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真
を
論
じ
、
ア
ダ
ム
ス
の
論
考
を
深
め
て
み
た
い
。

一
　
見
世
物
と
い
う
営
み

　

ア
ー
バ
ス
の
写
真
を
論
じ
る
前
に
、
ロ
バ
ー
ト
・
ボ
グ
ダ
ン
、
ア
ダ
ム

ス
に
よ
る
論
を
参
考
に
、
見
世
物
と
い
う
営
み
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ

た
か
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。

「
フ
リ
ー
ク
性
を
構
成
す
る
内
容
は
時
と
と
も
に
変
化
し
て
も
、
身
体
の

重
要
性
は
フ
リ
ー
ク
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
と
っ
て
不
変
か
つ
決
定
的

な
特
徴
で
あ
っ
た（

5
）」
と
ア
ダ
ム
ス
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
フ
リ
ー
ク

の
見
世
物
は
、
中
心
的
な
関
心
を
身
体
に
置
い
た
娯
楽
で
あ
り
、
フ
リ
ー

　

ダ
イ
ア
ン
・
ア
ー
バ
ス
（
一
九
二
八
〜
一
九
七
一
）
は
、
見
世
物
と
、

見
世
物
に
出
演
し
て
い
た
小
人
や
巨
人
、
髭
女
や
狼
男
と
い
っ
た
フ
リ
ー

ク（
1
）と
呼
ば
れ
た
人
々
に
関
心
を
寄
せ
、
数
多
く
被
写
体
と
し
た
写
真
家

で
あ
る
。
時
に
写
真
家
自
身
こ
そ
が
一
種
の
「
フ
リ
ー
ク
」
で
あ
る
と
い

う
含
意
を
も
っ
て
、
ア
ー
バ
ス
は
「
フ
リ
ー
ク
の
写
真
家
」
と
も
呼
ば
れ

て
き
た（

2
）。

　

だ
が
そ
の
一
方
で
、
ア
ー
バ
ス
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
見
世
物
と
い

う
営
み
は
近
年
ま
で
あ
ま
り
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で

は
、
八
〇
年
代
以
降
の
ア
メ
リ
カ
で
進
め
ら
れ
た
見
世
物
の
文
化
的
、
歴

史
的
な
研
究（

3
）を
踏
ま
え
て
ア
ー
バ
ス
の
写
真
を
論
じ
る
必
要
性
を
訴
え

た
、
レ
イ
チ
ェ
ル
・
ア
ダ
ム
ス（

4
）の
態
度
を
参
考
と
し
て
ア
ー
バ
ス
の
写

論
説見

世
物
の
記
録
　
ダ
イ
ア
ン
・
ア
ー
バ
ス
の
「
一
種
の
人
類
学
」
と
親
密
性

榎
本
千
賀
子
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人
々
の
行
為
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る（

8
）。

　

見
世
物
は
、
謎
や
驚
き
に
満
ち
た
姿
や
雰
囲
気
を
備
え
た
異
常
を
具
現

化
し
た
、
フ
リ
ー
ク
を
つ
く
り
出
す
営
み
で
あ
っ
た
。
見
世
物
は
、
た
だ

病
や
障
害
を
見
せ
る
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
く
、
何
が
異
常
か
を
決

め
、
さ
ら
に
そ
れ
を
壮
観
な
る
も
の
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
、
娯
楽
と

し
て
提
供
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
見
世
物
が
様
々
な
演
出
や
演
技
に

よ
っ
て
フ
リ
ー
ク
の
身
体
に
表
出
さ
せ
る
も
の
を
、
私
は
「
驚
異
」
と
呼

び
た
い
。
驚
異
は
、
演
出
や
演
技
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
身
体
に
帰
さ
れ
て
お
り
、
異
常
と
し
て
少
な
か
ら
ず
否
定
的
な
意
味

を
帯
び
、
娯
楽
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
の
驚
異
が
ど
の
よ
う
な
位
相
に
あ
る
か
が
、
本
稿

に
と
っ
て
重
要
な
の
で
あ
る
。
ボ
グ
ダ
ン
は
驚
異
を
生
み
出
す
見
世
物
の

営
み
を
、

芸
パ
フ
オ
ー
マ
ン
スと
し
て
捉
え
て
い
る
。
た
し
か
に
、
様
々
の
演
出
と
演

技
に
よ
っ
て
、
異
常
な
る
身
体
を
娯
楽
と
し
て
観
客
の
目
の
前
に
現
出
さ

せ
る
見
世
物
は
「
芸
」
で
あ
り
、
そ
の
営
み
に
よ
っ
て
金
銭
を
稼
ぎ
出
し

た
フ
リ
ー
ク
は
、「
芸
人
」
と
呼
ば
れ
る
に
相
応
し
い
。
そ
し
て
、
見
世

物
を
芸
と
捉
え
る
こ
と
は
、
見
世
物
が
経
済
活
動
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
意

し
つ
つ（

9
）、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
解
す
る
上
で
有
効
と
い
え
る
。

　

だ
が
、
見
世
物
が
芸
と
し
て
客
に
提
示
さ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
も
ま

た
、
重
要
で
あ
っ
た
。
見
世
物
は
フ
リ
ー
ク
を
、
演
出
や
演
技
と
い
っ
た

芸
の
技
巧
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
身
体
の
異
常
に
よ
っ
て
フ
リ
ー
ク
で
あ

ク
は
身
体
へ
の
関
心
を
受
け
止
め
る
具
体
的
な
対
象
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

見
世
物
は
、
観
客
が
漠
然
と
共
有
し
て
い
る
あ
い
ま
い
な
身
体
観
を
反
映

し
、
利
用
し
つ
つ
、
そ
れ
を
正
常
と
異
常
と
い
う
抑
圧
的
な
身
体
の
規
範

と
し
て
先
鋭
化
す
る
場
で
も
あ
っ
た
。
見
世
物
は
、
何
が
異
常
で
あ
る
か

を
、
フ
リ
ー
ク
と
い
う
具
体
例
の
提
示
を
通
じ
て
定
義
し
て
い
た
の
で
あ

る
。

　

そ
も
そ
も
異
常
の
定
義
に
見
世
物
自
体
が
深
く
関
与
し
て
い
る
の
だ
か

ら
、
見
世
物
で
提
示
さ
れ
る
異
常
の
根
拠
は
他
な
ら
ぬ
見
世
物
に
あ
る
。

つ
ま
り
、
見
世
物
は
一
種
の
循
環
論
法
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
循
環
論
法

を
成
立
さ
せ
る
の
が
、
恐
慌
を
ひ
き
お
こ
さ
な
い
程
度
に
抑
制
さ
れ
つ
つ
、

驚
き
や
謎
を
盛
り
立
て
る
数
々
の
演
出
で
あ
り
演
技
で
あ
っ
た
。
フ
リ
ー

ク
の
展
示
は
、
会
場
の
外
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
バ
ナ
ー
ラ
イ
ン
と
呼
ば
れ

る
巨
大
な
布
製
の
広
告
や
、
不
思
議
な
物
語
を
語
る
口
上
、
身
体
の
特
徴

を
殊
更
に
強
調
す
る
ポ
ー
ズ
や
衣
装
等
々
に
よ
っ
て
華
々
し
く
飾
ら
れ
た

「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル（

6
）」
で
あ
り
、
人
は
そ
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
中
で
フ
リ

ー
ク
に
な
る
の
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ボ
グ
ダ
ン
は
「『
フ
リ
ー
ク
』

と
は
人
に
関
す
る
ひ
と
つ
の
心
構
え
で
あ
り
、
社
会
的
な
習
慣
で
あ
り
、

考
え
方
で
あ
り
、
提
示
の
仕
方
で
あ
る
。『
フ
リ
ー
ク
』
と
は
定
型
化
さ

れ
た
展
示
の
た
め
の

芸
パ
フ
オ
ー
マ
ン
ス
の
伝
統
を
上
演
す
る
こ
と
な
の
だ
。（7
）」
と

定
義
す
る
の
で
あ
り
、
ア
ダ
ム
ス
は
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
の
ジ
ェ
ン

ダ
ー
論
を
参
照
し
、
フ
リ
ー
ク
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
同
様
に
、
繰
り
返
さ
れ
る
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や
喝
采
を
通
じ
た
や
り
と
り
や
、
力
比
べ
の
よ
う
な
身
体
的
な
交
流
が
、

意
図
的
ま
た
は
偶
発
的
に
生
ま
れ
た
が
、
こ
れ
は
観
客
を
舞
台
上
で
示
さ

れ
る
事
態
の
当
事
者
と
し
て
巻
き
込
む
一
助
と
し
て
働
い
た
で
あ
ろ
う（

10
）。

　

