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サ
ル
ト
ル

ツ
ノレ
ギ、

の
ド
ラ
マ

調

佳
智
雄

サ
ル
ト
ル
の
演
劇
を
構
造
及
び
手
法
の
側
面
か
ら
論
ず
る
。

サ
ル
ト
ル
は
、
か
つ
て
の
演
劇
を
A性
格
の
演
劇
V、
現
代
の
演
劇
を
A状
況
の
演
劇
V
と
名
付
け
て
い
る
が
、
乙
れ
は
、
い
わ
ば
対
立
物
の
種
類
に
よ
っ

（
註
1
u

て
演
劇
を
区
分
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

サ
ル
ト
ル
に
従
え
ば
、
前
者
に
於
て
は
、
対
立
す
る
も
の
は
性
格
と
性
格
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
各
々
が
他
の
性
格
に
よ
っ
て
如
何
に
変
え
ら
れ
る
か
、
と
い

う
こ
と
以
外
の
役
割
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
例
え
ば
モ
リ
エl
ル
の
場
合
、
偽
善
者
の
タ
ル
チ
ュ
フ
、
ミ
ザ
ン
ト
ロ
l

プ
の
ア
ル
セ
ス
ト
、
守
銭
奴
の
ア
ル

パ
ゴ
ン
な
ど
は
、
何
れ
も
み
な
、
確
か
に
強
烈
な
性
格
の
持
主
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
人
物
と
周
囲
の
人
々
と
の
ぶ
つ
か
り
合
い
に
よ
っ
て
ド
ラ
マ
は
展
開
さ
れ

て
い
る
。

A状
況
の
演
劇
V
に
於
て
は
、
対
立
す
る
も
の
は
人
物
と
状
況
で
あ
り
、
問
題
な
の
は
、
そ
乙
でA
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
性
格
で
あ
り
、

（
註2
〉

一
つ
の
モ
ラ
ル
と
全
生
涯
と
を
賭
け
る
選
択
で
あ
り
自
由
な
決
断V
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

乙
れ
に
反
し
て
、

A
人
物
た
ち
が
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
と
同
様
に
毘
に
か
〉
つ

た
自
由

V
で
あ
り
、

A
人
聞
が
日
々
己
れ
を
創
り
出
す
べ
き
V
も
の
で
あ
る
以
上
、
あ
る
一
定
の
状
況
に
於
てA各
人
物
は
選
択
す
べ
き
出
口
を
持
た
ず
、
そ
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ハ
註3
〉

れ
を
創
り
出
す
べ
き
で
あ
る
V
か
ら
で
あ
る
。

A状
況
の
演
劇
V
を
更
に
一
層
明
確
に
す
る
た
め
に
、
状
況
と
い
う
言
葉
の
持
つ
意
味
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
状
況
と
は
、
サ
ル
ト
ル
に
従
え
ば
、

（
註4
〉

A世
界
の
存
在
充
実
の
な
か
に
お
け
る
自
由
の
偶
然
性V
の
こ
と
で
あ
り
、
自
由
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
人
間
は
自
由
で
あ
り
、
い
つ

で
も
彼
の
欲
す
る
通
り
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
絶
対
的
な
意
味
で
そ
う
な
の
で
は
な
く
、
彼
の
外
に
立
て
ら
れ
て
い
る
問
題
と
の
関
係
に
於
て
自
由
な
の

で
あ
る
。
乙
れ
を
状
況
と
呼
ぶ
。
従
っ
て
人
間
の
自
由
と
は
、
認
知
し
た
自
己
の
状
況
に
関
し
て
、
そ
れ
を
変
え
る
か
否
か
、
そ
れ
を
引
き
受
け
る
か
否
か
と

い
う
自
由
な
の
で
あ
る
。
乙
の
結
果
、
先
に
、
A状
況
の
演
劇
V
に
於
て
対
立
す
る
も
の
は
、
人
物
と
状
況
で
あ
る
と
言
っ
た
の
は
十
分
で
は
な
く
、
厳
密
に

は
人
聞
の
自
由
と
状
況
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
乙
の

A状
況
劇
V
の
理
論
は
、
サ
ル
ト
ル
自
身
の
作
品
に
於
て
は
、
知
何
な
る
展
開
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
彼
の
戯
曲
の
二
三
に
つ
い

て
考
え
て
み
よ
う
。

最
初
の
戯
曲
で
あ
る
A蝿
V
で
、
主
人
公
の
は
オ
レ
ス
ト
は
根
無
し
草
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
存
在
感
の
欠
如
に
悩
ま
さ
れ
、「
心
の
空
白
を
埋
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め
る
行
為
が
あ
る
と
し
た
ら
、
た
と
え
母
殺
し
の
罪
を
犯
し
て
も
：
：
：
」
と
嘆
い
て
い
る
。
こ
れ
が
彼
の
状
況
で
あ
り
、
ド
ラ
マ
は
、
乙
の
よ
う
な
状
況
に
於

て
、
彼
が
単
な
る
復
讐
で
は
な
く
、
存
在
感
の
欠
却
を
埋
め
る
行
為
を
果
し
得
る
か
否
か
を
廻
っ
て
展
開
す
る
。
し
か
し
オ
レ
ス
ト
は
、
ジ
ュ
ピ
テ
ル
の
第
二

の
奇
蹟
（
第
二
幕
・
第
一
景
・
第
一
場
）
を
見
て
、
突
如
と
し
て
自
己
の
自
由
に
め
ざ
め
、
乙
れ
ま
で
彼
を
包
ん
で
い
た
軽
快
さ
に
訣
別
し
、
彼
自
身
の
重
々

し
い
行
為
を
妨
げ
て
い
た
鎖
の
一
切
を
解
き
放
つ
の
で
あ
る
、
そ
し
て
こ
の
行
為
に
よ
っ
て
彼
の
運
命
は
急
転
す
る
。
従
っ
て
乙
の
戯
曲
は
、一
応
、
サ
ル
ト

ル
的
な
意
味
で
の
状
況
劇
と
雪
弓
え
る
で
あ
ろ
う
。

（
註5
）

サ
ル
ト
ル
の
第
二
の
作
品
A出
口
な
し

V
は
、
甚
だ
特
異
な
状
況
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
地
獄
の
密
室
な
の
で
あ
る
。
三
人
の
人
物
は
何
れ
も
死
者
な
の

で
あ
る
が
、
彼
ら
の
聞
に
は
、
恋
愛
が
あ
り
、
嫉
妬
が
あ
り
、
殺
人
類
似
行
為
が
あ
る
。
類
似
と
い
う
の
は
、
死
者
で
あ
る
彼
ら
が
も
う
一
度
死
ぬ
乙
と
が
で

