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本
論
は
、
表
現
領
域
（
ジ
ャ
ン
ル
）
を
問
わ
ず
縦
横
に
活
動
し
た
詩
人
寺
山
修
司
（
一
九
三
五
？1

―
一

九
八
三
年
）
の
活
動
を
、
通
史
的
、
網
羅
的
に
捉
え
、
そ
の
総
体
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。 

 

表
現
領
域
（
ジ
ャ
ン
ル
）
を
問
わ
ず
縦
横
に
活
動
し
た
寺
山
修
司
は
、
没
後
三
十
年
を
経
て
ま
す
ま
す

評
価
を
高
め
て
い
る
。
し
か
し
依
然
と
し
て
、
そ
の
活
動
の
総
体
に
つ
い
て
は
印
象
批
評
的
な
概
括
に
留

ま
り
、
学
術
的
に
参
照
で
き
る
よ
う
な
ま
と
ま
っ
た
成
果
は
出
て
い
な
い
。 

二
〇
一
三
年
は
没
後
三
〇
年
に
、
二
〇
一
五
年
は
生
誕
八
〇
年
に
あ
た
る
年
で
あ
り
、
ム
ッ
ク
本
等
の

出
版
、
演
劇
の
再
演
、
展
覧
会
の
開
催
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
が
あ
っ
た
。
没
後
三
〇
年
を
経
た
現
在

も
な
お
、
寺
山
を
と
り
ま
く
状
況
は
動
き
続
け
て
い
る
と
い
え
る
が
、
そ
の
間
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
が

進
め
ら
れ
た
。
短
詩
型
文
学
や
、
演
劇
を
中
心
と
し
た
天
井
桟
敷
結
成
後
の
活
動
は
、
比
較
的
よ
く
研
究

さ
れ
て
き
た
。
一
方
で
、
評
論
や
エ
ッ
セ
イ
、
テ
レ
ビ
や
写
真
な
ど
は
研
究
の
蓄
積
が
少
な
い
。
研
究
の

動
向
を
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
っ
て
分
け
て
み
る
と
、
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
分
野
の
寺
山
の
活
動
や
、
少
な
く

と
も
そ
う
し
た
活
動
の
端
緒
が
、
寺
山
が
劇
団
を
結
成
し
て
大
き
く
羽
ば
た
く
以
前
、
一
九
六
〇
年
代
に

為
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
事
実
が
見
え
て
く
る
。
確
か
に
、
七
〇
年
代
の
演
劇
や
映
画
、
つ
ま
り

は
、
天
井
棧
敷
結
成
後
の
寺
山
作
品
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
活
動
が
代
表
さ
れ
得
る
ほ
ど
、
大
き
な
存

在
で
あ
る
し
、
生
涯
を
通
じ
て
為
さ
れ
た
仕
事
と
し
て
の
定
型
詩
は
、
第
一
に
研
究
を
進
め
て
お
く
べ
き

も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
、
ジ
ャ
ン
ル
を
不
問
と
す
る
精
力
的
な
活
動
は
、
実
際
に

は
ど
の
よ
う
な
経
験
を
経
て
、
可
能
に
な
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
論
は
、
案
外
に
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
中
学
生
の
こ
ろ
か
ら
、
学
級
新
聞
に
詩
や
映
画
評
や
小
説
を
書
い
て
い
た
こ
と
か
ら
も
分
か

る
通
り
、
寺
山
は
、
資
質
と
し
て
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
芸
術
活
動
へ
の
興
味
が
あ
り
、
そ
れ
に
即
し
て
自

身
の
仕
事
を
展
開
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
の
は
容
易
い
。
で
は
、
な
ぜ
実
際
に
、
寺
山
は
ジ
ャ
ン
ル
の
境

界
を
超
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
か
。
誰
と
ど
う
関
わ
り
、
そ
の
技
術
を
ど
の
よ
う
に
磨
い
た
の
か
。

こ
の
素
朴
な
疑
問
に
、
本
論
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
寺
山
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
答
え
る
こ
と
を
試
み
る
。 

ま
た
、
な
ぜ
ジ
ャ
ン
ル
を
越
境
し
た
活
動
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
何
が
彼
を
そ
こ

ま
で
駆
り
立
て
た
の
か
、
ク
ロ
ス
ジ
ャ
ン
ル
論
と
し
て
も
寺
山
を
考
え
て
み
た
い
。 

 

