泳
ぐ
か
浜
辺
で
遊
ぶ
だ
け
に
し
な
さ
い

考
え
る
こ
と
は
暗
い
も
の
だ
か
ら
。
気
づ
か
な
い
ほ
ど
緩
や
か
な
勾
配
が

こ
の
現
実
世
界
か
ら
目
に
見
え
な
い
領
域
へ
と
向
か
っ
て
い
る

そ
の
坂
を
降
り
て
い
く
な
ら
ば
、
螺
旋
は
深
く

ず
っ
と
地
下
ま
で
続
き
、
徐
々
に
道
幅
が
広
が
っ
て
い
く
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だ
が
、
何
か
宿
命
的
な
謎
に
触
れ
て
し
ま
っ
た
が
た
め
に

こ
の
暗
い
旅
か
ら
、
し
ば
し
ば
人
は
青
ざ
め
て
戻
っ
て
く
る
の
だ

（
（（
（

　
詩
「
夢
想
の
坂
」
は
、
思
考
や
夢
想
の
運
動
が
、
あ
る
地
点
で
現
実
世
界
と
も
う
一
つ
の
世
界
の
間
に
引
か
れ
て
い
る
一
線

を
超
え
て
し
ま
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
境
界
線
は
、「
平
原
」
や
「
水
面
」
と
い
う
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を

と
も
な
っ
た
、
一
つ
の
表
面
と
し
て
感
知
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
詩
の
後
に
続
く
部
分
は
、
実
際
に
詩
人
が
、
そ
の
向
こ

う
側
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
て
し
ま
い
、
そ
こ
で
見
た
も
の
を
即
時
的
に
語
っ
て
い
く
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ

で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
明
確
な
「
意
識
」
の
そ
の
先
に
は
何
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
こ

の
詩
の
中
で
は
、
そ
の
先
に
は
、
も
は
や
「
思
考
」
は
存
在
せ
ず
、
世
界
の
全
て
を
一
度
に
表
す
よ
う
な
不
可
能
な
光
景
、
死

者
の
町
の
上
に
生
き
て
い
る
人
間
の
町
が
蜂
の
巣
の
よ
う
に
積
み
重
な
り
、
南
極
と
北
極
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
な

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
み
が
広
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
現
れ
た
海
を
泳
ぎ
、
海
底
に
向
か
っ
て
潜
っ
て
行
く
と
、
そ
の
先
で

詩
人
は
、
突
如
と
し
て
「
永
遠
」
に
遭
遇
し
て
し
ま
う
。
非
知
な
る
も
の
と
、
人
間
の
知
と
の
間
に
横
た
わ
る
領
域
と
し
て
、

理
性
に
よ
っ
て
は
知
る
こ
と
の
極
め
て
困
難
な
地
帯
が
広
が
っ
て
い
る
。
ユ
ゴ
ー
は
、
意
識
が
途
切
れ
た
先
に
あ
る
、「
無
意

識
」
と
も
呼
び
う
る
よ
う
な
地
平
を
、
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
想
像
す
る
の
で
あ
る

（
（（
（

。

意
識
と
「
無
意
識
」

　
ユ
ゴ
ー
の
考
え
る
「
無
意
識
」
の
領
域
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
先
に
想
定
さ
れ
て
い
る
、「
永
遠
」、「
未
知
」、「
神
」
と
渾
然

一
体
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
こ
こ
で
は
、
ユ
ゴ
ー
に
お
け
る
「
神
」
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
ず
に
、
こ
の
作
家
が
考
え
る
「
意
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識
」
と
は
何
か
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
追
う
こ
と
に
集
中
し
た
い
。
こ
こ
で
再
び
、「
頭
蓋
骨
の
中
の
嵐
」
か
ら
引
用
し
て
み
よ

う
。　

彼
〔
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ル
ジ
ャ
ン
〕
は
自
分
の
お
か
れ
た
状
況
を
検
討
し
、
そ
れ
が
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

あ
ま
り
に
も
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
彼
は
、
そ
の
夢
想
の
た
だ
中
で
、
ほ
と
ん
ど
説
明
し
が
た
い
不

安
の
衝
動
に
駆
れ
、
椅
子
か
ら
立
ち
上
が
り
、
そ
し
て
扉
に
閂
を
か
け
た
。
彼
は
そ
れ
で
も
ま
だ
何
か
が
中
に
入
っ
て
く
る

