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「
視
る
」
た
め
の
手
が
か
り
は
ど
こ
に
あ
る
か
―
マ
ン
ガ
に
お
け
る
「
視
点
」
を
め
ぐ
っ
て

Ｔ
Ｅ
Ｘ
Ｔ　

Ｂ
ｙ
／　

岩
下
朋
世
（
漫
画
研
究
）

０
．
「
み
る
」
と
い
う
経
験

　

泉
信
行
の
著
書
『
漫
画
を
め
く
る
冒
険
』
（
以
下
、
『
め
く
る
冒
険
』
）
は
、
ひ
と
つ
の
明
確
な
問
題
意
識
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
「
み
る
」
と
い
う
経
験
に
足
場
を
置
い
て
、
マ
ン
ガ
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
捉と

ら

え
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
問
題
意
識
が
、「
本
」
と
し
て
の
形
態
が
マ
ン
ガ
読
解
に
与
え
る
影
響
に
着
目
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
や
、「
視
線
の
力
学
」

と
い
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
な
ど
を
支
え
て
い
る
こ
と
は
疑
え
な
い
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、「
み
る
」
と
い
う
言
葉
を
「
見
る
」
と
「
視
る
」

と
い
う
二
種
の
表
記
を
用
い
る
こ
と
で
、
概
念
上
の
区
別
を
す
る
よ
う
な
、
用
語
法
の
レ
ベ
ル
で
の
繊
細
さ
に
も
、
「
み
る
」
と
い
う
経

験
へ
の
注
視
が
、
泉
の
マ
ン
ガ
論
の
中
核
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
め
く
る
冒
険
』
に
お
い
て
は
、
「
み
る
」
と
い
う
経
験
を
軸
と
し
な
が
ら
、
マ
ン
ガ
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
系
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
本
稿
で
は
、
そ
の
中
で
も
「
視
点
」
に
関
わ
る
議
論
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
し
た
い
。
「
視

点
」
の
問
題
は
、
従
来
の
マ
ン
ガ
論
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
「
視
点
」
に
関
す
る
議
論
を
整
理
し
、

そ
れ
ら
と
の
関
連
の
う
ち
に
泉
の
「
視
点
」
論
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
、
本
稿
の
狙
い
で
あ
る
。

　

先
に
『
め
く
る
冒
険
』
で
は
「
見
る
」
と
「
視
る
」
が
異
な
る
概
念
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
た
。
同
書
で
は
、
こ
の
ふ
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た
つ
の
概
念
の
区
別
は
以
下
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
（
※
１
）
。

〈
見
る
〉
‥
読
者
の
目
で
「
漫
画
に
描
か
れ
た
絵
や
文
字
」
を
眺
め
る
場
合
。

〈
視
る
〉
‥
「
漫
画
の
中
の
登キ

ヤ
ラ
ク
タ
ー

場
人
物
」
の
視
点
か
ら
「
漫
画
の
中
の
世
界
」
を
眺
め
て
い
る
場
合
。

　

「
視
点
」
は
こ
の
二
種
の
「
み
る
」
の
内
の
後
者
、
つ
ま
り
「
視
る
」
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
上
記
し
た
「
見
る
」
と
「
視
る
」

と
の
区
別
を
前
提
と
す
れ
ば
、
『
め
く
る
冒
険
』
に
お
け
る
「
視
点
」
と
は
、
常
に
、
読
者
で
は
な
く
、
物
語
内
に
属
す
る

「
誰
か
」
の
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
同
書
に
お
い
て
「
視
る
」
と
い
う
言
葉
の
も
と
で

問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
読
者
の
視
点
」
と
「
登
場
人
物
の
視
点
」
と
の
関
係
で
あ
る
と
言
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。

　

『
め
く
る
冒
険
』
以
前
の
マ
ン
ガ
論
で
、
読
者
と
登
場
人
物
の
「
視
点
」
の
関
係
に
つ
い
て
扱
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
竹

内
オ
サ
ム
が
、
手
塚
治
虫
に
関
す
る
一
連
の
論
考
に
お
い
て
展
開
し
た
「
同
一
化
技
法
」
に
つ
い
て
の
議
論
が
、
も
っ
と

も
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
ま
ず
、
竹
内
の
「
同
一
化
技
法
」
に
関
す
る
議

論
を
、
こ
れ
に
対
す
る
批
判
な
ど
も
含
め
て
整
理
す
る
こ
と
か
ら
、
『
め
く
る
冒
険
』
に
お
け
る
「
視
点
」
の
問
題
に
取
り

か
か
る
こ
と
に
し
よ
う
。
「
視
点
」
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
き
た
の
か
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
『
め
く
る
冒
険
』

が
マ
ン
ガ
論
に
お
い
て
占
め
る
位
置
を
明
確
に
し
て
ゆ
く
上
で
の
座
標
軸
を
設
定
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
う
し
た
座
標

軸
を
用
い
て
泉
の
議
論
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
従
来
の
議
論
を
『
め
く
る
冒
険
』
の
成
果
を
踏

ま
え
て
捉
え
直
す
こ
と
で
も
あ
り
、
「
視
点
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
考
え
る
上
で
の
、
新
た
な
見
取
り
図
を
我
々
に
提
供
し
て

く
れ
る
だ
ろ
う
。

※１：上巻 p30、強調は原文ママ。
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１
．
「
映
画
的
手
法
」
と
し
て
の
「
同
一
化
技
法
」

　

竹
内
オ
サ
ム
は
一
九
七
七
年
に
提
出
し
た
修
士
論
文
「
手
塚
治
虫
マ
ン
ガ
に
お
け
る
映
画
的
手
法
」
以
来
、
再
三

に
わ
た
っ
て
「
同
一
化
技
法
」
に
関
す
る
論
考
を
発
表
し
て
い
る
。
修
士
論
文
自
体
は
、
現
在
で
こ
そ
竹
内
が
発
行

す
る
マ
ン
ガ
研
究
誌
『
ビ
ラ
ン
ジ
』
に
再
録
さ
れ
読
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
（
※
２
）
、
つ
い
最
近
ま
で
は
一
般

的
に
入
手
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
竹
内
の
「
同
一
化
技
法
」
論
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ

か
け
は
、
一
九
八
〇
年
に
『
漫
画
新
批
評
大
系
』
一
四
号
に
発
表
さ
れ
た
「
手
塚
マ
ン
ガ
の
映
画
的
手
法
」
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
『
漫
画
新
批
評
大
系
』
自
体
も
同
人
誌
で
あ
り
、
決
し
て
入
手
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
と

は
言
え
な
い
が
、
同
論
文
に
関
し
て
は
、
一
九
八
九
年
刊
の
『
マ
ン
ガ
批
評
大
系
』
第
三
巻
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、

比
較
的
簡
単
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
（
※
３
）
。
筆
者
が
竹
内
に
よ
る
「
映
画
的
手
法
」
に
つ
い
て
の
議
論
に
接
し

た
の
も
、
こ
の
『
マ
ン
ガ
批
評
大
系
』
の
再
録
が
最
初
で
あ
っ
た
し
、
本
稿
で
の
引
用
も
、
同
書
に
拠
っ
て
い
る
。

　

こ
の
「
手
塚
マ
ン
ガ
の
映
画
的
手
法
」
以
降
も
、
竹
内
は
折
に
触
れ
て
「
同
一
化
技
法
」
に
つ
い
て
の
言
及
を
行

な
っ
て
い
る
。『
手
塚
治
虫
論
』
（
一
九
九
四
）
収
録
の
「
映
画
的
手
法
・
再
考
」
で
は
、
手
塚
の
没
後
に
お
け
る
『
新

宝
島
』
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
、『
マ
ン
ガ
表
現
学
入
門
』
（
二
〇
〇
五
）
で
は
、
宮
本
大
人
に
よ
る
自
ら
の
議
論
へ
の

批
判
に
応
え
る
形
で
、
「
同
一
化
技
法
」
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
て
い
る
。

　

ま
た
、
伊
藤
剛
『
テ
ヅ
カ
・
イ
ズ
・
デ
ッ
ド
』
（
二
〇
〇
五
）
で
行
な
わ
れ
た
、
宮
本
と
竹
内
の
間
の
や
り
と
り

を
踏
ま
え
た
「
同
一
化
技
法
」
に
関
す
る
批
判
的
検
討
に
対
し
て
も
、
竹
内
は
『
ビ
ラ
ン
ジ
』
一
六
号
（
二
〇
〇
五
）
で
、

こ
れ
に
反
論
し
て
い
る
。
一
連
の
伊
藤
・
宮
本
ら
と
竹
内
の
間
で
の
や
り
と
り
は
、
ほ
と
ん
ど
論
争
め
い
た
様
相
を

呈
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
『
ビ
ラ
ン
ジ
』
に
お
け
る
修
士
論
文
の
再
録
も
、『
ユ
リ
イ
カ
』
二
〇
〇
八
年

