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均

■ 

ー
沈
黙
す
る
観
客
か
ら
ポ
リ
ス
全
体
に
よ
る
歌
舞
ヘ

H
i
t
o
s
h
i
 T
a
n
a
k
a
 

『
法
律
』

に
お
け
る
「
テ
ア
ト
ロ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」

a+a 10 011 
プラトン『法律』における「テアトロクラティア」

., 

ス
パ
ル
タ
人
の
「
メ
ギ
ロ
ス
」

本
稿
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
『
法
律
』
に
現
れ
る
「
テ
ア
ト
ロ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」

(8rn-rpoKpmla)

と
い
う
語
を
取
り
あ
げ
、

の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
こ
の
語
か
ら
、
芸
術
と
政
治
と
の
関
係
に
つ
い
て
い
か
な
る
理
論
が
読
み
取
れ
る
の

か
を
明
ら
か
に
す
る
。

現
在
私
は
、
「
近
代
美
学
史
に
お
け
る
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
」
と
い
う
研
究
計
画
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
西
洋
哲
学
の
伝
統

に
お
い
て
、
芸
術
の
観
客
の
理
論
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
め
ぐ
る
問
題
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
「
シ
ア

ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
」

(theatrocracy)

と
い
う
語
の
歴
史
を
た
ど
る
研
究
で
あ
る
。
こ
の
「
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
」
の
原
語
が
ギ
リ
シ
ア
語
の

「
テ
ア
ト
ロ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」
で
あ
り
、

H
e
n
r
y
G
e
o
r
g
e
 Liddell, R
o
b
e
r
t
 Scott, A
 Gr
e
e
k
,
E
n
g
l
i
s
h
 L
e
x
i
g
n
に
よ
れ
ば
、
こ
の
語
は
『
法
律
』

の
第
三
巻
に
お
い
て
、
「
劇
場
に
お
い
て
観
客
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
支
配
」
と
い
う
意
味
で
初
め
て
用
い
ら
れ
た
守
]

0

私
の
研
究
の
目
的
は
、
「
テ
ア
ト
ロ
ク
ラ
テ
ィ
ア
／
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
」
が
古
代
か
ら
近
代
に
か
け
て
そ
の
意
味
を
大
き
く
変
化
さ

せ
て
お
り
、
そ
の
変
化
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
め
ぐ
る
状
況
の
変
化
に
対
応
し
て
い
る
と
い
う
仮
説
を
立
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
は
こ

の
研
究
計
画
の
序
論
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
、
『
法
律
』
に
お
け
る
「
テ
ア
ト
ロ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」
を
取
り
あ
げ
る
。
ま
ず
、
『
法
律
』
で
は

歌
舞
に
主
と
し
て
教
育
の
手
段
と
し
て
の
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
役
割
ゆ
え
に
歌
舞
へ
の
規
制
が
要
請
さ
れ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
「
テ
ア
ト
ロ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」
は
、
こ
の
規
制
が
転
覆
さ
れ
る
こ
と
で
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
『
法
律
』
で
は
、
こ
の
転
覆

に
対
置
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
「
ポ
リ
ス
全
体
か
ら
ポ
リ
ス
全
体
に
対
す
る
」
歌
舞
が
構
想
さ
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
「
ポ
リ
ス
全
体
」
の

歌
舞
は
、
教
育
の
手
段
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
神
々
や
人
間
に
快
を
も
た
ら
す
点
で
自
己
目
的
的
な
面
も
持
つ
。
以
上
が
本
稿
の
議
論
の

概
要
で
あ
る
。

「
魂
へ
の
呪
文
」
と
し
て
の
歌
舞

『
法
律
』
の
登
場
人
物
は
、
名
前
を
呼
ば
れ
な
い
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
、
ク
レ
タ
人
の
「
ク
レ
イ
ニ
ア
ス
」
、

の
三
人
で
あ
る
。
こ
の
三
人
は
、
ク
レ
タ
島
の
ク
ノ
ッ
ソ
ス
か
ら
ゼ
ウ
ス
の
制
窟
と
神
殿
に
参
詣
す
る
途
中
に
、
理
想
的
な
国
制
・
法
律

J

れ
が
ど
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., 
と
対
比
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
母
国
の
国
制
と
法
律
に
つ
い
て
語
り
合
う
。
そ
し
て
第
三
巻
の
最
後
で
、
ク
レ
イ
ニ
ア
ス
が
、
ク
レ
タ
に

新
し
い
都
市
国
家
「
マ
グ
ネ
シ
ア
」
を
建
設
す
る
計
画
が
あ
る
こ
と
を
明
か
し
、
こ
れ
を
受
け
て
、
三
人
が
「
マ
グ
ネ
シ
ア
」
の
法
律
を

具
体
的
に
構
想
す
る
。

『
法
律
』
に
お
け
る
対
話
を
主
導
す
る
の
は
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
だ
が
、
彼
の
議
論
の
基
調
を
な
す
の
は
、
国
家
の
内
部
に
お
い
て
は
支

配
す
る
者
と
支
配
さ
れ
る
者
と
の
あ
い
だ
に
調
和
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
第
三
巻
に
お
い
て
、
国
制

に
お
い
て
は
自
由
と
専
制
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
議
論
へ
と
展
開
さ
れ
る
。
自
由
と
専
制
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
た
国
制
は

ス
パ
ル
タ
と
ク
レ
タ
、
極
端
な
自
由
に
陥
っ
た
の
が
ア
テ
ナ
イ
、
極
端
な
専
制
に
陥
っ
た
の
が
ペ
ル
シ
ア
で
あ
る
。

「
テ
ア
ト
ロ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」
の
語
は
、
ア
テ
ナ
イ
の
国
制
が
極
端
な
自
由
に
陥
っ
た
過
程
を
説
明
す
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る
。
「
ア
テ
ナ

イ
人
」
は
、
最
善
な
も
の
の
支
配
（
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
テ
ィ
ア
）
か
ら
、
民
衆
に
よ
る
支
配
（
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ア
）
へ
の
転
換
へ
の
過
程
に
お
い

て
、
観
客
に
よ
る
支
配
（
テ
ア
ト
ロ
ク
ラ
テ
ィ
ア
）
が
出
現
し
た
と
言
う
。
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら
ば
、
彼
は
、
「
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
テ
ィ
ア
」

か
ら
「
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」
へ
の
変
化
は
「
テ
ア
ト
ロ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
さ
え
言
う
。

そ
の
よ
う
な
変
化
が
な
ぜ
起
こ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
観
客
の
い
る
場
所
で
あ
る
劇
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
着

目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
そ
れ
を
「
ム
ー
シ
ケ
ー
」
（
女
神
ム
ー
サ
の
技
）
と
呼
ぶ
。
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
「
ム
ー
シ
ケ
ー
は

リ
ズ
ム
と
音
階
に
つ
い
て
の
も
の
だ
か
ら
、

ム
ー
シ
ケ
ー
に
は
身
振
り
と
旋
律
が
あ
る
」
全
0
C
6
l
k
h
k
u
l

含
百
目
衷
<
k
u
l
苔
ン
n
g
V
E
目
弓
tEpl
p
u
苦
o
v

K
a
i
 a
p
μ
o
v
l
a
v
 o
i
.
\
c
r

ニ
C
W一
名
。U
U
L
K
~
~
.
)

(
6
5
5
a
)

と
述
べ
て
い
る
の
で
、
「
ム
ー
シ
ケ
ー
」
は
、
歌
と
踊
り
、
つ
ま
り
「
歌
舞
」
と
し
て
理
解
で
き
る
。

『
法
律
』
に
お
い
て
、
「
ム
ー
シ
ケ
ー
」
す
な
わ
ち
「
歌
舞
」
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
教
育
と
い
う
観
点
か
ら
議
論
さ
れ
て
い
る