の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
い
た
。
彼
は
「
可
能
な
る
も
の
」
に
対
し
て
自
ら
を
守
る
べ
く
、
バ
リ
ケ
ー
ド
を
築
い
て
立
て
こ

も
っ
た
。

　
す
ぐ
後
に
、
か
れ
は
蝋
燭
の
炎
を
吹
き
消
し
た
。
光
が
邪
魔
だ
っ
た
の
だ
。

　
そ
れ
で
も
な
お
、
何
者
か
が
彼
を
見
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
か
っ
た
。

　
何
者
か
、
そ
れ
は
誰
な
の
か
？

　
悲
し
い
か
な
、
彼
が
扉
の
外
に
追
い
出
し
た
か
っ
た
も
の
は
、
す
で
に
中
に
入
っ
て
い
た
。
彼
が
そ
の
目
を
ふ
さ
ぎ
た

か
っ
た
も
の
は
、
彼
を
見
つ
め
て
い
た
。
彼
のconscience

〔
意
識
／
良
心
の
目
〕、
す
な
わ
ち
神
が

（
（（
（

。

　
蝋
燭
の
炎
が
吹
き
消
さ
れ
る
と
同
時
に
、
読
者
は
、
こ
の
登
場
人
物
の
頭
蓋
の
闇
の
中
に
入
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
彼
は
、

自
分
の
犯
し
た
罪
、
こ
れ
か
ら
犯
そ
う
と
し
て
い
る
罪
に
つ
い
て
考
え
な
い
よ
う
に
し
、
そ
の
罪
を
断
罪
す
る
「
視
線
」
か
ら

自
ら
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
。
状
況
と
し
て
は
、
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ル
ジ
ャ
ン
は
自
分
の
部
屋
に
閉
じ
こ
も
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ

れ
が
「
バ
リ
ケ
ー
ド
を
築
い
て
立
て
こ
も
る se barricader

」
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
彼
は
、「
意

識
」、「
良
心
」
あ
る
い
は
「
神
」
に
対
し
て
バ
リ
ケ
ー
ド
を
築
く
の
だ
。
し
か
し
、
そ
の
視
線
は
す
で
に
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ル

ジ
ャ
ン
を
見
つ
め
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
彼
の
「
思
考
」
そ
れ
自
体
も
、
バ
リ
ケ
ー
ド
の
向
こ
う
側
に
あ
る
は
ず
の
も
の
へ
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と
、
引
き
戻
さ
れ
て
い
く
。
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
あ
た
か
も
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
考
え
る
こ

と
を
や
め
よ
う
と
し
て
も
、
人
間
の
心
は
そ
の
特
定
の
観
念
に
常
に
ひ
き
も
ど
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
心
の
動
き
を
、
ユ

ゴ
ー
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

人
の
思
考
が
あ
る
観
念
の
方
へ
立
ち
戻
る
の
を
押
し
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
海
の
水
が
海
岸
に
打
ち
寄
せ
る
の

を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
船
乗
り
に
と
っ
て
そ
れ
は
潮
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
罪
を
犯
し
た
人

間
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
後
悔
と
い
う
名
を
持
つ

（
（（
（

。

　
後
悔
あ
る
い
は
罪
の
意
識
そ
の
も
の
が
、
こ
う
し
た
海
の
波
に
比
べ
ら
れ
る
よ
う
な
人
間
の
思
考
の
運
動
を
生
み
出
し
て
い

る
こ
と
を
、
こ
の
引
用
部
は
指
摘
し
て
い
る
。
自
ら
の
意
識
的
な
思
考
に
、
再
び
の
ぼ
っ
て
く
る
こ
と
を
妨
げ
た
い
と
思
う
と

こ
ろ
の
も
の
。
ユ
ゴ
ー
は
、
人
間
の
心
、
あ
る
い
は
「
意
識
」
に
は
そ
う
し
た
部
分
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
さ
ら

に
、
そ
の
触
れ
た
く
な
い
部
分
、
自
分
を
眼
差
し
て
ほ
し
く
な
い
視
線
か
ら
、
自
ら
を
守
ろ
う
と
す
る
た
め
に
、
人
間
が
心
の

