
た
こ
と
が
あ
る
。
絵
画
、
映
画
、
マ
ン
ガ
、
文
学
の
垣
根
を
取
り
払
い
、
そ

れ
ら
を
イ
メ
ー
ジ
表
現
と
し
て
横
断
し
た
旅
は
「
人
間
の
表
現
行
為
を
包
括

し
て
と
ら
え
る
」
（
『
イ
メ
ー
ジ
の
図
像
学
」
一
九
九
二
・
二
、
白
地
社
）

近
代
文
学
の
表
現
に
近
づ
こ
う
と
降
り
そ
そ
ぐ
イ
メ
ー
ジ
の
雨
の
な
か
を
歩

い
て
い
る
。
言
語
中
心
主
義
と
い
う
教
室
の
窓
か
ら
飛
び
出
し
た
こ
れ
ら
の

路
地
ま
で
が
多
様
に
入
り
組
ん
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
成
し
、
あ
ち
こ
ち
で

意
外
な
発
見
に
出
く
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
旅
行
家
が
今
度
は

旅
で
は
、
二
つ
の
地
点
が
直
線
的
に
結
ば
れ
て
は
お
ら
ず
、
大
通
り
か
ら
裏

こ
と
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
歩
み
で
あ
っ
た
。
以
前
に
も
、
氏
は
三
イ
メ

ー
ジ
〉
の
近
代
日
本
文
学
誌
」
（
一
九
八
八
・
五
、
双
文
社
）
に
お
い
て
、

こ
こ
に
未
踏
の
分
野
が
切
り
開
か
れ
、
新
た
な
道
標
が
打
ち
据
え
ら
れ
る
こ

と
は
疑
い
を
入
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
す
る
と
き
、
画
像
の
よ
う
な
視
覚
的
表

「
イ
メ
ー
ジ
と
文
学
が
響
き
あ
っ
て
作
り
出
す
表
現
世
界
」
に
分
け
入
っ
て

い
こ
う
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
行
程
が
魅
力
的
で
な
い
は
ず
が
な
い
。

』

か
っ
て
木
股
知
史
氏
は
「
ジ
ャ
ン
ル
を
越
境
す
る
小
さ
な
旅
に
出
発
」
し

〔
書
評
〕

木
股
知
史
著
『
画
文
共
鳴
Ｉ
『
み
だ
れ
髪
』
か
ら
『
月
に
吠
え
る
』
へ
』

河
野
有
時

現
は
言
語
表
現
よ
り
ず
っ
と
お
手
軽
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
む
き
も
あ
る

よ
う
だ
。
逆
に
、
そ
れ
に
異
を
唱
え
る
こ
と
に
腐
心
す
る
あ
ま
り
言
語
表
現

の
不
備
を
あ
げ
つ
ら
う
類
の
論
も
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
木
股
氏
は
視
覚

的
表
現
と
一
一
一
一
口
語
表
現
の
ど
ち
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
二
者
択
一

的
な
問
い
を
も
っ
て
せ
ず
、
「
イ
メ
ー
ジ
と
文
学
の
共
鳴
の
試
み
が
表
現
史

に
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
か
を
探
ろ
う
」
と
、
二
つ
の
表
現
の
交
錯
か
ら
生

み
出
さ
れ
た
世
界
の
豊
か
さ
へ
と
読
者
を
導
く
。
「
画
文
共
鳴
」
と
い
う
書

名
は
本
書
の
、
そ
し
て
木
股
氏
の
こ
れ
ま
で
の
来
し
方
を
鮮
明
に
映
し
出
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

目
次
に
よ
っ
て
内
容
の
概
略
を
示
せ
ば
、

は
じ
め
に
１
画
文
が
共
鳴
す
る
と
き

第
１
部
「
明
星
」
と
い
う
美
術
館

第
一
章
「
明
星
」
と
美
術
（
１
文
学
と
美
術
２
西
洋
化
と
ナ
シ

ョ
ナ
リ
テ
ィ
３
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
と
美
術
）

第
二
章
表
紙
の
女
神
た
ち
丁
一
条
成
美
と
藤
島
武
二
２
「
文

壇
照
魔
鏡
」
事
件
３
表
紙
の
女
性
は
誰
か
４
誌
名

六
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「
明
星
」
の
意
味
５
そ
の
後
の
女
神
た
ち
）

