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一

　

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
マ
テ
ィ
ア
ス
・
ド
・
ヴ
ィ
リ
エ
・

ド
・
リ
ラ
ダ
ン
伯
爵
は
一
八
三
八
年
十
一
月
二
八
日
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー

の
サ
ン
・
ブ
リ
ウ
に
生
れ
た
。
そ
し
て
一
八
八
九
年
八
月
一
九
日
に
サ

ン
・
ジ
ャ
ン
・
ド
・
デ
ィ
ウ
教
会
療
養
所
で
看
護
を
受
け
る
な
か
、
パ
リ

で
亡
く
な
っ
た
。
彼
の
人
生
は
死
を
迎
え
る
ま
え
か
ら
一
つ
の
伝
説
と
な

っ
て
い
た
。
現
在
に
至
っ
て
も
、
そ
の
伝
説
は
雄
々
し
く
も
夢
想
に
生
き

た
ひ
と
り
の
実
存
者
の
現
実
に
起
っ
た
様
々
な
出
来
事
か
ら
解
き
ほ
ど
か

れ
る
こ
と
は
な
い
。
観
念
論
を
抱
懐
す
る
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
た
る
彼
か
ら

し
て
み
れ
ば
、
人
生
が
夢
で
あ
り
精
神
世
界
が
現
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
偏
に
哲
学
的
な
視
座
か
ら
捉
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
信

念
を
生
き
た
の
で
あ
る
。
他
人
が
現
実
と
呼
ぶ
も
の
を
一
瞬
で
も
意
識
す

る
と
な
れ
ば
、
決
っ
て
彼
は
軽
蔑
を
込
め
て
そ
れ
に
耐
え
な
が
ら
自
分
の

信
念
を
貫
き
通
し
た
。
ヴ
ィ
リ
エ
の
気
質
を
形
づ
く
る
基
本
は
自
尊
心
に

あ
っ
た
が
、
そ
の
自
尊
心
は
宇
宙
を
遥
か
に
覆
っ
て
あ
ま
り
あ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
そ
れ
は
血
統
に
脈
打
つ
自
尊
心
で
あ
っ
た
。

　

ド
・
ヴ
ィ
リ
エ
の
領
主
と
な
っ
た
（
一
〇
六
七
年
）
初
代
ロ
ド
ル
フ
・

ア
ー
サ
ー
・
シ
モ
ン
ズ
『
象
徴
主
義
者
の
文
学
思
潮
』
に
つ
い
て

小
　
　
堀
　
　
隆
　
　
司

ヴ
ィ
リ
エ
・
ド
・
リ
ラ
ダ
ン　

人
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
無
限
を
与
え
よ
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ル
・
ベ
ル
の
子
孫
と
し
て
、
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ヴ
ィ
リ
エ
と
マ
リ
ア
・
ド
・

リ
ー
ル
の
間
に
生
れ
た
息
子
で
、
初
代
ヴ
ィ
リ
エ
・
ド
・
リ
ラ
ダ
ン
と
な

っ
た
ピ
エ
ー
ル
の
後
を
受
け
継
い
で
一
三
八
四
年
に
生
れ
た
ヴ
ィ
リ
エ
・

ド
・
リ
ラ
ダ
ン
は
、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
ジ
ャ
ン
・
サ
ン
・
プ
ー
ル
の
指
揮

の
も
と
で
フ
ラ
ン
ス
陸
軍
元
帥
を
務
め
た
。
彼
は
百
年
戦
争
の
時
に
起
っ

た
内
戦
で
パ
リ
を
占
領
し
、
そ
し
て
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
牢
獄
に
送
ら
れ
た

後
、
イ
ギ
リ
ス
軍
か
ら
ポ
ン
ト
ワ
ー
ズ
を
奪
還
し
、
さ
ら
に
パ
リ
奪
還
に

挺
身
し
た
。
も
う
一
人
の
ヴ
ィ
リ
エ
・
ド
・
リ
ラ
ダ
ン
は
一
四
六
四
年
に

生
れ
、
エ
ル
サ
レ
ム
聖
ヨ
ハ
ネ
騎
士
団
の
総
長
を
務
め
史
上
最
も
有
名
な

包
囲
戦
に
あ
っ
て
、
ま
る
一
年
に
互
り
二
十
万
の
ト
ル
コ
軍
と
戦
っ
て
ロ

ー
ド
ス
島
を
死
守
し
た
。
そ
の
騎
士
団
が
シ
ャ
ル
ル
五
世
か
ら
マ
ル
タ
島

の
使
用
権
を
獲
得
し
た
の
は
彼
の
尽
力
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
後
に
そ

れ
は
マ
ル
タ
騎
士
団
と
な
っ
た
。

　

リ
ヴ
ィ
エ
に
と
っ
て
、
と
り
わ
け
時
間
は
形
而
上
的
な
抽
象
以
外
の
何

も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で
十
字
軍
騎
士
団
の
時
代
は
ま
だ
過
ぎ
去
っ
て
は

い
な
か
っ
た
。
十
六
世
紀
が
先
祖
に
要
求
し
て
い
た
そ
の
美
徳
を
、
十
九

世
紀
は
エ
ル
サ
レ
ム
聖
ヨ
ハ
ネ
騎
士
団
の
総
長
の
一
子
孫
か
ら
、
細
大
漏

ら
さ
ず
要
求
し
た
。
こ
う
し
て
美
徳
の
幾
つ
か
は
す
べ
て
一
語
で
言
い
尽

く
さ
れ
た
。
そ
れ
は
彼
に
は
唯
一
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
二
重
の
意
味
に

お
い
て
人
生
へ
の
姿
勢
全
体
を
覆
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
そ
の
一
語
と
は

「
高
潔
」
と
い
う
言
葉
で
あ
っ
た
。
彼
の
作
品
の
な
か
で
最
も
特
徴
あ
る

箇
所
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
こ
の
言
葉
ほ
ど
頻
繁
に
口
の
端
に
上
る
こ
と

は
な
く
、
ヴ
ィ
リ
エ
に
と
っ
て
倫
理
的
精
神
的
な
高
潔
と
は
、
彼
自
身
い

ま
も
エ
ル
サ
レ
ム
聖
ヨ
ハ
ネ
騎
士
団
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
彷
彿
と
さ
せ

る
、
あ
の
も
う
一
つ
別
の
高
潔
に
よ
っ
て
必
然
的
に
結
果
さ
れ
た
も
の
に

ほ
か
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
た
。
高
潔
は
彼
の
生
得
権
で
あ
っ
た
。

　

物
事
に
対
す
る
貴
族
的
な
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
確
か
に
魂
の
高
潔
は

生
得
権
で
あ
っ
て
、
自
然
の
摂
理
に
よ
る
こ
の
贈
り
物
を
受
け
取
っ
て
感

じ
る
自
尊
心
は
あ
の
民
主
的
な
自
尊
心
と
は
ま
さ
に
正
反
対
の
も
の
で
あ

る
わ
け
だ
が
、
民
主
的
な
自
尊
心
か
ら
す
れ
ば
魂
の
高
潔
は
勝
ち
取
っ
た

も
の
で
あ
っ
て
、
勝
ち
取
る
の
が
困
難
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
価
値
の
あ
る

も
の
な
の
だ
。
本
質
的
に
は
常
に
貴
族
的
に
し
て
民
主
的
で
も
あ
り
、
典

型
的
に
は
東
洋
的
に
し
て
西
洋
的
で
も
あ
る
こ
の
二
重
性
は
、
宗
教
や
哲

学
や
観
念
論
に
根
ざ
し
た
生
に
お
け
る
ど
の
理
論
に
も
窺
え
る
。
す
な
わ

ち
「
あ
る
」
と
い
う
自
尊
心
、「
な
る
」
と
い
う
自
尊
心
。
こ
の
二
つ

は
、
観
念
論
者
で
あ
れ
ば
必
ず
や
そ
の
眼
前
に
据
え
ら
れ
た
窮
極
的
な
二

つ
の
矛
盾
律
で
あ
る
。
ヴ
ィ
リ
エ
の
選
択
は
、
な
る
ほ
ど
必
然
で
あ
っ
た

が
、
意
味
深
い
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
十
全
な
形
で
見
れ
ば
、
常
に
芸

術
家
の
選
択
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
生
に
つ
い
て
思
い
巡
ら
す
と
き
芸
術

家
に
と
っ
て
手
段
は
目
的
よ
り
も
遥
か
に
重
要
で
あ
る
こ
と
が
往
々
に
し
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て
あ
る
か
ら
だ
。
努
力
な
ぞ
せ
ず
に
自
身
へ
の
真
摯
な
姿
勢
を
崩
さ
な
け

