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『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
を
上
演
す
る

市

川
　

明

は
じ
め
に

私
が
担
当
す
る
「
実
践
芸
術
論
」
の
講
義
・
演
習
は
、「
ド
イ
ツ
演
劇
を
上
演
す
る
」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
で
、
本
年
度
は
一
九
世
紀

の
作
家
ゲ
オ
ル
ク
・
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
演
劇
作
品
を
読
む
こ
と
か
ら
始
め
て
、
上
演
に
結

び
つ
け
る
プ
ロ
セ
ス
ス
タ
デ
ィ
だ
が
、
私
た
ち
が
俳
優
と
し
て
演
技
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
演
劇
作
品
を
分
析
・
考
察
す
る
な

か
で
台
本
化
し
、
上
演
コ
ン
セ
プ
ト
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
授
業
の
眼
目
だ
。
私
た
ち
は
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ク
の
役
割
を
担
い
、
理
論
面

か
ら
上
演
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
く
。
実
際
に
演
技
し
、
舞
台
を
動
か
す
の
は
近
畿
大
学
文
芸
学
部
芸
術
学
科
の
舞
台
芸
術
専
攻
の
学
生

（
堀
江
博
之
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
、
２
年
生
）
だ
。

二
つ
の
大
学
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
、ひ
と
つ
の
演
劇
（
上
演
）
を
創
造
す
る
と
い
う
目
標
を
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
で
話
し
た
と
き
、「
壮
大
な
計
画
だ
」
と
い
う
声
が
上
が
っ
た
。「
壮
大
な
計
画
と
い
う
の
は
よ
く
挫
折
す
る
も
の
だ
」
と
私
が
言
う

と
、
笑
い
が
起
き
た
。
日
本
で
は
お
そ
ら
く
初
め
て
の
試
み
だ
が
、
意
思
疎
通
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
調
整
な
ど
の
問
題
も
あ
り
、
困
難

を
伴
う
。
幸
い
計
画
は
挫
折
す
る
こ
と
な
く
、
何
度
か
交
流
を
重
ね
て
、
七
月
九
日
に
大
阪
大
学
の
二
一
世
紀
懐
徳
堂
・
多
目
的
ス
タ
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ジ
オ
で
、
七
月
一
一
日
、
一
二
日
に
は
近
畿
大
学
Ｅ
キ
ャ
ン
パ
ス
の
ア
ー
ト
館
で
、
計
四
回
の
ド
ラ
マ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
成
功
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
た
。
後
期
の
学
期
末
に
は
舞
台
上
演
が
待
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
第
一
章
で
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
作
品
を
概
観
し
、『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。
第
二
章
で
は
大
阪
大
学
、

近
畿
大
学
、
二
大
学
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
参
加
者
に
よ
る
座
談
会
を
掲
載
し
、
第
三
章
で
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
上
演
の
課
題
、
問
題
点
に
言

及
し
た
。
演
劇
の
理
論
を
実
践
に
連
動
さ
せ
る
授
業
、
戯
曲
（
ド
ラ
マ
）
を
演
劇
（
シ
ア
タ
ー
）
に
つ
な
ぐ
コ
ラ
ボ
の
一
端
を
お
見
せ

す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。

第
一
章　

ゲ
オ
ル
ク
・
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー―

作
品
と
上
演

１　

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
作
品
世
界

二
三
才
と
四
ヶ
月
の
人
生
を
疾
風
の
ご
と
く
駆
け
抜
け
、
一
八
三
七
年
に
果
て
た
ゲ
オ
ル
ク
・
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
（Georg Büchner, 

1813-1837

）。
彼
の
生
涯
に
は
七
月
革
命
直
後
の
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
や
ヘ
ッ
セ
ン
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
体
験
が
詰
ま
っ
て
お

り
、
こ
う
し
た
体
験
が
彼
の
作
品
世
界
を
形
作
っ
て
い
る
。
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
作
品
を
貫
く
赤
い
糸
は
「
貧
し
い
民
衆
、
抑
圧
さ
れ
た

人
々
に
対
す
る
愛
」
で
あ
る
。
一
八
三
五
年
、
カ
ー
ル
・
グ
ツ
コ
ー
（K

arl Gutzkow

）
へ
あ
て
た
手
紙
の
中
に
、
彼
の
世
界
観
が

明
白
に
表
さ
れ
て
い
る
。「
貧
乏
人
と
金
持
ち
の
関
係
が
こ
の
世
に
お
け
る
唯
一
の
革
命
的
要
素
で
す
」（303

）

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
す
べ
て
の
作
品
は
貧
し
い
民
衆
に
対
す
る
ヒ
ュ
ー
マ
ン
で
党
派
的
な
愛
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ

ク
』
に
顕
著
だ
が
、
彼
は
貧
乏
人
と
金
持
ち
の
生
活
や
思
考
様
式
を
対
立
的
に
描
き
出
し
、
両
階
級
間
の
越
え
が
た
い
溝
を
明
ら
か
に
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し
て
い
る
。
彼
の
視
線
の
行
き
着
く
先
は
、
こ
う
し
た
溝
を
生
み
出
す
社
会
だ
。
重
税
に
あ
え
ぎ
、
飢
餓
に
苦
し
む
ヘ
ッ
セ
ン
の
農
民

の
啓
発
の
た
め
に
書
か
れ
た
『
ヘ
ッ
セ
ン
の
急
使
』（D

er H
essische Landbote

）
は
ト
ー
マ
ス
・
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
（T

hom
as 

M
üntzer

）
の
檄
文
や
、
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
（K

arl M
arx / Friedrich Engels

）
の
『
共
産
党
宣
言
』（D

as 

K
om

m
unistische M

anifest

）
に
劣
ら
ぬ
優
れ
た
政
治
的
小
文
と
な
っ
て
い
る
。
冒
頭
近
く
で
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て

い
る
。高

貴
な
人
々
の
生
活
は
長
い
日
曜
日
だ
。
彼
ら
は
美
し
い
邸
宅
に
住
み
、
優
雅
な
服
装
を
し
、
肉
付
き
の
い
い
顔
を
し
て
特
有
の

言
葉
を
し
ゃ
べ
る
。
だ
が
民
衆
は
彼
ら
の
前
で
畑
に
ま
か
れ
た
肥
料
の
よ
う
に
転
が
っ
て
い
る
。
農
民
は
鋤
の
あ
と
を
歩
き
、
高

貴
な
人
は
農
民
と
鋤
の
あ
と
を
歩
い
て
、
鋤
を
引
く
牛
で
も
っ
て
農
民
を
駆
り
立
て
る
。〔
…
〕
農
民
の
生
活
は
長
い
労
働
の
日

で
あ
る
。〔
…
〕
農
民
の
汗
は
高
貴
な
人
の
食
卓
の
塩
な
の
だ

）
1
（

。（41

）

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
が
政
治
的
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
文
学
創
作
の
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
の
は
よ
く
理
解
で
き
る
。
ヘ
ッ
セ
ン
大
公
領
ダ
ル
ム

シ
ュ
タ
ッ
ト
出
身
の
青
年
は
、
一
八
三
一
年
に
フ
ラ
ン
ス
領
だ
っ
た
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
大
学
の
医
学
部
に
入
学
し
、
そ
こ
で
フ
ラ

ン
ス
七
月
革
命
の
息
吹
に
触
れ
る
。
だ
が
ヘ
ッ
セ
ン
の
国
法
が
大
学
生
活
の
後
期
を
自
国
で
修
め
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
た
め
に
、

失
意
の
う
ち
に
三
三
年
に
ギ
ー
セ
ン
大
学
に
移
籍
。
遅
れ
た
ド
イ
ツ
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
人
権
協
会
を
設
立
し
、
政
治
活
動
を
始

め
た
か
ら
で
あ
る
。

や
が
て
彼
は
牧
師
で
、
片
田
舎
の
小
学
校
長
を
し
て
い
た
反
体
制
運
動
の
指
導
者
ヴ
ァ
イ
デ
ィ
ヒ
（Friedrich Ludw

ig W
eidig

）

と
知
り
合
う
。
だ
が
リ
ベ
ラ
ル
な
党
派
の
反
発
を
恐
れ
る
ヴ
ァ
イ
デ
ィ
ヒ
が
、ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
原
文
の「
金
持
ち
」を「
高
貴
な
人
々
」
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と
い
う
あ
い
ま
い
な
表
現
に
変
え
た
た
め
に
、
封
建
貴
族
と
と
も
に
、
新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
も
向
け
ら
れ
て
い
た
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
先

見
的
な
批
判
の
矛
先
が
そ
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
も「
高
貴
な
人
々
の
生
活
は
長
い
日
曜
日
」「
農
夫
の
生
活
は
長
い
労
働
の
日
」

と
い
う
言
葉
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
金
持
ち
と
貧
乏
人
の
生
活
が
対
比
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。「
農
民
の
汗
は
高
貴

な
人
の
食
卓
の
塩
」
と
い
う
表
現
に
も
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
上
流
階
級
に
対
す
る
鋭
い
批
判
、
風
刺
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

『
ヘ
ッ
セ
ン
の
急
使
』
で
意
図
し
た
政
治
的
変
革
の
希
望
が
打
ち
砕
か
れ
、指
名
手
配
の
人
相
書
き
ま
で
が
出
回
る
に
及
ん
で
、ビ
ュ
ー

ヒ
ナ
ー
は
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
親
元
に
身
を
隠
す
。
だ
が
三
五
年
一
月
に
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
へ
の
亡
命
に
迫
ら
れ
、
そ
の
費
用

を
捻
出
す
る
た
め
に
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』（D

antons T
od

）
を
急
い
で
書
き
上
げ
る
。
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
と
の
抗
争
に
よ
る
ダ
ン
ト
ン

の
没
落
を
描
い
た
革
命
劇
だ
が
、
二
人
が
会
話
を
交
わ
す
の
は
一
度
し
か
な
い
。
こ
の
作
品
で
は
四
幕
の
い
ず
れ
に
も
、
パ
リ
で
暮
ら

す
民
衆
の
場
面
が
組
み
込
ま
れ
て
い
て
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
一
幕
二
場
で
生
活
苦
に
あ
え
ぐ
市
民
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

君
た
ち
は
お
な
か
の
虫
が
ご
ろ
ご
ろ
鳴
っ
て
い
る
の
に
、
や
つ
ら
と
き
た
ら
胃
の
腑
が
つ
っ
か
え
る
ほ
ど
食
っ
て
い
る
。
君
た
ち

の
上
着
は
穴
だ
ら
け
だ
が
、
や
つ
ら
は
暖
か
い
着
物
を
着
て
い
る
。
君
た
ち
は
手
の
ひ
ら
に
タ
コ
を
こ
し
ら
え
て
い
る
が
、
や
つ

ら
の
手
は
ビ
ロ
ー
ド
の
よ
う
に
す
べ
す
べ
し
て
い
る
。
つ
ま
り
だ
、
君
た
ち
は
働
き
、
や
つ
ら
は
何
も
せ
ん
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、

君
た
ち
は
稼
い
で
き
た
が
、
や
つ
ら
は
泥
棒
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
だ
。（73f.

）

ブ
レ
ヒ
ト
（Bertolt Brecht

）
の
『
三
文
オ
ペ
ラ
』（D

ie D
reigroschenoper

）
で
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
＝
泥
棒
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
比
喩
的
に
導
き
出
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
君
た
ち
」
の
対
極
に
あ
る
「
や
つ
ら
」
の
生
活
が
き
わ
め
て
ス
ト
レ
ー
ト
に
暴

か
れ
て
い
る
。『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
で
は
革
命
の
成
果
を
独
り
占
め
に
し
て
、
享
楽
を
む
さ
ぼ
る
ダ
ン
ト
ン
や
彼
の
仲
間
た
ち
の
優
雅
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な
生
活
と
、
飢
餓
に
苦
し
む
民
衆
の
生
活
が
強
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
し
、
上
流
階
級
の
諦
念
的
と
も
言
え
る
倦
怠
や
頽
廃
が
浮
き
彫

り
に
さ
れ
る
。
享
楽
派
ダ
ン
ト
ン
と
禁
欲
派
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
対
立
は
よ
り
小
さ
な
も
の
に
と
ど
め
ら
れ
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
没

落
を
も
暗
示
す
る
優
れ
た
歴
史
的
、
民
衆
的
ド
ラ
マ
に
な
っ
て
い
る
。

『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』（W

oyzeck

）
は
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
最
後
の
作
品
で
、
一
八
三
六
年
に
書
か
れ
た
。
当
時
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
は
故
郷

ヘ
ッ
セ
ン
の
町
か
ら
追
放
さ
れ
、
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
に
亡
命
中
だ
っ
た
が
、
チ
ュ
ー
リ
ヒ
へ
の
移
住
を
考
え
て
い
た
。
新
設
さ
れ

た
チ
ュ
ー
リ
ヒ
大
学
哲
学
部
で
私
講
師
の
職
を
得
た
い
と
思
っ
た
か
ら
だ
。
二
二
才
の
革
命
家
は
研
究
者
と
し
て
立
つ
決
意
を
し
て
、

「
ニ
ゴ
イ
の
神
経
系
」
の
研
究
を
学
位
論
文
と
し
て
提
出
す
る
。
専
門
と
す
る
医
学
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
殺
人
犯
の
供
述
を
も
と
に
、

近
代
戯
曲
の
傑
作
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
は
完
成
し
た
。

最
下
層
の
兵
士
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
は
内
縁
の
妻
マ
リ
ー
と
子
ど
も
を
養
う
た
め
、
兵
役
の
時
間
外
に
大
尉
や
医
者
の
と
こ
ろ
で
ア
ル
バ

イ
ト
を
し
て
い
る
。
大
尉
は
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
に
「
ゆ
っ
く
り
や
れ
、
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
、
一
本
ず
つ
順
番
に
！
」
と
命
じ
、
ひ
げ
を
剃
ら

せ
る
。
大
尉
は
年
月
を
時
間
や
分
で
数
え
直
し
、
永
遠
に
つ
い
て
ス
コ
ラ
的
な
論
議
を
吹
き
か
け
る
。
彼
が
説
く
自
由
や
道
徳
は
ヴ
ォ

イ
ツ
ェ
ク
の
よ
う
な
貧
し
い
人
間
に
は
、空
疎
な
理
念
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ま
で
「
は
い
、大
尉
殿
」
と
短
く
返
す
こ
と
し
か
し
な
か
っ

た
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
だ
が
、
懸
命
に
反
論
を
試
み
る
。

は
い
、
大
尉
殿
、
そ
の
徳
、
そ
い
つ
が
足
り
ん
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
卑
し
い
者
に
徳
が
な
い
の
は
自
然
に
そ
う

な
る
ん
で
、
も
ち
ろ
ん
私
が
お
偉
方
で
、
帽
子
や
時
計
や
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
を
持
っ
て
い
て
、
上
品
な
口
で
も
き
け
り
ゃ
、
確
か

に
徳
の
あ
る
人
間
に
な
り
た
い
と
思
う
で
し
ょ
う
が
。
徳
っ
て
の
は
き
っ
と
す
ば
ら
し
い
も
の
な
ん
で
し
ょ
う
ね
、
大
尉
殿
。
し
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か
し
自
分
は
貧
乏
た
れ
で
。（241

）

『
三
文
オ
ペ
ラ
』
の
有
名
な
言
葉
ど
お
り
、「
ま
ず
食
う
こ
と
、
道
徳
は
二
の
次

）
2
（

」 

と
い
う
わ
け
だ
。
実
験
用
に
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
を
雇
っ

て
い
る
医
者
は
、｢

く
し
ゃ
み
の
観
察
を
す
る
た
め
に
、
ち
ょ
う
ど
窓
か
ら
鼻
を
突
き
出
し
て
、
日
光
を
中
へ
入
れ
て
い
た
と
こ
ろ
じ
ゃ｣

（243

）と
悠
長
な
こ
と
を
い
う
。
路
上
で
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
に
話
し
か
け
る
ス
タ
ッ
カ
ー
ト
の
聞
い
た
言
葉「
顔
面
筋
肉
は
硬
直
、緊
張
、時
々

け
い
れ
ん
、
態
度
は
興
奮
か
つ
緊
張
」（245

）
か
ら
は
実
験
者
の
冷
め
た
興
奮
が
感
じ
と
ら
れ
る
。
医
者
が
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
に
示
す
機
械

の
よ
う
な
冷
酷
さ
や
非
人
間
性
は
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
怠
惰
で
、
退
屈
・
倦
怠
に
満
ち
た
大
尉
や
医
者
な
ど
上
流

階
級
の
生
活
と
、
信
仰
や
道
徳
を
持
ち
え
な
い
貧
し
い
民
衆
の
姿
が
対
比
さ
れ
る
。

マ
リ
ー
は
や
が
て
た
く
ま
し
く
男
っ
ぷ
り
の
い
い
軍
楽
隊
長
に
心
を
奪
わ
れ
る
。
軍
楽
隊
長
か
ら
イ
ヤ
リ
ン
グ
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ

た
マ
リ
ー
は
、
彼
と
熱
く
踊
り
、
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
を
裏
切
る
。
心
の
支
え
を
失
っ
た
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
は
嫉
妬
と
絶
望
か
ら
マ
リ
ー
を
殺

害
す
る
。
貧
困
が
マ
リ
ー
を
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
か
ら
引
き
離
し
、
そ
の
絶
望
と
悲
し
み
の
大
き
さ
が
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
を
狂
気
に
落
と
し
い

れ
、
犯
罪
へ
と
駆
り
立
て
た
の
で
あ
る
。
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
の
殺
人
は
社
会
的
な
疎
外
に
起
因
し
、
愛
さ
え
も
お
金
や
身
分
に
よ
っ
て
歪

め
ら
れ
て
し
ま
う
社
会
が
鋭
く
告
発
さ
れ
て
い
る
。『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
に
は
貧
し
い
民
衆
の
孤
独
、
不
安
、
卑
屈
さ
な
ど
が
余
す
と

こ
ろ
な
く
描
き
出
さ
れ
て
お
り
、
上
流
階
級
と
の
断
層
の
大
き
さ
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
全
作
品
に
は
、「
貧
乏
人

と
金
持
ち
」
に
対
す
る
愛
と
憎
し
み
が
激
し
く
切
り
結
ん
で
お
り
、
そ
こ
に
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
今
日
性
が
あ
る
。
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２　

リ
ア
リ
ズ
ム
作
家
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
は
そ
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
的
な
手
法
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
劇
作
家
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

彼
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（W

illiam
 Shakespeare

）
や
ゲ
ー
テ
（Johann W

olfgang Goethe

）
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
、歴
史
的
・

社
会
的
な
民
衆
劇
を
書
き
上
げ
た
。
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
リ
ア
リ
ズ
ム
観
は
、
一
八
三
五
年
に
書
か
れ
た
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
第
二
幕
の

ダ
ン
ト
ン
と
カ
ミ
ー
ユ
の
芸
術
論
争
に
表
れ
て
い
る
。
論
争
と
は
い
う
も
の
の
作
者
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
が
登
場
人
物
を
通
し
て
、
自
己
の

芸
術
上
の
信
条
を
告
白
し
た
も
の
で
あ
る
。
カ
ミ
ー
ユ
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
、
現
在
演
劇
や
コ
ン
サ
ー
ト
、
展
覧
会
で
見
せ
ら
れ
て

い
る
の
は｢

命
の
通
わ
な
い｣
模
造
品
で
あ
り
、
芝
居
に
登
場
し
て
く
る
の
は
「
五
脚
の
ヤ
ン
ブ
ス
（
弱
強
格
）
に
合
わ
せ
カ
タ
コ
ト

歩
く
操
り
人
形
」（95

）
に
す
ぎ
な
い
。

カ
ミ
ー
ユ―

そ
れ
は
作
者
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
で
も
あ
る
の
だ
が―

が
攻
撃
す
る
の
は
、「
理
念
」
か
ら
出
発
す
る
芸
術
創
造
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
は
生
き
生
き
し
た
形
象
、
生
命
の
躍
動
、
現
実
（
リ
ア
リ
テ
ィ
）
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
カ
ミ
ー
ユ
は
「
人
び
と
を
劇
場
か