も
ち
ろ
ん
観
客
も
様
々
な
身
体
を
抱
え
て
お
り
、
観
客
を
正
常
と
位
置

付
け
る
試
み
は
容
易
に
失
調
を
き
た
す
も
の
だ
っ
た（

11
）。
し
か
し
、
少
な

く
と
も
見
世
物
の
概
念
的
、
空
間
的
な
構
図
は
、
観
客
を
正
常
に
位
置
付

け
よ
う
と
し
て
お
り
、
観
客
が
そ
の
構
図
を
少
な
か
ら
ず
受
け
入
れ
る
こ

と
で
見
世
物
は
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
見
世
物
は
フ
リ
ー
ク
を
異
常

と
定
義
し
た
が
、
そ
の
定
義
は
同
時
に
観
客
へ
も
押
し
付
け
ら
れ
て
い
た
。

と
は
い
え
、
多
く
の
場
合
に
お
い
て
、
正
常
を
担
う
観
客
に
対
し
、
フ
リ

ー
ク
に
は
一
方
的
に
人
間
性
を
否
定
す
る
烙
印
と
し
て
異
常
の
項
が
押
し

付
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
関
係
は
不
平
等
な
も
の
で
し
か
な
い
。
見

世
物
が
非
難
さ
れ
る
理
由
の
ひ
と
つ
に
は
、
こ
う
し
た
暴
力
的
で
不
平
等

な
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
見
世
物
は
フ
リ
ー
ク
と
観
客
の
両
者
を
、

共
に
正
常
と
異
常
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
の
中
に
押
し
込
め
る
と
い
う
点
で
は

平
等
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
が
単
な
る
芸
で
は
な
く
、
非
・
芸
で
あ

る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
見
世
物
は
、
観
客
自
身
が
何
者
で
あ
る
か
と

い
う
、
観
客
の
自
意
識
の
根
幹
に
関
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
正
常
と
異
常

と
い
う
問
題
を
、
身
体
を
根
拠
と
す
る
真
偽
の
問
題
と
し
て
提
示
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

る
の
だ
と
提
示
し
て
い
た
。
通
常
の
芸
に
は
、
そ
の
芸
の
巧
拙
に
対
す
る

評
価
が
下
さ
れ
る
。
し
か
し
、
見
世
物
に
は
巧
拙
の
判
断
の
代
わ
り
に
、

「
い
さ
か
ま
」
と
い
う
罵
声
が
し
ば
し
ば
投
げ
つ
け
ら
れ
、「
い
か
が
わ
し

さ
」
が
付
き
ま
と
う
。
こ
う
し
た
反
応
は
、
見
世
物
に
関
し
て
は
、
提
示

さ
れ
た
驚
異
が
身
体
に
基
づ
い
て
い
る
か
否
か
が
重
要
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
い
か
さ
ま
」
と
非
難
さ
れ
る
時
、
見
世
物
は
フ

リ
ー
ク
を
生
む
自
ら
の
仕
組
み
で
あ
る
芸
を
露
呈
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
い
か
さ
ま
」
と
し
て
非
難
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
見
世
物
は
芸
で
は
な
く
事

実
で
あ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
自
ら
を
提
示
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
た
。

見
世
物
は
芸
で
あ
る
が
、
自
ら
を
芸
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
表
出
さ
せ
よ
う

と
す
る
点
で
、
非
・
芸
の
芸
で
あ
っ
た
。

　

し
か
も
、
こ
う
し
た
非
・
芸
の
芸
は
、
観
客
に
も
降
り
掛
か
る
問
題
で

あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
見
世
物
は
異
常
の
存
立
基
盤
と
な
る
正
常
と
異

常
の
項
の
一
方
を
、
観
客
に
担
わ
せ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
異
常
は
正
常

と
い
う
対
立
項
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
に
意
味
を
有
す
る
。

し
か
し
、
見
世
物
が
そ
の
営
み
で
直
接
的
に
定
義
す
る
の
は
、
フ
リ
ー
ク

に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
る
異
常
側
だ
け
な
の
だ
。
示
さ
れ
な
い
正
常
側
は
、

見
世
物
の
舞
台
に
は
登
ら
な
い
観
客
に
よ
っ
て
、
暗
黙
の
内
に
担
わ
れ
る
。

観
客
は
見
世
物
の
会
場
内
で
フ
リ
ー
ク
ス
と
対
峙
す
る
よ
う
空
間
に
導
か

れ
、
フ
リ
ー
ク
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
だ

け
で
は
な
い
。
見
世
物
で
は
し
ば
し
ば
観
客
と
フ
リ
ー
ク
の
間
の
、
罵
声
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広
義
の
「
フ
リ
ー
ク
」
が
一
種
の
流
行
で
さ
え
あ
っ
た
時
代
な
の
だ（

14
）。

当
時
、
ヒ
ッ
ピ
ー
は
自
ら
を
「
フ
リ
ー
ク
」
と
称
し
、
フ
ラ
ン
ク
・
ザ
ッ

パ
は
聴
衆
に
「
フ
リ
ー
ク
・
ア
ウ
ト
せ
よ
」
と
呼
び
か
け
て
い
た
。「
フ

リ
ー
ク
」
と
い
う
語
は
、
既
存
の
社
会
の
否
定
と
、
そ
れ
に
代
わ
る
新
し

い
社
会
や
生
き
方
に
対
す
る
肯
定
的
な
意
味
を
込
め
て
反
語
的
に
用
い
ら

れ
、
見
世
物
は
、
既
成
文
化
へ
の
反
抗
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
創
作
物

に
引
用
さ
れ
て
い
っ
た
。
だ
が
、
そ
う
し
た
フ
リ
ー
ク
と
見
世
物
の
再
登

場
は
、
実
演
と
し
て
の
見
世
物
に
触
れ
る
機
会
が
減
っ
た
時
代
に
あ
っ
て
、

見
世
物
や
フ
リ
ー
ク
を
単
な
る
象
徴
と
し
て
扱
う
が
ゆ
え
に
、
見
世
物
が

拘
泥
し
続
け
て
き
た
身
体
の
異
常
へ
の
関
心
を
、
見
え
に
く
く
し
て
し
ま

う
。
六
〇
年
代
は
、
見
世
物
の
表
象
が
多
数
流
布
さ
れ
る
こ
と
で
、
か
え

っ
て
見
世
物
が
忘
れ
去
ら
れ
て
ゆ
く
時
代
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

そ
う
し
た
時
代
に
、
ア
ー
バ
ス
は
閉
鎖
さ
れ
ゆ
く
見
世
物
小
屋
を
訪
ね
、

地
方
巡
業
の
カ
ー
ニ
バ
ル
を
追
い
か
け
て
い
た
。
ア
ー
バ
ス
の
写
真
も
ま

た
、
当
時
の
見
世
物
を
巡
る
潮
流
を
反
映
し
て
い
た
し
、
こ
の
潮
流
の
中

で
こ
そ
許
さ
れ
た
作
品
で
あ
っ
た（

15
）。
ヒ
ッ
ピ
ー
達
の
自
認
と
は
ズ
レ
が

あ
っ
た
と
は
い
え
、
ア
ー
バ
ス
も
ま
た
、
自
身
を
一
人
の
「
フ
リ
ー
ク
」

と
し
て
自
認
し
て
い
た（

16
）。
さ
ら
に
、
六
〇
年
代
の
他
の
「
フ
リ
ー
ク
」

の
表
象
同
様
に
、
ア
ー
バ
ス
の
被
写
体
と
な
っ
た
見
世
物
の
フ
リ
ー
ク
た

ち
は
、
し
ば
し
ば
人
間
の
存
在
一
般
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ

た
の
だ
っ
た（

17
）。

二
　「
一
種
の
人
類
学
」
に
よ
る
見
世
物
の
記
録

　

と
こ
ろ
で
、
ア
ー
バ
ス
が
活
動
し
た
の
は
、
既
に
見
世
物
の
全
盛
期
が

過
ぎ
去
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
二
〇
世
紀
に
入
る
と
、
見
世
物
は
病
や
障

害
を
娯
楽
と
す
る
下
品
で
搾
取
的
な
行
為
と
み
な
さ
れ
、
非
難
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
た
し
か
に
、
見
世
物
は
病
や
障
害
の
あ
る
多
く
の
人
々
を

フ
リ
ー
ク
と
し
て
見
せ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
展
示
に
は
非
難
す
べ
き

点
が
多
々
あ
る
。
た
だ
、
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
見
世
物
は
病
や
障

害
を
見
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
し
、
フ
リ
ー
ク
は
病
や
障
害
故