本
論
は
、
序
章
、
終
章
を
除
く
と
、
四
部
十
章
の
構
成
と
な
っ
て
い
る
。 

第Ⅰ

部
「
詩
情
の
源
泉
―
―
人
物
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
・
〈
私
〉
」
は
、
そ
れ
自
体
が
従
来
研
究
の
辿
り
直

し
と
な
る
よ
う
努
め
た
。
と
り
わ
け
、
第
一
章
の
寺
山
の
人
物
史
及
び
、
第
二
章
の
〈
私
〉
論
は
、
こ
れ

ま
で
に
厚
い
蓄
積
が
あ
る
。
序
章
で
扱
わ
な
か
っ
た
先
行
論
は
、
こ
こ
で
極
力
補
っ
た
。
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ

に
関
し
て
は
、
そ
も
そ
も
研
究
の
蓄
積
が
な
い
。
こ
こ
で
詳
細
に
説
明
を
加
え
、
寺
山
が
よ
く
使
用
し
た

素
材
群
が
、
こ
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
（
及
び
〈
私
〉
論
）
の
要
請
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

論
証
し
た
。 

第
一
章
「
生
き
ら
れ
た
時
間
の
記
述
」
は
、
人
物
と
し
て
の
寺
山
の
評
伝
を
記
す
も
の
で
あ
る
。
但
し
、

                                        

          

 
1 

一
九
三
五
年
十
二
月
一
〇
日
生
ま
れ
説
と
、
一
九
三
六
年
一
月
一
〇
日
生
ま
れ
説
が
あ
る
。
広
く
認
識
さ

れ
て
い
る
の
は
、
一
九
三
五
年
説
で
あ
る
。
小
菅
麻
起
子
「
年
譜
を
め
ぐ
る
問
題
点
」『
初
期
寺
山
修
司
研

究
（
翰
林
書
房
、
二
〇
一
三
年
）
参
照
。 
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評
伝
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
そ
も
そ
も
実
際
の
出
来
事
を
書
く
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
な
ぜ
わ
れ

わ
れ
は
、
会
っ
た
こ
と
も
な
い
寺
山
の
こ
と
が
書
け
る
の
か
。
と
い
う
原
理
論
か
ら
考
え
る
こ
と
に
、
本

論
の
新
規
性
が
あ
る
と
云
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
寺
山
と
い
う
「
テ
ク
ス
ト
」
は
、
常
に
そ
う
し
た
自
省
を

促
す
点
に
特
徴
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
正
面
か
ら
向
き
合
う
こ
と
で
記
さ
れ
た
の
が
、
第
一
章
全
五
節
中
、

一
か
ら
三
節
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
ノ
ン
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
境
を
い
か
に
寺
山
が
崩

し
た
か
を
ま
ず
紹
介
し
（
第
一
節
）、
寺
山
に
実
際
に
起
き
た
出
来
事
＝
歴
史
を
確
定
す
る
た
め
に
使
用
す

る
根
拠
は
何
か
と
い
う
問
題
を
、
次
に
考
え
た
（
第
二
節
）。
結
論
と
し
て
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
か
ノ
ン
・

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
か
は
、
テ
ク
ス
ト
の
外
の
情
報
か
ら
し
か
確
認
で
き
な
い
と
い
う
、
珍
し
く
は
な
い
も
の

だ
が
、
こ
の
第
二
節
内
で
は
、
そ
の
よ
う
に
分
け
た
後
の
テ
ク
ス
ト
の
種
類
に
つ
い
て
、
チ
ャ
ト
マ
ン
、

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
な
ど
を
援
用
し
つ
つ
分
類
を
試
み
た
。
こ
こ
で
は
「
寺
山
出
来
事
論
」
と
し
て
「
自
伝
」、「
回

想
記
」
、「
伝
記
」
、
「
評
伝
」
の
四
種
類
を
規
定
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
を
、
テ
ク
ス
ト
の
内
容
に
よ
っ
て

