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一
、
は
じ
め
に

　

二
〇
一
三
年
の
サ
ー
ビ
ス
開
始
後
、
爆
発
的
な
人
気
を
呼
び
様
々
な
視
点
か
ら
言
及
さ
れ
て
い
る
ブ
ラ
ウ
ザ
ゲ
ー
ム
（
及
び
、
そ
の
メ

デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
作
品
群
）『
艦
隊
こ
れ
く
し
ょ
ん　

―
艦
こ
れ
―
』
は
、
私
た
ち
日
本
人
が
、
こ
れ
ま
で
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
「
擬
人
法
」

と
い
う
表
現
技
法
を
用
い
て
き
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
思
い
至
ら
せ
た
契
機
に
な
っ
た
。
マ
ン
ガ
の
表
現
技
法
と
し
て
も
、「
擬
人
法
」
は
、

古
く
か
ら
多
用
さ
れ
て
い
る
し
、『
Ａ
ｘ
ⅰ
ｓ　

ｐ
ｏ
ｗ
ｅ
ｒ　

ヘ
タ
リ
ア
』（
日
丸
屋
秀
和
）
な
ど
「
擬
人
化
マ
ン
ガ
」
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ

ン
ル
も
形
成
さ
れ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、手
塚
治
虫
の
初
期
作
品
『
地
底
国
の
怪
人
』（
不
二
書
房
・
昭
和
二
三
〔
一
九
四
八
〕
年
）
で
は
、〈
耳み

み

お男
〉
と
い
う
「
ウ
サ
ギ
男
」

が
登
場
す
る
（
図
１
）。〈
耳
男
〉
は
、
同
作
品
世
界
の
ノ
ー
ト
ル
大
学
で
発
見
さ
れ
た
知
能
の
高
い
ウ
サ
ギ
で
あ
り
、
研
究
者
た
ち
の
知
的

好
奇
心
か
ら
改
造
手
術
を
受
け
て
「
人
化
」
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
〈
耳
男
〉
は
、
他
者
と
異
な
る
自
分
、
と
い
う
問
題
を

抱
え
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
解
消
す
る
た
め
の
行
動
に
出
る
…
と
い
う
の
が
、『
地
底
国
の
怪
人
』
に
お
け
る
〈
耳
男
〉
の
在
り
方
で
あ
る
。

　

マ
ン
ガ
に
お
け
る
「
擬
人
化
」
の
考
察  

―
「
萌
え
」
の
文
脈
で
語
ら
れ
る
モ
ノ
た
ち
―

遠　

藤　

広　

之
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他
者
と
異
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
差
別
を
受
け
る
、
と
い
っ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
巡
る
テ
ー
マ
は
、
手
塚
作
品
に
お
い
て
は
散
見
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
異
い
」
と
し
て
手
塚
が
用
い
た
の
が
、
人
造
人
間
で
あ
っ
た
り
、
ロ
ボ
ッ
ト
で
あ
っ
た
り
、
異
星
人
で
あ
っ
た
り
と
、

様
々
な
非
人
間
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
非
人
間
で
あ
る
が
故
に
、
差
別
さ
れ
、
そ
の
差
別
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
行
動
が
作
品
の

魅
力
に
も
な
っ
て
い
た
。

　

こ
の
手
塚
の
よ
う
な
「
人
間
的
な
」
テ
ー
マ
を
持
た
な
く
と
も
、『
正
チ
ヤ
ン
の
冒
険
』（
画
・
東
風
人
、
作
・
織
田
小
星
）
に
登
場
す
る
〈
リ

ス
〉
や
、『
の
ら
く
ろ
』（
田
河
水
泡
）
の
〈
の
ら
く
ろ
〉
の
よ
う
に
非
人
間
的
な
存
在
が
人
語
を
操
り
、
人
間
的
な
生
活
を
送
る
者
た
ち
は
、

マ
ン
ガ
に
は
数
多
く
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
登
場
人
物
た
ち
は
、
非
人
間
で
あ
る
こ
と
を
隠
蔽
す
る
こ
と
な
く
、
一
目
で
非
人
間
で
あ
る
と

知
れ
る
姿
を
し
て
い
る
。『
文
章
表
現
辞
典
』
（
※
１
）

に
お
い
て
は
、「
小
鳥
が
歌
う
」
と
い
っ
た
修
辞
の
み
な
ら
ず
、
物
語
全
体
の
擬
人
体
な

ど
も
擬
人
法
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
お
り
、『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
に
お
い
て
も
「
動
物
や
事
物
な
ど
、
人
間
で
な
い
も
の
を
人
間

に
な
ぞ
ら
え
て
表
現
す
る
こ
と
。
人
間
で
な
い
も
の
を
、人
間
の
よ
う
に
見
立
て
る
こ
と
」

と
同
様
に
捉
え
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
マ
ン
ガ
表
現
は
、「
擬
人
法
」
と

い
う
方
法
と
異
な
る
所
が
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

一
方
、
冒
頭
に
紹
介
し
た
『
艦
隊
こ
れ
く
し
ょ
ん　

―
艦
こ
れ
―
』
に
登
場
す
る
「
艦

む
す
」
と
呼
ば
れ
る
艦
船
を
擬
人
化
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
艦
が

も
つ
船
史
や
外
見
的
特
徴
を
そ
の
姿
に
含
み
つ
つ
も
、
完
全
な
人
間
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。『
艦
隊
こ
れ
く
し
ょ
ん　

―
艦
こ
れ
―
』
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

【図１】知能の高い〈耳男〉を改造しようとする

科学者たち。（手塚治虫『地底国の怪人』〔角川

文庫〕角川書店、平成６〔1994〕年 11 月、p17）
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〈
電

い
な
づ
ま

〉（
図
２
）
は
、
こ
の
ゲ
ー
ム
の
開
始
時
に
選
べ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
一
人
（
※
２
）

で
あ
る
。〈
電
〉
の
戦
闘
シ
ー
ン
時
の
台
詞
に
「
沈
ん
だ
敵
も
、
出
来
れ
ば
助
け
た

い
の
で
す
…
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
艦
船
と
し
て
の
「
電
」
が
昭
和

一
七
（
一
九
四
二
）
年
の
ス
ラ
バ
ヤ
沖
海
戦
に
お
い
て
撃
沈
さ
れ
た
重
巡
「
エ
ク
セ

タ
ー
」
の
乗
員
を
救
助
し
た
船
史
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
姿
に
お
い
て
も
、「
Ⅷ
」

と
い
う
バ
ッ
チ
を
つ
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
電
」
が
特
八
型
と
呼
ば
れ
る
艦
船
だ

っ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
ま
た
、
青あ

お
は
る春

『
青あ

お
は
る春

鉄
道
』（
メ
デ
ィ
ア
フ
ァ
ク
ト

リ
ー
・
平
成
二
一
〔
二
〇
〇
九
〕
年
）
に
お
い
て
は
、〈
東
海
道
新
幹
線
〉
を
は
じ

め
と
し
た
「
路
線
」
が
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
。〈
東
海
道
新
幹
線
〉
は
、
元
は
「
特

急
は
と
」
で
あ
っ
た
と
い
う
設
定
で
、
高
速
鉄
道
で
あ
る
こ
と
に
自
負
を
も
っ
て
お

り
（
図
３
）
在
来
線
た
ち
に
大
柄
な
態
度
を
と
る
。
こ
れ
は
路
線
の
事
実
を
背
景
に

し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
鉄
道
フ
ァ
ン
た
ち
の
Ｊ
Ｒ
東
海
に
対
す
る
評
価
が
反
映

さ
れ
て
い
る
。
鉄
道
フ
ァ
ン
た
ち
が
ネ
ッ
ト
上
な
ど
で
、
Ｊ
Ｒ
東
海
に
対
し
て
営
業

効
率
の
重
視
が
旅
情
を
奪
う
も
の
と
し
て
批
判
す
る
行
為
な
ど
が
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に

反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
は
、「
萌
え
」
と
呼
ば
れ
る
要
素
を
反
映
し
て

【図２】「艦これ」の登場キャラク

ター〈電〉（「艦隊これくしょん－艦

これ－攻略 Wiki」、http://wikiwiki.jp/

kancolle/?%C5%C5）

【図３】高速鉄道の擬人化。そ

れぞれの会社に対するイメー

ジなどを擬人化したもの。（青

春『青春鉄道』、メディアファ

クトリー、平成 21 年〔2009〕

年 6 月、p95）
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い
る
。「
萌
え
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
様
々
な
視
点
か
ら
多
大
な
言
及
が
な
さ
れ
て
お
り
詳
述
は
避
け
、
必
要
最
小
限
の
確
認
留
め
て
お
く
。

こ
こ
で
は
、
と
り
あ
え
ず
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
「
萌
え
」
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
し
て
お
こ
う
。
暮
沢
剛
巳
（
※
３
）