に
フ
リ
ー
ク
で
あ
っ
た
の
で
も
な
い
。
し
か
し
、
遺
伝
学
な
ど
新
し
い
知

識
が
普
及
す
る
に
つ
れ
て
、
日
常
的
な
因
果
律
を
超
え
た
異
常
を
驚
異
と

し
て
成
立
さ
せ
る
こ
と
自
体
が
、
許
し
難
い
こ
と
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
、
映
画
な
ど
の
競
合
す

る
娯
楽
の
台
頭
や
、
大
恐
慌
と
い
っ
た
経
済
的
な
要
因
も
ま
た
、
見
世
物

に
打
撃
を
与
え
た（

12
）。

　

し
か
し
、
ア
ー
バ
ス
の
代
表
作
が
多
数
撮
ら
れ
た
六
〇
年
代
に
は
、
こ

う
し
た
見
世
物
の
衰
退
と
は
別
種
の
危
機
が
、
見
世
物
に
降
り
掛
か
っ
て

い
た
。
六
〇
年
代
は
、
見
世
物
が
衰
退
し
、
否
定
さ
れ
、
忘
却
さ
れ
て
ゆ

く
だ
け
の
時
代
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
六
〇
年
代
は
、
見
世
物
や
フ

リ
ー
ク
に
新
た
な
意
味
が
付
与
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
表
象
に
対
す
る
抵
抗
が

消
え
つ
つ
あ
っ
た
時
代
で
あ
り（

13
）、
そ
う
し
た
動
き
に
よ
っ
て
う
ま
れ
た
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る
驚
異
と
、
フ
リ
ー
ク
に
よ
る
驚
異
創
出
の
営
み
を
捉
え
る
こ
と
に
成
功

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

例
を
挙
げ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
ア
ー
バ
ス
の
写
真
は
現
在
で
は
専
ら

美
術
作
品
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
生
前
そ
の
写
真
は
、
例
え
ば
雑
誌

『
エ
ス
ク
ァ
イ
ア
』
な
ど
の
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
場
を
通
じ
て

発
表
さ
れ
る
機
会
が
多
か
っ
た（

19
）。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
記
事
で
は
、
ア

ー
バ
ス
自
身
が
テ
キ
ス
ト
も
担
当
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
雑
誌

記
事
を
想
定
し
、
ヒ
ュ
ー
バ
ー
ツ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
い
う
閉
鎖
さ
れ
る

見
世
物
小
屋
に
つ
い
て
書
か
れ
た
未
発
表
エ
ッ
セ
イ
「
ヒ
ュ
ー
バ
ー
ト
の

死
亡
記
事（

20
）」
は
、
見
世
物
の
歴
史
や
見
世
物
小
屋
の
様
子
な
ど
、
実
演

と
し
て
の
見
世
物
の
解
説
に
紙
幅
を
費
や
し
、
フ
リ
ー
ク
に
よ
る
驚
異
の

創
出
の
あ
り
さ
ま
を
記
し
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
象
皮
少
女
ス
ー
ジ
ー
（Susie the Elephant Skin Girl

）。

ア
ー
バ
ス
は
彼
女
が
宗
教
的
な
荘
厳
さ
と
し
て
の
驚
異
を
創
り
出
す
姿
を
、

「
カ
タ
ル
シ
ス
」
だ
と
評
価
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

「
私
は
完
全
に
正
常
な
両
親
の
元
に
生
ま
れ
ま
し
た
。」
と
象
皮
少
女

ス
ー
ジ
ー
が
、
辛
抱
強
く
瞬
き
し
な
が
ら
言
う
。「
私
の
体
全
体
の
皮

膚
が
、
あ
な
た
達
が
今
見
て
い
る
の
と
同
じ
状
態
な
の
で
す
…
…
。
私

の
皮
膚
に
は
何
も
か
も
が
欠
け
て
い
る
の
で
す
…
…
。」
そ
し
て
、
彼

女
は
露
出
の
多
い
サ
テ
ン
の
ス
カ
ー
ト
の
端
を
持
ち
上
げ
、
膝
を
か
が

　

か
つ
て
の
よ
う
に
見
世
物
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
自
体
が
非
難
の
対
象
と

な
っ
た
上
に
、
時
代
の
潮
流
が
重
な
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
な
さ
れ

た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
に
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
ア
ー
バ
ス
が

十
年
以
上
も
の
間
、
実
演
と
し
て
の
見
世
物
に
関
心
を
向
け
続
け
、
見
世

物
小
屋
や
カ
ー
ニ
バ
ル
に
足
を
運
ん
で
い
た
と
い
う
事
実
に
も
注
目
す
べ

き
で
あ
る
。
そ
の
観
点
か
ら
は
、
ア
ー
バ
ス
の
営
み
が
、
実
演
と
し
て
の

見
世
物
の
記
録
の
試
み
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
の
だ
。

　

ア
ー
バ
ス
は
自
身
の
専
門
分
野
を
「
一
種
の
現
代
人
類
学（

18
）」
で
あ
る

と
規
定
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
フ
リ
ー
ク
に
対
す
る
彼
女
の
態
度
と
方
法

は
、
確
か
に
そ
の
自
己
規
定
に
よ
く
合
致
し
て
い
る
。
ア
ー
バ
ス
が
「
人

類
学
」
と
い
う
タ
ー
ム
で
何
を
表
そ
う
と
し
て
い
た
の
か
は
定
か
で
は
な

い
。
だ
が
、
ア
ー
バ
ス
は
見
世
物
小
屋
や
カ
ー
ニ
バ
ル
に
長
期
に
わ
た
っ

て
出
入
り
し
、
多
く
の
フ
リ
ー
ク
た
ち
と
親
し
い
関
係
を
続
け
、
見
世
物

を
学
び
、
写
真
を
撮
影
し
て
い
た
。
文
化
人
類
学
に
は
、
対
象
と
な
る
集

団
に
参
加
し
て
そ
の
集
団
の
有
す
る
文
化
を
調
査
分
析
す
る
、
参
与
観
察

と
い
う
方
法
が
あ
る
が
、
ア
ー
バ
ス
の
方
法
は
、
こ
の
参
与
観
察
に
比
し

う
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
「
人
類
学
」
の
営
み
を
通
じ
て
、
ア
ー
バ
ス
は
実
演
と
し
て

の
見
世
物
の
あ
り
よ
う
を
理
解
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
見
世
物
が
提
示

し
よ
う
と
す
る
異
常
や
、「
フ
リ
ー
ク
」
の
反
語
的
な
使
用
や
、
人
間
存

在
一
般
の
象
徴
な
ど
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
見
世
物
が
提
示
し
よ
う
と
す
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ー
ニ
バ
ル
の
写
真
群
の
う
ち
、
特
に
〈T

attooed m
an at a carnival, 

M
d. 1970

〉
と
〈A

lbino sw
ord sw

allow
er at a carnival, M

d. 

1970

〉
の
二
枚
は
、
二
〇
世
紀
に
入
り
見
世
物
が
成
立
さ
せ
に
く
く
な
っ

た
驚
異
の
輝
き
を
、
再
び
呼
び
起
こ
す
か
の
よ
う
な
写
真
と
な
っ
て
い
る
。

　

前
者
の
刺
青
男
（T

attooed 
m
an

）
の
写
真
で
は
、
画
面
の
ほ
ぼ
全

体
を
、
顔
面
に
ま
で
刺
青
を
入
れ
た
男
の
上
半
身
が
占
め
て
い
る
。
男
は

胸
を
張
っ
て
そ
の
体
を
誇
示
す
る
よ
う
に
こ
ち
ら
を
凝
視
し
て
い
る
が
、

そ
の
被
写
体
の
身
体
統
御
は
、
少
し
仰
角
気
味
に
写
し
出
さ
れ
る
こ
と
で
、

こ
と
さ
ら
威
圧
的
な
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ぼ
や
け
た
背
景
は

フ
ラ
ッ
シ
ュ
の
操
作
に
よ
っ
て
暗
く
落
と
さ
れ
、
画
面
の
下
部
は
男
の
輪

郭
が
曖
昧
に
な
る
程
黒
く
焼
き
込
ま
れ
て
い
る
。
男
の
左
肩
の
後
ろ
に
覗

く
旗
と
そ
の
下
の
看
板
が
、
わ
ず
か
に
カ
ー
ニ
バ
ル
の
テ
ン
ト
を
示
唆
す

る
。
だ
が
む
し
ろ
、
背
景
の
暗
さ
は
、
そ
の
空
間
を
い
ず
こ
と
も
知
れ
ぬ

不
気
味
な
場
所
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
て
い
る
。

　

