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Ｗ
・
サ
マ
セ
ッ
ト
・
モ
ー
ム

『
自
選
戯
曲
集

第
三
巻
』
へ
の
序
文

翻
訳

宮
川
誠

『
シ
ー
ザ
ー
の
妻
』
は
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
夫
人
の
『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』
か
ら
着
想
を
得
て
書
い
た
も
の

（

１

）

（

２

）

（

３

）

で
あ
る

『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』
は
こ
れ
ま
で
に
書
か
れ
た
小
説
の
中
で
最
も
見
事
な
も
の
の
一
つ
だ
。
短

。

い
小
説
だ
が
、
ラ
シ
ー
ヌ
の
悲
劇
群
と
同
時
代
の
作
品
だ
か
ら
だ
ろ
う
、
そ
の
文
体
は
抑
制
の
効
い
た
荘

（

４

）

重
な
も
の
で
、
激
し
い
恋
情
を
意
志
の
力
で
克
服
し
よ
う
と
す
る
悲
劇
的
な
主
題
が
名
状
し
が
た
い
繊
細

さ
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
る
。
こ
れ
は
全
く
新
し
い
小
説
で
、
文
学
史
の
研
究
家
に
よ
れ
ば
心
理
小
説
は
こ

の
小
さ
な
本
を
も
っ
て
嚆
矢
と
す
る
と
の
こ
と
だ
。

こ
う

し

今
の
イ
ギ
リ
ス
の
読
者
は
あ
ま
り
御
存
知
な
い
と
思
う
の
で
、
こ
こ
で
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
簡
単
に
紹

介
し
て
も
失
礼
に
は
当
た
る
ま
い
。
ク
レ
ー
ヴ
氏
は
一
目
で
激
し
い
恋
心
を
抱
い
た
人
と
結
婚
し
た
が
、

妻
が
自
分
に
感
じ
て
い
る
の
は
優
し
い
親
し
み
以
上
の
も
の
で
は
な
い
と
分
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
妻
に

対
す
る
尊
敬
と
称
讃
の
念
は
大
き
く
、
妻
か
ら
、
実
は
他
の
男
の
人
を
愛
し
て
し
ま
っ
て
ど
う
し
た
ら
良

い
の
か
悩
ん
で
い
る
、
と
苦
悶
の
な
か
助
け
を
求
め
ら
れ
た
時
、
そ
の
告
白
を
同
情
を
も
っ
て
受
け
入
れ
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る
。
ド
ラ
マ
は
、
ク
レ
ー
ヴ
氏
が
己
の
嫉
妬
心
に
打
ち
勝
と
う
と
す
る
努
力
、
夫
人
が
己
の
恋
情
を
抑
え

よ
う
と
す
る
努
力
の
中
に
展
開
す
る
。
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
夫
人
は
素
晴
し
い
手
腕
を
も
っ
て
、
こ
の
立
派

な
紳
士
の
性
格
が
徐
々
に
崩
壊
し
て
ゆ
く
様
を
描
く
。
彼
は
、
あ
の
〝
偉
大
な
世
紀
〟
の
礼
儀
作
法
を
身

（

５

）

に
付
け
、
常
に
己
の
威
厳
に
相
応
し
い
振
舞
い
を
す
べ
き
だ
と
い
う
強
い
気
持
、
即
ち
、
当
時
の
人
々
が

コ
ル
ネ
イ
ユ
か
ら
学
ん
だ
、
或
い
は
自
分
の
周
り
の
世
界
に
見
い
だ
し
た
ス
ト
イ
ッ
ク
な
勇
気
を
持
っ
て

（

６

）

い
た
。
彼
は
嫉
妬
と
い
う
軽
蔑
す
べ
き
悪
徳
を
押
し
潰
す
こ
と
が
で
き
な
い
己
に
腹
を
立
て
る
。
し
か
し

人
間
の
性
は
彼
に
あ
っ
て
も
あ
ま
り
に
強
い
も
の
だ
っ
た
。
彼
は
だ
ん
だ
ん
と
、
狭
量
で
猜
疑
心
が
強
く
、

さ
が

愚
痴
っ
ぽ
く
て
さ
も
し
い
人
に
な
っ
て
ゆ
く
。

状
況
を
語
る
作
者
の
語
り
口
は
節
度
あ
る
も
の
で
、
高
貴
な
生
ま
れ
の
人
々
に
相
応
し
く
な
い
高
ぶ
っ

た
表
現
は
避
け
ら
れ
、
最
も
激
し
い
感
情
を
語
る
時
で
も
礼
節
の
法
を
越
え
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
情

の
り

感
は
深
く
、
真
実
の
も
の
で
あ
る
。

私
は
こ
の
テ
ー
マ
を
現
代
風
に
扱
っ
て
み
た
ら
面
白
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
当
た
っ
て
い
る
と
は

思
わ
な
い
が
、
私
は
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
不
愉
快
な
人
物
ば
か
り
描
く
と
非
難
さ
れ
て
き
た
。
が
、
尊
敬

に
値
す
る
登
場
人
物
だ
け
で
成
り
立
つ
芝
居
を
書
き
た
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
テ
ー
マ
を
使

っ
て
、
高
徳
の
人
が
主
人
公
で
あ
っ
て
も
退
屈
さ
は
感
じ
さ
せ
な
い
で
、
義
務
と
貞
節
を
重
ん
ず
る
心
が

（

７

）
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最
後
に
は
激
し
い
恋
情
に
勝
利
す
る
、
そ
ん
な
芝
居
を
工
夫
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、

そ
う
思
っ
た
。

し
か
し
主
人
公
が
自
ら
の
軽
蔑
す
る
激
し
い
感
情
に
力
な
く
屈
服
す
る
芝
居
を
書
く
つ
も
り
は
な
か
っ

た
。
ク
レ
ー
ヴ
氏
は
人
間
性
に
過
大
な
要
求
を
す
る
あ
ま
り
、
幾
つ
か
小
さ
な
過
ち
を
お
か
す
。
人
間
と

は
そ
う
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
読
者
は
、
自
分
自
身
弱
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
解
っ
て
い
て
も
、
最

後
の
方
で
は
、
ク
レ
ー
ヴ
氏
に
少
々
嫌
悪
感
を
感
じ
ず
に
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
く
る
。
そ
ん
な
風
に
意
気

地
な
く
愚
痴
を
こ
ぼ
す
の
で
な
く
、
何
で
も
い
い
か
ら
思
い
き
っ
た
行
動
に
移
っ
た
ら
ど
う
だ
、
と
言
い

た
く
な
る
。
な
ん
の
根
拠
も
な
く
妻
の
不
貞
を
信
じ
込
み
、
熱
病
に
罹
っ
て
死
ん
で
し
ま
う
ク
レ
ー
ヴ
氏

に
は
苛
立
ち
を
覚
え
る
。
彼
に
は
己
に
課
し
た
英
雄
的
役
割
を
演
じ
る
だ
け
の
気
概
が
な
い
。

勇
気
と
寛
容
と
自
制
心
と
を
も
っ
て
最
後
ま
で
そ
の
役
割
を
演
じ
き
れ
る
人
間
だ
と
て
い
る
は
ず
だ
。

し
か
し
寛
容
や
自
制
心
と
い
う
美
徳
は
歳
を
取
る
に
つ
れ
て
身
に
付
く
も
の
で
、
若
者
に
は
滅
多
に
見
ら

（

８

）

れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
こ
の
劇
の
主
人
公
を
中
年
の
男
に
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
う
す
る
こ
と

（

９

）

で
別
の
効
果
も
期
待
で
き
る
―
―
若
い
妻
が
彼
の
秘
書
で
あ
る
快
活
な
若
者
に
熱
を
上
げ
る
の
が
不
自
然

（
１
０
）

で
な
く
な
る
こ
と
だ
。
私
は
か
ね
が
ね
、
分
別
も
あ
り
、
育
ち
も
良
く
、
堅
実
な
考
え
方
を
す
る
ク
レ
ー

ヴ
の
奥
方
が
、
ハ
ン
サ
ム
だ
が
気
ま
ぐ
れ
な
若
者
ヌ
ム
ー
ル
公
の
誘
惑
に
い
と
も
不
用
意
に
負
け
て
し
ま

（
１
１
）

う
こ
と
が
こ
の
作
品
の
欠
点
だ
と
感
じ
て
い
た
。
ま
あ
、
こ
ん
な
こ
と
は
日
常
茶
飯
事
な
の
か
も
し
れ
な
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い
が
、
こ
と
小
説
の
中
で
起
こ
る
と
ど
う
も
納
得
が
ゆ
か
な
い
の
だ
。

そ
し
て
、
十
七
世
紀
に
は
行
動
の
動
機
と
し
て
充
分
な
説
得
力
を
も
っ
て
い
た
貞
節
が
（
た
だ
し
私
の

考
え
で
は
こ
の
貞
節
と
は
自
尊
心
に
他
な
ら
な
い
の
だ
が

、
今
日
で
は
そ
の
力
を
失
っ
て
い
る
よ
う
な
の

）

で
、
私
は
、
ヴ
ァ
イ
オ
レ
ッ
ト
が
最
後
に
若
者
を
拒
絶
す
る
動
機
を
無
理
の
な
い
も
の
に
す
る
た
め
に
、

貞
節
で
は
な
く
愛
国
心
を
持
っ
て
き
た
。
そ
う
し
た
以
上
、
こ
の
芝
居
が
我
が
国
で
し
か
成
功
し
な
か
っ

た
の
は
当
然
で
あ
る
。
愛
国
心
は
こ
う
し
た
行
為
の
動
機
と
し
て
外
国
で
も
通
用
す
る
も
の
で
は
な
い
か

ら
だ
。
イ
ギ
リ
ス
人
が
イ
ギ
リ
ス
の
た
め
に
己
を
犠
牲
に
し
て
悔
い
な
い
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
人
や
ア
メ
リ

カ
人
の
目
に
は
い
さ
さ
か
馬
鹿
げ
た
も
の
に
映
る
よ
う
だ
。

『
シ
ー
ザ
ー
の
妻
』
は
、
ヴ
ァ
イ
オ
レ
ッ
ト
役
を
演
じ
て
く
れ
た
フ
ェ
イ
・
コ
ン
プ
ト
ン
の
素
晴
し
い
演

（
１
２
）

技
の
ゆ
え
に
、
愉
し
い
記
憶
と
し
て
私
の
心
の
中
に
残
り
続
け
る
だ
ろ
う
。
ヴ
ァ
イ
オ
レ
ッ
ト
が
恋
人
ロ

ニ
ー
に
永
遠
の
別
れ
を
告
げ
た
後
、
不
幸
の
ど
ん
底
で
そ
の
場
を
去
る
彼
の
後
ろ
姿
に
向
っ
て
腕
を
伸
ば

す
仕
種
は
、
気
品
あ
る
優
し
さ
と
哀
し
み
と
を
見
事
に
体
現
し
て
い
た
。
あ
ん
な
に
美
し
い
演
技
を
私
は

後
に
も
先
に
も
見
た
こ
と
が
な
い
。

『
ス
エ
ズ
の
東
』
は
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
劇
と
し
て
書
い
た
。
私
は
長
い
間
こ
の
種
の
も
の
に
も
手
を
染
め
て

み
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、
中
国
へ
の
旅
で
そ
れ
に
相
応
し
い
背
景
を
見
つ
け
た
の
だ
っ
た
。
過
去
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二
十
年
と
き
お
り
反
芻
し
て
き
た
物
語
の
骨
格
が
、
再
び
浮
か
ん
で
き
た
。
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
ス
ペ
ク

タ
ク
ル
劇
に
合
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
私
は
耳
を
澄
ま
せ
て
、
あ
れ
や
こ
れ
や
の
人
々
か
ら
、