（
註6
）

き
な
い
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
乙
の
奇
妙
な
行
為
で
明
か
な
如
く
、
彼
ら
に
は
行
動
の
自
由
を
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
と
の
ド
ラ
マ
は
、
登

場
人
物
の
一
人
が
認
め
る
如
く
、A地
獄
と
は
他
人
の
と
と
で
あ
る
V
と
い
う
よ
う
な
わ
れ
わ
れ
生
き
て
い
る
人
聞
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
状
況
を
措
い
た
演
劇
と

い
う
乙
と
は
で
き
て
も
、
状
況
の
演
劇
と
は
認
め
難
い
。
問
題
は
、
状
況
そ
の
も
の
を
描
く
乙
と
で
は
な
く
、
状
況
内
の
爆
発
を
描
く
と
と
な
の
で
あ
る
か
ら
。



ま
た
四
番
目
の
戯
曲
A恭
々
し
き
娼
婦
V
に
於
て
は
、
ど
の
人
物
も
自
由
を
享
受
し
て
い
な
い
。
リ
ッ
ジ
1

及
び
黒
人
に
至
っ
て
は
1
1
1

言
う
ま
で
も
な

く
、
サ
ル
ト
ル
は
彼
ら
の
解
放
の
た
め
に
乙
そ
乙
の
戯
曲
を
書
い
た
の
で
あ
る
が
｜
｜
そ
れ
ぞ
れ
、
A
ア
メ
リ
カ
の
神
話
V
及
び
白
人
の
神
話
の
虜
に
な
っ
て

♀
註7
〉

い
る
。
彼
ら
は
自
分
自
身
を
支
配
者
の
眼
で
眺
め
る
と
い
う
悲
劇
的
な
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
居
り
、
彼
ら
に
自
由
の
爆
発
を
望
む
べ
く
も
な
い
。
つ
ま
り
状
況

劇
と
は
言
い
難
い
。

以
上
の
如
く
、
サ
ル
ト
ル
の
戯
曲
の
初
期
の
三
篇
を
と
っ
て
み
て
も
、
彼
の
定
義
に
こ
の
よ
う
な
暖
昧
さ
が
見
出
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

Aか
つ
て
の
演

劇
V
を
顧
み
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
乙
で
今
度
は
、
二
人
の
古
典
主
義
劇
作
家
、
ラ
シ
l

ヌ
と
コ
ル
ネ
ィ
ユ
の
作
品
を
採
り
上
げ
る
。

ま
ず
、
前
者
の
A
ア
ン
ド
ロ
マ
ク

V
で
は
、
四
人
の
人
物
が
そ
れ
ぞ
れ
対
立
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
対
立
は
、
内
部
か
ら
、
つ
ま
り
登
場
人
物
の
性
格
と
そ

れ
に
由
来
す
る
感
情
か
ら
や
っ
て
来
る
。
ラ
シ
l

ヌ
が
、
乙
の
よ
う
な
対
立
の
描
写
、
す
な
わ
ち
、
愛
と
憎
し
み
の
閣
の
感
情
の
揺
れ
動
き
の
描
写
に
情
熱
を

傾
け
る
と
き
、
確
か
に
サ
ル
ト
ル
の
言
う
性
格
劇
の
趣
き
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ド
ラ
マ
の
悲
劇
性
が
事
件
と
い
う
形
で
外
に
現
れ
て
来
る
の
が

H

結

婚
か
子
供
の
死
か
d
と
い
う
二
者
択
一
の
状
況
内
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
ア
ン
ド
ロ
マ
ク
の
グ
結
婚
と
自
殺
d
と
い
う
こ
重
の
決
意
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
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の
決
意
が
他
の
人
物
に
将
棋
倒
し
の
よ
う
に
伝
わ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
決
意
を
呼
び
、
二
人
の
死
と
一
人
の
狂
気
と
を
招
く
の
で
あ
る
か
ら
、
乙
の
限
り
で
は
状

況
劇
と
言
っ
て
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
コ
ル
ネ
ィ
ユ
の
A
ル
・
シ
ッ
ド
V
で
あ
る
が
、
乙
訟
で
は
、
ロ
ド
リ

l

グ
と
シ
メ
！
ヌ
と
い
う
相
愛
の
男
女
が
対
立
し
て
い
る
。
し
か
も
彼
ら
の
対

立
は
、
初
め
か
ら
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
二
人
の
父
親
が
仇
敵
関
係
に
入
る
（
ド
ン
・
ゴ
メ
ス
が
ド
ン
・
デ
ィ
エ
l

グ
に
喰
わ
す
平
手
打
ち
に
よ
っ

て
）
と
い
う
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
二
人
は
、
こ
の
新
し
い
状
況
に
直
面
し
て
、
愛
と
い
う
感
情
、
義
務
と
い
う
観
念
へ
の
意
志
と
の

間
で
悩
み
、
絶
え
ず
決
断
を
迫
ら
れ
る
。
そ
し
て

A蝿
V
に
於
て
オ
レ
ス
ト
が
受
け
た
雷
の
如
き
自
由
の
啓
示
乙
そ
示
さ
れ
な
い
が
、
結
局
意
志
の
力
が
勝
ち

そ
れ
に
基
い
て
選
択
を
行
う
。
こ
の
ド
ラ
マ
に
於
て
は
、
悲
劇
性
が
外
部
か
ら
、
つ
ま
り
当
の
人
物
の
外
に
立
て
ら
れ
た
状
況
か
ら
や
っ
て
来
て
、
そ
の
状
況

が
、
彼
ら
に
、
状
況
の
認
知
と
自
由
な
る
決
断
を
迫
り
、
彼
ら
の
内
部
に
危
機
が
生
ず
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、Aル
・
シ
ッ
ド
V
は
、

も
は
や
十
全
な
意
味
で
状
況
劇
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。



乙
の
結
呆
、
か
つ
て
の
演
劇
吾
露
骨
円
。
角
田
．

2
R
o
r
z

が
ど
の
あ
た
り
を
指
す
か
は
必
ず
し
も
明
か
で
は
な
い
が
、

（
註
8）

下
に
現
代
劇
と
区
別
す
る
こ
と
は
些
か
た
め
ら
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ
を
性
格
劇
と
名
付
け
、
そ
の
呼
称
の

更
に
サ
ル
ト
ル
は
、
状
況
劇
を
規
定
す
る
際
に
、
Aも
は
や
性
格
は
な
い
V
と
言
っ
て
い
る
が
、
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
、
サ
ル
ト
ル
の
主
人
公