見
世
物
は
か
つ
て
、
数
々
の
不
思
議
な
類
型
化
し
た
物
語
を
、
驚
異
創

出
の
重
要
な
手
段
と
し
て
い
た（

22
）。
そ
う
し
た
物
語
で
は
、
刺
青
男
は
、

異
国
に
お
い
て
、
刑
罰
や
拷
問
と
し
て
そ
の
全
身
に
刺
青
を
入
れ
ら
れ
た

の
だ
と
語
ら
れ
て
い
た（

23
）。
六
〇
年
代
当
時
、
こ
の
物
語
は
と
っ
く
に
有

効
性
を
失
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
し
か
し
、
こ
の
写
真
は
そ
の
古
め
か
し
い

物
語
を
継
承
し
、
蘇
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の

写
真
で
は
、
男
を
取
り
囲
む
暗
闇
が
異
国
の
代
理
物
で
あ
り
、
彼
の
威
圧

め
て
お
辞
儀
を
し
な
が
ら
一
回
転
し
、
私
達
全
員
に
見
せ
た
。「
私
は

決
し
て
泣
け
な
い
の
で
す
。」
と
彼
女
は
見
上
げ
る
私
達
に
向
か
っ
て

告
白
し
た
。
非
行
少
年
を
含
む
皆
が
、
ま
る
で
教
会
に
い
る
か
の
よ
う

に
黙
り
、
行
儀
よ
く
し
て
い
た
。

　

ス
ー
ジ
ー
の
芸
は
、
ス
カ
ー
ト
を
持
ち
上
げ
る
動
作
と
、
僅
か
な
言
葉

か
ら
構
成
さ
れ
る
簡
潔
な
も
の
だ
。
彼
女
の
皮
膚
は
病
に
冒
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
彼
女
が
フ
リ
ー
ク
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
皮
膚
病
を
根
拠

と
す
る
の
だ
と
思
わ
れ
が
ち
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
彼
女
の
芸
は
そ
の

皮
膚
を
曝
す
こ
と
で
は
な
く
、
驚
異
の
根
拠
は
皮
膚
に
あ
る
の
で
は
な
い

と
、
ア
ー
バ
ス
の
文
章
は
明
ら
か
に
す
る
。
彼
女
の
芸
は
、
示
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
全
身
と
彼
女
の
家
族
、
さ
ら
に
「
決
し
て
泣
け
な
い
」
と
い
う

告
白
に
含
ま
れ
た
彼
女
の
心
境
に
対
し
、
視
覚
的
に
明
示
さ
れ
た
身
体
を

超
え
た
想
像
を
観
客
に
促
す
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
の
芸
の
真
髄
で
あ
る
驚

異
は
、「
教
会
」
の
よ
う
な
荘
厳
さ
を
見
世
物
小
屋
に
生
む
こ
と
に
あ
る

の
だ
。

　

さ
ら
に
、
ア
ー
バ
ス
が
写
真
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
見
世
物
の
あ
り
よ

う
を
捉
え
て
い
た
か
を
見
て
み
よ
う
。
ア
ー
バ
ス
の
キ
ャ
リ
ア
と
し
て
は

比
較
的
初
期
に
あ
た
る
、
五
〇
年
代
に
撮
影
さ
れ
た
作
品
か
ら
は
、
ア
ー

バ
ス
が
フ
リ
ー
ク
の
み
な
ら
ず
、
見
世
物
小
屋
の
空
間
や
装
飾
に
も
関
心

を
寄
せ
て
い
た
様
子
が
わ
か
る（

21
）。
そ
し
て
、
七
〇
年
に
撮
影
さ
れ
た
カ
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囲
気
や
、
物
語
と
い
っ
た
要
素
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
ア
ー
バ
ス
の
関

心
の
先
に
あ
る
の
は
、
病
気
や
障
害
と
い
っ
た
身
体
的
な
異
常
と
い
う
よ

り
は
、
見
世
物
の
営
み
が
い
か
に
異
常
を
生
み
出
し
て
い
る
か
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
ア
ー
バ
ス
は
ス
ー
ジ
ー
の
皮
膚
の
様
子
に
は
一
言
も
触
れ
な
い
。

そ
の
代
わ
り
に
、
ア
ー
バ
ス
は
彼
女
を
見
る
観
客
達
の
反
応
を
記
す
。
ま

た
、
刺
青
男
の
写
真
で
は
、
彼
の
直
接
の
身
体
的
特
徴
で
あ
る
刺
青
を
不

鮮
明
に
し
つ
つ
も
、
古
め
か
し
い
物
語
を
継
承
す
る
暗
闇
を
作
り
だ
そ
う

と
し
て
い
る
。
ア
ー
バ
ス
の
写
真
は
、
見
世
物
と
い
う
営
み
の
あ
り
よ
う

を
記
録
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
三
　
親
密
な
る
写
真

　

だ
が
、
見
世
物
と
い
う
営
み
は
、
単
に
驚
異
を
つ
く
り
出
す
だ
け
で
な

く
、
そ
れ
を
非
・
芸
と
し
て
、
し
か
も
観
客
自
身
の
自
意
識
を
決
定
す
る

よ
う
な
方
法
で
、
提
示
す
る
営
み
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
点
を
、
ア

ー
バ
ス
の
写
真
は
ど
の
よ
う
に
写
し
出
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

〈M
exican dw

arf in his hotel room
 in N

. Y
. C. 1970

〉
と
題
さ
れ

た
、
見
世
物
と
は
全
く
異
な
る
関
係
性
を
写
し
出
し
て
い
る
か
の
よ
う
に

見
え
る
一
枚
の
写
真
を
通
じ
て
、
こ
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。
晩
年
、

ア
ー
バ
ス
は
自
ら
の
作
品
を
「
家
族
ア
ル
バ
ム
」
と
し
て
写
真
集
に
ま
と

め
る
計
画
を
立
て
て
い
た（

24
）。
そ
の
計
画
は
実
現
せ
ず
、
詳
し
い
資
料
も

的
な
姿
が
刺
青
の
恐
ろ
し
い
由
来
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
ア
ル
ビ
ノ
の
剣
呑
み
芸
人
（A

lbino sw
ord sw

allow
er

）
の

写
真
で
は
、
象
皮
少
女
ス
ー
ジ
ー
と
共
通
す
る
よ
う
な
、
宗
教
性
を
帯
び

た
驚
異
が
つ
く
り
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
ト
レ
ー
ラ
ー
と
思
し
き
車

両
が
後
ろ
に
覗
く
カ
ー
ニ
バ
ル
テ
ン
ト
の
前
に
、
女
が
立
つ
。
そ
の
背
景

は
、
街
ま
ち
を
移
動
し
な
が
ら
興
行
を
続
け
て
い
た
カ
ー
ニ
バ
ル
と
い
う

娯
楽
の
形
式
を
、
控
え
め
に
示
し
て
い
る
。
彼
女
は
、
今
ま
さ
に
剣
を
呑

み
込
む
と
こ
ろ
だ
。
彼
女
は
腕
を
横
真
一
文
字
に
広
げ
、
顔
を
天
に
向
け

て
剣
を
口
に
差
し
入
れ
る
。
そ
の
姿
が
、
十
字
架
の
形
を
描
き
出
す
。
画

面
に
は
強
風
が
吹
き
荒
れ
、
張
り
裂
け
ん
ば
か
り
に
テ
ン
ト
が
風
を
は
ら

み
、
服
が
は
た
め
く
。
彼
女
の
体
と
剣
が
形
作
る
十
字
架
の
中
央
、
胸
の

辺
り
に
は
光
が
降
り
注
い
で
ハ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
、
ま
ば
ゆ
い
白
さ

を
見
せ
る
。
そ
の
瞬
間
の
選
択
と
プ
リ
ン
ト
の
調
子
が
、
切
迫
し
た
緊
張

感
の
う
ち
に
、
彼
女
を
輝
か
せ
て
い
る
。
そ
う
し
た
状
況
で
、
剣
を
呑
み

込
む
と
い
う
痛
み
を
帯
び
た
芸
を
執
行
す
る
こ
と
で
、
彼
女
は
殉
教
者
然

と
し
た
姿
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
剣
を
呑
む
こ
と
は
、
今
な
お
、
そ
れ

だ
け
で
十
分
刺
激
的
な
芸
と
し
て
成
立
す
る
。
だ
が
、
こ
の
写
真
は
、
彼

女
を
そ
う
し
た
芸
を
行
う
以
上
の
者
、
殉
教
者
と
し
て
写
し
出
す
の
だ
。

刺
青
男
の
写
真
と
同
様
、
こ
の
写
真
も
ま
た
、
彼
女
の
芸
を
ひ
と
つ
の
物

語
と
し
て
成
立
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

ア
ー
バ
ス
に
よ
る
見
世
物
の
記
録
は
、
驚
異
を
構
成
す
る
、
荘
厳
な
雰
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親
密
さ
の
証
し
で
あ
る
。
こ
の
写
真
は
赦
し
と
信
頼
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