中
で
壁
の
よ
う
な
も
の
を
作
り
出
す
と
い
う
そ
の
こ
と
を
、
作
品
を
通
じ
て
描
き
出
そ
う
と
す
る
の
だ
。

　
こ
れ
と
極
め
て
類
似
し
た
主
題
は
、
詩
集
『
諸
世
紀
の
伝
説
』
に
も
見
ら
れ
る
。
ま
さ
にLa C

onscience

と
題
さ
れ
た
詩

は
、
聖
書
の
物
語
が
題
材
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
弟
ア
ベ
ル
を
殺
し
た
カ
イ
ン
が
自
ら
を
地
の
果
て
ま
で
も
追
っ
て
く

る
巨
大
な
目
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
。
後
に
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
が
、
眼
球
の
主
題
と
い
う
つ
な
が
り
か
ら
こ
の
作
品
に

強
い
興
味
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
バ
リ
ケ
ー
ド
」
の
建
設
と
い
う
主
題
か
ら
、
こ
の
詩
に
言
及
し
て
お
き

た
い
と
思
う
。
興
味
深
い
の
は
、
神
の
眼
差
し
か
ら
逃
れ
る
旅
を
続
け
る
な
か
で
、
当
初
、
野
ざ
ら
し
で
暮
ら
し
て
い
た
カ
イ

ン
と
そ
の
家
族
が
、
ま
ず
自
ら
を
隠
す
た
め
に
テ
ン
ト
に
住
み
始
め
、
そ
れ
で
も
巨
大
な
目
が
追
っ
て
く
る
た
め
、
青
銅
の
壁

を
作
っ
て
そ
こ
に
住
み
、
な
お
も
そ
の
目
が
追
っ
て
く
る
た
め
に
、
城
壁
に
囲
ま
れ
た
町
を
建
設
す
る
に
至
る
と
い
う
ユ
ゴ
ー
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独
自
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
お
け
る
カ
イ
ン
の
逃
亡
の
旅
は
、
人
類
の
歴
史
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
だ
が
、

そ
の
歴
史
と
は
、la conscience

あ
る
い
は
「
神
」
の
眼
差
し
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
人
間
が
建
築
術
を
発
展
さ
せ
、
自
ら
を

隔
離
す
る
た
め
の
、
よ
り
丈
夫
で
大
き
な
壁
を
作
り
上
げ
て
行
く
過
程
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

だ
が
、
カ
イ
ン
は
言
う
「
あ
の
目
が
ま
だ
私
を
見
て
い
る
」

エ
ノ
ク
は
言
う
「
塔
を
い
く
つ
も
並
べ
た
城
壁
を
つ
く
ろ
う
。

あ
ま
り
に
も
恐
ろ
し
く
、
何
も
の
も
そ
れ
に
近
づ
け
な
い
よ
う
に
。

町
を
建
設
し
、
そ
れ
を
閉
ざ
そ
う
。」

そ
こ
で
鍛
冶
屋
の
祖
先
で
あ
る
ト
バ
ル
カ
イ
ン
は

人
知
を
超
え
た
巨
大
な
都
市
を
建
設
し
た
。

﹇
…
﹈

花
崗
岩
の
壁
が
、
布
ば
り
の
テ
ン
ト
に
と
っ
て
か
わ
っ
た

そ
れ
ぞ
れ
の
岩
は
鉄
の
縄
で
結
わ
え
ら
れ

そ
の
町
は
地
獄
の
町
を
思
わ
せ
た

聳
え
立
つ
い
く
つ
も
の
塔
は
、
広
野
に
夜
の
よ
う
な
影
を
落
と
し
て
い
た

町
を
囲
む
壁
は
山
の
よ
う
に
厚
く

そ
の
門
に
は
こ
う
刻
ま
れ
て
い
た
「
神
は
入
る
べ
か
ら
ず

（
（（
（

」

　
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ル
ジ
ャ
ン
が
作
り
出
し
た
バ
リ
ケ
ー
ド
は
、
ま
さ
に
こ
の
ト
バ
ル
カ
イ
ン
が
建
設
し
た
巨
大
な
町
の
壁
と
同