は
、
大
塚
英
志
・
東
浩
紀

ら
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
論
の
要
約
を
通
じ
て
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
は
何
か
」
を
説
明
し
て
い
る
。

　

そ
れ
に
よ
れ
ば
「『
萌
え
』
と
は
作
品
の
ス
ト
ー
リ
ー
よ
り
は
個
々
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
主
た
る
対
象
と
す
る
感
情
移
入
の
形
態
で
あ
り
、

そ
の
移
入
の
形
態
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
な
ど
の
議
論
を
促
し
た
」
（
※
４
）

と
さ
れ
る
。
大
塚
の
「
ま
ん
が
・
ア
ニ
メ
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
上

に
、
東
の
「
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
が
提
唱
さ
れ
て
い
く
過
程
の
中
で
「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
」
と
呼
ば
れ
る
消
費
動
向
が
見
出
さ
れ
て

い
っ
た
。
暮
沢
は
、『
機
動
戦
士
ガ
ン
ダ
ム
』
と
『
新
世
紀
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
オ
ン
』
の
比
較
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
」
を

具
体
化
し
て
い
る
。

（『
ガ
ン
ダ
ム
』
と
比
し
て
）『
エ
ヴ
ァ
』
の
場
合
は
そ
も
そ
も
既
に
提
示
さ
れ
て
い
る
物
語
を
拡
大
す
る
こ
と
が
構
造
上
不
可
能
と

な
っ
て
い
る
。
近
年
に
な
っ
て
制
作
が
開
始
さ
れ
た
『
新
エ
ヴ
ァ
』
も
、
細
か
な
設
定
変
更
や
新
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
投
入
こ
そ
あ
っ

た
も
の
の
、結
局
は
旧
作
の
「
リ
ビ
ル
ド
」
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。『
エ
ヴ
ァ
』
に
耽
溺
し
た
オ
タ
ク
の
多
く
は
、

作
品
の
ク
ロ
ニ
ク
ル
に
即
し
て
想
像
力
を
膨
ら
ま
せ
る
よ
り
は
、
そ
こ
に
登
場
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
版
権
絵
や
ポ
ス
タ
ー
、
あ
る

い
は
フ
ィ
ギ
ュ
ア
、
ガ
シ
ャ
ポ
ン
、
ね
ん
ど
ろ
い
ど
な
ど
の
立
体
造
形
物
を
購
入
し
た
り
、
あ
る
い
は
本
編
と
は
ス
ト
ー
リ
ー
展
開

の
異
な
る
ス
ピ
ン
オ
フ
作
品
化
二
次
創
作
の
な
か
に
新
た
な
姿
を
発
見
し
て
楽
し
む
傾
向
が
強
い
。
そ
の
感
情
移
入
の
様
態
は
俗
に

「
萌
え
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
『
エ
ヴ
ァ
』
樹
生
の
典
型
的
で
あ
っ
た
そ
の
傾
向
は
、
そ
の
後
多
く
の
後
続
作
品
に
対

し
て
も
同
様
に
発
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
（
※
５
）
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こ
う
し
た
「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
」　
　

「
萌
え
」
は
、
現
在
の
マ
ン
ガ
に
お
い
て
は
当
然
の
要
件
に
な
っ
て
お
り
、
制
作
側
・
消
費
側
い

ず
れ
も
が
念
頭
に
置
い
て
作
品
に
接
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
先
に
見
た
「
萌
え
」
を
反
映
し
た
擬
人
化
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
た
ち
は
、
ま
さ
に
こ
の
特
徴
に
合
致
し
て
い
る
存
在
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
擬
人
法
」
が
想
定
し
て
い
た
表
現
に

新
た
な
方
法
が
加
わ
っ
た
異
な
る
概
念
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
マ
ン
ガ
を
取
り
巻
く
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
と
い
う
消
費
動
向
が
、

こ
れ
ま
で
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
在
り
方
に
新
し
い
形
態
を
呼
び
込
ん
で
来
た
、
と
言
え
る
。

　

「
擬
人
法
」
そ
の
も
の
に
様
々
な
方
法
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
は
（
少
な
く
と
も
言
語
学
の
門
外
漢
の
私
た
ち
は
）
ま
と
め
て
「
擬
人
法
」

と
呼
ん
で
い
た
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
も
、
こ
の
差
に
は
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

私
た
ち
が
端
に
「
擬
人
化
」
と
言
う
と
き
に
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
在
り
方
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
一
つ
は
、
一
般
に
「
擬

人
法
」
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
が
、「
萌
え
」
要
素
を
加
え
た
「
擬
人
化
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
現
代

用
語
の
基
礎
知
識
２
０
０
６
』
に
お
い
て
「
萌
え
擬
人
化
」
（
※
６
）

の
名
で
紹
介
さ
れ
た
た
め
、
前
者
の
「
擬
人
法
」
と
区
別
し
て
使
わ
れ
る
。

た
だ
、
こ
の
語
が
同
人
誌
の
世
界
や
、「
オ
タ
ク
」
と
呼
ば
れ
る
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ー
ン
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
多
く
な
く
、
一
般
に
は
「
擬

人
化
」
と
端
的
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
本
稿
で
も
「
擬
人
化
」
と
呼
ぶ
。

　

な
お
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
な
ど
に
お
い
て
も
、「
擬
人
法
」「
擬
人
化
」
は
言
い
分
け
ら
れ
て
い
る
（
図
４
）。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に

お
け
る
同
人
作
品
の
中
心
的
な
発
表
の
場
と
な
っ
て
い
る
「
ｐピ

ク

シ

ブ

ｉ
ｘ
ｉ
ｖ
」
に
紹
介
さ
れ
た
に
ぅ
ま
氏
の
「
擬
人
化　

図
解
」
は
、
同
人
作

品
に
お
け
る
制
作
者
、
読
者
の
一
般
的
な
理
解
を
段
階
的
変
遷
に
よ
っ
て
示
し
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
擬
人
化
」
の
類
似
項
と
し
て
「
ケ
モ
ノ
」（
獣
人　

図
５
）
が
現
在
で
は
大
き
な
作
品
群
を
形
成
し
て
お
り
、
こ
れ
も
「
別
の
も
の
」
と
し

≒
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て
見
ら
れ
て
い
る
以
上
、
こ
れ
か
ら
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
「
擬
人
化
」
と
は
区
別
し
て
考
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
新
し
い
形
態
と
し
て
表
れ
て
き
た
「
擬
人
化
」
は
ど
う
い
っ
た
表
現
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の
「
擬
人
化
」
を
め
ぐ

る
歴
史
や
表
現
に
つ
い
て
分
析
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

【図４】インターネット上で説明される擬人化の考え方の一例（にぅま「擬

人化　図解」〔http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_

id=43723666〕）

【図５】「ケモノ」と呼ばれる獣人化。擬人化と切り

分けて考えられている。（落合さより『ぎんぎつね』、

集英社、平成 21〔2009〕年 9 月、p84）
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二
、
マ
ン
ガ
に
お
け
る
初
期
の
擬
人
表
現

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
で
分
析
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
擬
人
化
」
と
異
な
る
表
現
と
し
て
「
擬
人
法
」
を
挙
げ
て
い
る
。
た
だ
し
、

こ
れ
ら
は
完
全
に
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
る
表
現
技
法
で
は
な
く
、
マ
ン
ガ
を
理
解
し
て
い
る
人
々
の
間
で
緩
や
か
に
使
い
分
け
が
さ
れ
て

い
る
も
の
だ
。
例
え
ば
、「
く
ま
も
ん
」
や
「
ミ
ッ
キ
ー
マ
ウ
ス
」
と
い
う
表
現
と
、
先
の
『
青
春
鉄
道
』
の
よ
う
な
表
現
が
異
な
る
存
在

で
あ
る
、
と
感
じ
る
感
覚
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
で
あ
れ
ば
単
純
に
違
い
を
「
萌
え
」
で
回
収
で
き
そ
う
で
あ
る
が
、（
後
述
す
る
が
）
現
在

の
よ
う
に
「
萌
え
」
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
「
擬
人
化
」
表
現
が
出
現
す
る
と
、
例
え
ば
日
本
古
来
の
「
神
」
の
表
現
、「
妖
怪
」
の
表
現
な

ど
が
限
り
無
く
類
似
項
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
マ
ン
ガ
に
お
け
る
「
擬
人
法
」
を
あ
る
程
度
確
認
し
て
お
く
必
要
が

あ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
マ
ン
ガ
に
お
い
て
は
、
多
く
の
擬
人
表
現
が
存
在
し
て
お
り
、
今
回
議
論
の
対
象
と
し
て
い
る
「
擬
人
化
」
と
の
混
同
が
避
け

ら
れ
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
フ
リ
ー
百
科
事
典
「
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
」
の
「
萌
え
擬
人
化
」
の
項
目
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
議
論
が
存
在