被
写
体
は
ホ
テ
ル
の
部
屋
に
写
真
家
を
招
き
入
れ
、
そ
こ
で
半
裸
の
自
分

に
カ
メ
ラ
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
を
承
知
し
た
の
だ
と
写
真
は
証
言
す
る
。

タ
オ
ル
に
よ
っ
て
し
っ
か
り
と
隠
さ
れ
た
下
半
身
、
斜
に
被
っ
た
帽
子
、

ウ
ィ
ス
キ
ー
の
乗
せ
ら
れ
た
ボ
ー
ド
に
持
た
せ
か
け
た
左
手
と
腰
に
当
て

ら
れ
た
右
手
が
描
く
優
雅
な
ポ
ー
ズ
、
被
写
体
の
視
線
は
、
被
写
体
が
撮

影
に
十
分
に
意
識
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
被
写
体
の
左
手
は
力
を
入
れ
ず
に
下
向
き
に
垂
れ
下
げ
ら
れ
、

身
体
は
こ
ち
ら
に
む
か
っ
て
ゆ
っ
た
り
と
開
か
れ
、
真
直
ぐ
に
こ
ち
ら
を

見
る
彼
の
目
は
穏
や
か
で
、
口
元
に
は
微
笑
み
さ
え
浮
か
ん
で
い
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
様
子
は
、
こ
の
写
真
を
寛
い
だ
雰
囲
気
に
満

ち
た
も
の
に
し
て
い
る
。
至
近
距
離
か
ら
焚
か
れ
た
フ
ラ
ッ
シ
ュ
も
ま
た
、

こ
の
写
真
を
肩
肘
の
張
ら
な
い
気
楽
な
も
の
に
見
せ
る
。
そ
の
光
は
被
写

体
の
右
肩
や
瞳
、
鼻
の
頭
を
輝
か
せ
、
壁
紙
の
柄
の
一
部
を
白
く
飛
ば
し
、

そ
の
反
対
側
の
壁
に
黒
々
と
し
た
影
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
こ
の
荒
々
し

く
生
々
し
い
フ
ラ
ッ
シ
ュ
の
用
法
は
、
六
二
年
発
売
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
内
蔵

コ
ン
パ
ク
ト
カ
メ
ラ
、
コ
ダ
ッ
ク
の
イ
ン
ス
タ
マ
チ
ッ
ク
に
よ
っ
て
一
般

に
普
及
し
た
、
家
庭
で
の
ス
ナ
ッ
プ
写
真
に
登
場
す
る
調
節
の
効
か
な
い

乱
暴
な
光
を
踏
襲
し
て
い
る（

27
）。
こ
の
写
真
は
親
密
な
間
柄
で
何
千
何
万

と
撮
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
、
外
連
味
の
な
い
様
式
を
な
ぞ
っ
て
い
る
。

　

被
写
体
の
視
線
の
先
に
は
カ
メ
ラ
が
あ
り
、
そ
の
背
後
に
は
写
真
家
ア

残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
「
家
族
」
が
具
体
的
に
何
を
指
し
て
い
た

の
か
は
正
確
に
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
ジ
ョ
ン
・
パ
ル
ズ
は
、
そ
の

計
画
が
ア
ー
バ
ス
の
仕
事
全
体
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
し
、
ま

た
特
に
こ
の
計
画
と
深
い
関
係
に
あ
る
作
品
集
と
し
て
、
ア
ー
バ
ス
が
生

前
唯
一
ま
と
め
た
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
、〈A

 
Box 

of 
T
en 

Photo-

graphs

〉（
一
九
七
一
）
と
、
死
後
出
版
さ
れ
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
挙
げ
て

い
る（

25
）。
メ
キ
シ
コ
人
の
ド
ワ
ー
フ
の
写
真
は
、
そ
の
両
方
に
含
ま
れ
た

ア
ー
バ
ス
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
被
写
体
は
、
十
年
以
上
に
渡
り

ア
ー
バ
ス
の
被
写
体
と
な
っ
た
ラ
ウ
ロ
・
モ
ラ
レ
ス
。
フ
リ
ー
ク
と
し
て

見
世
物
に
出
演
し
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
。

　

ア
ダ
ム
ス
も
ま
た
、
こ
の
写
真
に
注
目
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
ダ
ム

ス
は
見
世
物
と
い
う
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
異
常
を
扱
う
も
う
ひ
と
つ
の

領
域
で
あ
る
医
学
写
真
と
の
比
較
か
ら
、
こ
の
写
真
を
捉
え
て
い
る
。
ア

ダ
ム
ス
は
、
こ
の
写
真
が
医
学
写
真
と
同
様
に
裸
体
を
扱
い
な
が
ら
も
、

被
写
体
と
写
真
家
の
間
の
親
密
な
雰
囲
気
に
よ
っ
て
、
医
学
写
真
と
は
全

く
違
っ
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る（

26
）。

　

し
か
し
、
こ
の
親
密
性
の
あ
り
よ
う
は
、
や
は
り
見
世
物
と
も
比
較
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

半
裸
と
い
う
姿
で
、
し
か
も
ホ
テ
ル
の
ベ
ッ
ド
の
上
と
い
う
性
的
な
含

意
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
場
面
を
選
ん
で
、
こ
の
写
真
は
撮
影
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
撮
影
が
成
立
し
た
こ
と
自
体
が
、
写
真
家
と
被
写
体
と
の
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ア
ー
バ
ス
に
と
っ
て
、
写
真
家
が
被
写
体
と
結
ぶ
関
係
は
、
フ
レ
ー
ム

の
外
に
あ
り
な
が
ら
も
、「
写
真
を
見
る
時
」
に
無
視
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
問
題
は
、
二
人
の
人
物
が
ベ
ッ
ド
に

居
る
と
い
う
、
ま
さ
に
こ
の
写
真
に
写
し
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
極
度
に

親
密
な
場
面
に
お
い
て
、
典
型
的
に
発
露
す
る
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ

の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
は
、
観
者
が
写
真
を
見
て
想
像
す
る
と
い
う
、
観

者
の
能
動
的
な
解
釈
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
た
め
に
、
観
者
自
身
に

起
因
す
る
、
観
者
自
身
の
問
題
で
あ
っ
た
。
私
達
観
者
は
、
親
密
性
を
通

じ
て
、
こ
の
写
真
の
当
事
者
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　

被
写
体
と
な
っ
た
男
の
、
頭
部
に
比
べ
て
短
い
手
足
や
、
小
さ
な
爪
は

写
真
に
明
ら
か
で
あ
る
し
、
タ
イ
ト
ル
は
彼
を
依
然
「
ド
ワ
ー
フ
」
と
フ

リ
ー
ク
と
し
て
の
名
で
呼
ん
で
い
る
。
だ
が
、
こ
の
写
真
に
成
立
す
る
の

は
、
抑
圧
的
な
見
世
物
の
関
係
性
と
は
様
相
を
異
に
す
る
親
密
な
る
関
係

で
あ
る
。
親
密
性
を
通
じ
て
感
知
さ
れ
る
彼
は
、
フ
リ
ー
ク
が
見
世
物
の

舞
台
上
で
立
と
う
と
し
た
、
人
間
性
さ
え
否
定
さ
れ
る
絶
対
的
な
他
者
の

位
置
に
は
な
い
。
写
真
に
写
る
男
は
観
者
の
側
を
向
い
て
お
り
、
そ
れ
を

見
る
観
者
の
視
線
は
、
必
然
的
に
男
と
見
つ
め
合
っ
て
し
ま
う
。
男
が
撮

影
時
に
見
て
い
た
の
は
、
カ
メ
ラ
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
居
る
で
あ
ろ
う

写
真
家
で
あ
る
は
ず
だ
っ
た
。
し
か
し
、
親
密
さ
を
た
た
え
た
男
の
眼
と
、

今
こ
の
瞬
間
に
見
つ
め
合
う
形
を
と
る
の
は
、
観
者
の
視
線
な
の
だ
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
男
は
「
あ
な
た
」
と
呼
び
う
る
存
在
と
し
て
観
者
の
目
の
前

ー
バ
ス
が
居
る
は
ず
だ
。
彼
の
背
後
に
見
え
る
枕
、
皺
の
よ
っ
た
シ
ー
ツ
、

つ
い
先
程
ま
で
彼
女
は
そ
こ
に
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
の
帽
子
を
素

