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シ

ド

八
一
ブ

ヌ

論
〉

の

シ

ウ

ロ

鬼

頭

d
哲

人

ジ
ロ
ド
ゥ
が
〈
ラ
シ
l

ヌ
論
〉
を
書
い
た
時
、
彼
は
ま
だ
戯
曲
作
品
を
二
篇
し
か
書
い
て
い
な
か
っ
た
。
彼
も
劇
作
家
で
あ
る
以
上
、
そ
の
ラ
シ
l

ヌ
論
と

彼
の
作
品
と
の
聞
に
、
特
に
そ
れ
以
後
の
作
品
と
の
聞
に
は
重
要
な
橋
が
か
け
ら
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
確
か
に
ジ
ロ
ド
ゥ
に
於
け
る
ラ
シ
l

ヌ
の
影
響
と
か

ジ
ロ
ド
ゥ
の
師
と
し
て
の
ラ
シ
i

ヌ
と
か
、
ジ
ロ
ド
ゥ
の
ラ
シ

l

ヌ
讃
と
も
見
え
る
乙
の
〈
－
フ
シ
！
ヌ
論
〉
の
周
囲
に
は
、
彼
ら
二
人
の
劇
詩
人
を
結
び
つ
け

ょ
う
と
す
る
種
々
の
言
が
散
見
す
る
。
だ
が
真
実
、
作
家
と
い
う
も
の
は
他
の
作
家
の
裡
に
何
を
求
め
、
何
を
讃
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ジ
ロ
ド
ゥ

に
於
け
る
ラ
シ
l

ヌ
の
影
響
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
軽
々
し
く
信
じ
て
も
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
こ
の
ラ
シ
l

ヌ
論
を
読
む
と
、
ジ
ロ
ド
ゥ
は
乙
の
偉

大
な
悲
劇
詩
人
に
「
文
学
」
の
典
型
を
見
、
そ
の
完
全
さ
を
讃
え
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
先
ず
ジ
ロ
ド
ゥ
は
ラ
シ
l

ヌ
の
裡
に
彼
自

ら
を
映
す
明
断
な
鏡
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
。
彼
の
作
品
を
〈
ラ
シ
l

ヌ
論
〉
の
前
に
お
い
て
見
る
時
、
そ
の
鏡
乙
そ
、
彼
の
反
省
、
彼
の

意
識
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ジ
ロ
ド
ゥ
は
こ
の
〈
ラ
シ

i

ヌ
論
〉
の
第
一
行
目
で
ラ
シ
l

ヌ
を
フ
ラ
ン
ス
文
学
第
一
の
作
家
と
い
い
、
ラ
シ
l

ヌ
の
天
才
を
ル
イ
十
四
世
治
下
の
偉
大
な

時
代
の
生
ん
だ
も
の
と
見
、
更
に
そ
の
天
才
を
文
明
そ
の
も
の
の
天
才
と
結
び
つ
け
て
い
る
。ジ
ロ
ド
ゥ
に
よ
れ
ば
、
「
ラ
シ
l

ヌ
の
時
代
は
、
そ
の
文
明
そ
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人
間
の
魂
を
そ
の
密
度
故
に
、
真
空
状
態
や
混
沌
か
ら
解
き
放
っ
て
く
れ
る
。
普
通
は
そ
の
真
空

状
態
に
よ
っ
て
、
よ
り
劇
的
で
神
秘
的
な
、
し
か
し
常
に
い
く
ら
か
絶
望
的
な
輝
き
が
得
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
」
未
完
成
の
時
代
に
於
て
は
、
作
家
は

の
も
の
が
天
才
だ
っ
た
」
「
そ
の
頂
天
に
達
し
た
文
明
は
、

自
己
の
経
験
か
ら
種
々
の
不
幸
や
人
間
観
察
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
ラ
シl
ヌ
の
生
き
た
「
偉
大
な
時
代
で
は
、
生
れ
な
が
ら
に
人
は
偉

大
な
心
と
偉
大
な
時
代
を
知
っ
て
し
ま
う
」
と
ジ
ロ
ド
ゥ
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
な
け
れ
ば
ラ
シ
l

ヌ
の
秘
密
は
解
け
な
い
。
乙
れ
は
不
安
の
世
紀

に
生
き
た
、
外
交
官
で
も
あ
り
、
旅
汁
家
で
も
あ
り
、
そ
の
上
モ
ラ
リ
ス
ト
で
も
あ
る
ジ
ロ
ド
ゥ
の
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
ろ
う
。
劇
作
家
ラ
シ
l

