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序

気
球
と
い
う
遊
戯

一
人
の
ス
ペ
ン
サ
ー

科
学
と
演
劇
の
間
I

ま
ず
余
談
か
ら
始
め
る
こ
と
を
、
許
さ
れ
た
い
。

ジ
ュ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
「
八
十
日
間
世
界
一
周
』
の
映
画
化
作

品
を
始
め
て
見
た
の
は
、
小
学
生
の
頃
で
あ
る
。
中
学
生
に
な
っ
て

角
川
文
庫
で
読
み
か
け
た
が
、
読
み
通
せ
な
か
っ
た
。
映
画
で
は
、

著
名
シ
リ
ー
ズ
と
は
別
の

0
0
7
作
品
「
カ
ジ
ノ
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
』

で
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ボ
ン
ド
を
演
じ
、
ル
イ
・
ゲ
ー
リ
ッ
ク
病
（
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
・
ヤ
ン
キ
ー
ス
の
同
名
の
著
名
選
手
の
宿
病
に
ち
な
む
）
と
い

う
難
病
で
没
し
た
デ
ビ
ッ
ト
・
ニ
ー
ブ
ン
が
主
役
だ
っ
た
。
脇
役
で

は
ジ
ョ
ン
・
ギ
ル
グ
ッ
ド
に
加
え
、
ノ
エ
ル
・
カ
ワ
ー
ド
が
俳
優
と

し
て
出
て
い
る
。
あ
の
テ
ー
マ
音
楽
は
、
今
で
は
十
九
世
紀
以
来
の

ツ
ー
リ
ズ
ム
の
集
大
成
に
思
え
る
テ
レ
ビ
の
長
寿
番
組
「
兼
高
か
お

る
世
界
の
旅
』
の
そ
れ
に
も
転
用
さ
れ
た
の
で
、
私
の
世
代
に
は
耳

に
残
る
懐
か
し
い
響
き
が
あ
る
。

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
露
骨
な
日
本
の
劇
場
の
シ
ー
ン
も
あ
る
そ
の
映

画
の
中
で
、
テ
ー
マ
音
楽
が
始
め
て
流
れ
出
す
の
は
、
設
定
の
説
明

は
避
け
る
が
、
主
人
公
と
従
僕
が
窮
余
の
策
と
し
て
気
球
に
乗
り
込

ん
で
、
無
事
に
飛
行
を
開
始
す
る
シ
ー
ン
か
ら
で
あ
る
。
子
供
の
私

は
、
そ
こ
で
身
も
心
も
さ
ら
わ
れ
る
よ
う
な
高
揚
感
に
捉
わ
れ
た
の

を
覚
え
て
い
る
。
観
客
だ
っ
た
子
供
の
自
分
の
体
も
共
に
宙
に
浮
い

て
飛
行
す
る
そ
の
時
の
錯
覚
が
今
も
ビ
デ
オ
を
見
て
も
蘇
る
。

も
と
よ
り
私
は
気
球
の
イ
メ
ー
ジ
が
好
き
で
あ
る
。
前
述
の
映
画

も
そ
う
だ
が
、
子
供
の
頃
は
東
京
で
も
許
可
さ
れ
て
い
た
広
告
用
の

ア
ド
バ
ル
ー
ン
の
遠
く
揺
ら
め
く
動
き
は
、
何
か
憧
れ
を
そ
そ
る
も

の
が
あ
っ
た
。
長
じ
て
東
京
近
代
美
術
館
所
蔵
の
中
村
岳
陵
『
気
球

上
る
』
で
小
体
な
双
眼
鏡
を
手
に
し
た
洋
装
の
貴
婦
人
の
美
貌
に
接

し
た
時
の
を
皮
切
に
、
そ
の
後
、
十
九
世
紀
・
明
治
期
の
東
西
多
く

の
絵
画
・
版
画
・
ポ
ス
タ
ー
類
を
見
、
外
国
旅
行
で
観
光
用
の
気
球

を
見
た
時
も
、
そ
れ
だ
け
で
い
い
気
持
ち
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
っ

こ。t
 

神

山

彰
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こ
の
感
覚
を
頻
り
に
思
い
出
し
た
の
は
、
数
年
前
「
河
竹
黙
阿
弥

集
」
（
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
明
治
編
」
、
岩
波
書
店
）
に
収
め
た

ふ
う
せ
ん
の
り
う
わ
さ
の
た
か
ど
の

「
風
船
乗
評
判
高
閣
』
の
校
注
作
業
を
し
て
い
た
時
で
あ
る
。
こ
の

作
品
は
「
ス
ペ
ン
サ
ー
の
風
船
乗
」
と
し
て
、
天
覧
の
栄
に
浴
し
、

数
多
く
の
人
が
回
想
を
残
し
て
い
る
、
明
治
期
に
は
著
名
な
見
世
物

を
、
風
俗
舞
踊
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
私
と
し
て
は
、
た
い
へ
ん
楽

し
い
校
注
作
業
だ
っ
た
が
、
同
書
の
狭
い
ス
ペ
ー
ス
の
脚
注
や
解
説

に
書
き
切
れ
な
か
っ
た
背
景
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
私
に
と

っ
て
は
、
上
記
の
よ
う
な
余
談
で
済
む
性
質
の
も
の
で
な
く
、
明
治

期
の
、
ひ
い
て
は
日
本
の
近
代
の
表
現
体
系
に
関
わ
る
よ
う
な
、
重

要
な
側
面
に
繋
が
る
性
質
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
触
れ
て
見
た
い
。

二
人
の
ス
ペ
ン
サ
ー

明
治
と
い
う
時
代
を
生
き
た
人
に
と
っ
て
、
時
代
を
代
表
す
る
知

識
人
か
ら
目
に
一
丁
字
な
い
人
に
至
る
ま
で
、
「
ス
ペ
ン
サ
ー
」
と

い
う
平
凡
な
姓
は
、
数
あ
る
異
人
名
の
な
か
で
も
、
極
め
て
親
し
い

も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
イ
ン
テ
リ
に
と
っ
て
は
、
当
時
は
十
九

世
紀
を
代
表
す
る
「
哲
学
者
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
ハ
ー
バ
ー
ト
・

ス
ペ
ン
サ
ー
を
、
凡
俗
に
と
っ
て
は
生
涯
忘
ら
れ
ぬ
強
烈
な
記
憶
を

残
し
た
気
球
乗
り
の
パ
ー
ジ
ヴ
ァ
ル
・
ス
ペ
ン
サ
ー
を
、
即
時
に
連

想
さ
せ
る
姓
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

今
日
で
も
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
名
を
知
ら
ぬ
知
識
人
は

い
な
い
が
、
「
十
九
世
紀
を
代
表
す
る
」
ど
こ
ろ
か
「
哲
学
者
」
と

考
え
る
人
も
、
読
書
歴
に
残
っ
て
い
る
人
す
ら
殆
ど
な
く
、
パ
ー
ジ

ヴ
ァ
ル
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
名
を
知
る
人
は
、
余
程
の
好
事
家
か
奇
特

な
暇
人
に
限
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
な
ぜ
、
明
治
期
の
、
十
九
世
紀

の
広
義
の
美
意
識
を
感
じ
取
っ
た
人
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
の
二
人
の

ス
ペ
ン
サ
ー
は
忘
れ
難
い
存
在
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

勿
論
、
こ
の
両
者
同
士
に
何
の
関
係
も
な
い
。
一
人
は
ど
こ
の
百

科
事
典
に
も
記
載
さ
れ
る
世
界
的
名
声
を
博
し
た
歴
史
に
残
る
哲
学

者
な
り
、
文
人
で
あ
り
、
一
人
は
、
生
没
年
も
出
生
地
も
墓
所
も
不

明
の
、
一
介
の
し
が
な
い
気
球
乗
り
（
風
船
乗
り
）
に
す
ぎ
な
い
。

私
は
明
治
期
に
評
判
だ
っ
た
「
風
船
乗
」
の
ス
ペ
ン
サ
ー
の
話
を
し

て
も
、
日
本
で
も
英
国
で
も
、
そ
れ
は
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー

の
こ
と
か
と
、
不
審
そ
う
な
表
情
で
尋
ね
ら
れ
た
。
東
京
で
も
明
治

二
三
年
(
-
八
九
0
)
に
各
地
で
挙
行
さ
れ
た
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の

「
風
船
乗
」
は
多
く
の
著
名
人
の
日
記
、
回
想
や
各
新
聞
に
書
き
残

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
全
集
類
の
克
明
な
索
引
の
該
当
箇
所
に

わ
ざ
わ
ざ
「
H
・
ス
ペ
ン
サ
ー
」
と
な
っ
て
い
た
り
、
「
ス
ペ
ン
サ

ー
」
と
し
て
一
括
混
同
し
て
い
る
も
の
ま
で
あ
る
程
だ
か
ら
、
十
九

世
紀
屈
指
の
哲
学
者
が
来
日
し
て
気
球
の
見
世
物
も
行
っ
た
と
い
う

無
稽
な
勘
違
い
が
一
瞬
生
じ
て
も
仕
方
が
な
い
の
で
あ
る
。
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だ
が
、
私
に
と
っ
て
こ
の
錯
覚
は
、
実
に
興
味
深
い
。
あ
ま
り
に

当
然
だ
が
、
明
治
期
の
知
識
人
は
、
こ
の
二
人
の
ス
ペ
ン
サ
ー
を
両

者
と
も
知
っ
て
お
り
、
そ
の
双
方
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
。
あ
る
意

味
で
は
、
十
九
世
紀
の
一
面
を
代
表
す
る
と
さ
れ
て
い
た
ハ
ー
バ
ー

ト
の
考
察
と
、
パ
ー
ジ
ヴ
ァ
ル
の
気
球
の
見
世
物
と
は
、
彼
ら
に
と

っ
て
は
同
量
の
重
み
を
持
つ
、
分
ち
難
い
関
｀
心
事
だ
っ
た
の
だ
。
そ

れ
は
一
っ
に
は
見
世
物
で
も
何
分
に
も
天
覧
の
栄
を
担
う
ほ
ど
の
西

洋
人
な
ら
そ
れ
を
有
難
が
る
風
潮
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
も
う
一
っ

は
、
哲
学
と
、
気
球
や
見
世
物
と
い
う
遊
戯
と
は
、
決
し
て
別
の
関

心
領
域
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
十
九
世
紀
の
明
治
期
の
知
識
人

の
な
か
で
は
、
ど
こ
か
で
呼
応
し
、
繋
が
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ

り
、
そ
れ
は
そ
の
時
代
の
精
神
の
振
幅
に
通
ず
る
と
思
え
る
。
だ
が
、

明
治
も
末
の
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
「
専
門
化
」
し
て
か
ら
の

「
知
識
人
」
に
と
っ
て
は
、
「
哲
学
」
と
「
風
船
乗
り
」
と
は
、
別
個

の
領
域
に
属
す
る
他
人
事
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

「
河
竹
黙
阿
弥
集
」
の
注
釈
で
も
触
れ
た
が
、
当
時
十
歳
の
小
山

内
薫
は
歌
舞
伎
座
で
菊
五
郎
が
パ
ー
ジ
ヴ
ァ
ル
に
扮
し
た
「
風
船
乗
』

の
舞
台
を
見
て
い
る
が
、
彼
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
自
分
の
「
専
門
」

と
す
る
「
演
劇
」
と
は
全
く
別
の
世
界
の
、
単
な
る
記
憶
に
す
ぎ
な

く
な
っ
て
い
る
。

勿
論
、
当
今
も
、
「
見
世
物
性
」
に
着
目
す
る
「
哲
学
者
」
は
少

な
く
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
十
九
世
紀
明
治
期
の
、
各
領
域
が
専
門