れ
ば
、
自
ず
と
生
れ
る
あ
の
魂
の
高
潔
、
つ
ま
り
自
分
は
自
分
で
あ
る
べ

き
だ
と
い
う
こ
と
。
こ
の
二
つ
に
分
断
さ
れ
た
自
己
に
お
い
て
、
魂
の
美

し
さ
は
、
完
全
に
は
征
服
で
き
な
い
敵
の
要
塞
へ
の
血
と
埃
に
塗
れ
た
攻

撃
と
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
幾
つ
か
階
層
を
も
つ
神
聖
さ
の
な
か

か
ら
、
そ
の
一
つ
を
選
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
選
ば
れ
た
神
聖
さ

と
は
、
そ
れ
ら
神
聖
な
る
も
の
に
相
応
し
い
天
賦
の
才
が
自
ら
獲
得
し
た

も
の
を
単
な
る
生
得
権
と
し
て
受
け
容
れ
る
と
い
っ
た
最
高
の
神
聖
さ
で

あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。

　

ヴ
ィ
リ
エ
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
も
ま
た
彼
の
世
襲
財
産
の
一
つ
で
あ
っ

た
。
先
祖
た
ち
は
教
会
の
た
め
に
戦
っ
て
き
た
。
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
な
お

も
華
々
し
い
旗
を
掲
げ
て
い
て
、
ど
の
み
ち
決
っ
て
無
神
論
を
唱
え
る
物

質
主
義
に
抵
抗
し
よ
う
と
、
そ
の
旗
の
も
と
で
魂
の
た
め
に
戦
う
こ
と
が

で
き
た
。
か
く
し
て
今
で
は
教
皇
に
自
身
の
作
品
一
巻
を
献
納
し
、
舞
台

の
背
景
を
描
く
の
に
役
立
つ
壮
麗
な
も
の
が
こ
の
世
に
多
く
あ
る
な
か
で

彼
は
、
教
会
の
壮
麗
な
美
を
好
ん
で
選
ぶ
わ
け
だ
が
、
教
父
た
ち
の
繊
細

な
心
は
彼
の
よ
く
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
教
会
は
彼
お
気
に
入
り
の
荘
厳

な
知
性
美
の
象
徴
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
と
き
に
は
外
界
の
事
象
へ
の

誘
惑
に
打
ち
勝
っ
た
り
、
ま
た
と
き
に
は
崇
拝
へ
の
願
望
が
満
た
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
テ
ン
プ
ル
騎
士
団
員
の
従
順
さ
を
乱
し
、
ま
た
一
種
騎
士
道

の
資
質
と
し
て
も
彼
の
裡
に
芽
生
え
た
あ
の
「
禁
じ
ら
れ
た
」
好
奇
心
は

精
神
世
界
の
神
秘
に
対
す
る
姿
勢
に
も
見
ら
れ
た
。
彼
が
実
際
に
カ
バ
リ

ス
ト
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
さ
て
措
き
、
魔
術
の
問
題
は
若
い
頃
に
彼
の

心
を
捉
え
始
め
た
。『
イ
シ
ス
』
に
お
け
る
初
期
の
無
謀
な
実
験
か
ら

『
ア
ク
セ
ル
』
に
お
け
る
意
を
尽
く
し
た
集
大
成
ま
で
作
品
の
殆
ん
ど
の

ペ
ー
ジ
に
「
オ
カ
ル
ト
」
の
世
界
が
浸
透
し
て
い
る
。
根
本
的
に
、
ヴ
ィ

リ
エ
の
信
仰
は
東
洋
の
神
秘
家
す
べ
て
に
共
通
し
た
信
念
で
あ
る＊

。「
お

ま
え
の
思
い
の
底
に
映
る
着
想
の
世
界
以
外
に
は
、
お
ま
え
に
相
応
し
い

宇
宙
は
な
い
こ
と
を
今
一
度
は
っ
き
り
認
識
せ
よ
」。「
知
識
と
は
認
識
以

外
に
何
で
あ
ろ
う
か
」。
そ
れ
ゆ
え
、「
お
ま
え
の
幻
で
あ
っ
た
も
の
を
永

遠
に
忘
れ
て
直
ち
に
い
ま
現
在
の
束
縛
と
欲
望
か
ら
自
由
に
な
っ
た
知

性
」
と
な
れ
。「
お
ま
え
自
身
の
花
と
な
れ
！　

お
ま
え
は
お
ま
え
が
思

い
巡
ら
す
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
お
ま
え
自
身
が
永
遠
だ

と
思
え
」。「
人
間
よ
、
も
し
も
お
ま
え
が
自
分
の
な
か
に
あ
る
物
を
限
定

す
る
こ
と
、
つ
ま
り
そ
れ
を
欲
望
す
る
こ
と
を
や
め
る
な
ら
ば
、
そ
し
て

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
か
ら
退
却
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
あ
る
物
は

お
ま
え
に
つ
き
従
っ
て
い
く
だ
ろ
う
、
女
の
よ
う
に
、
さ
な
が
ら
掌
に
窪

み
を
つ
く
っ
て
あ
げ
れ
ば
水
が
そ
こ
に
充
ち
る
よ
う
に
。
と
い
う
の
も
お

ま
え
は
そ
の
純
粋
な
意
志
の
な
か
に
万
物
の
裡
に
あ
る
真
な
る
も
の
を
有
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し
て
お
り
、
お
ま
え
は
な
り
得
る
と
こ
ろ
の
神
で
あ
る
か
ら
だ
」。

＊
＜

原
注＞

　「
リ
ヴ
ィ
エ
の
哲
学
は
や
が
て
今
世
紀
の
定
式
と
な

る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
な
ど
と
確
信
で
き
な
い
」
と
ヴ
ェ
ル
レ

ー
ヌ
は
書
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
『
ア
ク
セ
ル
』
で
表
現
さ
れ
て
い
る
信
念
を
受
け
容
れ
た

こ
と
は
、
そ
れ
に
付
随
し
て
生
れ
る
幾
多
の
信
念
の
う
ち
次
の
主
張
も
受

け
容
れ
た
こ
と
に
あ
る
。「
科
学
は
明
言
す
る
が
、
説
明
は
し
な
い
。
科

学
は
妄キ

マ
イ
ラ想

の
一
番
古
い
子
供
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
妄
想
は
こ
の
世
界
（
妄

想
の
う
ち
最
古
！
）
と
同
じ
次
元
で
見
る
と
す
れ
ば
無
と
較
べ
て
よ・

り・

重・

要・

な・

意・

味・

が
あ
る
！
」
そ
し
て
『
エ
レ
ン
』
の
な
か
で
二
人
の
若
い
学
生

が
し
ば
し
会
話
を
交
わ
す
と
き
、
そ
の
会
話
も
ま
た
重
要
な
意
味
を
有
し

て
い
る
。

ゲ
ー
ツ

　
　
我
が
哲
学
者
は
高
邁
な
境
位
へ
と
飛
翔
し
た
！

　
親
愛

な
る
神
秘
家
よ
、
幸
い
に
も
私
た
ち
に
は
導
き
の
光
で

あ
る＜

科
学＞

が
あ
る
。
君
の
太
陽
が
然
る
べ
き
と
き

よ
り
も
早
く
爆
発
し
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
は
そ
の
太
陽

を
分
析
す
る
だ
ろ
う
。

サ
ミ
ュ
エ
ル	

＜

科
学＞

で
は
事
が
足
り
な
い
で
し
ょ
う
。
早
晩
、
君

は
跪
づ
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
よ
。

ゲ
ー
ツ

　
　
何
の
ま
え
に
だ
ね
？

サ
ミ
ュ
エ
ル	

暗
闇
だ
よ
！

　
こ
う
し
た
無
知
な
る
公
言
は
ご
立
派
な
知
的
誇
り
の
高
み
に
立
っ
て
初

め
て
可
能
と
な
る
。
物
質
主
義
的
で
あ
る
限
り
の＜

科
学＞

に
向
け
る
ヴ

ィ
リ
エ
の
反
抗
と
、
そ
し
て
不
可
視
の
世
界
へ
の
あ
の
妄
想
の
飛
翔
に
寄

せ
た
熱
い
好
奇
心
と
は
全
く
同
じ
精
神
の
衝
動
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
衝
動
は
精
神
だ
け
し
か
興
味
を
示
さ
な
い
。「
有
害
に

し
て
複
雑
な
決
し
て
揺
る
が
ぬ
こ
の
昔
な
が
ら
の＜

外
部
世
界＞

」、
つ

ま
り＜

科
学＞

が
唯
一
の
実
在
と
捉
え
て
い
る
あ
の
幻
想
、
そ
の
幻
想
と

の
様
々
な
関
り
合
い
か
ら
逃
れ
て
幻
想
を
睥
睨
し
た
り
無
視
す
る
の
が
人

間
の
意
識
が
果
た
す
べ
き
努
力
の
す
べ
て
と
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