し
て
い
る
。
（
※
７
）

サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
で
擬
人
化
す
れ
ば
何
で
も
か
ん
で
も
一
緒
の
も
の
と
し
て
扱
う
の
は
物
事
を
よ
く
見
て
い
な
い
。「
～
た
ん
」
と

付
け
た
り
、
コ
ス
プ
レ
み
た
い
な
格
好
の
美
少
女
の
姿
を
取
る
事
の
多
い
こ
れ
ら
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
群
に
は
一
定
の
パ
タ
ー
ン
が
あ

り
、
そ
う
で
な
い
擬
人
化
と
は
は
っ
き
り
と
し
た
区
別
が
見
ら
れ
る
。
そ
ん
な
訳
で
勝
手
に
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
お
け
る
擬
人
化
を

こ
の
記
事
に
ま
と
め
る
の
は
宜
し
く
な
い
。
記
述
す
る
な
ら
他
所
（
擬
人
観
）
で
し
て
も
ら
い
た
い
。
（
※
８
）



114

確
か
に
「
萌
え
擬
人
化
」
な
る
用
語
は
、
実
際
に
擬
人
化
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
扱
っ
て
い
る
人
々
の
間
で
一
般
的
な
用
例
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。（
単
に
擬
人
化
、
擬
人
化
キ
ャ
ラ
と
呼
ぶ
の
が
一
般
的
）
し
か
し
90
年
代
以
降
現
在
に
至
る
ま
で
日
本
を
中
心
に
起
こ
っ
て

い
る
現
代
の
女
性
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
化
を
中
心
と
し
た
擬
人
化
の
あ
り
よ
う
は
、
従
来
の
や
り
方
（
機
関
車
ト
ー
マ
ス
な
ど
が
典
型
）

と
は
大
き
く
異
な
り
ま
す
。
両
方
が
相
異
な
る
も
の
と
し
て
区
別
し
な
が
ら
解
説
さ
れ
る
べ
き
で
す
が
、
か
と
い
っ
て
「
萌
え
擬
人

化
」
な
る
用
語
は
一
般
的
で
は
な
い
現
状
で
は
造
語
に
近
い
レ
ベ
ル
で
あ
る
の
は
確
か
で
、
そ
の
旨
を
本
文
で
言
及
し
て
お
け
ば
良

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
（
※
９
）

　

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
で
起
き
る
こ
の
よ
う
な
議
論
は
、
そ
も
そ
も
「
萌
え
」
の
定
義
の
恣
意
性
や
、「
擬
人
化
」
キ
ャ
ラ
と
「
擬
人
法
」
キ

ャ
ラ
と
の
類
似
性
（
あ
え
て
分
析
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、「
萌
え
」
な
ど
の
文
脈
を
持
た
な
い
者
に
と
っ
て
は
異
種
性
が
見
い
だ
せ

な
い
こ
と
）
が
根
本
に
あ
ろ
う
。
ま
ず
は
、
こ
う
し
た
問
題
点
を
整
理
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

徐
園
（
※　
10
）

は
、
こ
う
し
た
〔
単
純
な
擬
人
法
〕
と
思
わ
れ
る
マ
ン
ガ
黎
明
期
の
『
万
朝
報
』
の
「
日
曜
漫
画
欄
」
（
※　
11
）

に
お
け
る
動

物
の
擬
人
表
現
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
日
曜
漫
画
欄
」
で
は
、「
明
治
か
ら
大
正
前
期
に
か
け
て
新
聞
に
掲
載

さ
れ
た
子
ど
も
漫
画
は
、
現
実
的
な
生
活
を
描
写
す
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
く
」
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、「
大
正
後
期
に
な
っ
て
初
め
て
『
日

曜
漫
画
』
欄
に
動
植
物
や
無
生
物
な
ど
を
擬
人
化
し
た
漫
画
が
大
量
に
掲
載
さ
れ
、
新
聞
子
ど
も
漫
画
の
写
実
的
要
素
に
幻
想
的
要
素
を
取

り
入
れ
た
」
（
※　
12
）

と
分
析
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
一
〇
篇
に
及
ぶ
動
物
擬
人
化
作
品
の
分
類
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
要
約

で
あ
る
。

　

徐
の
分
類
（
※　
13
）

で
は
、
①
「
衣
服
を
着
用
し
て
い
な
い
動
物
」
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
動
物
の
様
態
の
ま
ま
で
あ
る
も
の
が
多
く
、
二
足
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歩
行
す
る
者
も
わ
ず
か
な
が
ら
確
認
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
動
物
は
、
人
間
の
ペ
ッ
ト
や
家
禽
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
人
間
の
主
導
す
る
世
界

に
存
在
し
人
間
に
と
っ
て
た
だ
の
動
物
（
同
じ
レ
ベ
ル
と
看
做
さ
れ
な
い
）
と
さ
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
②
「
衣
服
を
着
用
し
て
い
る
動
物
」
は
、
服
装
に
よ
っ
て
社
会
性
が
発
生
し
て
お
り
、
動
物
自
身
の
本
性
を
捨
て
去
り

人
間
と
の
距
離
を
縮
め
る
機
能
を
有
す
と
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
衣
服
を
着
用
し
て
い
る
動
物
」
を
大
別
す
る
と 

(一)
「
動
物
の
頭
」
＋

「
人
間
の
体
」（
例
え
ば
〈
ア
ン
パ
ン
マ
ン
〉
が
該
当
し
よ
う
）、
(二)
「
動
物
の
全
身
像
の
頭
」
＋
「
人
間
の
体
」（
こ
れ
は
現
代
で
は
例
を
あ

ま
り
見
い
だ
せ
な
い
）、 

(三)
「
動
物
全
身
像
」
＋
「
衣
服
或
い
は
装
飾
小
物
」（
例
え
ば
〈
の
ら
く
ろ
〉
が
該
当
す
る
）
に
分
け
ら
れ
る
。
徐
は
、

(一)
・
(二)
の
方
法
は
、
い
ず
れ
も
日
本
古
来
の
古
典
作
品
や
大
人
向
け
の
諷
刺
画
に
そ
の
原
型
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
(三)
は
過
去
に
そ

の
例
を
あ
ま
り
見
い
だ
せ
な
い
と
い
う
。
に
も
か
か
わ
ず
、
(三)
の
方
法
は
現
代
に
も
残
る
マ
ン
ガ
の
擬
人
法
と
し
て
は
特
徴
的
な
も
の
で
あ

る
。
こ
の
方
法
の
成
立
に
は
、
既
に
接
触
が
始
ま
っ
て
い
た
海
外
か
ら
の
方
法
の
摂
取
が
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
後
の
デ
ィ
ズ
ニ
ー
作
品
と

の
接
触
な
ど
で
さ
ら
に
促
進
さ
れ
て
い
っ
た
と
看
做
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
変
化
の
過
程
に
お
い
て
「
日
曜
漫
画
欄
」
が
「
承
前
啓
後
」
の

役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
、
徐
は
高
く
評
価
し
た
。

　

徐
の
こ
の
分
析
は
、
我
が
国
に
お
け
る
擬
人
表
現
の
変
化
を
わ
か
り
や
す
く
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
論
で
は
、
動
物
に
限
っ
て
分
析

を
な
さ
れ
て
い
る
が
、「
日
曜
漫
画
欄
」
に
お
い
て
は
動
物
以
外
に
も
、
無
生
物
を
擬
人
化
す
る
作
品
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
に
も
触
れ
ら

れ
て
い
る
。

『
万
朝
報
』
の
「
日
曜
漫
画
」
欄
に
は
、
動
物
擬
人
化
漫
画
以
外
に
、
歩
け
な
い
植
物
や
傘
や
下
駄
と
い
っ
た
無
生
命
の
日
常
物
、

さ
ら
に
実
際
に
存
在
し
て
い
な
い
神
様
も
擬
人
化
さ
れ
る
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
擬
人
化
漫
画
は
48
篇
あ
り
、
約
２
割
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を
占
め
る
。〔
…
〕
し
か
し
、
動
物
と
違
っ
て
、
物
は
も
と
も
と
声
を
出
さ
ず
、
感
情
も
持
っ
て
い
な
い
な
ど
の
性
質
が
あ
る
の
で
、

読
者
の
子
ど
も
に
と
っ
て
動
物
ほ
ど
感
情
移
入
が
容
易
で
な
い
こ
と
か
ら
、
数
が
圧
倒
的
に
少
な
い
。

　

こ
の
「
子
ど
も
の
感
情
移
入
」
は
、
読
者
の
変
化
な
ど
に
よ
っ
て
当
然
徐
々
に
変
化
し
て
現
在
に
至
っ
て
、「
擬
人
化
」
に
通
じ
て
い
っ