(
6
4
2
a
)

。
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
「
教
育
」

(
n
a
l
6
c
i
a
)

と
は
、
「
ロ
ゴ
ス
〔
理
知
〕
に
よ
っ
て
把
握
す
る
力
を
い
ま
だ
持
た
な

い
者
た
ち
の
魂
に
、
快
と
友
愛
と
苦
痛
と
嫌
悪
が
正
し
く
生
み
だ
さ
れ
る
」
（
二
6
0
V
二6
言
色
Plン
la
K
a
i
ぎ
U

旦
K
a
i
μ
T
a
o
,
 a
v
 o
p
0
w
,
 E
く
含
x
a
1
,
t
y
y
l
y
v
w
v
w
t
 

互
コe
6
u
v毛
E
V
e
v
M
y

乞

:
l
.
a
µ
~
a
v
e
t
v
)

よ
う
に
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
「
ロ
ゴ
ス
を
持
っ
た
な
ら
ば
、
適
切
な
エ
ー
ト
ス

し
く
習
慣
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〔
快
と
友
愛
と
苦
痛
と
嫌
悪
が
〕

ざ
Y
き

0
p
o
尻
E
i
o
i
6
0
a
l
宕
6
T
W
V
 r
r
p
O
C
J
l
]
K
O
V
T
e
v
 t
e
w
v
)

よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る

(
6
5
3
b
)

。
こ
の
よ
う
に
教
育
は
、
情
念
を
習
慣
づ
け
て
ロ
ゴ
ス
と

調
和
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。

ロ
ゴ
ス
と
調
和
す
る
」
（
ご~
O
V
T
e
V

Iii: T
O
V
 A
6
y
o
v
,
g
垣
e
v
舌
e
o
l
忌

〔
習
性
〕
に
よ
っ
て
正

a+a 10 013 
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., 

こ
う
し
た
教
育
観
の
背
景
に
は
、
『
法
律
』
特
有
の
人
間
観
が
あ
る
。
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
生
き
も
の
は
み
な
「
神

の
〔
驚
く
べ
き
〕
操
り
人
形
」

(
o
g
百
0
c
i
o
v
)

で
あ
り
、
多
様
で
互
い
に
対
立
し
合
う
情
念
と
い
う
弦
に
よ
っ
て
引
っ
張
ら
れ
、
相
反
す
る

行
為
へ
と
動
か
さ
れ
て
い
る

(
6
4
4
d
'
e
)

。
し
か
し
人
間
は
、
情
念
の
弦
に
抵
抗
し
、
「
思
考
力
（
ロ
ギ
ス
モ
ス
）
と
い
う
黄
金
の
神
聖
な
導

呼
び
、

き
」
（
三
<
r
l
o
0

与
吾
0

芦
Y
e
Y二
V
x
p
u
m
'
j
v
 K
U
l
 l
e
p
g
)

に
従
う
義
務
を
持
っ
て
い
る
。

こ
の
「
神
の
操
り
人
形
」
と
い
う
モ
デ
ル
は
、
個
体
と
し
て
の
生
物
に
留
ま
ら
ず
、
ポ
リ
ス
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
拡
張
さ
れ
て
い
る
。

ヌ

ー

ス

デ

ィ

ア

ノ

メ

ー

ノ

モ

ス

「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
「
思
考
力
」
を
「
ポ
リ
ス
の
共
通
の
法
律
」
と
も
呼
ん
で
お
り
、
人
々
に
、
「
知
性
の
規
制
を
法
律
と
呼
び
」

(
T
~
V

T
O
U
V
O
え
i
1
a
v
o

号
百
o
v
o
μ
a
(
0
v
w
i
;
v
6

言
）
、
「
私
た
ち
の
う
ち
で
不
死
性
に
等
し
い
も
の
に
従
い
な
が
ら
、
公
的
お
よ
び
私
的
に
家
政
と
ポ
リ
ス

を
統
治
す
る
」
こ
と
を
勧
め
て
い
る

(
7
1
3
e
,
7
1
4
a
)

。
さ
ら
に
彼
は
、
「
法
律
が
支
配
者
た
ち
の
主
人
で
あ
り
、
支
配
者
た
ち
が
法
律
の
奴

隷
で
あ
る
、
そ
の
よ
う
な
ポ
リ
ス
で
は
、
安
全
や
、
そ
の
ほ
か
神
々
が
ポ
リ
ス
に
与
え
る
よ
う
な
す
べ
て
の
善
い
も
の
が
生
じ
る
の
を
わ

た
し
は
見
て
と
る
」
と
述
べ
て
い
る

(
7
1
5
d
)

。
彼
は
逆
の
場
合
、
つ
ま
り
人
間
が
法
律
の
主
人
に
な
る
よ
う
な
国
制
に
つ
い
て
、
そ
れ

が
一
人
に
よ
る
支
配
で
あ
れ
、
少
数
者
に
よ
る
支
配
で
あ
れ
、
多
数
者
に
よ
る
支
配
で
あ
れ
、
支
配
者
の
「
快
楽
と
欲
望
」

(
q
8
0
v
e
V
K
U
l

音
0

号
忌
）
が
追
求
さ
れ
て
し
ま
う
と
述
べ
る

(
7
1
4
a
)

。
つ
ま
り
、
個
人
の
教
育
も
ポ
リ
ス
の
統
治
も
、
ロ
ゴ
ス
に
よ
る
支
配
と
い
う
共

通
の
目
的
を
持
つ
の
で
あ
る
。

で
は
教
育
に
お
い
て
「
歌
舞
」
が
果
た
す
役
割
と
は
何
か
。
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
、
教
育
と
は
「
正
し
い
養
育
」
で
あ
り
、
そ
れ
は

「
遊
ん
で
い
る
者
の
魂
を
み
ち
び
く
」
こ
と
だ
と
述
べ
る
(
6
4
3
d
)

。
こ
の
「
遊
び
」
が
「
歌
舞
」
に
あ
た
る
。
と
い
う
の
も
、
「
ア
テ
ナ
イ

人
」
が
紹
介
す
る
説
に
よ
れ
ば
、
「
若
い
も
の
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
、
身
体
に
つ
い
て
も
音
声
に
つ
い
て
も
静
寂
を
保
つ
こ
と
が
で
き
ず
」
、

運
動
し
発
声
す
る
こ
と
を
絶
え
ず
求
め
る
が
、
人
間
に
の
み
、
女
神
ム
ー
サ
に
よ
っ
て
、
「
運
動
に
お
け
る
秩
序
と
無
秩
序
の
感
覚
」
す

な
わ
ち
「
リ
ズ
ム
と
音
階
」
の
感
覚
が
与
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
、
「
リ
ズ
ム
と
音
階
」
を
伴
っ

た
歌
舞
が
人
間
特
有
の
喜
び
を
も
た
ら
す
が
ゆ
え
に
、
「
喜
び
」

(
x
a
p
a
)

と
い
う
言
葉
か
ら
「
歌
舞
団
」

(
X
0
p
g
)

と
い
う
名
称
が
生
ま
れ

た
と
も
述
べ
る

(
6
5
3
d
,
6
5
4
a
)

。
歌
舞
は
喜
び
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
、
秩
序
の
感
覚
を
通
じ
て
、
「
子
ど
も
の
魂
」
が
「
法
律
に
従
う

人
々
」
と
同
じ
快
苦
を
感
じ
る
よ
う
習
慣
づ
け
る
。
ゆ
え
に
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
歌
と
踊
り
を
「
魂
へ
の
呪
文
」
（
笛
n
e
6
a
i
T
a
I
S