た
ち
、
オ
レ
ス
ト
に
も
、
後
に
問
題
に
す
る
A汚
れ
た
手
V
の
ユ
l

ゴ
ー
に
も
、

A悪
魔
と
神
V
の
ゲ
ッ
ツ
な
ど
に
も
性
格
は
あ
る
。
し
か
も
彼
ら
は
そ
れ
こ
そ

（
註
9
〉

兄
弟
の
よ
う
に
よ
く
以
て
い
る
。
彼
ら
に
共
通
な
性
格
と
は
、
自
己
の
存
在
感
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
傾
向
、
そ
れ
に
伴
う
諸
傾
向
、
例
え
ば
自
尊
心
の
激
し

さ
な
ど
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
孤
立
し
、
引
き
裂
か
れ
、
存
在
感
の
稀
薄
な
人
聞
に
等
し
く
認
め
ら
れ
る
性
格
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
彼
ら
に
性
格
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
は
少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
性
格
と
い
う
も
の
がw
与
え
ら
れ
て
い
て
、
し
か
も
永
久
不
変
な
も
の
で
あ
るa
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
各
個
人
は
体
質
や
過
去
の
生
活
や
社
会
的
階
級
そ
の
他
諸
々
の
固
有
条
件
を
背
負
っ
て
居
り
、
そ
れ
に
由

（
註
叩
）

来
す
る
価
値
観
に
従
っ
て
行
動
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
行
動
の
集
積
ま
た
は
傾
向
こ
そ
が
性
格
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

か
く
し
て
性
格
劇
及
び
状
況
劇
と
い
う
規
定
は
甚
だ
暖
昧
な
も
の
と
な
り
、
従
っ
て
サ
ル
ト
ル
の
演
劇
の
性
格
そ
の
も
の
が
不
明
確
な
も
の
に
な
っ
た
。

-125ー

で
は
、
サ
ル
ト
ル
の
演
劇
の
特
徴
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
う
か
。
そ
こ
で
、
彼
の
作
品
の
幾
つ
か
を
概
観
し
て
、
検
討
を
加
え
、
そ
れ
を
明
か
に
し
た

ま
ず

A汚
れ
た
手
V
で
あ
る
が
、
乙
の
ド
ラ
マ
は
、

グ
ユl
ゴ
l

の
殺
人
の
動
機
は
何
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
は
果
し
て
政
治
的
暗
殺
で
あ
っ
た
かd
と
い
う

こ
と
を
廻
っ
て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
事
が
す
っ
か
り
終
っ
て
か
ら
、

グ
そ
れ
が
如
何
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
かd
を
、
映
画
的
な
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
パ

ッ
ク
に
よ
っ
て
解
き
明
か
す
と
い
う
形
式
を
踏
ん
で
い
る
。
こ
の
た
め
に
ド
ラ
マ
の
構
成
は
い
わ
ば
二
重
の
構
造
を
と
る
乙
と
に
な
る
。
主
人
公
は
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
政
党
に
加
わ
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
出
身
の
イ
ン
テ
リ
で
あ
る
が
、
彼
は
党
首
エ
ド
レ
ェ
ル
暗
殺
の
た
め
に
、
党
内
の
反
対
派
か
ら
エ
ド
レ
ェ
ル
の
下
に
派
遣

さ
れ
る
。
幾
多
の
遼
巡
の
後
に
、
ユ
ー
ゴ
l

は
エ
ド
レ
ェ
ル
を
射
殺
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
行
為
が
妻
の
情
事
の
目
撃
と
い
う
偶
発
事
に
触
発
さ
れ
た

も
の
で
、

ぷ
凡
の
純
潔
護
持
a
と
い
う
彼
本
来
の
意
図
に
基
く
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
彼
の
行
為
は
完
全
な
る
結
末
を
遂
げ
ず
、
宙
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ

し
て
ユ
i

ゴ
i

が
オ
ル
ガ
の
部
屋
を
訪
れ
る
こ
と
か
ら
、
第
二
の
ド
ラ
マ
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
乙
の
場
合
、
エ
ド
レ
ド
レ
ェ
ル
殺
害
ま
で
の
事
情
が
背
景
と



し
て
退
い
て
、
新
た
に
始
ま
っ
た
劇
行
為
の
状
況
と
な
る
の
で
あ
る
。
オ
ル
ガ
と
の
対
話
の
中
で
、
ド
ラ
マ
の
第
一
の
構
成
に
於
て
足
踏
み
状
態
に
な
っ
て
い

た
劇
行
為
が
、
急
激
に
発
展
し
て
破
局
へ
と
進
む
。
ユ
ー
ゴl
は
党
の
新
し
い
要
求
が
彼
自
身
の
過
去
（
政
治
的
暗
殺
、
乙
れ
こ
そ
彼
が
切
望
し
て
い
た
も
の

な
の
で
あ
る
）
の
否
定
を
強
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
そ
の
要
求
を
拒
否
す
る
。
そ
こ
か
ら
彼
の
運
命
の
急
転
が
訪
れ
る
。
彼
は
扉
を
蹴
っ
て
、
死

を
選
び
、
劇
行
為
は
真
の
結
末
を
告
げ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

A汚
れ
た
手
V
に
於
て
は
、
劇
に
於
け
る
危
機
は
す
べ
て
、
外
部
的
な
要
因
か
ら
で
は
な
く
、
内

部
的
な
要
因
か
ら
、
つ
ま
り
、
状
況
を
受
け
止
め
る
主
人
公
の
意
識
に
発
生
し
て
、
彼
の
運
命
を
逆
転
す
る
の
で
あ
る
。

A悪
魔
と
神
V
の
主
人
公
は
、
悪
の
た
め
に
悪
を
行
っ
て
い
る
ゲ
ッ
ツ
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
、
農
民
指
導
者
の
ナ
ス
チ
に
彼
の
行
為
が
大
諸
侯
に
と
っ

て
は
善
で
あ
る
乙
と
を
暴
露
さ
れ
、
更
に
悪
魔
と
同
居
し
て
い
る
破
戒
僧
の
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
に
善
が
不
能
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
、
悪
を
見
限
る
。
こ
の
よ
う

な
状
況
の
中
で
ゲ
ッ
ツ
が
善
を
決
意
す
る
乙
と
か
ら
劇
行
為
は
始
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
劇
行
為
が
様
々
な
対
立
を
苧
み
な
が
ら
転
換
点
に
達

す
る
の
は
、
第
三
幕
第
十
場
に
於
て
、
彼
が
神
の
不
在
を
発
見
し
た
と
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
自
己
を
否
定
し
、
悪
と
善
か
ら
弁
証
法
的
止
揚
を
行

A
ア
ル
ト
ナ
の
幽
閉
者
V
で
は
、
主
人
公
の
フ
ラ
ン
ツ
は
十
三
年
の
間
自
己
を
幽
閉
し
て
い
る
。
第
一
幕
の
家
族
会
議
を
通
じ
て
か
L

る
状
況
が
示
さ
れ
、
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っ
て
、
民
衆
の
た
め
に
戦
う
ゲ
ッ
ツ
へ
と
急
激
に
転
身
す
る
の
で
あ
る
。