そ
し
て
人
間
の
芸
術
は
幻
想
が
近
づ
け
な
い
処
に
理
想
の
世
界
を
建
設
し

な
く
て
は
な
ら
ず
、
時
々
は
そ
こ
か
ら
出
撃
し
て
日
常
生
活
に
渦
巻
く
様

々
な
幻
想
を
必
死
に
急
襲
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
ヴ
ィ
リ
エ
の
作
品
を
創
り
あ
げ
て
お
り
、
そ
れ
は

大
雑
把
に
言
っ
て
二
つ
の
分
野
に
区
分
さ
れ
る
。
一
つ
は
理
想
世
界
、
つ

ま
り
世
界
の
な
か
の
理
想
（『
ア
ク
セ
ル
』、『
エ
レ
ン
』、『
モ
ル
ガ
ー

ヌ
』、『
イ
シ
ス
』、
短コ

ン
ト篇

の
幾
つ
か
、
さ
ら
に
次
の
分
野
に
通
じ
る
『
反

抗
』）
を
描
い
た
も
の
。
い
ま
一
つ
は
諷
刺
、
つ
ま
り
現
実
へ
の
嘲
笑
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（『
未
来
の
イ
ヴ
』『
残
酷
物
語
』『
ト
リ
ビ
ュ
ラ
・
ボ
ノ
メ
』）
を
描
い
た
も

の
。
二
つ
の
分
野
が
絶
え
ず
互
い
に
入
り
込
ん
で
い
る
の
が
ヴ
ィ
リ
エ
の

独
特
な
一
面
で
あ
り
、
理
想
主
義
者
が
道
化
役
を
演
ず
る
と
き
ほ
ど
優
れ

た
理
想
主
義
者
と
な
ら
な
い
も
の
は
な
い
。

二

　
『
ア
ク
セ
ル
』
は＜

自
然＞

の
「
慎
ま
し
さ
」
と
舞
台
の
制
約
な
ど
に

は
妥
協
を
許
さ
ぬ
闘
い
と
を
貫
き
通
し
た
点
に
お
い
て
象
徴
主
義
者
の
劇

で
あ
る
。
そ
れ
は
魂
の
劇
で
あ
り
、
と
同
時
に
優
れ
て
絵
画
的
な
劇
で
も

あ
る
。
そ
の
様
式
を
私
は
一
種
の
精
神
的
ロ
マ
ン
主
義
と
し
て
銘
打
っ
て

み
た
い
。
そ
れ
よ
り
前
の
劇
で
あ
る
『
エ
レ
ン
』
と
『
モ
ル
ガ
ー
ヌ
』
は

舞
台
空
間
に
お
い
て
ほ
ぼ
同
一
の
地
点
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。『
人
形
の

家
』
を
予
兆
さ
せ
る
よ
う
な
『
反
抗
』
は
、
貴
族
趣
味
を
持
っ
た
よ
う
な

イ
プ
セ
ン
を
私
た
ち
に
見
せ
て
く
れ
る
が
、
他
の
作
品
と
較
べ
て
確
か
に

技
巧
的
に
は
か
な
り
劣
る
も
の
の
、
他
よ
り
は
間
違
い
な
く
美
し
い
筆
遣

い
で
幾
ば
く
か
の
侮
蔑
を
こ
め
つ
つ
現
実
を
描
い
て
い
る
。
し
か
し
『
ア

ク
セ
ル
』
に
至
っ
て
は
、
生
涯
そ
の
構
想
を
練
っ
て
い
た
だ
け
あ
っ
て
ヴ

ィ
リ
エ
固
有
の
理
想
主
義
の
な
か
で
も
群
を
抜
い
た
理
想
を
私
た
ち
に
披

露
し
て
く
れ
る
。

　

な
る
ほ
ど
こ
の
物
語
は
今
世
紀
に
起
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ

れ
は
現
代
の
精
神
が
い
ま
だ
に
踏
み
込
ん
で
い
な
い
世
界
の
片
隅
で
起
っ

た
出
来
事
で
あ
る
。
こ
の
「
三
位
一
体
会
の
女
子
修
道
院
と
聖
ア
ポ
ロ
ド

ラ
尼
僧
院
は
旧
フ
ラ
ン
ス
領
フ
ラ
ン
ド
ル
沿
岸
地
方
の
境
界
に
位
置
し
」、

そ
し
て
「
辺
境
総
督
ド
ー
エ
ル
ス
ペ
ー
ル
家
の
古
び
た
城
砦
は
シ
ュ
バ
ル

ツ
ヴ
ァ
ル
ツ
の
中
央
に
佇
ん
で
い
る
」。
登
場
人
物
で
あ
る
ア
ク
セ
ル
・

ド
ー
エ
ル
ス
ペ
ー
ル
、
エ
ー
ヴ
・
サ
ラ
・
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
モ
ー
ペ
ー

ル
、
ジ
ャ
ニ
ュ
ス
先
生
、
副
司
教
、
勲
爵
士
カ
ス
パ
ル
・
ド
ー
エ
ル
ス
ペ

ー
ル
、
彼
ら
は
人
間
以
上
で
あ
る
と
同
時
に
人
間
以
下
の
人
物
で
あ
る
。

彼
ら
は
様
々
な
理
想
の
典
型
で
あ
り
、
彼
ら
が
い
な
け
れ
ば
依
然
と
し
て

肉
体
を
離
れ
た
魂
の
ま
ま
で
あ
っ
た
も
の
に
形
を
与
え
る
ほ
ど
の
人
間
性

を
備
え
て
い
る
。
宗
教
的
理
想
、
オ
カ
ル
ト
的
理
想
、
世
俗
的
理
想
、
情

熱
的
理
想
が
眼
も
眩
む
ほ
ど
深
淵
な
ペ
ー
ジ
に
次
々
と
描
か
れ
る
。
ア
ク

セ
ル
は
そ
う
し
た
理
想
的
な
世
界
か
ら
選
ば
れ
た
傲
慢
な
人
物
で
あ
っ

て
、「
無
限
だ
け
が
人
を
騙
し
た
り
し
な
い
か
ら
」
と
い
う
理
由
で
、
人

生
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
人
生
に
蔓
延
る
幻
想
を
こ
と
ご
と
く
軽
蔑
を
こ
め

て
拒
絶
す
る
。
な
ら
ば
、
サ
ラ
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
幕
全
体
の
な

か
で
た
っ
た
一
度
「
い
い
え
」
と
呟
く
だ
け
で
沈
黙
し
た
ま
ま
全
く
動
き

の
な
い
人
物
で
あ
る
一
方
、
幕
が
閉
じ
よ
う
と
す
る
と
き
激
情
に
駆
ら
れ

た
振
舞
い
を
一
瞬
す
る
が
、
彼
女
は
文
学
に
お
い
て
最
も
尊
大
に
し
て
気
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高
い
女
性
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
ん
な
彼
女
も
女
で
あ
り
、
人
生
に
熱

い
望
み
を
抱
く
彼
女
は
ア
ク
セ
ル
の
な
か
に
そ
の
望
み
を
見
い
出
す
。
誇

り
と
男
へ
の
献
身
的
な
愛
着
が
彼
女
に
最
後
の
冷
徹
な
一
歩
を
ア
ク
セ
ル

と
と
も
に
踏
み
出
さ
せ
る
。
人
生
を
超
越
の
裡
に
断
念
す
る
こ
と
で
人
生

が
理
想
と
な
る
あ
の
瞬
間
に
二
人
は
立
ち
至
る
。

　

そ
し
て
こ
の
劇
は
、
一
風
変
っ
た
厳
粛
さ
、
つ
ま
り
特
異
な
雄
弁
の
形

を
も
っ
て
終
始
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
雄
弁
さ
は
日
常
生
活
で
話
さ
れ
る

程
度
の
会
話
を
再
現
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
ま
る
で
韻
文
で
書
か
れ
た
か
の

よ
う
に
頑
ま
で
に
美
を
追
い
求
め
る
一
種
理
想
的
な
言
葉
を
紡
ぎ
出
す
。

現
代
の
演
劇
は
、
イ
プ
セ
ン
の
民
主
主
義
的
な
影
響
と
デ
ュ
マ
・
フ
ィ
ス

の
実
証
主
義
的
な
影
響
を
受
け
て
い
て
、
前
者
の
影
響
下
で
は
普
通
の
人

間
が
感
情
や
考
え
を
述
べ
る
の
に
使
う
言
葉
に
で
き
る
だ
け
似
せ
て
人
間

の
様
々
な
気
質
を
表
現
し
、
後
者
の
場
合
は
理
論
的
な
知
性
を
表
現
す
る

こ
と
に
限
定
し
て
し
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
そ
の
形
式
は
劇
が
表
現
し
よ
う

と
す
る
登
場
人
物
の
レ
ベ
ル
以
下
に
落
ち
て
い
る
。
普
通
の
人
間
は
何
気

な
く
感
じ
た
り
考
え
て
い
る
こ
と
の
ほ
ん
の
一
部
し
か
明
確
に
伝
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
だ
。
ま
た
、
思
い
通
り
に
使
え