含
xali;)

と

そ
の
働
き
方
を
栄
養
と
の
類
比
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。
つ
ま
り
、
栄
養
物
を
口
あ
た
り
の
よ
い
飲
食
物
に
入
れ
て
子
ど
も
に
食
べ
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., 
さ
せ
る
の
と
同
様
に
、
「
思
慮
が
あ
り
、
勇
気
が
あ
り
、
す
べ
て
に
お
い
て
善
い
者
た
ち
の
身
振
り
が
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
そ
の
調
子
が

音
階
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
ゴ
ス
に
か
な
っ
た
行
為
や
性
格
が
快
い
も
の
と
し
て
好
ま
れ
、
逆
の
行
為
や
性
格
が
不

快
な
も
の
と
し
て
嫌
わ
れ
る
よ
う
な
習
慣
づ
け
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
6
5
9
d
,
6
7
0
a
)

。

快
と
苦
が
ロ
ゴ
ス
や
法
律
と
調
和
す
る
よ
う
習
慣
づ
け
る
こ
と
、
こ
れ
が
歌
舞
の
役
割
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
作
用
を
妨
げ
る
も
の
が
存

在
す
る
。
そ
れ
は
逆
の
習
慣
づ
け
、
つ
ま
り
ロ
ゴ
ス
や
法
律
と
快
苦
が
不
調
和
に
陥
る
よ
う
な
習
慣
づ
け
で
あ
る
。

「
ア
テ
ナ
イ
人
」
に
よ
れ
ば
、
「
要
す
る
に
、
魂
あ
る
い
は
肉
体
の
徳
徳
そ
の
も
の
で
あ
れ
、
徳
の
似
姿
で
あ
れ
に
付
随
す
る

身
振
り
や
曲
は
す
べ
て
が
美
し
い
〔
す
ば
ら
し
い
〕
」
（
6
5
5
b
)

の
だ
か
ら
、
歌
舞
の
美
に
は
客
観
的
な
基
準
が
あ
る
。
つ
ま
り
「
歌
舞
の

美
」
と
は
、
歌
舞
の
身
振
り
や
曲
が
関
わ
る
徳
の
善
さ
に
他
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
勇
敢
さ
を
想
起
さ
せ
る
身
振
り
や
曲
は
美
し
く
、
臆

病
さ
を
想
起
さ
せ
る
身
振
り
や
旋
律
は
醜
い

(
6
6
9
c
)

[
!
'
]
。
し
か
し
「
大
多
数
の
人
び
と
」
は
、
歌
舞
の
「
正
し
さ
」

(
6
p
0
g
l
T
a
)

と
は
そ

の
「
美
」
で
は
な
く
、
「
魂
に
快
を
与
え
る
能
力
」
だ
と
み
な
し
て
い
る
(
6
5
5
c
-
d
)

。
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
こ
れ
を
非
難
し
て
、
「
口
に
す

る
こ
と
す
ら
不
敬
で
す
」
と
述
べ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
歌
舞
が
快
を
与
え
る
か
に
つ
い
て
客
観
的
な
基
準
は
な
く
、
た
ぶ
ん
に

習
慣
に
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
快
を
歌
舞
の
「
正
し
さ
」
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
徳
と
が
相
反
す
る
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
第
七
巻
に
お
い
て
も
、
歌
舞
が
も
た
ら
す
快
が
習
慣
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
快
さ

は
す
べ
て
の
歌
舞
に
共
通
で
す
」

(
8
0
2
a
)

。
ゆ
え
に
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
大
人
に
な
る
ま
で
、
「
節
度
が
あ
り
規
則
正
し
い
歌
舞
」
に
親
し

ん
で
き
た
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
歌
舞
だ
け
を
好
み
、
そ
う
で
は
な
い
歌
舞
は
「
卑
俗
で
あ
る
」
と
嫌
う
だ
ろ
う
し
、
逆
に
「
通
俗
的
で
甘

い
歌
舞
」
の
な
か
で
育
っ
た
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
歌
舞
だ
け
を
好
み
、
そ
れ
と
反
対
の
性
質
を
持
つ
歌
舞
は
「
冷
た
く
て
う
ん
ざ
り
す

る
」
と
嫌
う
だ
ろ
う
(
8
0
2
c
-
d
)

。

「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
、
以
上
の
よ
う
な
、
美
と
快
の
間
に
本
来
は
有
意
な
相
関
が
な
く
、
両
者
を
結
び
つ
け
る
に
は
習
慣
づ
け
以
外
に

歌
舞
へ
の
規
制
、
変
化
へ
の
恐
れ
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方
法
が
な
い
と
い
う
議
論
を
踏
ま
え
て
、
新
し
い
ポ
リ
ス
で
あ
る
マ
グ
ネ
シ
ア
の
立
法
者
は
、
詩
人
（
制
作
者
）
（
コ
O
L
T
]
T
L
K
O
V
)

を
「
説
得
」

貪
i
o
a
)

ま
た
は
「
強
制
」
（
身
v
a
y
K
U
C
J
E
L
)

し
て
、
美
し
い
も
の
だ
け
を
快
い
リ
ズ
ム
と
音
階
に
よ
っ
て
描
写
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す

る
(
6
6
0
a
)

。
立
法
者
に
よ
る
規
制
を
逸
脱
す
る
よ
う
な
、
歌
舞
の
変
化
は
防
が
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
、
そ
も
そ
も
「
変

化
」
（
百
a
P
o
X
乞
と
は
、
悪
い
も
の
が
変
化
す
る
場
合
を
除
い
て
、
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
「
き
わ
め
て
危
険
で
あ
る
」
と
述
べ
て

(
7
9
7
d
)

、
た
と
え
子
ど
も
の
遊
び
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
決
め
ら
れ
た
も
の
か
ら
変
化
す
る
な
ら
ば
、
子
ど
も
た
ち
は
「
異
な
る
人
間
」

に
な
り
、
「
別
の
生
活
」
を
求
め
、
「
異
な
る
風
習
や
法
律
」
を
求
め
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
こ
と
が
「
最
大
の
悪
」
を
も
た
ら
す
と
警
告

す
る
(
7
9
8
c
)

。

マ
グ
ネ
シ
ア
の
立
法
者
は
、

ポ
リ
ス
創
設
の
さ
い
に
、
既
存
の
歌
舞
の
う
ち
、
法
律
を
尊
重
す
る
こ

と
に
適
合
す
る
も
の
だ
け
を
選
び
出
し
て
「
神
聖
な
も
の
」
と
し
て
記
録
し
、
逸
脱
を
宗
教
的
な
権
威
に
よ
っ
て
禁
じ
る
べ
き
で
あ
る

(
7
9
9
a
,
8
1
6
c
)

〇
士
{
た
彼
は
、
「
詩
人
〔
制
作
者
〕
と
い
う
種
類
の
人
々
は
、
善
い
も
の
と
そ
う
で
は
な
い
も
の
と
を
し
つ
か
り
と
認
識
す
る

こ
と
に
お
い
て
、
完
全
に
十
分
で
は
な
い
」

(
8
0
1
b
,
c
)

の
で
、
詩
人
が
創
作
し
た
作
品
の
う
ち
、
「
制
作
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
指
名
さ

れ
た
判
定
者
や
、
法
の
守
護
者
」

(
8
0
1
d
)

に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
も
の
だ
け
を
公
開
す
る
べ
き
で
あ
る
と
も
主
張
す
る
。

「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
、
歌
舞
が
国
家
に
ふ
さ
わ
し
い
か
否
か
を
判
断
す
る
資
格
と
し
て
、
専
門
的
知
識
の
ほ
か
に
、
徳
と
教
育
、
さ
ら