第
二
幕
に
於
て
義
妹
の
ヨ
ハ
ン
ナ
が
夫
と
自
分
の
立
場
を
救
う
た
め
に
フ
ラ
ン
ツ
の
部
屋
に
入
る
こ
と
か
ら
、
乙
の
ド
ラ
マ
の
劇
行
為
が
始
ま
る
。
そ
し
て
、

ヨ
ハ
ン
ナ
が
彼
に
行
う
い
わ
ば
尋
問
の
一
つ
一
つ
に
よ
っ
て
、
彼
の
過
去
と
現
在
を
包
む
ヴ
ェ
ー
ル
が
一
枚
一
枚
剥
ぎ
取
ら
れ
な
が
ら
ド
ラ
マ
は
進
行
し
、
フ

ラ
ン
ツ
の
発
見
に
よ
っ
て
転
機
を
迎
え
る
。
彼
は
、
自
己
欺
踊
を
認
め
、
ロ
シ
ヤ
戦
線
で
行
わ
れ
た
拷
聞
が
生
涯
に
唯
一
度
父
親
を
離
れ
て
行
っ
た
自
分
自
身

の
行
為
で
あ
る
こ
と
を
発
見
す
る
で
あ
る
。
こ
の
発
見
が
、
父
親
の
イ
マ
l

ジ
ュ
と
し
て
の
自
己
を
否
定
し
、
彼
自
身
の
責
任
を
明
か
に
し
、
最
後
に
、
彼
と

父
親
の
間
で
行
わ
れ
る
二
重
の
自
殺
へ
と
導
い
て
い
る
。

さ
て
、
以
上
の
三
つ
の
作
品
に

A
蝿
V
を
加
え
る
と
、
幾
つ
か
の
共
通
点
が
浮
か
び
上
っ
て
来
る
。

グ
劇
行
為
の
単
一
性d
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
の
戯
曲
に
於
て
は
、
状
況
の
展
示
の
後
に
始
ま
っ
た
劇
行
為
が
、
様
々
な
対

そ
の
中
で
最
も
顕
著
な
も
の
は
、

立
葛
藤
を
苧
み
な
が
ら
も
決
し
て
中
断
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
完
全
な
る
結
末
へ
と
発
展
し
て
行
く
。
劇
行
為
の
単
一
性
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
古
典
悲
劇
の

（
註
口
）

最
高
の
準
則
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
A詩
学
V
の
根
拠
で
も
あ
る
J

そ
れ
故
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
分
析
を
試
み
た
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の



構
造
と
サ
ル
ト
ル
劇
の
構
造
が
非
常
な
一
致
を
示
す
と
し
て
も
驚
く
に
は
当
ら
な
い
。

以
下
に
、
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
代
表
作
、
ソ
ポ
ク
レ
ス
の
A
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
V
と
サ
ル
ト
ル
劇
と
の
構
造
上
の
対
比
を
示
す
。

A
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
V

A

（
展
示
）

主
人
公
は
、
疫
病
が
猫
板
を
極
め
て
い
る
テl
パ
イ
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
抑
え
る
べ
き
立
場
に
あ
る
。

C

（
発
見
）

デ
ル
ポ
ィ
の
神
託
。
先
王
の
殺
害
者
を
詮
索
す
る
必
要
が
生
じ
、
乙
れ
が
危
機
を
生
み
出
す
。

自
分
が
当
の
殺
害
者
で
あ
る
乙
と
の
発
見
。

B

（
劇
行
為
の
始
ま
り
）

D

（
急
転
｜
｜
自
己
否
定
）
こ
の
発
見
に
よ
っ
て
、
主
人
公
は
自
己
の
全
存
在
を
否
定
し
、
自
ら
の
眼
を
え
ぐ
り
、
王
座
を
捨
て
て
放
浪
の
旅
に
出
る
。

こ
の
場
合
の
発
見
は
、
単
な
る
客
観
的
な
事
実
の
発
見
で
は
な
く
、
そ
の
な
か
に
発
見
者
自
身
の
運
命
の
転
換
の
契
機
を
苧
む
よ
う
な
、
言
い
換
え
る
と
、

（
註
ロ
）

発
見
者
が
こ
れ
ま
で
平
静
ま
た
は
正
常
な
も
の
と
し
て
い
た
状
況
の
逆
転
を
も
た
ら
す
よ
う
な
、
い
わ
ば
自
己
否
定
を
伴
う
よ
う
な
形
で
行
う
発
見
で
あ
る
。

A蝿
V
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従
っ
て
、
c

と
D

に
は
内
容
的
に
も
時
間
的
に
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
。

A 

主
人
公
、
根
無
し
草
的
存
在
と
し
て
故
郷
に
帰
還
。

B 

エ
レ
ク
ト
ル
と
の
出
会
い
。
彼
女
に
会
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
人
公
は
、
退
く
べ
き
か
と
ど
ま
る
べ
き
か
と
い
う
岐
路
に
立
た
さ
れ
、
ゼ
ウ
ス
の
指

示
を
仰
ぐ
。
い
わ
ば
自
由
の
危
機
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。

c 

ジ
ュ
ピ
テ
ル
の
第
二
の
奇
蹟
を
通
じ
て
、
人
間
の
自
由
を
発
見
。
乙
れ
ま
で
彼
を
包
ん
で
い
た
軽
快
感
と
の
訣
別
。
過
去
の
自
己
と
の
断
絶
。
主
人
公

は
、
声
色
ま
で
変
り
、
フ
ィ
レ
ェ
ブ
と
い
う
偽
名
を
捨
て
て
、
本
名
の
オ
レ
ス
ト
を
名
乗
る
。

自
分
の
行
為
で
あ
る
復
讐
を
遂
げ
る
。
注
意
を
要
す
る
の
は
、
劇
行
為
が
こ
こ
で
終
っ
て
は
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ラ
シ
l

ヌ
が
ブ
リ
タ
ニ
キ
ュ
ス
の

D 
死
で
ド
ラ
マ
を
終
結
さ
せ
な
か
っ
た
の
は
、
「
悲
劇
が
完
全
な
行
為
の
模
倣
で
あ
り
、
そ
こ
で
何
人
か
の
人
物
が
相
競
い
、
そ
の
行
為
は
、
そ
れ
が
、
そ
の
同

（
註
臼
）

じ
人
物
を
ど
ん
な
状
況
に
委
ね
る
か
を
人
が
知
る
の
で
な
け
れ
ば
決
し
て
終
ら
な
い
。
」
か
ら
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
サ
ル
ト
ル
の
劇
行
為
は
、
或
る
人
物
が