じ
性
質
を
も
つ
。
逆
に
言
え
ば
、
ユ
ゴ
ー
の
作
品
の
中
で
、
都
市
の
建
設
と
い
う
行
為
は
、
人
間
や
文
明
の
悪
を
断
罪
す
る
眼
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差
し
か
ら
身
を
守
ろ
う
と
す
る
行
為
、
あ
る
い
は
悪
事
の
証
拠
と
な
る
よ
う
な
も
の
を
、
見
え
な
い
部
分
に
追
い
や
ろ
う
と

す
る
心
の
動
き
に
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
再
び
下
水
道
の
描
写
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
社
会
が
、

都
市
の
表
層
に
残
し
て
お
く
こ
と
を
拒
む
、
あ
ら
ゆ
る
「
不
潔
な
も
の
」
が
下
水
道
へ
と
送
ら
れ
て
、
そ
こ
に
堆
積
す
る
。
そ

し
て
重
要
で
あ
る
の
は
、
あ
る
日
突
如
と
し
て
、
地
下
に
押
し
込
め
ら
れ
て
い
た
そ
れ
ら
の
汚
物
が
、
突
如
と
し
て
、
地
上
に

溢
れ
出
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
折
に
触
れ
て
、
パ
リ
の
下
水
道
は
、
自
ら
領
分
を
超
え
て
溢
れ
出
し
て
や
ろ
う
と
い
う
気
に
な
る
の
だ
っ
た
。
あ
た
か
も

こ
の
知
ら
れ
ざ
る
ナ
イ
ル
河
が
、
突
如
と
し
て
怒
り
に
駆
ら
れ
で
も
し
た
か
の
よ
う
に
。
ひ
ど
く
汚
い
話
で
は
あ
る
が
、
下

水
道
の
氾
濫
と
い
う
も
の
が
幾
度
も
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
時
々
こ
の
文
明
の
胃
袋
は
消
化
不
良
を
起
こ
し
て
い
た
。
そ
し

て
汚
い
水
は
町
の
喉
元
ま
で
逆
流
し
、
パ
リ
は
自
ら
の
汚
泥
の
不
快
な
後
味
を
味
わ
っ
た
の
だ
。
こ
の
下
水
道
が
残
す
後
味

と
後
悔
の
念
〔un arrière-goût de regret
〕
と
の
類
似
は
有
益
な
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
〔
下
水
道
が
パ
リ
に
対
し
て
発
す

る
〕
警
告
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
ひ
ど
く
悪
い
よ
う
に
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
。
パ
リ
の
町
は
、
泥
水
が

こ
れ
ほ
ど
の
厚
か
ま
し
さ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
憤
慨
し
、
汚
物
が
地
上
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
。
よ
り
完

全
に
そ
れ
を
地
下
に
押
し
流
し
て
し
ま
え
〔
追
放
し
て
し
ま
え
〕
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ

（
（（
（

。

　
こ
こ
で
参
照
し
て
み
た
い
の
は
、
ユ
ゴ
ー
の
才
能
の
発
掘
者
と
も
言
え
る
シ
ャ
ル
ル
・
ノ
デ
ィ
エ
の
作
品
だ
。
ノ
デ
ィ
エ

は
『
人
間
と
蟻
』
と
い
う
作
品
の
中
で
、
都
市
を
破
壊
す
る
者
と
し
て
、
蟻
と
い
う
他
者
を
設
定
し
て
い
る
。
人
間
の
都
市
が

繁
栄
し
て
い
る
そ
の
地
下
で
、
蟻
が
日
々
穴
を
掘
り
続
け
、
あ
る
日
突
然
、
都
市
全
体
が
陥
没
し
て
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
話

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ユ
ゴ
ー
は
、
都
市
そ
の
も
の
の
記
憶
、
歴
史
的
出
来
事
の
排
出
物
、
地
下
に
追
い
や
ら
れ
た
意
識
を
、

そ
の
地
上
の
都
市
に
向
か
っ
て
警
告
を
与
え
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
一
つ
の
都
市
の
中
に
、
そ
し
て
ま
た
一
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人
の
人
間
の
中
に
、
拮
抗
し
合
う
二
つ
の
力
の
存
在
を
想
定
し
、
表
層
を
押
し
や
ぶ
っ
て
噴
出
す
る
よ
う
な
内
側
の
力
が
存
在