に
年
齢
を
挙
げ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
、
快
を
規
準
と
し
て
歌
舞
の
善
し
悪
し
を
判
断
す
る
こ
と
自
体
を
否
定
す
る
わ

け
で
は
な
く
、
「
徳
と
教
育
」
に
お
い
て
優
れ
た
者
が
自
分
の
快
を
規
準
に
判
定
す
る
こ
と
は
肯
定
す
る
。
と
り
わ
け
、
一
般
の
観
客
の

好
み
に
お
も
ね
る
こ
と
の
な
い
「
勇
気
」
を
重
視
し
て
い
る
(
6
5
9
b
)

。
ま
た
年
齢
に
関
し
て
言
え
ば
、
『
法
律
』
で
対
話
す
る
三
人
は
自
分

た
ち
を
「
老
人
」
と
み
な
し
て
い
る
が
、
彼
ら
の
年
代
を
楽
し
ま
せ
る
歌
舞
こ
そ
す
ぐ
れ
た
も
の
だ
と
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
述
べ
る
[
竺
o

「
ア
テ
ナ
イ
人
」

イ
シ
ス
の
伝
承
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
侵
犯

「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
、
美
と
快
と
を
適
切
に
習
慣
づ
け
る
た
め
に
、
詩
人
の
自
由
な
創
作
を
制
限
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
の
一
方

の
提
案
で
は
、
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田中均 沈黙する観客からポリス全体による歌舞へ

., 
で
彼
は
、
歴
史
的
に
は
こ
の
方
法
が
必
ず
し
も
う
ま
く
機
能
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
る
。
と
い
う
の
も
、
現
実
に
は
「
エ
ジ
プ
ト

を
の
ぞ
く
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
ポ
リ
ス
に
お
い
て
」

(
6
5
6
d
)

、
詩
人
に
自
由
な
創
作
が
許
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
エ
ジ
プ
ト
と
他
の

ポ
リ
ス
と
の
違
い
は
、
歌
舞
を
規
制
す
る
法
に
宗
教
的
権
威
が
付
与
さ
れ
た
か
否
か
に
基
づ
く
。

「
ア
テ
ナ
イ
人
」
に
よ
れ
ば
、
エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
は
、
美
し
い
身
振
り
や
旋
律
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
神
殿
に
告
示
さ
れ
た

(
6
5
6
d
)

。
長
期
間
保
存
さ
れ
た
旋
律
は
イ
シ
ス
神
の
作
品
と
み
な
さ
れ
、
歌
舞
だ
け
で
は
な
く
、
絵
画
・
彫
刻
を
は
じ
め
造
形
芸
術
に
つ

い
て
も
、
伝
承
さ
れ
た
こ
と
以
外
の
こ
と
は
禁
止
さ
れ
、
そ
の
た
め
エ
ジ
プ
ト
で
は
、
一
万
年
に
わ
た
っ
て
、
絵
画
・
彫
刻
が
同
じ
技
術

に
も
と
づ
い
て
制
作
さ
れ
て
き
た

(
6
5
6
d
,
6
5
7
c
)
[
1
"
]

。

こ
れ
に
対
し
て
、
ア
テ
ナ
イ
に
も
か
つ
て
は
歌
舞
に
つ
い
て
の
法
が
存
在
し
た
が
廃
れ
て
し
ま
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
「
賛
歌
」

（苦
V
O
L
)

・
「
悲
歌
」

(
O
P

言
u
n
)

．
「
ア
ポ
ロ
ン
賛
歌
」

(
m
a
i
e
V
E
<
;
)

・
「
酒
神
歌
」

(
6
l
o
u
p
毛
p
o
s
)

（7
0
0
b
)

そ
の
他
の
歌
の
区
別
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
は
ふ
さ
わ
し
い
旋
律
が
定
め
ら
れ
、
そ
れ
を
混
同
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
「
〔
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
の
旋
律
〕
を

認
識
し
、
認
識
さ
れ
た
も
の
を
同
時
に
判
断
し
、
さ
ら
に
説
得
さ
れ
な
い
者
を
罰
す
る
権
威
」
は
、
「
野
次
で
も
な
け
れ
ば
、
歌
舞
に
無

知
な
多
く
の
者
た
ち
が
叫
ぶ
の
で
も
な
く
、
賞
賛
を
表
す
拍
手
で
も
な
く
」

(
7
0
0
b
,
c
)

法
律
と
そ
の
守
護
者
が
保
持
し
て
お
り
、
こ
れ
に

多
く
の
市
民
は
進
ん
で
従
っ
て
い
た
。
「
教
育
に
つ
い
て
成
熟
し
た
人
び
と
に
つ
い
て
は
、
自
分
で
最
後
ま
で
黙
っ
て
聞
く
」
よ
う
定
め

ら
れ
、
「
子
ど
も
た
ち
、
そ
の
お
供
の
奴
隷
、
大
多
数
の
群
集
に
つ
い
て
は
、
用
意
さ
れ
た
鞭
に
よ
る
警
告
が
あ
っ
た
」

(
7
0
0
c
)

。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
「
歌
舞
の
法
律
の
侵
犯
を
先
導
す
る
」
詩
人
た
ち
が
現
れ
た
。
彼
ら
は
「
バ
ッ
コ
ス
〔
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
〕
に
憑

か
れ
て

(
~
U
K
X
E
U
O
V
T
E
<
;
)

、
必
要
を
越
え
て
快
楽
の
虜
と
な
り
」
、
歌
の
ジ
ャ
ン
ル
や
楽
器
の
種
類
を
混
合
・
混
同
し
、
さ
ら
に
は
、
「
歌
舞

は
正
し
さ
を
持
た
ず
、
善
い
者
で
あ
れ
悪
い
者
で
あ
れ
、
そ
れ
が
誰
で
あ
っ
て
も
、
喜
ぶ
者
の
快
に
よ
っ
て
、
も
っ
と
も
正
し
く
判
断
さ

れ
る
」

(
7
0
0
e
)

と
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
詩
人
に
よ
っ
て
、
大
衆
の
な
か
に
、
自
分
た
ち
が
歌
舞
の
美
を
判
断
で
き
る

と
い
う
思
い
上
が
り
が
生
ま
れ
、
「
観
客
」

(
o
g
T
p
a
)

は
か
つ
て
の
沈
黙
を
破
っ
て
騒
々
し
く
な
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
歌
舞
に
お
け

る
「
最
善
な
も
の
の
支
配
」
（
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
テ
ィ
ア
）
か
ら
「
観
客
の
支
配
」
（
テ
ア
ト
ロ
ク
ラ
テ
ィ
ア
）
が
生
じ
た
の
で
あ
る
(
7
0
1
a
)

[喝]。

「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
、
こ
の
よ
う
な
劇
場
に
お
け
る
観
客
の
「
自
由
」

(
e百
r
n
B
E
p
l
a
)

か
ら
、
政
治
に
お
け
る
大
衆
の
「
自
由
」
が
生
ま
れ

た
と
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
歌
舞
に
お
け
る
法
と
支
配
者
へ
の
不
服
従
は
、
支
配
者
へ
の
全
般
的
な
不
服
従
へ
と
広
が
り
、
父
母
や
年
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述
べ
る
。

そ
れ
で
は
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
、

そ
れ
に
対
し
て
、

ア
テ
ナ
イ
で
は
、
歌
舞
の
法
は
、

長
者
、
法
律
一
般
、
誓
約
や
信
義
お
よ
び
神
々
へ
の
不
服
従
と
し
て
の
自
由
が
生
じ
た
の
で
あ
る
(
7
0
1
a
)

