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シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム

・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
の
戯
曲

（
そ
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
受
容
の
あ
り
か
た
と
、

若
き
シ
ラ

l
の
劇
作
に
見
る
特
性
）

鵜

殿

宣

博

，，園、、

一、、，ノ

シ
ュ
ト
ク
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
の
始
ま
り
は
、

一
七
七

O
年
の
シ
ュ
ト
ヴ
ラ

l
ス
プ
ル
ク
に
お
け
る
ヘ
ル
ダ
l
と
ゲ

i
テ
の
出
会
い
に
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
を
演
劇
史
上
の
一
つ
の
エ
ポ
ッ
ク
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
ゲ
ル
ス
テ
ン
ベ
ル
ク
の
『
ウ
ゴ
リ
l
ノ
』
が
世
に
出
た
一
七
六
八
年
に
注

目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
レ
ッ
シ
ン
グ
に
よ
っ
て
演
劇
の
天
才
と
賞
揚
さ
れ
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
、
ゲ
ル
ス
テ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
っ
て

熱
烈
に
讃
美
さ
れ
、
ヘ
ル
ダ
ー
か
ら
ゲ

i
テ
、
そ
し
て
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
の
詩
人
た
ち
へ
と
そ
の
熱
狂
が
広
が
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
七
七
三
年
に
ゲ

l
テ
の
『
ゲ
ッ
ツ
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ル
リ
ヒ
ン
ゲ
ン
』
、
七
五
年
に
は
グ
リ
ン
ガ

l
の
『
双
生
児
』
、

レ
ン
ツ
の
『
兵
士
た
ち
』
、

七
六
年
に

は
グ
リ
ン
ガ

l
の
『
混
乱
』
（
後
に
改
題
さ
れ
て
『
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
』
）
、
ラ
イ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
『
ユ

l
リ
ウ
ス
・
フ
ォ
ン
・
タ
レ
ン

ト
』
、
ヴ
ァ

l
グ
ナ
l
の
『
赤
児
殺
し
』
等
、
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
期
の
代
表
的
作
品
と
言
わ
れ
る
も
の
が
陸
続
と
生
み
出
さ
れ
た
。

努
頭
を
飾
る
『
ウ
ゴ
リ
l
ノ
』
は
、
時
・
所
・
筋
の
統
一
を
も
っ
ギ
リ
シ
ャ
劇
を
思
わ
せ
る
ほ
ど
の
古
典
戯
曲
的
結
構
を
備
え
た
作
品
で
あ
る

Q

全
五
幕
を

通
じ
て
場
面
の
変
化
が
皆
無
な
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
と
対
極
に
あ
る
の
が
『
ゲ
ッ
ツ
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ル
リ
ヒ
ン
ゲ
ン
』
で
あ
る
と
言
え
よ
う
＠
五
幕
で
場
面

数
が
五
六
も
あ
り
、
極
端
に
場
数
の
多
い
劇
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
作
品
が
「
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
演
劇
の
二
つ
の
主
要
な
タ

nu 円。



（

1
〉

イ
プ
を
代
表
し
て
い
る
」

ゲ
ー
テ
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
偉
大
さ
を
教
え
、
同
世
代
の
詩
人
た
ち
に
感
化
を
与
え
た
ヘ
ル
ダ

i
は
理
論
的
に
明
確
な
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
評
価
を
も
っ
て

い
た
。
彼
は
ギ
リ
シ
ャ
劇
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
発
生
の
違
い
を
と
ら
え
、
双
方
を
比
較
し
合
う
愚
を
戒
め
た
。

「
ギ
リ
シ
ャ
に
は
、
北
方
に
は
発
生
し
え

な
か
っ
た
よ
う
な
戯
曲
が
発
生
し
た
。
ギ
リ
シ
ャ
に
は
、
北
方
に
は
あ
り
え
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
ソ
ポ
ク
レ
ス
の
戯
曲
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
戯

（

2
〉

曲
は
、
あ
る
点
で
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
名
を
共
有
す
る
こ
と
の
な
い
二
つ
の
も
の
で
あ
る
」

そ
れ
ゆ
え
双
方
は
そ
れ
ぞ
れ
に
最
も
自
然
な
形
で
、
最
も
高
い
水

準
に
達
し
た
の
で
あ
っ
た
。
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
、
彼
の
世
界
的
事
件
と
人
間
の
運
命
を
す
べ
て
の
所
と
時
に
わ
た
っ
て
転
回
さ
せ
、
そ
の
所
と
時
に
お
い
て