晴
ら
し
く
映
え
る
角
度
で
傾
け
た
の
は
、
彼
女
が
カ
メ
ラ
越
し
に
伸
ば
し

た
手
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
彼
女
も
ま
た
、
カ
メ
ラ
の
背
後
か
ら
被

写
体
に
微
笑
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
観
者
は
、
写

真
家
と
被
写
体
の
こ
う
し
た
関
係
を
写
真
か
ら
直
接
知
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
か
し
、
写
真
は
極
度
の
親
密
さ
を
フ
レ
ー
ム
外
の
出
来
事
へ
の
想

像
に
よ
っ
て
了
解
す
る
よ
う
、
周
到
に
観
者
を
促
し
て
い
る
。

　

ア
ー
バ
ス
自
身
は
、
こ
の
よ
う
な
観
者
の
フ
レ
ー
ム
外
へ
の
想
像
を
、

写
真
と
現
実
と
の
関
係
性
、
つ
ま
り
写
真
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
関
わ
る
も
の

と
し
て
、
重
視
し
て
い
た
。

　

私
に
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
映
画
が
虚
構
を
取
り
扱
う
も
の
で
あ

る
一
方
、
写
真
は
現
実
を
取
り
扱
う
傾
向
に
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

そ
の
最
も
良
い
例
が
、
映
画
に
行
っ
て
二
人
の
人
物
が
ベ
ッ
ド
に
居
る

の
を
見
る
時
に
、
監
督
や
カ
メ
ラ
マ
ン
や
照
明
の
人
達
み
な
が
そ
の
同

じ
部
屋
に
い
た
の
で
彼
等
は
本
当
は
二
人
き
り
で
は
な
か
っ
た
の
だ
と

よ
く
知
っ
て
い
て
も
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
よ
ろ
こ
ん
で
無
視
し
て
し

ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
け
れ
ど
も
、
写
真
を
見
る
時
に
は
、
こ
れ
ら

の
こ
と
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。（28
）
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い
て
観
客
と
正
常
と
異
常
の
対
立
的
で
抑
圧
的
な
関
係
を
築
い
て
い
た
男

を
、
観
者
に
と
っ
て
「
あ
な
た
」
と
呼
び
う
る
よ
う
な
存
在
と
し
て
写
し

出
す
。
そ
う
し
た
観
者
と
被
写
体
の
男
と
の
親
密
な
関
係
は
、
被
写
体
だ

け
を
一
方
的
に
規
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
両
者
を
共
に
位
置
づ
け
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
写
真
は
、
男
を
ド
ワ
ー
フ
と
呼
び
、
彼
が
フ
リ
ー
ク

で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
な
い
が
、
そ
の
男
と
観
者
の
関
係
を
連
帯
的

な
も
の
と
し
て
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
リ
ー
ク
と
観
客
の
間
に

生
じ
た
正
常
と
異
常
の
関
係
性
を
、
単
純
な
二
項
対
立
に
は
収
ま
ら
な
い

も
の
へ
と
変
え
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
関
係
性
の
変
化
は
、
自
ら

が
何
者
で
あ
る
か
と
い
う
観
者
の
自
認
へ
も
、
ゆ
さ
ぶ
り
を
か
け
ず
に
は

お
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
も
、
見
世
物
の
正
常
と
異
常
が
非
・
芸
の
問
題
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

こ
の
写
真
の
親
密
性
も
ま
た
、
写
真
上
に
お
い
て
芸
に
相
当
す
る
表
現
上

の
技
巧
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
技
巧
に
帰

着
し
な
い
の
で
あ
る
。
見
世
物
で
の
異
常
が
演
出
や
演
技
に
よ
っ
て
作
ら

れ
る
芸
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
写
真
の
親
密
性
も
、
背
景
や
距
離
、
被

写
体
の
衣
装
、
ポ
ー
ズ
、
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
選
択
と
決
定
の
結
果
、
写
真

上
に
感
知
し
う
る
も
の
と
し
て
写
し
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
親

密
性
の
根
底
に
想
定
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
表
現
上
の
技
巧
と
い
う
よ
り

は
、
そ
う
し
た
選
択
や
決
定
の
あ
り
か
た
を
熟
知
し
て
い
る
は
ず
の
ア
ー

バ
ス
自
身
で
さ
え
「
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う

に
現
れ
、
観
者
と
彼
の
間
に
は
、「
私
た
ち
」
と
い
う
人
称
が
生
ま
れ
る

可
能
性
が
生
ま
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
親
密
性
の
あ
り
よ
う
に
お
い
て
、
こ
の
写
真
は
、

見
世
物
の
営
み
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
見
世
物
の
観
客
が
舞
台
上
に
は

現
れ
な
い
ま
ま
に
、
驚
異
の
核
心
的
部
分
を
担
う
正
常
と
異
常
と
い
う
対

立
項
の
一
方
を
担
い
、
正
常
と
異
常
と
い
う
関
係
性
を
成
立
さ
せ
て
い
た

の
と
同
様
に
、
こ
の
写
真
の
観
者
は
、
こ
の
写
真
に
は
現
れ
な
い
ま
ま
に
、

こ
の
写
真
で
写
し
出
さ
れ
る
親
密
性
に
巻
き
込
ま
れ
な
が
ら
、
そ
の
関
係

性
を
成
立
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
写
真
に
限
ら
ず
、
映
像
一
般
の
観
者
に
共

通
す
る
こ
と
だ
が
、
写
真
の
観
者
は
、
見
世
物
よ
り
さ
ら
に
徹
底
し
て
そ

の
写
真
に
不
在
の
存
在
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
だ
が
、
写
真
を
見
る
観
者

の
姿
は
画
面
に
登
場
し
な
い
。
だ
が
、
そ
う
し
た
当
た
り
前
に
す
ぎ
る
地

平
を
超
え
て
、
観
者
が
被
写
体
を
見
つ
め
る
視
線
に
も
ま
た
、
観
者
は
不

在
な
の
だ
。
観
者
が
写
真
を
見
つ
め
て
い
る
視
線
は
観
者
の
視
線
で
あ
る
。

し
か
し
、
被
写
体
を
こ
の
よ
う
な
角
度
、
距
離
、
姿
で
写
し
出
し
て
い
る

の
は
写
真
家
で
あ
り
、
カ
メ
ラ
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
写
真
で
あ
っ
て
観
者

で
は
な
い
。
し
か
し
親
密
性
は
、
写
真
に
不
在
で
あ
る
は
ず
の
観
者
が
想

像
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
見
世
物
の
正
常
と
異
常
の
関
係
性
と
同
じ
く
、
こ
の
写
真
が

提
示
す
る
親
密
性
と
い
う
関
係
性
も
ま
た
、
観
者
の
自
意
識
に
関
わ
っ
て

い
る
。
こ
の
写
真
の
親
密
性
は
、
フ
リ
ー
ク
と
し
て
働
き
、
見
世
物
に
お
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で
関
わ
る
と
い
う
見
世
物
の
特
異
な
身
体
表
現
の
あ
り
か
た
全
体
と
し
て

問
題
に
し
、
そ
れ
を
作
品
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
な

の
だ
。

　

ア
ー
バ
ス
の
「
人
類
学
」
は
、
見
世
物
が
結
果
と
し
て
提
示
す
る
異
常

で
は
な
く
、
見
世
物
が
驚
異
を
創
出
す
る
そ
の
方
法
と
過
程
を
記
録
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
ド
ワ
ー
フ
の
写
真
は
、
不
在
の
観
者
の
存
在
に

よ
っ
て
観
客
自
身
の
自
意
識
に
関
わ
る
関
係
性
を
提
示
し
、
し
か
も
そ
の

関
係
性
の
根
拠
を
、
表
現
上
の
技
巧
に
帰
着
さ
せ
な
い
と
い
う
点
で
、
観

客
の
自
意
識
に
関
わ
る
正
常
と
異
常
の
関
係
を
非
・
芸
と
し
て
提
示
す
る

見
世
物
と
多
く
の
共
通
点
を
持
つ
写
真
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

写
真
は
、
観
者
を
巻
き
込
む
関
係
性
を
見
世
物
と
は
全
く
異
な
る
も
の
と

す
る
こ
と
で
、
見
世
物
と
い
う
形
式
を
用
い
な
が
ら
、
か
つ
て
の
見
世
物

の
抑
圧
性
を
変
え
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
見
世
物
と
い
う
営
み
の
あ
り
か
た
を
問
題
と
す
る
こ
と
そ
れ
自