。
こ
の
よ
う
に
、
「
テ
ア
ト
ロ

ク
ラ
テ
ィ
ア
」
は
、
歌
舞
だ
け
で
な
く
政
治
に
お
い
て
も
、
法
律
と
そ
の
守
護
者
の
権
威
に
甚
づ
く
「
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
テ
ィ
ア
」
を
解
体

し
、
「
自
由
」
な
「
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」
の
登
場
を
準
備
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
「
思
考
力
」
に
ポ
リ
ス
の
レ
ベ
ル
で
相
当
す
る
法
律
が
人
間
を
支
配

す
る
べ
き
で
あ
り
、
支
配
者
が
法
律
よ
り
も
上
位
に
置
か
れ
る
場
合
に
は
、
支
配
者
の
多
寡
に
関
わ
ら
ず
、
人
間
の
快
と
欲
望
が
ロ
ゴ
ス

よ
り
も
優
先
さ
れ
る
た
め
に
有
害
で
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
「
テ
ア
ト
ロ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
劇
場
の
内
部

の
観
客
の
自
由
に
す
ぎ
な
い
が
、
法
よ
り
も
人
間
の
快
を
上
位
に
置
く
こ
と
で
、
国
制
の
根
本
を
揺
る
が
す
の
で
あ
る
。

「
ア
テ
ナ
イ
人
」
に
よ
れ
ば
、
エ
ジ
プ
ト
で
は
、
イ
シ
ス
神
の
権
威
に
よ
っ
て
芸
術
の
変
化
を
一
万
年
の
間
防
ぐ
こ
と
に
成
功
し
た
。

た
し
か
に
女
神
ム
ー
サ
の
定
め
た
法
と
は
み
な
さ
れ
た
も
の
の
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス

と
い
う
別
の
神
に
憑
か
れ
た
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
破
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

マ
グ
ネ
シ
ア
に
お
い
て
歌
舞
の
法
を
い
か
に
し
て
維
持
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
の
か
。
彼
は
、
法
に

宗
教
的
権
威
を
与
え
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
エ
ジ
プ
ト
の
方
法
を
踏
襲
し
、
沈
黙
を
強
制
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
ア
テ
ナ
イ
の
方
法
を

反
面
教
師
と
す
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
「
誰
も
が
、
大
人
に
せ
よ
子
ど
も
に
せ
よ
、
自
由
人
に
せ
よ
奴
隷
に
せ
よ
、
男
性
に
せ
よ
女
性
に

せ
よ
、
ポ
リ
ス
の
全
体
が
ポ
リ
ス
の
全
体
に
対
し
て
、
わ
た
し
た
ち
が
す
で
に
扱
っ
た
歌
を
、
終
わ
り
な
く
歌
う
べ
き
で
す
」

(
6
6
5
c
)

と

「
ア
テ
ナ
イ
人
」

一
二
世
代
の
コ
ロ
ス
ー
イ
シ
ス
と
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
統
合

よ
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
」

(
6
6
4
b
)

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

の
構
想
に
よ
れ
ば
、
ポ
リ
ス
の
住
民
は
三
つ
の
世
代
ご
と
に
コ
ロ
ス
を
組
織
し
て
、
他
の
住
民
た
ち
の
前
に
立
ち
、

神
々
に
祈
る
と
同
時
に
、
若
者
へ
と
呼
び
か
け
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
「
最
も
喜
ば
し
い
生
そ
れ
自
体
が
最
も
善
い
と
神
々
に

ア
テ
ナ
イ
人
は
、
ポ
リ
ス
の
全
体
が
歌
舞
を
実
演
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
法
を
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., 
守
る
こ
と
が
快
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
さ
に
快
を
通
じ
て
学
び
合
い
、
教
え
合
う
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
[
竺
o

第
一
の
コ
ロ
ス
は
子
ど
も
か
ら
成
り
、
ム
ー
サ
の
コ
ロ
ス
と
し
て
歌
い
踊
る
。
第
二
の
コ
ロ
ス
は
三

0
歳
未
満
の
若
者
か
ら
な
る
ア
ポ

ロ
ン
の
コ
ロ
ス
で
あ
る
。
そ
し
て
第
一
―
一
の
コ
ロ
ス
は
、
三

0
歳
以
上
六

0
歳
未
満
で
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
コ
ロ
ス
と
呼
ば
れ
る
。
ム
ー

サ
の
神
々
が
歌
舞
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
は
自
明
で
あ
り
、
ア
ポ
ロ
ン
は
ム
ー
サ
を
束
ね
る
神
だ
か
ら
、
少
年
か
ら
成
る
ム
ー
サ
の
コ
ロ

ス
に
対
し
て
青
年
の
コ
ロ
ス
に
ア
ポ
ロ
ン
の
名
が
冠
さ
れ
る
の
も
自
然
な
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
第
三
の
歌
舞
団
が
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス

の
神
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
ア
テ
ナ
イ
に
お
い
て
、
歌
舞
の
法
律
を
破
っ
た
の
は
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
に
憑
か
れ
た

詩
人
た
ち
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か
し
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
に
よ
れ
ば
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
神
の
も
た
ら
す
陶
酔
こ
そ
が
、
第
三
の
歌
舞
団

に
と
っ
て
は
有
益
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
年
長
に
な
り
、
思
慮
深
く
な
る
ほ
ど
、
歌
舞
を
実
践
す
る
こ
と
に
対
す
る
恥
ず
か
し
さ
、
た

め
ら
い
が
増
し
て
い
く
の
で
、
そ
の
よ
う
な
か
た
く
な
さ
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
、
若
返
ら
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

と
り
わ
け
四

0
歳
以
上
の
者
た
ち
は
、
共
同
食
事
を
行
っ
た
後
に
、
神
々
の
中
で
も
と
り
わ
け
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
に
呼
び
か
け
て
「
老
人

た
ち
の
儀
式
で
あ
る
と
同
時
に
気
晴
ら
し
」

(
6
6
6
b
)

で
あ
る
酒
宴
を
行
う
こ
と
を
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
考
案
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
酒
に

酔
う
こ
と
で
、
「
魂
の
エ
ー
ト
ス
が
、
憂
鬱
さ
を
忘
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
た
く
な
さ
か
ら
柔
軟
に
な
る
が
、
こ
れ
は
火
に
人
れ
ら
れ

た
鉄
が
そ
う
な
る
の
と
同
じ
」
で
あ
る
(
6
6
6
b
,
c
)

。
さ
ら
に
大
人
数
で
は
な
く
少
人
数
で
、
し
か
も
見
知
ら
ぬ
者
の
前
で
は
な
く
知
り
合

い
の
間
な
ら
ば
、
老
人
も
歌
舞
を
実
践
す
る
だ
ろ
う
と
彼
は
言
う
。

こ
こ
で
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
、
ア
テ
ナ
イ
に
お
い
て
歌
舞
の
法
律
を
転
覆
さ
せ
た
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
神
の
陶
酔
を
、
酒
宴
に
お
け
る
酪

酎
に
変
え
て
教
育
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
取
り
込
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
法
を
維
持
す
る
た
め
の
手
段
へ
と
転
換
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
年
長
者
の
魂
の
エ
ー
ト
ス
を
若
返
ら
せ
、
快
へ
の
感
受
性
を
高
め
る
こ
と
で
、
年
長
者
を
歌
舞
に
よ
る
教
育
に
参
加
さ
せ
よ

う
と
し
て
い
る
。

「
ア
テ
ナ
イ
人
」
が
酒
宴
に
よ
る
酪
酎
を
あ
え
て
教
育
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
取
り
人
れ
る
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
強
い
快
楽
を
経
験
さ
せ
る

こ
と
で
、
誘
惑
に
抵
抗
す
る
た
め
の
い
わ
ば
免
疫
力
を
付
け
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
も
し
も
、
わ
た
し
た
ち
の
市
民
が