す
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

歴
史
の
「
無
意
識
的
」
記
憶

　
ユ
ゴ
ー
の
作
品
、
と
り
わ
け
こ
の
下
水
道
の
描
写
か
ら
は
、
人
間
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
記
憶
が
地
下
に
堆
積
し
続
け
て
い
る
と

い
う
考
え
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
下
水
道
は
、
人
間
の
目
に
は
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
蓄
積
し
て
い
く
歴
史
の
記
憶
、
い

わ
ば
都
市
の
「
無
意
識
」
の
部
分
に
押
し
や
ら
れ
た
歴
史
の
記
憶
の
ア
ー
カ
イ
ヴ
で
、
そ
こ
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
な
惨
事

の
証
拠
が
露
な
姿
で
、
巨
大
な
堆
積
物
と
し
て
、
ご
ち
ゃ
混
ぜ
に
な
っ
て
陳
列
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
下
水
道
の
汚
泥
は
、

あ
る
日
、
突
如
と
し
て
地
上
に
溢
れ
出
す
こ
と
で
、
自
ら
の
存
在
を
地
上
の
世
界
に
主
張
し
、
文
明
を
脅
か
し
さ
え
す
る
。

　
こ
の
歴
史
の
記
憶
、
都
市
の
「
無
意
識
」
が
、
突
然
そ
の
姿
を
現
す
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
ユ
ゴ
ー
の
作
品
に
お
い
て
ひ

と
つ
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
を
な
し
て
い
る
。『
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
』
に
限
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
小
説
に
は
、
普
段
人
目
に

触
れ
る
こ
と
の
な
い
地
下
の
建
造
物
と
し
て
の
下
水
道
、
こ
れ
と
極
め
て
近
い
性
質
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
す
で
に
何
度
か
触

れ
て
き
た
、
バ
リ
ケ
ー
ド
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
「
建
造
物
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　『
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
』
の
後
半
部
の
舞
台
は
主
に
一
八
三
二
年
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
年
に
起
こ
っ
た
暴
動
の
際
に
作

ら
れ
た
バ
リ
ケ
ー
ド
と
対
比
さ
せ
る
形
で
、
ユ
ゴ
ー
は
一
八
四
八
年
の
二
月
革
命
の
際
に
パ
リ
に
作
ら
れ
た
二
つ
の
バ
リ
ケ
ー

ド
の
描
写
を
行
っ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
ユ
ゴ
ー
が
こ
れ
ら
の
バ
リ
ケ
ー
ド
を
、
一
八
四
八
年
の
革
命
勃
発
の
際
に
、
大

地
の
底
か
ら
わ
い
て
出
る
よ
う
に
姿
を
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
記
述
を
は
じ
め
て
い
る
点
で
あ
る

（
（（
（

。
こ
こ
で
は
、

二
つ
の
バ
リ
ケ
ー
ド
の
う
ち
の
一
つ
、
サ
ン
・
タ
ン
ト
ア
ー
ヌ
の
バ
リ
ケ
ー
ド
の
描
写
に
注
目
し
て
み
た
い
。
第
五
部
第
一
編

第
一
章
か
ら
引
用
し
、
こ
の
部
分
の
読
解
を
行
い
な
が
ら
、
下
水
道
と
バ
リ
ケ
ー
ド
の
類
似
性
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
、
本
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論
の
結
論
に
か
え
た
い
と
思
う
。

そ
の
巨
大
な
堆
積
物
の
山
、
暴
動
と
い
う
流
れ
が
運
ん
で
来
た
土
砂
堆
積
は
、
見
る
者
の
心
に
、
か
つ
て
ジ
ュ
ピ
タ
ー
に
反

抗
し
た
巨
人
ら
が
天
に
攻
め
上
ろ
う
と
積
み
重
ね
た
テ
ッ
サ
リ
ー
の
ふ
た
つ
の
山
、
あ
ら
ゆ
る
革
命
の
オ
ッ
サ
山
と
ペ
リ
オ

ン
山
を
積
み
重
ね
た
も
の
思
わ
せ
た
。
八
九
年
の
上
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
九
三
年
、
八
月
十
日
の
上
に
積
み
重
ね
た
テ
ル
ミ

ド
ー
ル
9
日
、
一
月
二
十
一
日
の
上
に
積
み
重
ね
た
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
18
日
、
プ
レ
リ
ア
ル
の
暴
動
の
上
に
積
み
重
ね
た
ヴ
ァ