三
種
類
に
分
け
た
（
例
え
ば
「
生
涯
評
伝
」、「
事
項
評
伝
」、「
作
品
評
伝
」
な
ど
。「
○
○
評
伝
」
の
「
評

伝
」
の
部
分
に
他
の
三
つ
も
入
る
）。
第
二
節
に
記
し
た
ま
ま
で
は
議
論
が
抽
象
的
に
な
る
た
め
、
実
際
に

寺
山
の
自
伝
を
使
っ
て
、
こ
の
分
類
に
つ
い
て
解
説
す
る
の
が
第
三
節
で
あ
る
。
第
一
節
か
ら
三
節
の
背

後
に
筆
者
が
抱
え
て
い
た
問
題
は
人
を
知
ろ
う
と
す
る
欲
望
に
向
き
合
う
た
め
の
倫
理
で
あ
る
。
作
家
研

究
を
す
る
も
の
と
そ
れ
を
読
む
も
の
の
共
犯
関
係
の
な
か
で
、「
書
か
れ
る
＝
理
解
さ
れ
る
」
と
い
う
暴
力

を
受
け
る
の
は
作
家
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
「
年
譜
」
と
い
う
、「
簡
潔
に
書
か
れ
た
人
生
」
は
、
決
し
て

生
き
ら
れ
た
時
間
そ
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
当
た
り
前
だ
が
、
改
め
て
意
識
に
の
ぼ
ら
せ
て
お
く
べ

き
こ
と
を
記
し
た
。
評
伝
を
書
く
は
ず
が
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
前
提
を
書
く
こ
と
で
紙
幅
の
半
分
以
上

を
要
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
自
己
遡
及
性
を
持
つ
寺
山
の
研
究
で
あ
る
こ
と
と
密
接
に
関
係
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

第
四
節
は
、
寺
山
の
評
伝
を
、
土
地
を
指
標
と
し
て
記
し
た
。
従
来
、
幼
少
期
の
「
一
所
不
住
」
の
様

子
は
記
さ
れ
て
き
た
が
、
上
京
後
を
ま
と
め
て
読
め
る
よ
う
な
も
の
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
知
ら
さ
れ
る

の
は
、
意
外
に
も
東
京
に
移
り
住
み
、
離
婚
を
経
た
後
、
七
〇
年
代
以
降
は
、
引
越
し
ら
し
い
引
越
し
は

し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
そ
こ
を
仮
宿
と
し
か
認
識
し
て
い
な
い
寺
山
の
様
子
を
描

き
、「
一
所
不
住
」
を
貫
い
た
さ
ま
を
描
い
た
。 

第
五
節
は
、
第
二
節
で
記
し
た
「
事
項
評
伝
」、
つ
ま
り
比
較
的
短
い
時
間
の
幅
に
お
け
る
出
来
事
を
記

述
し
た
。
一
九
六
〇
年
前
後
の
寺
山
の
様
子
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
ク
ロ
ス
ジ
ャ
ン
ル
の
端
緒
と
い
え
る
様
々

な
出
来
事
と
、
結
婚
の
問
題
が
あ
っ
た
。
前
半
で
は
、
寺
山
が
実
質
的
に
社
会
と
関
わ
り
を
持
ち
だ
す
、

ネ
フ
ロ
ー
ゼ
に
よ
る
入
院
か
ら
復
帰
し
た
一
九
五
八
年
頃
か
ら
六
〇
年
代
前
半
ま
で
の
伝
記
的
記
述
を
通

じ
て
、
寺
山
が
い
か
に
様
々
な
藝
術
の
専
門
家
ら
と
人
間
関
係
を
結
ん
だ
か
を
述
べ
る
。
詩
人
谷
川
俊
太

郎
、
演
劇
人
浅
利
慶
太
、
映
画
人
篠
田
正
浩
、
そ
の
他
、
彼
の
周
り
に
は
、
そ
の
後
の
展
開
を
予
感
さ
せ

る
よ
う
な
、
多
く
の
才
能
豊
か
な
人
物
が
い
た
。
そ
の
頃
す
で
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
に
宛
て
て
脚

本
を
執
筆
し
て
い
る
寺
山
だ
が
、
彼
ら
と
の
交
流
に
よ
っ
て
、
寺
山
の
ジ
ャ
ン
ル
へ
の
洞
察
力
は
ま
す
ま

す
研
磨
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
六
〇
年
前
後
に
生
じ
た
芸
術
家
間
の
強
い
磁
場
の
存
在
を
通
し
て
寺
山
を

眺
め
た
後
、
結
婚
を
め
ぐ
る
事
実
関
係
を
確
認
す
る
。
母
と
生
じ
た
軋
轢
を
、
作
品
が
助
長
し
た
と
い
う
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作
品
解
釈
も
こ
こ
に
入
っ
て
い
る
（
ラ
ジ
オ
・
ド
キ
ュ
ラ
マ
『
い
つ
も
裏
口
で
歌
っ
た
』）。 