私
の
計
画
に
適
し
た
小
さ
な
事
件
、
こ
の
劇
が
必
要
と
す
る
豊
か
な
色
彩
と
変
化
と
を
提
供
し
て
く
れ
る

も
の
を
集
め
た
。

こ
の
作
品
を
執
筆
す
る
に
当
た
っ
て
、
私
は
劇
作
家
と
し
て
の
生
涯
で
初
め
て
、
そ
し
て
こ
の
時
だ
け
、

創
作
ノ
ー
ト
、
下
書
き
を
作
っ
た
。
こ
れ
は
作
劇
法
を
教
え
る
先
生
方
が
是
非
や
る
よ
う
に
と
生
徒
に
勧

シ

ナ

リ

オ

め
る
こ
と
だ
が
、
私
は
常
々
そ
れ
に
は
危
険
が
伴
う
と
感
じ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
ま
で
や
っ
た
こ
と
が
な

か
っ
た
。
何
故
危
険
か
。

一
つ
は
、
心
の
中
で
劇
の
展
開
の
全
体
像
を
捉
え
る
の
が
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
想
像
力
が
劇
作
家
に

与
え
て
く
れ
る
の
は
（
少
な
く
と
も
私
の
場
合

、
重
要
な
場
面
と
幕
の
切
れ
目
と
最
後
の
場
面
だ
け
で
、

）

繋
ぎ
に
必
要
な
場
面
と
か
、
予
備
的
な
場
面
と
か
、
そ
の
他
芝
居
の
構
造
上
必
要
と
な
る
細
か
な
場
面
は

抜
け
落
ち
て
い
る
の
が
普
通
だ
。
下
書
き
で
は
、
た
と
え
御
座
な
り
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
う
し
た
場
面
の

台
詞
も
辻
褄
を
合
わ
せ
る
た
め
に
書
き
留
め
ら
れ
る
。
で
、
い
ざ
書
き
始
め
て
み
る
と
、
そ
れ
を
や
っ
た

が
ゆ
え
に
却
っ
て
二
進
も
三
進
も
行
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
の
だ
。
想
像
力
を
意
志
の

に

っ

ち

さ

っ

ち

力
で
働
か
そ
う
と
し
た
無
理
が
祟
っ
て
、
本
来
自
由
に
働
く
べ
き
想
像
力
が
働
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
を
避
け
る
に
は
、
頭
の
中
に
大
雑
把
な
考
え
だ
け
を
描
い
て
、
主
題
と
主
な
場
面
を
流
動
的
に
し
た
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ま
ま
書
き
始
め
る
の
が
良
い
、
そ
う
私
は
思
っ
て
い
る
。
劇
作
家
と
し
て
の
本
能
を
有
す
る
者
が
書
け
ば
、

後
は
自
然
な
展
開
が
或
る
場
面
か
ら
次
の
場
面
へ
と
彼
を
導
い
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
信
じ
る
べ
き
だ

し
、
本
来
そ
う
あ
る
べ
き
な
の
だ
。

さ
ら
に
、
下
書
き
を
作
る
こ
と
は
、
万
年
筆
の
中
に
住
ん
で
い
て
最
高
の
作
品
を
作
り
出
し
て
く
れ
る
、

あ
の
陽
気
で
頼
も
し
い
腕
白
小
僧
を
萎
縮
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
に
も
思
え
る
。
賢
明
な
作
家
な
ら
、
こ
の

小
僧
に
は
や
り
た
い
よ
う
に
や
ら
せ
、
自
分
の
意
図
し
た
も
の
と
は
全
く
違
う
も
の
を
此
奴
が
書
こ
う
と

こ

や
つ

し
た
ら
そ
れ
に
身
を
任
す
、
そ
れ
が
唯
一
道
理
に
適
っ
た
こ
と
だ
と
知
っ
て
い
る
。
我
々
ペ
ン
を
持
つ
者

は
つ
ま
ら
な
い
媒
介
に
過
ぎ
な
い
。
無
知
な
人
々
が
我
々
作
家
の
功
績
だ
と
思
っ
て
い
る
も
の
は
、
実
は
、

す
べ
て
こ
の
腕
白
小
僧
の
お
手
柄
な
の
だ
。

し
か
し
『
ス
エ
ズ
の
東
』
の
場
合
、
筋
が
か
な
り
複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
た
の
で
、
詳
細
な
下
書
き
を

作
っ
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
っ
た
。
こ
の
下
書
き
の
お
蔭
で
、
そ
の
後
の
執
筆
が
楽
に
な
っ
た
こ
と

は
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
劇
の
よ
う
に
、
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
で
美
し
い
風
景
が
観
客
の
目
を
楽
し
ま
せ
、
舞
台
に
現
れ
る
群
衆

が
躍
動
感
と
色
彩
感
と
を
与
え
る
芝
居
で
は
、
そ
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
が
劇
の
主
題
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の

で
き
な
い
要
素
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
が
、
今
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
私
の
経
験
不
足
か
ら
、

ス
ペ
ク
タ
ク
ル
を
意
識
す
る
あ
ま
り
、
〝
主
題
に
固
執
す
べ
し
〟
と
い
う
作
劇
の
基
本
か
ら
外
れ
た
こ
と
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が
多
少
あ
っ
た
。
で
、
こ
の
選
集
で
は
結
婚
式
の
行
列
の
場
面
は
省
く
こ
と
に
し
た
。
中
国
の
街
で
よ
く

見
ら
れ
る
こ
の
画
趣
に
富
ん
だ
情
景
は
、
観
客
を
喜
ば
す
と
思
っ
て
組
み
込
ん
だ
の
だ
が
、
物
語
と
は
全

く
関
係
な
い
。
一
方
、
第
四
場
、
暗
殺
さ
れ
か
か
っ
て
深
手
を
負
っ
た
男
が
運
び
込
ま
れ
て
く
る
場
面
―

―
中
国
人
の
群
衆
や
僧
侶
達
が
一
斉
に
部
屋
に
入
っ
て
く
る
場
面
―
―
は
、
そ
の
ス
リ
ル
と
見
慣
れ
な
い

光
景
ゆ
え
に
、
芝
居
を
観
た
人
は
き
っ
と
い
つ
ま
で
も
忘
れ
な
い
だ
ろ
う
。
恐
れ
慄
く
群
衆
の
様
子
、
小

お
の
の

声
で
交
わ
さ
れ
る
興
奮
し
た
中
国
語
の
遣
り
取
り
は
、
劇
的
な
緊
張
感
を
大
い
に
盛
り
上
げ
て
い
た
。

（
１
３
）

『
聖
な
る
炎
』
に
お
い
て
、
私
は
こ
れ
ま
で
用
い
て
き
た
台
詞
よ
り
遥
か
に
手
の
込
ん
だ
台
詞
を
使
っ
て

（
１
４
）

み
た
。
幾
つ
か
の
箇
所
で
意
図
的
に
、
登
場
人
物
達
に
、
現
実
の
暮
ら
し
の
中
な
ら
そ
の
場
の
思
い
つ
き

で
使
っ
た
で
あ
ろ
う
語
彙
や
表
現
、
遣
り
取
り
で
は
な
く
、
も
し
彼
等
に
自
分
の
考
え
を
秩
序
立
て
る
時

間
が
あ
っ
た
な
ら
使
っ
た
で
あ
ろ
う
語
彙
や
表
現
を
使
わ
せ
た
の
だ
。
何
人
か
の
偉
い
評
論
家
は
、
こ
の

台
詞
が
「
文
学
的
」
だ
、
芝
居
よ
り
も
小
説
に
向
い
て
い
る
、
と
非
難
し
た
。
確
か
に
、
私
自
身
客
席
で

聴
い
て
い
て
、
所
ど
こ
ろ
決
し
て
言
い
易
く
な
い
こ
と
は
実
感
し
た
。
し
か
し
私
は
何
も
し
な
か
っ
た
。

私
は
謂
わ
ば
賃
貸
契
約
の
切
れ
か
か
っ
た
借
家
に
住
む
人
間
な
の
だ
か
ら
、
或
る
箇
所
が
不
具
合
だ
か
ら

と
い
っ
て
改
装
し
て
く
れ
と
頼
む
ま
で
の
こ
と
は
な
い
と
思
っ
た
の
だ
。
な
お
『
聖
な
る
炎
』
の
後
に
書

い
た
作
品
で
は
再
び
、
現
代
の
演
劇
が
求
め
る
よ
う
な
自
然
な
会
話
を
使
っ
た
。

（
１
５
）
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＊

＊

＊

し
か
し
、
最
近
で
は
、
私
の
考
え
は
正
し
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
感
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
読
者

に
お
願
い
な
の
だ
が
、
暫
し
の
間
ど
う
か
我
慢
し
て
、
こ
の
〝
台
詞
の
問
題
〟
に
お
付
合
い
願
い
た
い
。

セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ン
・
ア
ー
ヴ
ィ
ン
氏
は
か
つ
て
『
戯
曲
の
書
き
方
』
と
い
う
小
著
を
出
版
し
た
。
ア
ー

（

１

６

）

（
１
７
）

ヴ
ィ
ン
氏
は
評
論
家
で
あ
る
と
同
時
に
自
ら
戯
曲
も
書
く
人
で
、
こ
の
本
は
簡
潔
だ
が
、
含
蓄
に
富
ん
だ

も
の
、
芝
居
を
書
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
人
に
は
得
る
と
こ
ろ
大
で
あ
ろ
う
。
こ
の
中
で
氏
は
芝
居
の
台

詞
、
特
に
ノ
エ
ル
・
カ
ワ
ー
ド
氏
の
芝
居
の
台
詞
に
つ
い
て
幾
つ
か
面
白
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、

（
１
８
）

要
は
カ
ワ
ー
ド
氏
の
台
詞
は
平
凡
で
退
屈
だ
と
言
う
。
劇
作
家
は
「
あ
り
ふ
れ
た
会
話
を
高
め
、
引
き
延

ば
し
、
深
め
る
べ
き
で
あ
る
。
が
、
そ
う
し
な
が
ら
も
な
お
、
あ
り
ふ
れ
た
も
の
に
聞
こ
え
る
よ
う
に
す

べ
き
」
だ
と
言
う
の
だ
。

芝
居
の
台
詞
は
徐
々
に
徐
々
に
自
然
な
も
の
、
実
際
の
会
話
に
近
い
も
の
へ
と
変
わ
っ
て
き
た
。
だ
か
ら

最
終
的
に
、
平
均
的
な
人
間
の
平
均
的
な
会
話
を
―
―
躊
躇
い
も
、
も
ぐ
も
ぐ
も
、
繰
返
し
も
―
―
そ
っ

、
、
、
、

た

め

ら

く
り
そ
の
ま
ま
写
し
た
よ
う
な
台
詞
だ
け
で
成
り
立
つ
戯
曲
が
書
か
れ
る
の
は
必
然
だ
っ
た
。
そ
れ
を
誰

よ
り
も
正
確
に
、
そ
し
て
見
事
に
や
っ
て
の
け
た
の
は
カ
ワ
ー
ド
氏
だ
ろ
う
。
し
か
し
作
家
に
と
っ
て
は

新
た
な
困
難
が
加
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
作
家
が
退
屈
で
馬
鹿
な
人
間
達
を
描
く
時
そ
の
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人
物
は
舞
台
上
で
も
退
屈
で
馬
鹿
な
者
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
そ
れ
を
見
て
い
る
観
客
は
実
生
活

で
そ
う
い
う
人
間
に
う
ん
ざ
り
す
る
よ
う
に
彼
等
に
も
う
ん
ざ
り
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。