（

3
）
 

今
や
そ
の
事
件
と
運
命
が
起
こ
る
時
に
、
自
然
に
も
つ
ば
ら
忠
実
で
あ
り
え
た
」

そ
こ
で
「
お
よ
そ
ギ
リ
シ
ャ
劇
の
模
造
品
の
う
ち
で
疑
い
も
な
く
フ
ラ
ン

〈

4
）

ス
で
な
さ
れ
た
以
上
に
完
全
に
考
え
ら
れ
作
ら
れ
た
模
造
品
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
」
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
古
典
劇
へ
の
批
判
が
出

さ
れ
た
。
従
っ
て
へ
ル
ダ

i
に
と
っ
て
、
今
後
の
ド
イ
ツ
演
劇
は
ギ
リ
シ
ャ
劇
の
模
造
品
に
す
ぎ
な
い
フ
ラ
ン
ス
古
典
劇
の
模
倣
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
が
シ

こ
の
へ
ル
ダ

l
に
影
響
を
与
え
た
の
が
ゲ
ル
ス
テ
ン
ベ
ル
ク
で
あ
っ
た
。
後
年
シ
ラ

i
は
ゲ

l
テ
か
ら
送
ら
れ
た
作
品
を
批
評
し
て
、

ゲ
ー
テ
に
宛
て
て
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ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
生
み
出
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
独
自
の
演
劇
を
生
み
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
特
に
こ
の
作
品
は
、
ゲ
ル
ス
テ
ン
ベ
ル
ク
の
『
ウ
ゴ
リ
l
ノ
』
に
対
し
て
は
な
は
だ
し
い
後
退
で
あ
る
の
で
二
重
に
不
幸
で
す
。
な
ぜ
な
ら
あ
な
た
が
も
し

か
す
る
と
御
存
知
な
い
か
も
知
れ
な
い
こ
の
悲
劇
は
、
た
と
え
良
い
趣
味
の
作
品
で
は
な
く
と
も
、
非
常
に
美
し
い
モ
チ
ー
フ
と
た
い
へ
ん
真
実
な
パ
ト
ス
と

（

5
〉

本
当
に
天
才
的
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
」
と
書
き
送
っ
た
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
傾
倒
し
、
原
文
で
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
読
み
こ
な
す
こ
と
の
で

き
た
ゲ
ル
ス
テ
ン
ベ
ル
グ
は
、

『
ウ
ゴ
リ
l
ノ
』
に
お
い
て
人
間
の
感
情
の
描
写
に
優
れ
た
才
能
を
見
せ
た
が
、
こ
れ
が
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン

（

6
）
 

グ
期
の
作
品
に
一
つ
の
方
向
を
与
え
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ゲ
ー
テ
の
「
自
然
、
自
然
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
描
く
人
間
ほ
ど
自
然
な
も
の
は
な
い
」

と
い
う
叫
び
は
、
ゲ
ル
ス
テ
ン
ベ
ル
ク
の
「
私
は
そ
れ
ゆ
え
上
述
の
原
則
、
す
な
わ
ち
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
は
悲
劇
の
観
点
か
ら
で
は
な
く
て
、
道
徳

的
自
然
の
模
写
と
し
て
評
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
を
繰
り
返
す
時
、
間
違
っ
て
い
な
い
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
情
熱
も
こ
れ
に
属
す
る
＠
そ
し
て

〈

7
）

私
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
ほ
ど
情
熱
に
お
い
て
才
能
を
持
つ
こ
と
の
で
き
る
人
は
い
な
い
と
主
張
す
る
最
初
の
者
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
の
延
長
上
で
考
え
る
こ



と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
レ
ン
ツ
に
と
っ
て
「
劇
を
作
り
上
げ
る
こ
と
の
大
き
な
価
値
は
、
そ
れ
ゆ
え
常
に
関
心
を
喚
起
し
、
偉
大
で
真
の
個
性
を
描
き

〈

8
〉

き
り
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
新
し
さ
で
、
わ
ざ
と
ら
し
く
不
自
然
に
陥
ら
な
い
状
況
を
作
り
上
げ
る
こ
と
」
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
関
心
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
そ
れ