第
二
章
「
主
題
と
素
材
の
力
学
」
は
、
テ
ー
マ
論
で
あ
る
。
寺
山
の
数
あ
る
テ
ー
マ
を
、
ダ
イ
ア
ロ
ー

グ
と
〈
私
〉
の
二
つ
の
テ
ー
マ
か
ら
再
編
す
る
。 

第
一
節
は
、
し
か
し
そ
も
そ
も
寺
山
の
評
論
や
詩
そ
の
他
の
文
学
作
品
か
ら
テ
ー
マ
論
を
展
開
す
る
こ

と
の
困
難
に
つ
い
て
論
じ
た
。
寺
山
に
は
フ
レ
ー
ズ
の
重
複
が
多
く
、
重
要
な
も
の
ほ
ど
そ
う
な
の
で
、

歴
史
的
な
変
遷
を
追
う
こ
と
で
論
に
客
観
性
と
実
証
性
を
持
た
せ
よ
う
に
も
難
し
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

そ
う
し
た
事
情
に
引
き
つ
け
、
テ
ー
マ
論
一
般
の
（
不
）
可
能
性
＝
偶
然
性
も
論
じ
た
。 

第
二
節
、
第
三
節
は
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
論
で
あ
る
。
定
義
の
た
め
の
記
述
に
先
立
っ
て
、
寺
山
が
六
〇
年

代
を
「
評
論
の
時
代
」
と
し
て
過
ご
し
、
七
〇
年
代
を
「
対
話
の
時
代
」
と
し
て
過
ご
し
た
と
し
て
、
批

評
の
言
葉
を
作
っ
た
（
第
二
節
）。
第
三
節
で
は
寺
山
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
「
自
分
の
こ
こ
ろ
を
、
あ
ら
ゆ

る
手
段
を
駆
使
し
て
、
そ
の
場
に
即
す
よ
う
に
伝
え
る
こ
と
。
か
つ
、
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
に

変
革
を
も
た
ら
す
こ
と
。（
こ
の
衝
突
の
産
物
と
し
て
、
作
品
が
創
出
さ
れ
る
。）」
と
定
義
し
、
そ
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
を
記
し
た
。
こ
こ
で
は
、
寺
山
の
同
時
代
詩
評
『
戦
後
詩
』（
一
九
六
五
年
）
を
き
っ
か
け
と

し
て
、
そ
の
定
義
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
記
す
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
採
っ
た
。
そ
こ
に
記
述
さ
れ
る
様
々

な
概
念
が
、
そ
の
後
の
寺
山
の
思
想
的
支
柱
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
は
自
己
を
刷

新
し
て
い
く
た
め
に
、
他
人
及
び
自
分
と
衝
突
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
は
、
他
人
と
の
衝
突
を

「
外
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
」
と
、
自
分
と
の
衝
突
を
「
内
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
」
と
、
分
類
し
て
名
付
け
た
。 

第
四
節
で
は
、
寺
山
の
テ
ー
マ
と
し
て
も
っ
と
も
有
名
な
〈
私
〉
論
を
、
従
来
の
議
論
を
紹
介
し
つ
つ
、

時
系
列
に
ま
と
め
た
。
従
来
研
究
に
あ
る
通
り
、
そ
の
起
点
を
「
チ
ェ
ホ
フ
祭
」
歌
群
の
模
倣
事
件
と
そ

の
弁
明
に
お
い
た
。
以
降
、「
私
は
遍
在
す
る
」
と
い
う
「
確
信
」
に
至
る
ま
で
の
動
き
を
、
そ
の
下
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
下
位
分
類
の
テ
ー
マ
、「
身
体
」
と
か
「
記
憶
」
と
か
と
い
っ
た
も
の
に
即
し
て
記
述
し
た
。 

ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
〈
私
〉
論
は
も
と
も
と
、
空
間
と
時
間
の
関
係
の
よ
う
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る

が
、
重
な
っ
て
一
つ
と
な
っ
て
提
示
さ
れ
た
と
き
、
自
己
遡
及
的
批
評
と
い
う
方
法
に
な
る
（
第
五
節
）
。