第
三
章
「
み
だ
れ
髪
」
の
画
像
世
界
（
１
三
六
判
と
い
う
判
型

２
先
例
と
し
て
の
「
無
弦
弓
」
「
迦
具
土
」
３
「
み
だ
れ

髪
」
の
表
紙
画
４
「
み
だ
れ
髪
」
の
挿
画
５
絵
画
的

発
想
６
「
み
だ
れ
髪
」
以
後
「
小
扇
』
『
毒
草
ご

第
四
章
「
明
星
」
と
版
の
表
現
（
１
木
版
の
探
求
２
石
版
と
色

彩
革
命
３
木
版
の
可
能
性
４
伊
上
凡
骨
と
創
作
版
画
）

第
Ⅱ
部
イ
メ
ー
ジ
と
象
徴
主
義

第
五
章
象
徴
主
義
再
考
了
象
徴
主
義
の
領
域
２
上
田
敏
の
象

徴
主
義
理
解
３
未
知
な
る
内
面
４
絵
画
と
象
徴
主
義
）

第
六
章
蒲
原
有
明
の
試
み
（
１
ロ
セ
ッ
テ
ィ
と
蒲
原
有
明
２
藤

島
武
一
一
「
天
平
の
面
影
」
３
蒲
原
有
明
と
青
木
繁
４

散
文
詩
へ
の
転
換
５
有
明
と
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
６
内
面

の
絵
画
へ
）

第
Ⅲ
部
詩
画
集
へ
の
道

第
七
章
画
家
詩
人
竹
久
夢
二
（
１
コ
マ
絵
と
い
う
空
間
２
「
夢

一
一
画
集
春
の
巻
」
３
夢
二
と
恩
地
孝
四
郎
４
小
川

芋
銭
「
草
汁
漫
画
」
と
小
杉
未
醒
「
漫
画
一
年
」
５
調

刺
と
杼
情
）

第
八
章
田
中
恭
吉
の
試
み
（
１
文
学
と
美
術
と
２
自
己
の
表
現
）

第
九
章
詩
画
集
と
し
て
の
「
月
に
吠
え
る
」
（
１
詩
画
集
２
口
絵

と
そ
の
起
源
３
挿
画
の
世
界
４
不
識
の
美
し
い
人
生

の
共
歓
５
植
物
幻
想
６
草
木
姦
淫
７
冬
虫
夏
草

木
繼
知
史
著
両
文
共
鳴
ｌ
「
み
だ
れ
髪
」
か
ら
「
月
に
吠
え
る
」
へ
」

た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
相
互
に
関
連
し
あ
っ
て
歌
集
の
世
界
を
紡
ぎ
だ

が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
「
み
だ
れ
髪
」
と
い
う
書
物
を
通
し
て
画
像
世
界
が

広
が
り
を
持
っ
て
開
か
れ
て
い
く
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
形
態

に
せ
よ
表
紙
画
に
せ
よ
挿
画
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
が
本
文
の
表
現
に
奉
仕
す
る

の
三
六
変
形
判
と
い
う
判
型
や
装
頓
、
表
紙
画
か
ら
挿
画
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ

テ
ク
ス
ト

的
表
現
の
全
体
が
ど
の
よ
う
に
表
現
に
作
用
し
、
相
互
に
関
係
し
て
い
る
か

表
紙
画
を
描
い
た
一
条
成
美
、
藤
島
武
二
の
活
躍
か
ら
画
の
表
現
す
る
と
こ

ろ
ま
で
随
所
で
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
思
う
に
、
知
り
得
た
こ
と

を
い
ち
い
ち
声
高
に
語
る
と
い
う
行
き
方
は
木
股
氏
の
旅
の
流
儀
で
は
な
い

の
だ
ろ
う
。
震
中
の
貴
重
な
知
見
も
さ
り
げ
な
く
語
ら
れ
て
い
る
が
、
掲
げ

ら
れ
た
画
に
対
す
る
論
述
は
き
わ
め
て
説
得
的
で
、
ど
の
よ
う
な
指
摘
も
こ

こ
に
至
る
ま
で
の
氏
の
長
い
旅
路
を
思
わ
せ
る
も
の
ば
か
り
だ
。

続
く
「
み
だ
れ
髪
」
の
画
像
世
界
」
で
は
、
「
み
だ
れ
髪
』
と
い
う
書
物

づ
け
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
具
体
的
な
様
相
が

浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。

ま
ず
は
「
明
星
」
の
表
紙
画
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
初
期
「
明
星
」
の