ン
デ
ミ
エ
ー
ル
の
反
乱
、
一
八
三
〇
年
の
上
に
積
み
重
ね
た
一
八
四
八
年
で
あ
っ
た

（
（（
（

。

　
堆
積
物
の
山
、
水
の
流
れ
が
押
し
流
し
て
来
て
集
め
た
パ
リ
の
記
憶
と
い
う
点
で
、
す
で
に
こ
の
バ
リ
ケ
ー
ド
と
下
水
道
の

親
近
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
数
々
の
暴
動
の
記
憶
が
、
そ
の
都
度
、
地
下
に
葬
り
去
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
堆
積

し
つ
づ
け
、
一
八
四
八
年
と
い
う
ひ
と
つ
の
決
定
的
な
革
命
を
機
と
し
て
、
突
如
と
し
て
地
上
に
巨
大
な
山
、
バ
リ
ケ
ー
ド
と

し
て
出
現
し
た
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
描
写
は
次
の
よ
う
に
続
く
。

そ
の
場
所
は
選
ば
れ
る
に
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
バ
リ
ケ
ー
ド
は
バ
ス
チ
ー
ユ
の
牢
獄
が
姿
を
消
し
た
ま
さ
に
そ

の
場
所
に
出
現
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た

（
（（
（

。

　
つ
ま
り
、
バ
ス
チ
ー
ユ
広
場
と
い
う
場
所
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
記
憶
が
浸
透
し
て
い
る
と
ユ
ゴ
ー
は
考
え
る
。
下
水
道

の
描
写
に
目
を
向
け
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

歴
史
は
下
水
道
を
通
っ
て
ゆ
く
。
サ
ン
・
バ
ル
テ
ル
ミ
ー
は
、
一
滴
一
滴
、
舗
石
の
間
を
ぬ
っ
て
そ
こ
に
滴
り
落
ち
る

（
（（
（

。
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こ
の
一
文
か
ら
は
、
暴
動
や
革
命
の
記
憶
と
同
様
に
、
サ
ン
・
バ
ル
テ
ル
ミ
ー
の
虐
殺
と
い
う
歴
史
的
な
惨
事
の
記
憶
が
、
水

滴
あ
る
い
は
滴
る
血
の
よ
う
に
、
地
下
に
染
み
通
り
、
下
水
道
の
中
に
溜
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
バ
リ
ケ
ー
ド
の
描
写
か
ら
引
用
を
続
け
た
い
。

も
し
大
洋
が
堤
防
を
築
く
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
し
て
建
設
す
る
の
だ
ろ
う
。
波
の
怒
り
が
、
こ
の
い
び
つ
な
る
混

乱
の
山
に
、
そ
の
痕
跡
を
留
め
て
い
る
。
い
か
な
る
波
か
。
群
衆
の
波
で
あ
る

（
（（
（

。

　
一
九
世
紀
に
は
、
民
衆
を
波
に
例
え
る
比
喩
が
極
め
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
と
し
て
、
押
し
寄
せ
る
波
の

イ
メ
ー
ジ
は
ま
た
、
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ル
ジ
ャ
ン
の
内
面
で
起
こ
っ
て
い
た
「
意
識
」
の
運
動
に
一
致
す
る
も
の
で
も
あ
る
こ
と

に
注
目
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
はla conscience

、「
良
心
の
目
」
あ
る
い
は
「
神
」
を
、
意
識
の
外
に
追
い
出
そ
う
と

す
る
運
動
が
観
察
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
逆
に
、
都
市
の
見
え
る
部
分
か
ら
見
え
な
い
部
分
へ
と
追
い
や
ら
れ
た
群
衆
が
、
返

す
波
の
よ
う
に
し
て
バ
リ
ケ
ー
ド
と
い
う
堤
防
を
都
市
の
表
層
に
向
け
て
押
し
返
し
て
い
る
、
と
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

だ
ろ
う
か
。
こ
の
ユ
ゴ
ー
に
お
け
る
「
無
意
識
」
的
な
領
域
か
ら
の
押
し
戻
し
は
、
一
瞬
に
し
て
、
パ
リ
と
い
う
首
都
の
中
心