※２：同誌 22 号から三回にわたり分割掲載の予定であり、
現時点では 24 号掲載の第３回までを読むことができる。ま
た『ビランジ』の再録では、「修士論文＝手塚マンガの映画
的手法」という表題になっている。

※３：竹内オサム、村上知彦編『マンガ批評大系』第三巻、
51 ～ 68 ページ。
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六
月
号
の
特
集
「
マ
ン
ガ
批
評
の
新
展
開
」
に
掲
載
さ
れ
た
泉
信
行
・
夏
目
房
之
介
と
の
鼎
談
で
宮
本
が
行
な
っ
た
、
竹
内
に
対
す
る
批

判
的
言
及
に
応
え
る
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

　

以
下
、
本
稿
で
は
上
記
の
よ
う
な
「
同
一
化
技
法
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
整
理
を
行
な
う
わ
け
だ
が
、
竹
内
へ
の
批
判
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、

そ
れ
ら
の
批
判
が
果
た
し
て
何
を
問
題
と
し
て
い
る
の
か
に
注
意
し
、
む
し
ろ
竹
内
の
議
論
が
持
つ
積
極
的
意
義
や
、
分
析
視
角
と
し
て

の
射
程
の
深
さ
を
引
き
出
す
こ
と
を
試
み
た
い
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
は
、
竹
内
の
「
同
一
化
技
法
」
論
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本
的
な
位
置

付
け
や
定
義
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

「
手
塚
マ
ン
ガ
の
映
画
的
手
法
」
で
、
竹
内
は
「
同
一
化
技
法
」
の
具
体
例
と
し
て
図
①
を
挙
げ
て
い
る
。
Ａ
の
部
分
表
示
型
は
、
登

場
人
物
の
体
の
一
部
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
コ
マ
内
に
は
描
か

れ
て
い
な
い
視
点
人
物
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
。
竹
内
は
こ
れ
を

「
部
分
表
示
型
」
と
呼
ぶ
。
Ｂ
で
は
視
点
人
物
の
身
体
は
そ
の
一
部

す
ら
描
か
れ
な
い
が
、
コ
マ
内
に
描
か
れ
て
い
る
内
容
自
体
が
、
そ

の
場
面
を
目
撃
す
る
視
点
人
物
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
。
竹
内
は

こ
れ
を
「
身
体
消
失
型
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、Ｃ
が
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ

型
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
複
数
コ
マ
間
の
関
係
に
よ
っ
て
視
点
人
物
と
、

見
ら
れ
る
対
象
の
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
先
行
す

る
コ
マ
で
、
何
か
を
見
て
い
る
人
物
が
描
か
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
後

続
す
る
コ
マ
が
そ
の
人
物
の
「
視
点
」
か
ら
描
か
れ
た
で
あ
る
こ
と

を
示
唆
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

図①　同一化技法のみっつのタイプ

竹内オサム「手塚マンガの映画的手法」『マンガ

批評大系』第 3 巻 p55（平凡社、1989 年）
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つ
ま
り
、
あ
る
コ
マ
内
の
図
像
が
特
定
の
登
場
人
物
の
「
視
点
」
か
ら
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
、
読

者
が
自
ら
の
「
視
点
」
と
そ
の
登
場
人
物
の
「
視
点
」
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
読
む
こ
と
を
促
す
よ
う
な
表
現
が
「
同

一
化
技
法
」
な
の
で
あ
る
。

　

竹
内
は
「
視
点
」
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
読
者
は
視
点
人
物
に
「
同
一
化
」
す
る
と
述
べ
る
。
む
し
ろ
、「
視

点
」
の
重
ね
合
わ
せ
は
、
「
同
一
化
」
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
手
法
だ
か
ら
こ
そ
意
味
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
「
同
一
化
」
と
い
う
概
念
自
体
は
、
映
画
理
論
か
ら
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
。
竹
内
の
「
同
一
化
技
法
」

は
そ
も
そ
も
「
手
塚
マ
ン
ガ
は
映
画
的
で
あ
る
」
と
い
う
一
般
的
評
価
を
具
体
的
に
跡
づ
け
る
た
め
に
提
起
さ

れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
泉
も
「
漫
画
批
評
に
お
け
る
、
視
線
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」 （
※
４
）
で
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
、
映
画
理
論
に
お
い
て
は
「
同
一
化
技
法
」
と
い
う
語
彙
は
一
般
的
で
は
な
く
、
そ
こ
で
語

ら
れ
る
の
は
「
同
一
化
」
と
い
う
心
理
的
効
果
で
あ
る
。

　

こ
の
「
同
一
化
」
の
効
果
に
関
し
、
映
画
理
論
を
参
照
し
、
簡
単
な
整
理
を
行
な
っ
て
お
こ
う
。
映
画
理
論

に
お
い
て
は
「
同
一
化
」
は
、「
一
次
的
同
一
化
」
と「
二
次
的
同
一
化
」
と
い
う
ふ
た
つ
の
段
階
に
区
別
さ
れ
る
。
Ｊ
・

オ
ー
モ
ン
他
『
映
画
理
論
講
義
』
（
武
田
潔
訳
、
二
〇
〇
〇
）
に
よ
れ
ば
、
「
一
次
的
同
一
化
」
は
「
視
覚
の
主

体
へ
の
、
表
象
す
る
審
級
へ
の
同
一
化
」
で
あ
り
、
「
二
次
的
同
一
化
」
と
は
、「
登
場
人
物
へ
の
、
表
象
さ
れ

た
も
の
へ
の
同
一
化
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
※
５
）
。
拙
い
言
葉
で
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、「
一
次
的
同
一
化
」

と
は
、
カ
メ
ラ
の
「
視
点
」
と
自
ら
の
「
視
点
」
を
重
ね
合
わ
せ
、ス
ク
リ
ー
ン
に
映
っ
て
い
る
光
景
を
自
分
の
「
視

点
」
で
直
接
的
に
見
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
な
す
こ
と
で
あ
り
、
「
二
次
的
同
一
化
」
と
は
、
そ
の
ス
ク
リ
ー
ン

の
「
視
点
」
を
特
定
の
登
場
人
物
の
「
視
点
」
だ
と
し
、
ス
ク
リ
ー
ン
上
の
光
景
を
そ
の
人
物
の
視
て
い
る
光

※４：泉信行の個人サイト「リクィド・ファイア」内。http://
www1.kcn.ne.jp/~iz-/man/pov01.htm

※５：『映画理論講義』、310 ページ。
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景
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
で
あ
る
と
、
ひ
と
ま
ず
は
言
え
る
だ
ろ
う
か
［
図

②
］
。

　

画
面
の
向
こ
う
に
あ
る
光
景
を
「
私
が
自
分
の
目
で
直
接
見
て
い
る
」

と
感
じ
る
の
が
「
一
次
的
同
一
化
」
の
状
態
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
実
は
こ

の
光
景
は
あ
る
登
場
人
物
の
視
点
か
ら
捉
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
私
と

そ
の
登
場
人
物
は
視
点
を
共
有
し
て
い
る
の
だ
」
と
受
け
と
る
の
が
「
二

次
的
同
一
化
」
の
状
態
な
の
で
あ
る
。

　

竹
内
の
「
同
一
化
技
法
」
論
で
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
「
同
一
化
」
の
効

果
は
、
こ
の
区
分
で
言
う
な
ら
ば
「
二
次
的
同
一
化
」
に
該
当
す
る
。
そ

し
て
、
こ
の
「
二
次
的
同
一
化
」
の
心
理
的
効
果
は
「
一
次
的
同
一
化
」

を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
生
じ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

『
映
画
理
論
講
義
』
で
は
以
下
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

映
画
に
お
い
て
、
物デ

ィ

エ

ジ

ェ

テ

ィ

ッ

ク

語
世
界
に
関
わ
る
二
次
的
同
一
化
を
可
能

に
し
て
い
る
も
の
は
、
す
な
わ
ち
表
象
さ
れ
た
も
の
へ
の
同
一

化
、
例
え
ば
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
映
画
に
お
け
る
登
場
人
物
へ
の
同

一
化
を
可
能
に
し
て
い
る
基
盤
は
、
ま
ず
も
っ
て
視
覚
の
主
体

に
同
一
化
す
る
、
つ
ま
り
は
自
分
よ
り
も
先
に
物
事
を
見
た

図②

　　　二次的同一化　　　　　　　　   一次的同一化

イラスト：吉井徹
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キ
ャ
メ
ラ
の
眼
に
同
一
化
す
る
観
客
の
能
力
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
同
一
化
の
能
力
な
し
に
は
、
そ
の
映
画
は
文
字
通
り

“
同

ノ
ン
・
イ
ダ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ア
ブ
ル

定
不
能
な
”
影
や
形
や
色
が
ス
ク
リ
ー
ン
上
に
連
な
る
と
い
う
だ
け
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
（
※
６
）