化
す
る
以
前
の
、
未
分
化
の
時
代
の
知
識
人
の
関
心
に
比
べ
る
と
違

和
感
が
あ
る
の
を
否
め
な
い
。
「
見
世
物
性
」
を
評
価
し
そ
の
「
祝

祭
性
」
や
「
祭
祀
性
」
や
を
自
分
の
論
述
に
利
用
す
る
こ
と
と
、
自

前
の
金
を
払
い
、
相
当
の
無
駄
な
時
間
を
費
し
、
あ
る
時
は
胸
を
躍

ら
せ
、
ま
た
あ
る
時
は
恐
怖
を
実
感
し
つ
つ
見
世
物
に
見
入
る
こ
と

と
は
別
の
行
為
で
あ
る
。
尤
も
か
く
い
う
私
も
、
最
早
そ
ん
な
感
覚

で
気
球
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
こ
の
同
姓
の
二
人
の
ス

ペ
ン
サ
ー
が
、
あ
る
時
代
の
極
め
て
特
徴
的
な
特
質
を
計
ら
ず
も
体

現
し
て
い
た
頃
に
思
い
を
馳
せ
る
事
は
で
き
る
。
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス

ペ
ン
サ
ー
に
つ
い
て
、
私
が
語
る
の
は
烏
許
の
沙
汰
と
い
う
以
上
に

無
謀
な
の
を
承
知
の
上
で
、
自
分
の
関
心
に
従
い
、
演
劇
表
現
と
の

関
り
で
、
一
考
し
て
み
た
い
。

ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
（
以
下
「
H

・
ス
ペ
ン
サ
ー
」
と
略
）

の
明
治
期
の
移
入
や
影
響
に
つ
い
て
は
先
学
の
恩
恵
を
蒙
る
よ
り
な

い
。
簡
単
に
触
れ
て
お
く
と
、

H
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
名
が
知
ら
れ
た

の
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
生
物
進
化
論
と
の
関
連
で
あ
る
。

当
時
の
教
育
行
政
も
積
極
的
に
「
旧
弊
」
か
ら
の
脱
却
と
し
て
活

用
し
た
。
生
物
進
化
論
は
、
明
治
十
(
-
八
七
七
）
年
来
日
し
た
、

米
国
人
の
動
物
学
者
で
著
名
な
エ
ド
モ
ン
ド
・
モ
ー
ス
か
紹
介
し

進
化
論
と
「
勧
善
懲
悪
」
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た
。
『
日
本
そ
の
日
そ
の
日
』
（
東
洋
文
庫
）
に
は
当
時
の
様
子
が
典

味
深
く
語
ら
れ
て
い
る
。
森
有
礼
は

H
・
ス
ペ
ン
サ
ー
と
親
交
が
あ

り
、
明
治
九
年
に
は
既
に
新
聞
に
そ
の
名
は
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
い

う
。
東
京
大
学
（
開
成
学
校
）
で
は
、
米
国
留
学
で

H
・
ス
ペ
ン
サ

ー
に
傾
倒
し
た
外
山
正
一
、
「
優
勝
劣
敗
」
「
弱
肉
強
食
」
等
の
造
語

で
強
引
に
生
存
競
争
論
を
展
開
し
た
と
し
て
批
判
さ
れ
る
同
大
初
代

総
長
加
藤
弘
之
は
早
く
か
ら

H
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
講
義
を
行
っ
た
。

著
名
な
演
劇
改
良
の
著
書
の
あ
る
外
山
は
勿
論
、
加
藤
も
「
演
劇
改

良
運
動
」
と
関
っ
た
事
は
当
然
だ
っ
た
。
明
治
前
期
の
流
行
語
「
改

良
」
は
「
進
化
」
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
、
モ
ー

ス
の
翌
年
に
来
日
し
、
東
京
大
学
で
政
治
学
の
講
義
を
受
け
持
っ
た
、

ハ
ー
バ
ー
ド
で
生
粋
の
、

H
・
ス
ペ
ン
サ
ー
信
奉
者
だ
っ
た
ア
ー
ネ

ス
ト
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
。

進
化
論
が
何
故
日
本
で
無
抵
抗
に
受
容
さ
れ
た
か
は
、
宗
教
の
問

題
、
猿
へ
の
親
近
性
の
有
無
等
々
多
様
に
考
察
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し、

H
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
漸
進
的
社
会
進
化
論
に
い
う
、
強
制
的
共

同
社
会
か
ら
産
業
型
契
約
社
会
へ
の
推
移
は
、
身
分
社
会
か
ら
平
等

な
社
会
へ
と
い
う
江
戸
か
ら
明
治
へ
の
大
義
名
分
と
パ
ラ
レ
ル
に
考

え
ら
れ
た
か
ら
、
理
解
し
易
く
、
ま
た
憧
れ
を
そ
そ
る
性
質
が
含
ま

れ
て
い
た
の
は
無
理
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
市
民
社
会
の
モ

デ
ル
と
し
て
、
十
九
世
紀
の
英
国
が
目
標
と
さ
れ
た
。

「
こ
の
間
去
る
家
へ
呼
ば
れ
て
行
っ
た
ら
、

そ
こ
の
奥
さ
ん
が
大

の
耶
麻
信
者
で
。
淫
々
と
神
徳
を
述
べ
出
し
た
つ
い
で
に
、
あ
な
た

は
evolution
(
進
化
）
と
い
う
字
の
意
味
を
知
っ
て
い
ま
す
か
と
僕

に
質
問
を
か
け
た
。
『
世
の
中
の
事
は
乱
雑
で
法
則
が
な
い
よ
う
で

す
が
、
み
な
進
化
の
道
理
に
支
配
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

1

進
化

(
2
)
 

ー
解
り
ま
す
か
」
」
（
夏
目
漱
石
「
倫
敦
消
息
」
）

漱
石
が
こ
う
問
わ
れ
、
憮
然
と
し
た
の
が
、
留
学
中
の
一
九

0
-

（
明
治
三
四
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。
「
耶
蘇
」
の
「
神
徳
」
と
、
「
進
化
」

は
英
国
の
一
夫
人
に
と
っ
て
も
矛
盾
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
。

ま
し
て
や
、
押
せ
ば
動
く
よ
う
な
転
換
期
、
混
乱
期
に
あ
っ
た
日
本

で
は
、
「
乱
雑
」
で
な
く
「
法
則
」
に
よ
る
「
道
理
に
支
配
さ
れ
る
」

「
進
化
」
は
魅
力
的
な
牽
引
力
を
持
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
こ
れ
が
漱
石
と
い
う
幕
末
生

れ
の
日
本
人
の
訳
だ
か
ら
と
は
い
え
、
極
め
て
儒
教
的
な
「
道
理
」

を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
明
治
期
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
が
、
新

教
に
傾
き
、
そ
の
禁
欲
性
が
、
旧
武
家
階
級
の
儒
教
的
な
倫
理
意
識

と
結
び
つ
き
、
か
つ
て
の
身
分
を
喪
失
し
た
あ
と
の
、
衿
持
を
支
え

た
と
い
う
説
は
知
ら
れ
て
い
る
。

私
が
、
以
前
か
ら
関
心
を
持
ち
、
重
要
だ
と
思
っ
て
い
る
の
は
、

江
戸
か
ら
明
治
へ
の
、
あ
れ
ほ
ど
の
転
換
期
に
あ
り
、
進
化
論
の
洗

礼
を
受
け
、
徹
底
的
な
開
化
の
時
期
に
あ
っ
て
も
、
当
時
の
戯
作
や

芝
居
（
「
文
学
」
や
「
演
劇
」
と
い
う
概
念
以
前
の
）
に
あ
っ
て
は
「
勧

善
懲
悪
」
と
い
う
価
値
体
系
だ
け
は
不
変
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
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勿
論
、
そ
れ
は
、
演
劇
に
お
け
る
「
勧
善
懲
悪
を
旨
と
す
べ
し
」
と

い
う
推
進
が
、
明
治
新
政
府
の
方
針
だ
っ
た
か
ら
だ
と
は
言
え
る
。

だ
が
、
あ
ら
ゆ
る
江
戸
の
価
値
観
を
旧
弊
、
迷
妄
、
無
稽
と
し
た
新

政
府
が
、
な
ぜ
「
勧
善
懲
悪
」
を
温
存
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
無
論
、

儒
教
的
価
値
観
は
、
明
治
政
府
の
道
徳
観
の
根
底
で
あ
り
、
「
勅
語
」

類
の
文
言
に
明
ら
か
な
の
も
知
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
、

「
善
な
る
価
値
へ
」
進
む
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
進
化
論
は
、
表

現
体
系
と
し
て
は
「
勧
善
懲
悪
」
に
馴
染
み
易
い
も
の
が
あ
る
一
面

も
あ
っ
た
と
思
え
る
。

あ
る
時
代
以
降
の
、
つ
ま
り
「
文
学
」
や
「
演
劇
」
と
い
う
自
立

し
た
概
念
が
自
明
化
し
て
か
ら
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
「
勧
善
懲
悪
」

は
否
定
す
べ
き
、
愚
劣
な
紋
切
り
型
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、
現
在
自

明
の
概
念
が
成
立
す
る
以
前
は
、
「
勧
善
懲
悪
」
「
因
果
応
報
」
「
封

建
道
徳
」
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
「
芸
術
表
現
」
（
そ
ん
な
概
念

も
勿
論
な
い
が
）
の
価
値
を
損
な
う
も
の
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。

勿
論
、
芝
居
の
魅
力
の
多
く
は
そ
れ
ら
の
価
値
体
系
に
反
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
逆
に
そ
の
体
系
が
強
固
で
あ
る
が
故
に
、
強
烈

な
魅
力
を
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

勿
論
、
一
般
論
で
は
、
進
化
論
そ
の
も
の
が
「
勧
善
懲
悪
」
の
線

を
持
続
さ
せ
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
が
、
医
学
上
の
遺
伝
の
問
題

と
も
結
び
つ
い
て
「
自
然
主
義
」
の
主
張
や
実
作
に
影
響
を
与
え
た

事
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
。
だ
が
、
あ
ら
ゆ
る
優
れ
た
主
張
は
多
面

的
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
魅
力
的
な
の
だ
。

或
い
は
、
進
化
論
と
「
勧
善
懲
悪
」
を
同
居
さ
せ
た
の
は
、
知
識

や
認
識
不
足
か
ら
来
る
単
な
る
「
誤
解
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
蒙

昧
な
発
想
を
残
存
さ
せ
た
日
本
の
近
代
は
、
偽
り
の
「
近
代
」
で
未

発
達
の
段
階
だ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
、
日
本
の
「
浪
漫
主
義
」
も
「
自

然
主
義
」
も
、
本
場
欧
州
の
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
未
熟
な
贋
物
で
あ

る
と
い
う
、
お
よ
そ
「
進
化
論
」
的
な
意
見
を
い
う
知
識
人
は
か
つ

て
は
一
般
的
だ
っ
た
し
、
現
在
も
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
そ

う
い
う
発
想
自
体
が
、
「
善
（
本
物
・
正
解
）
を
勧
め
、
悪
（
贋
物
・

誤
解
）
を
懲
ら
す
」
と
い
う
二
項
対
立
の
枠
組
み
の
産
物
な
の
だ
。

そ
こ
か
ら
脱
却
す
る
に
は
、
そ
の
贋
物
性
や
誤
解
を
、
積
極
的
に
受

け
入
れ
る
し
か
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

一
方
、
パ
ー
ジ
ヴ
ァ
ル
・
ス
ペ
ン
サ
ー
（
以
下
「
P
．
ス
ペ
ン
サ
ー
」

と
略
）
に
つ
い
て
知
ら
れ
る
事
は
極
め
て
乏
し
い
。
だ
が
、
私
に
と

っ
て
興
味
深
い
の
は
、
か
ほ
ど
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
少
な
い
見
世
物

師
が
、
あ
る
時
代
を
生
き
た
多
く
の
人
々
に
は
生
涯
忘
れ
難
い
強
烈

な
記
憶
を
残
し
て
、
し
か
も
人
知
れ
ず
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
正
に
見
た
人
の
記
憶
の
な
か
に
の
み
残
る
、
束
の

間
の
白
昼
夢
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
私
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

「
科
学
」
と
い
う
見
世
物
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飛
行
機
の
関
連
の
項
目
で
「
パ
ー
ジ
ヴ
ァ
ル
・
ス
ペ
ン
サ
ー
そ
の

秘
密
の
生
涯
」
と
い
う
記
事
の
情
報
を
得
、
勇
ん
で
大
英
図
書
館
の

普
段
足
を
踏
み
入
れ
な
い
自
然
科
学
室
で
、
当
該
の
飛
行
機
マ
ニ
ア

の
雑
誌
を
閲
覧
し
た
が
、
そ
れ
は
全
く
別
の
一
八
九
二
年
生
れ
の
米

国
の
同
名
異
人
だ
っ
た
。

明
治
期
に
残
さ
れ
た
賂
し
い
浮
世
絵
版
画
の
な
か
で
、
こ
の

P
.