ら
裏
町
の
路
地
に
出
し
て
や
れ
。
現
実
は
な
ん
と
み
じ
め
だ
ろ
う
！―

彼
ら
は
ひ
ど
い
模
造
品
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
ほ
ん
も
の
の

人
間
を
見
る
こ
と
も
聞
く
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
た｣
（96
）
と
い
う
。
生
き
た
現
実
、
自
然
に
帰
っ
て
観
察
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
は
説
い
て
い
る
の
だ
。
彼
に
と
っ
て
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
「
生
の
真
実
」
の
追
求
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

同
じ
よ
う
な
主
張
は
、
一
八
三
六
年
に
書
か
れ
た
散
文
『
レ
ン
ツ
』（Lenz

）
で
も
な
さ
れ
て
い
る
。「
疾
風
怒
濤｣

時
代
の

Ｊ
・
Ｍ
・
Ｒ
・
レ
ン
ツ
（Jakob M

ichael Reinhold Lenz

）
の
劇
作
や
演
劇
論
に
対
す
る
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
共
感
か
ら
こ
の
作
品
は

生
ま
れ
た
。
そ
こ
で
は
理
想
主
義
の
詩
人
カ
ウ
フ
マ
ン
と
リ
ア
リ
ズ
ム
の
作
家
レ
ン
ツ
の
文
学
論
争
の
形
を
と
っ
て
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー

の
リ
ア
リ
ズ
ム
観
が
展
開
さ
れ
る
。
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
レ
ン
ツ
の
芸
術
観
は
作
者
自
身
の
芸
術
観
と
重
な
る
。
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ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
は
レ
ン
ツ
に
託
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。「
現
実
を
書
き
表
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
詩
人
た
ち
も
、
現
実
に
つ

い
て
な
に
も
わ
か
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
彼
ら
は
現
実
を
神
聖
化
し
よ
う
と
す
る
詩
人
た
ち
よ
り
も
ま
だ
我
慢
で
き
る｣

（144

）「
私

は
す
べ
て
の
も
の
の
中
に
生
命
を
求
め
る
。
そ
れ
さ
え
あ
れ
ば
美
し
い
か
、
醜
い
か
は
問
題
で
は
な
い
。
創
造
さ
れ
た
も
の
が
生
命
を

持
つ
こ
と
が
、
芸
術
に
お
け
る
唯
一
の
規
範
で
あ
る｣

（144

）。
レ
ン
ツ
（
＝
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
）
は
こ
う
し
た
生
命
感
が
、
シ
ェ
イ
ク

ス
ピ
ア
や
民
謡
に
は
あ
り
、
ゲ
ー
テ
に
も
と
き
ど
き
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
理
想
主
義
者
が
書
く
も
の
は
、
ど
れ
も
こ

れ
も
「
木
製
人
形｣
に
す
ぎ
ず
、
人
間
の
本
性
に
対
す
る
屈
辱
的
な
侮
辱
だ
と
い
う
。

彼
は
ま
た｢

そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
性
に
迫
る
た
め
に
は
、
人
間
を
愛
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
に
び
と
も
あ
ま
り
に
卑
し
い
と
か
醜

い
と
か
い
う
ふ
う
に
見
て
は
な
ら
な
い
。そ
う
し
た
と
き
に
は
じ
め
て
人
間
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る｣

（145

）と
主
張
す
る
。ビ
ュ
ー

ヒ
ナ
ー
が
レ
ン
ツ
の
作
品
に
認
め
た
民
衆
志
向
は
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
全
作
品
を
貫
い
て
い
る
。
民
衆
に
対
す
る
細
や
か
な
観
察
や
温

か
な
眼
差
し
が
、
彼
の
作
品
か
ら
感
じ
と
ら
れ
る
。
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
劇
作
で
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
あ
い
補
う
も

の
で
あ
っ
た
。

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
は
ま
た
一
八
三
五
年
、
家
族
に
あ
て
た
手
紙
で
、「
詩
人
は
世
界
を
あ
り
の
ま
ま
に
示
す
の
で
は
な
く
、
あ
る
べ
き

姿
に
描
く
べ
き
だ
と
い
う
人
が
い
る
な
ら
、
神
さ
ま
は
世
界
を
あ
る
べ
き
姿
に
造
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
だ
れ
が
な
ん
と
い
う
お
う
と
こ

れ
以
上
立
派
に
は
造
れ
ま
せ
ん
と
答
え
ま
し
ょ
う｣

（306

）
と
書
い
て
い
る
。
そ
こ
に
は
理
想
主
義
詩
人
シ
ラ
ー
か
ら
の
離
反
・
対
立

が
見
て
と
れ
る
。「
僕
は
ゲ
ー
テ
や
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
高
く
買
い
ま
す
が
、
シ
ラ
ー
は
買
い
ま
せ
ん｣

（306

）
と
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
は

告
白
し
て
い
る
。
シ
ラ
ー
の
『
た
く
ら
み
と
恋
』
の
ル
イ
ー
ゼ
の
よ
う
な
高
潔
な
ヒ
ロ
イ
ン
か
ら
は
、
美
化
さ
れ
た
作
り
物
と
い
う
印

象
が
消
え
な
い
。
理
想
的
な
人
物
の
パ
セ
テ
ィ
ッ
ク
な
言
動
で
陶
酔
を
引
き
起
こ
そ
う
と
す
る
シ
ラ
ー
の
戯
曲
に
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
が
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距
離
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
。

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
に
と
っ
て
美
学
上
の
理
想
主
義
は
政
治
上
の
貴
族
主
義
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
肯
定
的
ヒ
ー
ロ
ー
の
不
在
、
弱
さ

や
欠
点
を
持
っ
た
主
人
公
、
感
情
的
陶
酔
を
拒
む
、
距
離
化
さ
れ
た
戯
曲
構
造
、
映
画
の
シ
ョ
ッ
ト
の
よ
う
に
短
い
場
面
が
連
続
す
る

モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
手
法
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
ブ
レ
ヒ
ト
の
異
化
効
果
や
叙
事
詩
的
演
劇
を
先
取
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
反
理
想
主
義
、
生

命
力
、
日
常
生
活
、
民
衆
性
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
…
…
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
規
定
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
キ
ー
ワ
ー
ド
が
彼
の

作
品
や
書
簡
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

ブ
レ
ヒ
ト
と
共
通
点
が
多
い
の
だ
が
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
も
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
化
す
る
作
家
、
特
徴
描
写
的
な
作
家
で
あ
っ
た
。
似
顔
絵

作
家
の
よ
う
な
誇
張
や
デ
フ
ォ
ル
メ
が
作
品
に
は
施
さ
れ
て
い
る
。
社
会
派
作
家
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
は
、
顔
（
社
会
）
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス

な
部
分
、
矛
盾
・
不
整
合
性
を
見
抜
き
、
そ
こ
を
印
象
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
ブ
レ
ヒ
ト
は
晩
年
ベ
ル
リ
ー
ナ
ー
・
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

で
『
コ
ー
カ
サ
ス
の
白
墨
の
輪
』（D

er kaukasische K
reidekreis

）
を
演
出
し
た
と
き
、
領
主
や
貴
族
な
ど
の
支
配
階
級
に
は
仮

面
を
つ
け
さ
せ
、
主
人
公
の
グ
ル
シ
ェ
を
は
じ
め
民
衆
は
素
顔
で
出
演
さ
せ
た
。『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
で
も
、
庶
民
の
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
、

マ
リ
ー
、
ア
ン
ド
レ
ー
ス
、
カ
ー
ル
（
阿
呆
）、
ケ
ー
テ
は
固
有
名
詞
で
登
場
し
て
く
る
が
、
上
層
階
級
は
憎
悪
を
こ
め
て
カ
リ
カ
チ
ュ

ア
化
し
、
彼
ら
の
一
人
た
り
と
も
実
名
が
使
わ
れ
て
い
な
い
。
階
級
間
の
生
活
ス
タ
イ
ル
や
リ
ズ
ム
の
違
い
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
対
話
さ
え
も
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
す
る
、
金
持
ち
と
貧
乏
人
の
裂
け
目
が
透
け
て
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

筆
者
は
か
つ
て
リ
ア
リ
ズ
ム
演
劇
の
四
つ
の
指
標
を
提
示
し
た

）
3
（

。

第
一
の
指
標　

現
実
が
あ
り
の
ま
ま
に
、
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
こ
と
。
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第
二
の
指
標　

現
実
の
問
題
点
や
矛
盾
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

第
三
の
指
標　

身
近
に
起
こ
り
う
る
で
き
ご
と
が
、
身
近
な
人
物
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

第
四
の
指
標　

観
客
に
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
（
政
治
参
加
）
の
志
向
を
生
み
出
す
こ
と
。

第
四
の
指
標
は
受
容
者
の
側
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
観
客
が
舞
台
の
共
同
生
産
者
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
リ
ア
リ
ズ
ム
演

劇
が
観
客
の
中
に
生
み
出
す
（
べ
き
）
も
の
を
探
っ
て
い
る
。
最
初
の
三
つ
は
リ
ア
リ
ズ
ム
演
劇
に
不
可
欠
で
あ
り
、
四
番
目
の
指
標

を
満
た
せ
ば
理
想
の
リ
ア
リ
ズ
ム
演
劇
と
な
る
。『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
は
こ
れ
ら
の
指
標
を
満
た
す
最
良
の
リ
ア
リ
ズ
ム
演
劇
の
一
つ

で
あ
る
。
以
下
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
に
つ
い
て
、
少
し
違
っ
た
観
点
か
ら
考
察
を
加
え
る
。

３　

殺
人
者
の
言
葉
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
た
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』

「
一
八
二
一
年
六
月
二
一
日
夜
九
時
半
こ
ろ
、
理
髪
師
ヨ
ハ
ン
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
、
四
一
才
は
、
外
科
医
ヴ
ォ
ー

ス
ト
の
未
亡
人
ヨ
ハ
ン
ナ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ー
ナ
（
旧
姓
オ
ッ
ト
ー
）、
四
六
才
を
、
帰
宅
途
中
の
ザ
ン
ト
通
り
で
、
柄
の
つ
い
た
折

り
た
た
み
ナ
イ
フ
で
七
回
突
き
、
数
分
後
に
死
に
至
ら
し
め
た
」（630

）。
ザ
ク
セ
ン
王
室
宮
廷
顧
問
官
、
ク
ラ
ー
ル
ス
（Johann 

Christian A
ugust Clarus

）
博
士
は
、
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
に
関
す
る
法
医
学
鑑
定
書
を
こ
の
よ
う
な
記
述
で
始
め
て
い
る
。
ク
ラ
ー
ル

ス
は
獄
中
で
の
尋
問
を
も
と
に
、「
被
告
は
過
去
に
若
干
の
妄
想
癖
は
見
ら
れ
た
が
、
意
識
は
正
常
で
あ
り
刑
事
責
任
能
力
は
あ
る
」

と
の
結
論
を
出
し
た
。
こ
の
鑑
定
書
に
基
づ
き
法
廷
は
被
告
に
死
刑
の
判
決
を
下
す
。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
被
告
は
、
獄
中
を
訪
れ
た
教
誨
師
に
「
変
な
声
」
が
聞
こ
え
、「
幽
霊
」
が
出
現
し
た
な
ど
と
語
り
、
精
神
障
害
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と
思
わ
れ
る
言
動
が
あ
っ
た
と
証
言
す
る
者
も
出
た
た
め
、
刑
の
執
行
は
一
時
延
期
さ
れ
る
。
ま
た
ク
ラ
ー
ル
ス
が
提
出
し
た
最
初
の

短
い
報
告
書
は
、
軽
率
で
表
面
的
だ
と
の
批
判
の
声
が
強
ま
り
、
医
学
界
か
ら
も
様
々
な
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
。
ク
ラ
ー
ル
ス
は
詳
細

な
二
つ
目
の
鑑
定
書
を
作
成
し
た
が
、
二
つ
と
も
雑
誌
に
公
表
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
事
件
は
い
っ
そ
う
大
き
な
注

目
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

再
度
提
示
さ
れ
た
「
刑
事
責
任
能
力
あ
り
」
と
す
る
鑑
定
を
受
け
入
れ
、法
廷
は
被
告
に
死
刑
の
判
決
を
改
め
て
下
す
。
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ

ク
は
犯
行
を
否
認
し
な
か
っ
た
の
で
、
一
八
二
四
年
八
月
二
七
日
、
故
郷
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
広
場
で
処
刑
さ
れ
た
。
公
開
の
斬
首
刑
と

い
う
三
〇
年
来
の
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
出
来
事
を
見
よ
う
と
、
広
場
に
は
五
千
人
の
人
が
集
ま
っ
た
と
い
う
。
重
要
な
こ
と
は
殺
人
者
の

心
理
状
況
を
読
み
解
き
、
刑
事
責
任
能
力
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
一
人
の
医
師
か
ら
二
度
に
わ
た
っ
て
鑑
定
書
が
提
出
さ
れ
、
し

か
も
そ
れ
ら
が
公
刊
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
普
通
で
は
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
名
も
な
き
殺
人
犯
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
が

克
明
に
つ
づ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る

）
4
（

。

強
制
的
に
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
両
親
の
家
に
滞
在
さ
せ
ら
れ
て
い
た
と
き
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
は
た
え
ず
逮
捕
に
お
び
え
な
が
ら
、

医
学
研
究
書
を
読
み
漁
っ
て
い
た
。
父
親
が
予
約
購
読
し
て
い
た
『
ヘ
ン
ケ
書
房
・
国
家
医
事
雑
誌
』
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
の
中
に
、

彼
は
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
事
件
の
記
事
を
見
つ
け
た
。
事
件
当
時
一
〇
才
だ
っ
た
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
は
こ
の
死
刑
執
行
を
自
分
自
身
で
経
験
し

て
い
な
い
が
、
事
件
の
こ
と
は
記
憶
の
片
隅
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
八
三
六
年
の
冬
、
人
生
の
最
後
の
数
ヶ
月
に
こ
の
二
つ

の
鑑
定
書
を
も
と
に
台
本
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
。
ク
ラ
ー
ル
ス
の
鑑
定
書
に
記
さ
れ
た
実
在
す
る
殺
人
者
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
の
言
葉
が
、

そ
の
ま
ま
忠
実
に
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
戯
曲
に
使
わ
れ
て
い
る
。

『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
は
い
く
つ
か
の
同
時
代
の
殺
人
事
件
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
世
間
を
騒
が
せ
、
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医
学
的
、
法
学
的
、
心
理
学
的
見
地
か
ら
大
き
な
論
議
を
呼
ん
だ
事
件
で
あ
る
。
中
で
も
主
要
な
素
材
を
提
供
し
て
い
る
の
が
先
に
挙

げ
た
、
理
髪
師
の
男
が
当
時
愛
人
関
係
に
あ
っ
た
五
歳
年
上
の
女
性
を
嫉
妬
か
ら
刺
し
殺
し
た
事
件
で
あ
る
。
二
人
の
間
に
は
子
ど
も

が
す
で
に
い
た
が
、
男
は
婚
姻
に
必
要
な
お
金
を
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
婚
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
一
方
彼
女
は
他
の
兵
士

と
も
ひ
そ
か
に
関
係
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
悲
劇
に
つ
な
が
る
。
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
と
い
う
実
名
を
そ
の
ま
ま
作
品
に
使
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
こ
の
事
件
が
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
の
核
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
が
参
考
に
し
た
殺
人
事
件
は
他
に
も
い
く
つ
か
あ
る
。
一
八
一
七
年
九
月
二
五
日
に
ベ
ル
リ
ン
郊
外
で
、
タ
バ
コ
製

造
職
人
の
ダ
ニ
エ
ル
・
シ
ュ
モ
リ
ン
グ
が
愛
人
を
ナ
イ
フ
で
刺
し
、
重
傷
を
負
わ
せ
、
や
が
て
彼
女
は
死
亡
す
る
。
事
件
の
動
機
は
解

明
さ
れ
ず
、
犯
人
に
は
明
確
な
精
神
障
害
が
見
ら
れ
る
と
の
鑑
定
が
出
さ
れ
、
論
議
を
呼
ん
だ
。
デ
ー
ド
ナ
ー
（Burghard 

D
edner

）
は
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
が
こ
の
事
件
に
関
す
る
調
書
を
医
学
生
の
時
に
読
ん
で
お
り
、
今
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
い
隠
れ
た
原
典

だ
と
指
摘
し
て
い
る

）
5
（

。

一
八
一
六
年
四
月
一
三
日
に
借
金
を
背
負
っ
た
兵
士
ヨ
ー
ハ
ン
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
が
、
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
近
郊
の

森
で
債
権
者
を
ナ
イ
フ
で
殺
害
し
た
。
殺
人
者
は
血
に
ま
み
れ
た
服
の
ま
ま
居
酒
屋
に
戻
り
、
踊
っ
た
。
そ
こ
で
い
さ
か
い
を
起
こ
し

た
あ
と
、
血
塗
ら
れ
た
服
を
池
に
捨
て
た
。
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
は
当
時
三
〇
才
で
、『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
の
主
人
公
と
同
年
齢
で
あ
る
。

実
在
の
理
髪
師
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
が
四
一
才
だ
っ
た
の
に
比
べ
る
と
、
年
齢
的
に
は
こ
ち
ら
が
あ
っ
て
い
る
。
こ
の
事
件
は
一
般
的
に
は

ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
は
一
八
三
四
年
に
出
さ
れ
た
『
刑
法
法
令
集
』
の
第
一
巻
『
暗
殺
』
の
中
に
収
め
ら

れ
た
こ
の
事
件
の
犯
人
の
陳
述
を
読
み
、
ク
ラ
ー
ル
ス
の
鑑
定
書
と
同
じ
よ
う
に
参
考
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
殺
害
後
の
行
動
は

『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
に
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る

）
6
（

。
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一
八
三
〇
年
に
は
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
職
工
ヨ
ー
ハ
ン
・
デ
ィ
ー
ス
が
愛
人
を
刺
し
殺
し
た
。
彼
は
一
八
三
四
年
に
刑
務
所
で
死

ん
で
い
る
。
そ
の
後
彼
の
遺
体
は
ギ
ー
セ
ン
大
学
の
解
剖
学
教
室
に
移
送
さ
れ
た
が
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
は
当
時
、
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル

ク
で
始
め
た
医
学
の
勉
強
を
ギ
ー
セ
ン
大
学
で
続
け
て
お
り
、
お
そ
ら
く
は
殺
人
者
の
遺
体
解
剖
に
立
ち
会
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

四
つ
の
事
件
に
は
類
似
性
が
あ
る
。
殺
人
者
は
貧
し
い
階
級
の
出
身
で
、
教
養
が
な
く
、
職
人
の
仕
事
を
学
び
、
最
下
層
の
人
間
と

し
て
お
金
を
稼
い
で
い
た
。
女
性
と
の
間
に
子
ど
も
を
も
う
け
る
が
（
シ
ュ
モ
リ
ン
グ
の
場
合
は
妊
娠
さ
せ
）、
彼
ら
の
社
会
的
境
遇

か
ら
結
婚
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
女
性
は
不
貞
を
働
い
て
い
る
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
人
生
に
希
望
が
持
て
ず
、
絶
望
の
あ
ま
り
殺
害

に
走
っ
た
。
四
つ
の
裁
判
と
も
世
間
か
ら
大
き
な
注
目
を
浴
び
た
が
、
い
ず
れ
も
刑
事
責
任
能
力
あ
り
と
さ
れ
、
殺
人
罪
に
問
わ
れ
た

）
7
（

。

尋
問
調
書
を
作
成
し
た
ク
ラ
ー
ル
ス
は
実
在
の
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
を
「
予
感
と
夢
」
の
中
で
生
き
た
人
だ
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は

不
吉
な
も
の
な
の
だ
が
。
鑑
定
書
に
記
さ
れ
た
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
の
供
述
は
、
殺
人
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
も
言
う
べ
き
「
も
っ
と
や
れ
！
」

（Im
m

er zu!