に
従
属
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
詩
人
の
大
き
な
主
要
目
的
で
あ
る
。
あ
る
性
格
を
描
き
き
ら
な
け
れ
ば
関
心
が
維
持
さ
れ
な
い
場
合
、
そ
れ
が
必
然
的
不
可

〈

9
〉

避
的
に
時
と
所
の
変
化
を
求
め
る
と
し
た
ら
、
時
と
所
は
関
心
の
た
め
に
犠
牲
に
供
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
の
詩
人
た
ち
が
様
々
な
形
式
の
戯
曲
を
生
み
出
し
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ

ぅ
。
ま
た
当
時
に
あ
っ
て
、
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
の
詩
人
た
ち
の
活
動
は
、
ド
イ
ツ
独
自
の
舞
台
を
作
る
た
め
の
一
つ
の
試
み
で
あ
っ
た
。

ヘ
ル
ダ
l
が
「
我
々
は
ド
イ
ツ
人
に
何
か
見
る
も
の
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
に
は
フ
ラ
ン
ス
人
は
必
要
で
は
な
い
、
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
人

は
ど
う
か
、
そ
し
て
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
、
｜
｜
そ
う
、
彼
ら
は
非
常
に
多
く
の
見
る
も
の
を
与
え
て
く
れ
る
。
し
か
し
我
々
ド
イ
ツ
人
に
は
、
実
際
の
と
こ

（
叩
）

ろ
余
り
に
も
多
す
ぎ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
視
覚
的
要
素
の
多
す
、
さ
る
こ
と
を
拒
否
し
た
時
、
彼
は
ド
イ
ツ
独
自
の
舞
台
の
可
能
性
を
意
識
し
て
い
た
。

ゲ
ー
テ
が
書
い
た
『
ゲ
ッ
ツ
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ル
リ
ヒ
ン
ゲ
ン
』
は
画
期
的
戯
曲
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
こ
の
作
品
が
ダ
ブ
ル
プ
ロ
ッ
ト
の
構
造
を
持
っ
て
い
た
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か
ら
で
あ
っ
た
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
称
え
た
レ
ッ
シ
ン
グ
も
、
熱
狂
的
な
傾
倒
を
見
せ
た
ゲ
ル
ス
テ
ン
ベ
ル
グ
も
結
局
実
際
の
劇
作
で
は
筋
の
統
一
を
保
持

L
て
い
た
。
ゲ
l
テ
に
お
い
て
は
じ
め
て
ダ
ブ
ル
プ
ロ
ッ
ト
の
作
品
が
実
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。
『
詩
と
真
実
』
に
よ
れ
ば
、
『
ゲ
ッ
ツ
』
は
ゲ
l
テ
が
非
常
に

熱
心
に
資
料
と
取
り
組
ん
で
、
そ
の
結
果
出
来
上
が
っ
た
作
品
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
誠
実
な
ゲ
ッ
ツ
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ル
リ
ヒ
ン
ゲ
ン
の
彼
自
ら
書
き
記
し
た

生
涯
は
私
を
歴
史
的
な
取
り
扱
い
方
へ
と
駆
り
立
て
た
。
そ
し
て
私
の
想
像
力
は
著
し
く
広
が
り
、
私
の
戯
曲
形
式
が
あ
ら
ゆ
る
舞
台
上
の
制
限
を
踏
み
越
え

（

U
）
 

て
、
生
き
た
出
来
事
に
ま
す
ま
す
近
づ
こ
う
と
し
た
」

素
材
を
歴
史
的
に
扱
う
時
、
ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
ダ
ブ
ル
プ
ロ
ッ
ト
は
全
く
自
然
な
手
法
で
あ
っ
た
。

そ
こ
に
は
ゲ

l
テ
の
新
し
い
歴
史
認
識
が
あ
っ
た
。

こ
の
作
品
の
主
人
公
は
も
ち
ろ
ん
ゲ
ッ
ツ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
立
す
る
側
と
し
て
パ
ン
ベ
ル
ク
の
僧
正
と
ワ
イ
ス
リ
ン
ゲ
ン
が
登
場
す
る
。
物
語
は
こ
の

二
つ
の
側
の
筋
が
平
行
し
て
展
開
さ
れ
る
。
第
一
幕
の
冒
頭
で
、
ゲ
ッ
ツ
と
パ
ン
ベ
ル
ク
の
僧
正
と
の
対
立
が
双
方
の
者
た
ち
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る