　

竹
内
は
、
先
に
例
示
し
た
三
種
の
「
同
一
化
技
法
」
の
そ
れ
ぞ
れ
を
、
酒
井
七
馬
原
案
に
よ
る
手
塚
の
出
世
作
『
新
宝
島
』
（
一
九
四
七
）

の
革
新
性
の
論
拠
と
し
て
い
る
。
先
行
す
る
コ
マ
と
の
関
係
に
よ
っ
て
、
後
続
す
る
コ
マ
が
特
定
の
人
物
の
「
視
点
」
か
ら
見
た
も
の
と

し
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
型
」
に
関
し
て
は
、
戦
前
の
そ
れ
が
、
図
③
の
よ
う
に
望
遠
鏡
な
ど
の
媒
介
物
を
用
い
た
「
の

ぞ
き
こ
み
」
体
験
を
表
現
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
、
さ
ら
に
「
身
体
消
失
型
」
「
部
分
表
示
型
」
に
つ
い
て
は
、
戦
前
の

マ
ン
ガ
に
は
確
認
さ
れ
な
い
と
述
べ
ら
れ
る
。

　

竹
内
は
、
こ
う
し
た
『
新
宝
島
』
に
お
け
る
「
同
一
化
技
法
」
の
あ
り
方
が
、

「
ド
ラ
マ
に
お
け
る
人
と
人
と
の
出
会
い
、
人
と
物
と
の
め
ぐ
り
あ
い
の

重
要
な
契
機
を
提
供
」
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

　

し
か
し
、
戦
前
の
事
例
で
は
「
同
一
化
」
に
際
し
て
「
の
ぞ
き
こ
み
」

と
い
う
描
写
を
経
る
必
要
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
戦
前
と
戦
後
の
マ

ン
ガ
表
現
の
差
異
を
「
一
次
的
同
一
化
」
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。
竹
内
の
指
摘
に
拠
れ
ば
、
戦
前
に
お
い
て
は
「
の
ぞ
き
こ

み
」
、
す
な
わ
ち
、
望
遠
鏡
な
ど
の
「
視
覚
の
主
体
」
へ
の
「
同
一
化
」

と
い
う
契
機
を
経
な
け
れ
ば
、
「
二
次
的
同
一
化
」
が
描
か
れ
る
こ
と
は

図③　宮尾しげを「団子串助漫遊記」

『しげを漫画図鑑Ⅰ』p58（かのう書房、1984 年）
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な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
戦
前
の
マ
ン
ガ
表
現
に
お
い
て
は
、
「
一
次
的
同
一
化
」
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
の
が
基
本
的

状
態
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
対
し
て
、
「
の
ぞ
き
こ
み
」
と
い
う
契
機
を
必
要
と
せ
ず
「
二
次
的

同
一
化
」
を
も
た
ら
す
表
現
が
導
入
さ
れ
る
『
新
宝
島
』
で
は
、
「
一
次
的
同
一
化
」
の
効
果
は
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

戦
前
と
戦
後
の
マ
ン
ガ
表
現
の
差
異
に
関
す
る
指
摘
が
事
実
で
あ
る
か
は
お
く
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
、「
一
次
的
同
一
化
」

の
効
果
が
前
提
と
さ
れ
る
『
新
宝
島
』
が
「
映
画
的
」
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
妥
当
な
も
の
と
言
え
よ
う
。

２
．
「
同
一
化
技
法
」
は
「
映
画
的
手
法
」
た
り
え
る
か

　

し
か
し
、
竹
内
の
「
同
一
化
技
法
」
に
関
す
る
批
判
に
お
い
て
は
、
こ
の
表
現
を
映
画
理
論
の
文
脈
か
ら
切
り

離
す
こ
と
こ
そ
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
竹
内
の
議
論
を
批
判
す
る
論
者
に
と
っ
て
は
、
「
同
一
化
技
法
」
が
、
マ

ン
ガ
表
現
の
「
映
画
的
」
な
側
面
を
剔
出
し
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
マ
ン
ガ
表
現
に
固
有
の
分
析
視

角
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
回
り
を
し
て
述
べ
て
し
ま
え
ば
、
批
判
的
に

竹
内
の
議
論
に
言
及
す
る
論
者
は
、
「
同
一
化
技
法
」
に
否
定
的
な
見
解
を
示
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
積
極

的
に
評
価
し
て
い
る
と
す
ら
言
え
、
た
だ
、
竹
内
が
「
同
一
化
技
法
」
を
論
じ
た
文
脈
と
は
、
異
な
る
文
脈
に
接

ぎ
木
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
「
同
一
化
技
法
」
は
い
か
な
る
点
で
評
価
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ

れ
は
竹
内
の
議
論
と
ど
の
よ
う
な
点
で
見
解
を
異
に
す
る
の
か
、
具
体
的
に
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

竹
内
の
「
同
一
化
技
法
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
関
し
、
批
判
的
な
論
点
を
含
み
つ
つ
言
及
し
た
も
の
と
し
て
は
、

ま
ず
、
宮
本
大
人
に
よ
る
「
マ
ン
ガ
と
乗
り
物
～
「
新
宝
島
」
と
そ
れ
以
前
～
」（
※
７
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
同

論
文
の
中
で
宮
本
は
、
竹
内
が
『
手
塚
治
虫
論
』
所
収
の
「
映
画
的
手
法
・
再
考
」（
※
８
）
中
で
『
新
宝
島
』

※６：前掲書、311 ページ。

※７：霜月たかなか編『誕生！手塚治虫』（1998 年）
67 ～ 98 ページ。
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に
お
け
る
革
新
的
手
法
と
し
て
指
摘
し
た
「
絵
と
言
葉
の
ズ
レ
」
と
「
一
人
称
視
点
」
の
複
合
的
な
表
現
の
、
戦
前
に
お
け
る
使
用
例
を

示
し
て
い
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
宮
本
論
文
に
お
い
て
は
竹
内
に
対
す
る
批
判
的
な
言
辞
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
戦
前
の
事
例
を
挙
げ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
論
文
は
『
新
宝
島
』
の
革
新
性
を
強
調
す
る
竹
内
の
主
張
に
対
し
、
疑
義
を
投
げ
か
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
宮
本
が
指
摘
す
る
複
合
的
表
現
と
は
、
「
映
画
的
手
法
・
再
考
」
を
確
認
す
る
限
り
、「
同
一
化
技
法
・
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
型
」
と
ほ

と
ん
ど
同
定
で
き
る
。
「
一
人
称
視
点
」
に
つ
い
て
竹
内
は
、「
読
者
と
人
物
［
の
視
点
］
が
、
完
全
に
重
な
る
」
（
［
］
内
は
引
用
者
註
）

も
の
が
、「
一
人
称
視
点
」
に
よ
る
「
同
一
化
技
法
」
で
あ
る
と
し
て
お
り
、

「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
型
」「
部
分
表
示
型
」「
身
体
消
失
型
」
の
い
ず
れ
も
「
一

人
称
視
点
の
同
一
化
技
法
」
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
絵
と
言

葉
の
ズ
レ
」
に
つ
い
て
は
、
「
絵
と
文
字
」
が
独
立
し
て
別
の
コ
マ
に
描

か
れ
る
「
有
機
的
コ
マ
展
開
」
を
持
つ
表
現
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
さ

ら
に
こ
の
「
絵
と
言
葉
の
ズ
レ
」
表
現
は
、
戦
前
の
マ
ン
ガ
の
「
言
葉
が

絵
を
説
明
し
て
い
く
、
あ
る
い
は
絵
が
言
葉
の
解
説
と
な
る
」
表
現
、
同

一
の
コ
マ
の
中
で
「
絵
と
文
字
と
が
照
応
す
る
」
表
現
と
対
比
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
「
絵
と
言
葉
の
ズ
レ
」
表
現
と
し
て
竹
内
は
図
④
を
挙

げ
、
『
新
宝
島
』
の
斬
新
さ
を
強
調
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
同
論
文

に
お
い
て
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
型
」
の
例
と
し
て
も
言
及
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
竹
内
は
、
『
新
宝
島
』
に
お
け
る
こ
の
「
絵
と
言
葉
の
ズ
レ
」

と
い
う
表
現
の
登
場
を
、「
ひ
と
コ
マ
に
完
結
す
る
絵
画
意
識
」
か
ら
「
連

図④　

原作・構成：酒井七馬、作画：手塚治虫『新宝島』

p122（小学館クリエイティブ、2009 年）
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続
す
る
複
数
の
コ
マ
に
意
味
作
用
を
は
か
る
映
画
的
意
識
」
へ
の
変
化
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
竹
内
の
用
語
法
に
従
う
な
ら

ば
、
「
一
人
称
視
点
」
と
「
絵
と
言
葉
の
ズ
レ
」
の
複
合
的
表
現
は
「
同
一
化
技
法
・
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
型
」
と
見
な
せ
る
も