若
い
頃
か
ら
最
大
の
快
楽
を
経
験
せ
ず
に
育
つ
な
ら
ば
、
そ
し
て
、
快
楽
に
臨
ん
で
は
自
制
を
し
、
恥
ず
べ
き
こ
と
を
行
う
よ
う
に
強
い

ら
れ
な
い
、
そ
の
よ
う
な
訓
練
を
受
け
ず
に
育
つ
な
ら
ば
」

(
6
3
5
c
)

、
「
快
楽
に
つ
い
て
抑
制
す
る
力
の
あ
る
者
た
ち
ゃ
、
快
楽
に
つ
い
て
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の
事
柄
の
主
人
で
あ
る
よ
う
な
者
た
ち
の
奴
隷
に
さ
れ
て
し
ま
う
」

(
6
3
5
d
)

と
述
べ
る
。

そ
も
そ
も
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
、
快
と
苦
を
「
自
然
に
よ
っ
て
流
れ
出
す
」
「
二
つ
の
源
泉
」

(
6
3
6
d
)

と
呼
ぶ
。
「
そ
れ
ら
の
源
泉
か

ら
、
場
所
に
つ
い
て
も
、
時
間
に
つ
い
て
も
、
分
量
に
つ
い
て
も
、
適
切
に
汲
み
出
す
者
は
幸
幅
で
あ
る
」

(
6
3
6
e
)

。
つ
ま
り
「
ア
テ
ナ

イ
人
」
は
、
幸
福
で
あ
る
た
め
に
は
、
苦
痛
へ
の
抵
抗
力
だ
け
で
な
く
快
楽
へ
の
抵
抗
力
も
身
に
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
も
ち

ろ
ん
彼
は
、
酪
酎
す
る
こ
と
を
単
純
に
肯
定
し
て
は
い
な
い
。
彼
が
年
長
者
に
飲
酒
を
勧
め
る
の
は
、
年
長
者
な
ら
ば
酪
酎
し
て
も
自
制

で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
、
「
素
面
で
知
恵
の
あ
る
者
を
、
酔
っ
て
い
る
人
々
の
支
配
者
に
立
て
る
」

(
6
4
0
d
)

べ
き
だ

と
述
べ
る
し
、
ま
た
先
述
の
三
世
代
の
コ
ロ
ス
に
関
し
て
も
、
六

0
歳
を
超
え
る
最
年
長
世
代
に
つ
い
て
は
、
コ
ロ
ス
に
参
加
す
る
こ
と

も
、
酪
酎
す
る
こ
と
も
な
く
、
「
〔
コ
ロ
ス
で
扱
わ
れ
る
の
と
〕
同
じ
エ
ー
ト
ス
に
つ
い
て
、
神
的
な
語
り
に
よ
っ
て
物
語
る
者
が
残
さ
れ

る
」
べ
き
だ
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
に
よ
る
コ
ロ
ス
の
構
想
で
は
、
子
ど
も
た
ち
に
よ
る
ム
ー
サ
の
コ
ロ
ス
と
若
者
た

ち
に
よ
る
ア
ポ
ロ
ン
の
コ
ロ
ス
に
、
酪
酎
し
た
年
長
者
に
よ
る
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
コ
ロ
ス
が
加
わ
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
三
種

類
の
コ
ロ
ス
の
全
体
が
、
酪
酎
も
歌
舞
も
伴
わ
な
い
老
人
の
語
り
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
と
同
時
に
、
こ
の
老
人
た
ち
に
よ
っ
て
コ
ロ
ス

が
監
督
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
ポ
リ
ス
全
体
に
よ
る
ポ
リ
ス
全
体
の
た
め
の
歌
舞
団
と
し
て
完
成
す
る
。
こ
の
よ
う
に
最
年

長
の
世
代
は
コ
ロ
ス
の
構
想
に
お
い
て
枢
要
な
地
位
を
占
め
る
が
、
歌
舞
の
快
に
動
じ
な
い
老
人
の
平
静
さ
は
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
神
が

も
た
ら
す
陶
酔
の
対
極
に
あ
り
、
イ
シ
ス
神
が
守
っ
た
芸
術
の
法
の
揺
る
ぎ
な
さ
に
通
じ
る
。

あ
え
て
言
う
な
ら
ば
、
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
三
世
代
の
コ
ロ
ス
の
構
想
に
お
い
て
、
歌
舞
と
徳
と
の
調
和
を
維
持
し
つ
つ
、
歌
舞
の
快

エ
ジ
プ
ト
の
芸
術
の
伝
統
を
保
存
し
た
イ
シ
ス
神
と
、
ア
テ
ナ
イ
の
歌
舞
の
法
を
転
覆
さ
せ
た
デ
ィ
オ
ニ
ュ

そ
れ
自
体
も
保
っ
た
め
に
、

ソ
ス
神
、
そ
の
両
者
を
統
合
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
[
勺
言

「
神
の
玩
具
」
と
し
て
の
人
間

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
、

ポ
リ
ス
に
お
け
る
法
律
の
支
配
を
維
持
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
歌
舞
の
実
践
に
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(
8
1
7
b
)

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

よ
る
市
民
の
教
育
を
重
視
し
て
い
る
。
し
か
し
、
最
後
に
付
言
す
べ
き
な
の
は
、
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
、
歌
舞
を
手
段
と
み
な
す
だ
け
で

は
な
く
、
そ
れ
自
体
目
的
と
し
て
も
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
、
も
し
も
マ
グ
ネ
シ
ア
に
異
国
か
ら
悲
劇
詩
人
が
や
っ
て
き
て
新
た
な
作
品
を
持
ち
込
も
う
と
し
た
ら
、
ど
の
よ

う
に
答
え
る
か
と
い
う
問
い
を
立
て
る
。
彼
の
考
え
た
答
え
は
、
「
た
し
か
に
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
国
制
全
体
は
、
も
っ
と
も
美
し

く
か
つ
も
っ
と
も
優
れ
た
生
の
模
倣
と
し
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
実
の
と
こ
ろ
こ
の
生
こ
そ
が
も
っ
と
も
真
実
な
悲
劇
で
あ
る
と
わ
た
し
た

ち
は
言
い
ま
す
」
（
乱
g

o

6

＜
二
百
言
。
ン
l
T
C
i
a
g
<
t
g
l
K
E

吾
号
日
。
0
K
a

ンぎ
i
3
o
u
K
a
l
 a
p
l
o
r
n
u
 
~lou, 

o
 
6

二
言
苓
v

苦
告
Y
E
O
V
T
W
な
I
v
m
T
p
a
y
c
p
6
l
a
v
 
T~v 

a
.
¥
r
i
0
g
g
g
1
v
)
 

つ
ま
り
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
、
国
制
を
個
人
の
生
に
よ
っ
て
喩
え
た
う
え
で
、
優
れ
た
国
制
こ
そ
が
優
れ

た
悲
劇
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
た
し
か
に
こ
の
主
張
は
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
の
議
論
と
整
合
的
な
も
の
と
し
て

理
解
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
人
間
に
お
け
る
「
思
考
力
」
が
ポ
リ
ス
に
お
け
る
法
律
に
対
応
す
る
と
考
え
て
い
る
の
で
、
優
れ
た

法
律
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
国
制
を
、
ロ
ゴ
ス
に
導
か
れ
た
優
れ
た
人
生
の
「
模
倣
」
と
み
な
す
と
し
て
も
矛
盾
は
な
い
し
、
さ
ら
に
彼

は
歌
舞
の
身
振
り
と
曲
と
が
徳
と
関
係
す
る
こ
と
を
美
し
さ
の
規
準
と
み
な
し
て
い
る
か
ら
、
美
し
い
悲
劇
と
は
優
れ
た
人
生
を
描
く
悲