が
、
し
か
し
物
語
の
展
開
は
決
し
て
こ
の
二
人
を
真
正
面
か
ら
対
決
さ
せ
て
い
な
い
。
事
実
パ
ン
ベ
ル
ク
の
僧
正
が
登
場
す
る
の
は
、
第
一
幕
に
一
度
、
第
二



幕
に
二
度
の
計
三
度
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ワ
イ
ス
リ
ン
ゲ
ン
は
、
第
一
幕
に
二
度
、
第
二
幕
に
四
度
、
第
三
幕
、
第
四
幕
に
そ
れ
ぞ
れ
一
度

ず
つ
、
第
五
幕
に
三
度
と
、
計
十
一
回
の
登
場
を
数
え
る
。
登
場
回
数
か
ら
見
れ
ば
、
当
然
ワ
イ
ス
リ
ン
ゲ
ン
が
一
方
の
筋
の
担
い
手
と
な
る
わ
け
で
あ
る

が
、
し
か
し
そ
こ
に
は
単
に
そ
う
言
い
き
れ
な
い
問
題
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
パ
ン
ベ
ル
ク
側
の
筋
の
進
展
に
は
、
ワ
イ
ス
リ
ン
ゲ
ン
よ
り
も
妖
婦
ア

I
デ

ル
ハ
イ
ト
が
よ
り
多
く
関
わ
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ワ
イ
ス
リ
ン
ゲ
ン
は
こ
の
ア

I
デ
ル
ハ
イ
ト
に
色
仕
掛
け
で
誘
惑
さ
れ
、
翻
弄

さ
れ
、
思
い
の
ま
ま
に
動
か
さ
れ
る
。
つ
ま
り
ア
l
デ
ル
ハ
イ
ト
に
操
ら
れ
る
人
間
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
こ
と
は
ワ
イ
ス
リ
ン
ゲ
ン
の
小
姓
で
あ
る
フ
ラ
ン

ツ
に
も
言
え
る
。
や
は
り
ア

i
デ
ル
ハ
イ
ト
に
弄
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
第
三
幕
で
ア

l
デ
ル
ハ
イ
ト
の
魅
力
に
取
り
付
か
れ
て
以
来
、
ワ
イ
ス
リ
ン
ゲ
ン
の
行

動
の
裏
に
は
絶
え
ず
ア

i
デ
ル
ハ
イ
ト
の
見
え
ざ
る
力
が
働
い
て
い
る
。
こ
の
力
に
促
さ
れ
て
、
ワ
イ
ス
リ
ン
ゲ
ン
は
ゲ
ッ
ツ
攻
撃
へ
と
向
か
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
ワ
イ
ス
リ
ン
ゲ
ン
は
ゲ
ッ
ツ
の
真
の
敵
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
人
間
と
人
間
の
動
的
な
関
係
が
失
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ

れ
で
も
第
四
幕
で
ゲ
ッ
ツ
が
ワ
イ
ス
リ
ン
ゲ
ン
側
に
捕
え
ら
れ
、
謹
慎
を
言
い
渡
さ
れ
た
所
ま
で
は
、
双
方
の
筋
は
目
に
見
え
ぬ
糸
で
結
ぼ
れ
て
い
る
よ
う
に

展
開
し
て
き
た
。
だ
が
ゲ
ッ
ツ
が
農
民
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
第
五
幕
は
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
ゲ
ッ
ツ
が
死
ぬ
の
は
農
民
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ

た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。
そ
れ
は
ゲ
ッ
ツ
の
筋
だ
け
の
帰
結
で
あ
る
。
一
方
ワ
イ
ス
リ
ン
ゲ
ン
は
第
五
幕
で
、
ア

l
デ
ル
ハ
イ
ト
に
抱
き
込
ま
れ
た
フ
ラ
ン
ツ
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に
よ
っ
て
毒
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
一
方
の
筋
を
担
う
ゲ
ッ
ツ
と
も
う
一
方
の
ワ
イ
ス
リ
ン
ゲ
ン
は
、
相
互
の
関
わ
り
な
く
死
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
見
て
く
る
と
、
こ
の
作
品
は
ゲ
ッ
ツ
の
物
語
と
ワ
イ
ス
リ
ン
ゲ
ン
の
物
語
が
共
存
し
つ
つ
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
筋
の
展
開
を
見
せ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
結
末
に
た
ど
り
着
い
た
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
一
つ
に
は
、
ア

l
デ
ル
ハ

イ
ト
と
い
う
人
物
そ
の
も
の
に
要
因
が
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