た
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
こ
の
徐
の
研
究
か
ら
は
「
擬
人
法
」
の
表
現
の
有
効
性
と
し
て
、
動
物
（
や
無
生
物
）
な
ど
に
社

会
性
を
持
た
せ
る
こ
と
で
、
親
和
性
を
高
め
る
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。
そ
う
な
る
と
、
先
に
挙
げ
た
『
地
底
国
の
怪
人
』

の
〈
耳
男
〉
は
、「
ぼ
く
は
人
間
だ
」
と
繰
り
返
し
発
言
し
て
い
る
が
、
こ
こ
ま
で
明
示
的
で
な
く
と
も
、
作
家
や
語
り
手
、
読
者
の
解
釈
上
、

そ
の
登
場
人
物
が
「
原
型
」
（
※　
14
）

を
意
識
し
て
い
な
い
こ
と
が
〔
単
純
な
擬
人
法
〕
と
理
解
す
る
要
件
に
な
り
そ
う
だ
。

　

〈
ド
ラ
え
も
ん
〉
は
猫
の
擬
人
表
現
と
み
な
せ
る
が
、
自
身
が
猫
だ
、
と
い
う
意
識
を
十
分
に
有
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
読

者
も
〈
ド
ラ
え
も
ん
〉
を
猫
と
み
な
す
よ
り
は
、〈
ド
ラ
え
も
ん
〉
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
認
識
す
る
だ
ろ
う
。
語
り
手
（
視
点
）

も
彼
の
猫
ら
し
さ
を
表
出
す
る
こ
と
に
意
識
は
向
け
ら
れ
て
い
な
い
（
話
の
展
開
上
、
彼
の
恋
人
〈
ミ
ー
ち
ゃ
ん
〉
と
の
交
流
が
描
か
れ
る

こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
猫
性
を
強
化
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
）。
同
じ
よ
う
に
〈
の
ら
く
ろ
〉
も
犬
で
あ
る
こ
と
に
は
重
き
は
お
か

れ
な
い
。

　

こ
う
し
た
〔
単
純
な
擬
人
法
〕
の
活
用
で
は
、「
原
型
」
の
特
徴
や
特
性
を
摂
取
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
て
「
原
型
」
本
来
の
在
り
方

は
問
題
と
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
先
に
上
げ
た
「
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
」
の
議
論
で
も
、
こ
う
し
た
〔
単
純
な
擬
人
法
〕
を
「
従
来
の
や
り
方
」

と
呼
び
、「
機
関
車
ト
ー
マ
ス
」
を
例
に
挙
げ
て
い
る
。「
機
関
車
ト
ー
マ
ス
」（
一
連
の
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
群
）
は
、徐
の
分
類
で
は
①
「
衣

服
を
着
用
し
て
い
な
い
動
物
」
に
通
じ
る
表
現
方
法
で
あ
っ
て
、「
擬
人
化
の
程
度
が
比
較
的
に
低
い
手
法
」
（
※　
15
）

だ
。「
機
関
車
ト
ー
マ
ス
」
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自
体
が
児
童
文
学
か
ら
出
発
し
た
作
品
群
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
も
、
こ
う
し
た
初
期
形
態
が
「
擬
人
化
」
へ
と
通
じ
る
基
底
に
あ
る
も

の
と
看
做
せ
る
。

　
　
　

三
、「
擬
人
化
」
表
現
―
「
萌
え
」
が
招
く
混
乱

　

で
は
、
初
期
形
態
の
〔
単
純
な
擬
人
法
〕
と
区
別
さ
れ
る
「
擬
人
化
」
は
、
ど
う
い
っ
た
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、

具
体
例
を
数
点
あ
げ
て
お
き
た
い
。
な
お
、
こ
う
し
た
「
擬
人
化
」
作
品
は
現
在
、
発
表
の
場
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
求
め
て
い
る
も
の
が

多
い
こ
と
を
注
記
し
て
お
き
た
い
。

　

①
無
生
物
の
「
擬
人
化
」　

こ
の
作
品
群
お
い
て
最
も
例
の
多
い
も
の
で
あ
る
。
鉄
道
（
図
６
）・
国
（
図
７
）・
武
器
（
図
８
）・
生
物
（
図
９
）・

企
業
（
図
10
）・
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
図
11
）・
創
造
上
の
造
形
物
（
図
12
）
と
い
っ
た
モ
ノ
を
擬
人
化
し
て
い
る
も
の
だ
。
こ
こ
に
紹
介
し
た
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
た
ち
は
、
作
品
の
登
場
人
物
で
は
な
く
単
純
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
描
か
れ
、
後
に
作
品
化
さ
れ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
過
程
を

経
て
い
る
（
同
時
に
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
ま
ず
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
出
来
上
が

っ
て
か
ら
作
品
世
界
が
付
随
し
て
い
く
）。

　

た
と
え
ば
、
図
９
で
示
し
た
『
シ
ャ
ー
プ
さ
ん
と
タ
ニ
タ
く
ん
＠
』
（
※　
16
）

は
、
も
と
も
と
は
Ｓ
Ｈ
Ａ
Ｒ
Ｐ
株
式
会
社
と
株
式
会
社
タ
ニ

タ
の
「
ツ
イ
ッ
タ
ー
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
」
を
一
ツ
イ
ッ
タ
ー
ユ
ー
ザ
ー
が
擬
人
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
は
二
〇
一
三
年
ご

ろ
か
ら
「
ゆ
る
い
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
」
と
い
う
ツ
イ
ッ
タ
ー
運
営
方
法
が
拡
が
っ
て
い
た
。
陸
上
自
衛
隊
や
、
警
視
庁
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
な
ど
の
い
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わ
ゆ
る
〝
お
堅
い
イ
メ
ー
ジ
〟
を
持
つ
ア
カ
ウ
ン
ト
が
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
ま
る
で
逆
で
あ
る
、
そ
の
運
用
者
個
人
の
言
葉
で
表
現
さ
れ
る

よ
う
な
日
常
的
な
ツ
イ
ー
ト
を
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
「
ゆ
る
い
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
」
式
の
運
営
を
行
っ
て
い
る
企
業
ア
カ
ウ

ン
ト
同
士
は
、
時
に
連
携
（
リ
プ
ラ
イ
に
よ
る
掛
け
合
い
や
、
実
際
に
運
用
者
同
士
が
会
合
す
る
・
手
紙
や
商
品
を
交
換
し
合
う
）
す
る
と

い
っ
た
動
き
も
あ
る
。
こ
う
い
う
運
用
を
行
う
人
を
「
中
の
人
」
と
呼
び
、
こ
の
「
中
の
人
」
が
時
に
実
際
に
写
真
な
ど
で
ツ
イ
ー
ト
上
に

出
現
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
際
、
顔
を
ツ
イ
ッ
タ
ー
の
ア
イ
コ
ン
で
隠
し
て
現
れ
る
こ
と
（
図
13
）
が
、「
擬
人
化
」
へ
の
欲
望
を
駆
り

立
て
た
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
中
で
も
Ｓ
Ｈ
Ａ
Ｒ
Ｐ
と
タ
ニ
タ
の
ア
カ
ウ
ン
ト
は
、
よ
く
交
流
し
て
い
た
し
、「
中
の
人
」
の
存
在
も
し
っ
か
り
と
示
し
て
い
た
。

そ
う
い
っ
た
要
素
が
「
擬
人
化
」
へ
と
向
か
っ
て
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
ア
カ
ウ
ン
ト
の
「
中
の
人
」
に
目
が
向
け
ら
れ

て
お
り
、
彼
ら
が
日
常
ど
の
よ
う
に
し
て
ツ
イ
ッ
タ
ー
を
利
用
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。

　

ツ
イ
ッ
タ
ー
を
擬
人
化
し
た
図
11
の
『
つ
い
っ
た
ー
さ
ん
』
（
※　
17
）

は
、
愛
ら
し
い
少
女
の
姿
に
な
っ
て
お
り
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
の
ロ
ゴ
の

雰
囲
気
を
も
っ
た
髪
型
を
持
つ
（
ま
た
、
本
稿
は
モ
ノ
ク
ロ
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
示
せ
な
い
が
、
髪
の
色
・
ワ
イ
シ
ャ
ツ
・
ス
カ
ー
ト
も

ツ
イ
ッ
タ
ー
の
イ
メ
ー
ジ
カ
ラ
ー
に
基
づ
く
配
色
で
あ
る
）。
話
の
内
容
も
ツ
イ
ッ
タ
ー
の
新
機
能
の
こ
と
が
中
心
で
、
例
え
ば
Ｔ
Ｌ
（
自

分
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
の
最
新
投
稿
が
時
系
列
で
表
示
さ
れ
る
部
分
）
に
「
ご
不
在
中
の
で
き
ご
と
」
と
い
う
項
目
が
追
加
さ
れ
た
際
に
は
、
時