あ
る
表
現
手
段
を
使
っ
て
表
現
を
し
な
が
ら
、
そ
の
表
現
を
解
体
す
る
方
向
へ
表
現
を
用
い
る
よ
う
な
作

品
の
在
り
方
で
あ
る
。
質
問
を
投
げ
か
け
関
係
を
持
つ
こ
と
、
考
え
さ
せ
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分

を
変
え
る
き
っ
か
け
を
得
さ
せ
る
こ
と
、
そ
の
質
問
を
自
ら
に
浴
び
せ
る
こ
と
で
自
己
の
刷
新
も
図
る
こ

と
。
自
己
遡
及
的
批
評
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
五
〇
～
六
〇
年
代
を
経
て
、
七
〇
年
代
に
天
井

棧
敷
の
活
動
と
し
て
一
気
に
開
花
す
る
よ
う
な
方
法
で
あ
る
。
本
博
士
論
文
の
タ
イ
ト
ル
を
「
自
己
遡
及

的
批
評
へ
の
途
」
と
し
た
の
は
、
六
〇
年
代
が
そ
れ
を
得
る
ま
で
の
準
備
期
間
の
よ
う
な
側
面
も
あ
っ
た

た
め
で
あ
る
。 

 

第Ⅱ

部
「
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
時
代
と
世
代
―
―
映
像
を
め
ぐ
る
比
較
作
家
論
」
は
、
前
章
の
用
語
に
倣

う
な
ら
ば
、
他
の
芸
術
家
た
ち
と
の
「
外
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
」
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
導
入
と
し
て
、

寺
山
よ
り
下
の
世
代
に
あ
た
る
映
画
史
家
、
四
方
田
犬
彦
と
寺
山
の
関
係
を
考
え
た
後
、
映
画
研
究
者
と

し
て
の
四
方
田
の
寺
山
に
寄
せ
る
見
解
に
つ
い
て
考
察
し
た
（
第
三
章
）。 

第
四
章
は
、
写
真
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
寺
山
の
六
〇
年
代
の
取
り
組
み
を
記
し
た
。
通
常
、
七
〇
年
代



4 

 

以
降
に
寺
山
が
「
写
真
家
」
と
な
っ
て
か
ら
が
、
寺
山
の
写
真
ジ
ャ
ン
ル
へ
の
参
画
だ
と
思
わ
れ
や
す
い

が
、
六
〇
年
代
か
ら
す
で
に
寺
山
は
写
真
界
と
強
く
深
く
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
お
も
に
批

評
家
と
し
て
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
雑
誌
上
で
写
真
と
文
章
を
出
会
わ
せ
る
企
画
な
ど
に
よ
っ
て
、
と

も
に
仕
事
を
す
る
も
の
と
し
て
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
六
〇
年
代
半
ば
頃
に
最
も
近
寄
り
を
見
せ
る
、

写
真
家
の
森
山
大
道
、
中
平
卓
馬
と
の
仕
事
に
注
目
す
る
。
森
山
、
中
平
と
い
え
ば
、
六
〇
年
代
以
降
の

日
本
写
真
史
に
お
い
て
、
重
要
な
位
置
に
あ
る
人
物
で
あ
る
。
彼
ら
と
の
出
会
い
と
出
来
事
（
第
三
節
）

を
素
描
し
た
後
、
写
真
界
で
寺
山
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
ほ
と
ん
ど
よ
く
似
た
概
念
を
持
っ
て
い
た
東
松
照

明
ら
の
取
り
組
み
を
確
認
し
た
う
え
で
（
第
四
節
）、
中
平
、
森
山
と
組
ん
で
行
な
っ
た
連
載
（
第
五
節
）、

及
び
三
人
の
一
致
し
た
理
念
の
結
実
と
し
て
の
単
行
本
『
街
に
戦
場
あ
り
』（
一
九
六
八
年
）
を
見
る
（
第

六
節
）。
そ
こ
を
頂
点
と
し
て
、
彼
ら
は
寺
山
と
離
れ
て
行
く
。
森
山
と
離
れ
た
の
は
、
一
つ
に
は
方
法
論

の
重
複
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
提
示
す
る
の
が
、
第
七
節
で
あ
る
。
第
八
節
で
は
、
中