さ
ら
に
、
自
然
な
台
詞
以
外
は
使
う
ま
い
と
決
め
て
い
る
作
家
が
、
劇
の
テ
ー
マ
を
描
き
出
し
な
が
ら

物
語
の
様
々
な
部
分
を
繋
ぎ
合
わ
そ
う
と
す
る
時
（
芝
居
の
途
中
に
は
そ
れ
自
体
興
味
を
引
け
る
は
ず
の

な
い
説
明
的
な
部
分
が
ど
う
し
て
も
出
て
く
る
、
そ
れ
が
無
い
芝
居
を
書
く
こ
と
は
不
可
能
だ
と
思
う

、
）

観
客
の
注
意
を
逸
ら
さ
な
い
で
お
く
こ
と
は
非
常
に
困
難
だ
。

が
、
も
し
不
味
い
薬
に
砂
糖
を
ま
ぶ
す
の
を
厭
わ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
容
易
と
な
る
だ
ろ
う
。
で
、

ま

ず

作
家
は
、
砂
糖
と
し
て
、
登
場
人
物
を
元
々
刺
激
的
で
面
白
い
人
物
だ
け
に
限
定
し
、
当
然
テ
ー
マ
も
第

一
幕
の
冒
頭
か
ら
最
終
幕
の
終
わ
り
ま
で
観
客
を
引
き
つ
け
る
も
の
に
限
定
す
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
作

家
が
気
の
毒
と
い
う
も
の
。
多
く
を
求
め
す
ぎ
だ
。
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
付
け
加
え
て
お
く
と
、
イ
プ
セ
ン

（
１
９
）

は
台
詞
を
自
然
な
も
の
に
近
づ
け
れ
ば
近
づ
け
る
程
ま
す
ま
す
普
通
で
は
な
い
人
物
を
扱
う
よ
う
に
な
っ

た
。私

は
、
カ
ワ
ー
ド
氏
の
や
っ
て
い
る
こ
と
と
ア
ー
ヴ
ィ
ン
氏
の
理
論
と
の
間
に
は
、
ア
ー
ヴ
ィ
ン
氏
が

考
え
て
い
る
ほ
ど
大
き
な
違
い
は
な
い
と
思
う
。
一
人
は
会
話
を
〝
模
写
し
よ
う
〟
と
努
め
、
も
う
一
人

は
会
話
を
〝
表
現
し
よ
う
〟
と
言
っ
て
い
る
だ
け
だ
。
ア
ー
ヴ
ィ
ン
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
芝
居
の
中
の
登

場
人
物
の
会
話
は

「
選
択
さ
れ
、
操
作
さ
れ
、
手
入
れ
さ
れ
た
」
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、

、
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「
文
は
上
手
す
ぎ
て
も
い
け
な
い
し
、
正
確
に
書
き
す
ぎ
て
も
い
け
な
い
。
文
法
的
に
正
確
で
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
が
、
余
り
に
非
文
法
的
で
あ
っ
て
も
な
ら
な
い
」
と
続
け
る
。
お
二
方
の
考
え
て
い
る
こ
と
は

ほ
ぼ
同
じ
な
の
だ
。
も
し
カ
ワ
ー
ド
氏
が
ち
ょ
っ
と
ば
か
り
台
詞
を
引
き
締
ま
っ
た
も
の
に
す
る
な
ら
ば
、

ア
ー
ヴ
ィ
ン
氏
が
カ
ワ
ー
ド
氏
の
台
詞
に
不
平
を
言
う
筋
合
い
は
な
く
な
る
、
そ
う
私
に
は
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
是
非
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
が
、
昨
今
の
劇
作
家
は
、
会
話
と
い
う
の
は
俗
語
が
多
く
、
短
く
、

と
り
と
め
の
な
い
も
の
だ
と
い
う
当
世
流
行
の
考
え
に
目
を
眩
ま
さ
れ
て
、
実
は
非
常
に
多
く
の
人
々
が

は

や

り

文
法
に
則
っ
て
話
し
、
語
彙
を
選
び
、
巧
み
な
表
現
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
私
の

感
ず
る
と
こ
ろ
で
は
、
も
し
ア
ー
ヴ
ィ
ン
氏
が
昼
食
の
席
で
の
御
自
身
の
会
話
を
速
記
者
に
書
き
取
ら
せ

て
お
読
み
に
な
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に
文
章
言
葉
に
近
い
も
の
か
を
知
っ
て
驚
く
だ
ろ
う
。

今
の
芝
居
の
台
詞
の
あ
り
方
は
、
教
養
あ
る
言
葉
で
自
分
の
考
え
を
表
現
し
て
い
る
人
々
を
登
場
人
物

と
し
て
取
り
上
げ
に
く
く
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
イ
ギ
リ
ス
人
は
言
葉
足
ら
ず
の
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
、
が
、
当
節
の
劇
作
家
が
そ
う
思
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
ほ
ど
言
葉
足
ら
ず
で
は
な
い
。
弁
護
士

や
医
者
や
政
治
家
、
或
い
は
聖
職
者
の
会
話
に
耳
を
傾
け
て
み
れ
ば
、
も
し
そ
れ
が
芝
居
の
台
詞
と
し
て

使
わ
れ
た
な
ら
き
っ
と
わ
ざ
と
ら
し
い
と
言
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
会
話
を
極
自
然
に
交
わ
し
て
い
る
こ
と
に

気
づ
く
だ
ろ
う
。
現
代
の
戯
曲
の
台
詞
は
実
際
の
生
活
と
は
不
釣
合
い
な
ほ
ど
平
易
化
さ
れ
た
、
こ
う
言

っ
て
よ
け
れ
ば
、
一
杯
飲
み
屋
で
聞
か
れ
る
も
の
な
の
だ
。
こ
れ
は
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。

カ

ク

テ

ル

バ

ー
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何
故
な
ら
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
今
日
の
芝
居
は
人
々
の
生
活
の
重
大
問
題
や
深
遠
な
思
想
に
言
及

で
き
な
い
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
海
外
の
評
論
家
が
し
ば
し
ば
イ
ギ
リ
ス
の
演
劇
を
子
供
っ
ぽ
い
と
批
判

す
る
の
は
こ
の
所
為
だ
と
思
う
。
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
の
劇
作
家
は
私
達
ほ
ど
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
と

せ

い

を
区
別
し
な
い
ら
し
い
。
だ
か
ら
彼
等
は
、
〝
リ
ア
リ
ズ
ム
〟
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
私
達
と
は
違
っ
て
、

精
神
的
な
テ
ー
マ
を
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。

映
画
は
現
代
の
散
文
劇
よ
り
遥
か
に
多
く
の
こ
と
を
遥
か
に
上
手
に
表
現
で
き
る
。
そ
う
し
た
面
で
芝

居
が
映
画
と
張
り
合
お
う
と
し
て
も
無
駄
な
だ
け
だ
。
も
し
散
文
劇
が
生
き
存
え
よ
う
と
す
る
な
ら
、
映

い

な
が
ら

画
が
演
劇
に
敵
わ
な
い
こ
と
に
そ
の
題
材
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
映
画
の
出
現
に
よ
っ
て
、
舞
台

上
の
肉
体
的
な
動
き
は
少
な
か
ら
ず
つ
ま
ら
な
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
芝
居
は
動
き
に

ア
ク
シ
ョ
ン

ア
ク
シ
ョ
ン

依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
芝
居
は
純
粋
に
心
理
的
な
動
き
を
描
く
も
の
に
な
っ
て
ゆ
か
な

ア
ク
シ
ョ
ン

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
私
に
は
そ
う
思
わ
れ
る
。

で
、
も
し
劇
作
家
が
人
間
の
心
理
状
態
や
魂
の
有
り
様
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
と
き
現
在
芝
居
で
使
わ

あ

よ
う

れ
て
い
る
よ
う
な
味
気
な
い
台
詞
し
か
使
わ
な
い
な
ら
、
最
初
か
ら
不
必
要
な
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
負

う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
登
場
人
物
が
、
私
達
が
〝
日
常
使
う
自
然
な
言
葉
〟
で
は
な
く
、
彼
等
の
本

当
の
思
い
、
考
え
抜
か
れ
た
思
い
を
ど
う
表
現
し
た
ら
良
い
の
か
分
か
っ
た
う
え
で
使
う
言
葉
を
使
っ
て

い
け
な
い
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
〝
自
然
な
台
詞
〟
に
慣
れ
た
観
客
は
、
お
そ
ら
く
最
初
は
戸
惑
う
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だ
ろ
う
。
し
か
し
、
観
客
を
宥
め
賺
す
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
有
無
を
言
わ
せ
ず
こ
の
形
を
受

な
だ

す
か

け
入
れ
さ
せ
る
こ
と
だ
と
て
出
来
な
い
こ
と
は
な
か
ろ
う
。
演
劇
と
い
う
の
は
他
の
芸
術
と
同
じ
で
審
美

的
活
動
の
一
つ
で
あ
る
。
羊
の
腿
肉
よ
り
牛
の
腰
肉
を
好
む
人
が
い
る
よ
う
に
、
写
実
主
義
的
戯
曲
よ
り

も
も
に
く

サ
ー
ロ
イ
ン

古
典
的
で
格
式
張
っ
た
戯
曲
を
好
む
人
も
い
る
の
だ
。
〝
自
然
な
台
詞
〟
が
行
き
着
く
と
こ
ろ
ま
で
行
っ

て
し
ま
っ
た
今
、
必
ず
し
も
現
代
の
話
し
方
を
写
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
漠
然
と
そ
れ
を
表
現

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
台
詞
で
は
な
く
て
、
堅
苦
し
く
は
あ
っ
て
も
、
意
味
を
伝
え
る
べ
く
考
え
抜
か
れ

た
台
詞
を
試
し
て
み
る
こ
と
に
は
充
分
価
値
が
あ
る
、
そ
う
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
、
人
間
が
理
性
で
動
く
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
私
に
も
解
っ
て
い
る
。
誤
っ
た
道
を
進
ん
で
い
る

演
劇
の
世
界
に
方
向
転
換
を
求
め
よ
う
と
す
る
な
ら
、
感
情
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ

で
、
心
優
し
い
読
者
諸
兄
に
、
芝
居
の
登
場
人
物
が
ど
ん
な
に
厳
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
る
か
を
考
え
て

い
た
だ
き
た
い
。

我
々
浮
世
に
暮
ら
す
能
天
気
な
人
間
は
衝
動
の
ま
ま
に
行
動
し
て
い
る
が
、
芝
居
の
登
場
人
物
に
は
そ

ん
な
自
由
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
〝
必
要
〟
が
鋼
鉄
の
腕
で
彼
を
し
っ
か
り
と
摑
ま
え
て
離
さ
な
い
の
だ
。

劇
の
進
行
上
必
要
な
理
由
な
し
に
は
散
歩
に
行
け
な
い
。
そ
こ
に
い
る
必
要
が
な
く
な
る
ま
で
は
部
屋
を

出
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
納
得
で
き
る
理
由
な
し
に
は
或
る
椅
子
か
ら
別
の
椅
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子
へ
移
動
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
。
机
の
引
出
し
に
銃
が
置
い
て
あ
れ
ば
ほ
と
ん
ど
の
場

合
そ
れ
で
自
殺
す
る
。
第
一
幕
で
の
悩
み
は
ほ
ぼ
確
実
に
終
幕
で
の
死
に
繋
が
る
。
水
車
の
た
め
に
水
が

引
か
れ
て
い
た
り
近
く
に
池
が
あ
れ
ば
き
っ
と
そ
こ
に
身
を
投
げ
る
。
山
や
崖
を
登
れ
ば
首
の
骨
を
折
る

の
は
疑
い
な
い
。
競
馬
で
或
る
馬
に
賭
け
れ
ば
そ
の
馬
は
必
ず
負
け
る
。
株
式
市
場
に
波
乱
が
あ
れ
ば
破

産
す
る
こ
と
必
定
だ
。
彼
の
信
念
が
ど
ん
な
に
立
派
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
偶
然
孤
島
に
置
き
去
り
に
さ