系
列
が
乱
れ
て
し
ま
い
最
新
情
報
を
取
得
し
に
く
い
と
い
う
批
判
が
一
部
の
利
用
者
か
ら
出
て
い
た
。
こ
の
「
ご
不
在
中
の
で
き
ご
と
」
は
、

「
×
」
ボ
タ
ン
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
こ
と
で
消
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
そ
の
際
に
「
こ
の
機
能
は
気
に
入
り
ま
し
た
か
」
と
い
っ
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
煩
わ
し
さ
を
感
じ
た
利
用
者
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
原
型
」
と
な
っ
て
作
品
化
さ
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れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
原
型
」
の
本
性
に
留
ま
ら
な
い
、「
原
型
」
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
ま
で
も
「
擬
人
化
」
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち

は
回
収
し
て
い
る
。

【図６】ＪＲ東日本の新幹線用高速試験電車

「ファステック 360 Ｓ（Ｅ 954 系電車）」の

擬人化。特に「空気抵抗増加装置」とよば

れる空力ブレーキが「猫耳」に見えるとい

うことで、ファンを魅了した。（擬人化たん

白書製作委員会編『擬人化たん白書』、アス

ペクト、平成 18〔2006〕年 8 月、p85）

【図９】イカの擬人化。（安部真弘『侵略！

イカ娘』、秋田書店、平成 20〔2008〕年

4 月、p6）

【 図 10】 企 業 の 擬 人 化。（ 仁 茂 田 あ

い『シャープさんとタニタくん＠』、

pixiv コ ミ ッ ク、https://comic.pixiv.net/

works/1594、第 3 話 p2）

【図７】イタリアの擬人化。（日丸屋秀和『Acis 

power ヘタリア』、幻冬舎コミックス、平成

20〔2008〕年 3 月、p8）

【図８】武器（日本刀）の擬人化。（「刀剣乱

舞 ONLINE（とうらぶ）Wiki」、http://wikiwiki.

jp/toulove/?%BB%B0%C6%FC%B7%EE%BD%

A1%B6%E1）
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【図 11】Twitter の擬人化。（ツキ

ギ、『 ツ イ ッ タ ー さ ん 』、http://

twitterg ir l . i fdef . jp/ img/comic/

twt2015080101.jpg）

【図 12】「機動戦士ガンダム」に

登場するアッガイという兵器（モ

ビルースツ）の擬人化。現実に

は存在しないものを擬人化した

例。（ り る と「 あ っ が い た ん 」、

http://seiga.nicovideo.jp/seiga/

im3078548）

【図 16】 Agnes KyrieL「カオナシ」

（http://touch.pixiv.net/member_illust.

php?mode=medium&illust_id=50869502）

【図 15】なころ「ドラえもん」

(http://touch.pixiv.net/member_

i l lust .php?mode=medium&i l lust_

id=57926384)

【 図 13】 虚 構 新 聞 デ ジ タ ル「『 

゜』紛失から半年　シャープ公式

『中の人』に聞く これは本当の

ニュースです」、http://kyoko-np.

net/2016040101.html

【図 14】AYA「擬人化アンパンマ

ン ポスター用」

（http://touch.pixiv.net/member_

i l lust .php?mode=medium&i l lust_

id=53111565）
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②
既
存
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
「
擬
人
化
」　

既
に
マ
ン
ガ
・
ア
ニ
メ
・
ゲ
ー
ム
等
で
登
場
し
て
い
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
さ
ら
に
「
擬
人
化
」

し
て
い
く
方
法
も
み
ら
れ
る
。「
ア
ン
パ
ン
マ
ン
」（
図
14
）
や
、「
ド
ラ
え
も
ん
」（
図
15
）、「
カ
オ
ナ
シ
」（
図
16
）
な
ど
で
、
須
ら
く
非

人
間
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
人
間
に
置
き
換
え
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
が
一
般
的
に
「
擬
人
化
」
と
認
識
さ
れ
る
表
現
で
あ
ろ
う
。
先
に
上
げ
た
徐
の
検
討
に
お
い
て
は
、（
大
正
時
代
当
時
の
）

子
ど
も
た
ち
の
感
情
移
入
が
期
待
で
き
な
か
っ
た
モ
ノ
が
、
現
代
に
お
い
て
は
、
無
秩
序
に
感
情
移
入
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
無
論
そ
こ
に
は
、
感
情
移
入
を
す
る
た
め
の
背
景
が
存
在
し
て
い
る
の
は
明
確
で
、
①
・
②
の
ど
ち
ら
も
背
後
に
物
語
（
艦
船
の
歴
史

で
あ
っ
た
り
、
企
業
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
事
情
、
本
来
属
し
て
い
る
物
語
世
界
の
内
容
）
へ
の
感
情
移
入
と
理
解
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
紹
介
し
た
作
品
群
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
擬
人
化
」
は
二
次
創
作
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
看
做
す
こ
と
が
で
き
る
（
②

な
ど
ま
さ
に
そ
う
だ
）。
ア
ス
ペ
ク
ト
『
擬
人
化
た
ん
白
書
』
（
※　
18
）

で
も
そ
の
起
源
を
同
人
活
動
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
と
指
摘
し

て
お
り
、
殊
に
「
オ
タ
ク
」
の
中
で
一
般
化
し
て
い
く
の
も
同
人
作
家
を
多
く
起
用
し
て
成
功
し
た
『
艦
隊
こ
れ
く
し
ょ
ん
』
以
降
、
ネ
ッ

ト
上
の
活
動
で
み
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
問
題
な
か
ろ
う
。
二
次
創
作
・
同
人
活
動
に
つ
い
て
は
、
別
途
研
究
が
必
要
で
あ
る
し
、
こ

こ
で
紙
幅
を
割
く
余
裕
は
な
い
が
、
パ
ロ
デ
ィ
を
中
心
と
し
た
活
動
が
中
心
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
パ
ロ
デ
ィ
行
為
の
延
長
と
従
来
の

「
擬
人
法
」
が
混
合
し
て
成
立
し
て
き
た
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
表
現
で
は
「
～
た
ん
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
（
と
言
っ
て
も
、二
〇
一
七
年
現
在
、こ
の
言
い
方
は
も
は
や
「
死
語
」
に
な
っ
て
お
り
、

あ
え
て
こ
う
呼
ば
れ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
稀
で
あ
ろ
う
）
と
さ
れ
る
「（
美
）
少
女
化
」
化
や
「（
美
）
少
年
化
」
さ
れ
て
お
り
、「
原
型
」
に
「
萌
え
」

の
要
素
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。「
萌
え
」
の
要
素
を
反
映
と
い
え
ば
、安
部
真
弘
の
『
侵
略
！
イ
カ
娘
』
に
お
け
る
〈
イ
カ
娘
〉
な
ど
は
好
例
だ
。
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エ
ビ
が
好
き
、
髪
が
十
本
あ
り
触
手
の
よ
う
に
動
か
し
、
泳
ぎ
が
得
意
で
あ
っ
て
、
語
尾
が
「
～
ゲ
ソ
」
な
ど
「
原
型
」
の
イ
カ
を
多
分
に

意
識
し
て
い
る
。
あ
ま
り
に
も
イ
カ
を
前
面
に
押
し
出
す
た
め
に
、
読
者
も
当
然
彼
女
が
本
来
イ
カ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
さ
せ
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、「
原
型
」
に
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
立
た
せ
る
要
素
を
付
加
す
る
こ
と
で
人
間
化
し
て
い
る
（「
原
型
」
が
も
し
人
間
で
あ
っ
た
な

ら
、
と
い
う
仮
定
の
物
語
化
）
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
女
性
化
で
あ
っ
て
も
男
性
化
で
あ
っ
て
も
本
稿
で
の
「
萌
え
」
の
議
論
で

は
問
題
な
い
は
ず
だ
。

　

と
こ
ろ
が
、
先
述
の
「
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
議
論
も
出
て
い
る
。

｢

女
性
化
、
少
女
化
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的｣

と
あ
る
が
、
萌
え
擬
人
化
に
お
い
て
男
性
化
な
ど
ま
ず
見
な
い
。
９
９
・
９
９
％
が
女

性
化
で
あ
る
。
よ
っ
て｢

女
性
化
さ
れ
る｣

と
断
言
し
て
し
ま
っ
て
よ
い
。
そ
の
先
の｢

（
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
意
味
で
の
）萌
え
が
元
々

女
性
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
が
要
因
と
思
わ
れ
る
が｣

と
あ
る
が
詳
細
が
書
か
れ
て
お
ら
ず
萌
え
に
つ
い
て
熟
知
し
て
い
る
者
で
な

け
れ
ば
意
味
が
掴
め
に
く
い
。
残
念
な
が
ら
男
性
は
ど
う
頑
張
っ
て
も
絵
に
な
ら
な
い
、
そ
れ
故
に
擬
人
化
さ
れ
な
い
と
い
う
の
が