ヌ
の
誕
生

す
る
ま
で
、
彼
の
青
春
は
全
く
人
生
と
隔
絶
し
て
い
た
。
彼
は
ポ
l

ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
の
閲
さ
れ
た
世
界
の
中
で
、
古
代
の
中
に
生
き
て
き
た
。
彼
の
作
家
と

し
て
の
資
本
は
書
物
だ
け
で
あ
っ
た
。
彼
は
古
代
の
研
究
を
通
し
て
し
か
人
生
を
見
て
い
な
か
っ
た
。
文
学
を
通
し
て
し
か
人
聞
を
見
て
い
な
か
っ
た
と
言
っ

て
も
い
い
。
そ
れ
が
ジ
ロ
ド
ゥ
に
「
ラ
シ
1

ヌ
は
文
体
と
詩
法
の
網
で
、
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
真
理
を
外
側
か
ら
漁
ろ
う
と
し
た
」
と
言
わ
せ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
の
方
法
が
成
功
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
文
学
が
純
粋
に
文
学
で
あ
り
得
た
完
全
な
時
代
の
こ
と
で
あ
り
、
未
完
成
の
時
代
に
生
き
る
ジ

ロ
ド
ゥ
に
と
っ
て
ラ
シ
l

ヌ
の
方
法
は
無
縁
の
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。
「
ラ
シl
ヌ
に
は
文
学
的
感
情
で
な
い
感
情
は
な
い
」
と
ジ
ロ
ド
ゥ
は
書
い
て
い
る

- 26-

が
、
ラ
シ
i

ヌ
の
残
酷
さ
も
優
し
さ
も
、
全
て
は
ラ
シ
l

ヌ
が
作
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
く
る
の
で
、
ラ
シ

l

ヌ
個
人
の
不
幸
や
幸
福
か
ら
く
る
の
で
は

な
い
と
す
れ
ば
、
つ
ま
り
ラ
シ
！
ヌ
が
時
代
と
共
に
完
全
に
文
学
的
で
あ
り
得
た
と
す
れ
ば
、
ジ
ロ
ド
ゥ
が
、
又
、
二
十
世
紀
の
作
家
た
ち
が
、
多
少
な
り
と

も
文
学
か
ら
足
を
踏
み
は
ず
し
て
い
る
の
も
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
ラ
シl
ヌ
は
当
時
の
如
何
な
る
問
題
か
ら
も
発
想
し
な
か
っ
た
」
と
書
い
た
ジ
ロ
ド

ゥ
自
身
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
問
題
、
戦
争
の
問
題
等
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
全
く
出
来
ず
、
又
、
そ
れ
ら
の
問
題
が
ジ
ロ
ド
ゥ
の
内
面
生
活
に

大
き
な
軌
跡
を
残
し
て
い
る
こ
と
も
否
定
出
来
な
い
。

ラ
シ
l

ヌ
に
と
っ
て
は
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ズ
ム
の
問
題
も
何
ら
創
作
の
酵
母
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
「
悲
劇
の
筋
立
て
は
、
悲
劇
の
誕
生
以
来
、
選
ば
れ
た
人
物

の
上
に
宿
命
を
投
げ
か
け
る
こ
と
以
外
に
な
い
」
故
に
、
フ
ェ
ー
ド
ル
も
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ズ
ム
の
証
明
に
は
な
ら
な
い
と
ジ
ロ
ド
ゥ
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
又
、

ラ
シ
l

ヌ
の
社
会
生
活
も
何
ら
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
悲
劇
は
、
主
題
と
構
成
と
発
展
の
問
題
以
外
に
な
か
っ
た
。
「
死
と
い
う
言
葉
も
恋

人
と
い
う
言
葉
も
、
自
分
の
死
、
自
分
の
恋
人
の
乙
と
を
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
」
。



た
し
か
に
ラ
シ
l

ヌ
の
詩
句
は
、
い
わ
ば
幾
何
学
的
な
人
工
庭
園
の
如
き
も
の
で
、
心
理
の
ロ
ジ
ッ
ク
で
、
恐
る
べ
き
緊
密
さ
を
も
っ
て
組
立
て
ら
れ
て
い