ス
ペ
ン
サ
ー
ほ
ど
数
多
く
描
か
れ
た
西
洋
人
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
だ

が
、
不
思
議
な
こ
と
に
彼
の
写
真
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
あ
れ
程
話

題
を
残
し
、
天
覧
の
飛
行
を
試
み
た
著
名
な
西
洋
人
で
も
、
政
府
招

聘
の
「
お
雇
い
外
国
人
」
と
は
異
な
る
、
一
介
の
見
世
物
師
に
す
ぎ

な
い

P
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
肖
像
は
、
写
真
に
す
ら
残
さ
れ
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、

P
・
ス
ペ
ン
サ
ー
は
無
名
の
存
在
で
は
な

く
、
ま
た
決
し
て
日
本
で
だ
け
持
て
囃
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。
英
国

で
も
、
「
タ
イ
ム
ズ
』
紙
で
も
度
々
取
り
上
げ
ら
れ
る
程
度
に
は
有

名
な
、
・
the
A
e
r
o
n
a
u
t`
だ
っ
た
。

気
球
は
十
八
、
十
九
世
紀
に
は
多
く
の
国
で
話
題
を
集
め
た
、
科

学
技
術
の
粋
で
も
あ
り
、
軍
事
技
術
で
あ
り
、
見
世
物
で
も
あ
っ
た
。

空
を
飛
行
す
る
と
い
う
人
間
の
夢
を
叶
え
る
術
と
し
て
の
気
球
は
、

科
学
を
信
奉
し
、
そ
の
進
歩
を
前
提
と
す
る
意
味
で
、
や
は
り
進
化

論
の
時
代
の
産
物
で
も
あ
っ
た
。

ロ
ン
ド
ン
で
の
最
初
の
気
球
は
一
七
八
四
年
だ
っ
た
が
、
直
ぐ
に

(
3
)
 

人
気
を
集
め
る
見
世
物
と
な
っ
て
い
た
。
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
演
劇
の

研
究
者
で
あ
る
マ
イ
ケ
ル
・
ブ
ー
ス
に
よ
る
と
、
一
八
二
三
年
に
は

パ
ン
ト
マ
イ
ム
や
道
化
芝
居
で
、
劇
の
進
行
と
関
り
な
く
舞
台
に
気

[
4
-

球
を
登
場
さ
せ
「
し
ば
し
ば
流
れ
を
妨
げ
た
」
と
い
う
。
ま
た
、
ヴ

ェ
ル
ヌ
の
「
八
十
日
間
世
界
一
周
』
の
設
定
が
一
八
七
二
年
に
な
っ

て
い
る
の
は
、
当
時
「
世
界
一
周
旅
行
家
」
と
い
う
よ
う
な
存
在
が

は
や
り
始
め
た
か
ら
だ
っ
た
。
日
本
で
の
「
世
界
一
周
会
」
が
朝
日

新
聞
主
催
で
開
催
さ
れ
た
の
は
、
一
九

0
八
年
（
明
治
四
一
）
で
あ

0
5
)
 

る。
と
こ
ろ
で
日
本
で
も
気
球
の
存
在
は
、
江
戸
時
代
か
ら
知
ら
れ
て

つu)

い
た
。
タ
イ
モ
ン
・
ス
ク
リ
ー
チ
に
よ
る
と
、
十
八
世
紀
後
半
の

寛
政
年
間
に
、
江
戸
の
知
識
人
の
間
で
は
、
既
に
気
球
が
話
題
と
な

り
、
戯
作
類
の
挿
絵
に
も
描
か
れ
て
い
る
。
勿
論
、
当
時
日
本
で
そ

れ
を
実
見
し
た
人
は
い
な
か
っ
た
が
、
西
洋
最
新
の
科
学
情
報
が
、

江
戸
で
は
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
入
っ
て
い
た
事
は
、
近
年
の
研
究
で
は

知
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
気
球
の
歴
史
を
述
べ
る
の
が
目
的
で
は
な
い
の
で
、

P
・
ス
ペ
ン
サ
ー
に
話
題
を
戻
そ
う
。

大
英
図
書
館
や
コ
リ
ン
デ
ー
ル
の
同
館
付
属
新
聞
図
書
館
で
、

P
・
ス
ペ
ン
サ
ー
来
日
前
後
、
一
八
八

O
I九
0
年
代
の
「
タ
イ
ム

ズ
』
の
索
引
を
調
べ
な
が
ら
も
、
「
気
球
」
な
ど
と
い
う
項
目
が
あ

る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
期
、
毎
年
の
よ

う
に
＾
balloon'
が
、
立
項
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
何
度
か
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P̂ercival S
p
e
n
c
e
r
'
の
名
前
も
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
、

P
・
ス
ペ
ン
サ
ー
が
来
日
し
た
前

年
、
一
二
月
十
九
日
に
カ
ル
カ
ッ
タ
で
、
数
干
の
観
衆
を
集
め
て
飛
行

を
試
み
た
と
、
「
タ
イ
ム
ズ
』
が
同
年
三
月
ニ
―
日
付
で
報
じ
て
い

る
。
「
気
球
は
か
な
り
の
高
度
に
達
し
た
後
、
東
方
に
姿
を
消
し
た
。

気
球
乗
り

(the
aeronaut)

の
安
否
は
不
明
で
あ
る
。
午
後
七
時
五

十
分
」
と
。
し
か
し
、
そ
れ
に
続
け
て
、
彼
は
着
陸
し
た
模
様
と
報

じ
、
二
五
歳
位
の
青
年
で
あ
る
事
、
一
月
半
ば
に
イ
ン
ド
に
至
り
、

既
に
二
度
、
彼
の
気
球
「
イ
ン
ド
の
女
帝
」
号
か
ら
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト

で
の
着
地
に
成
功
し
た
旨
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
ス
ペ
ン
サ
ー
が
、

来
日
し
た
気
球
乗
り
と
同
一
人
な
の
は
、

'Mr.
Percival S
p
e
n
c
e
r
'
 

と
い
う
見
出
し
の
翌
日
付
同
紙
の
報
で
分
る
。
「
チ
ャ
ー
ル
ズ
・

G
・
ス
ペ
ン
サ
ー
氏
は
ブ
ル
ー
ム
ー
ス
か
ら
以
下
の
電
報
を
打
て

り
。
『
息
子
パ
ー
ジ
ヴ
ァ
ル
・
ス
ペ
ン
サ
ー
は
火
曜
夕
、
カ
ル
カ
ッ

タ
、
カ
ニ
ン
グ
港
に
気
球
で
無
事
着
地
せ
り
」
と
」
。
二
五
日
に
は
、

更
に
詳
報
を
伝
え
て
い
る
。

一
八
九

0
(明
治
二
三
）
年
、
来
日
の
数
ヶ
月
前
、
五
月
十
二
日

の
同
紙
に
よ
る
と
、

P
・
ス
ペ
ン
サ
ー
は
「
王
立
軍
事
博
覧
会
」
で

「
戦
争
気
球

(
W
a
r
Balloon)
」
と
い
う
の
を
ロ
ン
ド
ン
市
内
で
試
み

て
い
る
。
「
こ
の

W
日
B
a
l
l
o
o
n
と
い
う
用
語
は
ス
ペ
ン
サ
ー
氏
が
始

め
た
の
だ
が
、
絹
と
綿
の
混
紡
の
特
製
で
、
抜
群
の
強
度
で
あ
る
」

と
い
う
だ
け
の
意
味
で
あ
る
ら
し
い
。
こ
の
時
、

P
・
ス
ペ
ン
サ
ー

は
二
人
の
息
子
に
加
え
、
娘
も
初
飛
行
を
し
た
と
報
じ
て
い
る
。
黙

阿
弥
の
『
風
船
乗
』
で
、
五
世
菊
五
郎
が
息
子
（
後
の
六
世
菊
五
郎
）

を
遠
見
で
使
っ
た
趣
向
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
も
い
え
る
。
飛
行

に
続
き
、
多
種
の
余
興
が
続
い
た
事
を
、
同
紙
は
報
じ
て
い
る
。
残

念
な
の
は
、
同
時
期
の
賂
し
い
他
の
新
聞
雑
誌
類
の
数
種
を
見
た
限

り
で
は
、

P
．
ス
ペ
ン
サ
ー
の
写
真
や
似
顔
を
見
る
こ
と
で
き
な
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
市
内
で
は
一
八
二

0
年
代
か
ら
何
度

も
気
球
は
登
場
し
て
い
る
か
ら
、

P
．
ス
ペ
ン
サ
ー
は
既
に
記
事
以

上
に
注
目
さ
れ
る
程
の
存
在
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
煙
草
の
販

売
促
進
の
景
品
に
始
ま
る
ら
し
い
、
「
シ
ガ
レ
ッ
ト
カ
ー
ド
」
（
タ
バ

コ
カ
ー
ド
と
も
）
と
称
す
る
人
気
選
手
・
芸
人
等
の
似
顔
を
集
め
た

メ
ン
コ
型
の
カ
ー
ド
は
、
マ
ニ
ア
が
多
い
ら
し
く
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
や

古
版
画
店
等
で
よ
く
見
か
け
た
し
、

baloonistW;i
も
見
か
け
た
が
、

P
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
名
も
顔
も
な
か
っ
た
。
英
国
在
住
で
当
地
の
事

情
に
精
通
し
、
時
間
の
あ
る
奇
特
な
方
の
努
力
と
幸
運
に
待
ち
た

、。し
と
こ
ろ
で
、
一
九
〇
一
年
ロ
ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
た
「
軍
事
博
覧

会
」
は
、
当
時
在
住
の
夏
目
漱
石
が
、
同
宿
の
邦
人
・
田
中
孝
太
郎

か
ら
、
川
上
音
二
郎
の
芝
居
見
物
へ
の
誘
い
を
断
っ
た
当
日
（
六
月

二
二
日
）
に
会
場
の
ア
ー
ル
ズ
・
コ
ー
ト
ヘ
足
を
向
け
た
こ
と
で
も

知
ら
れ
る
。
漱
石
が
川
上
の
芝
居
を
ノ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ヒ
ル
・
ゲ
ー
ト

の
コ
ロ
ネ
ッ
ト
座
（
現
・
映
画
館
）
で
見
る
の
を
拒
否
し
た
気
持
ち
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は
理
解
し
う
る
。
だ
が
、
な
ぜ
、
漱
石
は
そ
の
当
日
に
「
軍
事
悼
覧

会
」
の
見
物
に
行
く
気
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
時
は
「
軍
事
」

も
ま
た
「
見
世
物
」
で
あ
り
、
多
く
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
も
演
じ
ら

れ
た
。
そ
こ
で
は
、
『
中
国
ー
公
使
館
の
救
助
』
と
い
う
義
和
団

の
乱
を
題
材
に
し
た
芝
居
も
演
じ
ら
れ
て
い
た
。

漱
石
の
日
記
に
は
、
軍
事
博
で
、
こ
の
芝
居
を
見
た
と
は
書
か
れ

て
い
な
い
。
と
も
か
く
、
漱
石
は
、
川
上
の
芝
居
よ
り
は
最
新
の
科

学
技
術
の
見
世
物
を
見
る
こ
と
を
選
ん
だ
の
だ
。
だ
が
、
漱
石
は

「
あ
ら
ゆ
る
晩
近
の
科
学
的
知
識
を
応
用
す
る
」
の
が
当
今
欧
州
の

舞
台
で
あ
る
事
を
知
り
、
興
味
を
示
し
て
い
る
。
（
「
英
国
現
今
の
劇

況
j

)