る
言
葉
を
駆
使
し
て
描
く
と
い
う
限
ら
れ
た
条
件
の
も
と
で
人
間
の
感
情

や
考
え
が
描
き
出
さ
れ
る
と
い
う
の
が＜

リ
ア
リ
ズ
ム＞

の
理
論
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
ヴ
ィ
リ
エ
は
、
並
外
れ
た
登
場
人
物
、
し
か
も
そ
の
立
ち
位

置
が
窮
極
の
宇
宙
に
し
か
存
在
し
な
い
登
場
人
物
だ
け
を
選
ん
で
描
く

が
、
彼
ら
が
自
然
な
形
で
使
う
も
の
よ
り
も
遥
か
に
手
の
込
ん
だ
意
味
深

長
な
話
し
言
葉
、
自
身
の
思
い
や
夢
を
伝
え
る
話
し
言
葉
を
彼
ら
に
合
わ

せ
て
創
り
出
す
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
ヴ
ィ
リ
エ
が
自
身
の
抽
象
的
な
観
念
を
最
終
的
に
現
実
の
も
の

と
す
る
た
め
に
創
り
出
し
た
の
が
、
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
世
界
よ
り
も

ず
っ
と
幸
運
に
恵
ま
れ
た
雰
囲
気
の
な
か
で
思
考
さ
れ
た
り
夢
想
さ
れ
る

世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
急
坂
の
マ
ル
テ
ィ
ー
ル
街
で
赤
貧
生
活
を
送
る

な
か
で
常
に
彼
は
そ
う
し
た
世
界
に
生
き
て
い
た
こ
と
を
私
は
疑
わ
な

い
。
そ
れ
に
し
て
も
彼
が
私
た
ち
を
も
そ
の
世
界
の
住
人
に
さ
せ
た
の

は
、『
ア
ク
セ
ル
』
の
な
か
、
し
か
も
『
ア
ク
セ
ル
』
の
な
か
だ
け
で
あ

る
。『
エ
レ
ン
』
に
お
い
て
さ
え
私
た
ち
は
傍
観
者
で
あ
り
、
あ
る
悲
劇

的
な
妖
精
劇
（
ま
る
で
フ
ァ
ン
タ
ジ
ョ
が
急
に
糞
真
面
目
に
な
っ
た
か
の

よ
う
に
）、
つ
ま
り
他
人
の
夢
を
眺
め
て
い
る
の
で
あ
る
。『
ア
ク
セ
ル
』

は
私
た
ち
を
独
特
な
雰
囲
気
に
包
み
込
む
。
気
が
つ
け
ば
私
た
ち
は
山
の

頂
き
に
、
雲
の
反
対
側
に
、
そ
う
し
て
そ
こ
に
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
も

驚
き
も
し
な
い
か
の
よ
う
な
の
だ
。

　

ヴ
ィ
リ
エ
に
と
っ
て
理
想
は
現
実
で
あ
り
、
精
神
的
な
美
は
本
質
的
な

美
で
あ
る
。
物
質
的
な
美
は
本
質
的
な
美
の
反
映
も
し
く
は
顕
現
で
あ
る

が
、
彼
は
世
界
を
物
質
的
に
し
よ
う
と
す
る
幾
多
の
勢
力
に
向
け
て
烈
火



（7）城西大学語学教育センター研究年報　第１２号106

の
ご
と
き
怒
り
を
も
っ
て
攻
撃
を
し
か
け
る
。
そ
の
勢
力
と
は
、
た
と
え

ば
科
学
や
進
歩
で
あ
り
、
そ
し
て
「
様
々
な
事
実
」
や
「
実
証
的
」
に
し

て
「
真
面
目
」
で
「
ご
立
派
な
」
も
の
を
重
要
視
す
る
俗
世
間
の
姿
勢
で

あ
る
。
彼
に
と
っ
て
、
諷
刺
は
醜
悪
へ
の
美
の
復
讐
、
醜
悪
な
も
の
へ
の

迫
害
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
社
会
的
な
諷
刺
で
は
な
く
、
精
神
的
宇
宙
を

信
ず
る
人
間
が
向
け
る
物
質
的
宇
宙
へ
の
諷
刺
で
あ
る
。
こ
う
し
て
諷
刺

は
私
た
ち
の
時
代
に
お
い
て
も
ス
ウ
ィ
フ
ト
や
ラ
ブ
レ
ー
の
そ
れ
と
同
じ

く
根
本
的
な
唯
一
の
笑
い
な
の
で
も
あ
る
。
理
想
主
義
者
の
こ
の
よ
う
に

相
手
を
八
つ
裂
き
に
し
て
し
ま
う
笑
い
は
、『
未
来
の
イ
ヴ
』
の
破
格
な

道
化
に
お
け
る
よ
う
に
、
笑
い
が
科
学
の
備
え
て
い
る
武
器
を
自
身
に
向

け
さ
せ
る
と
き
ほ
ど
、
そ
の
標
的
を
露
わ
に
し
て
い
る
も
の
は
な
い
。
パ

リ
っ
子
の
機
知
は
、
哲
学
で
も
あ
る
機
知
だ
け
が
達
成
で
き
る
よ
う
な
繊

細
な
皮
肉
へ
と
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
が
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
攻
撃
方
法
を

取
り
入
れ
る
。
一
方
、
ほ
と
ん
ど
イ
ギ
リ
ス
的
で
あ
る
ユ
ー
モ
ア
も
、
別

の
攻
撃
方
法
を
導
入
す
る
。
諷
刺
は
再
び
悲
劇
的
に
し
て
幻
想
的
で
不
気

味
な
も
の
と
な
る
。
ヴ
ィ
リ
エ
独
自
の
流
儀
で
ポ
ー
の
向
こ
う
を
張
ろ
う

と
ま
で
さ
せ
た
あ
の
ポ
ー
の
謎
め
く
「
グ
ロ
テ
ス
ク
に
し
て
ア
ラ
ベ
ス
ク

な
物
語
」
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
殆
ん
ど
が
意
味
に
重
層
性
が
見
ら
れ
る

が
、
意
図
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
、
困
惑
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
。
ヴ

ィ
リ
エ
が
と
き
に
自
身
の
魔
術
を
い
か
に
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る

か
、
い
ま
は
述
べ
る
気
に
な
れ
な
い
。

　

さ
て
、
私
た
ち
が
超
自
然
的
と
呼
ん
で
い
る
も
の
を
、
純
然
た
る
理
想

主
義
の
作
品
に
も
諷
刺
に
徹
し
た
作
品
に
も
取
り
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に

彼
の
特
徴
が
あ
る
。
か
り
そ
め
の
俗
世
に
暮
ら
す
住
人
の
殆
ん
ど
に
と
っ

て
、
現
実
は
煉
瓦
と
石
で
造
っ
た
家
々
を
堅
固
に
配
し
た
揺
る
ぎ
な
い
も

の
で
あ
る
が
、
と
き
に
そ
れ
が
瓦
解
し
て
し
ま
う
と
ヴ
ィ
リ
エ
は
安
ら
ぎ

を
感
じ
た
。
彼
は
絶
対
的
な
美
を
捜
し
求
め
た
と
き
、
そ
れ
を
見
出
し
た

処
は
世
界
の
彼
方
で
あ
っ
た
。
彼
が
恐
怖
を
求
め
た
と
き
、
そ
の
恐
怖
を

神
経
に
ま
で
触
れ
さ
せ
る
の
は
視
え
ざ
る
暗
闇
か
ら
吹
い
て
く
る
微
風
で

あ
っ
た
。
博
識
や
無
知
を
気
取
る
姿
勢
を
嘲
っ
て
み
た
い
と
き
、
彼
の
悲

劇
的
道
化
が
手
な
づ
け
た
の
は
常
に
不
可
視
の
世
界
で
あ
っ
た
。

　

ヴ
ィ
リ
エ
の
書
い
た
ど
の
作
品
に
も
、
明
ら
か
に
衝
動
的
で
あ
る
と
同

時
に
入
念
に
考
え
抜
か
れ
た
奇
妙
さ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
指
摘
し

た
よ
う
に
、
彼
の
人
格
の
基
礎
を
築
い
て
い
る
あ
の
知
的
誇
り
の
当
然
の

結
果
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
凡
庸
さ
を
嫌
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
例
外
的
な
魂
を
分
析
し
て
例
外
的
な
物
語
を
創
り
、

見
事
な
名
前
を
考
え
出
し
、
そ
う
し
て
そ
こ
に
類
稀
な
風
景
を
喚
起
し
て

み
よ
う
と
思
っ
た
。
単
純
な
も
の
よ
り
も
複
雑
な
も
の
を
、
実
直
さ
よ
り

も
天
邪
鬼
を
、
二
者
択
一
よ
り
も
両
義
的
な
も
の
を
好
む
の
は
、
彼
の
魂

に
蠢
め
く
好
奇
心
の
要
諦
で
あ
っ
た
。
作
品
の
主
人
公
た
ち
は
精
神
的
誇
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り
の
化
身
で
あ
り
、
彼
ら
の
悲
劇
は
精
神
が
物
質
に
対
抗
し
た
と
き
に
受