事
実
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
※　
19
）

　

彼
ら
の
「
擬
人
化
」
の
問
題
意
識
は
、「
萌
え
」
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
は
じ
め
に
引
用
し
た
暮
沢
の
「『
萌
え
』
と
は
作
品
の
ス
ト

ー
リ
ー
よ
り
は
個
々
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
主
た
る
対
象
と
す
る
感
情
移
入
の
形
態
」
と
彼
ら
の
「
萌
え
」
が
必
ず
し
も
一
致
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
本
稿
で
は
、
暮
沢
の
整
理
に
基
づ
い
て
「
萌
え
」
を
用
い
て
き
た
が
、
こ
う
い
っ
た
批
評
・
研
究
の
成
果
と
し
て
の
「
萌
え
」
を
「
オ

タ
ク
」
と
呼
ば
れ
る
一
般
層
が
共
有
し
て
い
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
語
る
言
葉
と
し
て
は
心
許
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
う

い
っ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
は
、
批
評
・
研
究
の
言
葉
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
彼
等
「
オ
タ
ク
」
た
ち
の
言
葉
の
上
に
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成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

暮
沢
の「
萌
え
」の
概
念
は
、徐
の「（
子
ど
も
の
）感
情
移
入
」の
形
態
の
一
つ
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
。
こ
れ
ま
で
提
示
し
た「
擬

人
化
」
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
は
、
そ
の
作
者
・
読
者
と
も
に
「
感
情
移
入
」
の
結
果
に
生
じ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
で
あ
る
。
で
は
、
こ
れ

が
ほ
か
の
「
擬
人
法
」
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
と
言
え
ば
、意
識
的
に
「
擬
人
化
」
し
て
い
る
と
い
う
文
脈
の
中
に
あ
っ
て
、

そ
の
動
機
が
「
萌
え
」
や
「
尊
い
」（
Ｂ
Ｌ
用
語
と
し
て
「
萌
え
」
に
近
い
表
現
）
と
い
う
用
語
に
代
表
さ
れ
る
語
り
方
に
基
づ
い
て
い
る
か
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
暮
沢
の
「
萌
え
」
と
「
オ
タ
ク
」
が
用
い
る
「
萌
え
」
に
は
ズ
レ
が
あ
る
。
批
評
・
研
究
に
お
い
て
は
用
語
の
定

義
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
た
め
に
生
じ
た
ズ
レ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
感
覚
を
画
一
的
に
定
義
す
る
こ
と
は
困
難
な
作
業
で
あ
ろ
う
（
無
論
、
傾

向
と
し
て
の
「
萌
え
」
の
分
析
と
し
て
暮
沢
や
他
の
論
者
の
定
義
は
十
分
以
上
の
価
値
を
有
す
る
）。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
語
が
自
然
発
生
的

に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
造
語
で
あ
り
、「
オ
タ
ク
」
や
世
間
に
は
伝
聞
の
形
態
で
拡
が
り
、
今
で
は
感
嘆
詞
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

よ
っ
て
「
萌
え
」
に
基
づ
い
て
分
類
を
試
み
る
こ
と
自
体
が
、
も
は
や
誤
り
と
い
え
る
の
だ
。
本
稿
で
も
、
こ
の
確
定
作
業
ま
で
に
は
及
べ

な
い
。
た
だ
、「
萌
え
」
や
「
尊

と
う
と

い
」
と
い
う
語
の
使
用
が
、
あ
る
程
度
限
ら
れ
た
文
脈
の
中
に
あ
る
こ
と
は
指
摘
で
き
よ
う
。

　

「
萌
え
」
は
、
男
性
が
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
「
女
性
性
」
を
見
出
す
場
合
に
用
い
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
こ
ま
で
示
し
て
き
た
「
擬
人
化
」
キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
の
う
ち
、
女
性
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
、「（
美
）
少
女
」
的
に
描
か
れ
る
点
か
ら
も
明
ら
か
だ
。「
原
型
」
の
特
性
に
対
し
て
、「
女

性
性
」
を
強
調
す
る
表
現
が
随
所
に
確
認
で
き
よ
う
。
そ
う
し
た
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
含
有
し
て
い
る
。
一
方
「
尊
い
」
は
、
Ｂ
Ｌ
的
な

発
想
で
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
同
人
用
語
サ
イ
ト
で
の
紹
介
で
は
「
萌
え
を
通
り
越
し
た
信
仰
に
も
似
た
気
持
ち
」
な
ど
と
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あ
る
。
こ
れ
も
判
然
と
は
し
な
い
語
で
あ
る
が
、「
腐
女
子
」（
Ｂ
Ｌ
作
品
を
愛
好
す
る
人
た
ち
）
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
あ
い
だ
で
は
、
感
情

の
発
露
を
示
す
場
合
に
有
効
な
語
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
語
は
、
無
論
、
一
般
会
話
で
は
正
確
な
と
こ
ろ
で
意
味
を
確
立
さ
れ
な
い
（
だ

か
ら
、
批
評
・
研
究
シ
ー
ン
に
お
い
て
定
義
が
試
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
）
が
、
同
好
の
人
々
の
間
で
は
互
い
の
意
味
の
ズ
レ
が
あ
っ
た
と
し

て
も
、
了
解
し
合
え
る
用
語
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
い
ず
れ
も
「
オ
タ
ク
」
的
な
文
脈
、「
腐
女
子
」
的
な
文
脈
に
発
話
者
自
身
が
属

す
る
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
の
語
と
言
え
よ
う
。

　

そ
う
す
る
と
、「
擬
人
化
」
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
は
、「
擬
人
化
」
さ
れ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
文
脈
の
中
に
お
い

て
擬
人
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
、
と
言
え
よ
う
。

　
　
　

四
、「
擬
人
化
」
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
オ
タ
ク
的
・
腐
女
子
的
な
明
示

　

で
は
、「
擬
人
化
」
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
は
、ど
の
よ
う
に
「
オ
タ
ク
」
的
・「
腐
女
子
」
的
な
文
脈
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
よ
う
か
。

　

あ
だ
ち
と
か
『
ノ
ラ
ガ
ミ
』
（
※　
20
）

は
、
主
人
公
を
含
む
多
く
の
神
々
を
巡
る
バ
ト
ル
作
品
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
神
を
、
人
々
の

願
い
か
ら
生
ま
れ
た
超
常
の
存
在
（
ゆ
え
に
、
願
い
が
途
絶
え
な
い
限
り
神
は
生
き
続
け
る
。
例
え
ば
戦
闘
で
命
を
落
と
し
た
と
し
て
も
、

七
福
神
の
よ
う
に
長
く
信
仰
さ
れ
て
い
る
神
は
「
代
替
わ
り
」
と
呼
ば
れ
る
再
生
を
と
げ
る
）
と
し
て
位
置
づ
け
、
人
々
の
願
い
に
応
じ
て

活
動
し
て
い
る
。
作
品
中
で
は
、
そ
の
中
で
も
〈
妖

あ
や
か
し〉（

様
々
な
凶
事
の
元
凶
と
さ
れ
る
）
と
呼
ば
れ
る
「
敵
」
と
対
決
す
る
こ
と
が
ク
ロ

ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
関
連
で
神
同
士
が
争
う
事
も
あ
る
。
こ
の
際
、
神
は
死
霊
を
「
神
器
」（
武
器
）
と
し
て
用
い
て
戦
う
。
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こ
の
作
品
中
に
出
現
す
る
神
は
、
主
人
公
の
夜
卜
（

や
と

や
ぼ
く

）
神
と
い
う
創
造
上
の
神
以
外
に
も
、「
天
神
（
菅
原
道
真
）」
や
「
貧
乏
神
」、「
毘

沙
門
天
」
を
は
じ
め
と
す
る
七
福
神
な
ど
、
こ
れ
ま
で
日
本
で
信
仰
さ
れ
て
き
た
神
々
が
多
く
登
場
す
る
。
と
り
わ
け
初
期
の
主
人
公
の
ラ

イ
バ
ル
と
し
て
描
か
れ
る
「
毘
沙
門
天
」
や
、
主
人
公
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
役
で
あ
る
「
貧
乏
神
」、
助
言
役
と
し
て
の
「
天
神
」
は
出
現
回

数
も
多
く
、
度
々
描
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
〈
天
神
〉（
図
17
）
は
、「
三
大
怨
霊
」
や
「
左
遷
」
と
言
わ
れ
る
と
怒
り
の
あ
ま
り
雷
を
落
と

し
た
り
、
梅
の
精
を
従
え
て
い
た
り
と
、
史
実
に
基
づ
く
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
姿
も
平
安
貴
族
を
思
わ
せ
る
も
の
に
さ
れ
て
お
り
、
初