漱
石
は
「
ガ
リ
ッ
ク
と
い
ふ
役
者
の
為
に
ド
ル
ー
レ
ー
、
レ

ー
ン
座
の
道
具
立
を
や
っ
た
」
ド
・
ル
ー
ザ
ブ
ル
グ
（
現
今
の
表
記

で
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ド
・
ラ
ウ
サ
ー
バ
ー
グ
が
一
般
的
か
）
の

名
も
持
ち
出
し
て
、
「
青
い
木
が
段
々
と
焦
茶
色
に
な
る
処
を
出
し
、

月
が
段
々
と
登
つ
て
来
て
雲
の
側
を
通
る
処
な
ぞ
を
や
っ
た
」
の
で

あ
り
、
現
今
の
「
舞
台
改
革
」
で
も
「
現
今
の
科
学
、
器
械
学
又
は

(
7
)
 

水
力
学
を
舞
台
に
応
用
す
る
」
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
漱
石
が
ド
ゥ

ル
リ
ー
・
レ
ー
ン
の
パ
ン
ト
マ
イ
ム
の
「
道
具
立
と
か
光
線
」
に
感

喫
し
た
鏡
子
夫
人
へ
の
書
簡
は
よ
く
引
用
さ
れ
る
。
十
九
世
紀
末
の

英
国
の
演
劇
事
情
で
は
当
然
の
こ
と
だ
が
、
漱
石
の
な
か
で
、
科
学

と
見
世
物
と
演
劇
は
同
一
平
面
上
の
も
の
だ
っ
た
。

気
球
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
気
球
は
呑
気
な
見
世
物

か
航
空
マ
ニ
ア
の
趣
味
に
思
え
る
が
、
当
初
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
時

に
密
使
の
命
の
必
要
か
ら
発
想
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
分
る
が
、
我
々

の
用
い
る
多
く
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
元
来
軍

事
目
的
の
産
物
で
あ
る
。
明
治
の
日
本
で
も
、
西
南
戦
争
時
の
使
用

を
意
図
し
て
最
初
の
実
験
は
一
八
七
八
（
明
治
十
）
年
海
軍
省
が
行

っ
た
が
、
二
個
と
も
失
敗
、
翌
年
陸
軍
士
官
学
校
開
校
式
で
無
人
で

成
功
し
た
事
が
知
ら
れ
て
い
る
。

p
．
ス
ペ
ン
サ
ー
来
日
の
正
確
な
日
付
は
未
確
認
だ
が
、
日
本
で

の
飛
行
は
、
当
時
ア
ジ
ア
で
台
頭
し
た
日
本
の
記
事
も
多
い
「
タ
イ

ム
ズ
』
に
も
報
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
た
だ
し
、
日
本
の
新
聞
で
は

幣
し
く
報
じ
ら
れ
た
か
ら
、
そ
の
様
子
は
あ
る
程
度
判
明
す
る
。
そ

れ
に
つ
い
て
は
、
『
河
竹
黙
阿
弥
集
』
の
注
で
触
れ
た
の
で
興
味
の

あ
る
方
は
参
照
さ
れ
た
い
。

十
八
世
紀
に
考
案
さ
れ
た
気
球
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
文
字
通

り
の
上
昇
志
向
の
産
物
で
あ
る
。
塔
に
代
表
さ
れ
る
、
天
空
に
近
づ

く
と
い
う
欲
求
は
、
古
来
あ
る
も
の
と
は
い
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ

は
や
は
り
、
長
怖
す
べ
き
対
象
で
あ
り
、
或
い
は
信
仰
の
目
的
を
前

提
に
許
さ
れ
る
性
質
の
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
だ
が
、
十
九
世
紀
の
上

昇
志
向
は
、
畏
怖
や
信
仰
と
は
、
無
縁
に
思
え
る
。
そ
れ
を
不
埒
な

沙
汰
と
咎
め
る
向
き
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
少
な
く
と
も
「
タ

イ
ム
ズ
j

紙
の
記
事
か
ら
も
、
あ
く
ま
で
も
興
味
本
位
な
見
世
物
と

し
て
、
或
い
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
歩
へ
の
関
心
と
し
て
報
じ
ら
れ
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て
い
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
気
球
は
当
然
な
が
ら
「
進
化
論
」
の
精

神
を
反
影
し
た
、
科
学
技
術
で
あ
り
、
見
世
物
だ
っ
た
。

そ
の
両
者
の
共
存
は
、
「
専
門
」
が
分
化
し
た
「
現
代
」
か
ら
は

些
か
奇
妙
に
思
え
る
が
、
当
時
の
文
脈
で
は
、
少
し
も
不
思
議
な
こ

と
で
は
な
い
。
近
年
盛
ん
な
「
博
覧
会
」
の
研
究
で
明
ら
か
な
よ
う

に
、
時
の
政
府
が
近
代
科
学
の
啓
蒙
を
目
指
し
た
博
覧
会
を
、
庶
民

は
、
江
戸
の
「
見
世
物
」
感
覚
の
好
奇
心
で
存
分
に
吸
収
し
た
。
か

つ
て
は
、
そ
れ
は
庶
民
の
「
民
度
」
の
低
さ
と
考
え
る
学
者
も
い
た

訳
だ
が
、
実
際
に
は
そ
の
見
世
物
性
と
し
て
吸
収
し
た
こ
と
自
体
が
、

重
要
な
の
だ
。

現
に
、
私
は
約
一
年
間
の
ロ
ン
ド
ン
滞
在
中
、
「
自
然
史
博
物
館
」

に
新
設
開
場
の
ニ
ュ
ー
ス
の
あ
っ
た
「
ダ
ー
ウ
ィ
ン
・
セ
ン
タ
ー
」

に
足
を
運
ん
だ
が
、
そ
こ
に
展
示
さ
れ
て
い
る
幣
し
い
数
の
動
物
標

本
に
圧
倒
さ
れ
た
。
「
科
学
的
民
度
」
の
低
い
私
に
は
、
そ
れ
は
不

気
味
で
悪
趣
味
極
ま
る
、
無
数
の
動
物
の
死
体
の
ア
ル
コ
ー
ル
漬
け

の
瓶
詰
め
に
し
か
見
え
な
か
っ
た
。
鱗
の
生
々
し
い
蛇
、
折
れ
曲
が

っ
た
鳥
の
足
、
眼
を
見
開
い
た
魚
、
口
の
隙
間
か
ら
乱
杭
歯
の
見
え

る
鼠
、
気
味
悪
い
模
様
の
名
も
知
ら
ぬ
動
物
。
そ
れ
ら
、
気
の
弱
い

人
な
ら
正
視
に
耐
え
ず
卒
倒
し
そ
う
な
、
数
千
に
も
及
ぶ
動
物
の
死

体
に
囲
ま
れ
な
が
ら
、
健
康
な
生
活
を
数
十
年
に
渡
っ
て
「
進
化
」

を
考
察
す
る
「
科
学
者
」
の
精
神
は
、
私
に
は
ネ
ク
ロ
フ
ィ
リ
ア
の

ょ
う
に
も
思
わ
れ
た
。
同
時
に
、
江
戸
の
「
物
産
会
」
や
明
治
初
期

私
の
乏
し
く
恣
意
的
な
海
外
で
の
観
劇
経
験
か
ら
し
て
、
日
本
で

の
上
演
と
最
も
そ
の
性
質
の
差
を
感
じ
る
の
は
、
広
義
の
「
自
然
主

義
」
の
戯
曲
の
舞
台
表
現
で
あ
る
。
大
制
場
で
あ
れ
、
フ
リ
ン
ジ
の

よ
う
な
小
空
間
で
あ
れ
、
そ
の
肉
感
性
、
官
能
性
の
違
い
で
あ
る
。

―
つ
は
ナ
イ
ー
ブ
な
感
想
で
あ
る
が
、
俳
優
の
実
際
の
肉
体
的
な
大

き
さ
や
、
生
々
し
さ
へ
の
驚
き
で
あ
る
。
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
ー
や
ゴ

ー
リ
キ
ー
の
登
場
人
物
た
ち
は
、
こ
ん
な
に
ま
で
圧
倒
的
に
大
き
な
、

時
に
は
見
世
物
的
な
グ
ロ
テ
ス
ク
に
思
え
る
ほ
ど
の
巨
体
を
も
っ
た

四
の
「
博
覧
会
」
で
、
か
よ
う
な
動
物
の
剥
製
や
標
本
や
死
体
の
瓶
詰

を
見
た
庶
民
が
、
「
科
学
」
を
「
見
世
物
」
と
し
て
受
容
し
た
の
は
、

あ
ま
り
に
当
然
で
あ
り
、
「
ダ
ー
ウ
ィ
ン
・
セ
ン
タ
ー
」
で
笑
い
声

と
嬌
声
、
奇
声
を
立
て
な
が
ら
、
死
体
の
瓶
詰
を
見
て
喜
ぶ
現
代
の

子
供
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
は
善
意
の
科
学
者
の
意
図
す
る
啓
蒙
の
役

割
で
な
く
、
子
供
の
残
虐
趣
味
を
み
た
し
、
同
時
に
緩
和
す
る
見
世

物
な
の
は
明
ら
か
だ
っ
た
。

(
8
)
 

以
前
別
の
場
所
で
論
じ
た
事
が
あ
る
が
、
十
九
世
紀
の
思
潮
で
あ

っ
た
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
も
同
じ
事
が
言
え
る
。
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
が

あ
れ
ほ
ど
世
を
席
捲
し
、
一
般
に
も
流
通
し
た
の
は
、
そ
の
「
見
世

物
性
」
と
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
な
い
。

「
本
質
主
義
」
と
禁
欲
主
義
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人
間
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
、
素
朴
に
思
え
る
が
、
重
要
な
感
想
で
あ

る
。
そ
こ
に
あ
る
、
グ
ロ
テ
ス
ク
に
思
え
る
ほ
ど
の
巨
体
や
長
身
、

腰
回
り
や
胸
板
、
二
の
腕
の
厚
さ
や
太
さ
。
腹
か
ら
響
き
出
る
声
。

舞
台
を
歩
き
回
る
足
音
や
舞
台
の
軋
み
。
も
の
の
匂
い
や
体
臭
。
そ

う
い
う
、
何
か
、
存
在
そ
の
も
の
が
過
剰
に
思
え
て
、
舞
台
か
ら
は

み
出
し
て
し
ま
い
そ
う
な
量
感
は
、
日
本
の
「
自
然
主
義
」
に
は
全

＜
欠
落
し
て
い
る
。
欧
州
の
「
本
場
」
が
本
物
で
、
日
本
の
輸
入
品

は
「
贋
物
」
と
い
う
昔
な
が
ら
の
二
項
対
立
を
、
持
ち
出
し
て
い
る

訳
で
は
な
い
。
日
本
の
自
然
主
義
と
い
う
よ
り
、
近
代
劇
上
演
に
は
、

演
出
者
の
考
え
る
「
戯
曲
の
本
質
」
や
「
作
品
の
テ
ー
マ
」
は
あ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
舞
台
に
現
前
し
、
そ
こ
か
ら
滲
み
出
て
く
る
表

現
の
過
剰
性
は
、
言
葉
を
か
え
て
い
う
と
あ
る
種
の
「
見
世
物
性
」

は
全
く
欠
落
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

Jane R. 
Goodall Peeformance a
n
d
 Evolu
思
n
in 
the A
g
e
 of 

(
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に
よ
る
と
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ア
ー
ヴ
ィ

ン
グ
は
、

the
beast actor
で
あ
り
、
そ
の
書
の
題
名
通
り
、
進
化

論
の
時
代
に
あ
っ
て
、
そ
の
見
世
物
性
が
い
か
に
大
き
な
魅
力
だ
っ

た
か
と
論
じ
て
い
る
。

こ
れ
は
俳
優
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
第
一
、
西
洋
の
観
客
は
、

そ
ん
な
俳
優
の
量
感
や
大
き
さ
は
自
明
の
こ
と
で
意
識
す
ら
し
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
う
い
う
「
見
世
物
性
」
へ
の
無
関
心
や