体
が
、
見
世
物
が
持
つ
抑
圧
性
を
乗
り
越
え
る
可
能
性
を
持
っ
た
見
方
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
芸
で
あ
り
、
非
・
芸
で
あ
る
と
い
う
見

世
物
の
様
相
は
、
長
年
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
見
世
物
は
、
非
難

さ
れ
る
際
に
は
病
や
障
害
を
娯
楽
と
し
て
い
る
と
解
さ
れ
、
驚
異
を
作
り

出
す
芸
だ
と
い
う
側
面
は
無
視
さ
れ
て
い
た
。
一
方
で
芸
と
し
て
捉
え
直

さ
れ
る
と
き
に
は
、
真
偽
の
問
題
と
し
て
異
常
を
成
立
さ
せ
て
い
る
と
い

う
点
を
捨
象
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。

な
、
写
真
家
と
被
写
体
が
同
じ
部
屋
に
い
る
と
い
う
フ
レ
ー
ム
外
の
出
来

事
な
の
で
あ
る
。

　
四
　
お
わ
り
に
　
フ
リ
ー
ク
に
寄
り
添
う
写
真

　

ア
ダ
ム
ス
は
、
ア
ー
バ
ス
の
写
真
が
見
世
物
を
先
行
表
現
と
し
て
い
た

こ
と
を
、
特
に
十
九
世
紀
の
写
真
を
参
照
し
な
が
ら
論
じ
て
い
る
。
当
時

の
見
世
物
は
、
興
行
の
土
産
物
や
宣
伝
物
と
す
る
た
め
に
大
量
の
フ
リ
ー

ク
を
被
写
体
と
し
た
写
真
を
制
作
、
販
売
し
て
い
た
。
ア
ー
バ
ス
の
写
真

は
そ
う
し
た
フ
リ
ー
ク
写
真
の
ス
タ
イ
ル
を
用
い
な
が
ら
も
、
瞬
間
を
強

く
感
じ
さ
せ
る
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
の
技
法
を
使
用
し
、
背
景
や
小
道
具

を
変
え
る
こ
と
で
、
か
つ
て
見
世
物
が
提
示
し
て
い
た
正
常
と
異
常
の
関

係
性
を
よ
り
あ
い
ま
い
で
、
う
つ
ろ
い
ゆ
く
不
安
定
な
も
の
へ
と
変
え
、

被
写
体
と
な
っ
た
人
々
を
、
変
わ
っ
て
は
い
る
が
普
通
の
人
々
と
変
わ
ら

な
い
人
間
と
し
て
写
し
出
し
て
い
る
、
と
ア
ダ
ム
ス
は
述
べ
て
い
る（

29
）。

　

確
か
に
、
ア
ダ
ム
ス
の
論
に
は
お
お
む
ね
賛
成
で
き
る
。
だ
が
、
ヒ
ュ

ー
バ
ー
ツ
の
記
事
、
そ
し
て
刺
青
男
や
ア
ル
ビ
ノ
の
剣
呑
み
芸
人
、
ド
ワ

ー
フ
の
写
真
が
示
す
の
は
、
ア
ー
バ
ス
が
見
世
物
を
単
な
る
様
式
と
し
て

参
照
に
し
て
い
た
と
い
う
以
上
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
写
真
か

ら
分
か
る
の
は
、
ア
ー
バ
ス
が
、
芸
で
あ
り
な
が
ら
自
ら
を
真
偽
に
よ
っ

て
評
価
す
べ
き
も
の
と
し
て
成
立
さ
せ
、
し
か
も
見
る
者
の
自
意
識
に
ま
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る
。
フ
リ
ー
ク
が
提
示
す
る
驚
異
と
し
て
の
異
常
は
、
真
と
し
て
認
め
ら

れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
異
常
を
つ
く
り
あ
げ
る
か
ら
こ
そ
輝
い
て
い
た
の

で
あ
り
、
驚
嘆
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
、
観
客
自
身
と
深
く
関
わ
る
非
・
芸

の
芸
で
あ
っ
た
。
ア
ー
バ
ス
の
写
真
は
、
そ
の
姿
に
寄
り
添
う
こ
と
で
、

病
や
障
害
で
も
な
け
れ
ば
、
芸
に
も
お
さ
ま
り
き
ら
な
い
、
他
の
ど
ん
な

営
み
と
も
違
う
特
異
な
る
営
み
で
あ
る
見
世
物
を
、
強
烈
な
驚
異
の
輝
き

の
内
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

　

見
世
物
と
い
う
娯
楽
の
形
式
は
、
多
く
の
国
や
地
域
で
、
独
自
の
輝
き

を
十
全
に
は
考
慮
さ
れ
ぬ
ま
ま
、
そ
の
多
く
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
だ

が
、
人
々
の
身
体
へ
の
関
心
は
消
え
ず
、
病
や
障
害
を
抱
え
た
人
々
、
事

故
や
紛
争
や
災
害
で
負
傷
し
た
人
々
の
姿
は
、
現
在
も
映
像
と
な
っ
て
私

た
ち
を
取
り
囲
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
見
世
物
よ
り
も
容
認
で

き
る
も
の
で
あ
る
ら
し
い
ニ
ュ
ー
ス
や
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
な
ど
の
形
式

を
と
り
、
見
世
物
以
上
に
真
実
に
近
い
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。

ア
ー
バ
ス
は
見
世
物
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
報
道
写
真
や
、
事
件
や
事

故
の
写
真
を
多
く
撮
影
し
た
写
真
家
、
ウ
ィ
ー
ジ
ー
の
作
品
等
に
関
心
を

寄
せ
て
お
り
、
自
ら
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
仕
事
を
多
数
行
っ
て

い
た
。
見
世
物
と
関
心
を
同
じ
く
し
つ
つ
も
、
見
世
物
と
異
な
る
こ
と
で

現
在
も
生
き
延
び
て
い
る
こ
れ
ら
の
身
体
を
写
し
出
す
映
像
と
、
本
稿
で

考
察
し
た
ア
ー
バ
ス
の
見
世
物
へ
の
関
心
と
態
度
の
あ
り
か
た
を
、
い
ず

れ
関
係
づ
け
て
考
察
し
、
ア
ー
バ
ス
の
作
品
全
体
と
フ
リ
ー
ク
の
写
真
と

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
言
わ
ば
不
完
全
な
把
握
が
、
見
世
物
が
抱
え
る
暴

力
性
の
問
題
を
よ
り
根
深
い
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
見
世
物
が
最

も
暴
力
的
と
な
る
の
は
、
そ
れ
が
芸
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う

時
だ
。
そ
の
時
見
世
物
は
、
病
や
障
害
や
そ
の
他
様
々
な
身
体
的
特
徴
へ

の
差
別
と
一
体
と
な
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
見
世
物
に
関
わ
る
全
て
の

人
々
の
営
為
も
ま
た
、
異
常
が
身
体
の
問
題
と
同
一
視
さ
れ
て
し
ま
い
、

創
造
行
為
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
見
世
物
を

芸
と
し
て
捉
え
る
視
点
は
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
そ
の
芸

が
、
他
の
身
体
表
現
と
は
異
な
り
、
芸
と
し
て
巧
拙
で
評
価
さ
れ
る
こ
と

を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
真
偽
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

観
客
の
自
意
識
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
認
識

も
捨
て
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
性
質
こ
そ
、
見
世
物

を
、
巧
拙
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
他
の
芸
と
は
異
な
る
、
独
自
の
営
み
と

し
て
成
立
さ
せ
る
特
徴
で
あ
り
、
見
世
物
の
問
題
を
深
め
て
ゆ
く
大
き
な

原
因
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
を
認
識
す
る
こ
と
な
し
に
、

見
世
物
に
関
わ
っ
た
人
々
の
営
み
の
独
創
性
、
創
造
性
、
さ
ら
に
は
見
世

物
の
問
題
を
十
全
に
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
の
こ
と
は
、
見
世
物
そ
れ
自
体
の
あ
り
か
た
に
寄
り
添
う
こ
と
に
、

見
世
物
の
二
つ
の
抑
圧
性
、
身
体
的
な
特
徴
へ
の
差
別
と
、
見
世
物
と
い

う
営
み
の
黙
殺
、
を
乗
り
越
え
る
可
能
性
が
あ
る
の
だ
と
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
ア
ー
バ
ス
の
写
真
は
、
そ
の
可
能
性
に
か
け
た
写
真
な
の
で
あ
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（
1
）
見
世
物
の
営
み
に
従
事
す
る
人
々
の
名
称
は
様
々
あ
る
が
、
本
稿
で
は
ア

ー
バ
ス
自
身
が
用
い
て
い
た
「
フ
リ
ー
ク
」
を
使
用
す
る
。
複
数
、
単
数

の
別
は
英
語
の
場
合
に
は
問
題
と
な
る
が
、
本
稿
で
は
区
別
し
な
い
。

（
2
）
こ
の
よ
う
な
ア
ー
バ
ス
観
と
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
次
を
参
照
。

Catherine Lord, 

“What Becom
es a Legend M

ost: T
he Short, 

Sad Career of D
iane A

rbus

”, T
he Contest of M

eaning 

（Cam
-

bridge: T
he M

IT
 P, 1989

） 111-123.