劇
で
あ
る
と
い
う
推
論
も
成
り
立
つ
。
「
悲
劇
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
注
目
し
た
ア
ン
ド
レ
・
ラ
ク
ス
は
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
『
詩
学
』
に
お
け
る
「
過
ち
」
の
概
念
と
『
法
律
』
と
を
比
較
し
て
、
優
れ
た
悲
劇
に
お
け
る
罪
と
罰
と
の
関
係
が
、
優
れ
た

国
制
に
お
け
る
罪
と
罰
と
の
関
係
に
対
応
す
る
と
論
じ
て
い
る
日
。

し
か
し
、
視
点
を
変
え
て
、
悲
劇
の
演
劇
的
側
面
、
つ
ま
り
演
じ
ら
れ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
側
面
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
国
制

が
悲
劇
に
喩
え
ら
れ
る
と
き
に
は
人
間
の
生
そ
れ
自
体
が
自
己
目
的
的
な
遊
戯
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
す
べ
て
の
生
き
も
の
を
「
神
の
人
形
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
他
の
箇
所
で
は
、
他
の
生

物
と
並
ん
で
人
間
を
「
神
の
玩
具
」

(
O
e
o
0

月
m
l
y
v
t
o
v
)

(
8
0
3
c
)

と
呼
び
、
「
す
べ
て
の
男
性
と
女
性
が
、
与
え
ら
れ
た
仕
方
に
従
っ
て
、
き

わ
め
て
美
し
い
遊
び
を
楽
し
み
つ
つ
、
生
涯
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、
生
の
「
正
し
さ
」
と
は
、
「
あ
る
種

の
遊
び
を
楽
し
ん
で
、
つ
ま
り
、
犠
牲
を
捧
げ
た
り
歌
っ
た
り
踊
っ
た
り
し
な
が
ら
、
生
涯
を
過
ご
す
」

(
8
0
3
d
)

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た

め
に
「
各
人
の
平
和
な
生
活
が
き
わ
め
て
長
く
、
ぎ
わ
め
て
善
く
過
ご
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」

(
8
0
3
d
)

と
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
述
べ
る
。

こ
れ
ら
の
表
現
か
ら
は
、
歌
舞
が
神
々
も
人
間
も
楽
し
ま
せ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
自
体
が
目
的
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
読
み
取
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れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
に
お
け
る
『
法
律
』
に
つ
い
て
の
検
討
か
ら
は
、
「
テ
ア
ト
ロ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」
の
語
の
歴
史
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
重
要
な
論
点

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
第
一
に
、
歌
舞
が
も
た
ら
す
快
は
、
徳
と
の
関
係
で
は
価
値
中
立
的
で
あ
り
、
ポ
リ
ス
に
お
い
て
法
律
を
維
持
す

る
作
用
も
、
法
律
を
転
覆
す
る
作
用
も
と
も
に
果
た
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歌
舞
に
対
す
る
規
制
、
そ
し
て
三
つ
の
世
代
の
コ
ロ

ス
と
い
う
制
度
な
ど
は
、
歌
舞
が
も
た
ら
す
快
を
い
わ
ば
飼
い
慣
ら
す
た
め
の
手
法
に
他
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
「
ア
テ
ナ

イ
人
」
自
身
が
、
歌
舞
を
教
育
の
手
段
と
み
な
す
と
同
時
に
快
を
も
た
ら
す
自
己
目
的
と
し
て
も
み
な
す
両
義
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
第
二
に
、
『
法
律
』
に
は
観
客
の
（
身
体
的
な
）
受
動
性
と
能
動
性
と
の
区
別
と
序
列
化
が
見
出
さ
れ
る
。
沈
黙
す
る
よ
う
義
務
づ
け

ら
れ
た
ア
テ
ナ
イ
の
受
動
的
な
観
客
は
、
「
バ
ッ
コ
ス
に
憑
か
れ
た
」
詩
人
た
ち
に
そ
そ
の
か
さ
れ
て
法
を
投
げ
捨
て
た
。
こ
れ
に
対
し

て
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
、
観
客
を
能
動
化
し
、
「
ポ
リ
ス
全
体
か
ら
ポ
リ
ス
全
体
」
へ
の
歌
舞
に
動
員
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
答
え
る
。
と

は
い
え
、
身
体
的
な
能
動
性
が
判
断
に
お
け
る
能
動
性
を
意
味
し
な
い
こ
と
は
、
三
世
代
の
コ
ロ
ス
が
最
年
長
者
に
よ
っ
て
静
か
に
監
督

さ
れ
る
こ
と
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
第
三
に
、
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
批
判
す
る
な
か
で
「
テ
ア
ト
ロ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」
批
判

を
展
閲
し
て
い
る
が
、
彼
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
置
し
て
い
る
「
最
善
な
も
の
の
支
配
」
と
は
、
少
数
あ
る
い
は
単
一
の
人
間
の
支
配
で

は
な
く
、
ロ
ゴ
ス
を
体
現
す
る
「
法
律
」
の
支
配
で
あ
る
[
屯
言
つ
ま
り
ヽ
「
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
」
の
歴
史
を
た
ど
る
こ
と
は
、
法
律
の

支
配
と
快
楽
の
支
配
と
の
絡
み
合
い
と
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
展
開
を
た
ど
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

田
中
均
（
た
な
か
・
ひ
と
し
）

大
阪
大
学
文
学
大
学
院
文
学
研
究
科
准
教
授
。
専
門
は
美
学
・
芸
術
理
論
・
西
洋
近
代
の
美
学
史
。

プ
ラ
ト
ン
『
法
律
』
の
原
典
と
英
訳
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
版
を
P
e
r
s
e
u
s
Digital L
i
b
r
a
r
y
 
(http://www.perseus.tufts.edu/)

か
ら
引
用
し
、
ス
テ
フ
ァ

ヌ
ス
版
の
頁
数
と
行
数
を
示
す
。

pl月
t
o
m
m
o
p
e
r
d
"
e
d
.
J
o
h
n
 B
u
r
n
e
t
 (
O
x
f
o
r
d
 University Press, 1
9
0
3
)
・
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註

P
l
a
t
o
 i
n
 1i葵
e
l
v
e
V
o
l
u
m
e
s
,
 vols. 
10 &
 11
,
 t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
 b
y
 R
.
G
.
 B
u
r
y
 (
H
a
r
v
a
r
d
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 P
r
e
s
s
,
 1
9
6
7
,
8
)
.
 