け
た
衝
撃
、
物
質
に
よ
る
精
神
へ
の
侵
略
、
精
神
に
潜
む
悪
の
精
神
へ
の

誘
惑
に
あ
る
。
彼
ら
は
絶
対
な
る
も
の
を
求
め
て
つ
い
に
は
死
を
見
出

す
。
彼
ら
は
叡
智
を
探
し
求
め
て
愛
を
見
出
し
、
そ
う
し
て
精
神
的
頽
落

に
堕
ち
て
い
く
。
彼
ら
は
真
実
在
を
求
め
て
そ
こ
に
罪
を
見
出
す
。
彼
ら

は
夢
幻
を
捜
し
求
め
て
つ
い
に
は
自
分
自
身
を
見
出
す
。
彼
ら
は
自
身
の

力
量
を
超
え
た
途
轍
も
な
く
深
淵
な
叡
智
の
岸
辺
に
佇
む
。
彼
ら
は
闇
な

る
力
、
あ
の
名
状
し
難
い
熱
情
と
い
う
衝
動
に
取
り
憑
か
れ
る
。
彼
ら
は

そ
の
頭
脳
が
あ
ま
り
に
も
明
晰
す
ぎ
る
の
で
、
自
身
の
途
方
も
な
い
言
動

に
心
穏
や
か
で
は
い
ら
れ
な
い
。
彼
ら
は
自
身
の
夢
を
系
統
だ
て
て
行
動

に
移
し
て
い
く
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
女
主
人
公
た

ち
は
、『
未
来
の
イ
ヴ
』
の
よ
う
に
エ
ジ
ソ
ン
な
る
人
物
に
よ
っ
て
生
命

を
与
え
ら
れ
た
人
造
人
間
で
な
い
場
合
に
は
、
死
者
に
対
す
る
尊
厳
と
聖

職
者
の
口
吻
を
身
に
付
け
て
い
る
。「
ち
ょ
っ
と
考
え
て
く
だ
さ
い
、
私

を
愛
さ
な
い
と
い
う
苦
悶
を
宣
告
さ
れ
た
人
た
ち
が
…
！
」
と
『
ア
ク
セ

ル
』
の
サ
ラ
は
言
い
、「
私
は
あ
の
青
年
を
愛
し
て
は
い
な
い
わ
。
私
は

神
様
に
何
を
し
た
の
で
し
ょ
う
か
？
」
と
エ
レ
ン
は
呟
く
。
そ
し
て
彼
女

た
ち
の
声
は
い
つ
も
エ
レ
ン
の
声
に
似
て
い
る
。「
私
は
き
み
の
声
に
じ

っ
と
耳
を
傾
け
た
。
そ
れ
は
寡
言
に
し
て
抑
え
た
声
音
を
帯
び
て
い
て
亡

霊
宇
宙
を
流
れ
る
忘レ

ー

テ

却
の
河
の
せ
せ
ら
ぎ
の
よ
う
だ
っ
た
」
と
語
り
か
け

た
。
彼
女
た
ち
は
美
の
不
滅
な
る
頽
廃
を
装
っ
て
お
り
、
自
分
自
身
が
一

つ
の
謎
な
の
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
は
欲
望
す
る
も
、
な
ぜ
か
分
か
ら
ず
控

え
た
り
も
す
る
。
一
方
の
瞼
を
開
け
た
ま
ま
良
い
こ
と
や
悪
い
こ
と
を
行

い
、
地
上
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
罪
か
ら
免
れ
て
い
た
り
犯
し
た
り
す
る
の

で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
奇
妙
な
住
人
た
ち
は
同
じ
く
ら
い
奇
妙
な
世
界
を
浮
遊
す

る
。
彼
ら
は＜

黒
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ヴ
ァ
ル
ト

い
森＞

に
忘
れ
去
ら
れ
た
古
城
の
主
人
と
そ
の
夫

人
で
あ
る
。
彼
ら
は
途
絶
え
そ
う
な
立
派
な
一
族
の
子
孫
で
あ
り
、
戦
士

の
斬
味
も
鋭
く
素
早
い
剣
を
備
え
持
つ
魔
術
の
徒
で
あ
り
、
奇
妙
な
宴
の

席
で
誘
い
か
け
る
高
級
娼
婦
で
あ
る
。
彼
ら
は
測
り
知
れ
ぬ
財
宝
、「
雷

鳴
と
ど
ろ
く
黄
金
の
滝
」
を
捜
し
当
て
る
が
、
そ
れ
に
は
歯
牙
も
か
け
な

い
。
俗
世
の
華
美
が
彼
ら
に
近
づ
い
て
く
る
と
、
弥
増
し
に
そ
れ
を
拒
絶

す
る
だ
ろ
う
。
さ
も
な
く
ば
華
美
が
彼
ら
を
破
滅
さ
せ
て
物
質
だ
ら
け
の

地
獄
の
ず
っ
と
奥
深
く
へ
と
堕
と
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
い
つ
も
彼
ら

は
危
機
に
瀕
し
て
い
る
の
を
私
た
ち
は
眼
に
す
る
。
彼
ら
は
強
い
誘
惑
に

巻
き
込
ま
れ
て
、
あ
れ
か
こ
れ
か
の
行
く
手
を
ま
え
に
踏
み
出
せ
な
い
で

い
る
の
だ
。
魂
の
こ
の
決
疑
論
者
は
惨
め
な
ま
で
に
成
長
を
阻
止
さ
れ
た

魂
、
あ
る
い
は
悲
惨
な
ま
で
に
過
度
の
成
長
を
遂
げ
た
魂
を
薄
暗
い
庇
護

の
も
と
か
ら
連
れ
出
し
て
私
た
ち
の
眼
の
前
で
裸
に
な
っ
て
踊
ら
せ
る
で

あ
ろ
う
。
彼
は
、
自
分
自
身
に
哀
れ
み
を
持
た
な
い
人
間
に
は
哀
れ
み
を
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注
が
な
い
。

　

そ
の
言
葉
が
一
般
に
使
わ
れ
る
意
味
を
ま
え
に
し
た
と
き
、
ヴ
ィ
リ
エ

は
哀
感
を
覚
え
な
い
。
彼
な
ら
ば
非
常
に
嫌
っ
た
で
あ
ろ
う
言
い
方
を
使

っ
て
述
べ
る
と
、
ど
う
し
て
彼
は
「
民
衆
の
心
に
触
れ
る
」
こ
と
が
で
き

な
い
の
か
を
、
こ
の
こ
と
は
充
分
に
説
明
し
て
い
る
。
彼
の
精
神
は
抽
象

的
に
す
ぎ
る
の
で
哀
れ
み
な
ぞ
入
る
余
裕
も
な
く
、
人
間
性
か
ら
外
れ
た

処
に
身
を
置
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
は
哀
れ
み
の
欠
如
ゆ
え
で
あ

る
。「
人
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
無
限
を
与
え
よ
」
と
彼
は
言
っ
た
が
、
無
限

へ
の
追
求
に
熱
心
な
彼
は
、
太
陽
と
星
が
頭
上
に
あ
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
ま

ま
大
地
を
つ
ま
ず
き
歩
む
弱
き
盲
目
の
人
に
哀
れ
み
を
抱
く
こ
と
は
な

い
。
彼
の
眼
に
映
る
の
は
無
知
な
群
衆
、
奴
隷
の
身
に
満
足
し
て
い
る
群

衆
だ
け
で
あ
る
。
彼
は
愚
鈍
を
許
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
そ
れ
は
愚
鈍

が
彼
の
理
解
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
だ
。
悪
徳
は
癒
せ
る
が
愚
鈍

は
癒
し
難
い
と
い
う
理
由
だ
け
だ
と
し
て
も
、
彼
は
愚
鈍
が
悪
徳
よ
り
も

罪
深
い
と
い
う
こ
と
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
。
し
か
し

彼
は
次
の
こ
と
に
至
っ
て
は
立
派
な
小
説
家
た
ち
が
理
解
し
た
よ
う
に
は

理
解
を
示
さ
な
い
。
つ
ま
り
、
愚
鈍
に
悲
哀
が
漂
う
こ
と
も
あ
る
と
い
う

こ
と
、
農
民
で
あ
ろ
う
と
自
己
充
足
し
た
中
産
階
級
で
あ
ろ
う
と
、
自
身

の
魂
が
そ
の
本
分
を
果
た
さ
な
か
っ
た
り
自
分
が
生
き
る
こ
と
に
関
心
を

持
て
な
い
よ
う
な
人
間
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
彼
は
理
解
を
示
さ
な
い

の
で
あ
る
。

　

た
と
え
侮
蔑
が
高
貴
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
た
と
え
憤
怒
が
正
義
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
な
り
に
同
情
心
が
欠
如
し
て
い
な
け
れ
ば
、
思
う