る
の
で
、
主
観
の
は
い
る
余
地
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
カ
ル
テ
ジ
ア
ン
・
ラ
シ
l

ヌ
は
、
ま
る
で
あ
ら
ゆ
る
発
見
を
拒
否
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
論
理
で
捉
え
ら
れ
ぬ
も
の
ま
で
論
理
で
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ラ
シ
l

ヌ
の
世
界
は
完
全
に
関
さ
れ
た
世
界
の
よ
う
に

見
え
る
の
だ
。

フ
ラ
ン
ス
人
ら
し
く
、
や
は
り
多
少
は
カ
ル
テ
ジ
ア
ン
で
あ
ろ
う
ジ
ロ
ド
ゥ
に
と
っ
て
、
彼
の
こ
の
関
さ
れ
た
世
界
が
純
粋
に
文
学
的
と
映

り
、
も
は
や
容
喋
す
る
余
地
の
な
い
完
全
な
世
界
と
映
っ
て
も
自
然
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
の
完
全
さ
の
故
に
こ
そ
、
彼
は
又
、
「
外
側
か
ら
真
理
を
漁
ろ
う

と
し
た
」
ラ
シ
l

ヌ
の
方
法
を
指
摘
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
方
法
が
古
典
の
教
養
と
言
葉
と
を
最
大
限
に
活
用
し
て
「
心
的
現
実
を
型
取
る
」
こ
と
に
あ
っ
た

と
、
ラ
シ

l

ヌ
の
追
求
す
る
論
理
的
真
実
と
ラ
シ
l

ヌ
自
身
の
即
ち
現
実
の
人
生
と
の
謂
離
に
ふ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ジ
ロ
ド
ゥ
の
作
品
に
関
し
て
は
、
事
実
は
全
く
反
ラ
シ
l

ヌ
的
で
あ
る
。
ジ
ロ
ド
ゥ
の
作
品
に
も
論
理
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
完
全
に
主
観
的
な
ロ
ジ

ツ
ク
で
あ
り
、
様
々
に
背
反
す
る
各
論
理
の
バ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
作
品
が
支
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
主
観
の
み
が
ジ
ロ
ド
ゥ
の
世- 27-

界
の
原
動
力
だ
と
い
っ
て
も
い
い
。
ア
ル
ク
メl
ヌ
は
事
実
の
如
何
に
よ
ら
ず
完
全
に
純
潔
な
の
で
あ
る
。
ジ
ロ
ド
ゥ
の
作
品
に
於
て
は
、
死
と
い
う
言
葉
は

ジ
ロ
ド
ゥ
自
身
の
死
か
ら
く
る
の
で
あ
り
、
苦
し
み
と
い
う
言
葉
は
ジ
ロ
ド
ゥ
自
身
の
苦
し
み
か
ら
出
た
言
葉
で
あ
る
。
彼
は
「
ラ
シ
i

ヌ
の
言
葉
は
全
て
登

場
人
物
の
言
葉
で
あ
っ
て
ラ
シl
ヌ
自
身
の
言
葉
で
は
な
い
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
い
い
、
ラ
シ
l

ヌ
を
真
の
創
造
者
と
讃
え
て
い
る
が
、
彼
は
同
時
に
又

次
の
よ
う
な
墓
碑
銘
を
ラ
シ
！
ヌ
に
与
え
て
い
る
の
だ
。
「
神
に
つ
い
て
聞
を
発
し
た
こ
と
も
な
く
、
良
心
や
動
物
の
精
神
を
問
題
に
し
た
こ
と
も
な
く
、
又
、

政
治
も
家
名
も
道
徳
も
問
題
に
し
な
か
っ
た
者
、
ラ
シ
！
ヌ
、
こ
こ
に
眠
る
」
。

ラ
シ
l

ヌ
と
は
正
反
対
に
人
生
の
全
て
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ジ
ロ
ド
ゥ
の
真
意
は
何
処
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
十
世
紀
人
の
ジ
ロ
ド

ゥ
に
と
っ
て
ラ
シ
i

ヌ
は
た
し
か
に
理
想
像
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
恐
ら
く
は
少
々
苛
立
た
し
い
理
想
像
で
は
な
か
っ
た
か
。