平
の
評
論
「
な
ぜ
、
植
物
図
鑑
か
」（
一
九
七
三
年
）
と
、
そ
れ
に
寄
せ
た
寺
山
の
書
評
を
精
読
し
、
彼
ら

が
離
れ
た
理
由
を
藝
術
理
念
か
ら
探
る
。
第
九
章
で
は
、
七
〇
年
代
に
入
っ
て
、
寺
山
が
彼
自
身
写
真
家

と
し
て
の
仕
事
を
し
始
め
た
あ
と
の
展
開
に
つ
い
て
論
ず
る
。
そ
こ
に
は
、
仮
想
的
と
し
て
の
篠
山
紀
信

が
お
り
、
寺
山
は
彼
と
競
う
形
で
、
被
写
体
と
の
撮
影
を
楽
し
む
こ
と
だ
け
を
目
指
す
写
真
を
作
っ
て
い

く
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
急
逝
に
よ
り
結
実
し
な
い
ま
ま
に
終
っ
た
。 

第
五
章
は
、
映
画
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
寺
山
の
活
動
を
、
篠
田
正
浩
と
の
関
係
か
ら
考
え
る
。
こ
こ
で

は
、
寺
山
と
篠
田
の
相
互
交
渉
の
様
子
を
論
じ
る
と
と
も
に
、
映
画
に
お
け
る
影
響
受
容
関
係
の
問
題
と

し
て
、「
オ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
六
〇
年
代
に
直
接
的
に
共
作
し
た
寺
山
と
篠

田
の
関
係
は
、
そ
の
後
の
篠
田
作
品
の
な
か
に
も
顕
れ
、
篠
田
監
督
作
『
少
年
時
代
』（
一
九
九
〇
年
）
に

お
い
て
、
高
質
な
オ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
結
実
す
る
。
戦
時
下
の
生
活
を
経
験
し
た
寺
山
や
篠
田
ら
の
世
代

に
生
じ
た
自
他
意
識
の
消
失
が
、
そ
の
ま
ま
映
画
に
浸
透
し
、
同
時
代
感
情
だ
け
で
な
い
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー

を
呼
び
起
こ
す
、
そ
し
て
そ
れ
が
篠
田
―
寺
山
の
固
有
の
関
係
へ
と
収
斂
す
る
と
い
う
こ
と
を
論
ず
る
。

影
響
受
容
が
映
画
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
顕
れ
得
る
か
、「
オ
マ
ー
ジ
ュ
」
を
比
較
文
学
の
理
論
に
組
み
込

む
こ
と
も
同
時
に
目
指
し
た
。 

 

第Ⅲ

部
「
ジ
ャ
ン
ル
特
性
の
測
定
と
遡
及
的
活
用
―
―
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
資
料
を
中
心
に
」
は
、

筆
者
が
二
〇
一
一
年
に
行
な
っ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
（
川
口
）
で
の
資
料
調
査
を
基
に
記
し
た
。 

第
六
章
は
、
ラ
ジ
オ
番
組
を
全
般
的
に
扱
う
中
で
、
寺
山
が
そ
の
メ
デ
ィ
ア
に
、
魔
力
的
親
密
さ
を
嗅

ぎ
と
り
、
逆
に
利
用
し
た
さ
ま
を
描
い
た
。 

第
七
章
は
、
テ
レ
ビ
番
組
が
い
か
に
人
文
学
研
究
に
資
す
る
か
と
い
う
一
般
理
論
を
、
寺
山
が
出
演
し

た
作
品
そ
の
他
を
例
に
考
え
た
。
テ
レ
ビ
番
組
、
あ
る
い
は
映
像
の
資
料
的
価
値
と
は
な
に
か
。
幾
つ
か

に
分
類
し
た
（
第
三
節
）。
ま
た
、
没
後
に
お
け
る
寺
山
受
容
の
様
子
も
ま
と
め
た
（
第
四
節
）。 

第
八
章
は
、
現
存
す
る
最
古
の
寺
山
脚
本
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
『
一
匹
』
の
作
品
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
寺

山
は
、
ド
ラ
マ
と
は
違
う
結
末
を
、
雑
誌
に
発
表
し
た
際
に
提
示
し
た
。
そ
こ
に
顕
れ
た
寺
山
の
メ
デ
ィ

ア
認
識
と
、
映
像
と
言
語
の
差
異
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
第Ⅲ

部
を
通
じ
て
確
認
さ
れ
る
の
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は
、
ラ
ジ
オ
の
魔
力
的
モ
ノ
ロ
ー
グ
性
で
あ
り
、
メ
デ
ィ
ア
の
形
式
や
表
現
の
手
段
か
ら
逆
算
し
て
そ
れ