期
に
登
場
す
る
神
の
代
表
格
（〈
天
神
〉
は
、
主
人
公
以
外
で
も
っ
と
も
初
期
に
作
品
中
に
登
場
す
る
神
）
と
し
て
は
主
人
公
（
図
18
）
と

対
比
さ
せ
る
意
味
で
も
戦
略
的
な
描
か
れ
方
を
し
て
い
る
。
一
方
で
、〈
小
福
〉
と
い
う
「
貧
乏
神
」
は
、
世
間
一
般
に
考
え
て
い
る
姿
と

は
異
な
り
、
女
性
で
愛
ら
し
い
姿
で
あ
り
、〈
天
神
〉
と
比
べ
て
も
現
代
的
な
姿
で
あ
る
。
貧
乏
神
で
あ
る
が
ゆ
え
、
災
厄
し
か
お
こ
せ
な

い
が
（
図
19
）、
そ
れ
が
戦
闘
上
の
重
要
な
契
機
に
な
る
こ
と
も
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
チ
ャ
ー
ム
ポ
イ
ン
ト

、
、
、
、
、
、
、
、

と
な
っ
て
い
る
。

【図 17】あだちとか『ノラガミ』第二巻、講談社、

平成 24〔2012〕年 2 月、p20

【図 18】同第一巻、平成 23〔2011〕年 7 月、

p13

【図 19】同第三巻、平成 24〔2012〕年 2 月、

p138
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本
作
は
「
バ
ト
ル
も
の
」
で
あ
っ
て
、
戦
闘
シ
ー
ン
や
戦
闘
を
通
し
て
の
「
成
長
」
が
一
番
の
見
せ
場
で
あ
る
。
主
人
公
の
〈
夜
卜
〉
の

過
去
や
そ
の
誕
生
に
関
わ
り
、ま
た
作
品
全
体
で
の
最
大
の
敵
と
な
る
〈
父
様
〉
と
の
か
け
ひ
き
や
、〈
夜
卜
〉
の
神
器
と
な
っ
た
死
霊
の
〈
雪

音
〉
の
成
長
（
〝
子
ど
も〟
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
少
年
が
抱
え
る
問
題
を
有
す
る
）、
ヒ
ロ
イ
ン
の
〈
壱
岐　

ひ
よ
り
〉
と
主
人
公
の

恋
愛
な
ど
、
少
年
バ
ト
ル
も
の
と
し
て
は
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
作
品
で
あ
る
。
そ
の
軸
の
上
に
彼
ら
の
よ
う
な
神
々
が
添
え
ら
れ
る
こ
と
で

魅
力
的
な
作
品
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。
余
談
で
あ
る
が
、筆
者
の
講
義
に
出
席
し
て
い
る
受
講
生
か
ら
も
「
少
年
ジ
ャ
ン
プ
」
作
品
を
除
く
と
、

と
り
わ
け
人
気
の
あ
っ
た
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。〈
雪
音
〉
は
、
若
さ
ゆ
え
の
過
ち
（
霊
で
あ
る
こ
と
を
利
用
し
た
万
引
き
や
、
女
性
へ
の

欲
情
な
ど
）
を
乗
り
越
え
、
神
器
の
な
か
で
も
殊
に
優
秀
と
さ
れ
る
〈
祝
の
器
〉
へ
と
成
長
す
る
と
い
う
人
物
像
は
、
従
来
の
マ
ン
ガ
に
お

け
る
少
年
像
（
の
語
り
方
）
そ
の
も
の
だ
。
彼
に
は
、
死
霊
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
疎
外
感
や
、
ラ
イ
バ
ル
と
の
確
執
か
ら
生
ま
れ
る
自
立

へ
の
欲
望
な
ど
、
若
い
世
代
の
読
者
が
共
感
し
た
り
（
そ
の
体
験
を
語
り
や
す
い
）
も
の
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
〈
ひ

よ
り
〉
も
生
霊
に
な
る
事
で
作
品
中
に
お
け
る
二
重
世
界
（
神
々
の
世
界
と
人
間
の
世
界
）
を
往
復
で
き
、
一
般
読
者
と
異
界
で
あ
る
マ
ン

ガ
作
品
と
の
渡
し
役
を
担
っ
て
い
る
。
特
に
〈
ひ
よ
り
〉
は
、
読
者
側
の
視
点
か
ら
〈
夜
卜
〉
や
〈
雪
音
〉
を
見
守
る
姿
勢
を
持
っ
て
お
り
、

少
年
「
バ
ト
ル
も
の
」
に
あ
り
が
ち
な
少
年
だ
け
の
視
点
で
は
な
い
、
そ
う
し
た
少
年
を
見
守
る
母
性
的
視
点
を
誕
生
さ
せ
て
い
る
。
こ
う

し
た
こ
と
が
、
男
子
学
生
だ
け
で
は
な
く
女
子
学
生
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
要
因
の
よ
う
だ
。

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
神
の
描
か
れ
方
は
、
作
者
な
り
の
「
感
情
移
入
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
表
現
だ
け
で
見
れ
ば
、〈
天
神
〉
の
日
常
の
姿
（
図
20
）
や
〈
小
福
〉
の
姿
の
描
写
は
、「
萌
え
」
に
通
じ
な
い
と
言

え
な
く
も
な
い
。
た
だ
、
こ
の
「
萌
え
」
が
前
面
に
で
て
く
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
神
々
を
「
萌
え
」
や
「
尊
い
」
と
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し
て
解
釈
す
る
読
者
は
存
在
す
る
だ
ろ
う
が
、
作
者
側
に
は
少
な
く
と
も
、

そ
う
明
示
す
る
意
志
は
な
い
。
そ
う
い
っ
た
解
釈
を
期
待
し
て
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
が
造
形
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
や
は
り
作
品
の
主
眼
は
ス
ト

ー
リ
ー
の
展
開
上
に
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、『
青
春
鉄
道
』
で
は
鉄
道
の
「
擬
人
化
」
で
あ
る
こ
と

を
明
言
し
て
い
る
し
、
単
行
本
の
冒
頭
に
は
「
こ
の
本
は
40
％
の
妄
想
と

30
％
の
リ
ア
リ
テ
ィ
、
10
％
の
鉄
分
（
※　
21
）

、
そ
し
て
残
り
の
10
％
は
電
車

の
本
だ
と
思
っ
て
読
む
と
撃
沈
す
る
気
持
ち
で
出
来
て
い
ま
す
。（
最
後
の

10
％
は
こ
の
本
の
ど
こ
か
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
き
っ
と
愛
と
か
い
う
も
の
で
す
）」
（
※　
22
）

と
注
意
書
き
を
つ
け
て
い
る
。
明
ら
か
に
「
オ

タ
ク
的
」「
腐
女
子
的
」
文
脈
の
中
で
読
ま
れ
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
と
く
に
「
妄
想
」
や
「
愛
」
と
い
っ
た
単
語
が
そ

れ
を
期
待
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
）。

　

東
京
メ
ト
ロ
副
都
心
線
の
開
業
に
伴
う
混
乱
を
作
品
化
し
た
部
分
（
図
21
）
で
は
、
相
互
直
通
運
転
を
行
っ
て
い
る
西
武
鉄
道
（
新
宿
線
）

や
東
武
鉄
道
（
東
上
線
）
と
の
関
係
を
描
い
て
い
る
が
、
唯
一
西
武
鉄
道
が
直
通
運
転
を
中
止
し
な
か
っ
た
こ
と
を
、
副
都
心
線
側
が
温
か

み
を
も
っ
て
受
け
入
れ
て
い
る
描
き
方
は
、「
オ
タ
ク
的
」「
腐
女
子
的
」
創
造
力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

【図 20】同第七巻、平成 25〔2013〕年 6 月、p22
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五
、
ま
と
め

　

「
擬
人
法
」
と
区
別
さ
れ
る
「
擬
人
化
」
が
、「
オ
タ
ク
的
」「
腐
女
子
的
」
創
造
力
を
明
示
し
た
モ
ノ
の
人
間
化
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。

　

マ
ン
ガ
（
な
ど
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
）
を
巡
る
議
論
で
は
、
自
然
発
生
的
に
で
き
あ
が
っ
て
い
る
術
語
を
批
評
・
研
究
が
後
追
い
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
こ
と
が
多
い
。
そ
う
い
っ
た
術
語
を
用
い
て
い
る
「
オ
タ
ク
」「
腐
女
子
」
た
ち
は
、
普
段
は
意
識
を
し
て
い
な
く
て
も
ひ

と
た
び
議
論
に
な
れ
ば
、
そ
の
語
の
ズ
レ
に
敏
感
に
な
っ
て
し
ま
う
し
、
そ
う
い
っ
た
語
で
包
括
さ
れ
て
い
る
作
品
群
が
あ
る
以
上
無
視
で