）
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
は
間
違
い
な
く
こ
の
供
述
を
も
と
に
作
品
を
書
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
供

述
と
そ
れ
に
照
応
す
る
作
品
部
分
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

　

ヴ
ォ
ー
ス
ト
女
史
に
対
す
る
彼
の
嫉
妬
は
、
市
の
兵
士
、
プ
フ
ァ
イ
フ
ァ
ー
の
と
こ
ろ
に
下
宿
し
て
い
た
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
。

ゴ
ー
リ
ス
で
祭
り
が
あ
っ
た
と
き
、
彼
は
夜
、
ベ
ッ
ド
に
横
に
な
り
、
今
頃
き
っ
と
彼
女
は
他
の
男
と
踊
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
考

え
た
。
ま
っ
た
く
奇
妙
な
感
情
に
襲
わ
れ
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
と
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
が
入
り
混
じ
っ
た
ダ
ン
ス
音
楽
が
聞
こ
え
て
き
て
、

そ
の
音
楽
に
合
わ
せ
て
「
も
っ
と
や
れ
、
も
っ
と
や
れ
」（Im

m
er drauf! Im

m
er drauf!

）
と
い
う
言
葉
が
発
せ
ら
れ
た
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よ
う
な
気
が
し
た
。（645

）

二
つ
折
り
版
の
手
稿
１
の
五
場
と
六
場
で
は
ル
イ
（
の
ち
に
名
前
を
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
と
改
め
ら
れ
た
）
が
次
の
よ
う
に
言
う
。

窓
は
開
い
て
い
る
。
み
ん
な
踊
っ
て
い
る
。
ル
イ
は
家
の
前
の
ベ
ン
チ
に
座
っ
て
い
る
。

ル 

イ
（
窓
際
で
聞
き
耳
を
立
て
る
）
あ
の
野
郎
、
あ
の
女
！　

く
そ
ー
！
（
震
え
な
が
ら
、
腰
を
下
ろ
す
。
ま
た
窓
際
に
寄
る
）

う
ま
く
や
っ
て
や
が
る
！　

そ
う
だ
重
な
り
合
っ
て
転
が
れ
！　

あ
の
女
め
、
も
っ
と
や
れ
、
も
っ
と
や
れ
！
（200

）

ル 

イ　

も
っ
と
や
れ
！　

も
っ
と
や
れ
！　

ぴ
い
ぴ
い
、が
あ
が
あ
、ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
に
笛
だ
。
も
っ
と
や
れ
！　

も
っ
と
や
れ
！

地
面
の
下
か
ら
、か
す
か
な
声
が
、声
が
（
地
面
に
か
が
み
こ
ん
で
）
殺
せ
！　

殺
せ
！　

ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
の
女
を
刺
し
殺
せ
！

殺
せ
！　

ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
の
女
を
刺
し
殺
せ
！[

…]

（201

）

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
に
お
い
て
も
徹
底
し
て
貫
か
れ
て
い
る
。
光
市
の
母
子
殺
人
事
件
や
秋
葉
原

の
無
差
別
殺
傷
事
件
な
ど
、
殺
人
が
起
き
る
た
び
に
犯
人
の
精
神
鑑
定
が
行
わ
れ
る
。
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
は
医
者
と
し
て
知
り
え
た
陳
述

調
書
か
ら
丹
念
に
殺
人
者
の
生
の
言
葉
を
拾
い
集
め
、
劇
作
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
作
者
の
共
感
、
同
情
は
明
ら
か
に
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク

に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
主
人
公
を
裏
切
っ
た
愛
人
に
対
し
て
も
決
し
て
非
難
の
眼
差
し
は
注
が
れ
て
い
な
い
。『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
は

殺
人
者
の
言
葉
が
紡
ぎ
だ
し
た
文
学
で
あ
る
と
同
時
に
、
裁
判
所
（
官
）
を
裁
く
文
学
で
も
あ
る
の
だ
。
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４　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
上
演

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
現
在
で
も
も
っ
と
も
よ
く
上
演
さ
れ
る
ド
イ
ツ
人
劇
作
家
の
一
人
で
あ
る
。
筆
者
自
身
も
ド

イ
ツ
演
劇
上
演
史
に
残
る
よ
う
な
名
演
を
何
度
も
観
て
い
る
。
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
作
品
は
今
な
お
、
今
日
性
・
現
代
性
を
失
わ
ず
、
新

た
な
問
題
を
わ
れ
わ
れ
に
投
げ
か
け
て
い
る
。
格
差
社
会
に
お
い
て
、
私
た
ち
の
社
会
に
も
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
難
民
の
よ
う
な
無
数
の
小

ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
が
い
る
か
ら
だ
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
上
演
に
つ
い
て
は
本
や
演
劇
雑
誌
で
劇
評
を
書
い
て
き
た
。
夭
折

の
作
家
は
三
つ
し
か
劇
作
品
を
残
さ
な
か
っ
た
が
、
筆
者
の
印
象
に
強
く
残
っ
た
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』（
一
九
八
一
年
、
ベ
ル
リ
ン
・

ド
イ
ツ
劇
場
）、『
レ
オ
ン
ス
と
レ
ー
ナ
』（
二
〇
〇
四
年
、
ベ
ル
リ
ー
ナ
ー
・
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
）、『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』（
一
九
九
五
年
、

ベ
ル
リ
ン
・
フ
ォ
ル
ク
ス
ビ
ュ
ー
ネ
）
の
上
演
を
紹
介
し
た
い
。

４
・
１　

愛
と
革
命
の
赤
い
色―

『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
の
ベ
ル
リ
ン
上
演

）
8
（

『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
は
ヘ
ッ
セ
ン
で
の
政
治
変
革
に
挫
折
し
た
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
が
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
へ
の
亡
命
直
前
に
五
週
間

で
書
き
上
げ
た
と
い
わ
れ
る
四
幕
の
悲
劇
で
あ
る
。
舞
台
は
一
七
九
四
年
の
パ
リ
。
そ
の
厳
格
さ
ゆ
え
に
恐
怖
政
治
に
走
る
禁
欲
主
義

者
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
と
、
彼
に
よ
っ
て
断
頭
台
の
露
と
消
え
る
享
楽
主
義
者
ダ
ン
ト
ン
、
こ
の
二
人
（
両
派
）
の
対
立
に
女
性
や
民
衆

を
絡
ま
せ
な
が
ら
、
ダ
ン
ト
ン
処
刑
ま
で
の
十
日
あ
ま
り
を
追
っ
て
い
る
。

一
九
八
一
年
、
東
ド
イ
ツ
の
首
都
ベ
ル
リ
ン
に
あ
る
ド
イ
ツ
劇
場
で
幕
開
き
に
な
っ
た
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
は
こ
の
シ
ー
ズ
ン
の
演

劇
界
の
話
題
を
さ
ら
っ
た
。
こ
れ
は
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ラ
ン
グ
（A

lexander Lang

）
の
斬
新
な
演
出
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、

舞
台
装
置
と
衣
装
を
担
当
し
た
フ
ォ
ル
カ
ー
・
ピ
ュ
ラ
ー
（V

olker Pfüller

）
の
功
績
も
見
逃
せ
な
い
。「
劇
作
家
の
最
高
の
課
題
は
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生
き
た
歴
史
に
で
き
る
だ
け
肉
薄
す
る
こ
と
で
す
。〔
…
〕」（305

）
一
八
三
五
年
七
月
二
八
日
付
け
の
手
紙
が
舞
台
前
で
朗
読
さ
れ
た

後
、
黒
い
紗
の
幕
が
上
が
る
。
赤
い
じ
ゅ
う
た
ん
が
全
面
に
敷
か
れ
た
舞
台
上
に
、
腰
の
高
さ
ほ
ど
の
横
長
の
舞
台
が
置
か
れ
て
い
る
。

こ
の
台
を
囲
ん
で
、
縫
い
目
の
見
え
る
オ
レ
ン
ジ
が
か
っ
た
赤
の
布
が
蚊
帳
の
よ
う
に
か
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
な
が
ら
見
世
物
小
屋
芝

居
、
ド
イ
ツ
の
伝
統
的
な
道
化
芝
居
を
見
る
よ
う
だ
。
芝
居
の
大
半
は
こ
の
台
の
前
で
演
じ
ら
れ
る
が
、
俳
優
が
台
の
上
を
歩
い
た
り
、

台
の
上
に
座
っ
て
前
舞
台
の
芝
居
を
観
察
し
た
り
も
す
る
。
時
と
し
て
台
か
ら
上
半
身
だ
け
、
あ
る
い
は
頭
だ
け
を
見
せ
て
演
じ
る
芝

居
は
人
形
劇
の
よ
う
で
も
あ
る
。

最
終
景
だ
け
は
台
の
後
ろ
が
舞
台
と
な
る
。
愛
す
る
カ
ミ
ー
ユ
が
処
刑
さ
れ
、
気
を
失
っ
て
倒
れ
る
リ
ュ
シ
ー
ル
。
刑
吏
た
ち
が
彼

女
を
引
き
ず
り
、
踊
り
な
が
ら
洞
窟
の
よ
う
な
舞
台
奥
深
く
へ
と
消
え
て
い
く
。
俳
優
の
持
つ
ち
ょ
っ
と
し
た
小
道
具
以
外
は
場
面
の

雰
囲
気
を
伝
え
る
舞
台
装
置
・
道
具
は
何
も
な
い
。
目
立
つ
も
の
と
い
え
ば
第
二
幕
の
ダ
ン
ト
ン
と
カ
ミ
ー
ユ
の
文
学
・
芸
術
論
争
で

カ
ミ
ー
ユ
が
抱
え
る
大
き
な
木
製
の
人
形
ぐ
ら
い
だ
ろ
う
。
映
画
の
シ
ョ
ッ
ト
の
よ
う
に
場
面
を
短
く
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
ビ
ュ
ー
ヒ

ナ
ー
の
作
品
に
あ
っ
て
は
、
仰
々
し
い
舞
台
転
換
は
か
え
っ
て
作
品
の
効
果
を
損
な
う
だ
ろ
う
。
急
激
な
光
の
交
替
が
作
品
の
リ
ズ
ム

を
規
定
し
、
場
面
転
換
を
巧
み
に
処
理
し
て
い
く
。
じ
ゅ
う
た
ん
の
燃
え
る
よ
う
な
赤
は
、
革
命
を
、
愛
を
、
そ
し
て
何
よ
り
も
歴
史

の
究
極
の
担
い
手
で
あ
る
民
衆
の
息
吹
、
生
命
を
表
し
て
い
る
。

こ
の
上
演
で
は
一
二
人
の
俳
優
（
男
八
人
、
女
四
人
）
が
四
九
の
役
を
演
じ
る
。
横
長
の
台
が
ク
ロ
ー
ク
の
よ
う
な
役
目
を
果
た
し
、

俳
優
は
そ
こ
に
置
か
れ
た
衣
装
に
す
ば
や
く
着
替
え
、
化
粧
を
し
直
し
て
違
う
人
物
に
な
り
代
わ
る
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
グ
ラ
ス
ホ
ー

フ
が
ダ
ン
ト
ン
と
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
二
役
を
演
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
敵
対
的
に
見
え
よ
う
と
も
二
人
は
同
じ
幹
か
ら
出
た
兄
弟
で

あ
る
」
と
い
う
演
出
家
の
意
図
な
の
だ
ろ
う
。
一
幕
六
場
は
作
品
中
た
だ
一
度
、
二
人
が
対
話
す
る
場
面
で
あ
る
。
白
い
チ
ョ
ッ
キ
、



37 『ヴォイツェク』を上演する

白
い
ズ
ボ
ン
、
長
髪
の
ダ
ン
ト
ン
と
、
白
い
か
つ
ら
に
銀
縁
眼
鏡
を
か
け
た
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
二
役
を
、
グ
ラ
ス
ホ
ー
フ
が
数
歩
歩

い
て
は
ポ
ジ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
ジ
し
、
声
音
を
変
え
て
み
ご
と
に
演
じ
分
け
て
い
る
。

「
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
劇
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
の
問
題
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
モ
デ
ル
劇
を
」
と
い
う
演
出
家
の
主
張
に
沿
っ
て
、
衣

装
も
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
の
時
代
の
も
の
で
は
な
く
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
時
代
の
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
学
生
風
の
前
ひ
さ
し
付
帽

子
を
か
ぶ
っ
た
カ
ミ
ー
ユ
、
ウ
ェ
ー
ブ
の
か
か
っ
た
髪
に
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
を
乗
せ
た
エ
ロ
ー
、
ぶ
く
ぶ
く
し
た
体
の
ま
わ
り
に
将
校
の

よ
う
な
大
き
な
飾
り
緒
を
付
け
た
プ
ロ
ン
プ
タ
ー
、
シ
モ
ン
な
ど
が
特
徴
的
だ
。
若
者
の
モ
ー
ド
に
も
な
ろ
う
か
と
い
う
こ
う
し
た
衣

装
と
、
ベ
ル
リ
ン
の
イ
デ
ィ
オ
ム
を
駆
使
し
た
せ
り
ふ
回
し
が
舞
台
を
生
き
生
き
し
た
明
る
い
も
の
に
し
て
い
る
。

４
・
２　

ウ
ィ
ル
ソ
ン
演
出
の
『
レ
オ
ン
ス
と
レ
ー
ナ
』―

光
・
色
・
音
が
織
り
な
す
パ
ノ
ラ
マ

）
9
（

ベ
ル
リ
ー
ナ
ー
・
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
で
ロ
バ
ー
ト
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（Robert W

ilson

）
演
出
の
『
レ
オ
ン
ス
と
レ
ー
ナ
』（Leonce 

und Lena

）
を
観
た
が
、
表
現
主
義
の
絵
画
に
そ
の
ま
ま
入
り
込
ん
だ
よ
う
な
気
分
に
な
っ
た
。
テ
キ
サ
ス
の
大
学
で
経
営
学
を
学

ん
だ
後
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
建
築
学
と
美
術
を
専
攻
し
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
だ
が
、
彼
ほ
ど
光
と
色
に
こ
だ
わ
る
演
出
家
は
い
な
い
だ
ろ
う
。

今
回
も
照
明
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
舞
台
美
術
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
担
当
し
て
い
る
。
往
年
の
ス
タ
ー
歌
手
、
グ
レ
ー
ネ
マ
イ
ア
ー
が
歌
う
の

も
注
目
だ
。

幕
が
開
く
と
額
縁
舞
台
か
ら
明
か
り
が
差
し
込
む
。
棺
桶
の
よ
う
な
長
い
石
の
ベ
ン
チ
と
、「
額
縁
」
に
沿
う
よ
う
に
石
造
り
の
柱
。

ポ
ポ
ー
王
国
の
王
子
レ
オ
ン
ス
が
怠
惰
で
退
屈
な
王
室
の
人
生
を
物
憂
く
語
る
。
ベ
ン
チ
に
横
た
わ
り
、「
雲
が
も
う
三
週
間
も
西
か

ら
東
へ
流
れ
て
い
く
」（161

）「
人
間
の
す
る
こ
と
は
み
ん
な
退
屈
か
ら
始
ま
る
」（162

）
と
王
子
が
言
う
と
、
ラ
イ
ト
ブ
ル
ー
の
背
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景
の
ホ
リ
ゾ
ン
ト
が
ほ
の
か
に
白
み
を
帯
び
る
。
深
刻
さ
、
憂
鬱
、
絶
望
と
い
っ
た
感
情
が
青
や
緑
と
い
っ
た
光
の
変
化
で
表
さ
れ
る
。

看
板
俳
優
の
マ
ル
ク
ス
・
マ
イ
ア
ー
が
、
タ
キ
シ
ー
ド
に
身
を
包
み
、
歌
舞
伎
役
者
の
よ
う
な
白
塗
り
で
主
人
公
を
演
じ
て
い
る
。
冷

た
く
、無
表
情
の
中
に
時
お
り
渋
面
を
見
せ
て
、ち
ょ
っ
ぴ
り
プ
レ
イ
ボ
ー
イ
風
だ
。
す
べ
て
の
登
場
人
物
が
王
子
同
様
、渋
面
を
作
っ

て
舞
台
を
横
切
っ
て
い
く
。

次
の
場
面
「
豪
華
に
装
飾
さ
れ
た
広
間
」
で
は
、
レ
オ
ン
ス
が
「
よ
ろ
い
戸
を
下
ろ
し
、
ろ
う
そ
く
を
点
け
よ
」（165

）
と
命
令
す

る
。
棒
の
カ
ー
テ
ン
が
下
が
り
、
先
に
は
明
か
り
が
点
い
て
い
る
。
退
屈
か
ら
愛
人
ロ
ゼ
ッ
タ
に
恋
を
し
、
退
屈
か
ら
彼
女
を
捨
て
る

場
面
だ
が
、
二
人
は
一
度
も
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
な
く
、
正
面
を
向
い
た
ま
ま
会
話
を
交
わ
す
。
背
景
が
嫉
妬
を
表
す
黄
色
に
変
わ
る
。

レ
オ
ン
ス
が
下
僕
の
ヴ
ァ
レ
ー
リ
オ
に
、
こ
の
国
を
脱
出
し
「
南
の
国
イ
タ
リ
ア
を
流
浪
し
よ
う
」（172

）
と
呼
び
か
け
る
。
背
景
が

鮮
や
か
な
赤
に
変
わ
っ
た
か
と
思
う
と
、
カ
ラ
フ
ル
な
丘
が
出
現
す
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
表
現
主
義
の
絵
画
、
キ
ル
ヒ
ナ
ー
や
カ
ン

デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
絵
の
世
界
だ
。
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
的
な
珍
道
中
が
展
開
さ
れ
る
。

二
幕
に
入
る
と
、
四
方
が
丘
で
、
地
面
だ
け
で
な
く
横
（
上
手
と
下
手
）
や
天
井
か
ら
も
木
が
伸
び
て
い
る
。
王
女
レ
ー
ナ
と
女
家

庭
教
師
が
登
場
し
、
二
組
の
主
人
・
召
使
が
互
い
に
相
手
を
観
察
し
な
が
ら
、
接
近
し
て
い
く
。
喜
劇
に
お
決
ま
り
の
パ
タ
ー
ン
だ
が
、

父
王
か
ら
婚
約
者
と
し
て
押
し
付
け
ら
れ
た
相
手
と
は
知
ら
ず
に
王
子
は
恋
を
す
る
。
夜
に
な
り
深
い
ブ
ル
ー
に
木
々
の
シ
ル
エ
ッ
ト

が
映
え
、
芝
生
に
座
っ
て
夢
見
る
レ
ー
ナ
に
レ
オ
ン
ス
が
キ
ス
を
す
る
。
心
の
中
は
「
冬
景
色
」
で
自
殺
を
考
え
る
レ
オ
ン
ス
と
、
不

幸
せ
な
人
に
同
情
す
る
レ
ー
ナ
、
星
屑
の
世
界
を
見
上
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
眼
差
し
は
違
い
、
二
人
の
演
技
に
よ
る
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
笑

い
を
呼
ぶ
。

第
三
幕
は
王
子
の
帰
国
と
結
婚
の
場
面
で
、
農
民
た
ち
が
宮
廷
前
で
王
子
の
帰
り
を
待
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
校
長
の
先
導
で
た
ど
た



39 『ヴォイツェク』を上演する

ど
し
く
「
万
歳
」
を
叫
ぶ
の
だ
が
、
こ
の
プ
ロ
ン
プ
に
よ
る
唱
和
が
、
王
室
の
虚
栄
を
増
幅
す
る
。
仮
面
に
白
い
装
束
を
着
け
た
二
組