よ
う
に
は
侮
蔑
す
る
こ
と
も
憤
怒
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
同
情
心
の
欠

如
は
打
た
れ
強
い
悟
性
の
欠
如
が
原
因
と
さ
れ
る
。
人
類
の
運
命
は
そ
の

殆
ん
ど
が
限
り
な
く
悲
哀
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
か
、
限
り
な
く
滑
稽
を

誘
う
も
の
で
あ
る
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
の
は
確
か
だ
。
な
ら
ば
、

あ
の
運
命
と
人
類
の
う
ち
で
あ
ま
り
目
立
た
な
い
少
数
の
人
た
ち
は
、
ど

ち
ら
の
相
と
し
て
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ヴ
ィ
リ
エ
は
純
粋
す
ぎ
る
ほ

ど
に
理
想
主
義
者
で
あ
り
、
そ
の
理
想
主
義
の
な
か
で
は
あ
ま
り
に
も
絶

対
的
す
ぎ
る
の
で
躊
躇
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
か
っ
た
。
彼
は
『
ア
ク

セ
ル
』
の
あ
の
見
事
な
言
い
回
し
を
も
っ
て
こ
う
叫
ぶ
。「
生
き
る
こ
と

だ
っ
て
、
召
使
い
が
代
り
に
生
き
る
だ
ろ
う
よ
！
」。『
残
酷
物
語
』
で

も
、
常
に
彼
の
内
面
的
な
性
向
で
あ
っ
た
も
の
を
、
先
の
科
白
に
優
る
と

も
劣
ら
ず
特
徴
あ
る
表
現
に
仕
立
て
上
げ
て
綴
っ
て
い
る
。「
前
方
中
央

の
特
別
席
に
座
っ
て
近
く
の
人
た
ち
の
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
つ
ま

り
行
儀
よ
く
、
そ
の
退
屈
な
文
体
で
書
か
れ
テ
ー
マ
も
好
き
に
な
れ
そ
う

に
な
い
劇
を
最
後
ま
で
観
る
よ
う
に
、
私
は
礼
儀
正
し
く
生
き
た
。『
私

は
礼
を
尽
く
し
て
生
き
た
』（ je vivais par politesse.

）」。
人
生
に
対

す
る
こ
う
し
た
傲
慢
や
、
世
間
一
般
の
人
た
ち
の
原
動
力
と
在
り
方
へ
の



（10） アーサー・シモンズ『象徴主義者の文学思潮』について（Ⅲ） 103

侮
蔑
に
は
、
ヴ
ィ
リ
エ
の
卓
越
し
た
点
と
弱
点
と
が
同
時
に
あ
る
。
そ
し

て
彼
は
『
残
酷
物
語
』
の
最
終
幕
を
飾
る
話
の
な
か
で
次
の
よ
う
な
言
葉

を
駆
使
し
て
自
戒
の
念
を
自
身
に
突
き
つ
け
た
。「
額
に
だ
け
人
間
の
生

が
詰
込
ま
れ
て
い
る
と
き
、
そ
の
人
間
は
頭
か
ら
上
だ
け
が
光
を
照
ら
さ

れ
る
。
そ
の
と
き
人
間
の
嫉
妬
深
い
影
が
足
元
に
ひ
れ
伏
し
て
そ
の
両
足

を
引
っ
張
っ
て
い
く
、
人
間
を
不
可
視
な
る
世
界
へ
引
き
ず
り
込
も
う
と

し
て
」。三

　

全
生
涯
を
通
し
て
ヴ
ィ
リ
エ
は
貧
し
い
人
間
で
あ
っ
た
。
ひ
ど
い
仕
事

で
も
幸
運
を
期
待
で
き
た
の
に
、
彼
は
期
待
す
る
の
を
放
棄
し
た
あ
の
幸

運
を
、
生
涯
ず
っ
と
待
ち
つ
づ
け
て
も
い
た
。
ほ
ぼ
生
涯
に
互
っ
て
、
彼

は
ほ
と
ん
ど
無
名
の
人
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
か
ら
メ
ー
テ
ル
リ
ン

ク
ま
で
現
代
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
確
立
し
た
あ
の
親
密
な
仲
間
た
ち
か
ら
は

大
い
に
愛
さ
れ
も
熱
く
讃
え
ら
れ
も
し
、
ま
た
大
方
の
人
間
か
ら
は
や
や

危
険
で
一
種
お
ど
け
た
狂
人
と
見
ら
れ
た
彼
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
彼

の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
カ
フ
ェ
の
テ
ー
ブ
ル
を
自
由
自
在
に
浮
遊
し
て
い
て
時

に
そ
れ
を
攫
い
取
っ
て
み
る
と
非
常
に
役
立
つ
こ
と
が
あ
っ
た
。
と
い
う

の
も
ヴ
ィ
リ
エ
は
作
品
を
書
く
ま
え
に
そ
の
作
品
に
つ
い
て
語
っ
た
。
し

か
も
書
く
こ
と
す
ら
し
な
い
で
度
を
超
え
た
得
意
気
な
浪
費
家
然
と
し
て

語
る
こ
と
が
度
々
あ
っ
た
。
彼
を
知
る
人
た
ち
か
ら
す
れ
ば
、
ま
さ
に
彼

は
天
才
そ
の
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
て
、
た
と
え
一
行
の
詩
で
す
ら

書
け
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
天
才
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
、
自
ら
熱
心
に
想
を
練
っ
て
い
る
内
容
す
べ
て
を
す
で
に
纏
め
上
げ
て

し
ま
っ
た
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
危
う
い
個
性
を
彼
が
授
か
っ
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
個
性
と
は
両
手
を
拡
げ
た
範
囲
の
な
か
で
だ
け
語
る
も

の
で
あ
る
。
か
く
し
て
ヴ
ィ
リ
エ
は
一
般
の
読
者
を
驚
か
す
こ
と
も
怒
ら

せ
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
十
九
歳
の
時
に
出
版
さ
れ
た
『
処
女
詩

集
』
が
名
声
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
な
ど
と
期
待
さ
れ
る
こ
と
は
皆
無
に

等
し
か
っ
た
。
い
や
、
特
に
そ
の
着
想
に
お
い
て
『
処
女
詩
集
』
は
瞠
目

す
べ
き
作
品
で
あ
る
。
謎
め
い
た
断
章
か
ら
成
る
伝
奇
小
説
『
イ
シ
ス
』

（
一
八
六
二
年
）
か
ら
も
名
声
は
期
待
で
き
な
か
っ
た
が
、『
イ
シ
ス
』
は

や
が
て
流
行
す
る
こ
と
と
な
る
秘
教
的
心
霊
的
な
物
語
を
か
な
り
前
の
段

階
で
予
兆
さ
せ
る
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、『
エ
レ
ン
』（
一
八
六
四
年
）

と
『
モ
ル
ガ
ー
ヌ
』（
一
八
六
五
年
）、
散
文
で
書
か
れ
た
こ
の
二
つ
の
詩

劇
に
は
特
異
性
に
溢
れ
稀
有
な
心
霊
的
雰
囲
気
が
充
満
し
て
い
る
。
そ
の

二
年
後
の
『
ク
レ
ー
ル
・
ル
ノ
ワ
ー
ル
』（
後
に
彼
の
傑
作
の
ひ
と
つ
『
ト

リ
ビ
ュ
ラ
・
ボ
ノ
メ
』
に
収
め
ら
れ
る
）
は
不
気
味
な
恐
怖
に
充
ち
て
い

る
。『
反
抗
』（
一
八
七
〇
年
）
は
、
ヴ
ィ
リ
エ
に
と
っ
て
は
か
な
り
「
現
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実
味
」
を
帯
び
て
い
て
、
一
八
九
六
年
に
オ
デ
オ
ン
座
で
再
演
さ
れ
た
と

き
に
は
、
暫
し
の
成
功
を
収
め
た
。『
新
世
界
』（
一
八
八
〇
年
）
は
奇
想

天
外
な
思
い
つ
き
に
よ
っ
て
賞
を
獲
た
。
あ
の
優
れ
た
作
品
集
で
あ
る

『
残
酷
物
語
』（
一
八
八
〇
年
）
は
、
独
自
の
や
り
方
で
そ
の
真
に
フ
ラ
ン

ス
固
有
の
短
篇
を
凌
い
だ
。
一
八
八
六
年
、
蒼
白
い
燐
光
を
放
つ
道
化
に

科
学
を
見
立
て
て
人
間
性
を
手
酷
く
茶
化
し
た
作
品
『
未
来
の
イ
ヴ
』
を

出
版
し
て
よ
う
や
く
ヴ
ィ
リ
エ
は
無
名
の
作
家
で
は
な
く
な
っ
た
。
彼
自

身
、「
一
時
代
を
画
し
た
途
方
も
な
く
沈
鬱
な
道
化
芝
居
」
と
位
置
づ
け

た
『
ト
リ
ビ
ュ
ラ
・
ボ
ノ
メ
』
は
、
最
終
的
に
そ
の
形
で
世
に
出
る
こ
と

と
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
見
事
な
散
文
詩
『
ア
ケ
デ
ィ
ッ
セ
リ
ル
女
王
』
が