プ
リ
ン
シ
プ
ル

れ
た
り
、
あ
る
い
は
車
が
故
障
し
て
見
知
ら
ぬ
街
の
ホ
テ
ル
に
泊
ま
る
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
こ
に
女
性
が

い
れ
ば
、
た
と
え
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
女
性
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
彼
女
と
親
密
な
関
係
を
持
た

ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
結
果
、
策
士
や
強
請
屋
の
い
い
餌
食
と
な
っ
て
、
不
幸
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

ゆ

す

り

や

ま
た
、
家
庭
に
幸
福
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
妻
が
歳
を
取
っ
て
い
れ
ば
彼
を
苛
め
る
か
退
屈
さ

せ
る
。
妻
が
若
け
れ
ば
不
倫
を
働
く
。
親
と
し
て
の
喜
び
も
与
え
ら
れ
な
い
。
低
い
と
言
わ
れ
る
フ
ラ
ン

ス
の
出
生
率
が
や
た
ら
に
高
く
思
え
る
ほ
ど
、
芝
居
の
登
場
人
物
が
子
供
を
持
っ
て
い
る
確
率
は
低
い
。

ド
ラ
マ
テ
ィ
ス

ペ

ル

ソ

ー

ニ

万
一
息
子
が
い
た
と
し
て
も
頭
痛
の
種
で
、
小
切
手
を
偽
造
す
る
か
女
中
と
問
題
を
起
こ
す
。
あ
る
い
は

そ
う
し
た
問
題
は
起
こ
さ
な
い
ま
で
も
、
僕
の
こ
と
は
放
っ
と
い
て
く
れ
、
余
計
な
お
節
介
だ
と
宣
い
、

ほ

の
た
ま

彼
を
惨
め
な
気
持
に
さ
せ
る
。
仮
に
娘
が
い
た
と
し
て
も
、
期
待
で
き
る
の
は
精
々
、
彼
が
良
し
と
し
な

い
男
と
結
婚
す
る
と
言
い
出
す
こ
と
く
ら
い
で
、
も
っ
と
あ
り
そ
う
な
の
は
、
男
に
誘
惑
さ
れ
、
自
ら
喜

ん
で
男
の
情
婦
に
な
る
こ
と
だ
。
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私
は
、
文
明
の
進
展
が
彼
の
運
命
を
幾
分
か
軽
く
し
て
く
れ
た
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
今

（
２
０
）

で
は
、
自
分
の
部
屋
に
若
い
女
性
を
お
茶
に
招
い
て
も
、
彼
女
の
評
判
が
落
ち
る
の
を
危
惧
す
る
必
要
は

な
い
。
通
り
か
か
っ
た
知
合
い
に
見
つ
か
る
の
で
は
と
心
配
す
る
こ
と
な
し
に
、
公
の
場
で
可
愛
い
女
性

に
キ
ス
す
る
こ
と
だ
っ
て
で
き
る
。
軽
率
に
書
き
殴
っ
た
手
紙
を
ど
こ
に
置
い
て
お
い
て
も
、
そ
れ
が
見

つ
か
る
こ
と
は
な
い
。
誰
か
に
緊
急
に
会
い
た
い
と
思
え
ば
、
き
っ
と
彼
の
方
か
ら
や
っ
て
来
る
。
話
し

中
で
あ
る
こ
と
を
心
配
せ
ず
に
友
達
に
電
話
が
で
き
る
ば
か
り
か
、
そ
の
友
達
は
必
ず
受
話
器
を
手
に
持

っ
て
彼
の
電
話
を
待
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
呼
び
鈴
を
鳴
ら
し
た
と
き
召
使
い
が
そ
れ
に
応
え
る
素
早

さ
は
驚
く
ば
か
り
で
、
お
茶
あ
る
い
は
ハ
イ
ボ
ー
ル
を
飲
み
た
い
と
言
え
ば
瞬
く
間
に
持
っ
て
き
て
く
れ

る
。
最
後
に
も
う
一
つ
。
煙
草
が
吸
い
た
く
な
っ
た
時
シ
ガ
レ
ッ
ト
ケ
ー
ス
の
煙
草
が
切
れ
て
い
る
こ
と

は
な
い
し
、
ラ
イ
タ
ー
が
点
か
な
い
こ
と
も
絶
対
に
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
は
彼
の
人
生
の
重
大
事
に
比
べ
た
ら
ほ
ん
の
些
細
な
慰
め
で
し
か
な
い
。
か

つ
て
の
芝
居
の
登
場
人
物
は
、
無
韻
詩
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
長
大
な
韻
文
を
も
っ
て
観
客
の
心
か

ら
哀
れ
み
や
怖
れ
を
取
り
去
り
、
そ
れ
を
浄
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
観
客
は
、
過
度
の
心

配
を
す
る
こ
と
な
し
に
、
友
人
や
知
合
い
の
不
幸
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
た
。
一
流
の
評
論
家
が
力
説
す
る

よ
う
に
、
こ
れ
こ
そ
が
悲
劇
の
目
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
現
在
で
は
、
こ
の
慰
め
が
登
場
人
物
に
与
え
ら

れ
る
こ
と
は
絶
対
な
い
。
韻
文
で
語
り
か
け
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た
登
場
人
物
は
、
今
や
、
文
の
途
中
で
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言
う
の
を
止
め
た
り
、
文
法
的
に
お
か
し
な
耳
障
り
な
表
現
を
使
っ
た
り
、
無
意
味
な
間
投
詞
を
多
用
し

や

た
り
、
肩
を
竦
め
た
り
、
腕
を
振
っ
た
り
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
恐
ろ
し
く
残
酷
な
こ
と
で
は
あ

る
ま
い
か
。

直
に
『
報
い
ら
れ
た
も
の
』
の
上
演
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
時
、
私
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
え
て
、
こ

じ
き

（
２
１
）

れ
は
私
の
最
後
か
ら
二
つ
目
の
戯
曲
と
な
る
だ
ろ
う
と
語
っ
た
。
が
、
こ
れ
は
私
個
人
に
し
か
関
係
の
な

い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
た
か
ら
、
ま
る
で
有
名
ボ
ク
サ
ー
が
リ
ン
グ
を
去
る
こ
と
を
表
明
し
た
か
の
よ
う

に
世
間
が
大
騒
ぎ
し
た
こ
と
に
驚
い
た
。
一
週
間
、
夜
明
け
か
ら
露
の
降
り
る
夜
半
ま
で
、
私
は
自
宅
の

居
間
で
世
界
中
か
ら
次
々
と
遣
っ
て
来
る
報
道
陣
の
相
手
を
す
る
破
目
に
な
っ
た
。
彼
等
は
、
ヘ
ブ
リ
デ

ィ
ー
ズ
諸
島
の
北
の
端
か
ら
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
シ
ド
ニ
ー
か
ら
、
カ
ナ
ダ
の
ト
ロ
ン
ト
か
ら
、
ブ
エ

（
２
１
）

ノ
ス
ア
イ
レ
ス
（
我
々
映
画
フ
ァ
ン
に
は

で
お
馴
染
み
の
場
所
）
か
ら
、

TH
E

W
H

ITE
SLAVE

TRAFF
IC

（
２
２
）

そ
し
て
ジ
プ
シ
ー
楽
団
と
便
秘
に
効
く
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
「
フ
ナ
デ
ィ
・
ヤ
ー
ノ
シ
ュ
」
で
名
高
い

ハ
ン
ガ
リ
ー
の
ブ
ダ
ペ
ス
ト
か
ら
も
遣
っ
て
来
た
。
英
語
の
言
い
回
し
を
使
う
な
ら
、
私
は
〝
豆
を
こ
ぼ

し
て
し
ま
っ
た
〟
の
だ
。
幾
つ
か
の
大
新
聞
か
ら
の
電
話
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
接
触
が
あ
っ
た
と

（
２
３
）

し
て
も
、
朝
食
に
は
何
を
食
べ
る
か
と
か
、
〝
モ
ダ
ン
な
少
女
〟
に
つ
い
て
ど
う
思
う
か
と
か
、
そ
れ
も

無
料
で
か
、
呉
れ
た
と
し
て
も
精
々
十
五
ギ
ニ
ー
、
二
十
ギ
ニ
ー
、
多
く
て
三
十
ギ
ニ
ー
の
謝
礼
し
か
呉
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れ
ず
に
、
私
の
〝
辛
辣
な
意
見
〟
を
求
め
た
新
聞
社
が
、
で
あ
る
。
私
は
誰
に
も
言
わ
ず
に
お
け
ば
良
か

っ
た
、
あ
る
い
は
最
初
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
さ
れ
た
記
者
に
絶
対
に
口
外
し
な
い
よ
う
に
誓
わ
せ
れ
ば
良
か

っ
た
と
思
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
何
人
も
の
記
者
に
何
度
も
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
の
は
退
屈

だ
っ
た
。
記
者
の
方
も
そ
れ
は
望
ん
で
お
ら
ず
、
各
々
が
特
ダ
ネ
を
欲
し
が
っ
た
。
暫
く
前
の
こ
と
だ
が
、

あ
る
利
口
な
男
が
、
沢
山
の
作
家
に
、
自
分
の
用
意
し
た
粗
筋
で
小
説
を
書
く
よ
う
に
と
説
い
て
廻
っ
た
。

作
家
そ
れ
ぞ
れ
が
同
じ
粗
筋
を
ど
う
処
理
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
っ
た
小
説
を
書
き
上
げ
る
の
を
見
て
読

者
は
喜
ぶ
だ
ろ
う
と
い
う
わ
け
だ
。
私
は
同
じ
筋
か
ら
異
な
っ
た
物
語
を
た
っ
た
一
人
で
作
り
上
げ
な
け

（
２
４
）

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

私
の
言
い
た
か
っ
た
の
は
実
際
き
わ
め
て
簡
単
な
こ
と
で
あ
る
。
数
年
の
間
私
の
心
の
中
に
は
四
つ
の
作

品
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
書
き
終
え
た
ら
劇
作
家
と
し
て
現
役
を
引
退
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
現
役
を
引

退
す
る
た
め
に
の
み
こ
れ
ら
の
作
品
を
準
備
し
て
い
た
と
言
っ
て
も
い
い
。
何
故
な
ら
ど
れ
一
つ
と
し
て

成
功
し
そ
う
に
は
思
え
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
一
度
失
っ
た
人
気
を
取
り
戻
す
の
が
劇
作
家
に
と
っ
て
ど
ん

な
に
難
し
い
こ
と
か
、
私
は
分
か
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
『
聖
な
る
炎
』
と
『
わ
が
家
の
稼
ぎ
手
』
が
か
な

り
の
成
功
を
収
め
た
の
に
は
と
て
も
驚
い
た
。
し
か
し
『
報
い
ら
れ
た
も
の
』
に
は
何
も
期
待
し
て
い
な

か
っ
た
。
こ
の
作
品
の
リ
ハ
ー
サ
ル
を
私
は
、
こ
う
し
た
ら
面
白
く
な
る
だ
ろ
う
な
、
人
気
が
出
る
だ
ろ



- 17 -

う
な
と
考
え
な
が
ら
、
楽
し
ん
で
眺
め
て
い
た
。
こ
の
劇
を
観
た
同
業
者
な
ら
、
ど
こ
に
手
を
加
え
れ
ば

良
か
っ
た
の
か
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
が
ど
ん
な
に
簡
単
な
こ
と
だ
っ
た
か
お
判
り
だ
ろ
う
。
要
は
、
芝