の
主
人
・
召
使
が
操
り
人
形
の
よ
う
に
登
場
す
る
が
、
仮
面
を
剥
ぐ
と
愛
し
た
相
手
が
、
親
が
決
め
た
婚
約
者
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
偶
然
に
歓
喜
し
、
最
後
は
レ
オ
ン
ス
の
「
時
計
と
い
う
時
計
を
い
っ
さ
い
壊
し
て
し
ま
お
う
」（189

）
と
い
う
な
に
や
ら
ス
ロ
ー

ラ
イ
フ
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
み
た
い
な
せ
り
ふ
で
、
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
と
な
る
。

ポ
ッ
プ
と
ロ
ッ
ク
の
世
界
を
長
ら
く
君
臨
し
た
グ
レ
ー
ネ
マ
イ
ア
ー
が
ソ
ン
グ
を
作
り
、
オ
ケ
ピ
ッ
ト
に
キ
ー
ボ
ー
ド
、
ド
ラ
ム
、

ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
な
ど
か
ら
な
る
バ
ン
ド
を
配
置
し
、
効
果
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
彼
が
「
え
い（
愛
）は

て
ぇ
い
せ
つ（
大
切
）？　

え
い（
愛
）は
て
ぇ
い
へ
ん（
大
変
）？
」
と
歌
う
と
登
場
人
物
全
員
が
コ
ー
ラ
ス
に
参
加
し
て
、最
後
は
ミ
ュ
ー

ジ
カ
ル
の
よ
う
な
大
団
円
に
な
る
。
光
と
色
と
音
が
織
り
な
す
パ
ノ
ラ
マ
、
額
縁
舞
台
か
ら
登
場
し
て
く
る
様
々
な
人
物
の
身
振
り
や

言
葉
の
ぶ
つ
か
り
合
い
・
す
れ
違
い
が
生
む
こ
っ
け
い
さ―

演
劇
の
楽
し
み
を
十
分
に
味
あ
わ
せ
て
く
れ
た
イ
ベ
ン
ト
だ
っ
た
。

４
・
３　

ホ
ー
ム
レ
ス
が
演
じ
る
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』―

プ
ロ
・
ア
マ
提
携
公
演

）
（（
（

ベ
ル
リ
ン
の
フ
ォ
ル
ク
ス
ビ
ュ
ー
ネ
は
若
者
の
劇
場
と
し
て
人
気
が
あ
る
。
総
監
督
の
フ
ラ
ン
ク
・
カ
ス
ト
ル
フ
（Frank 

Castorf

）
は
一
九
九
四
年
に
コ
ル
ト
ナ
ー
賞
を
受
賞
し
た
が
、
ま
す
ま
す
意
欲
的
な
創
作
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
フ
ォ
ル
ク

ス
ビ
ュ
ー
ネ
の
三
階
の
ス
タ
ジ
オ
で
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク―

俺
は
人
間
か
？
』
を
観
た
。
わ
ず
か
五
〇
席
の
小
さ
な
空
間
だ
が
、
満
員

の
観
客
席
か
ら
は
サ
ッ
カ
ー
の
サ
ポ
ー
タ
ー
の
熱
気
に
近
い
も
の
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
演
じ
て
い
る
の
は
「
浮
浪
者
劇
団
、
野
ね
ず
み

７
」
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
だ
。
大
尉
と
医
者
と
マ
リ
ー
の
三
人
だ
け
が
フ
ォ
ル
ク
ス
ビ
ュ
ー
ネ
の
俳
優
、
つ
ま
り
プ
ロ
で
、
あ
と
は
ベ
ル

リ
ン
の
ホ
ー
ム
レ
ス
が
演
じ
て
い
る
。
老
婆
を
演
じ
る
の
も
む
く
つ
け
き
浮
浪
者
だ
。
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貧
し
い
兵
卒
の
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
は
、
お
金
を
稼
ぐ
た
め
に
大
尉
の
ひ
げ
を
剃
り
、
医
者
の
実
験
台
に
な
っ
て
い
る
。
人
間
と
し
て
の

扱
い
を
受
け
て
い
な
い
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
、そ
れ
を
ベ
ル
リ
ン
の
ホ
ー
ム
レ
ス
の
お
じ
ち
ゃ
ん
た
ち
が
演
じ
て
い
る
。な
ん
と
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ

ク
は
七
人
が
同
時
に
舞
台
に
立
っ
て
、
交
互
に
せ
り
ふ
を
し
ゃ
べ
っ
て
い
く
の
だ
。
冒
頭
で
は
七
人
の
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
が
大
尉
に
ひ
ざ

ま
ず
き
、
ひ
げ
を
剃
る
。
大
尉
は
メ
ト
ロ
ノ
ー
ム
を
両
脚
に
は
さ
ん
で
、「
ア
レ
グ
ロ
」
だ
の
「
モ
デ
ラ
ー
ト
」
だ
の
と
叫
ん
で
、
仕

事
の
速
度
を
指
示
し
て
い
く
。
医
者
は
七
人
の
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
を
並
ば
せ
、
検
査
を
す
る
。
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
を
演
じ
る
七
人
は
パ
ン
ク

族
あ
り
、
黒
人
あ
り
、
肥
満
し
て
動
く
の
も
大
儀
そ
う
な
お
じ
ち
ゃ
ん
も
い
る
。

カ
ス
ト
ル
フ
の
偉
大
さ
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
ホ
ー
ム
レ
ス
を
演
劇
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
に
組
み
込
む
こ
と
で
、
す
さ
ま
じ
い
ま
で
の
臨
場

感
を
生
み
出
し
た
こ
と
に
あ
る
。
彼
ら
に
は
独
特
の
生
活
リ
ズ
ム
、
ス
タ
イ
ル
が
あ
り
、
大
尉
の
ひ
げ
を
剃
る
場
面
で
も
、
一
生
懸
命

や
っ
て
い
る
の
だ
が
、
何
か
せ
か
せ
か
し
て
荒
っ
ぽ
い
。
大
尉
を
演
じ
る
プ
ロ
の
俳
優
が
顔
を
傷
つ
け
ら
れ
な
い
か
と
、
び
く
び
く
し

て
い
る
様
子
が
伝
わ
っ
て
き
て
、
思
わ
ず
笑
っ
て
し
ま
っ
た
。「
ゆ
っ
く
り
、
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
、
も
っ
と
ゆ
っ
く
り
や
れ
」
と
命
じ
る

大
尉
の
せ
り
ふ
も
、
戯
曲
と
は
ま
っ
た
く
違
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
聞
く
こ
と
に
な
っ
た
。

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
が
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
の
中
で
計
算
し
た
貧
し
い
人
た
ち
の
せ
り
ふ
の
間
（
ま
）、
寡
黙
さ
、
そ
し
て
そ
の
対
極
に

あ
る
金
持
ち
連
中
の
雄
弁
さ
、
長
口
舌
、
こ
う
し
た
も
の
が
計
算
を
超
え
て
は
る
か
に
自
然
に
、
し
か
も
対
立
的
に
舞
台
で
表
現
さ
れ

て
い
る
。
プ
ロ
と
ア
マ
の
コ
ラ
ボ
は
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
が
紙
の
上
で
試
み
た
金
持
ち
と
貧
乏
人
の
言
葉
を
、
ほ
ぼ
完
璧
な
形
で
舞
台
上

で
表
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

終
わ
る
と
「
今
日
の
観
客
は
よ
か
っ
た
。
舞
台
に
拍
手
」
と
い
っ
た
具
合
で
、
彼
ら
の
ほ
う
か
ら
も
拍
手
が
あ
り
、
ス
タ
ジ
オ
全
体

が
鳴
り
止
ま
ぬ
拍
手
と
興
奮
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
発
行
す
る
「
浮
浪
者
に
家
を
」
と
い
う
新
聞
を
二
百
円
で
買
っ
て
帰
っ
た
。（
百
円
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は
カ
ン
パ
）
と
に
か
く
強
烈
な
印
象
を
残
し
た
舞
台
だ
っ
た
。

＊　

＊

『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
の
上
演
は
多
く
、
近
年
、
著
名
な
演
出
家
が
世
界
中
の
演
劇
祭
で
演
出
し
て
い
る
。
二
〇
〇
三
年
の
ザ
ル
ツ
ブ

ル
ク
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
（
オ
ペ
ラ
だ
け
で
な
く
、
演
劇
も
上
演
さ
れ
て
い
る
）
で
は
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
州
立
劇
場
で
、
ド
イ
ツ
の
注
目

の
演
出
家
、
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
タ
ー
ル
ハ
イ
マ
ー
（M

ichael T
halheim

er

）
が
演
出
、
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
が
マ
リ
ー
だ
け
で
な
く
、
他
の

人
物
を
次
々
に
殺
す
残
酷
劇
に
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
六
年
、
エ
ジ
ン
バ
ラ
の
演
劇
祭
で
は
、
韓
国
の
劇
団
が
椅
子
だ
け
を
舞
台
装
置

に
用
い
た
舞
踏
劇
と
し
て
上
演
し
て
い
る
。
二
〇
〇
八
年
、
韓
国
ミ
リ
ャ
ン
の
演
劇
祭
で
は
人
間
の
尊
厳
が
す
べ
て
奪
わ
れ
、
マ
リ
ー

か
ら
も
ば
か
に
さ
れ
る
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
が
表
さ
れ
、
祭
典
の
最
優
秀
上
演
に
輝
い
た
。

第
二
章　
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
座
談
会

第
一
部

司
会
（
岡
田
）『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
座
談
会
を
始
め
ま
す
。
座
談
会
は
３
部
構
成
で
す
。
第
１
部
は
大
阪
大
学
（
以
下
阪
大
）
の
学
生

に
よ
る
台
本
作
成
に
関
し
て
。
第
２
部
は
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
の
登
場
人
物
や
作
品
全
体
の
分
析
に
関
し
て
。
第
３
部
は
近
畿
大
学

（
以
下
近
大
）・
阪
大
、
両
大
学
に
お
い
て
上
演
さ
れ
た
ド
ラ
マ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
関
し
て
。
皆
さ
ま
、
積
極
的
な
発
言
を
期
待
し
ま

す
。
そ
れ
で
は
第
１
部
を
始
め
ま
す
。
阪
大
の
学
生
は
６
班
に
分
か
れ
て
、
レ
ー
マ
ン
版
の
ド
イ
ツ
語
テ
ク
ス
ト
と
ベ
ル
ゲ
マ
ン
版

に
基
づ
く
岩
波
文
庫
の
日
本
語
テ
ク
ス
ト
（
岩
淵
達
治
訳
）
を
参
照
し
つ
つ
、
独
自
の
脚
本
を
制
作
し
ま
し
た
。
ま
ず
六
つ
の
班
の
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脚
本
の
特
徴
を
各
班
か
ら
紹
介
し
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。
一
班
は
私
、
岡
田
が
。

岡
田　

一
班
は
実
際
に
上
演
し
や
す
い
、
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
脚
本
に
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
き
ま
し
た
。
貧
富
の
差
と
い
う
主
題
を
設

定
し
、
こ
れ
を
強
調
す
る
よ
う
に
注
意
し
ま
し
た
。
場
面
構
成
は
、
ま
ず
、
最
初
と
最
後
の
シ
ー
ン
を
決
め
て
、
見
世
物
小
屋
の
場

面
か
ら
始
め
、
最
後
に
廷
吏
の
せ
り
ふ
を
医
者
に
言
わ
せ
る
と
い
う
ふ
う
に
変
更
し
ま
し
た
。
全
体
の
リ
ズ
ム
を
崩
さ
な
い
よ
う
な
、

わ
か
り
や
す
い
脚
本
が
一
班
の
脚
本
で
す
。

司
会　

で
は
二
班
の
脚
本
の
紹
介
を
尾
上
さ
ん
、
お
願
い
し
ま
す
。

尾
上　

二
班
は
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
の
舞
台
設
定
を
日
本
の
病
院
に
置
き
換
え
て
、
古
典
の
取
っ
つ
き
に
く
さ
を
解
消
し
よ
う
と
し
ま

し
た
。
た
だ
、
出
来
上
が
っ
た
も
の
が
古
典
の
重
み
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
問
題
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

川
口　

自
分
だ
っ
た
ら
こ
ん
な
言
葉
は
喋
ら
な
い
と
い
う
も
の
が
け
っ
こ
う
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
は
今
、
上
演
す
る
際
に
は
わ
か
り

に
く
い
。
だ
か
ら
そ
れ
を
現
代
日
本
風
に
変
え
た
ん
で
す
が
、
変
え
て
し
ま
う
と
作
品
か
ら
抜
け
落
ち
る
も
の
も
あ
っ
て
。

司
会　

元
の
脚
本
の
柱
を
残
し
つ
つ
い
か
に
再
構
成
し
直
す
か
が
今
後
の
課
題
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

で
は
三
班
、
お
願
い
し
ま
す
。

二
階
堂　

三
班
は
脚
本
か
ら
コ
コ
シ
ュ
カ
の
絵
を
イ
メ
ー
ジ
し
、
舞
台
に
反
映
で
き
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
台
本
制
作
段
階
で
は
舞

台
云
々
は
ま
だ
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
ひ
と
ま
ず
脚
本
を
手
に
取
る
者
の
「
共
通
イ
メ
ー
ジ
＝
コ
コ
シ
ュ
カ
」
と
な
る
よ
う
に

表
紙
に
コ
コ
シ
ュ
カ
の
絵
を
付
け
ま
し
た
。
言
葉
の
点
で
は
大
尉
や
医
者
に
関
西
訛
り
を
つ
け
て
、
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
る
よ
う
に
し

ま
し
た
。
ま
た
、
扱
い
に
困
っ
た
カ
ー
ル
（
阿
呆
）
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
削
り
ま
し
た
。

司
会　

ダ
ブ
ル
イ
メ
ー
ジ
を
利
用
す
る
こ
と
は
と
て
も
有
効
な
手
段
で
す
よ
ね
。「
カ
ー
ル
」
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
削
る
、
と
い
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う
選
択
は
議
論
を
呼
び
そ
う
で
す
ね
。
カ
ー
ル
は
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
し
。
四
班
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

三
木　

四
班
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
に
や
り
た
い
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
の
で
、
ド
イ
ツ
語
の
原
典
か
ら
の
翻
訳
を
き
ち
ん
と
行
い
、
台
本

を
ま
と
め
ま
し
た
。
岩
波
文
庫
の
訳
は
、
注
釈
も
豊
富
で
読
む
に
は
い
い
け
れ
ど
、
説
明
が
長
す
ぎ
た
り
す
る
の
で
上
演
す
る
に
は

都
合
が
悪
い
ん
で
す
。
喋
り
や
す
く
聞
き
や
す
い
よ
う
に
セ
リ
フ
を
変
え
ま
し
た
。
直
接
テ
ー
マ
を
提
示
す
る
の
で
は
な
く
て
、
観

客
に
そ
れ
を
想
像
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
場
面
を
構
成
し
ま
し
た
。

太
田　

四
班
の
場
面
構
成
に
関
し
て
。
マ
リ
ー
殺
害
の
場
面
を
最
初
に
も
っ
て
き
て
、
彼
女
が
な
ぜ
殺
さ
れ
た
の
か
を
観
客
に
考
え
さ

せ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

三
木　

も
う
一
言
。
補
遺
の
廷
吏
の
場
面
を
削
っ
た
の
は
、
あ
ま
り
殺
人
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
く
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
あ
る
意

味
で
、
こ
の
事
件
は
誰
に
で
も
起
こ
り
う
る
こ
と
だ
と
考
え
た
か
ら
で
す
。

司
会　

で
は
五
班
の
脚
本
の
紹
介
を
小
林
さ
ん
、
お
願
い
し
ま
す
。

小
林　

岩
波
文
庫
版
の
翻
訳
や
配
布
さ
れ
た
ド
イ
ツ
語
の
テ
ク
ス
ト
を
参
照
し
な
が
ら
大
き
く
プ
ロ
ッ
ト
を
組
み
替
え
ま
し
た
。
な
ぜ

組
み
替
え
た
か
と
い
う
と
、
狂
気
や
身
分
上
の
差
異
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
に
対
し
て
、
上
演
す
る
側
や
観
客
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
つ

こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
ポ
イ
ン
ト
だ
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
ま
た
、
あ
る
意
味
で
は
三
面
記
事
的
な
、
鼓
手
長
、
マ
リ
ー
、
ヴ
ォ

イ
ツ
ェ
ク
の
三
角
関
係
や
、
殺
人
に
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
を
早
い
う
ち
に
わ
か
り
や
す
く
描
く
よ
う
に
し
ま
し
た
。
角
倉
さ
ん
は
次
の

よ
う
な
メ
モ
を
残
し
て
い
ま
す
。「
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
が
何
を
思
い
凶
行
に
走
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
を
深
め
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
台
本

を
さ
ら
に
改
訂
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
彼
と
周
囲
と
の
関
係
、
そ
し
て
そ
の
関
係
が
彼
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
掘
り
下
げ
、
当

時
の
文
化
や
思
想
、
そ
し
て
彼
の
人
格
を
考
慮
し
て
い
く
こ
と
が
今
後
最
も
求
め
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
」（
角
倉
）



44

小
松　

ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
や
他
の
登
場
人
物
た
ち
の
葛
藤
を
描
く
と
い
う
の
が
五
班
の
台
本
の
特
徴
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
た
だ
そ

れ
を
階
級
差
と
い
っ
た
こ
と
に
リ
ン
ク
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

司
会　

六
班
の
脚
本
に
つ
い
て
は
、
関
谷
さ
ん
の
メ
モ
か
ら
紹
介
し
ま
す
。「〈
は
じ
め
て
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
を
知
っ
た
人
に
も
わ
か
る
〉

を
目
標
に
、
内
容
の
伝
わ
り
や
す
い
台
本
作
り
を
心
が
け
ま
し
た
。
場
面
展
開
は
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
と
も
い
え
る
ベ
ル
ゲ
マ
ン
版

を
採
用
し
ま
し
た
。
わ
か
り
や
す
さ
と
い
う
点
で
、
こ
の
版
が
優
れ
て
い
る
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
が
大
尉
の
ひ
げ

を
剃
る
場
面
が
冒
頭
に
来
て
い
ま
す
。
岩
波
版
に
そ
っ
て
い
ま
す
が
、
登
場
人
物
の
口
調
な
ど
、
現
代
に
は
な
じ
み
に
く
い
日
本
語

を
手
直
し
し
ま
し
た
」（
関
谷
）

司
会　

そ
れ
ぞ
れ
の
班
の
台
本
の
特
徴
に
関
し
て
述
べ
て
い
た
だ
い
た
の
で
、
付
け
足
し
た
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
自
由
に
発
言
し
て
く

だ
さ
い
。

三
木　

台
本
を
作
成
す
る
際
に
、
コ
ン
セ
プ
ト
を
一
つ
決
め
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
今
の
社
会
、
格
差

社
会
と
い
っ
た
問
題
を
、
現
代
の
人
に
突
き
つ
け
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
作
品
を
ド
イ
ツ
の
古
典
劇
と
し
て
紹
介

す
る
の
か
。
チ
ー
ム
の
考
え
に
つ
い
て
は
今
発
言
し
て
も
ら
っ
た
の
で
、
各
個
人
が
描
い
た
コ
ン
セ
プ
ト
に
関
し
て
伺
っ
て
み
た
い

ん
で
す
が
。

市
川　

座
談
会
以
前
の
議
論
も
含
め
て
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
議
論
に
は
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
、

こ
の
作
品
が
未
完
の
断
片
な
の
で
、
最
初
の
場
面
を
ど
う
す
る
の
か
。
つ
ま
り
、
上
流
階
級
の
大
尉
が
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
に
髭
を
剃
ら

せ
る
場
面
を
冒
頭
に
も
っ
て
く
る
の
か
、
そ
れ
と
も
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
と
ア
ン
ド
レ
ー
ス
の
広
野
の
場
面
に
す
る
の
か
、
場
面
の
組
み