め
た
文
学
表
現
の
シ
ス
テ
ム
全
体
の
西
洋
化
の
規
範
」

８
垂
直
と
循
環
９
恩
地
孝
四
郎
の
挿
画
皿
再
版
「
月

に
吠
え
る
ご

あ
と
が
き

か
ら
な
り
、
「
初
出
一
覧
」
「
図
版
一
覧
」
「
索
引
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。

第
１
部
は
。
明
星
」
と
い
う
美
術
館
」
。
こ
こ
で
は
美
術
館
に
な
ぞ
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
美
術
を
重
視
し
た
「
明
星
」
が
、
「
メ
デ
ィ
ア
を
含

〃
、
「
メ
デ
ィ
ア
を
合

と
し
て
そ
れ
を
位
置

六
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し
て
い
る
こ
と
が
見
事
に
例
証
さ
れ
て
い
る
。
「
４

に
お
い
て
は
「
百
合
を
さ
さ
げ
持
つ
女
性
の
挿
画
の
イ
メ
ー
ジ
」
が
『
み
だ

れ
髪
」
の
「
白
百
合
」
の
章
よ
り
も
「
百
合
の
歌
を
得
意
と
し
た
登
美
子
の

イ
メ
ー
ジ
を
表
現
し
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
「
み
だ
れ
髪
」
や

『
恋
衣
』
中
の
「
白
百
合
」
の
章
だ
け
で
は
な
く
、
雑
誌
「
白
百
合
」
の
画

像
世
界
を
も
補
助
線
と
し
て
得
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
「
明
星
」
の
そ
れ
と

言
う
の
は
怠
慢
な
読
者
の
繰
り
言
で
は
あ
ろ
う
。

第
１
部
の
最
後
に
は
木
版
や
石
版
と
い
う
版
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る

の
対
比
も
通
し
て
よ
り
複
層
的
な
世
界
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

た
だ
、
本
書
は
総
括
的
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
あ
れ
も
こ
れ
も
と

が
、
と
に
か
く
学
ぶ
こ
と
が
多
い
。
木
版
と
石
版
、
そ
の
表
現
性
へ
の
論
述

を
読
み
す
す
め
る
ほ
ど
に
実
物
へ
の
興
味
を
か
き
立
て
ら
れ
る
。
実
物
は
ど

の
よ
う
な
色
で
ど
の
く
ら
い
の
大
き
さ
な
の
か
。
ぜ
ひ
そ
れ
ら
を
確
認
し
な

代
日
本
に
お
け
る
象
徴
主
義
の
意
義
が
捉
え
返
さ
れ
る
。
近
代
日
本
に
お
け

る
そ
れ
は
写
実
に
よ
ら
な
い
暗
示
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
と
と
り
あ
え
ず
言

が
ら
味
読
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

第
Ⅱ
部
は
「
イ
メ
ー
ジ
と
象
徴
主
義
」
で
あ
る
。
前
段
の
第
五
章
で
は
近

う
こ
と
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
象
徴
主
義
を
狭
く
日
本
近
代
詩
の
問
題

と
限
定
せ
ず
に
考
え
る
な
ら
、
内
的
世
界
の
直
接
的
な
表
現
と
い
う
点
に
象

徴
主
義
の
本
質
を
見
出
す
系
譜
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
わ
け
だ
。
木
股
氏
は
そ
れ
を
辿
り
な
が
ら
、
後
段
の
第
六
章
に
お
い
て

「
詩
画
の
共
鳴
に
最
も
意
識
的
な
詩
人
の
一
人
」
で
あ
る
蒲
原
有
明
は
、
絵

画
に
表
現
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
言
語
で
後
追
い
す
る
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
ら
う
な
、
歌
の
所
在
を
め
ぐ
る
問
題
と
共
鳴
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
興
味