居
の
決
定
的
な
場
面
で
登
場
人
物
の
行
動
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
、
彼
等
を
ち
ょ
っ
と
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル

に
変
え
る
だ
け
で
良
か
っ
た
の
だ
。
そ
う
す
れ
ば
全
て
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
戦

争
は
不
幸
な
出
来
事
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
神
様
は
天
に
居
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
世
は
全
て

順
調
に
動
い
て
い
る
、
何
を
思
い
悩
む
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
ハ
ド
ッ
ク
・
ア
・
ラ
・
ク
リ
ー
ム
を
食
べ
て

（
２
５
）

ダ
ン
ス
を
す
れ
ば
今
宵
も
素
敵
な
晩
に
な
る
、
―
―
そ
う
感
じ
な
が
ら
観
客
は
劇
場
を
後
に
し
た
は
ず
だ
。

し
か
し
、
そ
れ
は
私
が
書
き
た
い
芝
居
で
は
な
か
っ
た
。

『
知
ら
れ
ざ
る
も
の
』
は
大
戦
直
後
に
上
演
さ
れ
た
。
で
、
当
時
の
状
況
の
お
蔭
で
或
る
程
度
成
功
し
た

（
２
６
）

も
の
の
、
実
は
こ
の
結
果
は
私
に
は
予
想
外
だ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
リ
ハ
ー
サ
ル
で
判
明
し
た
の
だ
が
、

こ
の
劇
の
構
成
に
は
私
自
身
見
え
て
い
な
か
っ
た
欠
陥
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
私
は
こ
の
劇
で
、
何
年

も
前
に
書
い
て
今
で
は
す
っ
か
り
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
小
説
『
英
雄
』
で
扱
っ
た
テ
ー
マ
を
再
び
取
り
上

（
２
７
）

げ
た
。
私
が
頭
に
描
い
て
い
た
劇
で
は
、
互
い
に
愛
し
合
う
若
者
が
、
一
方
の
素
朴
な
信
仰
に
対
し
て
も

う
一
方
の
信
仰
喪
失
ゆ
え
に
別
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
、
そ
の
心
の
葛
藤
に
中
心
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が

驚
い
た
こ
と
に
、
演
じ
ら
れ
て
み
る
と
、
劇
の
中
心
は
、
二
人
の
個
人
的
な
関
係
性
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
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二
人
の
間
の
宗
教
論
争
に
あ
っ
た
の
だ
。
だ
か
ら
結
果
的
に
こ
の
劇
は
第
二
幕
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
続
く
第
三
幕
は
意
味
が
な
い
。
私
は
第
三
幕
に
重
要
性
を
与
え
よ
う
と
あ
れ
こ
れ
頭
を
絞
っ
た
が
、

結
局
何
も
良
い
考
え
は
浮
か
ば
な
か
っ
た
。

『
シ
ェ
ピ
ー
』
は
多
く
の
批
評
家
を
困
惑
さ
せ
た
。
中
に
は
、
私
が
問
題
提
起
を
し
て
い
な
が
ら
そ
れ
を

解
決
し
て
い
な
い
、
と
非
難
す
る
者
も
い
た
。
不
思
議
な
こ
と
だ
が
、
彼
等
は
演
劇
の
原
理
が
判
っ
て
い

な
い
の
だ
。
劇
作
家
が
や
ろ
う
と
す
る
の
は
、
或
る
状
況
を
取
り
上
げ
て
、
そ
こ
か
ら
劇
的
価
値
の
あ
る

も
の
を
で
き
る
だ
け
絞
り
だ
そ
う
と
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
私
は
『
シ
ェ
ピ
ー
』
を
問
題
劇
と
し
て
書

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
敢
え
て
言
え
ば
、
冷
笑
的
な
喜
劇
と
な
る
よ
う
書
い
た
。
書
き
な
が
ら
、
最
後
の

場
面
が
も
し
か
す
る
と
観
客
に
不
快
感
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
に
は
気
づ
い
て
い
た
。
が
、
私
と

し
て
は
、
そ
こ
ま
で
の
ス
ト
ー
リ
ー
全
体
を
通
し
て
同
様
の
趣
旨
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
、
シ
ェ
ピ

ー
の
混
乱
し
た
頭
に
あ
あ
し
た
幻
覚
が
浮
か
ぶ
の
を
描
い
て
も
、
観
客
に
多
く
を
求
め
す
ぎ
る
こ
と
に
は

な
る
ま
い
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
実
際
に
は
観
客
も
批
評
家
同
様
困
惑
し
た
。
そ
れ
を
認
め
な
い
の
は

愚
か
だ
ろ
う
。
私
は
最
早
自
分
が
劇
場
に
足
を
運
ん
で
く
れ
る
大
衆
と
接
点
が
無
く
な
っ
て
い
る
の
を
意

識
し
た
。
こ
れ
は
大
抵
の
劇
作
家
に
い
つ
か
は
起
こ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
予
兆
は
受
け
入
れ
る
の
が
賢

明
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
な
っ
た
時
が
引
退
す
る
潮
時
な
の
だ
。
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＊

＊

＊

引
退
し
た
と
き
私
は
吻
っ
と
し
た
気
持
だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
数
年
の
間
に
、
私
は
芝
居
に
必
要
な
約
束

ほ

事
に
縛
ら
れ
る
の
に
う
ん
ざ
り
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
芝
居
に
は
限
界
が
あ
る
。
人
間
に
つ
い
て
広

く
知
る
よ
う
に
な
り
、
年
齢
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
寛
容
と
（
も
し
か
す
る
と
）
知
恵
を
身
に
付
け
た
私
に

は
、
一
人
の
人
間
を
芝
居
が
要
求
す
る
よ
う
な
輪
郭
の
は
っ
き
り
し
た
も
の
と
し
て
描
く
こ
と
が
難
し
く

感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
演
劇
法
の
第
一
条
は
狙
っ
た
的
か
ら
目
を
外
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
人
生
経
験
が
豊
か
に
な
る
と
、
そ
の
的
の
周
り
に
あ
る
様
々
な
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
に
魅
力
的
に

感
じ
ら
れ
、
そ
の
あ
と
も
追
っ
て
み
た
い
と
い
う
誘
惑
に
逆
ら
う
の
が
辛
く
な
る
。

私
は
こ
の
序
文
で
既
に
、
現
実
の
会
話
を
写
す
と
言
い
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
何
も
表
現
で
き
な
い
で
い
る

今
の
芝
居
の
台
詞
が
、
ど
ん
な
に
退
屈
な
も
の
で
あ
る
か
を
述
べ
た
。
あ
れ
は
一
種
の
速
記
だ
。
そ
の
速

記
を
頼
り
に
観
客
は
登
場
人
物
の
考
え
や
感
情
を
推
測
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
人
間
の
も
つ
性
質
の
複

雑
さ
を
考
え
る
な
ら
、
舞
台
の
登
場
人
物
は
数
学
の
記
号
程
度
の
実
態
し
か
も
っ
て
い
な
い
と
感
じ
ざ
る

を
得
な
い
。
芝
居
を
進
め
る
う
え
で
必
要
な
も
の
以
外
は
全
て
切
り
捨
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

さ
ら
に
、
た
と
え
作
家
が
こ
う
し
た
芝
居
の
弱
点
に
耐
え
ら
れ
る
気
質
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
自

分
と
観
客
と
の
間
に
割
っ
て
入
る
役
者
や
演
出
家
と
い
う
邪
魔
者
を
甘
ん
じ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
だ
ろ
う

か
。
小
説
や
詩
の
作
者
と
読
者
と
の
間
に
在
る
親
密
な
関
係
を
、
芝
居
に
お
い
て
望
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
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戯
曲
を
舞
台
に
掛
け
る
こ
と
は
商
売
で
あ
る
。
そ
の
時
必
要
と
な
る
制
作
や
演
出
と
い
っ
た
仕
事
は
、
自

ビ
ジ
ネ
ス

身
が
役
者
の
経
験
を
持
っ
て
い
な
い
限
り
、
劇
作
家
本
人
に
な
か
な
か
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ

が
演
出
家
と
い
う
人
種
は
、
ま
あ
当
然
か
も
し
れ
な
い
が
、
脚
本
を
自
分
が
芸
術
活
動
を
行
な
う
一
つ
の

手
段
く
ら
い
に
し
か
見
な
し
て
い
な
い
か
ら
、
作
者
の
意
図
に
忠
実
な
舞
台
を
作
る
こ
と
に
専
心
し
て
く

れ
る
よ
う
な
高
潔
な
人
間
は
滅
多
に
見
ら
れ
な
い
。
彼
の
創
り
出
す
芝
居
が
作
家
の
書
い
た
も
の
よ
り
も

良
い
も
の
に
な
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
飽
く
ま
で
異
な
っ
た
芝
居
だ
。
虚
栄

心
の
強
い
、
ひ
ど
い
演
出
家
に
な
る
と
、
恐
ろ
し
い
こ
と
を
し
で
か
す
。
多
く
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
持
ち
合

わ
せ
な
い
演
出
家
は
、
自
分
が
こ
れ
だ
と
思
っ
た
一
つ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
に
不
当
に
重
要
性
を
持
た
せ
て
し

ま
う
の
だ
。
独
善
的
な
演
出
家
が
必
然
性
や
劇
的
効
果
を
犠
牲
に
し
て
で
も
や
る
と
言
っ
て
聞
か
な
か
っ

た
、
み
す
ぼ
ら
し
い
公
演
に
苦
し
ん
だ
経
験
を
持
た
な
い
作
家
は
い
な
い
。

よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
だ
が
、
良
い
役
者
は
自
分
の
演
ず
る
役
か
ら
作
者
が
書
い
た
以
上
の
も
の
を
引
き

出
せ
る
。
こ
れ
は
疑
い
も
な
く
正
し
い

（
が
、
よ
り
頻
繁
に
起
こ
っ
て
い
る
の
は
、
下
手
な
役
者
が
作
者

。

の
書
き
込
ん
だ
も
の
を
ほ
と
ん
ど
引
き
出
せ
な
い
こ
と
で
あ
る

）

し
か
し
こ
れ
は
作
者
に
と
っ
て
必
ず

。

し
も
喜
ぶ
べ
き
こ
と
と
は
思
え
な
い
。
私
は
か
つ
て
パ
ト
リ
ッ
ク
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
夫
人
が
ヘ
ダ
ー
・
ガ
ー

（
２
８
）

ブ
ラ
ー
を
素
晴
し
く
演
じ
た
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
が
、
も
し
あ
れ
を
イ
プ
セ
ン
本
人
が
見
て
い
た
ら
逆

（
２
９
）

上
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
彼
女
が
作
者
の
考
え
も
し
な
か
っ
た
も
の
を
余
り
に
も
多
く
役
に
込
め
た
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た
め
、
作
者
が
描
い
た
人
物
は
完
全
に
消
え
て
し
ま
っ
て
い
た
か
ら
だ
。

そ
う
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
私
の
戯
曲
の
登
場
人
物
を
演
じ
て
く
れ
た
俳
優
の
皆
さ
ん
に
私
が
感
謝

し
て
い
な
い
と
は
取
ら
な
い
で
欲
し
い
。
こ
の
第
三
巻
の
戯
曲
の
中
だ
け
で
も

『
知
ら
れ
ざ
る
も
の
』
の

、

ハ
イ
デ
ィ
ー
・
ラ
イ
ト

『
報
い
ら
れ
た
も
の
』
の
ミ
ス
・
フ
ロ
ー
ラ
・
ロ
ブ
ス
ン
が
見
せ
て
く
れ
た
よ
う

、

（
３
０
）

（
３
１
）

な
感
動
的
な
演
技
は
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
が
な
い
。
私
の
初
期
の
作
品
が
成
功
を
収
め
ら
れ
た
の
は
マ
リ