欠
落
や
否
定
は
、
日
本
の
近
代
劇
上
演
の
、
装
置
、
照
明
、
小
道
具

や
衣
裳
等
の
舞
台
表
現
の
貧
し
さ
に
繋
が
る
。
逆
に
い
う
と
、
外
国

の
近
代
劇
上
演
の
官
能
的
な
魅
力
や
圧
倒
感
は
、
装
置
や
小
道
具
、

衣
裳
の
表
現
力
に
も
負
う
と
こ
ろ
極
め
て
大
き
い
。
現
実
的
に
言
え

ば
、
そ
こ
に
か
け
る
手
間
と
金
の
違
い
を
実
感
す
る
の
で
あ
る
。
一

個
の
古
び
た
机
、
煤
け
た
ラ
ン
プ
、
窓
枠
の
傷
、
衣
裳
の
躾
、
質
感
、

量
感
、
肌
触
り
。
そ
う
い
う
個
々
の
「
も
の
」
自
体
の
も
つ
、
フ
ェ

テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
肉
感
性
や
、
官
能
性
の
表
現
の
欠
落
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
日
本
の
「
新
劇
」
の
禁
欲
主
義
の
欠
点
と
繋
が
る
。
つ
ま
り
、

日
本
で
は
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
金
を
か
け
る
の
は
無
駄
な
の
で
あ
り
、

重
要
な
の
は
「
本
質
」
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
演
劇
表
現
で
、
重
要
な

の
は
目
に
見
え
な
い
、
「
内
面
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と

こ
そ
が
「
本
質
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

し
か
し
、
十
九
世
紀
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
時
代
に
、
舞
台
に
実
物
の

家
具
を
置
く
こ
と
自
体
が
驚
き
で
あ
り
、
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
が
肉
塊
を

ぶ
ら
下
げ
た
事
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
、
一
種
の
過
剰

な
見
世
物
性
と
、
近
代
劇
の
性
質
と
は
、
簡
単
に
切
り
離
し
て
い
い

も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
近
代
劇
、
自
然
主
義
の
時
代
は
、
舞
台
技
術

の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
転
換
期
と
メ
ロ
ド
ラ
マ
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。

メ
ロ
ド
ラ
マ
で
は
、
装
置
や
照
明
等
の
過
剰
な
見
世
物
性
の
表
現
が

重
視
さ
れ
、
そ
れ
が
如
何
に
時
代
の
最
新
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
応
用

(10) 

し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
当
然
、
十

九
世
紀
の
写
実
主
義
に
伴
っ
て
登
場
し
た
ボ
ッ
ク
ス
・
セ
ッ
ト
の
構
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造
と
も
関
連
す
る
訳
だ
が
、
そ
れ
も
含
め
て
、
照
明
の
可
能
性
を
前

提
に
し
て
こ
そ
、
近
代
劇
の
細
か
い
卜
書
き
指
定
は
さ
れ
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
現
在
で
こ
そ
、
ボ
ッ
ク
ス
・
セ
ッ
ト
は
い
と
も
簡

単
に
否
定
さ
れ
た
り
、
「
自
然
主
義
」
的
発
想
は
よ
く
検
討
さ
れ
る

以
前
に
批
判
を
前
提
と
し
て
語
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
、

当
時
の
観
客
に
と
っ
て
如
何
に
新
鮮
で
、
官
能
的
で
さ
え
あ
る
よ
う

な
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
感
覚
を
刺
激
す
る
も
の
だ
っ
た

か
と
い
う
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
演
劇

で
も
、
当
然
な
が
ら
、
装
置
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ニ
ズ
ム
が
、
劇
作
法

の
変
化
を
促
し
た
。

近
代
劇
は
、
そ
う
い
う
メ
ロ
ド
ラ
マ
ヘ
の
批
判
と
否
定
か
ら
成
立

し
た
と
さ
れ
る
。
実
際
、
当
事
者
た
ち
の
書
簡
類
や
伝
記
か
ら
は
、

そ
う
い
う
言
辞
を
引
き
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
だ
が
、
重
要
な
の
は
、

そ
こ
で
も
、
当
事
者
た
ち
の
意
識
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
、
舞
台
を
動

か
し
て
い
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
や
時
代
の
流
れ
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。

我
々
は
、
い
く
ら
敵
対
関
係
に
見
え
る
存
在
で
も
、
そ
の
時
代
に
生

き
て
い
て
は
分
ら
な
い
、
自
明
の
前
提
の
上
に
成
立
し
て
い
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
あ
る
近
代
劇
作
品
が
初
演
さ
れ
た
際
に
、

同
時
期
の
他
の
劇
場
で
は
ど
ん
な
類
の
演
劇
が
、
ど
ん
な
舞
台
技
術

で
上
演
さ
れ
、
そ
れ
を
観
客
た
ち
が
如
何
に
目
を
睦
っ
て
い
た
か
を

考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
イ
プ
セ
ン
の
「
幽
霊
』
の
幕
開
き
の

ガ
ラ
ス
戸
越
し
の
雨
。
一
一
幕
目
の
孤
児
院
の
火
事
。
幕
切
れ
の
フ
ィ

ヨ
ル
ド
に
上
る
太
陽
。
こ
れ
ら
は
、
「
近
代
劇
」
が
否
定
し
た
、
メ

ロ
ド
ラ
マ
の
観
客
に
溜
息
を
つ
か
せ
て
い
た
、
当
時
の
最
新
の
技
術

や
、
ラ
イ
ム
ラ
イ
ト
の
効
果
を
考
え
ず
に
可
能
だ
っ
た
ろ
う
か
。
チ

ェ
ー
ホ
フ
が
ボ
ー
ド
ヴ
ィ
ル
の
作
家
だ
っ
た
こ
と
と
、
若
年
の
イ
プ

セ
ン
が
舞
台
の
現
場
で
働
い
て
い
た
人
間
だ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
。

『
幽
霊
』
に
於
け
る
夜
の
闇
が
明
け
て
徐
々
に
山
頂
を
太
陽
が
照

し
出
し
て
い
く
有
名
な
幕
切
れ
も
、
単
な
る
白
熱
電
灯
の
使
用
に
よ

る
照
明
だ
け
で
は
考
え
ら
れ
ず
、
調
光
器
の
効
果
を
前
提
と
せ
ず
に

考
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
え
る
処
が
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は

『
幽
霊
』
は
一
八
八
一
年
六
月
か
ら
十
一
月
の
間
に
イ
タ
リ
ア
在
住

時
に
書
か
れ
、
十
二
月
に
出
版
さ
れ
た
事
情
を
考
え
る
と
、
イ
プ
セ

ン
は
実
際
の
照
明
効
果
は
何
を
前
提
に
し
た
の
か
際
ど
い
時
期
で
あ

る
。
初
演
は
一
八
八
二
年
五
月
シ
カ
ゴ
の
オ
ー
ロ
ラ
・
タ
ー
ナ
ー
ホ

ー
ル
で
、
グ
レ
イ
ン
の
独
立
劇
場
に
よ
る
ロ
ン
ド
ン
初
演
は
九
年
後

の
一
八
九
一
年
三
月
十
三
日
R
o
y
a
l
t
y
座
で
あ
る
が
、
私
に
は
初
演

時
の
照
明
の
実
際
は
詳
ら
か
に
出
来
な
い
。

一
八
四
六
年
パ
リ
で
「
予
言
者
」
と
い
う
オ
ペ
ラ
で
背
景
に
朝
日

の
昇
る
効
果
を
ア
ー
ク
灯
で
表
現
し
た
と
い
う
が
、
そ
れ
以
前
に
も
、

一
般
に
は
写
真
の
始
祖
と
し
て
知
ら
れ
る
が
元
来
は
舞
台
装
置
の
画

工
で
あ
っ
た
ダ
ゲ
ー
ル
が
、
一
八
二

0
年
前
後
か
ら
自
身
で
考
案
し

た
ジ
オ
ラ
マ
の
よ
う
な
照
明
効
果
を
用
い
た
舞
台
装
置
で
有
名
と
な
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っ
て
い
た
。

ダ
ゲ
ー
ル
の
ジ
オ
ラ
マ
は
光
の
変
化
の
強
烈
な
印
象
で
人
気
を
博

し
、
素
晴
ら
し
い
夏
の
情
景
に
雲
が
広
が
っ
て
い
き
、
嵐
の
接
近
に

よ
る
闇
へ
の
変
化
を
見
せ
、
「
大
粒
の
雨
が
い
ま
に
も
降
っ
て
く
る

よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
」
と
評
さ
れ
る
程
だ
っ
た
。
こ
の
評
言
は
不

思
議
と
「
幽
霊
』
の
幕
明
き
の
卜
書
き
に
符
合
し
て
い
る
。

ま
た
、
一
八
八
一
年
は
パ
リ
で
、
そ
の
後
世
界
各
地
で
行
わ
れ
た

「
電
気
技
術
機
器
博
覧
会
」
が
開
催
さ
れ
た
年
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ

(12) 

っ
て
劇
場
照
明
は
急
激
な
発
展
を
見
た
と
さ
れ
る
。
ダ
ゲ
ー
ル
は
そ

の
後
写
真
の
世
界
で
名
を
な
す
が
、
毛
利
三
禰
に
よ
る
と
イ
プ
セ
ン

(13) 

自
身
が
写
真
に
非
常
な
興
味
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。
写
真
が
十
九

世
紀
の
絵
画
に
影
響
を
与
え
た
の
は
常
識
だ
が
、
舞
台
装
置
に
と
っ

て
も
大
き
な
影
響
が
あ
っ
た
の
を
、
マ
イ
ケ
ル
・
プ
ー
ス
が
指
摘
し

て
い
る
。
か
つ
て
劇
場
の
現
場
で
仕
事
を
し
て
い
た
イ
プ
セ
ン
は
そ

う
い
う
動
向
に
少
な
か
ら
ぬ
関
心
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

J
a
n
e
R. 

Goodall
は
前
掲
書
で
、
一
九

0
0年
の
パ
リ
で
の
万
国
博
覧
会
が
、

(15) 

い
か
に
劇
場
の
電
気
照
明
や
装
置
に
影
響
を
与
え
た
か
論
じ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
実
際
の
調
光
設
備
や
照
明
の
発
達
を
前

提
と
し
て
こ
そ
、
イ
プ
セ
ン
は
晩
年
の
諸
作
品
の
構
想
を
得
た
の
だ

と
も
推
測
さ
れ
る
。
「
野
鴨
』
や
「
ヘ
ッ
ダ
・
ガ
ブ
ラ
ー
」
に
見
ら

れ
る
瑣
末
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る
卜
書
き
の
指
定
も
そ
う
だ
が
、
こ
の

両
作
品
の
重
要
な
舞
台
設
定
と
な
っ
て
い
る
奥
部
屋
の
機
能
に
も
、

調
光
装
置
の
存
在
を
前
提
と
し
な
く
て
は
理
解
し
に
く
い
と
こ
ろ
が

あ
る
の
で
あ
る
。
「
野
鴨
』
の
エ
ク
ダ
ル
は
当
時
最
先
端
の
職
業
で

あ
る
写
真
師
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン

グ
・
シ
ヴ
ェ
ル
プ
シ
ュ
「
闇
を
ひ
ら
く
光
』
に
よ
る
と
、
舞
台
装
置

家
に
し
て
写
真
家
の
ダ
ゲ
ー
ル
は
、
特
に
ジ
オ
ラ
マ
を
利
用
し
て

「
暗
く
し
た
前
景
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
部
か
ら
遮
断
さ
れ

た
明
る
い
背
景
図
が
、
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ニ
ズ
ム
と
い
う
点
で
、
い
ま

ま
で
の
書
割
舞
台
よ
り
は
る
か
に
す
ぐ
れ
た
効
果
を
あ
げ
」
た
と
い

う
。
こ
の
評
言
は
、
ど
こ
か
「
野
鴨
』
や
「
ヘ
ッ
ダ
・
ガ
ブ
ラ
ー
』

の
奥
部
屋
の
装
置
を
連
想
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
効
果

が
、
当
時
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
利
用
し
た
、
視
覚
的
な
見
世
物
と
無

関
係
な
の
だ
ろ
う
か
。

毛
利
三
禰
に
よ
る
と
イ
プ
セ
ン
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
「
見
世
物
化
し