ジ
ロ
ド
ゥ
の
作
品
は
そ
の
意
味
で
も
、
全
く
対
鵬
的
と
い
っ
て
い
い
。
彼
の
登
場
人
物
た
ち
の
語
る
言
葉
は
全
て
ジ
ロ
ド
ゥ
の
言
葉
で
あ
る
。
ハ
ン
ス
の
白

は
ジ
ロ
ド
ゥ
自
身
の
白
な
の
だ
。
だ
か
ら
五
十
二
才
の
ジ
ュ
ウ
ヴ
ェ
が
青
年
騎
士
ハ
ン
ス
を
演
じ
得
た
の
で
あ
る
。
ハ
ン
ス
を
で
は
な
く
、
ジ
ロ
ド
ゥ
を
支
え

る
こ
と
の
方
が
重
要
だ
か
ら
だ7

乙
れ
は
恐
ら
く
技
術
の
問
題
で
は
な
い
。
し
か
も
ジ
ロ
ド
ゥ
は
文
学
的
過
ぎ
る
と
い
う
一
部
の
批
評
と
は
う
ら
は
ら
に
（
勿



論
乙
れ
は
演
劇
的
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
で
は
あ
る
が
）
文
学
的
と
い
う
よ
り
は
人
間
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
ト
ロ
イ
戦
争
は
起
ら
な
い
だ
ろ
う
」
は
素
材

と
時
事
性
が
観
客
を
感
動
さ
せ
た
の
で
、
劇
的
な
感
動
を
与
え
た
の
で
は
な
い
と
い
う
酷
評
の
、
そ
の
当
否
は
と
も
か
く
、
よ
っ
て
く
る
所
以
で
も
あ
る
。

ジ
ロ
ド
ゥ
に
よ
れ
ば
、
「
演
劇
は
そ
の
時
代
の
産
物
で
あ
る
必
要
が
あ
る
」
又
、
「
読
書
は
啓
示
で
あ
り
、
観
劇
は
そ
の
啓
示
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
く
る
楽

し
み
で
あ
る
」
。
だ
か
ら
「
演
劇
は
観
客
の
感
受
性
や
そ
の
時
代
の
明
証
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
こ
れ
は
彼
が
、
〈
パ
リ
即
興
劇
〉

の
中
で
「
演
劇
は
理
解
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
の
と
照
応
す
る
。
ジ
ロ
ド
ゥ
に
と
っ
て
舞
台
は
啓
示
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
る
時
代
の
人
々
の

連
帯
感
の
裡
に
自
ら
を
確
認
す
る
一
種
の
祭
式
な
の
で
あ
る
。
彼
は
又
別
の
悲
劇
に
つ
い
て
の
小
文
の
中
で
「
悲
劇
と
は
人
間
と
、
人
間
の
運
命
よ
り
更
に
大

き
な
宿
命
と
の
間
に
あ
る
恐
ろ
し
い
粋
の
確
認
だ
」
と
書
い
て
い
る
。
又
「
厳
し
い
悲
劇
的
な
見
世
物
は
昼
間
の
機
智
縦
横
で
瑚
笑
的
な
人
々
の
顔
に
ア
イ
ロ

ン
を
か
け
て
浄
化
し
て
し
ま
う
」
も
の
で
「
ラ
シ
！
ヌ
の
作
品
に
は
一
つ
の
笑
い
、
一
つ
の
微
笑
す
ら
な
い
」
乙
れ
は
ミ
サ
の
よ
う
な
も
の
で
、
ラ
シ
l

ヌ
は

こ
の
「
祭
壇
と
化
し
た
舞
台
の
上
で
悲
劇
を
最
も
人
間
の
犠
牲
に
近
づ
け
た
詩
人
」
に
な
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
ジ
ロ
ド
ゥ
の
一
種
の
カ
タ
ル
シ
ス
論
で
あ
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
所
調
カ
タ
ル
シ
ス
と
具
る
の
は
、
後
者
が
恐
怖
や
悲
哀
の
感
情
の
浄
化
を
悲- 28 -

劇
の
目
的
と
見
、
い
わ
ば
心
理
的
、
消
極
的
な
カ
タ
ル
シ
ス
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ジ
ロ
ド
ゥ
に
は
宿
命
の
確
認
と
い
う
積
極
的
な
行
為
が
あ
る
。
ジ
ロ
ド
ゥ