自
由
の
爆
発
に
よ
っ
て
自
分
自
身
の
行
為
を
選
ん
だ
場
合
、
そ
の
行
為
が
当
の
人
物
に
如
何
な
る
結
果
を
も
た
ら
す
か
、
換
言
す
れ
ば
、
彼
が
そ
の
行
為
の
責



任
を
如
何
に
引
き
受
け
る
か
ま
で
を
人
々
に
示
す
の
で
な
け
れ
ば
決
し
て
終
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
発
見

l
i

急
転
か
ら
完
結
へ
の
過
程
が
長

い
こ
と
は
、
戯
曲
の
構
成
を
ゆ
る
め
、
劇
効
果
を
減
殺
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

A汚
れ
た
手
V

既
に
示
し
た
如
く
、
二
重
の
構
成
を
持
っ
て
い
る
。

A 

ブ
ル
ジ
ョ
ア
出
身
の
イ
ン
テ
リ
で
あ
る
主
人
公
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
政
党
に
属
し
て
居
り
、
直
接
行
動
を
望
ん
で
い
る
。

B 

党
首
エ
ド
レ
ェ
ル
の
下
に
派
遣
さ
れ
る
。

c 

妻
の
情
事
を
発
見
。

エ
ド
レ
ェ
ル
の
救
い
の
手
に
す
が
ろ
う
と
し
て
い
る
自
己
を
否
定
し
、
彼
を
殺
害
す
る
。

D 以
上
の
A
・
B

・
C

－
D

が
新
た
な
状
況
（
r
）
と
な
る
。

B
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D' C' 

オ
ル
ガ
を
訪
れ
る
。

党
の
要
求
が
ぴ
の
行
為
を
宙
に
浮
か
せ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
彼
自
身
の
否
定
に
繋
る
こ
と
の
発
見
。

要
求
の
拒
否
。
死
を
選
ぷ
。

こ
〉
で
は
、
既
に
事
が
終
っ
て
か
ら
過
去
に
遡
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
事
件
の
意
味
を
探
り
、
そ
れ
が
明
か
に
な
っ
た
突
端
に
、

一
気
に
破
局
へ
突
き
進
む

と
い
う
甚
だ
劇
的
効
果
の
高
い
構
成
を
示
し
て
い
る
。

A悪
魔
と
神
V

A 

絶
対
悪
の
追
求

B 

絶
対
善
へ
の
決
意
。
こ
の
企
て
は
挫
折
の
う
ち
に
終
り
、
主
人
公
は
よ
り
深
い
霧
に
包
ま
れ
、
神
に
問
い
か
け
る
。
彼
の
自
由
は
危
機
に
暴
さ
れ
る
。

c 

神
の
不
在
の
発
見
。
自
己
欺
摘
を
行
っ
て
い
た
乙
と
の
認
知
と
人
聞
の
自
由
の
発
見
と
に
よ
っ
て
、
過
去
の
一
切
と
訣
別
し
て
、
新
た
な
人
生
へ
の
出

発
を
決
意
す
る
。



戦
う
ゲ
ッ
ツ
と
し
て
相
対
の
世
界
に
踏
み
入
る
。

こ
の
戯
曲
は
複
雑
な
対
立
葛
藤
を
示
し
な
が
ら
、
悪
か
ら
善
へ
、
更
に
善
悪
の
錯
綜
す
る
相
対
の
世
界
へ
と
弁
証
法
的
発
展
を
遂
げ
て
居
り
、
サ
ル
ト
ル
の

D 
作
品
の
中
で
も
最
も
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
し
か
も
緊
密
な
構
成
を
示
し
て
い
る
。

《
ア
ル
ト
ナ
の
幽
閉
者
V

A 

十
三
年
に
渉
る
主
人
公
の
自
己
幽
閉
。

B 

ヨ
ハ
ン
ナ
介
入
。

c 

拷
聞
に
於
け
る
自
己
の
責
任
の
認
知
。
民
族
虐
殺
・
国
土
荒
廃
の
神
話
否
定
。

D 

自
殺
。

と
こ
ろ
で
、
ギ
リ
シ
ャ
劇
は
、
哀
憐
と
恐
怖
と
を
呼
び
起
こ
し
、
そ
れ
ら
の
情
緒
を
浄
化
す
る
た
め
に
、
人
聞
の
全
き
行
動
を
模
倣
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

ハ
註U
ゾ

あ
っ
た
。
従
っ
て
、
劇
行
為
の
単
一
性
の
要
求
は
、
専
ら
不
自
然
さ
を
避
け
ん
が
た
め
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
サ
ル
ト
ル
の
作
品
に
於
て
は
、
そ
れ
は
知
何
な
る
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
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乙
乙
で
わ
れ
わ
れ
は
、
再
び
彼
の
《
状
況
劇
V
へ
の
志
を
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
、《
も
し
人
聞
が
、
与
え
ら
れ
た
状
況
に
於
て
自
由
だ
と
す

る
な
ら
、
も
し
人
聞
が
与
え
ら
れ
た
状
況
に
於
て
自
分
自
身
を
自
由
な
も
の
と
し
て
選
ぷ
の
な
ら
ば
、
も
し
人
聞
が
、
と
の
状
況
の
な
か
で
と
の
状
況
に
よ
っ

て
自
分
自
身
を
選
ぶ
も
の
と
す
る
な
ら
、
舞
台
の
上
に
、
単
純
か
つ
人
間
的
な
諸
状
況
を
、
乙
れ
ら
の
状
況
の
な
か
で
自
分
を
選
ぷ
自
由
者
を
示
さ
ね
ば
な
ら

（
註2
参
照
）

ぬ
：
：
：V
と
言
っ
て
い
る
。
乙
の
中
か
ら
必
要
な
解
答
を
引
き
出
す
の
は
極
め
て
容
易
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
展
示
｜
｜
劇
行
為
の
開
始
｜
｜
急
転
｜

ー
破
局
と
い
う
演
劇
の
図
式
は
、
状
況
｜
｜
自
由
の
発
見
｜
｜
行
為
の
選
択
｜
｜
結
果
（
責
任
）
と
い
う
サ
ル
ト
ル
の
自
由
の
系
譜
と
構
造
的
に
密
着
し
て
い

（
註
阻
む

「
演
劇
は
哲
学
的
で
あ
り
、
哲
学
は
劇
的
で
あ
る
。
」
と
い
う
サ
ル
ト
ル
の
言
葉
は
こ
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

サ
ル
ト
ル
劇
の
第
二
の
特
徴
は
作
者
と
登
場
人
物
と
の
関
係
に
あ
る
。
彼
ら
は
明
白
に
、
作
者
の
分
身
及
至
は
彼
の
思
想
の
代
弁
者
で
あ
る
主
役
と
、
引
き