替
え
が
一
つ
で
す
。
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そ
れ
か
ら
、
言
葉
で
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
３
班
で
言
え
ば
、
医
者
と
大
尉
は
大
阪
弁
で
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
は

東
京
弁
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
以
前
私
が
翻
訳
し
た
『
セ
チ
ュ
ア
ン
の
善
人
』（D

er gute M
ensch von Sezuan

）
で
は
、
善
人

＝
庶
民
は
全
部
大
阪
弁
、
資
本
家
と
神
様
は
東
京
弁
に
訳
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
い
く
と
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
が
関
西
弁
の
よ
う
な
気
が

す
る
け
ど
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
わ
け
で
す
ね
。
も
う
一
つ
は
、
ど
の
部
分
を
カ
ッ
ト
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

２
班
の
よ
う
に
場
面
を
全
部
日
本
に
置
き
換
え
た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
私
は
韓
国
で
七
月
に
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
を
観
て
き
た
ん

で
す
が
、
そ
こ
で
は
、
ア
ン
ド
レ
ー
ス
は
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
に
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
ラ
ス
ト
で
は
、
マ
リ
ー
も
含
め
、
鼓
手

長
、
大
尉
、
医
者
の
四
人
が
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
を
い
じ
め
る
よ
う
に
取
り
囲
む
。
四
人
の
包
囲
網
の
中
で
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
が
一
人
取
り

残
さ
れ
る
形
で
演
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
か
な
り
大
幅
に
台
本
の
改
変
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ど
の

よ
う
に
台
本
に
手
を
加
え
た
の
か
、
も
う
一
度
皆
さ
ん
で
話
し
合
っ
て
も
ら
え
た
ら
と
思
い
ま
す
。

司
会　

で
は
「
言
葉
で
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
る
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
。
３
班
は
な
ぜ
医
者
と
大
尉
を
関
西
弁
に
し
た
ん
で
し
ょ
う

か
？

二
階
堂　

関
西
人
に
と
っ
て
関
西
弁
は
親
し
み
や
す
い
か
ら
で
す
。
医
者
と
大
尉
を
親
し
み
や
す
い
存
在
に
し
て
、
コ
ミ
カ
ル
な
シ
ー

ン
を
作
り
た
か
っ
た
ん
で
す
。

岡
田　

あ
あ
、
深
い
意
味
は
無
く
、
純
粋
に
「
親
し
み
深
く
」
描
き
た
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
下
町
の
雰
囲
気
の
す
る
関
西
弁
は
「
下
賤
」

で
、
そ
れ
に
対
し
て
、
標
準
語
は
「
上
等
」
と
い
う
ふ
う
に
使
い
分
け
ら
れ
る
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま
す
よ
ね
。
だ
か
ら
最
初
３
班
の

台
本
を
読
ん
だ
と
き
に
、
医
者
と
大
尉
の
関
西
弁
に
は
深
い
意
図
が
あ
る
の
か
な
と
思
っ
た
ん
で
す
。

川
井　

方
言
を
使
う
こ
と
は
上
演
す
る
土
地
に
深
く
関
わ
っ
て
き
そ
う
な
気
が
し
ま
す
。
関
西
弁
も
標
準
語
も
受
け
止
め
る
人
に
よ
っ
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て
全
然
違
っ
た
も
の
に
な
る
は
ず
で
す
し
。
大
阪
で
の
上
演
を
前
提
と
し
て
い
る
今
回
の
脚
本
に
関
し
て
は
、
関
西
弁
を
親
し
み
の

あ
る
も
の
だ
と
受
け
取
る
人
は
多
そ
う
で
す
ね
。
た
だ
、
そ
れ
で
も
、
全
員
が
関
西
人
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
し
、
関
西
人
の
中
に

も
受
け
取
り
方
は
そ
れ
ぞ
れ
少
し
ず
つ
違
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
様
々
な
方
言
が
出
て
く
れ
ば
出
て
く
る
ほ
ど
、
そ

の
部
分
は
浮
き
や
す
く
な
る
と
も
言
え
そ
う
な
の
で
、
使
う
際
に
は
注
意
と
吟
味
が
必
要
で
す
。

二
階
堂　

一
つ
補
足
し
て
お
く
と
、
見
世
物
小
屋
の
呼
び
込
み
に
は
、
江
戸
弁
を
用
い
て
い
ま
す
。

岡
田　

関
西
弁
の
み
で
は
な
く
、
江
戸
弁
が
出
て
る
の
は
初
め
て
知
り
ま
し
た
。
関
西
弁
と
標
準
語
だ
け
だ
と
す
る
と
関
西
弁
に
意
味

が
付
加
さ
れ
て
読
ま
れ
や
す
く
な
り
ま
す
が
、
い
く
つ
か
の
方
言
が
出
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
も
な
い
で
す
ね
。

中
島　

先
ほ
ど
二
階
堂
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
「
コ
ミ
カ
ル
」
と
い
う
点
は
私
も
非
常
に
重
要
だ
と
思
い
ま
し
た
。
二
時
間
な
り
一
時

間
半
な
り
ぶ
っ
続
け
で
難
し
い
こ
と
を
並
べ
た
て
ら
れ
た
り
す
る
と
、
し
ん
ど
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
反
対
に
、
ど

こ
で
人
を
笑
わ
せ
る
の
か
、
あ
る
い
は
緩
急
を
つ
け
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

司
会　

四
班
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
に
進
め
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
に
、
原
作
に
忠
実
に
脚
本
を
作
る
と
す
る
と
「
コ
ミ
カ

ル
」な
シ
ー
ン
の
作
り
方
も
難
し
く
な
っ
て
く
る
と
思
う
ん
で
す
。
断
片
的
な
戯
曲
だ
け
に
。
そ
こ
ら
へ
ん
は
ど
う
し
た
ん
で
す
か
？

三
木　

コ
ミ
カ
ル
、
と
い
う
よ
り
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
…
、
と
い
う
よ
り
見
せ
場
と
言
っ
た
ら
い
い
の
か
。
台
本
の
ど
こ
を
強
調
す

れ
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
。
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
や
は
り
「
脚
本
」
に
は
な
り
に
く
い
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。
以
前
４
班
の
音
楽
学
の
守
さ
ん
が
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
厳
密
さ
と
い
う
の
は
、
芸
術
活
動
の
実
践
の
場
で
は
、
結
局
は
生

か
せ
な
い
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
テ
ク
ス
ト
や
参
考
文
献
の
精
読
や
読
み
比
べ
と
い
う
地
味
な
作
業
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
奥
行
き
の
あ
る
台
本
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
と
」（
守
）
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
私
も
そ
う
思
い
ま
す
。
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岡
田　

な
る
ほ
ど
。
普
通
の
脚
本
な
ら
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
が
決
め
ら
れ
て
い
る
け
ど
、『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
は
未
完
の
断
片
脚
本
だ
か

ら
脚
本
自
体
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
っ
て
い
う
の
を
突
き
止
め
に
く
い
。

小
林　

そ
の
場
合
「
演
出
」
に
判
断
が
ま
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
そ
う
し
て
し
ま
う
の
は
な
ん
だ
か
口
惜
し
い

（
笑
）。

司
会　

ど
こ
を
最
初
の
場
面
に
す
る
か
に
つ
い
て
は
ど
う
で
す
か
？

盛
田　

一
班
で
は
見
世
物
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
作
品
を
見
せ
ま
し
た
。
台
本
の
な
か
に
は
見
世
物
的
シ
ー
ン
が
多
く
あ
り
ま
す
。
見

世
物
小
屋
以
外
に
も
、
医
者
が
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
を
観
察
対
象
に
す
る
シ
ー
ン
、
廷
吏
が
「
立
派
な
殺
人
だ
」
と
言
う
シ
ー
ン
な
ど
で

す
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
悲
劇
的
な
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
と
い
う
人
物
か
ら
距
離
を
と
っ
て
、
そ
れ
を
眺
め
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

川
井　

見
世
物
小
屋
で
見
ら
れ
て
い
た
の
は
動
物
た
ち
で
あ
り
、
そ
の
時
に
は
他
の
観
客
同
様
、
見
る
立
場
だ
っ
た
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
で

す
が
、
実
は
以
降
の
医
者
の
場
面
な
ど
か
ら
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
も
見
ら
れ
る
側
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
ゆ
く
。
冒
頭
で
見

せ
る
動
物
た
ち
は
、
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
そ
の
も
の
で
あ
り
、「
見
る
＝
高
い
立
場
」
に
比
べ
て
「
見
ら
れ
る
＝
低
い
立
場
」
を
意
識
さ

せ
る
場
面
だ
と
思
い
ま
す
。

岡
田　

現
実
で
も
人
間
が
「
見
せ
物
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
よ
く
起
こ
り
ま
す
。
見
せ
物
と
い
う
こ
と
は
見
ら
れ
る
こ
と
。
見
ら
れ

る
際
に
は
見
る
側
か
ら
の
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
が
起
こ
り
ま
す
。
他
者
か
ら
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
失
わ
れ
る
人
間
性
。
そ
し
て
「
見

る
側
」
に
ま
わ
り
、
規
定
し
て
し
ま
う
わ
れ
わ
れ
の
脆
い
本
質
。
そ
う
い
う
も
の
も
意
識
し
ま
し
た
。

角
田　

皆
さ
ん
す
ご
く
読
み
込
ま
れ
て
い
て
、
正
直
驚
き
ま
し
た
。
近
大
生
よ
り
ず
っ
と
深
く
読
ん
で
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
ド
ラ
マ
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リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
脚
本
は
結
局
読
み
慣
れ
て
た
岩
波
の
を
使
っ
た
け
れ
ど
、
最
初
は
一
班
の
台
本
を
採
用
し
た
ん
で
す
よ
。
一
番
わ

か
り
や
す
く
構
成
さ
れ
て
い
て
上
演
脚
本
と
し
て
リ
ズ
ム
も
良
か
っ
た
。
僕
ら
も
貧
富
の
差
と
い
う
こ
と
を
お
客
さ
ん
に
提
示
し
よ

う
と
考
え
て
い
た
か
ら
テ
ー
マ
も
一
致
し
て
い
た
。
他
の
脚
本
は
上
演
す
る
に
は
バ
ラ
ン
ス
が
悪
か
っ
た
ん
で
す
。
興
味
深
い
と
は

思
っ
た
け
ど
。

市
川　
「
貧
富
の
差
」
は
重
要
な
テ
ー
マ
で
、
医
者
・
大
尉
と
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
の
階
級
の
落
差
の
示
し
方
は
と
て
も
難
し
い
。
肌
の
白
・

黒
と
同
じ
く
ら
い
極
端
に
し
て
し
ま
う
方
が
良
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

第
二
部

司
会
（
岡
田
）
そ
れ
で
は
第
二
部
を
始
め
ま
す
。
で
は
ま
ず
人
物
分
析
か
ら
。
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
に
関
し
て
尾
上
さ
ん
は
「
な
ぜ
ヴ
ォ
イ

ツ
ェ
ク
を
善
人
と
思
う
の
か
」
と
い
う
疑
問
を
提
示
し
て
い
ま
し
た
よ
ね
。

尾
上　

大
尉
の
「
お
前
は
善
人
だ
、
善
人
だ
よ
」
と
い
う
せ
り
ふ
が
印
象
的
で
こ
の
疑
問
が
浮
か
ん
だ
ん
で
す
。
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
を
善

人
と
見
て
し
ま
え
ば
、
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
目
線
で
こ
の
作
品
を
悲
劇
と
読
む
こ
と
が
出
来
る
と
思
い
ま
す
が
、
実
際
に
殺
人
を
犯
す
こ

と
自
体
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
す
よ
ね
。
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
が
善
人
だ
と
い
う
見
方
に
対
し
て
、
皆
さ
ん
は
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か
。

小
松　

大
尉
と
の
や
り
と
り
に
関
し
て
言
え
ば
、
こ
れ
は
大
尉
が
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
を
か
ら
か
っ
て
い
る
シ
ー
ン
で
す
よ
ね
。
も
し
ヴ
ォ

イ
ツ
ェ
ク
を
善
人
で
あ
る
と
読
む
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
が
殺
人
に
追
い
込
ま
れ
て
い
く
状
況
と
対
比
し
て
、
そ
う
思
う
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
悪
い
の
は
社
会
で
、
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
は
悪
く
な
い
と
い
う
ふ
う
に
。
だ
か
ら
、
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
は
善
人
な
ん
だ
と

い
う
結
論
が
出
て
く
る
。
で
も
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
が
善
人
だ
と
い
う
証
拠
は
作
品
中
ど
こ
に
も
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
あ
と
、「
善
人
」
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と
い
う
言
葉
は
、
ド
イ
ツ
語
を
見
る
と
、ein guter M

ensch

と
な
っ
て
い
る
の
で
、
善
人
、
徳
の
あ
る
人
と
い
う
よ
り
は
、「
い

い
奴
」
く
ら
い
の
意
味
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

尾
上　

あ
っ
そ
う
な
ん
で
す
ね
。
大
尉
の
そ
の
セ
リ
フ
は
単
に
揶
揄
す
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
主
人
公
を
身
近
に
感
じ
て
「
善
人
」
と

と
ら
え
る
私
達
の
感
性
は
一
度
疑
っ
て
も
い
い
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

司
会　

盛
田
さ
ん
は
「
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
と
い
う
人
物
の
悲
劇
性
」
に
関
し
て
以
前
に
意
見
を
述
べ
て
い
ま
し
た
よ
ね
。

盛
田　

ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
は
と
っ
て
も
悲
劇
的
な
人
間
だ
と
思
い
ま
し
た
。
聖
書
に
は
、「
貧
し
い
者
は
幸
い
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
が

あ
り
ま
す
が
、
死
ん
だ
後
で
も
希
望
が
な
い
の
で
は
と
感
じ
ま
し
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
商
人
の
と
こ
ろ
に
ナ
イ
フ
を
買
い
に
行
っ
た
と

き
、「
経
済
的
な
死
」
が
語
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
あ
ま
り
楽
な
死
に
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
こ
で
は
救
済
の
道
が

絶
た
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

司
会　

救
済
の
道
を
絶
っ
た
も
の
は
何
な
の
で
す
か
？

盛
田　

唯
一
の
希
望
で
あ
っ
た
マ
リ
ー
を
失
っ
た
後
で
は
、
聖
書
の
言
葉
は
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
に
希
望
の
光
を
示
す
こ
と
が
出
来
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。

太
田　

先
生
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
自
身
は
信
仰
を
も
っ
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
か
？

市
川　

い
や
、
無
神
論
者
で
し
た
よ
。

太
田　

だ
と
す
る
と
、聖
書
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
い
か
な
く
と
も
、信
仰
は
意
味
を
成
さ
な
い
と
い
う
解
釈
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

樋
口　

も
と
も
と
僕
の
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ア
ル
バ
ン
・
ベ
ル
ク
の
オ
ペ
ラ
で
す
。
高
校
生
の
頃
に
レ
コ
ー
ド
を
買
っ
て

聴
い
て
み
る
と
、
先
ほ
ど
コ
ミ
カ
ル
な
要
素
に
関
し
て
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
ん
な
要
素
は
少
し
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
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ん
な
に
聴
い
た
後
に
救
わ
れ
な
い
気
分
に
な
る
音
楽
は
な
い
（
笑
）
で
す
か
ら
。〔
作
品
中
に
〕
救
済
の
要
素
な
ど
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
救
わ
れ
な
い
の
は
、
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
だ
け
で
は
な
く
、
マ
リ
ー
や
他
の
登
場
人
物
も
そ
う
で
す
。
誰
も
が
救
わ

れ
な
い
世
界
の
な
か
で
聖
書
の
も
つ
意
味
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

古
村
さ
ん
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
第
一
二
場
の
「
若
い
職
人
１
」
の
言
葉
を
よ
く
読
ん
で
み
る
と
、
信
仰
の
告
白
と
い
う
よ
り
も
、

神
が
身
分
や
職
分―

朱
子
学
的
な
タ
ー
ム
を
使
え
ば―

な
ん
て
も
の
を
創
っ
た
ば
か
り
に
わ
れ
わ
れ
の
苦
労
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い

の
か
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
読
め
ま
す
。
だ
か
ら
「
十
字
架
に
小
便
を
し
よ
う
」
と
い
う
せ
り
ふ
が
あ
る
わ

け
で
す
。
こ
れ
は
逆
説
で
は
な
く
て
、
文
面
ど
お
り
解
釈
す
る
べ
き
じ
ゃ
な
い
か
な
。

司
会　

古
村
さ
ん
は
紙
面
参
加
で
す
。
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。「『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
に
は
、
聖
書
か
ら
の
引
用
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

彼
ら
下
層
階
級
に
と
っ
て
神
の
前
で
の
平
等
を
説
く
キ
リ
ス
ト
教
は
、
絶
対
的
な
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
し
か
し
第
一
場
で
、

道
徳
を
説
く
大
尉
に
対
し
て
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
は
金
の
大
事
さ
を
語
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
〈
目
に
見
え
な
い
〉
神
の
存
在
よ
り
も
、

貧
富
の
差
と
い
う
〈
目
に
見
え
る
〉
現
実
の
方
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
よ
り
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
。
目
に
は
見
え
な
い
神
に
理

想
を
求
め
な
が
ら
も
、
日
々
迫
り
来
る
不
条
理
な
現
実
を
前
に
し
て
、
目
に
見
え
る
も
の
を
〈
信
仰
〉
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
し

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
が
神
を
た
だ
実
体
の
な
い
無
意
味
な
存
在
と
し
て
こ
の
物
語
に
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
第
一
二
場
で

〈
若
い
職
人
１
〉
の
言
葉
と
し
て
さ
り
げ
な
く
語
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
」（
古
村
）

太
田　

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
自
身
が
無
神
論
者
だ
と
し
て
、
周
囲
の
環
境
、
家
庭
環
境
な
ど
は
ど
う
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
。

市
川　

も
ち
ろ
ん
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
ま
す
。
で
も
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
自
身
は
医
者
だ
し
、
ど
こ
か
で
科
学
と
宗
教
の

対
立
を
抱
え
て
い
て
、
そ
れ
は
彼
自
身
の
学
問
体
系
か
ら
し
て
当
然
の
こ
と
で
す
。
人
類
の
進
歩
を
導
き
出
す
の
は
科
学
で
あ
っ
て
、
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信
仰
に
よ
っ
て
貧
困
は
な
く
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
で
す
。

樋
口　

キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
い
う
の
は
感
じ
ら
れ
ま
す
ね
。
極
論
す
れ
ば
、偽
善
じ
ゃ
な
い
の
か
と
い
う
よ
う
な
。

司
会　

ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
の
持
つ
「
狂
気
」
も
以
前
話
題
に
出
て
い
ま
し
た
ね
。
河
合
君
は
次
の
よ
う
な
問
題
提
起
を
し
て
い
ま
す
。「
ひ

と
く
ち
に
狂
気
と
い
っ
て
も
、
多
様
で
す
。
美
化
さ
れ
た
狂
気
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
す
が
、
そ
も
そ
も
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
の
そ
れ
は
、

理
性
と
対
峙
す
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
」（
河
合
）。塚
田
さ
ん
も
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
の
親
近
性
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。「
私
が
思
う
ヴ
ォ

イ
ツ
ェ
ク
は
、
徳
も
善
も
な
い
た
だ
の
貧
し
い
兵
士
だ
っ
た
け
れ
ど
、
一
生
懸
命
、
一
途
に
生
き
た
結
果
、
紙
一
重
の
と
こ
ろ
で
狂
っ

て
し
ま
っ
た
人
物
で
す
。
身
分
階
級
が
消
え
つ
つ
あ
る
現
代
に
お
い
て
も
、
彼
と
似
た
よ
う
な
状
況
は
い
く
ら
で
も
あ
り
ま
す
。
読