ー
・
テ
ン
ペ
ス
ト
の
巧
み
で
コ
ミ
カ
ル
な
演
技
や
、
ア
イ
リ
ー
ン
・
ヴ
ァ
ン
ブ
ル
ー
の
多
彩
な
才
能
の
お

（
３
２
）

（
３
３
）

蔭
で
あ
る
。
ミ
ス
・
フ
ェ
イ
・
コ
ン
プ
ト
ン
に
つ
い
て
は
既
に
第
二
巻
の
序
文
で
述
べ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。

ミ
ス
・
グ
ラ
デ
ィ
ス
・
ク
ー
パ
ー
に
も
大
変
な
恩
義
が
あ
る
。
彼
女
は
今
で
も
初
め
て
舞
台
に
登
場
し
た

（
３
４
）

頃
と
同
じ
よ
う
に
美
し
い
ば
か
り
か
、
驚
く
べ
き
多
様
性
を
持
ち
、
感
情
表
現
豊
か
で
、
か
つ
繊
細
さ
を

備
え
て
い
る
。
彼
女
が
演
じ
る
役
は
ど
れ
も
光
り
輝
い
て
見
え
る
。

こ
の
選
集
に
は
何
ら
か
の
理
由
で
私
が
再
刊
を
望
む
作
品
だ
け
を
載
せ
た
が
、
私
の
書
い
た
戯
曲
は
三
十

（
３
５
）

近
く
あ
る
。
作
家
は
ど
ん
な
に
使
い
古
さ
れ
た
テ
ー
マ
で
も
―
―
淡
い
初
恋
で
も
、
嫉
妬
で
も
、
不
釣
合

い
な
結
婚
で
も
、
父
と
子
の
関
係
で
も
―
―
そ
れ
が
こ
れ
ま
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
か

の
よ
う
に
処
理
し
書
く
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
ど
ん
な
テ
ー
マ
も
一
度
使
っ
て
し
ま
え
ば
後
は
二
番
煎
じ

の
詰
ま
ら
な
い
も
の
に
し
か
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
の
作
家
の
特
異
性
に
よ
っ
て
ど
う
し
て
も
書
け
な
い
テ
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ー
マ
も
あ
る
し
、
無
限
に
あ
る
題
材
も
自
分
の
個
性
の
届
く
範
囲
で
し
か
処
理
で
き
な
い
。
で
、
終
に
は

つ
い

彼
の
鉱
脈
が
尽
き
る
時
が
来
る
、
他
の
作
家
に
は
鉱
脈
は
こ
れ
ま
で
ど
お
り
豊
か
に
残
さ
れ
て
い
て
も
、

だ
。劇

作
は
若
い
人
の
仕
事
で
あ
る
。
芝
居
は
現
実
感
を
必
要
と
す
る
。
た
と
え
テ
ー
マ
自
体
に
不
変
の
価

値
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
現
代
の
流
行
に
合
わ
せ
て
装
わ
せ
る
こ
と
が
肝
要
な
の
だ
。
劇
作
家
は

生
活
の
細
々
し
た
変
化
に
つ
い
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
交
換
を
通
し
て
繋
い
で
も
ら
っ

て
い
た
電
話
は
自
動
電
話
に
、
ピ
ア
ノ
は
蓄
音
機
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

風
俗
習
慣
の
変
化
―
―
言
葉
遣
い
の
変
化
、
人
々
の
行
動
と
そ
の
動
機
に
影
響
を
与
え
る
（
そ
の
時
代
だ

け
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
）
考
え
方
の
変
化
―
―
に
も
敏
感
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と

は
、
若
い
作
家
な
ら
（
彼
自
身
が
そ
の
変
化
の
一
部
な
の
だ
か
ら
）
本
能
的
に
で
き
る
こ
と
だ
が
、
年
取

っ
た
者
に
は
骨
の
折
れ
る
こ
と
だ
。
些
細
な
こ
と
だ
が
、
そ
の
些
細
な
こ
と
に
興
味
を
持
つ
こ
と
自
体
年

寄
り
に
は
難
し
い
。
ま
た
、
そ
う
す
る
こ
と
が
自
分
に
相
応
し
い
と
も
思
え
な
い
。
一
世
代
前
の
様
式
で

書
か
れ
た
芝
居
を
今
観
る
方
が
退
屈
な
の
か
、
そ
れ
と
も
時
代
に
合
わ
せ
よ
う
と
老
骨
に
鞭
打
っ
て
い
る

年
寄
り
の
書
い
た
芝
居
を
見
る
方
が
痛
ま
し
い
の
か
、
私
に
は
判
ら
な
い
。

作
家
の
頭
に
何
か
ア
イ
デ
ィ
ア
が
浮
か
ぶ
時
、
大
抵
は
、
彼
が
そ
の
時
使
っ
て
い
る
媒
体
の
形
式
で
浮
か
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ぶ
。
劇
作
家
な
ら
芝
居
の
形
式
、
長
編
小
説
作
家
な
ら
長
編
小
説
、
短
編
小
説
作
家
な
ら
短
編
小
説
の
形

式
で
浮
か
ぶ
わ
け
だ
。
も
し
そ
の
作
家
が
こ
の
三
つ
全
て
を
手
掛
け
る
者
な
ら
、
そ
の
時
彼
が
一
番
興
味

を
持
っ
て
い
る
形
式
で
、
で
あ
る
。
私
自
身
の
こ
と
を
言
え
ば
、
劇
作
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
頃
に
は
、

書
き
た
い
と
思
う
よ
り
遥
か
に
多
く
の
戯
曲
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
浮
か
ん
で
き
て
困
っ
た
く
ら
い
だ
。
主
に

短
編
小
説
を
書
い
て
い
る
時
に
は
ア
イ
デ
ィ
ア
は
短
編
の
形
式
で
浮
か
ん
で
き
た
。
成
功
不
成
功
は
あ
っ

た
も
の
の
、
そ
の
多
く
が
舞
台
化
さ
れ
映
画
化
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
が
最
初
に

戯
曲
の
形
で
浮
か
ん
で
き
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
勿
論
も
し

或
る
ア
イ
デ
ィ
ア
が
こ
れ
は
ど
う
し
て
も
戯
曲
と
し
て
書
い
て
く
れ
と
叫
ん
で
い
た
な
ら
、
私
は
そ
れ
を

戯
曲
と
し
て
書
い
た
だ
ろ
う
。
が
、
実
際
は
、
こ
の
巻
の
最
後
の
戯
曲
を
も
っ
て
私
は
プ
ロ
の
劇
作
家
と

（
３
６
）

し
て
の
仕
事
を
終
わ
り
に
し
た
の
だ
っ
た
。

私
の
書
い
て
き
た
よ
う
な
形
式
の
芝
居
は
遠
か
ら
ず
姿
を
消
す
運
命
に
あ
る
と
思
う
。

こ
う
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
ど
う
か
私
を
愚
か
者
、
自
分
勝
手
な
奴
だ
と
責
め
な
い
で
い
た
だ
き
た

い
。
な
に
も
私
は
、
自
分
が
書
く
の
を
止
め
た
か
ら
、
と
い
う
馬
鹿
げ
た
理
由
で
そ
う
言
っ
て
い
る
わ
け

や

で
は
な
い
。
散
文
に
よ
る
写
実
的
演
劇
は
一
つ
の
芸
術
で
は
あ
る
が
二
流
の
芸
術
で
あ
る
。
二
流
の
芸
術

は
優
れ
て
時
の
文
明
の
状
況
に
反
応
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
状
況
の
変
化
と
共
に
消
滅
し
や
す
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い
も
の
で
も
あ
る
。
散
文
劇
の
歴
史
は
浅
い
。
こ
れ
が
生
ま
れ
た
の
は
、
ど
う
や
ら
十
六
世
紀
。
あ
ち
こ

ち
の
街
で
、
客
を
集
め
て
い
か
さ
ま
薬
を
売
る
た
め
に
屋
台
店
で
旅
芸
人
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
た
、
粗
野

タ
バ
リ
ン
（
３
７
）

な
笑
劇
の
よ
う
な
も
の
が
そ
の
起
源
ら
し
い
。
ス
ペ
イ
ン
で
は
こ
れ
が
急
速
に
進
化
し
て
、
ロ
ペ
・
デ
・

ル
エ
ダ
の
痛
快
な
芝
居
を
生
み
出
す
。
が
、
大
衆
の
好
み
は
す
ぐ
に
韻
文
劇
へ
と
移
り
、
散
文
劇
は
一
旦

（
３
８
）

（
３
９
）

消
滅
し
て
し
ま
う
。
再
び
こ
れ
を
復
活
し
、
芸
術
へ
と
高
め
た
の
は
モ
リ
エ
ー
ル
で
あ
る
。
彼
は
王
政
復

（
４
０
）

古
時
代
の
様
々
な
喜
劇
に
影
響
を
与
え
、
散
文
劇
は
隆
盛
を
極
め
る
。
十
八
世
紀
に
入
る
と
フ
ラ
ン
ス
で

（
４
１
）

は
マ
リ
ボ
ー
、
ボ
ー
マ
ル
シ
ェ
等
が
雅
や
か
な
散
文
劇
を
書
き
、
フ
ラ
ン
ス
が
ま
す
ま
す
そ
の
栄
華
を
誇

（
４
２
）

（
４
３
）

る
よ
う
に
な
る
続
く
百
年
間
に
有
能
な
作
家
が
次
々
と
現
れ
て
散
文
劇
を
洗
練
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
し
て

遂
に
、
そ
れ
は
イ
プ
セ
ン
の
充
実
し
た
作
品
で
そ
の
頂
点
に
達
し
た
の
で
あ
る
。

イ
プ
セ
ン
は
現
実
を
描
く
散
文
劇
を
そ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
に
完
璧
な
も
の
に
ま
で
高
め
た
、
が
、
そ
の

過
程
で
そ
れ
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
、
―
―
私
に
は
そ
う
思
わ
れ
る
。
彼
の
劇
は
今
と
な
っ
て
は
わ
ざ
と
ら

し
く
感
じ
ら
れ
る
。
多
く
の
偉
い
評
論
家
が
重
要
な
作
品
と
考
え
る
『
わ
れ
ら
死
者
の
目
ざ
め
る
と
き
』

（
４
４
）

な
ど
到
底
信
じ
が
た
い
戯
言
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
芝
居
か
ら
娯
楽
的
要
素
が
―
―
こ
れ
は
私

た
わ
ご
と

の
考
え
で
は
芝
居
に
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
な
の
だ
が
―
―
最
終
的
に
取
り
去
ら
れ
た
の
は
彼
の

影
響
に
他
な
ら
な
い
。
劇
作
家
達
は
観
客
の
目
や
耳
を
楽
し
ま
す
も
の
を
自
分
の
劇
か
ら
意
図
的
に
追
い

出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
ら
し
さ
を
希
求
す
る
あ
ま
り
、
結
果
と
し
て
、
耐
え
が
た
い
ほ
ど
退
屈
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な
芝
居
を
書
く
よ
う
に
な
っ
た
。
本
来
写
実
主
義
は
場
違
い
で
あ
る
は
ず
の
芝
居
の
世
界
に
お
い
て
写
実

主
義
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
圧
力
に
逆
ら
え
ず
、
観
客
の
注
意
を
逸
ら
さ
な
い
た
め
に
と
、