生
れ
る
。
そ
し
て
、
ま
す
ま
す
冷
淡
に
な
っ
て
い
く
短
篇
集
、『
至
上
の

愛
』（
一
八
八
六
）『
奇
談
集
』（
一
八
八
八
年
）『
新
残
酷
物
語
』（
一
八
八
八

年
）
が
出
る
。
す
で
に
死
の
迫
っ
て
い
る
ヴ
ィ
リ
エ
は
そ
の
な
か
で
は
自

身
の
影
で
し
か
な
い
。『
ア
ク
セ
ル
』
の
校
正
を
し
て
い
る
と
き
彼
は
死

ん
だ
が
、
そ
の
作
品
は
一
八
九
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
後
『
彼
岸
世

界
の
話
』、
雑
文
集
『
行
路
の
人
々
』
が
世
に
出
た
。
い
っ
た
ん
死
ぬ
と

な
る
と
、
一
生
涯
彼
を
避
け
て
い
た
名
声
が
彼
の
後
に
つ
い
て
来
る
よ
う

に
な
っ
た
。
葬
儀
に
際
し
て
彼
に
賛
辞
の
言
葉
を
捧
げ
る
記
事
が
載
っ

た
。

　

こ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
、
す
で
に
彼
は
来
る
べ
き
世
代
の
精
神
的
雰

囲
気
を
準
備
し
て
い
た
。
物
質
世
界
を
信
ず
る
人
々
に
塗
れ
て
生
き
つ
つ

も
、
精
神
世
界
へ
の
信
奉
を
高
ら
か
に
告
げ
た
の
は
無
駄
で
は
な
か
っ

た
。
写
実
派
と
高
踏
派
の
作
家
た
ち
に
囲
ま
れ
て
生
き
る
な
か
、
新
し
い

芸
術
様
式
つ
ま
り
象
徴
主
義
者
の
演
劇
芸
術
や
小
説
に
お
け
る
象
徴
主
義

の
芸
術
と
い
っ
た
新
し
い
様
式
を
創
り
出
し
て
い
た
の
だ
。
彼
は
生
涯
に

互
っ
て
孤
独
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
次
世
代
の
生
を
彼
独
自
の
人
生
の

な
か
で
彼
は
生
き
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
同
時
代
の
人
々
の
な
か
で
、
こ

の
う
え
な
い
共
感
を
与
え
も
し
た
が
同
時
に
受
け
取
り
も
し
た
唯
一
の
人

間
が
い
た
。
そ
れ
は
ワ
グ
ナ
ー
で
あ
っ
た
。
徐
々
に
若
い
人
た
ち
が
彼
の

周
り
に
や
っ
て
来
た
。
最
後
に
は
弟
子
に
事
欠
く
こ
と
も
な
か
っ
た
。

　

煎
じ
詰
め
れ
ば
、
彼
が
辿
り
着
い
た
最
後
の
言
葉
と
は
信
念
で
あ
る
。

そ
れ
は
た
と
え
ば
、
諸
感
覚
に
よ
る
証
拠
、
進
歩
と
い
う
怪
物
の
よ
う
な

奇
説
、
そ
し
て
恐
ろ
し
い
敵
と
対
峙
し
て
感
じ
た
悲
観
主
義
と
闘
い
抜
く

信
念
で
あ
る
。
彼
は
、「
魂
の
存
在
を
信
じ
神
を
強
く
信
じ
て
い
る
」
と

断
言
す
る
。
い
つ
も
住
ん
で
い
る
精
神
世
界
の
存
在
証
明
な
ど
彼
に
は
必

要
な
い
。
自
ら
物
質
世
界
に
迷
い
込
む
こ
と
を
是
し
と
し
な
が
ら
も
、
時

に
は
そ
こ
で
付
い
た
泥
を
侮
蔑
的
な
手
つ
き
で
払
い
除
け
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
ペ
イ
タ
ー
の
意
味
深
長
な
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、
さ
な
が
ら

彼
は
「
秘
密
の
使
命
を
託
さ
れ
た
人
間
の
よ
う
に
」
自
身
の
人
生
行
路
を

往
く
。
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＜
訳
注＞

一
頁

（
１
）　

無
限
を
与
え
よ　
『
ア
ク
セ
ル
』
第
四
幕
、
そ
の
一
「
黄
金
と
恋
の
試
練
」

第
四
場
で
サ
ラ
が
ア
ク
セ
ル
に
話
し
た
言
葉
。

（
２
）　

パ
リ
で
亡
く
な
っ
た　

彼
の
正
式
な
名
前
は
ジ
ャ
ン
・
マ
リ
・
マ
テ
ィ
ア

ス
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ド
・
ヴ
ィ
リ
エ
・
ド
・
リ
ラ
ダ
ン 

Jean M
arie M

athias Philippe A
uguste de V

iliers de l’Isle-A
dam

と
呼
ば
れ
、
正
確
な
生
没
年
は
一
八
三
八
年
十
一
月
七
日
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
州

サ
ン
・
プ
リ
ウ
、
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
街
二
番
地
に
生
れ
、
一
八
八
九
年
八
月

十
八
日
の
夜
十
一
時
、
パ
リ
第
七
区
ウ
デ
ィ
ノ
街
十
九
番
地
の
教
会
療
養
所

で
息
を
引
き
と
る
。

（
３
）　

エ
ル
サ
レ
ム
聖
ヨ
ハ
ネ
騎
士
団
　
一
〇
七
〇
年
代
、
エ
ル
サ
レ
ム
に
医
療
を

行
う
修
道
院
と
し
て
設
立
さ
れ
た
聖
ヨ
ハ
ネ
病
院
が
一
一
一
三
年
に
ロ
ー
マ

教
皇
パ
ス
カ
リ
ウ
ス
二
世
か
ら
騎
士
修
道
会
（
修
道
騎
士
団
）
と
し
て
承
認

さ
れ
る
。
病
院
運
営
に
携
わ
っ
た
こ
と
か
ら<

ホ
ス
ピ
タ
ル
騎
士
団>
と
呼

ば
れ
た
が
、
聖
地
巡
礼
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
保
護
す
る
た
め
に
宿
泊
施
設
も

運
営
し
て
聖
地
の
防
衛
に
あ
た
り
軍
事
的
要
素
を
も
強
め
て
い
っ
た
。
正
式

名
は<

エ
ル
サ
レ
ム
・
聖
ヨ
ハ
ネ
救
護
騎
士
修
道
会>

。
そ
の
拠
点
は

一
一
八
七
年
エ
ル
サ
レ
ム
に
、
一
二
九
一
年
に
キ
プ
ロ
ス
島
に
、
一
三
一
〇

年
に
ロ
ー
ド
ス
島
に
、
そ
し
て
一
五
三
〇
年
に
は
マ
ル
タ
島
（
マ
ル
タ
騎
士

団
）
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。

二
頁

（
４
）　
「
あ
る
」
と
い
う
自
尊
心
、「
な
る
」
と
い
う
自
尊
心　
「
あ
る
」‘being’

と

「
な
る
」‘becom

ing’

と
い
う
対
極
的
で
両
義
的
で
も
あ
る
二
つ
の
用
語

は
、
い
わ
ゆ
る
存
在
論
哲
学
を
想
起
さ
せ
る
が
、
そ
れ
と
は
異
な
る
領
野
を

提
示
し
て
い
る
。「
あ
る
」
と
は
、
魂
の
高
潔
が
生
れ
な
が
ら
に
備
わ
っ
て

「
あ
る
」
を
意
味
し
、
そ
れ
に
対
し
て
「
な
る
」
と
は
や
が
て
人
生
の
途
上

で
そ
の
高
潔
を
獲
得
す
る
よ
う
に
「
な
る
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

（
５
）　

二
つ
の
矛
盾
律　
「
あ
る
」
と
「
な
る
」
に
お
け
る
矛
盾
・
対
立
と
し
て
考

え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
単
一
の
矛
盾
で
は
な
く
、
飽
く
ま
で

も
「
二
つ
の
矛
盾
律
」
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
両
者
が
そ
れ
ぞ

れ
に
相
手
の
相
を
自
身
の
裡
に
孕
ん
で
い
る
情
態
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を