者
は
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
彼
を
他
人
と
思
え
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
」（
塚
田
）。
狂
気
の
中
身
に
つ
い
て
少
し
具
体
的
に
論
議
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

川
口　

マ
リ
ー
を
殺
し
た
後
、
ま
た
の
こ
の
こ
と
殺
人
現
場
に
戻
っ
た
り
、
凶
器
を
買
う
と
き
も
殺
す
道
具
を
け
ち
っ
た
り
す
る
の
は

す
ご
く
不
細
工
で
不
恰
好
だ
と
思
う
ん
で
す
。
殺
人
現
場
に
舞
い
戻
っ
て
凶
器
を
探
し
に
行
く
と
い
う
の
は
、「
物
語
」
と
し
て
は

す
ご
く
不
自
然
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
殺
人
が
起
こ
る
ま
で
は
観
客
の
期
待
通
り
だ
が
、
そ
の
後
は
作
品
に
現
実
感
を
与
え
、
観

客
の
感
情
移
入
を
拒
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
客
が
自
分
の
わ
が
身
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
と
思
い
ま
し
た
。

川
井　

確
か
に
、
こ
の
物
語
は
推
理
モ
ノ
で
は
な
い
わ
け
で
、
殺
し
っ
ぱ
な
し
の
ほ
う
が
断
然
綺
麗
に
仕
上
り
ま
す
ね
。
殺
人
後
、
こ

う
し
た
行
動
を
起
こ
す
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
は
他
の
場
面
と
比
較
し
て
も
、
妙
に
人
間
く
さ
く
て
、
あ
る
意
味
リ
ア
ル
な
感
じ
が
し
ま
す
。

自
分
が
殺
人
を
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
と
き
を
想
像
す
る
と
…
混
乱
し
つ
つ
も
証
拠
隠
滅
に
努
め
る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。
逆
に
感
情

移
入
を
さ
せ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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岡
田　

私
は
、
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
は
狂
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
賢
す
ぎ
て
お
か
し
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
例

え
ば
、
聖
書
を
引
用
し
な
が
ら
反
論
し
て
い
る
し
、
言
っ
て
い
る
こ
と
は
け
っ
こ
う
的
を
得
て
い
ま
す
。
狂
っ
て
い
る
の
な
ら
、
凶

器
を
探
し
に
現
場
ま
で
舞
い
戻
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
し
、
賢
い
人
が
殺
人
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
パ
ニ
ッ
ク
を
起
こ
す
と
い

う
方
が
私
の
な
か
で
は
し
っ
く
り
き
ま
す
。

小
松　

そ
れ
は
私
の
イ
メ
ー
ジ
と
近
い
ん
で
す
が
、
た
だ
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
が
賢
い
と
は
思
え
な
く
て
、
で
も
パ
ニ
ッ
ク
を
起
こ
し
て

い
る
と
も
思
え
ま
せ
ん
。
じ
ゃ
あ
何
か
と
い
う
と
、
医
者
は
ア
ベ
ラ
チ
オ
（
精
神
錯
乱
）
だ
と
か
言
い
ま
す
が
、
彼
は
ど
こ
か
ら

か
聞
こ
え
て
く
る
声
に
従
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
自
身
は
自
分
は
何
ら
お
か
し
い
こ
と
を
し
て

い
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
狂
気
と
言
え
ば
狂
気
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

尾
上　

ナ
イ
フ
を
池
に
投
げ
る
の
は
、
証
拠
隠
滅
作
業
で
す
よ
ね
。
証
拠
を
隠
滅
す
る
こ
と
は
、
捕
ま
り
た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち

が
あ
る
か
ら
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

樋
口　

壁
や
地
中
か
ら
声
が
聞
こ
え
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
精
神
に
何
ら
か
の
異
常
を
き
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す

よ
ね
。
医
学
的
に
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
視
点
か
ら
、
実
際
の
事
件
の
ケ
ー
ス
を
綿
密
に
考
証
な
り
、
観
察
な
り
を
し
た
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

松
尾　

聞
こ
え
る
は
ず
の
な
い
声
を
「
聞
い
た
」
よ
う
に
感
じ
た
と
き
に
、
そ
れ
を
気
の
せ
い
だ
と
判
断
で
き
ず
、
た
と
え
ば
誰
か

に
命
令
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
妄
想
状
態
に
陥
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
統
合
失
調
症
の
典
型
的
な
一
症
状
で
す
よ
ね
。
自
分
の
知
覚

や
言
動
を
本
人
が
不
合
理
だ
と
認
識
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
現
代
の
精
神
医
学
的
な
意
味
で
も
「
狂
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
思
い
ま
す
。
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河
中　

殺
人
現
場
に
戻
る
と
い
う
の
は
、
犯
罪
者
の
心
理
を
見
抜
い
た
作
品
だ
と
思
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
初
見
で
は
、
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ

ク
が
狂
人
だ
と
い
う
こ
と
は
感
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。

市
川　

幻
影
を
見
る
の
は
、
医
者
が
与
え
る
薬
の
せ
い
も
あ
り
ま
す
。

岡
田　

狂
っ
て
い
る
か
否
か
も
大
切
で
し
ょ
う
が
、
一
番
大
切
な
の
は
狂
っ
た
原
因
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
は

こ
の
実
際
に
起
こ
っ
た
殺
人
事
件
を
題
材
に
し
た
の
か
。
こ
の
事
件
の
中
の
ど
こ
に
触
発
さ
れ
た
の
か
。
狂
っ
て
し
ま
う
原
因
は
脚

本
の
な
か
に
設
定
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。
な
ぜ
「
医
者
に
よ
っ
て
」
狂
わ
さ
れ
た
り
、「
マ
リ
ー
を
奪
わ
れ
て
」
狂
わ
さ
れ
た
り

し
た
の
か
。
自
分
た
ち
が
脚
本
を
再
構
成
し
て
上
演
す
る
際
に
は
原
作
者
の
意
図
と
仕
掛
け
を
ま
ず
知
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思

い
ま
す
。

松
尾　

狂
気
と
正
気
と
い
う
の
は
対
概
念
に
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
〇
か
一
か
に
キ
ッ
パ
リ
と
区
切
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
グ
ラ
デ
ー

シ
ョ
ン
的
な
相
対
性
を
持
つ
と
思
い
ま
す
。
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
き
っ
か
け
が
あ
れ
ば
人
は
簡
単
に
狂
え
る
わ
け
で
す
。
狂
気
と

い
う
自
分
の
世
界
を
作
る
理
由
は
、
そ
の
き
っ
か
け
、
つ
ま
り
現
実
か
ら
自
分
の
身
を
守
る
た
め
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
貧
乏

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
医
者
の
実
験
に
使
わ
れ
、
大
尉
に
は
見
下
さ
れ
、
マ
リ
ー
を
奪
わ
れ
…
…
。
こ
の
よ
う
な
環
境
に
お
い
て
自
ら

の
心
身
を
「
健
全
に
」
保
つ
た
め
に
、
徐
々
に
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
は
狂
い
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
妻
を
殺
す
に
至
っ
た
と
は
言

え
な
い
で
し
ょ
う
か
。

司
会　

谷
さ
ん
も
同
じ
よ
う
な
意
見
で
す
。「
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
は
本
当
に
マ
リ
ー
を
愛
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
貧
困
が
彼
の
心
身
を

蝕
み
、
マ
リ
ー
の
浮
気
が
愛
を
狂
気
へ
と
変
え
た
。
誰
も
彼
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
大
尉
や
医
者
の
言
動
は
む
し
ろ
狂
気
に
拍

車
を
か
け
る
ば
か
り
で
す
。
上
流
層
と
貧
困
層
と
の
対
比
の
中
に
、
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
の
切
羽
詰
っ
た
心
情
が
見
え
て
き
ま
す
」（
谷
）
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結
構
意
見
が
白
熱
し
て
き
ま
し
た
が
、
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
は
そ
ろ
そ
ろ
終
わ
り
、
マ
リ
ー
に
移
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
マ
リ
ー
に
関

し
て
は
、「
人
間
ら
し
い
」
と
い
う
意
見
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
が
。

太
田　

節
操
の
な
い
た
だ
の
浮
気
と
と
っ
た
場
合
は
、
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
に
対
す
る
裏
切
り
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ

で
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
い
は
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
と
同
様
に
貧
民
の
平
面
に
並
べ
て
彼
女
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
と
ら
え
る

場
合
、
芝
居
は
全
然
変
わ
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
と
同
じ
よ
う
に
マ
リ
ー
も
ま
た
悲
劇
的
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
、

マ
リ
ー
の
人
間
ら
し
さ
と
い
う
点
か
ら
出
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

小
松　

マ
リ
ー
を
人
間
ら
し
い
と
感
じ
る
の
は
、
マ
リ
ー
の
弱
い
面
が
し
っ
か
り
と
描
き
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

太
田　

今
回
の
ド
ラ
マ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
上
演
で
は
、
マ
リ
ー
が
か
な
り
歌
っ
て
い
て
、
マ
リ
ー
が
主
役
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
い
ま

し
た
。
最
後
に
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、そ
こ
で
は
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
の
狂
気
よ
り
も
、マ
リ
ー
の
悲
劇
の
方
を
見
て
し
ま
い
ま
し
た
。

角
田　

す
み
ま
せ
ん
。
ド
ラ
マ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
話
が
出
た
ん
で
、
こ
こ
で
少
し
近
大
の
マ
リ
ー
役
、
高
橋
明
日
香
の
感
想
を
紹
介
さ

せ
て
く
だ
さ
い
。「『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
は
昔
書
か
れ
た
作
品
で
す
が
、
マ
リ
ー
は
現
代
に
も
存
在
す
る
よ
う
な
女
性
で
す
。
と
て
も

魅
力
的
で
自
由
奔
放
な
感
じ
が
私
は
好
き
で
す
。
浮
気
を
し
て
し
ま
う
が
、
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
が
帰
っ
て
こ
な
い
こ
と
か
ら
、
自
分
の

罪
に
気
づ
き
、
本
当
に
大
切
な
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
」（
高
橋
）
と
の
こ
と
で
す
。

市
川　

マ
リ
ー
は
演
出
に
よ
り
変
わ
り
ま
す
ね
。
韓
国
で
見
た
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
は
完
全
な
悪
女
で
し
た
。
悪
女
の
様
な
マ
リ
ー
が
聖
書

を
読
み
、「
貞
淑
」
な
妻
と
し
て
悩
む
、
と
い
う
演
出
で
し
た
。

河
中　

マ
リ
ー
は
ね
、
悪
女
に
し
て
し
ま
っ
た
方
が
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
は
際
立
つ
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

市
川　

そ
う
い
え
ば
外
大
で
や
っ
た
時
は
着
物
を
パ
ー
っ
と
は
だ
け
、
ビ
ー
ル
瓶
か
ら
ビ
ー
ル
を
が
ぶ
飲
み
す
る
マ
リ
ー
や
、
子
ど
も
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に
愛
が
な
く
な
り
幼
児
虐
待
を
す
る
マ
リ
ー
が
出
て
き
ま
し
た

）
（（
（

。

角
田　

い
や
い
や
。
マ
リ
ー
を
悪
女
に
す
る
と
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
が
マ
リ
ー
の
た
め
に
尽
く
す
理
由
が
な
く
な
る
ん
で
す
よ
。

市
川　
「
恋
焦
が
れ
る
女
性
」
っ
て
い
う
の
は
貞
淑
で
綺
麗
で
聖
女
的
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
が
あ
り
、
論
議
に
な
り
そ
う
で

す
ね
。
マ
リ
ー
に
対
す
る
作
者
の
温
か
な
眼
差
し
も
感
じ
ら
れ
ま
す
し
。

司
会　

本
公
演
で
も
「
マ
リ
ー
の
演
出
」
に
は
注
目
が
集
ま
り
そ
う
で
す
ね
。
で
は
そ
ろ
そ
ろ
医
者
と
大
尉
の
話
に
移
り
ま
し
ょ
う
。

太
田　

問
題
と
し
た
い
点
は
医
者
と
大
尉
の
描
き
方
で
す
。
悪
者
を
た
て
る
と
観
客
が
感
情
移
入
し
や
す
い
で
す
よ
ね
。
医
者
や
大
尉

を
人
間
的
に
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
例
え
ば
３
班
は
関
西
弁
を
し
ゃ
べ
ら
せ
て
い
た
。

岡
田　

描
き
方
、
ね
え
…
。
役
名
が
「
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
、
マ
リ
ー
」
が
実
名
、「
医
者
、
大
尉
」
は
職
業
名
。
そ
の
こ
と
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
医
者
と
大
尉
は
人
間
的
に
描
か
れ
た
登
場
人
物
と
い
う
よ
り
、
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
の
置
か
れ
た
時
代
背
景
を
代
表
し
て
い
る

一
種
「
背
景
」
の
よ
う
な
も
の
だ
と
思
う
。
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
上
部
に
い
る
も
の
、
と
い
う
よ
う
な
。

樋
口　

オ
ペ
ラ
で
の
医
者
、大
尉
の
描
か
れ
方
は
面
白
か
っ
た
で
す
。
体
格
差
が
か
な
り
あ
っ
て
、視
覚
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
秀
逸
だ
っ

た
。
医
者
と
い
う
と
で
っ
ぷ
り
太
っ
て
大
き
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
あ
れ
は
小
さ
く
て
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
し
て
て
。
グ
レ
ア
ム
・
ク

ラ
ー
ク
で
す
が
、
と
て
も
う
ま
い

）
（（
（

。

司
会　

そ
う
で
す
ね
。
脚
本
に
忠
実
に
、
し
っ
か
り
揶
揄
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

二
階
堂　

前
に
話
し
た
「
医
者
・
大
尉
の
関
西
弁
の
使
用
」
に
つ
い
て
で
す
が
、
観
客
の
視
点
を
「
医
者
・
大
尉
」
に
も
っ
て
い
き
た

か
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。

河
中　

視
点
を
ね
。
で
も
関
西
弁
と
標
準
語
の
使
い
分
け
は
、
関
西
地
区
で
し
か
通
用
し
な
い
か
ら
、
そ
の
意
図
は
東
京
と
か
で
は
通
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用
し
な
い
と
思
い
ま
す
。

岡
田　

観
客
の
目
線
を
医
者
・
大
尉
に
し
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
観
客
に
「
お
前
達
が
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
を
追
い
つ
め
て
い
る
」
と

い
う
こ
と
を
示
し
た
か
っ
た
、
と
か
い
う
意
図
も
入
っ
て
る
？

二
階
堂　

い
や
ー
そ
こ
ま
で
は
考
え
て
ま
せ
ん
で
し
た
ね
ー
。

徳
原　

大
阪
弁
に
は
軽
快
で
横
柄
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
ら
。
神
経
質
な
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
と
の
差
異
を
際
立
た
せ
る
と
と
も
に
、
標
準

語
と
関
西
弁
を
織
り
交
ぜ
る
こ
と
で
、劇
全
体
に
独
特
の
リ
ズ
ム
が
生
み
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
ん
で
す
。
関
西
弁
の「
笑

い
」
も
入
れ
た
か
っ
た
。

司
会　

大
阪
弁
に
は
下
町
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

松
尾　
「
標
準
語
」と
い
う
概
念
は
何
か
を
標
準
、つ
ま
り
優
位
で
あ
る
と
す
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
基
づ
く
も
の
な
の
で
、そ
う
し
た
個
々

人
の
言
語
観
が
方
言
の
選
び
方
に
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。
い
わ
ゆ
る
「
標
準
語
」
が
嫌
い
な
関
西
の
方
、
た
ま
に
い
る
で

し
ょ
う
？　

演
劇
は
生
の
台
詞
で
演
じ
ら
れ
る
も
の
で
す
し
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
の
観
客
に
与
え
ら
れ
る
印
象
に
、
方
言
の

違
い
は
大
き
く
作
用
す
る
は
ず
で
す
。

市
川　

登
場
人
物
が
語
る
ド
イ
ツ
語
の
違
い
を
ど
う
日
本
語
に
表
す
べ
き
か
も
、
問
題
と
し
て
残
り
ま
す
。

松
尾　

そ
も
そ
も
「
標
準
的
な
ド
イ
ツ
語
」
と
い
う
の
は
戯
曲
が
書
か
れ
た
当
時
、
無
か
っ
た
で
し
ょ
？

市
川　

そ
う
で
す
ね
、
そ
れ
ぞ
れ
地
方
で
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
が
「
標
準
的
」
だ
っ
た
の
で
す
か
ら
。
方
言
の
中
に
素
朴
な
民
衆
性
が

表
れ
て
い
る
と
い
う
点
は
あ
り
ま
す
が
。「
疎
外
」
や
「
存
在
不
安
」
と
い
っ
た
タ
ー
ム
も
重
要
で
す
ね
。

司
会　

大
野
さ
ん
か
ら
メ
モ
が
届
い
て
い
ま
す
。「
私
が
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
か
ら
読
み
取
っ
た
の
は
、
主
人
公
と
社
会
の
断
絶
で
す
。
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聖
書
か
ら
引
用
さ
れ
る
〈
炎
〉
を
、
彼
を
貧
困
と
屈
辱
の
う
ち
に
自
分
を
閉
じ
込
め
る
社
会
を
滅
ぼ
す
〈
最
後
の
審
判
〉
の
象
徴
と

見
る
と
、〈
こ
の
世
は
氷
の
よ
う
に
冷
た
い
〉
と
い
う
セ
リ
フ
に
そ
れ
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
の
物
語
は
〈
人

間
疎
外
〉
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
と
も
言
え
な
い
で
し
ょ
う
か
」（
大
野
）

徳
原　

私
も
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
を
「
生
を
疎
外
さ
れ
た
も
の
」
と
し
て
考
え
ま
し
た
。
主
人
公
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
は
、
最
初
か
ら
、
社
会
と

宗
教
、
家
族
と
い
っ
た
し
が
ら
み
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
の
狂
気
は
、
貧
し
さ

や
マ
リ
ー
の
浮
気
と
い
っ
た
現
実
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
く
、
社
会
的
規
範
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
生
を
疎
外
さ
れ
た
人
物
と
し
て

の
狂
気
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
は
冒
頭
か
ら
ヘ
ン
な
人
格
の
持
ち
主
だ
か
ら
で
す
。

　

私
は
こ
の
物
語
を
、
貴
族
と
民
衆
の
対
立
と
し
て
で
は
な
く
、
社
会
と
自
然
、
生
の
疎
外
（
社
会
）
と
生
そ
の
も
の
（
自
然
）
の

対
立
と
し
て
描
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
の
ア
ン
ド
レ
ー
ス
と
の
散
歩
や
生
死
が
関
わ

る
シ
ー
ン
は
す
べ
て
自
然
の
中
で
描
写
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
そ
の
よ
う
な
考
え
を
私
は
『
レ
ン
ツ
』
を
読
ん
だ
と
き
に
確
信
し
ま
し

た
。
医
者
と
大
尉
が
名
前
を
持
た
な
い
の
も
社
会
の
代
表
的
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
社
会
と

い
う
現
実
に
対
し
て
、
聖
書
は
彼
を
救
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
が
無
神
論
者
で
あ
る
こ
と
と
も
合
致
し
ま
す

よ
ね
。

市
川　
「
疎
外
」
と
い
う
概
念
は
非
常
に
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
人
間
の
存
在
意
義
が
社
会
に
お
い
て
も
生
活
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
ら
、
殺
人
に
結
び
つ
く
の
は
大
い
に
あ
り
う
る
こ
と
で
す
。「
究
極
の
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
」
と
し
て
演
出
す
る
人
は
多
い

か
も
し
れ
な
い
。
で
も
「
人
間
疎
外
」
と
い
う
観
点
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
え
ば
、こ
の
ド
ラ
マ
は
気
が
抜
け
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
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第
三
部