普
通
の
人
生
に
お
い
て
は
有
り
得
な
い
テ
ー
マ
に
訴
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
殺
人
事
件
を
扱
う
推
理
劇
が

登
場
し
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
そ
う
し
た
芝
居
は
馬
鹿
げ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
ス
リ
ル

（
４
５
）

と
サ
ス
ペ
ン
ス
を
味
わ
う
こ
と
は
で
き
る
か
ら
だ
。

過
去
の
偉
大
な
劇
作
家
は
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
作
る
た
め
に
な
ら
、
人
物
の
性
格
描
写
に
矛
盾
が
生
じ
よ

う
が
、
事
件
の
起
こ
る
蓋
然
性
が
低
か
ろ
う
が
気
に
し
な
か
っ
た
。
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
こ
そ
が
芝
居
の

核
心
だ
と
考
え
て
い
た
の
だ
。
私
は
こ
れ
は
正
し
い
と
思
う
。
し
か
し
昨
今
の
関
心
は
人
物
を
分
析
す
る

エ
ッ
セ
ン
ス

こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
新
し
い
傾
向
で
あ
り
、
文
明
の
変
化
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
今

述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
文
明
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
た
形
の
芸
術
を
死
に
至
ら
し
め
る
の
で
あ

る
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
も
の
に
せ
よ
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
も
の
に
せ
よ
、
昔
の
小
説
に
登
場
す
る
人
物
は
最
初

か
ら
最
後
ま
で
変
化
し
な
か
っ
た
。
登
場
と
同
時
に
―
―
読
者
が
自
分
の
力
で
理
解
す
る
前
に
―
―
彼
等

が
ど
ん
な
人
間
で
あ
る
か
、
知
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
は
全
て
紹
介
さ
れ
、
そ
の
後
に
何
が
起
こ
ろ
う
と
、

ど
ん
な
に
長
い
月
日
が
経
と
う
と
、
小
説
の
最
後
ま
で
そ
の
性
格
が
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て

作
家
の
こ
の
態
度
は
、
明
ら
か
に
、
当
時
の
人
々
が
抱
い
て
い
た
人
間
性
に
対
す
る
考
え
に
適
っ
て
い
た
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し
、
劇
作
家
に
と
っ
て
誠
に
好
都
合
だ
っ
た
。
何
故
な
ら
芝
居
の
登
場
人
物
を
首
尾
一
貫
し
た
明
確
な
人

物
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
だ
。

と
こ
ろ
が
今
や
小
説
の
中
の
人
物
達
は
な
ん
で
も
あ
り
で
、
一
人
の
人
間
が
様
々
な
面
を
見
せ
る
。
そ

、
、
、
、
、
、

の
複
雑
な
性
格
を
徐
々
に
読
者
の
前
に
明
か
し
て
ゆ
く
こ
と
が
一
種
の
冒
険
で
あ
り
、
作
者
は
そ
う
す
る

こ
と
で
読
者
を
引
っ
張
っ
て
ゆ
け
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
あ
る
い
は
、
時
の
流
れ
、
環
境
の
変
化
が
引
き

起
こ
す
人
間
性
の
変
化
に
関
心
を
示
す
作
家
も
い
る
。
作
家
は
、
時
に
素
朴
に
時
に
精
妙
に
、
一
人
の
人

間
の
中
に
存
在
す
る
矛
盾
を
検
分
す
る
。
読
者
も
市
井
の
人
間
が
持
つ
複
雑
さ
に
喜
ん
で
興
味
を
示
す
。

し
か
し
劇
作
家
に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た
こ
と
は
誠
に
扱
い
に
く
い
こ
と
な
の
だ
。
そ
れ
に
今
の
劇
作

家
は
あ
の
便
利
な
二
つ
の
手
法
を
棄
て
て
し
ま
っ
て
い
る
。
〝
独
白
〟
と
〝
傍
白
〟
だ
。
こ
れ
を
使
え
ば

（
４
６
）

少
な
く
と
も
或
る
程
度
の
成
果
は
上
げ
ら
れ
た
だ
ろ
う
に
。
今
や
劇
作
家
は
在
り
来
た
り
の
台
詞
し
か
使

え
な
い
。
そ
こ
で
役
者
に
負
担
が
掛
か
る
こ
と
に
な
る
。
作
家
が
提
供
す
る
象
形
文
字
の
よ
う
な
台
詞
を

血
の
通
っ
た
も
の
に
転
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
こ
れ
は
重
す
ぎ
る
負
担
で
あ
る
。
観
客
が
舞
台

に
現
れ
る
人
間
を
現
実
に
い
る
人
間
だ
と
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
は
当
然
だ
ろ
う
。

私
の
こ
の
悲
観
的
な
予
想
は
、
し
か
し
、
現
代
の
散
文
に
よ
る
写
実
的
演
劇
に
の
み
当
て
は
ま
る
も
の
で

あ
る
。
演
劇
全
体
が
消
滅
す
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
勿
論
な
い
。
長
い
歴
史
を
眺
め
て
み
れ
ば
、
芝
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居
が
、
音
楽
や
絵
画
や
建
築
や
詩
と
同
じ
よ
う
に
、
人
間
の
不
変
の
欲
求
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
判
る
。
ど
ん
な
芸
術
も
、
頂
点
を
極
め
て
し
ま
い
衰
退
に
向
か
っ
た
時
に
は
、
原
点
に
立
ち
戻
る
し
か

な
い
。
彫
刻
が
そ
の
良
い
例
で
あ
る
。
い
ま
彫
刻
家
は
、
黒
人
の
作
る
木
彫
や
、
マ
ヤ
族
や
ペ
ル
ー
人
の

職
人
が
彫
る
石
の
作
品
に
新
た
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
我
々
も
原
点
に
立

ち
戻
っ
て
み
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

初
期
の
演
劇
は
大
仕
掛
け
な
見
せ
物
と
ダ
ン
ス
で
目
を
、
韻
文
と
音
楽
で
耳
を
引
き
つ
け
た
。
現
代
の

劇
作
家
は
こ
れ
ら
芝
居
と
血
縁
に
あ
る
芸
術
に
助
け
を
求
め
て
も
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
無
韻
詩
が

ブ
ラ
ン
ク
ヴ
ァ
ー
ス

再
び
用
い
ら
れ
て
も
効
果
を
発
揮
で
き
る
と
は
思
わ
な
い
が
、
か
つ
て
ス
ペ
イ
ン
の
劇
作
家
が
用
い
た
よ

う
な
、
軽
や
か
で
流
麗
な
韻
律
は
使
え
る
の
で
は
な
い
か
。
や
り
過
ぎ
て
は
い
け
な
い
け
れ
ど
、
こ
れ
な

ミ
ー
タ
ー

ら
〝
選
ば
れ
た
少
数
の
人
〟
だ
け
で
な
く
、
一
般
大
衆
も
充
分
受
け
入
れ
て
く
れ
そ
う
な
気
が
す
る
。
ラ

シ
ー
ヌ
の
芝
居
を
ご
覧
に
な
っ
た
方
な
ら
お
解
り
の
よ
う
に
、
長
く
続
く
韻
文
に
は
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
音

の
連
続
の
ゆ
え
に
、
意
味
と
は
関
係
な
く
、
高
い
演
劇
的
価
値
が
あ
る
。
古
い
メ
ロ
ド
ラ
マ
で
や
っ
て
い

た
よ
う
に
、
場
面
の
雰
囲
気
作
り
や
、
人
物
の
感
情
を
強
調
す
る
た
め
に
音
楽
を
使
っ
て
悪
い
理
由
は
見

つ
か
ら
な
い
。
美
し
い
舞
台
装
置
、
華
や
か
な
衣
装
、
気
持
を
浮
き
立
た
せ
る
ダ
ン
ス
が
気
晴
ら
し
と
な

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
器
用
な
劇
作
家
な
ら
こ
う
し
た
も
の
を
舞
台
上
で
統
合
で
き
る
だ
ろ
う
し
、

そ
う
す
べ
き
だ
。
娯
楽
的
手
段
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
人
間
の
魂
の
劇
を
よ
り
魅
力
的
な
も
の
に
で
き
る

ド
ラ
マ
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か
も
し
れ
な
い
で
は
な
い
か
。
魂
の
劇
―
―
先
程
述
べ
た
よ
う
に
こ
れ
こ
そ
が
、
映
画
が
目
覚
ま
し
い
成

ド
ラ
マ

果
を
上
げ
る
な
か
、
当
然
の
成
行
き
と
し
て
、
演
劇
が
目
指
す
べ
き
道
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

高
尚
で
真
面
目
な
演
劇
を
書
い
て
い
る
作
家
だ
け
を
非
難
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
喜
劇
作
家
に
も
言
い
た

い
こ
と
は
あ
る
。
喜
劇
も
ま
た
〝
も
っ
と
も
ら
し
さ
〟
を
要
求
さ
れ
て
、
多
大
な
被
害
を
被
っ
た
。
私
は
、

幸
運
に
も
、
そ
の
時
々
の
、
機
知
に
富
む
こ
と
で
名
高
い
人
々
と
付
き
合
う
こ
と
が
で
き
た
の
だ
が
、
そ

れ
で
気
が
つ
い
た
の
は
、
彼
等
が
洒
落
た
こ
と
を
言
う
の
は
そ
う
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
で
は
な
い
こ
と
、
私
生

活
に
お
い
て
は
、
芝
居
の
登
場
人
物
の
よ
う
に
常
に
頭
が
冴
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
的
を
射
て
い
て

垢
抜
け
た
言
葉
を
連
発
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

喜
劇
の
台
詞
は
元
来
人
工
的
な
も
の
な
の
だ
。
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
苦
労
し
て
現
実
の
生
活
で
使
わ
れ
る

会
話
に
近
づ
け
よ
う
と
す
る
の
は
馬
鹿
げ
て
い
る
。
喜
劇
の
目
的
は
人
生
を
描
き
出
す
こ
と
で
は
な
い
。

人
生
に
つ
い
て
愉
快
な
論
評
を
加
え
る
こ
と
で
あ
る
。
笑
劇
的
要
素
も
大
い
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
べ
き
だ
。

コ
メ
ン
ト

フ
ァ
ー
ス

実
際
問
題
、
純
粋
な
喜
劇
で
は
観
客
を
二
時
間
半
の
間
捉
ま
え
て
お
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
だ
ろ
う
。

（
４
７
）

し
か
し
ユ
ー
モ
ア
が
露
骨
に
な
っ
て
く
る
と
、
評
論
家
達
は
首
を
振
り
、
も
の
柔
ら
か
く
或
い
は
辛
辣
に
、

ド
タ
バ
タ
騒
ぎ
を
持
ち
込
む
と
は
な
さ
け
な
い
、
と
嘆
く
。
彼
等
は
間
違
っ
て
い
る
。
現
在
の
よ
う
な
機

知
に
頼
る
喜
劇
は
頭
に
だ
け
訴
え
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
充
分
で
は
な
い
の
だ

「
笑
劇
」
は
腹
に
訴
え
る
。

。
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過
去
の
偉
大
な
喜
劇
作
家
は
「
笑
劇
」
を
恐
れ
な
か
っ
た
。
将
来
の
喜
劇
作
家
は
「
笑
劇
」
を
恐
れ
ず
、

ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
や
モ
リ
エ
ー
ル
が
自
由
に
使
っ
た
よ
う
に
、
自
分
の
目
的
に
適
う
な
ら
ど
し
ど
し
使