た
娯
楽
劇
を
否
定
は
し
た
が
、
視
覚
表
現
へ
の
依
存
度
を
高
め
て
い

た
こ
と
で
は
ま
っ
た
く
同
じ
路
線
上
に
あ
っ
た
。
自
然
主
義
の
環
境

問
題
や
人
物
性
格
は
台
詞
で
議
論
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
視
覚
的
に
表

(16) 

現
さ
れ
ね
ば
そ
の
写
実
性
が
納
得
さ
れ
な
い
」
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
興
味
深
い
の
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
に
関
わ
る
よ
う
な
舞
台

技
術
上
の
表
現
は
、
最
新
設
備
を
備
え
た
主
要
な
劇
場
か
ら
始
ま
り
、

次
第
に
、
小
規
模
、
な
い
し
は
二
、
三
流
の
劇
場
へ
伝
播
し
て
行
く

の
で
な
く
、
其
の
逆
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

(17) 

Victorian Portable T
h
e
a
~器
の
著
者

J
•
H
目

r
o
pに
よ
る
と
、
舞
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五
台
の
、
電
気
照
明
へ
の
転
換
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
大
劇
場
よ
り
も
、
見

世
物
性
を
重
視
す
る
巡
業
劇
団
の
方
が
早
か
っ
た
の
だ
と
い
う
。

ま
た
、
日
本
の
近
代
演
劇
で
も
、
帝
劇
の
当
初
の
照
明
は
、
明
治

座
で
「
細
川
の
血
達
磨
』
の
本
火
の
仕
掛
け
で
も
知
ら
れ
た
松
井
阿

久
利
太
郎
が
担
当
し
た
し
、
「
新
劇
」
で
も
、
実
際
の
舞
台
上
の
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
旧
劇
や
奇
術
等
の
工
夫
に
負
う
と
こ
ろ
が
少
な
く
な

い
の
は
、
戸
板
康
二
『
対
談
・
日
本
新
劇
史
』
な
ど
を
読
む
と
、
諸

(18) 

家
の
回
想
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

だ
が
、
坪
内
逍
遥
の
「
文
芸
協
会
」
の
発
会
式
に
、
「
余
興
」
が

あ
る
事
さ
え
も
批
判
し
た
小
山
内
薫
の
理
想
と
す
る
劇
場
は
「
生
理

学
教
室
」
と
い
う
見
物
性
を
全
く
排
除
し
た
、
衛
生
的
で
禁
欲
的
な

(19) 

空
間
だ
っ
た
の
だ
。

「
際
物
」

の
記
憶

「
気
球
乗
り
」
の
よ
う
に
、
何
も
の
を
も
恐
れ
る
こ
と
な
く
、
上

昇
し
、
進
ん
で
ゆ
く
、
命
知
ら
ず
の
若
者
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
い
か
に

も
通
俗
的
な
ロ
マ
ン
主
義
の
人
物
像
に
も
思
え
る
。
実
際
に
、
「
交

通
手
段
」
と
い
う
に
は
気
球
は
そ
の
着
地
点
が
極
め
て
不
確
実
で
あ

る
と
い
う
「
困
難
」
が
常
に
待
ち
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

青
雲
の
志
を
持
ち
、
一
国
の
文
運
を
担
う
が
如
き
思
い
で
、
出
郷

し
た
上
昇
志
向
の
青
年
た
ち
の
挫
折
と
遁
走
は
、
河
竹
黙
阿
弥
の
散

切
狂
言
か
ら
、
日
本
風
「
自
然
主
義
」
の
小
説
ま
で
、
或
い
は
歌
謡

曲
か
ら
映
画
の
傑
作
に
至
る
ま
で
、
近
代
の
文
化
に
通
底
す
る
水
脈

だ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
気
球
も
ま
た
、
明
治
の
日
本
の
イ
ン
テ
リ

か
ら
大
衆
ま
で
を
魅
惑
す
る
要
素
を
担
っ
て
い
た
。
そ
う
し
て
み
る

と
、
明
治
期
に
欧
州
の
「
科
学
小
説
」
（
サ
イ
エ
ン
ス
・
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
）
の
翻
訳
が
、
実
に
早
い
時
期
か
ら
試
み
ら
れ
た
理
由
も
納
得
で

き
る
。ヴ

ェ
ル
ヌ
は
明
治
期
に
早
く
か
ら
翻
訳
さ
れ
、
川
島
忠
之
助
訳

「
八
十
日
間
世
界
一
周
』
は
明
治
十
一
(
-
八
七
八
）
年
に
、
刊
行
さ

れ
て
い
る
。

そ
し
て
、

P
・
ス
ペ
ン
サ
ー
が
来
日
し
て
、
実
際
の
気
球
乗
り
を

見
せ
た
の
が
、
明
治
二
三
(
-
八
九
0
)
年
、
黙
阿
弥
の
「
風
船
乗

評
判
高
閣
』
が
そ
の
翌
年
の
一
月
上
演
で
あ
る
。

「
八
十
日
間
世
界
一
周
』
は
当
時
は
魅
力
的
な
題
材
で
あ
っ
た
か

ら
世
界
数
力
所
で
劇
化
さ
れ
て
お
り
、
日
本
で
は
、
「
風
船
乗
」
の

P
・
ス
ペ
ン
サ
ー
が
来
日
し
た
七
年
後
の
、
明
治
三
十
年
(
-
八
九

七
）
一
月
に
川
上
音
二
郎
一
座
が
三
崎
座
で
上
演
し
て
好
評
だ
っ
た
。

こ
れ
を
際
物
と
し
て
、
一
笑
に
付
し
て
き
た
の
が
従
来
の
演
劇
史
で

あ
る
。
勿
論
こ
れ
は
際
物
で
あ
る
。
だ
が
、
際
物
が
一
人
の
観
客
の

生
涯
の
記
憶
に
残
る
こ
と
も
あ
る
の
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
「
舞

台
の
変
転
自
在
、
た
と
え
は
一
幕
に
六
は
い
の
道
具
を
替
ゆ
る
が
如

き
頗
る
目
さ
き
変
り
世
界
的
智
識
及
学
理
的
知
識
を
看
客
に
与
ふ
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る
」
（
『
国
民
新
聞
』
二
月
十
四
日
）
「
各
国
の
都
市
港
湾
を
見
せ
見
物

の
目
を
喜
は
す
」
（
『
都
新
聞
」
二
月
十
八
日
）
」
は
川
上
の
得
意
と
さ

れ
て
い
る
が
、
冒
頭
に
触
れ
た
私
が
映
画
を
見
た
一
九
六
0
年
代
前

半
で
も
、
同
じ
効
果
が
あ
っ
た
。
あ
る
観
客
に
と
っ
て
は
、
ど
ん
な

名
作
よ
り
も
重
要
な
際
物
も
あ
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
近
松
門
左
衛

門
の
心
中
狂
言
は
際
物
だ
っ
た
。
し
か
し
、
演
劇
の
「
近
代
化
」
を

考
え
た
劇
作
家
た
ち
が
、
際
物
と
い
う
時
事
性
を
忌
避
す
る
こ
と
が
、

価
値
で
あ
る
よ
う
に
考
え
た
の
は
興
味
深
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
近
代
歌

舞
伎
の
研
究
者
、
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
・
チ
ュ
デ
ィ
ン
は
、
「
歌
舞

伎
は
常
に
時
事
性
と
密
着
す
る
こ
と
を
心
が
け
て
き
た
」
の
だ
が
、

「
新
歌
舞
伎
が
他
の
局
面
に
お
い
て
は
守
ろ
う
と
努
め
た
伝
統
と
は

つ
き
り
と
絶
縁
し
た
の
は
、
逆
説
的
に
こ
の
時
事
性
の
拒
否
に
よ
る

も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

日
本
で
い
え
ば
「
桐
一
葉
j

初
演
は
、
際
物
の
典
型
で
あ
る
「
日

本
大
勝
利
j

と
併
演
さ
れ
、
新
国
劇
の
「
国
定
忠
治
』
の
初
演
は
表

現
派
の
戯
曲
カ
イ
ザ
ー
の
「
カ
レ
ー
の
市
民
』
と
菊
池
寛
の
「
父
帰

る
』
と
三
本
立
て
の
ミ
ド
リ
狂
言
で
上
演
さ
れ
た
。
文
芸
協
会
の

「
人
形
の
家
j

日
本
初
演
で
松
井
須
磨
子
は
ノ
ー
ラ
だ
け
を
演
じ
た

訳
で
は
な
く
、
あ
の
深
刻
な
幕
切
れ
の
数
十
分
の
幕
間
の
後
、
坪
内

逍
遥
の
「
鉢
か
つ
ぎ
姫
」
の
中
将
役
で
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
観
客
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
憶
を
蓄
え
て
い
た
。
し
か
し
、

演
劇
史
で
は
こ
れ
ら
は
、
そ
の
後
に
確
定
し
た
用
語
や
概
念
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
分
断
さ
れ
、
整
理
、
分
類
さ
れ
て
し
ま
う
。

「
桐
一
葉
」
は
「
新
歌
舞
伎
」
、
「
カ
レ
ー
の
市
民
』
は
「
新
劇
」
、

『
国
定
忠
治
』
は
「
新
国
劇
」
と
い
う
よ
う
に
。
だ
が
、
実
際
に
は

今
見
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
混
在
し
た
「
出
し
物
」
と
し
て
上
演
さ

れ
た
。客

層
も
ま
た
分
類
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら

の
「
分
類
」
か
ら
は
み
で
て
し
ま
う
も
の
、
分
類
さ
れ
得
な
い
も
の

は
「
際
物
」
と
し
て
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
だ
が
、
繰
り
返
す

が
、
当
時
の
観
客
に
と
っ
て
は
、
演
劇
史
の
「
名
作
」
は
忘
れ
て
も
、

生
涯
忘
れ
得
な
い
「
際
物
」
も
あ
る
の
で
あ
る
。
「
風
船
乗
評
判
高

閣
j

は
そ
う
い
う
作
品
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
数
多

い
黙
阿
弥
の
明
治
期
の
風
俗
舞
踊
の
な
か
で
も
、
多
く
の
人
が
そ
の

記
憶
を
語
り
継
い
だ
の
で
あ
る
。

気
球
は
、
当
時
最
新
の
西
洋
渡
来
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
産
物
と
し

て
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
だ
が
、
同
時
に
そ
れ
が
違
和
感
な
く
受
け
入

れ
ら
れ
た
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
徳
川
期
の
戯
作
類
の
挿
絵
等

に
も
描
か
れ
て
、
庶
民
の
目
に
も
残
存
し
て
い
た
記
憶
の
引
用
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
気
球
は
最
新
の
科
学
技
術
で
あ
る
と
同
時
に
、

江
戸
の
記
憶
を
繋
ぐ
「
見
世
物
」
だ
っ
た
。

科
学
の
時
代
で
あ
る
十
八
、
九
世
紀
の
江
戸
や
明
治
に
あ
っ
て
も
、

科
学
や
医
学
と
見
世
物
性
は
、
切
り
離
し
え
な
い
も
の
だ
っ
た
。
と

い
う
よ
り
、
上
記
の
「
電
気
博
覧
会
」
の
例
や
劇
場
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
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ー
の
例
の
よ
う
に
、
見
世
物
性
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
科
学
は
瞬
く
間

に
、
生
活
に
浸
透
し
た
の
で
あ
る
。

十
九
世
紀
後
半
を
席
捲
し
た
メ
ロ
ド
ラ
マ
と
ゾ
ラ
の
自
然
主
義
と

を
二
項
対
立
的
構
図
で
捕
え
て
は
な
ら
な
い
。
見
世
物
性
と
い
う
視

点
か
ら
は
、
或
い
は
劇
場
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、

そ
れ
は
共
通
の
舞
台
に
応
用
で
き
る
も
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
重
要