が
ラ
シ
l

ヌ
か
ら
得
た
も
の
は
正
に
こ
の
祭
式
と
し
て
の
演
劇
で
あ
っ
て
、
彼
自
身
の
作
品
は
常
に
こ
の
宿
命
の
確
認
と
い
う
、
人
間
と
よ
り
大
き
な
力
と
の

聞
に
行
わ
れ
る
会
話
、
つ
ま
り
祭
式
と
し
て
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
オ
ン
デ
ィ
！
ヌ
の
幕
切
れ
に
、
台
石
上
に
横
た
わ
る
ハ
ン
ス
は
、

宿
命
に
棒
、
げ
ら
れ
た
生
費
と
い
う
、
そ
の
最
も
直
接
的
な
形
象
化
と
も
云
え
ょ
う
か
。

ラ
シ
l

ヌ
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
は
現
実
の
世
界
で
は
な
か
っ
た
。
彼
が
生
き
て
い
た
の
は
不
倫
と
姦
通
と
生
賛
の
世
界
、
ギ
リ
シ
ャ
的
古
典
の
世

界
で
あ
っ
た
。
彼
の
真
の
仲
間
、
兄
弟
姉
妹
は
ア
ン
ド
ロ
マ
ッ
ク
や
フ
ェ
ー
ド
ル
で
あ
っ
た
。
ジ
ロ
ド
ゥ
は
い
さ
さ
か
逆
説
的
に
こ
れ
を
ラ
シ
l

ヌ
の
リ
ア
リ

ズ
ム
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
、
そ
の
た
め
に
ラ
シ
l

ヌ
は
憐
み
と
い
う
も
の
の
存
在
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
へ
踏
み
込
む
こ
と
が
な
か

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
こ
そ
彼
の
純
粋
性
が
生
じ
た
と
ジ
ロ
ド
ゥ
は
考
え
た
。
つ
ま
り
愛
と
か
憎
悪
と
か
が
憐
み
と
い
う
余
計
な
暖
昧
な
感
情
を
捨
て
去

っ
た
た
め
に
、
愛
は
純
粋
な
愛
で
あ
り
得
た
し
、
憎
悪
は
純
粋
な
憎
悪
で
あ
り
得
た
。
又
一
種
の
憐
み
で
あ
る
卑
怯
も
存
在
し
な
か
っ
た
し
、
不
幸
も
又
純
粋



に
残
酷
で
あ
り
得
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
が
エ
ス
テ
ル
と
ア
タ
リ
イ
を
書
い
た
時
に
は
、「
ギ
リ
シ
ャ
の
神
を
、
よ
り
残
酷
な
エ
ホ
ヴ
ァ
の
神
に
お
き
か

え
た
」
だ
け
で
あ
っ
て
、
ラ
シ
l

ヌ
の
単
一
性
は
乙
の
残
酷
性
に
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
又
も
う
一
つ
の
単
一
性
を
家
族
の
単
一
に
発
見
し
て
い
る
。
ラ
シ

ー
ヌ
の
登
場
人
物
た
ち
は
お
互
を
知
り
ぬ
い
て
い
て
、
舞
台
は
家
族
の
祭
壇
で
あ
り
、
主
人
公
た
ち
は
夜
も
思
一
も
只
一
枚
の
壁
で
仕
切
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
お
互
に
決
し
て
気
を
ゆ
る
め
る
隙
も
な
く
、
退
却
す
る
場
所
も
な
い
。
そ
れ
故
、
登
場
人
物
た
ち
は
必
然
的
に
全
て
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
を
は
が
さ
れ
て
裸

形
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
あ
る
。
ラ
シ
l

ヌ
の
節
度
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
け
れ
ど
、
ジ
ロ
ド
ゥ
は
ラ
シ
l

ヌ
は
時
に
無
遠
慮
で
慎
し
み
が
な
い
と

考
え
て
い
る
ら
し
い
。
ジ
ロ
ド
ゥ
は
特
に
舞
台
が
悲
壮
に
な
る
乙
と
を
大
変
警
戒
す
る
。
彼
は
そ
の
点
、
真
に
控
え
目
な
作
家
で
あ
っ
て
、
悲
劇
的
作
品
に
於
て

も
、
彼
の
慎
し
み
深
さ
と
彼
の
蓋
恥
心
と
は
必
ら
ず
悲
壮
を
避
け
て
い
る
。
作
品
の
中
で
露
骨
に
主
観
を
の
ぞ
か
す
、
つ
ま
り
自
己
主
張
を
す
る
こ
と
を
嫌
っ