立
て
役
に
過
ぎ
な
い
木
偶
と
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は
現
実
の
人
閣
の
リ
ア
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
形
象
化
で
は
な
く
、
彼
の
頭
か
ら
直
接
生
ま
れ
出
て

来
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
柄
に
も
か
〉
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
な
り
、
世
代
な
り
、
階
級
な
り
を
代
表
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
と
の
こ
と
が



登
場
人
物
の
兄
弟
関
係
の
主
要
な
理
由
な
の
で
あ
る

こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
チ
ェl
ホ
フ
の
人
物
、
と
り
わ
け

A
桜
の
園
V
の
諸
人
物
と
比
較
し
て
み
る
乙
と
に
よ
っ
て
一
層
明
か
に
な
る
。
こ
〉
で
は
、
ラ
ネ

ー
フ
ス
カ
ヤ
と
ガ
l

エ
フ
は
没
落
し
つ
つ
あ
る
地
主
階
級
を
、
ロ
パ
l

ヒ
ン
は
新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
、
フ
ィ
l

ル
ス
老
人
は
時
代
に
即
応
で
き
な
い
召
使

い
を
、
ャ
l

シ
ャ
は
跳
ね
上
っ
た
若
い
従
僕
を
、
ア
l

ニ
ャ
と
ト
ル
フ
ィ
モ
フ
は
生
ま
れ
つ
〉
あ
る
新
し
い
世
代
を
と
い
う
よ
う
に
、
自
分
自
身
の
属
す
る
身

分
・
世
代
・
階
級
等
々
を
代
表
し
て
、
し
か
も
そ
の
役
か
ら
一
歩
も
踏
み
出
す
こ
と
は
な
い
。
従
っ
て
、
作
者
の
意
見
を
代
弁
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
若
い

二
人
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、

「
ょ
う
乙
そ
、
新
し
い
生
活
／
」
と
言
わ
せ
て
い
る
の
が
数
少

（
註
M
U）

い
例
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
乙
の
結
果
、
チ
ェ
l

ホ
フ
の
人
物
は
十
分
に
形
象
化
さ
れ
、
活
気
と
リ
ア
リ
テ
ィ
と
を
具
え
る
乙
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
て
、
サ
ル
ト
ル
の
主
人
公
は
哲
学
者
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
。
彼
ら
の
台
詞
の
ど
の
一
つ
を
と
り
上
げ
て
み
て
も
、
多
分
、
哲
学
者
と
し
て
の
サ

ル
ト
ル
の
著
作
の
中
に
そ
の
原
型
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
彼
は
、
演
劇
を
自
己
の
思
想
の
伝
声
管
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

「
さ
よ
う
な
ら
、
わ
た
し
の
う
ち
／

さ
よ
う
な
ら
、
古
い
生
活
／
」

人
物
が
そ
の
役
柄
を
踏
み
外
し
て
著
し
く
リ
ア
リ
テ
ィ
を
損
う
場
合
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
人
物
が
よ
り
重
要
な
人
物
乃
至
は
彼
の
行
動
に
註

-130-

釈
を
加
え
、
引
き
立
た
せ
る
必
要
か
ら
生
ず
る
。

例
え
ば
、
《
悪
魔
と
神
V
に
於
て
、
太
陽
の
街
が
他
人
の
不
幸
の
上
に
築
か
れ
て
い
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
ほ
ど
聴
明
だ
っ
た
ヒ
ル
ダ
が
、
ゲ
ッ
ツ
の
留

守
中
に
木
偶
に
変
貌
し
て
、
祈
り
を
以
っ
て
戦
争
を
防
ご
う
と
す
る
。
し
か
も
後
に
は
、
再
び
総
明
さ
を
取
り
戻
す
の
で
あ
る
。

乙
の
結
呆
、
サ
ル
ト
ル
は
A神
V
の
地
位
に
上
る
。
彼
は
人
形
た
ち
の
糸
を
し
っ
か
り
と
押
え
て
い
て
そ
れ
を
自
在
に
操
る
。
そ
れ
故
、
人
形
た
ち
は
、
恐

ら
く
は
彼
ら
自
身
の
意
志
に
反
し
て
ま
で
、
サ
ル
ト
ル
H

神
の
意
の
偉
に
動
く
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
サ
ル
ト
ル
の
演
劇
の
構
造
の
特
徴
も
、
人
物
の
特
徴
も
、
彼
が
演
劇
に
よ
っ
て
今
日
の
世
界
の
再
現
を
企
て
る
代
り
に
、
今
日
の
世
界
に
対

処
す
る
彼
の
哲
学
的
方
法
の
体
現
者
を
舞
台
に
上
ら
せ
る
こ
と
を
企
て
た
こ
と
の
当
然
の
帰
結
な
の
で
あ
る
。

註
－

ド
ラ
マ
と
は
対
立
で
あ
る
と
か
、
葛
藤
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
屡
々
言
わ
れ
て
い
る
。
木
下
順
二
は
、
「
作
者
が
体
験
し
た
現
実
と
作
者
と
の
関
係
を
あ
る
一
つ
の
緊
張

を
も
っ
て
と
ら
え
る
と
と
」
と
定
義
し
て
い
る
が
、
と
れ
を
、
作
者
で
あ
る
人
間
と
人
間
以
上
の
対
象
と
の
根
元
的
な
対
立
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り

と
h

で
対
立
と
い
う
場
合
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
於
け
る
人
間
と
運
命
の
対
立
か
ら
、
イ
プ
セ
ン
に
於
け
る
個
人
と
社
会
、
或
は
木
下
順
二
に
於
け
る
緊
張
ま
で
、
広
く
含

め
る
も
の
と
す
る
。
一
ニ
笠
書
一
民
、
現
代
演
劇
講
座
ω
所
載
の
木
下
順
二
、
《
演
劇
の
本
質
》
参
照
。
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ロ
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神
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伽s
o
u
悼
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伊
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E
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E
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F
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h
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B
E
F
ロ
－E
ロ
♂
の
丘
町
自
阻
止
・
H
v
g∞

ガ
ル
サ
ン
、
イ
ネ
ス
、
エ
ス
テ
ル
の
三
人
が
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
状
況
は
、
彼
ら
が
即
自
で
あ
る
と
同
時
に
対
自
で
も
あ
る
よ
う
な
世
界
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
地
上
の

人
間
と
の
関
係
に
於
て
は
、
専
ら
《
生
者
の
餌
食
》
で
あ
る
よ
う
な
即
自
存
在
で
あ
り
、
他
方
相
客
で
あ
る
彼
等
同
志
の
関
係
に
於
て
は
、
対
自
存
在
な
の
で
あ
る
。