そ
れ
は
物
語
っ
て
い
る
。

（
６
）　

・
・
・
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。　

対
象
（
要
塞
）
へ
の
一
方
的
な
攻

撃
は
二
重
化
さ
れ
た
魂
の
美
し
さ
の
類
推
化
と
は
な
ら
な
い
こ
と
を
仄
め
か

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
７
）　

テ
ン
プ
ル
騎
士
団
　
聖
ヨ
ハ
ネ
騎
士
団
と
同
様
に
、
聖
地
巡
礼
者
の
保
護
を

目
的
と
し
た
騎
士
修
道
会
。
一
一
一
八
年
に
エ
ル
サ
レ
ム
の
ソ
ロ
モ
ン
神
殿

跡
を
本
拠
地
と
し
て
設
立
さ
れ
、
一
一
二
八
年
に
教
皇
よ
り
認
可
さ
れ
る

が
、
十
字
軍
の
戦
力
と
し
て
活
躍
す
る
。

（
８
）　
「
人
間
よ
・
・
・
神
で
あ
る
か
ら
だ
」　
『
ア
ク
セ
ル
』
第
三
幕
「
オ
カ
ル
ト

世
界
」
の
そ
の
一
「
人
生
の
門
出
」
第
一
場
。
ジ
ャ
ニ
ュ
ス
先
生
の
言
葉
。
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直
前
の
四
つ
の
科
白
も
同
じ
登
場
人
物
の
言
葉
。

（
９
）　

ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
は
書
い
て
い
る　

シ
モ
ン
ズ
が
施
し
た
こ
の<

原
注>

に
お

け
る
引
用
は
、
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
の
書
い
た
伝
記
シ
リ
ー
ズ
『
今
日
の
人
物
た

ち
』Les H

om
m

es d’A
ujourd’hui (1885-93)

の
な
か
の
ヴ
ィ
リ
エ
の
伝

記
「
ヴ
ィ
リ
エ
・
ド
・
リ
ラ
ダ
ン
」
で
綴
っ
た
一
節
。

（
１０
）　
「
科
学
は
・
・
・
意
味
が
あ
る
！
」　
『
ア
ク
セ
ル
』
第
三
幕
、
そ
の
二
「
放

棄
す
る
者
」
第
一
場
。

三
頁

（
１１
）　

暗
闇
だ
よ
！　
『
エ
レ
ン
』
第
一
幕
、
第
五
場
。

（
１２
）　
「
・
・
・
昔
な
が
ら
の
〈
外
部
世
界
〉」　
『
ア
ク
セ
ル
』
第
三
幕
、
そ
の
一

「
境
界
に
お
い
て
」
第
一
場
。

四
頁

（
１３
）　
「
辺
境
総
督
・
・
・
佇
ん
で
い
る
」　

直
前
の
引
用
と
と
も
に
『
ア
ク
セ
ル
』

の
冒
頭
に
記
さ
れ
た
時
代
背
景
と
舞
台
背
景
。
前
者
が
第
一
幕
、
他
の
三
幕

は
後
者
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

（
１４
）　
「
無
限
・
・
・
し
な
い
か
ら
」　
『
ア
ク
セ
ル
』
第
四
幕
「
情
熱
世
界
」、
そ
の

二
「
最
後
の
選
択
」。
セ
ラ
の
最
後
の
言
葉
を
も
っ
て
幕
が
降
ろ
さ
れ
る
。

（
１５
）　
「
い
い
え
」　
『
ア
ク
セ
ル
』
第
一
幕
「
宗
教
世
界
」、
そ
の
二
「
放
棄
す
る

者
」
の
一
節
。

（
１６
）　

デ
ュ
マ
・
フ
ィ
ス　

フ
ラ
ン
ス
の
劇
作
家
・
小
説
家
（A

lexandre 

D
um

as fils 

一
八
二
四−

一
八
九
五
）。『
モ
ン
テ
・
ク
リ
ス
ト
伯
』『
三
銃

士
』
な
ど
を
著
し
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
デ
ュ
マ
の
私
生
児
。
父
親
の
影
響

を
受
け
て
詩
や
小
説
を
書
き
始
め
た
が
、
一
八
四
八
年
に
小
説
『
椿
姫
』
を

出
版
す
る
。
翌
年
、
戯
曲
と
し
て
書
き
改
め
て
一
八
五
〇
年
の
上
演
で
評
価

さ
れ
る
。
ロ
マ
ン
派
の
父
と
は
全
く
異
な
る
作
風
を
も
ち
、『
半
社
交
界
』

（
一
八
五
五
年
）、『
金
銭
問
題
』（
一
八
五
七
年
）、『
私
生
児
』（
一
八
五
七

年
）
な
ど
、
社
会
問
題
を
諷
刺
し
た
戯
曲
を
書
く
。

五
頁

（
１７
）　

フ
ァ
ン
タ
ジ
ョ　

一
八
三
三
年
に
ミ
ュ
ッ
セ
が
書
い
た
幻
想
的
な
劇
（『
フ

ァ
ン
タ
ジ
ョ
』）
に
登
場
す
る
道
化
。

（
１８
）　
「
グ
ロ
テ
ス
ク
に
し
て
ア
ラ
ベ
ス
ク
な
物
語
」　

一
八
三
九
年
に
出
版
さ
れ
た

エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
の
物
語
集
の
タ
イ
ト
ル
。

六
頁

（
１９
）　
「
ち
ょ
っ
と
・
・
・
人
た
ち
が
・
・
・
！
」　
『
ア
ク
セ
ル
』
第
四
幕
、
そ
の

一
。
サ
ラ
の
言
葉
。

（
２０
）　
「
私
は
・
・
・
で
し
ょ
う
か
」　
『
エ
レ
ン
』
第
二
幕
、
第
六
場
。

（
２１
）　
「
私
は
・
・
・
せ
せ
ら
ぎ
の
よ
う
だ
っ
た
」　
『
エ
レ
ン
』
第
二
幕
、
第
七
場
。

（
２２
）　
「
・
・
・
黄
金
の
滝
」　
『
ア
ク
セ
ル
』
第
四
幕
、
そ
の
一
「
第
四
場
」

七
頁

（
２３
）　
「
生
き
る
こ
と
・
・
・
だ
ろ
う
よ
！
」　
『
ア
ク
セ
ル
』
第
四
幕
、
そ
の
二

「
最
後
の
選
択
」
か
ら
の
一
節
。

（
２４
）　
「
前
方
中
央
の
・
・
・politesse.

」　
『
残
酷
物
語
』、「
最
後
の
宴
の
客
人
」



（14） アーサー・シモンズ『象徴主義者の文学思潮』について（Ⅲ） 99

よ
り
。

（
２５
）　
「
額
に
・
・
・
込
も
う
と
し
て
」　
『
残
酷
物
語
』、「
告
知
者
」
よ
り
。

（
２６
）　

十
九
歳
の
時　
『
処
女
詩
集
』
を
十
九
歳
で
出
版
し
た
と
そ
の
序
文
に
は
書

か
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
二
十
一
歳
で
あ
っ
た
。

八
頁

（
２７
）　

賞
を
穫
っ
た　

彼
自
ら
こ
の
作
品
の
「
緒
言
」
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

一
八
七
五
年
に
ア
メ
リ
カ
独
立
記
念
祭
（
翌
七
六
年
）
を
祝
う
脚
本
コ
ン
ク

ー
ル
の
開
催
が
パ
リ
の
演
劇
新
聞
に
知
ら
さ
れ
た
が
、『
新
世
界
』
は
そ
れ

に
応
募
し
て
最
優
秀
作
品
に
選
ば
れ
た
（
実
際
に
は
、
最
優
秀
の
作
品
は
そ

の
該
当
が
な
く
『
新
世
界
』
は
第
二
等
を
授
与
さ
れ
た
）。

（
２８
）　
「
一
時
代
を
・
・
・
道
化
芝
居
」　
『
至
上
の
愛
』
の
な
か
の
「
ロ
シ
ア
皇
帝

と
大
公
た
ち
」
で
『
ト
リ
ビ
ュ
ラ
・
ボ
ノ
メ
』
に
そ
の
特
徴
を
指
摘
し
た
言

葉
。

（
２９
）　

ワ
グ
ナ
ー　

一
八
六
一
年
三
月
十
六
日
に
ワ
グ
ナ
ー
の
楽
劇
『
タ
ン
ホ
イ
ザ

ー
』
を
観
て
感
動
し
た
ヴ
ィ
リ
エ
は
そ
の
年
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
自
宅
で
ワ

グ
ナ
ー
を
紹
介
さ
れ
る
。
ま
た
一
八
六
九
年
ワ
グ
ナ
ー
を
ト
リ
ー
プ
シ
ェ
ン

に
訪
れ
た
と
き
、
自
作
の
『
反
抗
』
を
朗
読
し
て
彼
に
深
い
感
銘
を
与
え
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

（
３０
）　
「
秘
密
の
・
・
・
人
間
の
よ
う
に
」　

ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ペ
イ
タ
ー
作
『
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
』（
一
八
七
三
年
）
所
収
の
「
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
論
」

の
一
節
。

＊　

な
お
、
参
考
と
し
て
左
記
の
文
献
を
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

M
athew
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rthur Sym

ons T
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Literature, (M
anchester, Carcanet Press, 2014).
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