て
い
る
彼
は
、
ラ
μ
l
ヌ
が
「
詩
人
に
於
て
最
も
個
人
的
な
も
の
を
全
て
詩
句
か
ら
抜
き
出
し
、
創
造
者
の
息
吹
き
が
そ
の
作
品
に
何
ら
の
跡
を
残
し
て
い
な

い
」
と
し
て
彼
を
讃
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ジ
ロ
ド
ゥ
の
登
場
人
物
が
創
造
者
の
言
葉
し
か
語
っ
て
い
な
い
の
に
抱
ら
ず
、
ジ
ロ
ド
ゥ
の
方
が
慎
し
み
深
く
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見
え
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
又
創
造
の
跡
を
残
さ
ぬ
作
品
が
完
全
で
あ
る
乙
と
に
異
論
が
な
い
と
し
て
も
、
我
々
が
ジ
ロ
ド
ゥ
の
魅
力
の
一
つ
に
考
え
て
い

る
も
の
の
中
に
彼
の
文
学
と
し
て
の
未
完
成
さ
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ラ
シl
ヌ
は
余
り
に
も
完
全
で
あ
っ
て
、
完
全
な
も
の
に
は
、
我
々
の
心
を

感
動
の
代
り
に
賛
嘆
で
充
し
て
し
ま
う
時
が
あ
る
も
の
だ
。
や
は
り
現
代
は
文
学
が
完
成
し
に
く
い
時
代
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
未
完
な
時
代
の
忠
実
な

る
明
証
を
我
々
が
求
め
て
い
る
た
め
だ
ろ
う
か
。

と
に
か
く
、
ラ
シ
l

ヌ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
も
、
ラ
シ

l

ヌ
の
純
粋
性
も
、
同
様
に
ジ
ロ
ド
ゥ
の
作
品
に
影
を
落
し
て
い
な
い
。
ジ
ロ
ド
ゥ
は
飽
く
ま
で
も
リ
ア

リ
ズ
ム
か
ら
遠
か
っ
た
し
、
ジ
ロ
ド
ゥ
の
本
質
は
多
様
性
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。ラ
シ
l

ヌ
は
ベ
レ
ニ
ス
の
序
文
で
言
っ
て
い
る
。
「
悲
劇
の

中
で
心
を
打
つ
も
の
は
真
実
性
の
ほ
か
に
な
い
が
、
何
週
間
も
か
か
っ
て
よ
う
や
く
起
り
得
る
よ
う
な
多
く
の
出
来
事
が
、一
日
の
う
ち
に
起
る
と
い
う
乙
と

に
、
な
ん
の
真
実
性
が
あ
る
だ
ろ
う
」
。
乙
れ
に
対
し
て
、
ジ
ロ
ド
ゥ
の
真
実
は
次
の
白
に
明
ら
か
で
あ
る
。
「
と
の
人
生
で
は
長
い
年
月
を
要
す
る
と
こ
ろ
を

騎
士
と
ベ
ル
タ
が
出
会
っ
て
今
日
心
を
ほ
ぐ
し
合
う
と
し
て
も
だ
：
：
：
ま
た
朝
の
う
ち
に
手
を
ふ
れ
合
い
、
夕
べ
に
は
抱
擁
す
る
。
つ
ま
り
援
吻
に
い
た
る
期

聞
を
冬
か
秋
ま
で
日
延
べ
し
な
く
て
も
：
：
：
筋
そ
の
も
の
に
は
変
り
は
な
い
。
い
や
そ
の
方
が
む
し
ろ
真
実
で
力
強
く
、
ま
た
新
鮮
で
も
あ
る
。
」



ラ
シ
l

ヌ
は
舞
台
に
生
身
の
人
間
の
鼓
動
を
響
か
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
を
ジ
ロ
ド
ゥ
は
「
虎
と
虎
と
の
対
等
な
対
立
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
対
等
と
真
実
」
と

い
い
、
「
主
題
と
詩
の
装
い
と
の
聞
に
わ
ず
か
で
も
距
離
が
で
き
る
と
ラ
シl
ヌ
の
真
実
は
曇
ヨ
り
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
ジ
ロ
ド
ゥ
自
身
の
方
法

は
、
乙
の
距
離
を
意
識
的
に
ひ
ろ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
真
実
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
彼
の
プ
レ
シ
オ
ジ
テ
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
、
メ
タ
フ