な
の
は
、
新
奇
な
も
の
、
開
化
な
も
の
を
流
通
さ
せ
る
の
に
は
、
意

識
す
る
に
せ
よ
、
無
意
識
で
あ
る
に
せ
よ
、
古
い
も
の
、
旧
弊
な
も

の
の
力
を
借
り
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

前
述
し
た
、
「
勧
善
懲
悪
」
も
同
じ
で
あ
る
。
進
化
論
が
国
是
の

明
治
時
代
に
、
「
因
果
応
報
」
と
い
う
「
旧
弊
」
思
考
を
提
出
し
た

の
は
、
演
劇
で
は
泉
鏡
花
の
よ
う
な
所
謂
「
近
代
演
劇
」
の
範
疇
に

入
ら
な
い
劇
作
家
で
あ
り
、
新
派
の
よ
う
に
、
「
近
代
演
劇
」
か
ら

は
排
除
さ
れ
て
い
く
演
劇
だ
っ
た
。
だ
が
、
そ
こ
に
こ
そ
、
鏡
花
や

新
派
の
栄
光
が
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
新
劇
」
は
そ
れ
ら
を

切
り
捨
て
た
。
だ
が
、
「
新
劇
」
が
主
題
や
問
題
性
に
着
目
し
て
規

範
と
考
え
た
、
西
洋
の
「
近
代
劇
」
の
劇
作
家
た
ち
は
、
新
し
い
も

の
を
表
現
す
る
の
に
、
古
い
も
の
や
見
世
物
の
力
や
記
憶
を
巧
み
に

引
用
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

私
が

H
・
ス
ペ
ン
サ
ー
に
関
心
を
持
っ
た
の
は
、

(21) 

『
筆
ま
か
せ
』
を
読
ん
だ
時
で
あ
る
。

子
規
は
「
最
簡
短
ノ
文
章
ハ
最
良
ノ
文
章
ナ
リ
」
と
い
う
明
治
前

期
に
圧
倒
的
影
響
を
与
え
た

H
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
文
体
論
を
「
あ
く

ま
で
信
用
す
る
者
な
り
」
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
。

H
・
ス
ペ

ン
サ
ー
の
い
う
'
e
c
o
n
o
m
y
of mental energy'(
子
規
の
訳
で
は
「
心

-22) 

力
省
減
」
）
の
発
想
は
、
明
治
前
期
全
般
の
「
改
良
運
動
」
と
結
び
付

い
て
い
る
訳
だ
が
、
こ
れ
も
又
、
今
日
の
視
点
か
ら
い
と
も
簡
単
に
、

し
た
り
げ
に
否
定
し
た
り
し
て
済
む
性
質
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ

る。
子
規
の
い
う
「
最
簡
短
」
に
も
通
じ
る
d
e
c
o
n
o
m
y
of m
e
n
t
a
l
 

energy'
の
発
想
は
、
時
代
の
共
通
認
識
の
よ
う
に
、
多
く
の
分
野

で
「
写
実
」
に
係
わ
る
意
識
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

寄
新
体
詩
抄
』
で
知
ら
れ
る
外
山
正
一
は

H
・
ス
ペ
ン
サ
ー
を
大
学

で
講
義
し
て
お
り
、
そ
の
『
演
劇
改
良
私
考
』
に
見
ら
れ
る
芝
居
見

物
に
浪
費
さ
れ
る
金
銭
や
時
間
の
「
不
経
済
」
は
、
他
の
論
者
を
含

め
て
「
演
劇
改
良
運
動
」
全
般
を
通
じ
て
批
判
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ

た
。
ま
た
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
『
美
術
真
説
』
は

H
.

ス
ペ
ン
サ
ー
の
影
響
が
多
大
で
あ
り
、
外
山
と
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
両
者

六

簡
潔
と
過
剰
の
間

正
岡
子
規
の
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の
講
義
を
東
大
で
聴
い
て
い
た
逍
遥
は
、
そ
の
両
者
と
も
批
判
し
て

い
る
が
、

H
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
影
響
は
否
定
で
き
る
も
の
で
は
な

、。し近
代
文
学
で
は
、
言
文
一
致
と
の
関
り
で
常
に
話
題
と
な
る
三
遊

亭
円
朝
「
怪
談
牡
丹
燈
籠
j

の
序
文
で
、
坪
内
逍
遥
が
「
お
よ
そ
あ

り
の
儘
に
思
ふ
情
を
言
顕
は
し
得
る
者
は
知
ら
ず
知
ら
ず
い
と
巧
妙

す
ぺ
ん
さ
あ

な
る
文
を
も
の
し
て
自
然
に
美
辞
の
法
に
稲
ふ
と
士
班
叙
の
翁
は
い

へ
り
」
と
し
た
の
が
、
明
治
一
八
年
(
-
八
八
五
）
の
こ
と
で
あ
る
。

逍
遥
が

H
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
名
に
親
し
ん
だ
の
は
、
東
京
大
学

（
「
東
京
帝
国
大
学
」
以
前
の
学
制
）
で
授
業
を
受
け
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の

影
響
で
あ
る
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
、
逍
遥
は
気
性
あ
わ
ず
、
ま
た
そ
の

思
考
に
も
違
和
を
感
じ
た
が
、
そ
れ
で
も
H
・
ス
ペ
ン
サ
ー
に
関
心

を
持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
影
響
は
、
半
分
は
演

劇
論
で
あ
る
逍
遥
の
「
小
説
神
髄
』
の
、
浄
瑠
璃
、
演
劇
の
修
辞
に

k
m
)
 

対
す
る
批
判
に
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
。

逍
遥
は
そ
こ
で
「
文
の
み
可
厭
に
長
々
し
う
な
り
て
、
読
む
に
興

な
」
い
見
本
と
し
て
、
「
さ
も
あ
る
ま
じ
き
所
に
つ
た
な
き
相
関
言

葉
を
設
け
」
た
り
「
年
は
二
八
か
二
九
か
ら
ぬ
」
「
様
子
は
何
か
白

紙
の
」
「
奥
の
一
間
へ
入
相
の
」
「
な
ん
と
せ
ん
か
た
涙
の
み
」
と
い

っ
た
「
院
本
な
ど
に
あ
り
ふ
れ
て
婦
女
児
童
も
耳
慣
れ
た
る
、
い
と

も
拙
き
相
関
詞
を
得
意
貌
に
綴
り
い
だ
す
は
、
寒
に
可
厭
な
り
。
な

か
な
か
に
直
に
書
き
な
し
た
る
に
劣
り
て
醜
し
」
と
述
べ
て
い
る
。

逍
遥
も
ま
た
、
そ
う
い
う
修
辞
を
凝
ら
し
た
詞
章
や
台
詞
の
装
飾
的

機
能
を
無
駄
と
見
て
い
た
。
だ
が
、
逍
遥
は
実
際
に
は
、
そ
の
装
飾

的
機
能
の
引
力
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
「
当
世
書
生

気
質
』
の
書
き
出
し
か
ら
「
桐
一
葉
』
「
沓
手
烏
孤
城
落
月
』
に
至

る
ま
で
、
逍
遥
は
常
に
自
分
で
否
定
し
た
筈
の
「
拙
き
相
関
詞
を
得

意
貌
に
綴
」
り
続
け
た
。
そ
し
て
、
重
要
な
の
は
、
そ
れ
は
逍
遥
の

瑕
瑾
で
は
な
く
、
逆
に
大
き
な
魅
力
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
咲
き
乱
れ
た
る
山
百
合
の
」
「
我
が
名
に
ち
な
む
庭
前
の
梧
桐
悉
く

揺
落
な
し
」
と
い
っ
た
『
桐
一
葉
』
の
台
詞
は
、
当
今
は
知
ら
ず
、

一
昔
前
ま
で
の
芝
居
好
き
な
ら
自
ず
と
口
を
つ
い
て
出
た
よ
う
な
、

独
特
の
装
飾
的
な
「
調
子
」
を
持
っ
て
い
た
。

「
文
体
論
」
が
藤
田
久
作
（
鳴
鶴
）
に
よ
り
訳
さ
れ
、
「
修
辞
論

一
名
ス
ペ
ン
サ
ー
文
体
論
」
と
題
さ
れ
て
開
新
堂
か
ら
出
版
さ
れ
た

の
は
、
明
治
二
八
年
(
-
八
九
五
）
だ
が
、
こ
こ
で
、
例
示
さ
れ
て

い
る
表
現
の
簡
潔
性
は
、
不
思
議
な
ほ
ど
、
九
世
団
十
郎
の
芸
談
に

似
て
い
る
。

H
・
ス
ペ
ン
サ
ー
な
ど
知
ら
な
い
団
十
郎
の
考
え
方
で

も
「
写
実
」
と
「
簡
潔
（
簡
短
）
」
と
は
結
び
付
け
て
考
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
団
十
郎
の
「
腹
芸
」
や
役
者
の
「
腹
」
に
つ
い
て

は
、
秘
教
的
で
、
結
局
は
意
味
不
明
の
解
説
や
所
論
が
多
い
が
、
明

治
十
、
二
十
年
代
に
流
行
し
た
こ
の
「
簡
潔
（
簡
短
）
」
と
い
う
表

現
意
識
を
考
慮
に
入
れ
な
い
限
り
、
そ
の
魅
力
は
解
明
し
難
い
。

「
簡
潔
な
表
現
」
「
無
駄
の
な
い
文
体
」
は
、
我
々
も
義
務
教
育
か
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ら
大
学
ま
で
の
作
文
か
ら
、
各
種
文
学
賞
の
委
員
の
選
評
ま
で
聞
か

さ
れ
た
賞
賛
の
言
で
あ
る
。
「
簡
潔
な
表
現
」
は
、
文
学
の
み
な
ら

ず
、
近
代
の
美
意
識
と
し
て
、
有
効
性
を
維
持
し
て
き
た
。

も
っ
と
も
、
演
劇
に
即
し
て
言
え
ば
、
十
九
世
紀
の
「
豪
華
絢
爛
」

な
道
具
立
て
に
比
重
の
掛
か
り
す
ぎ
た
反
動
と
し
て
、
二
十
世
紀
に

「
簡
潔
」
と
い
う
病
が
一
般
化
す
る
の
は
無
理
が
な
か
っ
た
。
松
居

松
葉
は
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ビ
ア
ボ
ム
：
ト
リ
ー
を
追
悼
し
て
、
「
一
部

の
学
者
批
評
家
は
、
古
く
さ
い
や
り
方
だ
と
か
、
道
具
芝
居
と
か
、

い
ろ
い
ろ
批
難
は
す
る
様
な
も
の
ヽ
、
彼
の
如
く
道
具
衣
裳
を
花
や

か
に
し
、
色
彩
を
豊
富
と
す
る
に
非
れ
ば
沙
翁
劇
は
遂
に
ミ
ュ
ー
ジ

カ
ル
・
コ
メ
デ
ー
の
為
に
母
屋
を
奪
わ
れ
て
路
頭
に
迷
は
な
け
れ
ば

G24} 

な
ら
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
」
と
擁
護
し
て
い
る
が
、
一
方
で
、
早

く
か
ら
「
ゴ
ル
ド
ン
、
ク
レ
ー
グ
」
を
紹
介
し
て
「
空
騒
ぎ
』
の
装

置
を
見
た
際
の
印
象
を
述
べ
、
「
正
面
の
浅
黄
幕
へ
投
げ
る
ラ
イ
ム
、

ラ
イ
ト
の
光
り
が
巧
み
に
一
種
の
イ
リ
ー
ジ
ョ
ン
を
起
さ
せ
る
種
と

な
っ
て
舞
台
が
何
と
な
く
神
秘
的
で
あ
っ
た
」
と
い
い
「
絢
爛
の
極

は
平
淡
に
帰
す
で
」
ド
イ
ツ
に
は
そ
れ
以
前
に
「
エ
ミ
ー
ル
、
オ
ル

リ
ッ
ク
」
が
「
簡
古
素
朴
の
道
具
を
用
ひ
て
居
る
」
と
し
て
い
る
。

ア
ー
サ
ー
・
シ
モ
ン
ズ
は
、
「
タ
ル
チ
ュ
フ
』
の
コ
ク
ラ
ン
の
引
込

み
の
演
技
の
簡
潔
さ
を
賞
揚
し
て
、
こ
れ
が
ビ
ア
ボ
ム
・
ト
リ
ー
な

ら
引
込
み
に
五
分
掛
る
だ
ろ
う
と
椰
楡
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
タ
ッ