の
で
あ
り
、「
映
画
的
」
な
表
現
と
し
て
評
価
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
宮
本
論
文
に
お
い
て
「
映
画
的
手
法
」
お
よ
び
「
同
一
化
技
法
」
と
い
う
語
彙
が

採
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
宮
本
の
議
論
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
表
現
が
「
映
画

的
」
な
も
の
で
あ
る
か
、「
同
一
化
」
の
効
果
を
も
た
ら
す
か
ど
う
か
、
と
い
っ
た
点
は
問
題
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、

宮
本
論
文
で
は
そ
う
し
た
形
容
か
ら
離
れ
た
部
分
で
竹
内
の
「
同
一
化
技
法
」
論
の
成
果
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
上
で
述
べ

た
よ
う
に
、
同
論
文
で
扱
わ
れ
る
の
は
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
型
」
に
相
当
す
る
「
一
人
称
視
点
」
と
「
絵
と
言
葉
の
ズ
レ
」
の

複
合
的
表
現
で
あ
り
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
型
以
外
の
同
一
化
技
法
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
な
い
。
宮
本
論
文
で
は
、
竹
内
の
「
同

一
化
技
法
」
論
の
う
ち
、
と
く
に
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
型
」
を
前
提
に
し
て
お
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
先
行
す
る
コ
マ
が
後
続

す
る
コ
マ
に
意
味
づ
け
す
る
仕
方
に
関
す
る
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
竹
内
の
「
同
一
化
技
法
」
論
は
、
「
連
続

す
る
複
数
の
コ
マ
間
」
の
「
意
味
作
用
」
に
つ
い
て
き
わ
め
て
明
瞭
に
説
明
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
少
し
ば
か
り
比
喩
的
な

言
い
方
を
用
い
る
な
ら
ば
、
マ
ン
ガ
表
現
を
構
文
論
的
に
分
析
す
る
た
め
の
道
具
を
提
供
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

宮
本
の
議
論
は
、
こ
う
し
た
竹
内
の
議
論
の
も
た
ら
し
た
成
果
を
、
自
ら
の
議
論
の
文
脈
の
も
と
に
応
用
し
た
も
の
だ
と

言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
竹
内
の
「
同
一
化
技
法
」
論
を
、
複
数
コ
マ
間
の
構
文
論
的
な
関
係
を
分
析
す
る
道
具
を
提
供

す
る
も
の
と
し
て
読
み
換
え
る
場
合
、
映
画
理
論
に
お
け
る
「
同
一
化
」
の
概
念
か
ら
こ
れ
を
捉
え
る
こ
と
に
は
内
在
的
な

限
界
が
生
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
理
解
す
る
に
は
、
伊
藤
剛
の
『
テ
ヅ
カ
・
イ
ズ
・
デ
ッ
ド
』
を
参
照
す
る

※８：前掲書、223 ～ 251 ページ。
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必
要
が
あ
る
。

　

『
テ
ヅ
カ
・
イ
ズ
・
デ
ッ
ド
』
で
は
そ
の
第
四
章
「
マ
ン
ガ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
」（
※
９
）
に
お
い
て
、
大
き
く
紙
幅
を
割
い
て
、
一
連
の
「
同

一
化
技
法
」
論
に
つ
い
て
の
批
判
的
検
討
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
伊
藤
の
批
判
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
竹
内
の
「
同
一
化
技
法
」
そ
れ
自
体

と
い
う
よ
り
は
、
手
塚
マ
ン
ガ
を
「
起
源
」
に
位
置
付
け
、
そ
れ
を
準
拠
枠
と
し
て
構
成
さ
れ
る
戦
後
の
マ
ン
ガ
表
現
史
全
体
へ
と
向
け

ら
れ
て
い
る
。
伊
藤
の
議
論
に
お
い
て
、
竹
内
の
「
同
一
化
技
法
」
論
が
従
来
の
マ
ン
ガ
論
の
代
表
と
し
て
の
立
場
を
割
り
振
ら
れ
る
の
は
、

そ
れ
が
従
来
の
マ
ン
ガ
表
現
史
の
枠
内
に
お
い
て
、
高
い
一
般
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
『
テ
ヅ
カ
・
イ
ズ
・
デ
ッ
ド
』
に
お

け
る
批
判
も
、
竹
内
の
「
同
一
化
技
法
」
論
を
、
従
来
の
マ
ン
ガ
論
の
枠
組
み
か
ら
切
り
離
し
、
よ
り
普
遍
的
な
マ
ン
ガ
表
現
の
分
析
視

角
を
探
る
上
で
の
足
が
か
り
と
し
て
い
る
側
面
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

同
書
に
お
い
て
伊
藤
は
、
竹
内
の
議
論
に
お
け
る
「
コ
マ
」
概
念
の
と
ら
え
方
の
「
混
乱
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
伊
藤
は
そ
こ
で
、
そ

の
「
混
乱
」
は
、
マ
ン
ガ
の
「
コ
マ
」
と
映
画
の
「
シ
ョ
ッ
ト
」
と
を
相
同
視
す
る
こ
と
に
対
す
る
竹
内
の
「
た
め
ら
い
」
に
原
因
す
る

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
伊
藤
は
こ
の
「
た
め
ら
い
」
か
ら
、
竹
内
が
「
無
意
識
に
「
コ
マ
」
に

映
画
の
「
シ
ョ
ッ
ト
」
と
は
概
念
的
に
重
な
ら
な
い
も
の
を
感
じ
と
っ
て
い
た
」
可
能
性
も
指
摘
す
る
。
か
く
し
て
、
竹
内
の
議
論
に
お

け
る
「
コ
マ
」
概
念
の
「
混
乱
」
ヘ
の
考
察
を
通
し
て
、
伊
藤
は
、
マ
ン
ガ
と
映
画
の
「
決
定
的
差
異
」
で
あ
り
、「
コ
マ
」
と
「
シ
ョ
ッ
ト
」

の
相
同
視
を
拒
む
根
本
的
な
原
因
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
フ
レ
ー
ム
の
不
確
定
性
」
へ
と
辿
り
着
く
の
で
あ
る
。
「
フ
レ
ー
ム
の
不
確
定
性
」

に
つ
い
て
、
『
テ
ヅ
カ
・
イ
ズ
・
デ
ッ
ド
』
第
四
章
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る

こ
の
よ
う
に
マ
ン
ガ
に
お
い
て
は
「
画
面
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
も
の
に
複
数
の
レ
ヴ
ェ
ル
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
そ
れ
は
、
本
書
で
い
う
「
紙
面
」
と
「
コ
マ
」
の
ふ
た
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
画
面
」
と
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は
「
フ
レ
ー
ム
」
に
近
い
意
味
の
も
の
で
あ
る
。

も
っ
と
い
え
ば
、
マ
ン
ガ
で
は
「
フ
レ
ー
ム
」
は
、
厳
密
に
は
「
コ
マ
」
と
「
紙
面
」

の
ど
ち
ら
に
属
す
る
も
の
か
、
一
義
的
に
は
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

映
画
に
お
い
て
は
、
ス
プ
リ
ッ
ト
ス
ク
リ
ー
ン
の
よ
う
な
例
外
的
表
現
も
あ
る
も
の
の
、
基

本
的
に
「
フ
レ
ー
ム
＝
ス
ク
リ
ー
ン
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
る
映
像
を

捉
え
る
「
視
覚
の
主
体
」
で
あ
る
カ
メ
ラ
へ
の
「
一
次
的
同
一
化
」
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
マ
ン
ガ
に
お
い
て
は
、
読
者
は
「
コ
マ
＝
フ
レ
ー
ム
」
と
認
識
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、「
紙

面
＝
フ
レ
ー
ム
」
と
認
識
す
る
場
合
も
あ
る
。
双
方
を
せ
わ
し
な
く
切
り
替
え
つ
つ
読
者
は
マ

ン
ガ
を
読
ん
で
い
る
の
で
あ
る
（
※
10
）
。

　

マ
ン
ガ
表
現
を
映
画
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
論
じ
る
場
合
、
こ
う
し
た
「
フ
レ
ー
ム
の
不
確
定

性
」
と
い
う
特
徴
を
捉
え
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
「
同
一
化
技
法
」

を
「
映
画
的
手
法
」
と
捉
え
る
場
合
に
は
、
「
一
次
的
同
一
化
」
が
前
提
と
さ
れ
る
以
上
、
「
コ

マ
＝
フ
レ
ー
ム
」
と
し
て
考
え
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
実
際
に
は
先
行
す
る
コ
マ
と
後
続
す
る
コ
マ
の
関
係
を
捉
え
る
場
合
に
前
提
と
さ

れ
る
べ
き
な
の
は
、「
フ
レ
ー
ム
の
不
確
定
性
」
の
方
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
「
コ
マ
＝
フ
レ
ー