に
、
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
建
造
物
を
作
り
出
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
こ
の
作
家
の
考
え
る
バ
リ
ケ
ー
ド
な
の
で
あ
る
。
続
く

部
分
に
見
出
さ
れ
る
表
現
、「
目
眩
と
い
う
も
の
の
羽
ば
た
き
が
一
瞬
に
し
て
そ
れ
を
建
設
し
た
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
」 

と
は
、

そ
う
し
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
集
約
し
て
い
る
と
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、「
そ
の
角
面
堡
〔
バ
リ
ケ
ー
ド
〕
の
う
ち
に

は
、
淀
ん
だ
汚
水
の
溜
ま
り
場
〔cloāca 

下
水
道
〕
が
あ
り
、
そ
の
乱
雑
の
う
ち
に
は
オ
リ
ン
ピ
ア
の
気
高
さ
が
あ
っ
た

（
（（
（

」
と

ユ
ゴ
ー
は
記
述
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
都
市
の
「
無
意
識
」
は
あ
る
日
突
然
、
結
晶
す
る
よ
う
に
し
て
姿
を
現
す
。
そ
の
結
晶
と
し
て
の
バ
リ
ケ
ー
ド
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は
、
そ
れ
自
体
で
は
も
は
や
役
に
立
た
な
い
が
ら
く
た
の
雑
多
な
寄
せ
集
め
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
な

お
、
そ
れ
は
、「
オ
リ
ン
ポ
ス
」
の
神
聖
さ
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、「
塵
芥
の
山
で
あ
る
と
同
時
に
、
シ
ナ
イ
山
で
あ
っ
た
」
と

記
述
さ
れ
る
。
下
水
道
の
泥
水
の
よ
う
な
も
の
が
蒸
留
に
よ
り
純
化
さ
れ
た
（sublim

é

）
も
の
、
昇
華
さ
れ
、
同
時
に
、
崇
高

化
さ
れ
た
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
バ
リ
ケ
ー
ド
を
構
成
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
が
描
写
さ
れ
た
す
ぐ
後
に
、
こ
の
に
わ

か
に
生
じ
た
建
築
物
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
説
明
さ
れ
る
。

そ
こ
に
あ
る
の
は
民
衆
の
ぼ
ろ
屑
、
木
材
や
、
鉄
や
、
青
銅
や
、
石
の
ぼ
ろ
屑
で
あ
っ
て
、
サ
ン
=
タ
ン
ト
ア
ー
ヌ
街
が
巨

大
な
箒
の
一
掃
き
で
そ
れ
ら
を
戸
口
に
押
し
や
り
、
そ
の
悲
惨
を
も
っ
て
バ
リ
ケ
ー
ド
と
な
し
た
か
の
よ
う
だ
っ
た

（
（（
（

。

　
こ
の
「
ぼ
ろ
屑 le haillon

」
と
い
う
言
葉
は
、
一
般
に
古
く
な
っ
て
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
た
布
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
は
民
衆
の
ほ
つ
れ
た
衣
服
を
は
じ
め
と
し
、
木
材
、
金
属
、
石
、
と
い
う
、
本
来
異
な
る
素
材
の
物
が
、
こ
の
言
葉
に

よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
で
、
同
一
の
地
平
上
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
ユ
ゴ
ー
に
お
け
る
「
ぼ
ろ
屑
」
は
、
最
初

に
見
た
下
水
道
の
描
写
の
中
に
あ
っ
た
、
事
物
が
た
ど
り
つ
く
最
終
的
な
形
を
体
現
し
て
い
る
。
も
は
や
個
々
の
事
物
が
、
い

つ
わ
り
の
外
見
や
、
か
り
そ
め
の
役
割
を
失
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
事
物
同
士
の
間
の
階
層
秩
序
も
な
く
な
っ
た
状
態
で
、
た

だ
そ
れ
自
体
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
。
そ
う
し
た
も
の
が
こ
の
「
ぼ
ろ
屑
」
な
の
だ
。
サ
ン
=
タ
ン
ト
ワ
ー
ヌ
の
バ
リ
ケ
ー
ド
は

こ
の
「
ぼ
ろ
屑
」
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
役
割
を
終
え
た
文
明
の
汚
物
を
溜
め
込