オ
ー
ル
も
、
又
手
品
の
如
き
劇
作
術
も
全
て
そ
こ
か
ら
来
て
い
る
と
言
え
る
。
彼
に
と
っ
て
非
現
実
こ
そ
真
実
の
よ
り
よ
き
ス
ク
リ
ー
ン
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ジ
ロ
ド
ゥ
は
何
よ
り
も
先
ず
、
ラ
シl
ヌ
と
共
に
言
葉
の
演
劇
的
効
能
を
信
じ
て
い
た
。
彼
は
「
現
代
は
文
人
に
も
は
や
作
品
を
求
め
て
は
い
ま
せ
ん
。
現

代
が
文
人
に
求
め
て
い
る
も
の
は
、
何
よ
り
も
言
葉
で
す
」
と
〈
演
劇
に
つ
い
て
の
講
演
〉
の
中
で
言
っ
て
い
る
が
、
彼
の
「
言
葉
」
と
は
、
し
か
し
ラ
シ
l

ヌ
の
場
合
と
は
違
っ
て
ジ
ロ
ド
ゥ
の
イ
デ
ー
そ
の
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
ジ
ロ
ド
ゥ
の
現
実
と
闘
い
が
火
花
と
な
っ
て
散
っ
た
も
の
が
、
彼
の
「
言
葉
」
だ
と

い
え
よ
う
か
。
そ
れ
だ
け
に
ジ
ロ
ド
ゥ
は
こ
の
現
実
と
の
闘
い
に
よ
っ
て
作
家
と
し
て
の
強
靭
さ
を
得
た
。
そ
れ
に
反
し
て
ラ
シ
l

ヌ
の
弱
さ
は
致
命
的
で
あ

っ
た
。
ジ
ロ
ド
ゥ
は
ラ
シ

l

ヌ
の
「
沈
黙
」
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
彼
の
作
品
は
時
代
の
苦
悩
に
も
、
良
心
の
疑
慢
に
も
、
モ
ラ
ル
に
も
追
憶
に
も
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欠
け
て
い
た
。
だ
か
ら
作
者
が
只
実
人
生
に
足
を
踏
み
い
れ
た
だ
け
で
、自
ら
を
支
え
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
」
そ
し
て
ラ
シ

l

ヌ
が
「
作

家
と
し
て
の
職
能
を
発
揮
す
る
た
め
に
不
可
欠
だ
っ
た
無
意
識
の
部
分
が
溶
解
し
て
し
ま
う
と
、
も
う
彼
の
文
学
生
活
は
消
滅
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
の
だ

と
。
だ
か
ら
ジ
ロ
ド
ゥ
に
よ
れ
ば
、
ラ
シ

l

ヌ
は
沈
黙
し
た
の
で
は
な
く
単
に
作
家
で
あ
る
こ
と
を
止
め
た
の
で
あ
る
。
作
家
ラ
シ
l

ヌ
は
「
自
殺
」
し
た
の

で
あ
る
。
乙
乙
に
こ
そ
ラ
シ

l

ヌ
と
ジ
ロ
ド
ゥ
の
決
定
的
な
間
隙
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
の
間
隙
を
埋
め
る
も
の
も
、
や
は
り
天
才
的
な
時
代
で
あ
る
十
七

世
紀
と
未
完
成
な
時
代
で
あ
る
二
十
世
紀
と
の
相
違
の
中
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ジ
ロ
ド
ゥ
は
文
学
の
不
滅
を
信
じ
て
い
た
に
違
い
な

い
。
未
完
成
な
時
代
に
生
き
る
一
作
家
と
し
て
、
ラ
シ
l

ヌ
を
見
る
と
き
、
そ
れ
は
一
つ
の
全
き
鏡
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
彼
は
そ
の
鏡
を
二
十
世
紀
を
背
に

し
た
自
分
の
前
に
お
い
て
み
た
の
で
あ
る
。
鏡
の
中
に
見
る
絵
の
遠
近
が
意
外
に
き
わ
だ
っ
て
み
え
る
よ
う
に
、
ラ
シ
l

ヌ
と
い
う
鏡
に
映
さ
れ
た
ジ
ロ
ド
ゥ

は
、
左
右
こ
そ
反
対
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
姿
を
鮮
明
に
映
し
だ
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。