ム
」
と
い
う
把
握
の
仕
方
で
は
、
コ
マ
の
連
続
を
自
然
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
「
紙
面
＝
フ
レ
ー
ム
」
の
レ
ベ
ル
を
意
識
し
な
い
限
り
、
あ
る
コ
マ
に
後
続
す
る
コ

※９：『テヅカ・イズ・デッド』、１４３～２４６ページ。

※ 10：英語圏のマンガ研究における用語法を鑑みれば、このよう
な意味で「フレーム」という語を用いることには留保が必要だろう。
英語圏においては「コマ」に相当する概念である「panel」は、紙
面上で読みの単位となるひとまとまりの図像を指し、「frame」はそ
の枠線を指すものとして用いられるからである。あるいは「スクリー
ンの不確定性」という風に呼んだ方が、この概念の含意を正確に表
現できるかもしれない。
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マ
す
ら
見
定
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

　

た
と
え
ば
図
⑤
の
よ
う
な
紙

面
を
見
た
と
き
、
私
た
ち
は
多

少
の
戸
惑
い
を
ま
ぬ
か
れ
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

れ
は
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら

一
九
六
〇
年
代
前
半
に
か
け
て

『
少
女
ク
ラ
ブ
』
で
連
載
さ
れ
た
、

上
田
ト
シ
コ
『
フ
イ
チ
ン
さ
ん
』

か
ら
の
一
頁
で
あ
る
。
こ
こ
で

の
コ
マ
展
開
の
順
序
は
、
現
在

の
読
者
の
多
く
が
、
コ
マ
の
配

置
か
ら
予
期
す
る
読
み
の
順
序

と
は
一
致
し
な
い
だ
ろ
う
。

　

図
⑤
の
よ
う
な
例
は
、
当
時
に
お
い
て
は
ま
だ
コ
マ
の
配
置
と
読
み
の
順
序
の
関
係
づ
け
が
、
現
在
ほ
ど
洗
練
し
制
度
化
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
を
示
す
が
、
そ
の
一
方
で
、
我
々
が
読
み
の
順
序
を
見
定
め
る
上
で
、
い
か
に
コ
マ
の
紙
面
上
の
配
置
に
頼
っ
て
い
る
か
を
雄
弁

に
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

図⑤

上田トシコ『フイチンさん』第２巻 p14 

（パインウッドカンパニー、2009 年）
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コ
マ
を
読
み
進
め
る
順
序
の
予
期
は
、
複
数
コ
マ
間
の
意
味
作
用
に
関
わ
る
「
同
一
化
技
法
」
で
は
、
よ
り
一
層
重
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
伊
藤
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
読
み
の
順
序
を
統
御
す
る
上
で
は
、
「
コ
マ
か
ら
コ
マ
へ
読
者
の
視
線
を
淀
み
な
く
運
ば
せ
る
」

よ
う
な
「
視
線
誘
導
」
が
必
要
と
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
「
同
一
化
技
法
」
が
有
効
に
機
能
す
る
た
め
、
先
行
す
る
コ
マ
と
後
続
す
る
コ
マ
の

意
味
作
用
が
把
握
さ
れ
る
た
め
に
は
、
常
に
「
紙
面
＝
フ
レ
ー
ム
」
の
レ
ベ
ル
が
意
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
フ
レ
ー
ム
を
コ
マ

の
レ
ベ
ル
に
確
定
す
る
こ
と
は
原
理
的
に
困
難
な
の
で
あ
る
。

　

『
テ
ヅ
カ
・
イ
ズ
・
デ
ッ
ド
』
に
お
け
る
批
判
的
検
討
を
経
由
す
る
こ
と
で
、
「
同
一
化
技
法
」
論
を
、
マ
ン
ガ
表
現
を
分
析

す
る
上
で
の
道
具
と
し
て
読
み
換
え
る
上
で
は
、
も
は
や
こ
れ
を
「
映
画
的
手
法
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
こ

と
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
無
論
、
こ
う
し
た
読
み
換
え
は
、
竹
内
の
議
論
の
本
来
の
意
図
と
は
異
な

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
読
み
換
え
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
「
同
一
化
技
法
」
、
と
く
に
「
モ
ン
タ
ー

ジ
ュ
型
」
に
関
わ
る
議
論
は
、
手
塚
マ
ン
ガ
の
「
映
画
的
」
側
面
を
論
じ
る
に
止
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
映
画
と
は
異
な
る
マ
ン
ガ

表
現
の
固
有
性
へ
の
洞
察
を
は
ら
ん
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
伊
藤
が
、
竹
内
の
議
論
に
お
け
る
「
コ
マ
」
概
念
の
「
混

乱
」
に
焦
点
を
当
て
る
の
も
、
そ
れ
が
「
同
一
化
技
法
」
を
論
じ
る
上
で
の
「
紙
面
＝
フ
レ
ー
ム
」
レ
ベ
ル
へ
の
意
識
の
必
要

性
を
示
唆
す
る
も
の
だ
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
竹
内
の
「
同
一
化
技
法
」
論
は
、
マ
ン
ガ
の
「
映
画
的
」
な
側
面
を
説
明
づ
け
る
も
の
と
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
な
が
ら
、
む
し
ろ
、
マ
ン
ガ
表
現
の
固
有
性
を
捉
え
た
分
析
視
角
と
し
て
の
可
能
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
竹
内

の
議
論
に
関
す
る
批
判
的
な
検
討
を
整
理
し
つ
つ
明
ら
か
に
し
た
。
も
っ
と
も
、
一
連
の
「
同
一
化
技
法
」
論
が
、「
映
画
的
手
法
」

の
説
明
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
は
、
そ
も
そ
も
の
竹
内
の
議
論
の
目
的
が
、
巷
間
に
言
わ
れ
る
手
塚
マ
ン
ガ
の
「
映
画
的
手
法
」

の
具
体
的
な
検
証
に
あ
っ
た
た
め
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
『
ビ
ラ
ン
ジ
』
二
二
号
に
再
録
さ
れ
た
修
士
論
文
（
※
11
）
で
は
、「
同

※ 11：「修士論文＝手塚マンガの映画的手法 - その１」、
『ビランジ』22 号（2008 年）、135 ～ 176 ページ。
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一
化
技
法
」
の
分
類
に
、
視
点
人
物
の
頭
部
が
描
き
込
ま
れ
る
「
三
人
称
視
点
―
頭
部
表
示
型
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
後
の
議
論
で
竹
内

は
こ
の
「
頭
部
表
示
型
」
に
言
及
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
伊
藤
・
宮
本
ら
か
ら
批
判
を
受
け
も
す
る
の
だ
が
（
※
12
）
、
こ
の
修
士
論

文
を
見
れ
ば
「
同
一
化
技
法
」
が
本
来
よ
り
多
く
の
論
点
を
含
む
こ
と
は
、
竹
内
に
と
っ
て
も
自
覚
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

事
実
、
後
の
議
論
、
た
と
え
ば
「
手
塚
マ
ン
ガ
の
映
画
的
手
法
」
で
も
、
竹
内
は
「
紙
面
の
制
約
か
ら
、
全
て
の
同
一
化
技
法
に
触
れ
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
し
た
上
で
「
こ
こ
で
は
、
マ
ン
ガ
の
中
の
登
場
人
物
と
読
者
の
眼
が
完
全
に
重
な
る

0

0

0

0

0

0

同
一
化
技
法
だ
け
を
扱
う

こ
と
に
す
る
」
と
述
べ
、
議
論
の
範
疇
を
限
定
し
て
い
る
旨
の
断
り
を
入
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
「
映
画
的
手
法
・
再
考
」
な
ど
で
も
同

様
で
あ
る
。

　

で
は
な
ぜ
、
竹
内
の
議
論
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
限
定
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
か
。
竹
内
は
『
マ
ン
ガ
表
現
学
入
門
』
で
の
、
宮
本

論
文
の
指
摘
に
対
す
る
応
答
に
お
い
て
、
自
ら
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
「
読
者
へ
の
「
効
果
」
だ
け
で
な
く
、
手
塚
治
虫
と
い
う
マ
ン

ガ
家
の
視
点
意
識
の
あ
り
よ
う
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
反
論
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
竹
内
の
「
同
一
化
技
法
」
論
は
、
あ

く
ま
で
「
手
塚
マ
ン
ガ
の
映
画
的
手
法
」
の
検
証
と
い
う
目
的
の
も
と
に
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
伊
藤
・
宮
本
と
は
、
そ
も
そ

も
「
同
一
化
技
法
」
表
現
に
着
目
す
る
理
由
や
目
的
が
異
な
る
の
で
あ
る
（
※
13
）
。

　

「
三
人
称
視
点—

頭
部
表
示
型
」
を
扱
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
「
視
点
が
完
全
に
重
な
る
同
一
化
技
法
」
が
、
竹
内
の
目
的
に
合
わ
せ