に
即
し
た
詩
情
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
寺
山
の
戦
略
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
存
在
が
本
質
に
先
行
す
る
と

考
え
た
寺
山
の
〈
私
〉
論
と
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
反
措
定
と
し
て
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
な
ど
、
寺
山
の
培
っ
た

問
題
系
が
存
分
に
活
か
さ
れ
る
様
が
見
て
と
れ
る
。 

 

第Ⅳ

部
「
詩
情
と
自
己
遡
及
的
批
評
」
は
、
寺
山
の
頂
点
を
成
す
、
七
〇
年
代
の
二
つ
の
傑
作
、
映
画

『
田
園
に
死
す
』
（
第
九
章
）
と
写
真
集
『
犬
神
家
の
人
々
』（
第
十
章
）
に
つ
い
て
の
作
品
論
で
あ
る
。

前
者
で
は
、
短
歌
と
映
像
の
関
係
を
考
え
、
そ
こ
に
〈
私
〉
論
が
い
か
に
巧
妙
に
紛
れ
込
ま
さ
れ
て
い
る

か
を
検
討
す
る
。
後
者
で
は
、
写
真
ジ
ャ
ン
ル
に
写
真
家
と
し
て
参
画
し
た
寺
山
が
、
早
速
に
そ
の
問
題

系
を
全
投
入
し
た
怪
作
《
母
地
獄
》
を
論
ず
る
。
寺
山
に
は
、
圧
倒
的
な
詩
情
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
た
、

極
め
て
理
性
的
な
批
評
精
神
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
最
も
優
れ
た
形
で
体
現
す
る
の
が
、
こ
れ
ら
の
作
品

で
あ
る
。 

 

詩
情
と
は
、
想
念
が
芸
術
上
の
か
た
ち
を
欲
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
自
ら
に
最
も
適
し
た
か
た
ち
を

与
え
ら
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
想
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
言
葉
や
映
像
や
、
あ
る
い
は
音
楽
や
絵
画
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
形
で
顕
れ
得
る
。
テ
ク
ス
ト
と
は
、
そ
う
し
て
形
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
共
有
＝
認
識
可

能
と
な
っ
た
詩
情
の
仮
の
姿
で
あ
る
。
表
現
さ
れ
た
も
の
か
ら
遡
っ
て
、〈
私
〉
と
い
う
詩
情
を
徹
底
的
に

考
察
し
よ
う
と
す
る
営
み
が
、
寺
山
の
藝
術
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
寺
山
が
、
一
九
六
〇
年
代
に
限
ら
ず
、

そ
れ
以
前
も
以
後
も
一
貫
し
て
抱
き
続
け
た
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
意
識
が
、
一
九
六
〇
年
代
に
、

ジ
ャ
ン
ル
を
跨
ぐ
自
己
遡
及
的
批
評
を
生
じ
さ
せ
た
。
固
定
的
な
形
を
持
っ
て
い
る
も
の
は
、
逆
に
、
そ

れ
以
外
で
あ
る
可
能
性
を
見
な
け
れ
ば
真
実
で
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
既
成
概
念
は
、
寺
山

に
あ
っ
て
は
、
破
壊
し
て
無
形
に
戻
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

本
論
は
、
寺
山
の
多
彩
な
活
動
の
う
ち
、
予
ね
て
よ
り
主
要
な
も
の
と
見
做
さ
れ
、
論
じ
ら
れ
て
き
た

活
動
に
研
究
対
象
を
絞
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
内
実
が
従
来
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
、
写
真
や
テ

レ
ビ
な
ど
の
映
像
の
分
野
や
、
評
論
な
ど
の
文
学
全
般
を
対
象
と
す
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
寺
山
が
ジ

ャ
ン
ル
の
枠
を
越
え
た
活
動
を
展
開
し
始
め
る
一
九
六
〇
年
代
に
一
致
し
て
い
る
。
メ
デ
ィ
ア
や
表
現
形

式
の
特
性
を
見
定
め
、
そ
れ
が
人
間
に
要
請
す
る
、
意
識
に
す
ら
の
ぼ
ら
な
い
「
常
識
」
に
、
作
品
の
受

け
手
が
気
付
く
よ
う
な
仕
掛
け
を
施
す
。
寺
山
の
一
九
六
〇
年
代
を
見
る
こ
と
で
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
方

法
が
寺
山
の
中
で
い
か
に
練
磨
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
確
認
出
来
る
。 