（
3
）Robert Bogdan, Freak Show

 

（Chicago: U
 of Chicago P, 1988

）.

（
4
）Rachel A

dam
s, Sideshow

 U
.S.A

. 

（Chicago: U
 of Chicago P, 

2001

）, Chapter 5.

（
5
）A

dam
s, 6.

（
6
）A

dam
s, 5.

（
7
）Bogdan, 3.

（
8
）A

dam
s, 6.

（
9
）
見
世
物
の
経
済
活
動
と
し
て
の
側
面
に
つ
い
て
はBogdan

の
他
、

Janet M
. D

avis, T
he Circus A

ge

―Culture and Society U
nder 

the A
m

erican Big T
op 

（Chapel H
ill: U

 of N
orth Carolina P, 

2002

）
参
照
。

（
10
）A

dam
s, 12-13.

（
11
）
ア
ダ
ム
ス
は
こ
う
し
た
失
調
の
場
面
を
描
い
た
カ
ー
ソ
ン
・
マ
ッ
カ
ラ
ー

ズ
と
ト
ニ
・
モ
リ
ソ
ン
の
小
説
を
論
じ
て
い
る
。A

dam
s, Chapter4, 7.

（
12
）Bogdan, 

2.

一
方
で
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
以
降
か
ら
は
、
過
去
の
見

世
物
に
対
す
る
反
省
と
現
代
的
な
視
点
を
加
え
つ
つ
、
見
世
物
を
再
興
し

よ
う
と
い
う
動
き
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
動
き
に
お
い
て
も
、
障

害
者
を
フ
リ
ー
ク
と
す
る
こ
と
は
か
な
り
難
し
い
と
い
う
。A

dam
s, 

Epilogue.

（
13
）Susan Sontag, O

n Photography 

（N
ew

 Y
ork: Picador, 1973

）, 
43-44.

ま
た
、
公
開
時
上
映
禁
止
と
な
っ
た
ト
ッ
ド
・
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ

の
映
画
『
フ
リ
ー
ク
ス
』（
一
九
三
二
）
が
六
二
年
の
ヴ
ェ
ニ
ス
映
画
祭

で
の
再
上
映
を
き
っ
か
け
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
も
再
上
映
さ
れ
た
。
ア
ー

バ
ス
も
こ
の
映
画
を
見
て
い
た
。
パ
ト
リ
シ
ア
・
ボ
ズ
ワ
ー
ス
著
、
名
谷

一
郎
訳
『
炎
の
ご
と
く　

写
真
家
ダ
イ
ア
ン
・
ア
ー
バ
ス
』（
文
藝
春
秋
、

一
九
九
〇
）
二
八
七
―
二
八
八
頁
。

（
14
）
Ｌ
・
グ
リ
ン
ス
プ
ー
ン
、
Ｊ
・
Ｂ
・
バ
カ
ラ
ー
著
、
杵
淵
幸
子
、
妙
木
浩

之
訳
『
サ
イ
ケ
デ
リ
ッ
ク
・
ド
ラ
ッ
グ
』（
工
作
舍
、
二
〇
〇
〇
）
第
三

章
。

（
15
）
雑
誌
の
消
費
主
義
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム

へ
の
転
換
と
い
う
要
素
も
ア
ー
バ
ス
の
写
真
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
要
因
と

註
の
関
係
を
論
じ
る
こ
と
へ
と
繫
げ
た
い
。
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考
え
ら
れ
て
い
る
。A

nthony 
W

. 
Lee, 

“Noahʼs 
A
rk, 

A
rbusʼs 

A
lbum

”, D
iane A

rbus: Fam
ily A

lbum
s, ed. Lee and Pultz 

（N
ew

 H
aven: Y

ale U
P, 2003

）, 26-27, 34.

（
16
）
ア
ー
バ
ス
に
は
自
分
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
と
し
て
の
出
自
を
異
常
と
し
て
と
ら

え
、
そ
れ
故
に
フ
リ
ー
ク
ス
を
名
乗
る
尊
大
と
も
い
え
る
自
認
が
あ
る
。

一
九
六
〇
年
一
月
一
九
日
マ
ー
ヴ
ィ
ン
・
イ
ズ
ラ
エ
ル
へ
の
ポ
ス
ト
カ
ー

ドD
iane A

rbus, R
evelations, ed. San Francisco M

useum
 of 

M
odern A

rt 

（N
ew

 Y
ork: Random

 H
ouse, 2003

）, 144.

一
九
六

二
年
四
月
頃
マ
ー
ヴ
ィ
ン
・
イ
ズ
ラ
エ
ル
へ
の
メ
モR

evelations, 
160.

な
ど
参
照
。

（
17
）
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
グ
リ
ー
ン
の
写
真
史
の
記
述
が
こ
う
し
た
読
解
の
一
例
と

し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
グ
リ
ー
ン
は
ア
ー
バ
ス
の
写
真
の
フ
リ
ー
ク
ス
を
、

六
〇
年
代
と
い
う
時
代
の
ア
ー
キ
タ
イ
プ
の
ひ
と
つ
と
み
な
し
、
サ
ー
カ

ス
を
被
写
体
と
し
た
ブ
ル
ー
ス
・
ダ
ビ
ッ
ド
ソ
ン
、
街
頭
の
障
害
者
を
被

写
体
と
し
た
ゲ
リ
ー
・
ウ
ィ
ノ
グ
ラ
ン
ド
、
薬
物
中
毒
の
若
者
を
被
写
体

と
し
た
ラ
リ
ー
・
ク
ラ
ー
ク
、
ヘ
ル
ズ
・
エ
ン
ジ
ェ
ル
ス
を
被
写
体
と
し

た
ダ
ニ
ー
・
ラ
イ
ア
ン
の
写
真
を
一
括
し
て
フ
リ
ー
ク
を
扱
っ
た
写
真
と

し
、
比
較
し
て
い
る
。Jonathan Green, A

m
erican Photography 

（N
ew

 Y
ork: A

bram
s, 1984

）, 120.

（
18
）
一
九
六
四
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
に
作
品
が
購
入
さ
れ
た
際
に

提
出
し
た
作
家
自
身
に
よ
る
記
録
よ
り
。R

evelations, 171.

（
19
）
ア
ー
バ
ス
の
雑
誌
に
お
け
る
活
動
に
つ
い
て
はD

iane 
A
rbus, 

D
iane 

A
rbus M

agazine W
orks, ed. D

oon A
rbus and M

arvin Israel 

（N
ew

 Y
ork: A

perture, 1984

）.

参
照
。

（
20
）D

iane A
rbus, 

“Hubertʼs O
bituary

”, D
iane A

rbus M
agazine 

W
orks. 80-81.

（
21
）〈T

he Entrance to H
ubertʼs D

im
e M

useum
 and Flea Circus on 

42nd Street, 1956

〉, R
evelations, 141.

な
ど
。

（
22
）
こ
の
種
の
物
語
の
効
果
に
つ
い
て
、
ア
ダ
ム
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。「
か
つ
て
は
奇
型
の
人
間
は
神
聖
な
意
味
を
生
み
出
す
者
と
し
て
扱

わ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
十
九
世
紀
ま
で
に
フ
リ
ー
ク
ス
は
固
有
の
意
味
を

持
た
な
く
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
等
の
異
常
は
解
釈
を
必
要
と
す
る

よ
う
に
思
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
為
、
フ
リ
ー
ク
ス
は
耐
え
難
い
意
味
の
分

裂
解
体
を
示
し
か
ね
な
い
身
体
に
統
一
を
与
え
る
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
場
所

や
、
不
思
議
な
出
来
事
や
、
恐
ろ
し
い
事
故
の
物
語
を
必
要
と
し
て
い
た

の
で
あ
る
。」A

dam
s, 5.

（
23
）Bogdan, 241-256.

（
24
）
一
九
六
八
年
七
月
頃
ピ
ー
タ
ー
・
ク
ル
ッ
ク
ス
ト
ン
へ
の
手
紙
よ
り

R
evelations, 191.

（
25
）John Pultz, 

“Searching for D
iane A

rbusʼs 

“Fam
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