以
下
の
日
本
語
訳
を
参
照
し
た
。

プ
ラ
ト
ン
（
向
坂
寛
、
池
田
美
恵
、
森
進
一
、
加
来
彰
俊
訳
）
『
ミ
ノ
ス
法
律
』
（
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
第
十
五
巻
）
（
岩
波
書
店
、

H
e
n
r
y
 G
e
o
r
g
e
 Liddell, R
o
b
e
r
t
 Scott, A
 G
r
e
e
k
,
E
n
g
l
忌
L
e
x
苔
ぎ
revised
a
n
d
 a
u
g
m
e
n
t
e
d
 t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
 b
y
 Sir H
e
n
r
y
 Stuart J
o
n
e
s
 w
i
t
h
 t
h
e
 assistance o
f
 R
o
d
e
,
 

rick M
c
K
e
n
z
i
e
,
0
x
f
o
r
d
(
C
l
a
r
e
n
d
o
n
 Press, 1940).
こ
の
辞
典
は
P
e
r
s
e
u
s
Digital L
i
b
r
a
r
y
か
ら
引
用
し
た
。

さ
ら
に
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
、
男
性
・
女
性
・
自
由
人
・
奴
隷
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
ふ
さ
わ
し
い
リ
ズ
ム
・
身
振
り
・
言
葉
遣
い
・
調
子
・
旋
律
が
存
在
す
る
と
述

べ
る

(
6
6
9
c
)
。

世
代
の
違
い
に
よ
る
判
断
能
力
の
差
異
は
、
歌
舞
の
内
部
に
お
け
る
ジ
ャ
ン
ル
の
序
列
と
も
相
関
し
て
い
る
。
子
供
は
「
操
り
人
形
」
を
楽
し
む
の
に
対
し
て
、
若
者
は
「
悲

劇
」
を
好
み
、
老
人
は
「
叙
事
詩
の
吟
誦
詩
人
」
を
好
む
と
さ
れ
る

(
6
5
8
c
'
d
)
。

以
下
の
論
考
は
、
『
法
律
』
に
お
け
る
エ
ジ
プ
ト
の
歌
舞
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
ス
パ
ル
タ
、
ク
レ
タ
を
含
む
ド
ー
リ
ス
系
の
歌
舞
か
ら
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
を

指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
プ
ル
タ
ル
コ
ス
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ス
パ
ル
タ
の
立
法
者
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
は
エ
ジ
プ
ト
訪
問
か
ら
法
の
着
想
を
得
た
と

言
わ
れ
て
お
り
、
ス
パ
ル
タ
と
エ
ジ
プ
ト
の
文
化
の
親
縁
性
は
伝
統
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。

I
a
n
R
u
t
h
e
r
f
o
r
d
,
 "Strictly B
a
l
l
r
o
o
m
:
 E
g
y
p
t
i
a
n
 M
o
u
s
i
k
e
 a
n
d
 Plato's 

C
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
 Poetics," in, A
n
a
s
t
a
s
i
a
,
E
r
a
s
m
i
a
 P
e
p
o
n
i
 (ed.), P
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 a1

｀d Culture in P
ぷ
to)s
L
a
w
s
,
 (
C
a
m
b
r
i
d
g
e
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 Press, 2
0
1
3
)
,
 p. 75. 

プ
ラ
ト
ン
が
「
テ
ア
ト
ロ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」
と
い
う
語
の
も
と
に
指
摘
し
た
ア
テ
ナ
イ
の
観
客
の
変
容
が
、
果
た
し
て
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
か
考
証
し
た
以
下
の
論
考
は
、

こ
の
よ
う
に
結
論
し
て
い
る
。
観
客
の
野
次
や
喝
采
は
古
く
か
ら
存
在
し
た
が
、
紀
元
前
五
世
紀
か
ら
四
世
紀
に
か
け
て
、
観
客
の
梢
動
に
訴
え
る
戯
曲
が
増
加
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
確
か
に
詩
人
や
音
楽
家
が
大
衆
的
な
観
客
を
よ
り
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
期
に
、
プ
ラ
ト
ン
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
な
、
公
衆
を
忌
避
す
る
哲
学
者
や
著
述
家
が
現
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
『
法
律
』
に
お
け
る
よ
う
な
大
衆
向
け
の
芸
術
へ
の
批
判
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

R
o
b
e
r
t
 W
.
 W
a
l
l
a
c
e
,
 "Poet, Public, a
n
d
'
T
h
e
a
t
r
o
c
r
a
c
y
'
:
 A
u
d
i
e
n
c
e
 P
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 in Classical A
t
h
g
s
,
"
 in L
o
w
e
l
l
 E
d
m
u
n
d
s
 a
n
d
 R
o
b
e
r
t
 W
.
 W
a
l
l
a
c
e
 (eds.), 

P
o
e
t、
P
u
b
l
k
g
u
p
e
d
.
r
吾
n
e
e
in A
n
c
i
e
n
t
 Greece, (
T
h
e
 J
o
h
n
s
 H
o
p
k
i
n
s
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 Press, 1
9
9
7
)
 p
p
.
 97,111・ 

プ
ル
タ
ル
コ
ス
は
、
三
つ
の
世
代
に
よ
る
コ
ロ
ス
を
ス
パ
ル
タ
の
風
習
と
し
て
伝
え
て
い
る
（
河
野
与
一
訳
『
プ
ル
タ
ー
ク
英
雄
伝
(
-
)
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年
）

一
三
三
頁
）
。
プ
ル
タ
ル
コ
ス
の
記
述
は
、
ル
ソ
ー
の
「
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
氏
へ
の
手
紙
』
に
お
い
て
も
参
照
さ
れ
て
い
る
（
今
野
一
雄
訳
「
演
劇
に
つ
い
て
』
（
岩
波
書
店
、

一
九
七
九
年
）
二
四

0
頁
以
下
）
。
以
下
の
論
考
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
ス
パ
ル
タ
の
風
習
を
踏
ま
え
て
い
る
の
か
、
プ
ル
タ
ル
コ
ス
に
よ
る
記
述
が
プ
ラ
ト
ン
の
影
曹
を
受
け

た
の
か
と
い
う
問
い
を
立
て
た
う
え
で
、
こ
の
コ
ロ
ス
の
構
想
は
純
然
た
る
プ
ラ
ト
ン
の
創
作
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
結
論
し
て
い
る
。

O
s
w
y
n
M
u
r
r
a
y
 "
T
h
e
 C
h
o
r
u
s
 

o
f
 D
i
o
n
y
s
u
s
:
 A
l
c
o
h
o
l
 a
n
d
 O
l
d
 A
g
e
 in t
h
e
 L
a
w
s
,
 "in A
n
a
s
t
a
s
i
a
,
E
r
a
s
m
i
a
P
e
p
o
n
i
 (ed.),op.cit.p. 
117・ 

へ
ロ
ド
ト
ス
は
、
イ
シ
ス
神
の
夫
で
あ
る
オ
シ
リ
ス
神
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
と
同
一
と
み
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
神
話
を
伝
え
て
い
る
（
松
平
千
秋
訳
「
歴
史
上
』
（
岩

一
九
七
六
年
）
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波
書
店
、
一
九
七
一
）
一
八
八
頁
）
。

ラ
ク
ス
は
、
「
法
律
』
に
お
い
て
は
理
想
的
な
国
制
に
お
い
て
も
処
罰
は
不
可
避
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
理
性
と
快
と
の
対
立
関
係
は
解
消
さ
れ
な
い
の
で
、
法
は
媒
力
性

を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

A
n
d
r
e
L
a
k
s
,
 "Plato's
t^ruest tragedy': L
a
w
s
 B
o
o
k
 7, 
8
1
7
aー

d,"
in C
h
r
i
s
t
o
p
h
e
r
 B
o
b
o
n
i
c
h
 (ed.), 

Plato's L
a
w
s
,
 A
 Cri
蒋
al
G
u
i
食
(
C
a
m
b
r
i
d
g
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 Press, 2
0
1
0
)
 K
i
n
d
l
e
 edition・ 

以
下
の
論
考
は
、
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
の
固
有
名
が
呼
ば
れ
な
い
理
由
と
し
て
、
法
の
著
者
性
を
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
個
人
か
ら
そ
ら
し
、
法
を
神
々
の
ヌ
ー
ス
に
基
礎
づ
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
客
観
的
・
非
人
格
的
・
無
時
間
的
な
も
の
と
し
て
見
せ
る
と
い
う
意
図
を
挙
げ
て
い
る
。

A
n
d
r
e
a
Nightingale,

＾^T
h
e
 O
r
p
h
a
n
e
d
 W
o
r
d
,
"
 in, A
n
a
s
,
 

tasia,Erasmia P
e
p
o
n
i
 (ed.), op.cit. p
p
.
 258f. 