き
な
い
の
で
、
そ
れ
は
仕
方
が
な
い
こ
と
だ
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
語
に
縛
ら
れ
て
議
論
の
視
野
が
狭
く
な
っ
て
し
ま
う
の
は
大
変
惜
し
い

こ
と
だ
。

　

今
回
の
「
擬
人
化
」
の
検
討
で
は
、
二
次
創
作
の
場
を
中
心
と
す
る
「
オ
タ
ク
的
」「
腐
女
子
的
」
創
造
力
・
文
脈
と
い
う
点
に
注
目
し
た
。

こ
う
し
た
語
ら
れ
方
の
上
に
作
品
群
が
形
作
ら
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
結
果
の
分
類
で
は
な
く
、
語
り
の
方
に
興
味
を
向
け
て
み
る
必
要
も

あ
ろ
う
。
筆
者
の
未
熟
さ
で
、「
オ
タ
ク
的
」「
腐
女
子
的
」
創
造
力
・
文
脈
の
詳
細
な
検
討
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
う
し
た
文
脈
の
上

に
「
擬
人
化
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
立
ち
上
が
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
以
上
、
今
度
は
、
そ
う
し
た
文
脈
を
で
き
る
だ
け
彼
ら
の
言
葉

に
拠
ら
ず
解
体
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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【図 21】強気な性格として描かれる西武鉄道。（前掲【図３】と同書、p71・p72）

【図 22】最も新しい路線＝若者として描かれており、

自由奔放な人物として描かれている。（同書、p73）

【図 23】秩父鉄道との相互直通運転を取りやめられた

ことをトラウマとして持つ人物として描かれる東武東

上線。「切る」「捨てる」などの言葉に過敏になってしまっ

ている。（同書、p78）
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【図 24】実際にトラブルが発生したことで、開業前

に示していた軽快な態度を潜めショックを受ける副

都心線。人前では明るく振舞いつつも、自分なりに

反省するただのお調子者ではない人物として描かれ

ている。（同書、p80）

【図 25】相互直通運転においてトラブル時は、乗り

入れを中止するのが一般的であるが、西武鉄道は乗

り入れを継続した、というエピソードを取りあげて

いる。（同書、p81）



131

〈 
注 

〉

※
１　

広
田
栄
太
郎
・
村
松
定
考
・
神
鳥
武
彦
『
文
章
表
現
辞
典
』（
東
京
堂
出
版
・
昭
和
四
〇
〔
一
九
六
五
〕
年
・
105
頁
）
に
お
い
て
は
、「『
活

喩
法
』
と
も
言
っ
て
、
無
生
物
お
よ
び
人
間
以
外
の
も
の
を
表
現
す
る
場
合
に
、
そ
れ
を
人
間
に
な
ぞ
ら
え
て
表
わ
す
手
法
で
、
古
く

か
ら
用
い
ら
れ
て
き
た
。〔
…
〕
こ
れ
を
分
析
す
る
と
、
作
者
が
対
象
に
わ
が
魂
を
吹
き
入
れ
て
、
さ
な
が
ら
人
間
同
様
に
扱
お
う
と

し
た
手
法
に
よ
る
も
の
で
、
こ
う
し
た
『
感
情
移
入
』
は
、
一
種
の
擬
人
法
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
方
法
は
、
元
来
、
空
想
的
、
詩
的
な

表
現
の
よ
う
に
と
ら
れ
や
す
い
〔
…
〕」
と
あ
る
。

※
２　

『
艦
隊
こ
れ
く
し
ょ
ん　

―
艦
こ
れ
―
』
で
は
、
プ
レ
イ
開
始
時
に
〈
吹
雪
〉、〈
叢
雲
〉、〈
漣
〉、〈
電
〉、〈
五
月
雨
〉
の
五
名
か
ら
一

名
を
選
択
し
て
、
ゲ
ー
ム
プ
レ
イ
を
進
め
て
行
き
、
プ
レ
イ
の
過
程
で
新
し
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
獲
得
し
て
い
く
（「
建
造
」
と
い
う

操
作
で
あ
っ
た
り
、
イ
ベ
ン
ト
ク
リ
ア
の
報
酬
で
あ
っ
た
り
す
る
）
こ
と
で
、〈
艦
む
す
〉
た
ち
を
、
ま
さ
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
て
い
く
。

※
３　

暮
沢
剛
巳
『
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
文
化
入
門
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版　

平
成
二
二
〔
二
〇
一
〇
〕
年
）

※
４　

同
書
33
頁
。

※
５　

同
書
16
頁
～
17
頁
。

※
６　

『
現
代
用
語
の
基
礎
知
識
２
０
０
６
』（
自
由
国
民
社
・
平
成
一
八
〔
二
〇
〇
六
〕
年
）
の
「
萌
え
擬
人
化
」
の
項
目
（
1261
頁
）
で
は
、「
オ

タ
ク
文
化
の
一
つ
で
、
あ
ら
ゆ
る
『
物
』
を
萌
え
の
対
象
に
し
て
し
ま
う
手
段
の
一
つ
と
し
て
、『
物
』
を
女
の
子
に
擬
人
化
す
る
手

段
が
あ
る
。
多
く
の
場
合
、擬
人
化
し
た
『
物
』
の
名
称
に
『
～
た
ん
』
を
つ
け
て
よ
び
名
と
し
ま
す
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
な
お
、

本
項
目
を
含
む
「
オ
タ
ク
の
文
化
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
ペ
ー
ジ
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
「
は
て
な
ダ
イ
ア
リ
ー
」
の
利
用
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者
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
も
の
を
引
用
掲
載
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
）。

※
７　

「
ノ
ー
ト:

萌
え
擬
人
化 - W

ik
ip

ed
ia

」

h
ttp

s://ja
.w

ik
ip

ed
ia

.o
rg

/w
ik
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%
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E
6
%

9
3
%

A
C

%

E
4
%

B
A

%
B

A
%

E
5
%

8
C

%
9
6

※
８　

同
サ
イ
ト
、
平
成
二
八
〔
二
〇
〇
六
〕
年
八
月
一
五
日
のS

io
n
n
a
ch

氏
の
書
き
込
み
よ
る
。

※
９　

同
サ
イ
ト
、
平
成
二
九
〔
二
〇
〇
七
〕
年
八
月
三
日
のk

a
n
ry

u

氏
の
書
き
込
み
に
よ
る
。

※　
10　

徐
園
「
初
期
の
新
聞
子
ど
も
漫
画
に
見
ら
れ
る
動
物
擬
人
化
表
現
考　

―
大
正
期
『
万
朝
報
』
の
「
日
曜
漫
画
」
欄
を
中
心
に
―
」（
日

本
マ
ン
ガ
学
会
編
『
マ
ン
ガ
研
究　

Ｖ
ｏ
ｌ
・
15
』　

ゆ
ま
に
書
房　

平
成
二
九
〔
二
〇
〇
七
〕
年
四
月
）

※　
11　

『
万
朝
報
』
に
明
治
三
五
年
に
設
け
ら
れ
た
漫
画
コ
ー
ナ
ー
。

※　
12　

徐
論
、
11
頁
。

※　
13　

徐
論
、
16
頁
～
25
頁
。

※　
14　

同
人
サ
イ
ト
な
ど
で
は
、「
擬
人
化
」
さ
れ
る
前
の
も
の
を
「
原
型
」
と
い
う
用
語
で
呼
ぶ
よ
う
で
あ
る
。

※　
15　

徐
論
、
18
頁
。

※　
16　

仁
茂
田
あ
い
が
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
連
載
を
は
じ
め
、
現
在
はp

ix
iv

コ
ミ
ッ
ク
で
連
載
中
の
作
品
。

※　
17　

『
擬
人
化
た
ん
白
書
』
ア
ス
ペ
ク
ト　

平
成
二
八
〔
二
〇
〇
六
〕
年
八
月

※　
18　

先
の
※
７
に
同
じ
サ
イ
ト
、
平
成
二
八
〔
二
〇
〇
六
〕
年
十
月
二
〇
日
の
か
び
お
氏
の
書
き
込
み
に
よ
る
。
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※　
19　

あ
だ
ち
と
か
『
ノ
ラ
ガ
ミ
』、「
月
刊
少
年
マ
ガ
ジ
ン
」（
講
談
社
）
平
成
二
三
〔
二
〇
一
一
〕
年
一
月
号
よ
り
連
載
中
の
作
品
。
既
刊

十
七
巻
（
平
成
二
八
〔
二
〇
一
六
〕
年
八
月
現
在
）。

※　
20　

鉄
道
オ
タ
ク
の
間
で
は
、「
鉄
道
趣
味
」
の
こ
と
を
こ
の
よ
う
に
表
現
す
る
。

※　
21　

青
春
『
青
春
鉄
道
』（
角
川
書
店　

平
成
二
六
〔
二
〇
一
六
〕
年
八
月
）
五
頁
。