て
選
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
竹
内
は
「
頭
部
表
示
型
」
に
関
し
、
修
士
論
文
を
の
ぞ
け
ば
言

及
を
怠
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
批
判
を
招
い
た
部
分
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
も
の
の
、
他
の
「
同
一
化
」
の
あ
り
方
に
気
付
い
て
い

な
い
、
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
排
除
し
て
い
る
と
い
う
批
判
を
竹
内
に
向
け
る
こ
と
は
、
実
の
と
こ
ろ
あ
ま
り
意
味
が
な
い
し
、
竹
内
の

営
為
を
否
定
す
る
も
の
と
は
な
り
得
な
い
（
※
14
）
。
少
な
く
と
も
、
伊
藤
・
宮
本
ら
の
批
判
を
読
み
解
き
、
「
視
点
」
を
め
ぐ
る
議
論
の

う
ち
に
位
置
づ
け
る
上
で
、
彼
ら
の
意
見
を
、
単
に
竹
内
の
議
論
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
お
よ
そ
生
産
的
と
は
言
え
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な
い
だ
ろ
う
。
伊
藤
ら
の
批
判
は
積
極
的
な
読
み
換
え
で
あ
り
、「
同

一
化
技
法
」
論
の
可
能
性
を
引
き
出
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
で

あ
る
が
故
に
、
そ
れ
は
異
な
る
文
脈
を
前
提
に
し
た
外
挿
的
な
も

の
に
と
ど
ま
る
。
「
同
一
化
技
法
」
を
「
映
画
的
」
な
も
の
と
見
な

す
こ
と
が
瑕
瑾
と
な
る
の
は
、
マ
ン
ガ
表
現
の
固
有
の
様
式
を
解

明
す
る
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
で
あ
り
、
マ
ン
ガ
表
現
の

「
映
画
的
」
な
側
面
を
剔
出
す
る
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
は
、

「
同
一
化
技
法
」
が
「
映
画
的
」
で
は
な
い
側
面
も
併
せ
持
つ
こ
と
は
、

問
題
視
さ
れ
る
に
当
た
ら
な
い
。
「
映
画
的
」
な
側
面
の
剔

て
き

出し
ゆ
つと

い

う
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
確
か
に
現
在
の
マ
ン
ガ
研
究
の
水
準
か
ら
す

れ
ば
、
あ
ま
り
魅
力
的
な
も
の
と
は
映
ら
な
い
が
、
そ
の
歴
史
的

役
割
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
伊
藤
・
宮
本

ら
の
批
判
が
竹
内
の
議
論
の
内
在
的
に
突
き
崩
す
よ
う
な
本
質
的

な
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
目
論
見
の

も
と
で
な
さ
れ
た
批
判
で
は
な
い
こ
と
に
は
留
意
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
。
彼
ら
の
批
判
は
、
竹
内
の
「
同
一
化
技
法
」
論
を
埋
葬

す
る
た
め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
こ
れ
を
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
た

め
に
こ
そ
行
な
わ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

※ 12：先にも触れた、宮本大人による「竹内に対する批判的言及」
にそれが現れている（以下は『ユリイカ 2008 年６月号 特集＊マンガ批
評の新展開』p57 より）。

　そこでまず押さえておくべき話としては、竹内オサムさんの提起し

た同一化問題というのがあって、竹内さんは『新宝島』を、仮想のカ

メラアイと登場人物の視点が一致するとその登場人物に読者は同一化

させられるという同一化技法を導入したからすごかったって言うわけ

ですね。この仮想のカメラアイと登場人物の視点が同一化するかしな

いか、それを最初に意識的に導入したのは誰かということに竹内さん

は異常なまでに拘泥していて、そのためにその先に議論が進まなくなっ

ていた。

※ 13：無論、このような竹内の態度自体を、手塚を規範化するも
のとして批判することもできよう。しかし、そうした論点は本稿の
趣旨から大きく外れるため、ここでは深入りしない。

※ 14：ただし、「映画的」な側面の剔出という目的のもとでの「三
人称視点 - 頭部表示型」を議論の範疇から外す、という選択自体の
妥当性は別途に問うことができるかもしれない。
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３
．
「
視
線
」
か
ら
の
「
視
点
」
論

　

前
節
に
お
い
て
、
竹
内
が
そ
の
「
同
一
化
技
法
」
論
の
範
疇
に
、
当
初
は
「
三
人
称
視
点—

頭
部
表
示
型
」
と
呼
ば
れ
る
表
現
も
含
め

て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
た
。
こ
の
表
現
に
関
し
て
は
、
竹
内
が
手
塚
の
革
新
性
や
「
映
画
的
」
な
側
面
へ
の
探
求
へ
と
突
き
進
む
中

で
置
き
去
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
「
映
画
的
」
に
マ
ン
ガ
を
捉
え
る
過
程
で
こ
ぼ
れ
落
ち
て
い
っ
た
も
の
で
あ

る
な
ら
ば
、
「
映
画
的
」
な
側
面
の
剔
出
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
離
れ
て
、
マ
ン
ガ
表
現
に
固
有
の
特
徴
を
捉
え
る
も
の
と
し
て
「
同

一
化
技
法
」
を
読
み
換
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
三
人
称
視
点—

頭
部
表
示
型
」
が
、
ひ
と
つ
の
鍵
と
な
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
「
三
人
称
視
点—
頭
部
表
示
型
」
の
よ
う
に
「
視
点
」
と
な
る
人
物
が
コ
マ
内
に
描
か
れ
る
表
現
に
つ
い
て
は
、
『
め
く
る
冒
険
』
に

お
い
て
は
「
主
観
コ
マ
」
に
お
け
る
「
身
体
離
脱
シ
ョ
ッ
ト
」
と
し
て
説
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
随
分
な
遠
回
り
に
な
っ
た
か
も
し
れ

な
い
が
、
こ
の
「
身
体
離
脱
シ
ョ
ッ
ト
」
に
関
す
る
検
討
か
ら
始
め
て
、
い
よ
い
よ
『
め
く
る
冒
険
』
に
お
け
る
「
視
点
」
論
が
、
マ
ン

ガ
論
に
お
い
て
持
つ
意
義
に
迫
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

「
身
体
離
脱
シ
ョ
ッ
ト
」
に
関
し
、
泉
は
こ
れ
が
映
画
理
論
に
お
け
る
「
半
主
観
的
映
像
」
に
近
い
も
の
で
あ
り
、「
一
見
し
て
客
観
的

映
像
の
よ
う
に
見
え
て
も
、
視
点
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
意
識
に
寄
り
添
っ
て
「
主
観
化
」
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
※
15
）
。
一
方

で
、
「
半
主
観
的
映
像
」
に
つ
い
て
は
、
ス
コ
ッ
ト
・
マ
ク
ラ
ウ
ド
の
『
マ
ン
ガ
学
』
（
岡
田
斗
司
夫
監
訳
、
一
九
九
八
）
に
お
け
る
「
見

る
た
め
の
絵
」
と
「
な
る
た
め
の
絵
」
と
い
う
区
別
を
参
照
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

観
客
に
と
っ
て
〈
半
主
観
的
映
像
〉
と
は
、
そ
こ
に
あ
る
モ
ノ
や
風
景
を
「
み
る
」
た
め
の
映
像
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ

こ
に
い
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
同
化
し
て
、
「
な
る
」
た
め
の
映
像
で
も
あ
る
の
で
す
（
※
16
）
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こ
こ
で
泉
が
、
マ
ン
ガ
論
の
言
葉
に
よ
っ
て
映
画
理
論
の
方
を
読
み
換
え
て
い
る
点
は
注
目
に
価
す
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
映
画
理

論
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
マ
ン
ガ
論
の
言
葉
を
構
築
し
よ
う
と
い
う
欲
望
や
、
映
画
と
の
関
連
づ
け
に
よ
っ
て
マ
ン
ガ
の
文
化
的
正

当
化
を
し
よ
う
と
い
っ
た
、
マ
ン
ガ
を
映
画
と
関
連
づ
け
て
論
じ
る
従
来
の
議
論
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
態
度
は
無
縁
で
あ
り
、
マ
ン
ガ

と
い
う
文
化
が
現
代
の
日
本
に
お
い
て
深
く
浸
透
し
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
う
か
が
わ
せ
る
。
ま
た
、
「
同
一
化
技
法
」
論
の
マ
ン
ガ
表

現
に
固
有
の
様
式
と
し
て
の
読
み
換
え
、
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
う
し
た
泉
の
立
場
が
評
価
で
き
る
の
も
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

こ
の
「
半
主
観
的
映
像
」
に
関
す
る
記
述
を
見
る
限
り
、
「
身
体
離
脱
シ
ョ
ッ
ト
」
が
登
場
人
物
の
「
視
点
」
に
寄
り
添
い
「
主
観
化
」