ぇ
・
同
州O
Z
同
件
。m
E
Z
＝
u
T
g
l同M
m
z－
ω
R
昨
日
u
開
門E
F
Oロ
印
刷
ぷ2
5

〉
邑
g
p
n
E
H
L仲店
同
F
O回
g

・8
J
o
g
2
0日
常
《
出
巳
曲
。
。
印
》

行
動
す
る
主
体
に
は
と
り
わ
け
自
由
が
必
要
で
あ
り
、
世
界
と
の
繋
り
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
る
に
彼
ら
は
、
地
上
と
の
繋
り
を
断
ち
切
ら
れ
て
居
り
、
地
上
の
人
々
の

眼
に
は
彼
ら
は
即
自
と
し
て
石
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
自
由
な
人
間
の
行
動
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
現
在
の
彼
の
行
動
が
遡
っ
て
過
去
の
行
動
の
意
味
を
変
え
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
彼
ら
に
は
も
は
や
主
体
的
に
そ
れ
を
行
う
乙
と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
彼
ら
は
、
ま
ず
、
地
上
の
人
聞
に
対
し
て
行
動
す
る
こ
と

が
不
能
で
あ
り
、
更
に
エ
ス
テ
ル
の
茶
番
で
明
か
に
さ
れ
て
い
る
如
く
、
密
室
内
で
の
行
為
も
、
そ
の
効
果
を
剥
奪
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
彼
ら
に
残
さ
れ
て
い
る
可
能

な
唯
一
の
行
為
は
、
強
い
て
言
え
ば
、
言
葉
に
よ
る
も
の
、
つ
ま
り
相
手
を
説
得
す
る
と
と
だ
け
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
に
地
上
的
な
行
為
の
余
地
が
残
さ

れ
て
い
な
い
以
上
、
究
極
的
に
は
無
効
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

え
－
E
M－
－e
叶
r
a
uご
』
0
8

・
刷v
m
c－F
1
5
u
国
曲
目
年
同
国
曲
目E
S
M
Y

∞
吋
』2
5
0

ロ
日

ω
民
同
F
U
R

－E
・5

伽
目
。
司
・
句
・8
t
g

安
堂
信
也
氏
は
、
雑
誌
e

理
想
グ
一
九
五
九
年
五
月
発
行
・
第
三
一
二
号
に
寄
せ
ら
れ
た
《
サ
ル
ト
ル
の
演
劇
》
に
於
て
、
サ
ル
ト
ル
の
概
念
に
よ
る
演
劇
の
区
分
に
対

し
て
異
議
を
申
し
立
て
て
い
る
。

。
同
・
同o
g
見
守
口
白
血
口
叶
宮
〉
F
E
Z

仏
国
2
0
E

冨
a
o
B
F
g
n
r

ロ
E

目
白
川
口
巳
S
E
q
o
向
。
g
a
m
p
o
Z
E
r
o
g
E
S
・
司
・8

《
巧
o
h
o
o－
釦

聞
昨
日
ロ
唱
えP
回
目q
d
『
w
r
F
o
Z
同
8

阻
止

F
5
0

内
回g
E
o
a
r
s
g
o
F
q
z
s

目
白
ミ
包
B
E
E
o
n
E
E
n
R
：

E
Z
・
》

サ
ル
ト
ル
は
《
存
在
と
無
》
の
中
で
、
《
性
格
な
る
も
の
は
、
他
者
に
と
っ
て
の
認
識
対
象
と
し
て
し
か
、
は
っ
き
り
し
た
存
在
を
持
た
な
い
。
意
識
は
自
分
自
身
の
性

格
を
認
識
し
な
い
｜
｜
少
く
と
も
、
他
人
の
観
点
か
ら
出
発
し
て
、
反
省
的
に
自
己
を
規
定
す
る
の
で
は
な
い
限
り
｜
｜
。
》
と
言
っ
て
い
る
が
、
と
れ
を
認
め
る
こ
と

は
わ
れ
わ
れ
の
議
論
の
障
碍
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
。
同
－F
d
s
z

－
何
回E
R
H
V
・
司
・
色
。
t

合
吋

。
同
・
同o
m
o円
〈
白
山
口gn
同
日
開
闘
志
同
－

o
p
n
o
仏
戸H
U
g
g
o
u
n
R
E

ヴ
ァ
イ
ヤ
ン
が
こ
こ
で
行
っ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
古
典
悲
劇
の
分
析
は
興
味
深
い
。
そ
の
中
の
一
節
に
次

の
知
き
文
章
が
見
ら
れ
る
。
《
劇
行
為
の
第
一
の
特
性
は
始
ま
り
と
終
り
と
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
：
：
：
劇
行
為
の
始
ま
り
は
作
者
の
勝
手
に
は
な
ら
な
い
。
劇

行
為
は
人
生
の
断
片
の
正
反
対
で
あ
り
、
そ
れ
の
始
ま
り
は
文
字
通
り
の
始
ま
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
：
：
：
ド
ン
・
ゴ
メ
ス
が
ド
ン
・
デ
ィ
エ

l

グ
に
平
手
打
ち
を

食
わ
せ
る
こ
と
で
、
「
ル
・
シ
ッ
ド
」
の
劇
行
為
は
始
ま
る
。
同
様
に
、
劇
行
為
は
気
侭
に
は
終
ら
な
い
。
：
：
：
悲
劇
は
あ
る
完
全
な
る
行
為
の
模
倣
で
あ
る
。
》

雑
誌
8

文
芸
’
一
九
六
三
年
七
月
号
《
歴
史
と
悲
劇
に
つ
い
て
》
（
木
下
順
一
一
）
参
照

国
同
伊
丹
釦
巳
2

回
日
一p
o
g
応
話
回
》
芯F
B

円
四o
m
R
即
日

註
6

註
7

註
8

註
9

註
叩

註
日

註
ロ

ト
工
q
u

a－F
い
唱
よ



註
日
比

ト
t
p
b

z
R
唱

i

ト
十
』n
h
V

-2-n’i 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
《
詩
学
》
参
照
。
劇
行
為
の
単
一
性
に
関
す
る
記
述
の
主
な
る
も
の
は
、
第
六
章
か
ら
第
十
三
章
に
見
ら
れ
る
・

冨
包
己
巴

E
n
E
H
u
g－
H
F
g

開
2
2
巳
5
8
H
M
m
a
s
s

－
可
－N
o
e』
ロ
ロ
宮
正

《
桜
の
園
》
の
創
作
に
際
し
て
、
チ
ェ
1

ホ
フ
は
現
実
の
人
閣
の
中
に
そ
の
形
象
を
求
め
た
が
、
と
れ
と
は
反
対
に
、
サ
ル
ト
ル
が
小
説
執
筆
を
中
断
し
て
戯
曲
を
書
く

理
由
と
し
て
、
「
個
人
的
な
体
験
の
裏
付
け
な
し
に
は
、
小
説
は
書
け
ぬ
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ

l

《
芸
術
に
於
け
る

わ
が
生
涯
》
8

桜
の
園
’