プ
リ
と
見
せ
る
演
技
が
捨
て
さ
ら
れ
る
の
が
、
二
十
世
紀
で
あ
る
。

「
名
優
の
時
代
」
を
存
分
に
楽
し
み
、
エ
レ
オ
ノ
ラ
・
デ
ュ
ー
ゼ
に

耽
溺
し
て
オ
マ
ー
ジ
ュ
の
一
冊
を
捧
げ
た
シ
モ
ン
ズ
で
さ
え
、
ゴ
ー

ド
ン
・
ク
レ
イ
グ
を
評
し
て
、
「
模
倣
の
代
り
に
象
徴
を
も
っ
て
表

現
し
た
」
と
賞
揚
し
て
い
る
。

「
視
覚
的
趣
味
が
抽
象
的
な
も
の
を
好
ま
な
い
時
代
を
考
え
る
と

(27) 

す
れ
ば
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
期
こ
そ
、
そ
う
い
う
時
代
だ
っ
た
」
（
プ

ー
ス
）
と
い
う
世
紀
を
生
き
た
シ
モ
ン
ズ
に
す
れ
ば
、
文
脈
は
異
な

る
に
せ
よ
、
マ
ー
テ
ル
ラ
ン
ク
や
ク
レ
イ
グ
の
「
象
徴
」
は
、
魅
惑

的
な
「
抽
象
」
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

し
か
し
、
簡
潔
も
ま
た
近
代
の
病
で
あ
る
。

無
駄
を
省
く
こ
と
。
過
剰
な
も
の
を
取
捨
し
「
本
質
」
だ
け
を
表

現
す
る
こ
と
。
「
何
も
な
い
空
間
』
の
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
は
、

そ
の
意
味
で
、
ど
れ
ほ
ど
、
テ
ー
マ
で
は
近
代
へ
の
違
和
を
唱
え
、

東
洋
的
な
ミ
ス
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
礼
賛
し
よ
う
と
も
、
そ
の
表
現
に
お

い
て
「
近
代
主
義
」

11

「
本
質
主
義
」
の
典
型
と
思
え
る
。
日
本
で

ブ
ル
ッ
ク
を
賞
揚
し
た
の
は
、
多
く
は
「
反
新
劇
」
の
ス
タ
ン
ス
の

演
劇
人
た
ち
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
私
に
は
、

ブ
ル
ッ
ク
の
発
想
や
書
物
が
、
他
の
著
名
で
重
要
な
外
国
の
演
出
家

に
比
べ
て
、
日
本
で
圧
倒
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
「
本

質
主
義
」
が
、
前
述
し
た
よ
う
な
日
本
の
「
新
劇
」
の
「
禁
欲
主
義
」

に
合
致
し
た
か
ら
だ
と
思
え
る
。
或
い
は
、
そ
れ
は
「
簡
素
な
様
式

で
複
雑
な
世
界
を
表
現
す
る
」
と
い
う
観
光
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
紋
切
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型
評
価
に
、
適
合
し
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

「
何
も
な
い
空
間
」
で
「
簡
潔
に
」
「
本
質
」
を
表
現
す
る

1
ー
そ

れ
が
、
「
演
劇
芸
術
」
な
の
で
あ
り
、
何
よ
り
そ
の
上
浪
に
際
し
て

重
要
な
の
は
、
「
作
者
の
意
図
」
や
「
今
回
上
演
の
意
味
」
と
い
う

演
出
家
や
主
演
俳
優
の
永
遠
で
退
屈
極
ま
り
な
い
決
り
文
旬
な
の

だ
。
現
代
は
、
そ
れ
を
聞
か
さ
れ
な
い
の
が
美
点
で
あ
り
、
救
い
で

あ
っ
た
歌
舞
伎
俳
優
ま
で
も
が
学
生
の
レ
ポ
ー
ト
じ
み
た
「
作
品
の

本
質
」
を
語
る
時
代
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
が
演
劇
と
接
す
る
に
際

し
て
、
い
つ
も
重
要
な
の
は
、
そ
う
い
う
「
意
図
」
や
「
本
質
」
を

超
え
て
、
或
い
は
そ
れ
に
反
し
て
表
現
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
、
は

み
出
て
し
ま
っ
た
も
の
そ
の
も
の
の
意
味
な
の
で
あ
る
。
言
葉
を
か

え
て
い
う
と
、
過
剰
な
も
の
の
意
味
で
あ
る
。
近
代
劇
は
そ
ん
な
に

「
簡
潔
」
な
手
法
に
よ
っ
て
、
「
本
質
」
だ
け
を
表
現
さ
れ
る
も
の
な

の
だ
ろ
う
か
。
無
駄
な
も
の
、
過
剰
な
も
の
を
排
除
し
て
、
本
質
だ

け
を
取
り
出
す
と
い
う
、
「
い
い
と
こ
ど
り
」
は
で
き
る
も
の
だ
ろ

う
か
。
そ
う
い
う
発
想
が
、
日
本
の
近
代
劇
や
翻
訳
劇
の
み
な
ら
ず
、

当
今
の
歌
舞
伎
ま
で
を
も
、
舞
台
表
現
全
体
と
し
て
、
痩
せ
た
、
肉

感
的
な
魅
力
の
乏
し
い
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

(
1
)

守
屋
毅
編
『
共
同
研
究
モ
ー
ス
と
日
本
j

小
学
館
・
一
九
八
八
年
所

収
の
諸
論
に
よ
る
。
ま
た
、
H
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
日
本
受
容
に
つ
い
て

は
、
山
下
重
一
「
ス
ペ
ン
サ
ー
と
日
本
近
代
」
（
御
茶
の
水
書
房
・
一

九
八
三
）
を
参
照
し
た
。

(
2
)

夏
目
漱
石
の
引
用
は
、
『
漱
石
全
集
』
（
岩
波
書
店
版
）
に
よ
る
。

(
3
)

ロ
ン
ド
ン
博
物
館
の
Julius
C
a
e
s
a
r
 I
b
b
e
t
s
o
n
作
T
h
e
A
s
c
e
n
t
 o
f
 

L
塁
ミ
dl's
Balloon f
r
o
m
 St George's Fields
の
展
示
解
説
に
よ
る
。

(
4
)
M
i
c
h
a
e
l
 R
 Booth, Victorian Spectacular Theatre 1
8
5
0
,
1
9
1
0
,
 

R
o
u
t
l
e
d
g
e
 &
 Ke
a
g
a
n
 Paul, 1
9
8
1
.
 p.6. 

(
5
)

中
川
成
美
「
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
国
民
国
家
」
西
川
長
夫
・
渡
辺
公
三
編

「
世
紀
転
換
期
の
国
際
秩
序
と
国
民
文
化
の
形
成
j

柏
書
房
・
一
九
九

九゚

(
6
)

タ
イ
モ
ン
・
ス
ク
リ
ー
チ
『
江
戸
の
思
考
空
間

j

(
青
土
社
・
一
九
九

八）

(
7
)

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ド
・
ラ
ウ
サ
ー
バ
ー
グ
に
つ
い
て
は
、

高
山
宏
『
目
の
中
の
劇
場
]
（
青
土
社
・
一
九
九
五
）
が
詳
し
く
触
れ
て

い
る
。
ま
た
、
同
書
に
は
、
気
球
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ

て
い
る
。

(
8
)

拙
論
「
表
現
史
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
」
、
「
演
劇
学
論
集
』
紀
要
3
8

（
日
本
演
刺
学
会
・
ニ
0
0
0
)

(
9
)
J
a
n
e
 R. Goodall, P
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 a
n
d
 E
v
o
l
u
t
i
o
n
 in 
the A
g
e
 o
f
 

D
a
r
w
i
n
,
 Routledge, 2
0
0
2
,
 p
.
1
7
3
 

注
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(10)

以
下
、
第
四
章
に
つ
い
て
は
、
論
旨
の
性
格
上
、
拙
論
「
夜
と
い
う

約
束
」
、
「
演
劇
研
究
」
第
四
号
（
明
治
大
学
大
学
院
演
劇
学
研
究
会
・

一
九
九
二
）
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
。

(11)

日
本
で
も
明
治
初
期
の
活
歴
物
で
は
、
夜
明
け
の
場
面
で
の
、
従
米

の
約
束
事
と
は
違
う
朝
日
の
表
現
が
評
判
を
と
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
日

本
で
は
瓦
斯
照
明
用
の
調
光
器
が
輸
入
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
瓦
斯
燈

の
前
に
数
枚
の
紗
幕
を
掛
け
、
時
間
の
経
過
に
従
い
、
一
枚
づ
つ
外
し

て
い
く
こ
と
で
舞
台
面
を
徐
々
に
明
る
く
す
る
効
果
を
と
っ
た
と
い

、つ

(
1
2
)
O
s
c
a
r
 B
r
o
c
k
e
t
t
 &
 R
o
b
e
r
t
 Findlay, 
C
e
n
t
u
r
y
 o
f
 Innovatioǹ
 

Prentice-Hall, 1
9
7
3
 

(13)

毛
利
＝
禰
「
イ
プ
セ
ン
の
リ
ア
リ
ズ
ム
』
（
白
鳳
社
・
一
九
八
四
年
）

(
1
4
)
B
o
o
t
h
,
 op. cit., 
p.ll. 

(
1
5
)
G
o
o
d
a
l
l
,
 p.212. 

(16)

毛
利
前
掲
書
。

(17)j•Harrop 

Victorian P
o
r
t
a
b
l
e
 
Theatres, T
h
e
 S
o
c
i
e
t
y
 for 

T
h
e
a
t
r
e
 R
e
s
e
a
r
c
h
`
1
9
8
9
,
 pp.16-17. 

(18)

戸
板
康
二
『
対
談
日
本
新
劇
史
]
（
青
蛙
房
・
昭
和
三
六
年
）
。

(19)

小
山
内
薫
「
帝
国
削
場
批
評
」
（
原
文
無
題
）
、
『
太
陽
』
明
治
四
四
年

五
号
（
四
月
号
）
。

(20)

「
谷
崎
潤
一
郎
と
新
歌
舞
伎
」
、
ア
ド
リ
ア
ー
ナ
・
ポ
ス
カ
ロ
編

「
谷
崎
澗
一
郎
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
（
中
央
公
論
社
・
一
九
九
七
）

(21)

子
規
の
引
用
に
つ
い
て
は
、

I

子
規
全
集
』
（
講
談
社
版
）
に
よ
る
。

(
2
2
)
H
e
r
b
e
r
t
 S
p
e
n
c
e
r
 T
h
e
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 o
f
 Style, T
h
e
 W
o
r
k
s
 of 

H
e
r
b
e
r
t
 S
p
e
n
c
e
r
 vol.xiく
"
O
s
n
a
b
r
o
c
k
O
t
t
o
 Zeller, 
1966, p.338. 

な
お
、
初
出
は
,
T
h
e
W
e
s
g
i
n
s
t
e
r
 R
e
v
i
e
w
 Oct. 1852. 

(23)

逍
遥
に
つ
い
て
は
、
「
逍
遥
選
集
」
（
春
陽
堂
版
）
に
よ
る
。

(24)

「
名
優
ハ
ア
バ
ア
ト
・
ト
リ
ー
卿
の
死
」
『
新
演
芸
」
大
正
六
年
八
月
）

(25)

「
萬
朝
報
』
明
治
四
十
年
二
月
十
日
、
十
三
日

(26)

国日
S
y
m
o
n
s
O
n
 Cr
o
s
s
i
n
g
 S
t
a
g
e
 to Right Plays A
c
t
i
n
g
 a
n
d
 

M
u
s
i
c
 -a 
b
o
o
k
 o
f
 theory, A
r
c
h
i
b
a
l
d
 C
o
n
s
t
a
b
l
e
 a
n
d
 C
o
m
p
a
n
y
,
 

1
9
0
9
 

(
2
7
)
B
o
o
t
h
,
0
p
.
 cit., p.14. 

（
資
料
引
用
に
あ
た
り
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
）
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