し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
も
、
「
な
る
た
め
の
絵
」
と
「
見
る
た
め
の
絵
」
が
い
か
に
弁
別
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
が
関
わ
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
弁
別
は
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

マ
ク
ラ
ウ
ド
の
『
マ
ン
ガ
学
』
に
お
い
て
は
、
デ
フ
ォ
ル
メ
の
度
合
い
が
強
く
記
号
化
さ
れ
た
図
像
ほ
ど

自
己
投
影
が
し
や
す
い
と
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
絵
の
方
が
「
な
る
た
め
の
絵
」
で
あ
り
、
写
実
的
に
描
か
れ

た
絵
の
方
が
「
見
る
た
め
の
絵
」
と
な
り
や
す
い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
め
く
る
冒
険
』
で
は
、
「
な

る
た
め
の
絵
」
と
「
見
る
た
め
の
絵
」
の
弁
別
は
、
図
像
の
紙
面
上
、
あ
る
い
は
コ
マ
内
の
位
置
関
係
と
、

そ
れ
を
捉
え
る
「
視
線
」
の
あ
り
方
の
関
わ
り
に
お
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
点
が
、
具
体
的
に
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
第
四
章
「
漫
画
の
読
み
方
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
泉
は
、

「
視
線
の
力
学
」
は
叙
事
的
な
効
果
だ
け
で
な
く
、
叙
情
的
な
効
果
に
も
影
響
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、「
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
の
向
き
が
読
者
の
ア
ン
グ
ル
に
沿
っ
て
い
る
か
、
そ
う
で
な
い
か
が
切
り
替
わ
る
だ
け
で
、
そ
の

コ
マ
に
お
け
る
主
導
権
や
主
体
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
く
」
と
述
べ
て
い
る
（
※
17
）
。

　

読
者
の
ア
ン
グ
ル
（
視
線
の
傾
き
）
に
沿
う
「
順
位
置
」
に
配
置
さ
れ
た
登
場
人
物
は
基
本
的
に
「
読
者

※ 15：上巻 p40-41

※ 16：上巻 p37

※ 17：下巻 p110
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の
視
点
に
結
び
つ
く
」
主
体
と
し
て
の
立
場
を
与
え
ら
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
「
逆
位
置
」
の
登
場
人
物
は
「
読
者
の
視
点
か
ら
へ
だ
た
る
」

客
体
の
立
場
に
あ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

　

「
読
者
の
視
点
に
結
び
つ
く
」
立
場
に
置
か
れ
る
人
物
の
図
像
、
つ
ま
り
「
な
る
た
め
の
絵
」
が
ど
れ
で
あ
る
か
の
弁
別
に
は
、
「
視
線

の
力
学
」
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
「
同
一
化
技
法
」
を
マ
ン
ガ
表
現
に
固
有
の
あ
り
方
で
論
じ
る
た
め
に
は
、
「
視
線
」
へ
の
洞
察
が
不

可
欠
で
あ
る
こ
と
は
、
前
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
こ
と
だ
が
、
『
め
く
る
冒
険
』
に
お
け
る
「
視
点
」
論
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
マ

ン
ガ
に
固
有
の
「
同
一
化
」
の
あ
り
方
を
論
じ
た
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

同
書
に
お
い
て
は
「
同
一
化
」
で
は
な
く
、「
主
観
」
と
い
う
語
彙
が
主
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
も
、
そ
の
意
味
で
は
示
唆
的
で
あ
る
。

読
者
へ
の
心
理
的
効
果
が
無
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
『
め
く
る
冒
険
』
に
お
い
て
は
、
表
現
上
の
タ
イ
プ
と
、
そ
れ
が
生
み

だ
す
効
果
の
区
別
は
明
確
に
な
さ
れ
て
い
る
（
※
18
）
。

　

『
め
く
る
冒
険
』
に
お
い
て
は
、
「
視
点
」
の
問
題
は
「
視
線
」
の
レ
ベ
ル
か
ら
捉
え
直
さ
れ
、
「
同
一
化
」
と
い
う
効
果
よ
り
も
、
そ

う
し
た
効
果
に
先
立
つ
、
コ
マ
内
の
図
像
に
関
す
る
意
味
の
理
解
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
図
像
を
、
ど

の
よ
う
な
文
脈
か
ら
理
解
す
べ
き
か
。

　

た
と
え
ば
具
体
的
に
は
、
誰
の
「
主
観
」
に
属
す
る
描
写
と
し
て
理
解
す
べ
き
か
を
探
り
あ
て
る
手
が
か
り
と
し
て
、
「
視
点
」
の
問

題
は
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
『
め
く
る
冒
険
』
で
は
、
あ
る
登
場
人
物
の
「
視
点
」
に
「
主
観
化
」
し
て
理
解
さ
れ
る
コ
マ
の
こ
と
を
「
主

観
コ
マ
」
と
呼
び
、
こ
れ
を
さ
ら
に
「
主
観
シ
ョ
ッ
ト
」
「
準
主
観
シ
ョ
ッ
ト
」
「
身
体
離
脱
シ
ョ
ッ
ト
」
「
精
神
的
イ
メ
ー
ジ
、
回
想
な
ど
」

と
い
う
よ
っ
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
し
て
い
る
。

　

「
身
体
離
脱
シ
ョ
ッ
ト
」
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
て
い
る
の
で
割
愛
す
る
が
、
他
の
み
っ
つ
の
タ
イ
プ
の
う
ち
、
前
者
ふ
た
つ
の
場
合

に
関
し
て
は
、
「
ど
こ
か
ら
視
て
い
る
か
」
、
つ
ま
り
、
ど
の
登
場
人
物
の
視
界
と
し
て
コ
マ
内
の
図
像
が
描
か
れ
て
い
る
か
が
、
「
主
観
」
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の
決
定
に
関
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
主
観
シ
ョ
ッ
ト
」
が
竹
内
の
用
語
法
に
お
け
る
「
一
人
称
視
点
」
に
相
当
す
る
の

に
対
し
、「
準
主
観
シ
ョ
ッ
ト
」
は
構
図
か
ら
仮
定
さ
れ
る
カ
メ
ラ
ア
イ
の
位
置
と
、
登
場
人
物
の
視
点
の
位
置
は
一
致
し

な
い
。
む
し
ろ
登
場
人
物
の
視
点
の
在
り
処
を
探
り
、
「
準
主
観
シ
ョ
ッ
ト
」
の
意
味
を
読
み
取
っ
て
行
く
上
で
は
、
「
仮

想
ア
ン
グ
ル
」
の
概
念
こ
そ
が
要
請
さ
れ
る
。

　

「
仮
想
ア
ン
グ
ル
」
は
「
視
線
の
力
学
」
に
お
け
る
中
心
的
な
概
念
の
ひ
と
つ
だ
が
、
こ
の
「
仮
想
ア
ン
グ
ル
」
の
確
定
は
、

コ
マ
内
に
描
か
れ
た
図
像
の
構
図
の
み
な
ら
ず
、
ノ
ド
側
か
ハ
シ
ラ
側
か
と
い
っ
た
、
コ
マ
の
紙
面
上
の
配
置
も
決
定
的

な
要
素
と
し
て
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
に「
フ
レ
ー
ム
の
不
確
定
性
」概
念
と
の
接
点
を
見
出
す
こ
と
は
容
易
だ
ろ
う
。「
準

主
観
シ
ョ
ッ
ト
」
の
扱
い
の
時
点
で
、『
め
く
る
冒
険
』
の
「
視
点
」
論
は
「
映
画
的
」
に
マ
ン
ガ
表
現
を
捉
え
る
立
場
を

大
き
く
踏
み
越
え
て
い
る
。
と
は
い
え
、
い
ず
れ
に
し
ろ
両
者
に
お
い
て
は
、
文
字
通
り
の
意
味
で
「
誰
の
目
で
ど
こ
か

ら
視
て
い
る
の
か
」
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
、
こ
こ
で
は
注
意
を
向
け
て
お
こ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
、
最
後
の
「
精
神
的
イ
メ
ー
ジ
、
回
想
な
ど
」
に
関
し
て
は
、
「
ど
こ
か
ら
視
て
い
る
か
」
よ
り
も
、「
ど

の
よ
う
に
視
え
て
い
る
か
」
つ
ま
り
「
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
」
こ
そ
が
、
「
主
観
」
の
決
定
に
関
わ
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
る
と
、『
め
く
る
冒
険
』
に
お
い
て
は
、「
主
観
」
の
決
定
に
関
し
、
ふ
た
つ
の
水
準
が
「
視
点
」

と
い
う
語
彙
の
も
と
に
ひ
と
く
く
り
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