「
み
だ
れ
髪
」
の
挿
画
」

ず
、
夢
や
幻
想
を
そ
の
ま
ま
記
述
す
る
散
文
詩
の
世
界
に
進
み
出
た
と
指
摘

す
る
。
氏
は
さ
ら
に
、
有
明
の
散
文
詩
へ
の
転
換
に
は
ホ
ィ
ッ
ス
ラ
ー
が
深

く
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
有
明
が
「
イ
メ
ー
ジ
を
内
在

化
す
る
意
識
の
絵
画
と
し
て
の
詩
を
志
向
し
た
」
こ
と
を
看
破
し
た
。
た
だ
、

読
者
に
と
っ
て
は
第
Ⅱ
部
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
「
象
徴
」
を
め
ぐ
る
様
々

な
問
題
を
一
度
に
理
解
す
る
の
は
な
か
な
か
に
骨
の
折
れ
る
こ
と
で
あ
る

う
。
こ
れ
も
木
股
氏
の
お
仕
事
で
は
あ
る
が
、
「
近
代
日
本
の
象
徴
主
義
』

（
二
○
○
四
・
三
、
お
う
ふ
う
）
が
第
Ⅱ
部
の
理
解
を
よ
り
具
体
的
な
も
の

と
す
る
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
き
た
い
。

第
Ⅲ
部
の
「
詩
画
集
へ
の
道
」
で
は
、
「
恩
地
孝
四
郎
、
田
中
恭
吉
、
萩

原
朔
太
郎
の
三
人
の
共
同
作
業
」
と
し
て
の
詩
画
集
「
月
に
吠
え
る
」
が

「
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
表
現
と
文
学
表
現
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
生
か
し
つ
つ

微
妙
に
交
錯
し
な
が
ら
、
多
義
的
な
豊
饒
を
生
み
出
し
て
い
る
」
と
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
一
般
に
口
語
自
由
詩
の
達
成
と
評
価
さ
れ
て
い
る
『
月
に

吠
え
る
」
が
、
詩
と
画
が
交
流
し
た
書
物
で
も
あ
る
と
い
う
指
摘
は
示
唆
に

富
み
、
切
り
開
か
れ
た
新
た
な
表
現
世
界
に
迫
る
提
言
は
傾
聴
に
値
す
る
だ

ろ
う
。

ま
た
、
第
Ⅲ
部
で
は
「
月
に
吠
え
る
」
が
実
現
さ
れ
る
ま
で
の
詩
と
画
の

共
鳴
も
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
恩
地
孝
四
郎
や
田
中
恭

吉
に
影
響
を
与
え
た
竹
久
夢
二
で
あ
る
が
、
夢
二
に
お
け
る
調
刺
的
、
戯
画

的
な
手
法
と
「
何
げ
な
い
日
常
生
活
か
ら
、

手
法
と
の
関
係
は
、
そ
の
関
係
性
自
体
が
、

印
象
的
な
一
瞬
を
取
り
出
す
」

例
え
ぱ
へ
な
ぶ
り
と
短
歌
の
よ
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う
人
間
の
本
質
に
か
か
わ
る
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
本
書
が
導
い
た
画
文

共
鳴
す
る
豊
か
な
世
界
は
人
間
の
心
と
表
現
の
共
鳴
と
い
う
こ
と
を
思
わ
せ

る
の
で
あ
る
。

ら
し
出
し
た
表
現
世
界
は
多
様
な
表
現
が
相
互
に
行
き
交
う
表
現
史
の
上
で

吟
味
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
か
か
る
表
現
史
の
場

で
は
、
文
学
と
“

い
る
だ
ろ
う
が
、

お
仕
事
を
イ
メ
ー
ジ
と
文
学
の
関
連
か
ら
日
本
近
代
文
学
史
の

さ
れ
た
と
言
う
だ
け
で
は
も
の
足
り
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

れ
た
か
の
よ
う
に
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な

深
か
っ
た
。

本
書
を
読
み
終
え
た
多
く
の
人
は
日
本
近
代
文
学
史
に
奥
行
き
が
与
え
ら

文
学
と
絵
画
だ
け
で
は
な
く
音
楽
や
建
築
、
演
劇
な
ど
も
協
働
し
て

木
膿
知
史
薔
「
画
文
共
鳴
’
一
み
だ
れ
髪
」
か
ら
一
月
に
吠
え
る
」
へ
』

（
こ
う
の
あ
り
と
き
東
京
都
立
産
業
技
術
高
等
専
門
学
校
）

そ
れ
ら
が
問
い
か
け
る
の
は
心
と
表
現
の
つ
な
が
り
と
い

本部
書が
が再
照考
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