追
記

乙
の
小
論
は
昭
和
三
十
七
年
十
一
月
十
七
日
に
、
芸
文
学
会
で
行
っ
た
発
表
に
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
ベ
ル
ト
ル
ト
・
プ
レ
ヒ
ト

の
叙
事
的
演
劇
及
び
異
化
的
効
果
に
触
れ
て
、
サ
ル
ト
ル
の
演
劇
に
一
つ
の
規
定
を
与
え
る
こ
と
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
小
論
で
は
紙
数
の
関
係
か
ら
そ
の

部
分
を
割
愛
し
た
。
更
に
研
究
を
重
ね
て
、
次
の
機
会
を
待
つ
と
し
て
も
、
特
に
、
そ
の
概
略
を
記
し
て
お
き
た
い
。

プ
レ
ヒ
ト
の
叙
事
的
演
劇
技
法
の
最
大
の
特
徴
は
異
化
的
効
果
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
異
化
的
効
果
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
日
常
な
れ
親
し
ん
で
い
て

る
出
来
事
の
根
底
に
潜
む
社
会
的
身
振
り
を
、
し
か
も
歴
史
的
な
出
来
事
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
一
定
の
時
代
と
結
び
つ
い
た
、
一
回
限
り
の
、
絶
え
ず

-132 ー

当
然
の
こ
と
と
し
て
気
に
も
留
め
な
い
事
柄
を
、
正
常
で
な
い
も
の
と
し
て
際
立
た
せ
、
対
立
さ
せ
る
技
法
で
あ
る
。
乙
の
効
果
に
よ
っ
て
、
彼
は
、
あ
ら
ゆ

変
化
し
、
次
の
時
代
に
追
い
抜
か
れ
得
る
も
の
と
し
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
。
従
っ
て
舞
台
で
演
じ
ら
れ
る
人
物
ま
た
は
状
況
に
対
し
て
、
作
家
・
俳
優
・
観

客
の
三
者
は
、
歴
史
家
が
対
象
に
対
し
て
と
る
よ
う
な
距
離
を
置
か
ね
ば
ら
な
ら
な
い
。
乙
の
結
果
、
観
客
は
社
会
的
な
立
場
を
と
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
、
一

つ
の
決
定
を
行
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
戦
争
か
ら
利
益
を
得
ょ
う
と
し
て
立
ち
廻
り
、
三
人
の
子
供
た
ち
を
失
う
と
い
う
大
き
な
犠
牲
を
強
い
ら
れ
た
肝
っ
玉

お
っ
母
を
突
き
放
し
て
、
ブ
レ
ヒ
ト
が
m

作
者
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
は
、
彼
女
に
教
訓
を
引
き
出
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
観
客
に
そ
れ
を
行
わ
せ
る
こ

と
で
あ
る

J

と
言
っ
て
い
る
の
は
、
彼
の
立
場
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

乙
れ
に
反
し
て
、
サ
ル
ト
ル
の
演
劇
は
観
客
を
舞
台
の
行
為
に
捲
き
込
み
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
を
共
に
す
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
感
情
同

化
を
惹
き
起
こ
す
。
同
化
は
、
舞
台
と
観
客
の
聞
で
だ
け
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
作
者
と
舞
台
の
一
体
化
ま
で
も
行
う
。
乙
の
意
味
で
サ
ル
ト
ル
の

演
劇
は
、
作
者
・
人
物
・
俳
優
・
観
客
の
四
者
に
よ
る

A共
犯
関
係
の
演
劇
V
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
舞
台
を
媒
介
と
し
て
乙
の
よ
う
な
共
犯
関
係

が
結
ぼ
れ
る
結
果
、
否
定
的
人
物
が
主
役
と
し
て
現
れ
た
場
合
、
或
は
肯
定
的
人
物
で
あ
っ
て
も
、
彼
が
否
定
す
べ
き
行
為
を
行
っ
た
場
合
、
観
客
は
批
判
の



対
象
と
し
て
眺
め
る
乙
と
が
で
き
ず
、
単
に
浄
化
を
行
う
ば
か
り
で
、
従
ゥ
て
、
作
者
は
そ
の
目
的
を
十
分
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
態
が
生
ず

る

A汚
れ
た
手
V
が
そ
の
よ
い
例
で
あ
る
。
乙
の
ド
ラ
マ
は
一
般
に
悲
劇
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
る
が

（
例
え
ば
守
口g
）
、
乙
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
乙
〉

で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
悲
劇
で
は
な
い
。

る
。

A桜
の
園
V
が
、
悲
劇
で
は
な
く
喜
劇
で
あ
る
の
と
そ
っ
く
り
同
じ
理
由
に
よ
っ
て
、
悲
劇
で
は
な
く
喜
劇
で
あ

A桜
の
園
V
の
喜
劇
性
は
、
主
人
公
の
ラ
、
不l
フ
ス
カ
ヤ
夫
人
が
、
歴
史
に
於
け
る
自
ら
の
位
置
を
見
究
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
歴
史
の
流
れ
に
逆

っ
て
最
も
有
効
な
る
対
処
手
段
を
取
り
得
な
い
乙
と
に
由
来
し
て
い
る
。

《
汚
れ
た
手
V
の
ユ
l

ゴ
l

も
ま
た
、
作
者
自
身
が
言
明
し
て
い
る
如
く
、
否
定
的
な
人
物
で
あ
る
。
現
実
に
基
盤
の
な
いA
個
人
主
義
的
モ
ラ
ル
V
の
信

奉
者
で
あ
る
主
人
公
が
、

A効
果
性
の
モ
ラ
ル
V
を
最
も
よ
く
身
に
つ
け
て
い
る
べ
き
政
治
的
暗
殺
者
の
道
を
選
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
乙
〉
に
乙
の
ド
ラ
マ
の

喜
劇
性
が
存
在
す
る
。
そ
れ
故
作
者
は
ユl
ゴ
！
の
こ
の
よ
う
な
弱
点
を
異
化
的
効
果
（
例
え
ば
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
）
に
よ
っ
て
も
っ
と
露
わ
に
批
判
的
に
示
す

べ
き
で
あ
る
の
に
、
主
人
公
に
夢
中
に
な
り
、
彼
に
否
定
的
人
物
と
し
て
の
十
分
な
形
象
を
与
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
観
客
は
、
主
人
公
を
突
き
放

し
て
眺
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
逆
に
、
彼
と
体
験
を
と
も
に
し
、
彼
の
運
命
に
同
情
さ
え
寄
せ
て
、
つ
い
に
は
喜
劇
と
悲
劇
の
評
定
を
取
り

違
え
る
と
い
う
結
果
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
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