上
巻
に
お
い
て
は
、
津
田
雅
美
『een

sy
-w

een
sy

 
モ
ン
ス
タ
ー
』（
以
下
『
ｅ
ｗ
モ
ン
ス
タ
ー
』
）
な
ど
を
取
り
上
げ
て
、「
視

点
」
の
描
き
分
け
の
問
題
が
詳
論
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
『
ｅ
ｗ
モ
ン
ス
タ
ー
』
論
に
お
い
て
は
、
も
は
や
カ
メ

ラ
的
な
意
味
で
の
「
視
点
」
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
コ
マ
内
の
図
像
が
、
ど
の
登
場
人
物
の
「
視
点
」
に

※ 18：泉は、前出の「漫画批評における視線をめぐる諸問題」でも、
映画理論における「同一化」は特定の効果を指す概念であり、その
効果を及ぼす技法のひとつである「主観ショット」とは区別される
ものであることを指摘している。
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図⑥

　『eensy-weensy モンスター』１巻ｐ 140-141

寄
り
添
い
「
主
観
化
」
さ
れ
て
い
る
か
、
つ
ま
り
、
誰
の
「
プ

ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト
視
点
」
か
ら
描
か
れ
て
い
る
か
の
弁
別
は
、

そ
の
コ
マ
が
誰
の
心
的
イ
メ
ー
ジ
に
対
応
す
る
絵
柄
で
描

か
れ
て
い
る
か
、
を
手
が
か
り
に
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
泉
は
図
⑥
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は

構
図
の
問
題
、
あ
る
い
は
カ
メ
ラ
ア
イ
的
な
意
味
で
の
「
視

点
」
は
、
左
右
に
併
置
さ
れ
る
コ
マ
が
同
一
の
場
面
で
あ

る
こ
と
を
示
す
た
め
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
の
コ
マ
が
誰
の
「
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト
視
点
」
と
意
味
づ

け
さ
れ
て
い
る
か
は
、
描
画
の
レ
ベ
ル
か
ら
読
み
解
か
れ

て
い
る
。
こ
の
『
ｅ
ｗ
モ
ン
ス
タ
ー
』
に
関
す
る
議
論
に

お
け
る
「
視
点
」
と
、
「
主
観
シ
ョ
ッ
ト
」
な
ど
で
問
題
と

さ
れ
る
「
視
点
」
を
果
た
し
て
ひ
と
く
く
り
の
も
の
と
し

て
考
え
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

結
論
か
ら
述
べ
て
お
く
な
ら
ば
、
両
者
が
異
な
る
タ
イ

プ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
事
実
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
踏

ま
え
た
と
し
て
も
、
「
視
点
」
と
い
う
概
念
で
包
括
的
に
扱

う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。『
め
く
る
冒
険
』
で
は
、
確
か
に
「
視
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点
」
「
主
観
」
を
め
ぐ
っ
て
異
な
る
位
相
の
問
題
が
ひ
と
く
く
り
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
異
な
る
の
は
、「
視
点
人
物
」

を
読
み
取
る
た
め
の
手
が
か
り
の
タ
イ
プ
で
あ
り
、
扱
わ
れ
て
い
る
の
が
「
視
点
人
物
」
の
決
定
の
問
題
で
あ
る
こ
と

に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
「
視
点
人
物
」
の
決
定
に
関
わ
る
多
様
な
道
筋
を
つ
か
み
出
し
て
い

る
こ
と
こ
そ
が
、
『
め
く
る
冒
険
』
に
お
け
る
「
視
点
」
論
の
大
き
な
成
果
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
は
「
カ
メ

ラ
と
の
一
致
」
と
い
う
「
映
画
的
な
」
レ
ベ
ル
、
あ
る
い
は
言
語
の
レ
ベ
ル
（
※
19
）
で
し
か
捉
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
視

点
人
物
」
に
関
わ
る
議
論
に
、
絵
柄
の
レ
ベ
ル
、「
心
的
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
う
手
が
か
り
か
ら
の
「
視
点
人
物
」
決
定
と

い
う
視
角
を
付
け
加
え
た
こ
と
は
、
マ
ン
ガ
を
語
る
言
葉
を
よ
り
豊
か
に
し
た
は
ず
で
あ
る
。

４
．
ま
と
め

　

本
稿
で
は
『
め
く
る
冒
険
』
の
「
視
点
」
論
に
つ
い
て
、
「
同
一
化
技
法
」
に
関
す
る
議
論
を
経
由
し
た
上
で
、
そ
の

マ
ン
ガ
論
と
い
う
場
に
お
け
る
マ
ッ
ピ
ン
グ
を
試
み
た
わ
け
だ
が
、
得
ら
れ
た
結
果
に
つ
い
て
、
以
下
に
簡
単
に
ま
と
め
、

結
び
と
し
よ
う
。
ま
ず
、
重
要
な
点
は
、「
視
点
」
の
問
題
を
語
る
際
に
、
読
者
が
ど
の
よ
う
に
「
見
る
」
の
か
と
い
う

観
点
を
導
入
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
視
線
の
力
学
」
を
前
提
と
し
た
読
み
換
え
に
よ
っ
て
、
「
同
一
化
技
法
」
論
で

は
処
理
で
き
な
か
っ
た
「
フ
レ
ー
ム
の
不
確
定
性
」
の
概
念
と
も
接
続
可
能
な
「
視
点
」
論
が
構
築
さ
れ
て
お
り
、
「
映

画
的
」
か
否
か
と
い
っ
た
問
題
が
乗
り
越
え
ら
れ
、
マ
ン
ガ
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
固
有
の
分
析
視
角
が
提
供
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
「
視
点
」
と
い
う
概
念
を
、
映
画
理
論
と
は
異
な
る
文
脈
へ
と
引
き
込
む
こ
と
に
よ
っ

て
、
コ
マ
内
の
図
像
の
意
味
づ
け
の
方
法
、
そ
れ
を
読
み
解
く
手
が
か
り
と
し
て
、
絵
柄
の
レ
ベ
ル
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ

て
い
る
か
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
も
『
め
く
る
冒
険
』
に
お
け
る
「
視
点
」
論
が
持
つ
意
義
の
ひ
と
つ
だ
ろ
う
。

※ 19：本稿では十分に取り扱うことができなかったが、「視点」お
よび「主観」に関わる議論のもうひとつの水脈として「内語」の問
題があることは忘れてはらないだろう。
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よ
り
大
き
い
観
点
か
ら
考
え
れ
ば
、「
み
る
」
と
い
う
経
験
へ
の
深
い
洞
察
を
背
景
と
す
る
『
め
く
る
冒
険
』

の
議
論
は
、
総
じ
て
構
文
論
的
に
マ
ン
ガ
表
現
を
把
握
す
る
上
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
論
点
を
提
供
す
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
視
線
の
力
学
」
を
前
提
に
し
た
構
文
論
的
な
把
握
に
基
づ
け
ば
、
コ
マ
と

コ
マ
、
図
像
と
図
像
が
ど
の
よ
う
な
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
る
か
に
応
じ
て
、
個
々
の
図
像
、
個
々
の
コ
マ

が
担
う
意
味
は
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
す
る
も
の
と
捉
え
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
立
場
に
立
て
ば
、
マ
ン

ガ
の
図
像
は
、
た
と
え
同
じ
対
象
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
互
い
が
同
じ
意
味
を
持
つ
と
は
限
ら
な
い
。

こ
う
し
た
見
方
は
記
号
還
元
主
義
的
に
マ
ン
ガ
表
現
を
解
釈
す
る
こ
と
の
限
界
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
点
も
、
『
め
く
る
冒
険
』
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
だ
ろ
う
。
泉
は
、
認
知
学
的
ア

プ
ロ
ー
チ
か
ら
こ
の
課
題
に
挑
ん
で
い
る
わ
け
だ
が
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
課
題
へ
取
り
組
む
や
り
方
は
そ
れ

ば
か
り
で
は
な
い
は
ず
だ
（
※
20
）
。
筆
者
と
し
て
は
願
わ
く
ば
『
め
く
る
冒
険
』
で
切
り
ひ
ら
か
れ
た
も
の

と
は
、
別
の
ル
ー
ト
か
ら
こ
の
課
題
へ
と
立
ち
向
か
う
こ
と
で
、
マ
ン
ガ
を
語
る
言
葉
を
よ
り
豊
か
に
す
る

こ
と
に
い
く
ら
か
の
貢
献
で
も
で
き
れ
ば
と
思
う
。

［
了
］

※ 20： た と え ば Anne Magnussen の 論 文 "The semiotics of C.S 
Peirce as a Theoritical Framework for the Understanding of Comics" 
(2000) では、パースの記号学における「解釈過程」の概念に着目し、
図像と文字、コマとコマ、といった要素間の相互作用から、マンガ
表現の意味を読み解いていく様を描写している。Magnussen のアプ
ローチは、記号還元主義的な仕方に記号学の立場から立ち向かう方
法を示唆するものとして、筆者にとっては興味深い。