（
４
８
）

っ
て
ほ
し
い
。
お
偉
い
人
達
に
軽
蔑
の
目
で
見
ら
れ
て
も
気
に
し
て
は
い
け
な
い
。
あ
の
ウ
ォ
ル
タ
ー
・

ペ
ー
タ
ー
だ
っ
て
『
判
事
』
に
腹
を
抱
え
て
笑
っ
た
の
だ
か
ら
。
そ
れ
を
思
い
出
せ
ば
慰
め
に
な
る
だ
ろ

（
４
９
）

（
５
０
）

う
。

＊
こ
れ
ら
の
序
文
は
一
九
三
一
年
出
版
の
「
戯
曲
選
集
」
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
私
は
後
に
書
い
た
『
サ
ミ
ン
グ
・

Ｗ
・
Ｓ
・
モ
ー
ム

ア
ッ

プ
』
の
中
で
、
こ
の
序
文
で
述
べ
た
こ
と
を
或
る
程
度
繰
り
返
し
た
。

（
５
１
）
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注

（

）

（
一
九
一
九
）

C
AESAR'S

W
IFE

1
（

）

（
一
六
三
四
ー
九
三
）
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
。

M
adam

de
Lafayette

2
（

）

（
一
六
七
八
）

LA
PRINC

ESSE
D

E
C

LÈVES

3
（

）

（
一
六
三
八
ー
九
九
）
フ
ラ
ン
ス
の
悲
劇
詩
人
。

Jean
B

aptiste
R

acine

4
（

）

ル
イ
十
四
世
（
在
位
一
六
四
三
ー
一
七
一
五
）
の
時
代
を
い
う
。

le
grand

siècle

5
（

）

（
一
六
〇
六
ー
八
四
）
フ
ラ
ン
ス
の
劇
作
家
・
詩
人
。

Pierre
Corneille

6
（

）

こ
の
文
、
短
編

を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

H
O

M
E

7
（

『

ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』
の
ク
レ
ー
ヴ
氏
は
、
私
の
読
ん
だ
印
象
で
は
、
結
婚
し
た
時
二
十
歳
代
中

）
8

頃
か
二
十
代
後
半
と
い
う
設
定
の
よ
う
だ
。

（

『
シ
ー
ザ
ー
の
妻
』
の
ヒ
ー
ロ
ー

は
四
十
五
歳
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。

）

SirA
uthurLittle

9
（

『
シ
ー
ザ
ー
の
妻
』
の
ヒ
ロ
イ
ン

は
二
十
歳
と
い
う
設
定
。

）

V
iolet

10

D
uc

de
N

em
ours

（

）
11

（

）

（
一
八
九
四
ー
一
九
七
八
）
イ
ギ
リ
ス
の
女
優
。
モ
ー
ム
に
よ
れ
ば
「
彼
女
は
美
人

Fay
C

om
pton

12

。

で
、
は
す
っ
ぱ
で
、
い
い
女
優
だ
よ
。
イ
ギ
リ
ス
の
大
衆
を
し
っ
か
り
捉
ま
え
て
い
る
」
と
の
こ
と
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モ
ー
ム
劇
で
は
『
シ
ー
ザ
ー
の
妻
』
以
外
に
も
『
ひ
と
め
ぐ
り

『
コ
ン
ス
タ
ン
ト
・
ワ
イ
フ
』
で

』

主
演
を
務
め
た
。

（

）

こ
の
場
面
は
『
選
集
』
で
も
残
さ
れ
て
い
る
。

13
（

）

（
一
九
二
八
）

TH
E

SAC
RED

FLAM
E

14

FO
R

SERVIC
ES

REN
D

ERED
SH

EPPEY

（

『
報
い
ら
れ
た
も
の
』

（
一
九
三
二
）
と
『
シ
ェ
ピ
ー
』

）
15

（
一
九
三
三
）

を
指
す
。

（

）

（
一
八
八
三
ー
一
九
七
一
）
イ
ギ
リ
ス
の
劇
評
家
、
劇
作
家
、
小
説
家
。

St.
John

G
reer

Ervine

16

H
O

W
TO

W
RITE

A
PLAY

（

）
17

（

）

（
一
八
九
九
ー
一
九
七
三
）
イ
ギ
リ
ス
の
劇
作
家
。
芝
居
を
書
く
一
方
で
、
作
曲
家
、

N
oel

Cow
ard

18

演
出
家
、
俳
優
、
歌
手
と
し
て
も
活
躍
し
た
。

（

）

（
一
八
二
八
ー
一
九
〇
六
）
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
劇
作
家
、
詩
人
。
近
代
演
劇
の
父
と
呼

H
enrik

Ibsen

19

ば
れ
る

『
人
形
の
家
』
で
名
高
い
。

。

（

）

こ
こ
か
ら
は
、
演
劇
で
の
約
束
事
（
暗
黙
の
了
解
）
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

20
（

）

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
西
海
岸
沖
の
列
島
。

The
H

ebrides

21
（

）

制
作
の
無
声
映
画
（
一
九
一
三
）

M
oralFeature

Film
C

om
pany

22

spiltthe
beans

（

）
23
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（

）

音
楽
の
世
界
で
は
イ
タ
リ
ア
の
作
曲
家
兼
出
版
業
者

（
一
七
八
一
ー
一
八
五
八
）

A
nton

D
iabelli

24

が
、
自
ら
作
っ
た
テ
ー
マ
を
元
に
変
奏
曲
を
作
曲
し
て
く
れ
る
よ
う
複
数
の
作
曲
家
に
依
頼
し
た
。

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
『
デ
ィ
ア
ベ
リ
変
奏
曲
（
作
品
一
二
〇

』
は
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
。

）

a
la
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）

haddock

25
（
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一
九
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〇
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TH
E

U
N

KN
O

W
N

26
（

）
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九
〇
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）

TH
E

H
ERO

27
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八
六
五
ー
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九
四
〇
）
イ
ギ
リ
ス
の
女
優
。

M
rs.Patrick

C
am

bell

28
（

）

イ
プ
セ
ン
の
戯
曲

（
一
八
九
一
）
の
主
人
公
。

H
edda

G
abler

H
ED

D
A

G
ABLER

29
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）

（
一
八
六
七
ー
一
九
四
三

イ
ギ
リ
ス
の
性
格
俳
優
。

H
aidee

W
right

)

30
（

）

（
一
九
〇
二
ー
八
四
）
イ
ギ
リ
ス
の
女
優
。

M
iss

Flora
R

obson

31
（

）

（
一
八
四
六
ー
一
九
四
二
）
イ
ギ
リ
ス
の
女
優
。
モ
ー
ム
の
作
品
で
は

D
am

e
M

arie
Tem

pest

32
『
ド
ッ
ト
夫
人

『
ペ
ネ
ロ
ピ
ー
』
に
出
演
。
小
説
『
劇
場
』
の
ジ
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リ
ア
の
モ
デ
ル
の
一
人
と
さ

』

れ
る
。

（

）

（
一
八
七
二
ー
一
九
四
九
）
イ
ギ
リ
ス
の
女
優
。
モ
ー
ム
の
作
品
で
は
『
ス

D
am

e
Irene

V
anbrue

33

ミ
ス

『
約
束
の
地

『
手
の
と
ど
か
ぬ
も
の
』
に
出
演
。
こ
れ
ま
た
ジ
ュ
リ
ア
の
モ
デ
ル
の
一
人
と

』

』

さ
れ
る
。
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（

）

（
一
八
八
八
ー
一
九
七
一
）
イ
ギ
リ
ス
の
女
優
。
モ
ー
ム
の
作
品
で
は
『
夫

M
iss

G
ladys

C
ooper

34

が
多
す
ぎ
て

『
手
紙

『
聖
な
る
炎

『
五
彩
の
ヴ
ェ
ー
ル
』

（
小
説
を
舞
台

』

』

』

TH
E

PAIN
TED

VEIL

化
し
た
も
の
。
但
し
脚
本
を
書
い
た
の
は
モ
ー
ム
で
は
な
い
）
に
出
演
。

（

）

各
巻
六
編
づ
つ
、
計
十
八
編
。

35
（

『
シ
ェ
ピ
ー
』
の
こ
と
。

）
36

Tabarin

（

）
37

（

）

（
一
五
一
〇
ー
六
五
）
ス
ペ
イ
ン
の
劇
作
家
。

Lope
de

Rueda

38
（

）

モ
ー
ム
は
こ
の
辺
り
の
記
述
に
関
連
し
た
書
物
を
読
ん
で
、
最
後
の
長
編
小
説
『
カ
タ
リ
ー
ナ
』

39
を
着
想
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

（

）

（
一
六
二
二
ー
七
三
）

本
名

フ
ラ
ン
ス
の
喜
劇
作
家
。

M
olière

Jean
B

aptiste
Poquelin

40
（

）

イ
ギ
リ
ス
で
は
一
六
六
〇
年
か
ら
八
五
年
を
指
す
。

the
R

estoration

41
（

）

（
一
六
八
八
ー
一
七
六
三
）
フ
ラ
ン
ス
の
劇
作
家
・
小

Pierre
Carlet

de
Cham

brain
de

M
arivaux

42

説
家
。

（

）

（
一
七
三
二
ー
九
九
）
フ
ラ
ン
ス
の
劇
作
家
。

B
eaum

archais

43
（

）

（
一
八
九
九
）
イ
プ
セ
ン
最
後
の
作
品
。

W
H

EN
W

E
D

EAD
AW

AK
EN

44
（

）

モ
ー
ム
は
推
理
小
説
も
大
量
に
読
ん
で
い
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
真
面
に
論
じ
た
も
の
は
ほ
と
ん

ま

と

も

45
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ど
何
も
残
し
て
い
な
い
。

（

）

相
手
役
に
聞
こ
え
な
い
約
束
で
言
う
独
白
。

46
（

）

我
々
日
本
人
が
「
喜
劇
」
と
い
う
言
葉
か
ら
思
い
浮
か
べ
る
の
は
「
笑
劇
」
に
近
い
よ
う
な
気
が

コ
メ
デ
ィ
ー

フ
ァ
ー
ス

47
す
る
。
モ
ー
ム
の
戯
曲
集
の
「
喜
劇
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
何
故
こ
れ
が
喜
劇
な
の
だ

ろ
う
と
思
っ
た
作
品
が
多
数
あ
っ
た
（

約
束
の
地

『
お
え
ら
方

『
ひ
と
め
ぐ
り

『
わ
が
家
の
稼

『

』

』

』

ぎ
手

『
シ
ー
ザ
ー
の
妻

。
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
『
桜
の
園

『
三
人
姉
妹

『
カ
モ
メ
』
も
、
確
か

』

』
）

』

』

「
喜
劇
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
た
が
、
あ
れ
を
「
喜
劇
」
だ
と
思
っ
て
い
る
日
本
人
は
少
な
い
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
私
だ
け
の
感
覚
か
も
し
れ
な
い
が
、
西
洋
人
の
考
え
る
「
喜
劇
」
は
日
本
人
な
ら

「
悲
喜
劇
」
と
呼
ぶ
も
の
に
近
い
よ
う
な
気
が
す
る
。

（

）

（
四
四
五
頃
ー
三
八
五
頃

）
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
喜
劇
作
家
。

A
ristophanes

BC

48
（

）

（
一
八
三
九
ー
九
四
）
イ
ギ
リ
ス
の
批
評
家
・
小
説
化
。
唯
美
主
義
的
作
品

W
alter

H
oratio

Pater

49

を
多
く
書
い
た
。
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
モ
ナ
リ
ザ
を
高
く
評
価
し
た
こ
と
で
も
有
名
。

（

）

（
一
八
八
五
）

イ
ギ
リ
ス
の
劇
作
家

（
一
八
五
五

TH
E

M
AG

ISTRATE
Sir

A
rthur

W
ing

Pinero

50

ー
一
九
三
四
）
作
の
笑
劇
。

（

）

（
一
九
三
八
）

SU
M

M
ING

U
P

51