ん
で
い
る
下
水
道
と
、
同
じ
よ
う
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
バ
リ
ケ
ー
ド
を
建
設
す
る
力
と
し
て

波
の
比
喩
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
な
ら
ば
、
こ
の
「
巨
大
な
箒
の
一
掃
き un colossal coup de balai

」
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
、
そ
れ
と
極
め
て
近
い
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
パ
リ
の
町
の
中
に
開
か
れ
た

下
水
道
の
開
口
部
に
向
け
て
、
地
下
の
汚
水
が
一
挙
に
押
し
登
る
イ
メ
ー
ジ
と
、
こ
の
民
衆
の
居
住
地
に
溜
め
込
ま
れ
た
「
悲



131 ヴィクトル・ユゴーの作品における意識と無意識

惨
」
が
一
挙
に
そ
の
戸
口
に
向
か
っ
て
吐
き
出
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
の
小
説
の
中
で
、
パ
ラ
レ
ル
な
も
の
と
し
て
あ
る
の

だ
。
そ
し
て
こ
の
「
戸
口
」、「
門
」
と
は
ま
た
、
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ル
ジ
ャ
ン
の
「
意
識
」
を
覗
く
際
に
、
小
説
の
話
者
が
、
躊

躇
い
つ
つ
も
あ
え
て
押
し
開
い
た
あ
の
扉
で
も
あ
る
と
言
え
る
。

昔
の
首
切
り
台
の
よ
う
に
見
え
る
も
の
、
引
き
ち
ぎ
ら
れ
た
鎖
、
絞
首
台
の
よ
う
に
受
け
木
を
突
き
出
し
た
何
か
の
骨
組
み
、

巨
大
な
が
ら
く
た
の
山
か
ら
水
平
に
突
き
出
て
い
る
車
の
輪
、
こ
う
し
た
も
の
が
、
こ
の
無
秩
序
の
建
造
物
に
、
民
衆
が
受

け
て
き
た
古
い
時
代
の
拷
問
の
陰
惨
な
形
象
を
混
ぜ
合
わ
せ
て
い
た
。
サ
ン
=
タ
ン
ト
ア
ー
ヌ
の
バ
リ
ケ
ー
ド
は
、
す
べ

て
の
も
の
を
武
器
と
し
て
い
た
。
内
乱
が
社
会
の
頭
に
投
げ
つ
け
得
る
す
べ
て
の
も
の
が
、
そ
こ
に
姿
を
現
し
て
い
た
の
だ
。

そ
れ
は
戦
闘
で
は
な
く
、
激
烈
な
発
作
だ
っ
た

（
（（
（

。

　
民
衆
が
手
に
し
得
る
あ
ら
ゆ
る
武
器
、
す
な
わ
ち
椅
子
や
テ
ー
ブ
ル
、
荷
車
、
壊
れ
た
窓
枠
、
引
き
抜
か
れ
た
煙
突
、
そ
う

し
た
貧
し
い
者
た
ち
の
武
器
が
す
べ
て
こ
の
バ
リ
ケ
ー
ド
に
投
げ
込
ま
れ
る
。
そ
れ
は
、
下
水
道
に
あ
ら
ゆ
る
文
明
の
汚
穢

が
の
み
込
ま
れ
て
い
く
の
と
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
バ
リ
ケ
ー
ド
は
こ
の
武
器
を
、
社
会
に
向
け
て
突
き
つ
け
る
わ
け
だ
が
、

そ
れ
は
、
下
水
道
が
、
氾
濫
を
起
こ
し
て
町
に
溢
れ
出
る
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
汚
物
を
社
会
に
見
せ
つ
け
る
の
と
同
様
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
二
つ
の
噴
出
、
都
市
の
見
え
な
い
部
分
に
押
し
込
め
ら
れ
た
も
の
が
、
都
市
の
表
層
や
社
会
に
対
し
て
押
し
も
ど

す
波
、
こ
の
運
動
を
、
ユ
ゴ
ー
は
都
市
あ
る
い
は
社
会
と
い
う
身
体
に
発
生
す
る
「
症
状
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。
下
水
道
の
場
合
、
そ
れ
は
、
嘔
吐
、
吐
き
戻
し
で
あ
り
、
バ
リ
ケ
ー
ド
の
場
合
に
は
、
そ
れ
は
激
し
い
発
作
、
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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