司
会
（
小
林
）
角
田
君
に
ま
ず
演
出
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
て
も
ら
い
ま
す
。
今
回
の
公
演
に
お
い
て
一
番
大
事
に
し
た
か
っ
た

こ
と
は
何
で
す
か
？

角
田　

殺
人
の
過
程
を
わ
か
り
や
す
く
描
き
、
貧
富
の
差
を
見
せ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

司
会　

で
は
、
そ
の
こ
と
を
際
だ
た
せ
る
た
め
に
演
出
上
注
意
し
た
こ
と
は
何
で
し
ょ
う
？

角
田　

階
段
状
の
舞
台
美
術
に
し
た
点
。
富
め
る
者
は
上
、
貧
し
い
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
は
下
、
と
い
う
ふ
う
に
高
低
差
を
つ
け
ま
し
た
。

視
覚
的
に
わ
か
り
や
す
く
し
た
か
っ
た
ん
で
す
。

二
階
堂　

近
大
の
公
演
に
行
っ
た
ん
で
す
が
、
役
者
の
視
線
の
交
差
を
う
ま
く
使
い
、
人
間
関
係
を
わ
か
り
や
す
く
し
て
い
た
点
が
印

象
的
で
し
た
。
あ
と
は
女
医
と
ユ
ダ
ヤ
の
商
人
が
女
性
だ
っ
た
点
も
面
白
い
と
思
い
ま
し
た
。
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
と
性
別
が
違
う
こ
と

が
不
思
議
な
効
果
を
生
ん
で
い
ま
し
た
。
最
後
に
登
場
人
物
全
員
が
拍
手
し
て
終
わ
る
の
も
面
白
か
っ
た
。
舞
台
美
術
に
関
し
て
は

階
段
状
の
舞
台
が
良
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
客
席
も
階
段
状
だ
っ
た
の
で
、客
が
役
者
に
「
対
面
す
る
」
と
い
う
気
分
に
な
り
ま
し
た
。

角
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
い
や
、
実
は
ね
、
女
性
だ
っ
た
点
は
男
が
い
な
か
っ
た
か
ら
な
ん
で
す
よ
。
問
題
視
さ
れ
る
こ
と

は
承
知
の
上
で
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
医
者
と
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
を
並
ば
せ
て
み
て
、
意
外
に
絵
的
に
も
面
白
か
っ
た
か
ら
、

ゴ
ー
サ
イ
ン
を
だ
し
ま
し
た
。

　

最
後
の
拍
手
は
、
秋
葉
原
の
事
件
が
頭
に
あ
っ
た
か
ら
な
ん
で
す
。
事
件
に
群
が
る
人
々
が
面
白
が
っ
て
写
メ
を
と
る
様
子
が
衝

撃
的
だ
っ
た
の
で
、
そ
の
こ
と
を
再
現
し
た
か
っ
た
。
拍
手
を
し
た
か
っ
た
の
は
、
拍
手
の
音
が
好
き
だ
っ
た
か
ら
っ
て
い
う
単
純

な
こ
と
な
ん
で
す
が
ね
。
あ
あ
、
拍
手
が
あ
る
と
「
締
め
」 

と
い
う
感
じ
が
よ
く
わ
か
る
か
ら
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
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拍
手
の
代
わ
り
の
案
と
し
て
は
「
鏡
で
客
を
映
す
」
と
い
う
の
も
あ
っ
た
が
実
現
さ
せ
る
の
は
ち
ょ
っ
と
無
理
で
し
た
。
鏡
高
い

し
ね
（
笑
）。
拍
手
し
て
る
み
ん
な
が
な
ん
で
笑
顔
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、「
笑
顔
の
不
気
味
さ
」
を
上
手
く
利
用
し
た
か
っ
た
ん
で

す
。「
笑
顔
」
っ
て
意
味
深
で
し
ょ
。

小
林　

阪
大
公
演
で
ユ
ダ
ヤ
人
の
と
こ
ろ
に
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
が
凶
器
を
買
い
に
来
る
場
面
が
抜
け
て
た
理
由
は
何
で
す
か
？ 

近
大
の

方
で
は
あ
り
ま
し
た
よ
ね
。

角
田　

ま
あ
、
リ
ズ
ム
が
崩
れ
る
か
ら
、
で
す
よ
ね
。
あ
そ
こ
は
暗
転
を
し
て
、
リ
ズ
ム
を
整
え
る
っ
て
い
う
い
わ
ば
反
則
技
を
使
っ

て
近
大
で
は
公
演
し
た
ん
で
す
よ
。
で
も
阪
大
の
設
備
で
は
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
ん
す
よ
ね
。
あ
そ
こ
蛍
光
灯
し
か
な
い
で
し
ょ
。

パ
チ
パ
チ
っ
て
す
る
の
は
テ
ン
シ
ョ
ン
だ
だ
下
が
り
で
す
よ
。

市
川　
（
笑
）
な
る
ほ
ど
ね
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
く
だ
り
は
戯
曲
上
、
と
て
も
大
切
で
す
。
そ
こ
を
切
っ
た
の
は
阪
大
の
劇
場
の
貧
困
に
よ

る
も
の
、
っ
て
こ
と
で
す
ね
。

角
田　

そ
う
で
す
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
く
だ
り
よ
り
も
、
大
切
に
し
た
い
も
の
が
あ
る
。
リ
ズ
ム
と
か
、
流
れ
と
か
、
上
演
を
成
功
さ
せ
る

た
め
の
要
素
。
そ
れ
に
ね
、
演
出
を
す
る
に
も
必
要
な
機
材
や
環
境
が
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
が
無
い
環
境
で
い
か
に
演
出
す
る

か
は
、
難
し
か
っ
た

岡
田　

そ
こ
は
私
も
わ
か
り
ま
す
。
角
田
く
ん
は
初
演
出
だ
し
、
そ
こ
ま
で
余
裕
が
な
か
っ
た
ん
だ
よ
ね
。
で
も
な
ん
て
い
う
か
、「
設

備
が
無
か
っ
た
か
ら
」
で
す
ま
せ
ら
れ
る
の
は
嫌
だ
な
。
そ
れ
、
演
出
と
し
て
甘
え
て
な
い
？ 

無
難
に
上
演
で
き
れ
ば
良
い
っ
て

も
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
。

角
田　

い
え
ね
、
上
手
く
言
え
な
い
ん
で
す
け
ど
、
か
な
り
も
う
限
界
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。
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松
尾　

シ
ー
ン
を
カ
ッ
ト
す
る
の
も
選
択
肢
の
一
つ
だ
が
、
シ
ー
ン
を
組
み
替
え
る
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
た
の
で
は
？

角
田　

そ
れ
を
考
え
る
余
裕
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
役
者
も
混
乱
し
ま
す
し
。
で
も
今
と
な
れ
ば
や
っ
て
み
た
か
っ
た
。
ど
っ
ち
も

中
途
半
端
に
し
た
く
な
か
っ
た
の
で
、
一
番
リ
ス
ク
の
少
な
い
「
カ
ッ
ト
」
を
選
ん
だ
。

岡
田　

あ
、
ち
ょ
っ
と
話
を
「
女
」
に
つ
い
て
変
え
て
い
い
で
す
か
？ 

私
は
断
然
反
対
な
ん
で
す
よ
、
医
者
を
女
に
す
る
っ
て
こ
と
は
。

や
っ
ぱ
り
「
女
」
が
「
男
」
を
実
験
対
象
に
す
る
っ
て
い
う
構
造
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
は
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
の
戯
曲
上
お
か
し

い
話
な
ん
で
す
よ
ね
。
で
も
今
少
し
考
え
た
ん
で
す
け
ど
、
女
を
含
め
た
「
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
以
外
の
人
間
全
体
」
が
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク

を
追
い
つ
め
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
た
ら
医
者
が
女
で
も
解
る
な
と
お
も
い
ま
す
。
観
客
が
そ
こ
ま
で
読
ん
で
く
れ
る
か
は
微
妙
な

ラ
イ
ン
で
す
が
。

盛
田　

女
性
の
言
葉
と
男
性
の
言
葉
は
違
う
け
れ
ど
、
ど
う
し
て
「
女
性
の
言
葉
」
を
選
ん
だ
の
で
す
か
？

角
田　

女
性
が
男
性
の
言
葉
を
話
す
と
安
っ
ぽ
く
な
る
の
で
。
違
和
感
の
少
な
い
方
を
選
び
ま
し
た
。

樋
口　

音
楽
は
ど
う
や
っ
て
作
っ
た
の
で
す
か
？

角
田　

歌
は
役
者
に
作
ら
せ
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
民
謡
を
聴
か
せ
て
、
そ
れ
を
各
自
ア
レ
ン
ジ
さ
せ
て
。
Ｂ
Ｇ
Ｍ
に
関
し
て
は
貧
富
の
差

を
表
す
た
め
に
、
医
者
と
大
尉
の
と
こ
ろ
に
ク
ラ
シ
ッ
ク
を
流
し
ま
し
た
。

司
会　

そ
ろ
そ
ろ
時
間
で
す
の
で
、
最
後
に
角
田
君
、
役
者
の
皆
さ
ん
か
ら
の
感
想
と
か
あ
っ
た
ら
い
く
つ
か
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
。

角
田　

で
は
、
先
ほ
ど
議
論
に
な
っ
た
医
者
役
の
平
山
ゆ
ず
子
の
コ
メ
ン
ト
を
。「
女
医
、
と
い
う
こ
と
で
悩
み
ま
し
た
が
、『
支
配
者
・

被
支
配
者
』
の
側
面
を
強
調
す
る
こ
と
で
解
決
し
う
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
一
つ
疑
問
が
。『
立
派
な
人
殺
し
』
を
な
ぜ
医
者
に

言
わ
せ
た
の
で
し
ょ
う
か
？　

原
作
で
は
裁
判
所
の
廷
吏
が
言
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
リ
ア
リ
テ
ィ
も
増
す
と
思
う
の
で
す
が
。
医



61 『ヴォイツェク』を上演する

者
が
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
最
上
部
に
い
る
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
し
」（
平
山
）。
も
う
一
人
、舞
台
美
術
も
し
て
い
た
老
婆
役
の
岩
田
奈
々

の
コ
メ
ン
ト
を
。「
舞
台
美
術
に
関
し
て
。『
赤
と
黒
』
と
い
う
小
説
の
中
で
キ
ー
カ
ラ
ー
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
色
を
舞
台
に
反

映
さ
せ
ま
し
た
」（
岩
田
）。
以
上
で
す
。

司
会　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
や
っ
ぱ
り
視
点
が
阪
大
側
と
は
違
い
ま
す
ね
。
役
者
の
生
の
声
が
聞
け
て
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

市
川　

芝
居
は
板
の
上
に
乗
せ
て
な
ん
ぼ
。
上
演
し
て
こ
そ
意
味
が
あ
る
。
で
も
板
の
上
に
乗
せ
る
ま
で
の
過
程
が
し
っ
か
り
し
て
な

い
と
う
す
っ
ぺ
ら
な
芝
居
に
な
り
ま
す
。
阪
大
と
近
大
は
も
っ
と
密
接
な
コ
ラ
ボ
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。
今
回
の
座
談
会
が

そ
の
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
二
〇
〇
八
年
七
月
三
一
日
、
二
時
～
五
時
、
文
化
動
態
論
資
料
室
）

座
談
会
参
加
者
（
発
言
順
。
名
前
・
所
属
・
学
年
）

 

岡
田
蕗
子
（
博
士
前
期
、
印
度
学
・
仏
教
学
１
）、
尾
上
真
穂
（
美
術
史
学
２
）、
川
口
高
志
（
演
劇
学
４
）、
二
階
堂
俊
典
（
博
士
後
期
、
ド
イ
ツ

文
学
１
）、
三
木
麻
子
（
博
士
前
期
、
ド
イ
ツ
文
学
２
）、
太
田
彩
香
（
演
劇
学
２
）、
小
林
壮
路
（
演
劇
学
研
究
生
）、
小
松
紀
子
（
博
士
後
期
、
ド

イ
ツ
文
学
３
）、
中
島
由
紀
子
（
修
士
、
ア
ー
ト
・
メ
デ
ィ
ア
論
１
）、
盛
田
双
葉
（
ド
イ
ツ
文
学
４
）、
川
井
遊
木
（
修
士
、
ア
ー
ト
・
メ
デ
ィ
ア

論
１
）、
角
田
行
平
（
近
畿
大
学
、
文
芸
学
部
芸
術
学
科
２
）、
樋
口
騰
迪
（
音
楽
学
３
）、
松
尾
和
明
（
修
士
、
ア
ー
ト
・
メ
デ
ィ
ア
論
１
）、
河
中

智
美
（
美
術
史
学
２
）、
徳
原
真
穂
（
修
士
、
ア
ー
ト
・
メ
デ
ィ
ア
論
１
）、
市
川
明
（
ア
ー
ト
・
メ
デ
ィ
ア
論
教
授
）

座
談
会
紙
面
参
加
者

 

角
倉
加
奈
子
（
演
劇
学
３
）、
関
谷
み
お
（
ド
イ
ツ
文
学
３
）、
守
博
紀
（
音
楽
学
４
）、
古
村
菜
摘
（
美
術
史
学
２
）、
河
合
悠
吾
（
博
士
前
期
、
音

楽
学
１
）、
塚
田
智
美
（
演
劇
学
２
）、
谷
奈
苗
（
音
楽
学
４
）、
大
野
里
奈
（
ド
イ
ツ
文
学
３
）、
高
橋
明
日
香
、
平
山
ゆ
ず
子
、
岩
田
奈
々
（
以
上
、
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近
畿
大
学
、
文
芸
学
部
芸
術
学
科
２
）

司
会
・
進
行
は
１
，
２
部
を
岡
田
、
３
部
を
小
林
が
務
め
た
。

第
三
章　
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
上
演
に
向
け
て―

ま
と
め
に
か
え
て

『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
の
持
つ
荒
々
し
い
挑
発
力
は
私
た
ち
を
捉
え
て
離
さ
な
い
。
こ
の
作
品
が
未
完
の
断
片
で
あ
り
、
断
片
を
つ
な

ぎ
合
わ
せ
た
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
劇
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
う
し
た
挑
発
力
の
源
泉
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ワ
イ
マ
ー
ル
の
ゲ
ー

テ
・
シ
ラ
ー
文
書
館
に
は
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
手
書
き
の
草
稿
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
薄
い
イ
ン
キ
、
か
す
れ
て
乱
雑
な
書
体
の
た
め
に
、

判
読
は
困
難
を
極
め
た
。
一
九
二
五
年
に
初
演
さ
れ
た
ア
ル
バ
ン
・
ベ
ル
ク（A

lban Berg

）の
オ
ペ
ラ『
ヴ
ォ
ツ
ェ
ッ
ク
』（W

ozzeck

）

は
フ
ラ
ン
ツ
ォ
ー
ス
（K

arl Em
il Franzos
）
が
編
纂
し
た
テ
ク
ス
ト
を
も
と
に
し
て
い
る
が
、
編
者
が
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
筆
記
体

の
ｙ
と
ｚ
を
読
み
違
え
た
た
め
、
戯
曲
と
は
違
っ
た
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
て
い
る
。
私
た
ち
は
断
片
テ
ク
ス
ト
を
台
本
化
し
、
確
定
す
る

作
業
か
ら
ま
ず
始
め
ね
ば
な
ら
な
い

）
（（
（

。

ワ
イ
マ
ー
ル
の
文
書
館
に
残
さ
れ
た
原
稿
は
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
さ
れ
る

）
（（
（

。
Ｈ
（
手
稿
）
で
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
す
る
と
、
Ｈ
１
は

二
一
の
場
面
か
ら
な
り
、
最
初
に
見
世
物
小
屋
の
三
場
面
が
来
る
。
登
場
人
物
の
名
前
も
ル
イ
と
マ
ル
ガ
レ
ー
ト
と
な
っ
て
い
る
。
Ｈ

２
は
九
つ
の
場
面
か
ら
な
り
、
冒
頭
（
Ｈ
１
の
見
世
物
小
屋
の
場
面
の
前
）
に
「
広
野
」
の
場
面
と
、
窓
越
し
に
ル
イ
ー
ズ
が
軍
楽
隊

長
を
見
る
場
面
を
置
い
て
い
る
。
二
人
の
主
要
人
物
は
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
、
ル
イ
ー
ズ
と
命
名
さ
れ
、
マ
ル
ガ
レ
ー
ト
は
ル
イ
ー
ズ
の
隣

人
の
女
性
役
に
な
っ
て
い
る
。
Ｈ
３
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
「
教
授
の
家
の
中
庭
」
の
場
面
と
、
カ
ー
ル
と
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
が
ヴ
ォ
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イ
ツ
ェ
ク
の
子
ど
も
に
語
り
か
け
る
最
終
場
面
の
二
つ
だ
け
で
あ
る
。
Ｈ
４
は
一
七
の
場
面
か
ら
な
り
、
二
人
の
名
前
は
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ

ク
、
マ
リ
ー
に
な
っ
て
い
る
。

レ
ー
マ
ン
（W

erner R. Lehm
ann

）
は
四
つ
の
草
稿
を
文
献
学
的
に
検
討
し
、
Ｈ
４
が
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
が
最
終
的
に
意
図
し
た
原

稿
に
も
っ
と
も
近
い
と
判
断
し
、
場
面
配
列
を
Ｈ
４
に
基
づ
い
て
行
っ
た
。
こ
う
し
て
Ｈ
４
を
核
に
し
て
、
他
の
三
種
類
の
初
期
草
稿

を
補
完
し
た
レ
ー
マ
ン
版
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
が
完
成
し
た
。
そ
れ
ま
で
定
本
と
し
て
長
い
間
使
わ
れ
て
い
た
ベ
ル
ゲ
マ
ン
版
に
は
編

者
の
恣
意
的
な
意
図
が
見
え
隠
れ
す
る
。
ベ
ル
ゲ
マ
ン
（Fritz Bergem

ann

）
は
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
を
社
会
的
、
階
級
的
観
点
か

ら
読
み
解
こ
う
と
し
て
、
冒
頭
に
大
尉
が
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
に
髭
剃
り
を
さ
せ
る
場
面
を
置
い
た
。
金
持
ち
と
貧
乏
人
の
か
み
合
わ
な
い

対
話
の
中
に
、
両
者
の
階
級
的
立
場
や
対
立
を
表
し
た
場
面
だ
が
、
作
品
を
わ
か
り
や
す
い
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
編
者
の
意
図
が
感

じ
ら
れ
る
。
だ
が
こ
の
「
さ
び
」
の
部
分
は
冒
頭
に
は
や
は
り
重
（
要
）
す
ぎ
る
。
む
し
ろ
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
や
マ
リ
ー
の
日
常
生
活
を

見
せ
る
こ
と
か
ら
始
め
て
、
上
流
階
級
の
登
場
は
そ
の
後
に
し
た
ほ
う
が
作
品
の
輪
郭
は
は
っ
き
り
す
る
よ
う
に
思
う
。
草
稿
か
ら
判

断
す
る
限
り
、
そ
の
ほ
う
が
作
者
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
意
図
に
も
近
い
は
ず
だ
。

研
究
者
の
間
で
は
レ
ー
マ
ン
版
の
出
現
に
よ
り
駆
逐
さ
れ
た
感
の
あ
る
ベ
ル
ゲ
マ
ン
版
テ
ク
ス
ト
だ
が
、
表
現
者
の
間
で
は
オ
ペ
ラ

の
影
響
も
あ
っ
て
か
根
強
い
人
気
が
あ
る
。
ベ
ル
ゲ
マ
ン
版
の
日
本
語
訳
と
レ
ー
マ
ン
版
の
ド
イ
ツ
語
テ
ク
ス
ト
を
受
講
者
に
与
え
た

の
も
、
偏
見
な
く
二
つ
の
版
を
比
べ
、
選
択
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
た
か
ら
だ
。
岩
波
文
庫
版
で
訳
者
の
岩
淵
が
ベ
ル
ゲ
マ
ン
版
を
な
ぜ

採
用
し
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
ベ
ル
ゲ
マ
ン
版
の
場
面
番
号
の
下
に
レ
ー
マ
ン
版
と
そ
の
後
に
出
た
ポ
シ
ュ
マ
ン
版
の
対
応
す
る
場
面

番
号
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
比
較
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
の
版
で
同
じ
場
面
で
あ
っ
て
も
、
テ
ク
ス
ト
は
若
干
違
っ
て
い
る
し
、

番
号
も
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
の
だ
が
、
配
慮
の
行
き
届
い
た
翻
訳
だ
と
思
っ
た

）
（（
（

。
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六
つ
の
班
の
台
本
化
作
業
で
、
ベ
ル
ゲ
マ
ン
版
を
採
用
し
た
の
は
２
班
と
６
班
で
あ
る
。
も
っ
と
も
２
班
は
設
定
を
日
本
の
病
院
に

変
え
、場
面
も
若
干
付
け
加
え
て
い
る
。
多
く
の
論
議
を
呼
ん
だ
台
本
だ
が
、貧
困
（
精
神
的
な
も
の
も
含
め
て
）、疎
外
、服
従
と
い
っ

た
テ
ー
マ
は
、
戦
争
や
軍
隊
と
い
う
背
景
か
ら
導
き
出
し
た
ほ
う
が
イ
ン
パ
ク
ト
は
強
い
。
他
の
班
は
レ
ー
マ
ン
版
が
基
本
に
な
っ
て

い
る
。
作
品
は
「
年
の
市
」、「
嫉
妬
」、「
殺
害
」
と
い
う
、
三
つ
の
場
面
群
で
構
成
さ
れ
る
が
、
１
班
は
年
の
市
（
見
世
物
小
屋
）
の

三
場
面
を
冒
頭
に
置
い
て
い
る
。
見
世
物
小
屋
で
芸
を
す
る
動
物
が
、や
が
て
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
た
ち
に
重
な
る
比
喩
的
場
面
で
、ビ
ュ
ー

ヒ
ナ
ー
も
こ
の
場
面
か
ら
書
き
始
め
た
。（
Ｈ
１
参
照
）。
だ
が
コ
ン
テ
ク
ス
ト
（
貧
し
い
人
た
ち
の
生
活
）
を
先
に
示
し
た
方
が
こ
の

場
面
の
意
味
が
は
っ
き
り
す
る
よ
う
に
思
う
。
貴
族
平
面
と
民
衆
平
面
が
作
品
で
は
交
互
に
現
れ
て
く
る
が
、
こ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を

言
葉
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
が
３
班
で
あ
る
。
関
西
弁
を
要
所
に
使
っ
て
い
る
。
５
班
の
台
本
で
は
明
ら
か
に
マ
リ
ー
が
主
役
に
な

る
よ
う
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
移
さ
れ
て
お
り
、
注
目
に
値
す
る
。
六
つ
の
う
ち
か
ら
私
が
選
ぶ
と
す
れ
ば
４
班
の
台
本
だ
ろ
う
。
最
初
に

子
ど
も
た
ち
に
よ
っ
て
殺
人
事
件
が
語
ら
れ
、
廷
吏
の
「
立
派
な
殺
人
〔
…
〕」
と
い
う
口
上
の
後
に
、
は
じ
め
て
本
編
が
始
ま
る
。

歌
を
重
視
し
て
い
る
の
も
い
い
。

以
上
の
よ
う
な
作
業
を
踏
ま
え
、
市
川
版
の
翻
訳
台
本
を
作
っ
て
み
た
。
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
の
は
ポ
シ
ュ
マ
ン
版
で
あ
る
。
最

初
に
廷
吏
の
「
立
派
な
殺
人
〔
…
〕」
と
い
う
せ
り
ふ
が
流
れ
（
も
し
く
は
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
さ
れ
）、
暗
転
す
る
と
光
線
の
転
換
・
交

差
で
広
野
の
場
面
が
始
ま
る
。
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
が
幻
影
を
見
る
場
面
だ
が
、『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』（Faust

）
の
「
ヴ
ァ
ル
プ
ル
ギ
ス
の
夜
」

の
よ
う
な
場
面
に
し
た
い
。
続
い
て
マ
リ
ー
の
場
面
が
来
る
。
レ
ー
マ
ン
版
と
配
列
は
基
本
的
に
同
じ
だ
が
、
ポ
シ
ュ
マ
ン
（H

enri 

Poschm
ann

）
は
断
片
草
稿
か
ら
い
く
つ
か
の
場
面
を
拾
い
集
め
て
、
補
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
を
採
用
し
た
。
上
流
階

級
が
出
て
く
る
場
面
と
民
衆
の
場
面
を
第
六
場
か
ら
第
一
三
場
ま
で
交
互
に
配
列
し
、
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
す
よ
う
に
し
た
。
こ
の
法
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則
に
従
い
ポ
シ
ュ
マ
ン
版
の
第
一
二
場
と
第
一
三
場
を
入
れ
替
え
た
。
す
で
に
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
は
マ
リ
ー
の
浮
気
に
気
づ
い
て
お
り
、

大
尉
と
医
者
の
告
げ
口
に
よ
り
そ
の
事
実
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
。
最
後
の
三
つ
の
場
面
（
補
遺
）
は
省
略
し
、ヴ
ォ
イ
ツ
ェ

ク
が
池
に
入
っ
て
い
く
と
こ
ろ
で
終
わ
る
オ
ー
プ
ン
な
結
末
に
な
っ
て
い
る
。

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
は
ブ
レ
ヒ
ト
同
様
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
重
視
の
劇
作
家
と
言
っ
て
い
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
演
劇
に
取
り
入
れ
、
絵
に

な
る
舞
台
を
作
り
上
げ
て
い
く
。
こ
の
時
代
の
作
家
に
は
珍
し
く
、『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
で
は
歌
や
踊
り
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
。
ア
ン
ド
レ
ー
ス
は
い
つ
も
歌
っ
て
い
る
し
、
マ
リ
ー
や
老
人
、
女
の
子
た
ち
が
歌
う
民
謡
風
の
歌
に
も
筋
が
先
取
り
さ
れ
て
い

る
。
老
婆
が
語
る
孤
独
な
子
ど
も
の
童
話
も
、
グ
リ
ム
童
話
や
聖
書
か
ら
の
引
用
も
、
こ
の
作
品
の
叙
事
詩
的
特
徴
を
際
立
た
せ
て
い

る
。
踊
り
は
民
衆
的
な
お
祭
り
文
化
の
生
命
力
あ
ふ
れ
る
構
成
要
素
だ
が
、
マ
リ
ー
と
軍
楽
隊
長
の
熱
情
的
な
踊
り
は
そ
の
極
致
で
あ

る
。
だ
が
そ
れ
は
や
が
て「
死
の
舞
踏
」と
な
る
。「
な
ん
て
赤
い
月
が
出
て
る
ん
だ
ろ
う
」。
池
の
ほ
と
り
で
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
が
マ
リ
ー

に
言
う
。「
赤
い
唇
」「
赤
い
靴
下
」「
赤
い
ひ
も
」「
赤
い
月
」「
真
っ
赤
だ
、
血
だ
」
…
赤
は
殺
人
へ
と
つ
な
が
る
。
表
現
主
義
の
絵

画
の
よ
う
な
舞
台
を
装
置
や
照
明
で
作
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

何
百
万
も
の
人
が
い
ち
ど
き
に
見
る
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
、
複
製
し
て
同
時
上
映
が
可
能
な
映
画
に
対
し
て
、
演
劇
は
限
ら
れ
た
席
の

空
間
し
か
提
供
で
き
な
い
。
演
劇
は
ラ
イ
ブ
ア
ー
ト
、
ラ
イ
ブ
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
な
の
だ
。
演
劇
で
は
表
現
行
為
（
演
じ
る
こ
と
）

と
受
容
行
為
（
観
る
こ
と
）
が
同
時
に
起
こ
り
、
双
方
向
の
行
為
が
切
り
結
ん
で
ス
パ
ー
ク
す
る
。
舞
台
と
観
客
席
が
共
有
す
る
テ
ク

ス
ト
こ
そ
が
、
演
劇
の
究
極
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
演
劇
の
記
述
は
そ
こ
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
上
演

に
向
け
て
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
を
変
容
さ
せ
る
わ
れ
わ
れ
の
作
業
は
ま
だ
続
く
。
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テ
ク
ス
ト

Georg Büchner. W
erke und Briefe. M

ünchner A
usgabe. M

ünchen 1988.　

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
作
品
、
手
紙
、
ク
ラ
ー
ル
ス
の
鑑
定
書
な
ど
の
資
料
か
ら
の
引
用
は
、
こ
の
本
を
用
い
た
。
こ
こ
で
は
レ
ー
マ
ン
版
『
ヴ
ォ

イ
ツ
ェ
ク
』
を
掲
載
し
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
は
、
本
文
中
に
ペ
ー
ジ
数
の
み
を
記
し
た
。

・
以
下
の
本
を
合
わ
せ
て
用
い
た
。

Georg Büchner. W
oyzeck. N

ach den H
andschriften neu hergestellt und kom

m
entiert von H

enri Poschm
ann. Leipzig 1984. 

（
ポ
シ
ュ
マ
ン
版
）

Büchners W
erke in einem

 Band. Berlin und W
eim

ar 1977.

（
ベ
ル
ゲ
マ
ン
版
）

・
以
下
の
翻
訳
を
参
照
し
た
。

『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
、
ダ
ン
ト
ン
の
死
、
レ
ン
ツ
』。
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
作
、
岩
淵
達
治
訳
、
岩
波
文
庫

『
ゲ
オ
ル
ク
・
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
全
集　

全
一
巻
』（『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
内
垣
啓
一
訳
）。
河
出
書
房
新
社

注（
１
）Büchners W

erke in einem
 Band

で
は
「
高
貴
な
人
（
々
）」（die V

ornehm
en, der V

ornehm
e

）
の
部
分
が
イ
タ
リ
ッ
ク
に
な
っ

て
い
る
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
版
で
は
、
こ
の
部
分
は
「
領
主
」（Fürsten

）
と
な
っ
て
い
る
。

（
２
）Bertolt Brecht: D

ie D
reigroschenoper. In: W

erke. Große kom
m

entierte Berliner und Frankfurter A
usgabe. Frankfurt a. 

M
. 1988-2000, Bd. 2, S. 284. 

（
３
）
市
川
明
「
リ
ア
リ
ズ
ム
演
劇
と
は
な
に
か―

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
と
ブ
レ
ヒ
ト
を
手
が
か
り
に
」　

演
劇
学
論
集
38
号
（
日
本
演
劇
学
会
）

二
〇
〇
〇
年
、
一
一
三
ペ
ー
ジ
。

（
４
）
参
照　

河
原
俊
男
『
殺
人
者
の
言
葉
か
ら
始
ま
っ
た
文
学
』　

鳥
影
社　

一
九
九
八
年
、
九
～
二
三
ペ
ー
ジ
。

（
５
）V

gl. A
riane M

artin: Georg Büchner. Stuttgart 2007, S. 192.
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V
gl. Burghard D

edner / Eva-M
aria V

ering: Ein neues Licht auf Georg Büchners D
ram

a W
oyzeck. In: Frankfurter 

A
llgem

eine Zeitung, 23. 12. 2005.
（
6
）A

riane M
artin: Georg Büchner. Stuttgart 2007, S.192. 

（
7
）V

gl. H
ans-Georg Schede: Georg Büchner. W

oyzeck. Lektüreschlüssel. Stuttgart  2007, S. 7. 

（
8
）
市
川
明
「
フ
ォ
ル
カ
ー
・
ピ
ュ
ラ
ー
の
劇
空
間
。『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』」　
『
劇
空
間
の
デ
ザ
イ
ン
』（
Ｏ
Ｉ
Ｓ
Ｔ
Ｔ
日
本
セ
ン
タ
ー
、リ
ブ
ロ
ポ
ー

ト
）　

一
九
八
四
年
、
六
八
～
七
〇
ペ
ー
ジ
。 

（
9
）
市
川
明
「
ウ
ィ
ル
ソ
ン
演
出
の
『
レ
オ
ン
ス
と
レ
ー
ナ
』―

光
・
色
・
音
が
織
り
な
す
パ
ノ
ラ
マ
」　

シ
ア
タ
ー
ア
ー
ツ
21
号
（
国
際
演

劇
評
論
家
協
会
日
本
セ
ン
タ
ー
、
晩
成
書
房
）　

二
〇
〇
四
年
、
五
四
～
五
七
ペ
ー
ジ
。

（
10
）
市
川
明
「
ベ
ル
リ
ン
の
ア
マ
チ
ュ
ア
演
劇　

ド
イ
ツ
演
劇
リ
ポ
ー
ト
14
」  Jam

ci 

17
号
（
松
本
工
房
）　

一
九
九
五
年
、一
四
～
一
五
ペ
ー
ジ
。

（
11
）
市
川
明
「
演
劇
と
外
国
語
教
育
」Brunnen

437

号
（
郁
文
堂
）　

二
〇
〇
六
年
、三
～
五
ペ
ー
ジ
。
ド
イ
ツ
人
演
出
家
ハ
ン
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー

と
市
川
が
行
っ
た
集
中
講
義
で
、『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
』
を
取
り
上
げ
、
ド
イ
ツ
語
で
試
演
し
た
。

（
12
）
一
九
九
四
年
に
ベ
ル
リ
ン
国
立
歌
劇
場
で
初
演
さ
れ
た
パ
ト
リ
ッ
ク
・
シ
ェ
ロ
ー
演
出
の
『
ヴ
ォ
ツ
ェ
ッ
ク
』
上
演
。

（
13
）V

gl. Jürgen Seidel: Georg Büchner. M
ünchen 1998, S. 130.

　
　

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
死
後
四
二
年
た
っ
て
、
フ
ラ
ン
ツ
ォ
ー
ス
が
化
学
的
な
処
理
を
施
し
て
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
遺
稿
を
解
読
し
、
編
纂
し
た
。

（
14
）V

gl. A
riane M

artin. A
.a.O

., S.195-206.

　
　

V
gl. A

lfons Glück: W
oyzeck. Ein M

ensch als O
bjekt. In: Interpretationen. Georg Büchner. Stuttgart 1990, S. 180-184, 

199-208. 

（
15
）
ベ
ル
ゲ
マ
ン
版
は
一
九
二
二
年
、
レ
ー
マ
ン
版
は
一
九
六
七
年
、
ポ
シ
ュ
マ
ン
版
は
一
九
八
四
年
に
出
て
い
る
。

（
文
学
研
究
科
教
授
）
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『ヴォイツェク』
ドラマリーディングのチラシ

『ヴォイツェク』
ドラマリーディング。
2008 年 7 月 12 日、
近畿大学アート館
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SUMMARY

Woyzeck aufführen
Akira ICHIKAWA

Nach dem epikureischen Danton (Dantons Tod , 1835), dem 
wahnsinnigen Dichter Lenz (Lenz, 1836) und dem melancholischen Prinzen 
Leonce (Leonce und Lena , 1836) wandte sich Georg Büchner (1813-37) an 
den gemeinen Soldaten Woyzeck. (Woyzeck, 1836) 

Büchners letztes dichterisches Werk Woyzeck entstand im Sommer 
und Herbst 1836, als er sich im Straßburger Exil darauf vorbereitete, nach 
Zürich überzusiedeln. Die Hauptfigur ist Franz Woyzeck, ein hessischer 
Infanteriesoldat. Er hat mit seiner Geliebten Marie ein uneheliches Kind 
und sein ganzer Lebensinhalt besteht darin, für sie zu sorgen. Neben 
seinem Militärdienst arbeitet er zusätzlich beim Hauptmann und beim 
Doktor, die Woyzeck immer verspotten. Marie lässt sich mit dem 
Tambourmajor ein und Woyzeck ersticht sie.

Woyzeck  beruht auf mehreren zeitgenössischen Mordfällen. Die 
Hauptquelle ist der Fall des Joahann Christian Woyzeck, der am 21. Juni 
1821 in Leipzig seine Geliebte Johanna Christiane Woost (er 41, sie 46 
Jahre alt) aus Eifersucht erstochen hatte. Der Autor schöpfte das Meiste 
über den Mord aus den beiden „Gutachten des Hofrats Dr. Johann 
Christian Clarus“, die den „Gemüthszustand des Inquisiten“ analysier-
ten. Woyzeck ist ein aus den Worten des Mörders gesponnenes Werk.

Woyzeck  ist ein Dramenfragment und es gibt davon vier 
Handschriften mit zum Teil verschiedenen Szenen und Szenenfolgen. Man 
betrachtet heute H4 als letzten Entwurf und legt sie den Ausgaben 
zugrunde. Zu beachten ist, dass ein abgeschlossenes Drama Woyzeck nicht 
existiert. Die Ganzheit des Textes ist eine Wunschvorstellung der 
Interpreten (Dedner). Die Editionsgeschichte von F. Bergemann (1922) 
über W. R. Lehmenn (1967) bis H. Poschmann (1984) beweist das. 

In einem Brief an Karl Gutzkow offenbart Büchner seine 
Weltanschauung sehr deutlich; „das Verhältnis zwischen Armen und 
Reichen ist das einzige revolutionäre Element in der Welt“. Wesentliches 
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Thema des Woyzeck ist die materielle Armut und der Pauperismus in 
seinen destruktiven Konsequenzen. Büchner sagt: „Man versuche es 
einmal und senke sich in das Leben des Geringsten und gebe es wieder, in 
den Zuckungen, den Andeutungen, dem ganzen feinen, kaum bemerkten 
Mienenspiel.“ Der Blick des revolutionären Autors ist auf die „Geringsten“ 
in der Gesellschaft wie Woyzeck und Marie fixiert. Büchners Realismus ist 
mit seinem Humanismus eng verbunden.

Beachtenswert ist auch Büchners Intertextualität. Die dramatischen 
Entwürfe des Woyzeck integrieren in auffälliger Weise „alltagskulturelle 
Elemente wie Volksl ieder ,  Märchen,  Kinderabzählreime oder 
bibelsprachliche Wendungen“ (Ariane Martin). Andres singt immer, und 
Marie und die Kinder auch manchmal. Es gibt dem Drama den Charakter 
eines Musikstücks. Die Szenen, kurz und fragmentarisch, sind ohne 
Zusammenhang locker gebunden, wie eine Montage. Büchner nimmt 
Brechts episches Theater vorweg.

       　＊　＊　＊
Mein Seminar hat eine Reihe von Aufführungen deutscher 

Theaterstücke zum Gegenstand und wir nehmen uns dieses Jahr Büchners 
Woyzeck vor. Die Aufführung soll in Kooperation von Studenten zweier 
Universitäten erfolgen, nämlich der Studenten des Fachbereichs 
„Darstellende Kunst“ der Fakultät für Literatur- und Kunstwissenschaften 
der Universität Kinki und unseren Studenten der philosophischen Fakultät 
der Universität Osaka. Wir haben angefangen, den Text zu lesen und 
versucht, eine neue Bühnenfassung fertig zu schreiben, die verschiedenen 
Fassungen vergleichend. Wir unterstützen als Dramaturgen die Studenten 
an der Universität Kinki theoretisch und sie spielen das Stück. 

Im ersten Teil dieser Abhandlung verschaffe ich mir einen Überblick 
über Büchners Leben und Werk und interpretiere einzelne Werke. Im 
zweiten Teil steht die Diskussion der Studenten über Woyzeck  im 
Mittelpunkt, und im dritten Teil Überlegungen zu unseren Aufgaben bei 
der Aufführung. Wir haben die Drama-Lesung schon im Juli erledigt und 
werden Anfang Februar zur Premiere kommen. Toi! Toi! Toi!

キーワード：未完の断片，リアリズム，階級（格差）社会，疎外，ブレヒト