『
詩
と
真
実
』
の
中
で
ゲ

l
テ
は
「
私
は
ア
l
デ
ル
ハ
イ
ト
を
愛
す
べ
き
も

の
に
描
こ
う
と
努
め
る
う
ち
に
、
自
ら
彼
女
に
惚
れ
込
ん
で
し
ま
い
、
私
の
筆
は
思
わ
ず
知
ら
ず
彼
女
に
の
み
捧
げ
ら
れ
、
彼
女
に
関
す
る
興
味
が
増
大
し
、

そ
う
で
な
く
と
も
終
り
の
頃
は
ゲ
ヅ
ツ
は
活
動
を
中
止
さ
せ
ら
れ
、
そ
し
て
不
運
に
も
農
民
戦
争
に
戻
っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
芸
術
上
の
束
縛
を
脱
し
て

〈

ロ

〉

新
し
い
分
野
に
従
事
し
よ
う
と
考
え
た
著
者
の
立
場
上
、
魅
力
的
な
婦
人
が
ゲ
ッ
ツ
を
押
し
の
け
た
こ
と
は
な
に
よ
り
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い

る
。
ア

l
デ
ル
ハ
イ
ト
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
ゲ

l
テ
に
と
っ
て
や
む
を
得
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
ア

l
デ
ル
ハ
イ
ト
は
外
部
世
界
の
影
響
下
に
置
か
れ
て
い
る



の
で
は
な
く
、
自
ら
自
分
の
世
界
を
持
っ
た
、
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
特
有
の
主
我
主
義
的
な
人
物
な
の
で
あ
る
。
ワ
イ
ス
リ
ン
ゲ
ン
を
僧
正

側
に
引
き
入
れ
よ
う
と
し
た
時
、
彼
女
は
ゲ
ッ
ツ
に
対
立
し
よ
う
と
い
う
明
確
な
意
志
で
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
女
の
行
為
は
全
く
自
己
中
心
的
な
の
で

あ
り
、
自
律
的
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ア
l
デ
ル
ハ
イ
ト
が
ワ
イ
ス
リ
ン
ゲ
ン
側
で
果
た
す
役
割
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
程
、
ゲ
ッ
ツ
と
ワ
イ
ス
リ

ン
ゲ
ン
の
対
立
関
係
は
弱
く
な
り
、
二
つ
の
筋
が
最
後
ま
で
十
分
な
展
開
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
ア
l
デ
ル
ハ
イ
ト
が
ゲ

ッ
ツ
と
の
繋
が
り
を
何
ら
持
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
ゲ
ー
テ
は
入
念
に
物
語
の
展
開
の
仕
方
に
つ
い
て
考
え
を
め
ぐ
ら
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か

し
一
人
の
人
物
を
特
に
重
み
を
か
け
て
描
い
た
た
め
に
、
二
つ
の
筋
の
絡
み
合
い
を
十
分
に
現
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

『
ゲ
ッ
ツ
』
の
よ
う
に
他

の
シ
ュ
ト
ク
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
の
作
品
と
比
較
し
て
、
戯
曲
構
造
か
ら
言
え
ば
際
立
っ
て
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
と
近
似
の
関
係
に
あ
る
と
見
え
る
作
品

の
中
に
、
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
独
自
の
刻
印
を
明
確
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

シ
ユ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
の
先
鞭
を
つ
け
た
ゲ
ル
ス
テ
ン
ベ
ル
グ
の
『
ウ
ゴ
リ

l
ノ
』
は
『
ゲ
ッ
ツ
』
と
全
く
対
極
的
構
造
を
持
っ
て
い
た
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が
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
人
物
の
描
写
に
お
い
て
本
質
的
に
同
じ
も
の
を
持
っ
て
い
た
。
自
己
の
内
面
的
感
情
が
す
べ
て
の
中
心
に
あ
る
の
で
あ
る
。
作
品

に
お
い
て
は
、
物
語
の
開
始
か
ら
す
で
に
あ
る
感
情
が
定
ま
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
最
後
ま
で
持
続
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
環
境
や
他
者
に
自
己
の
感
情
が

依
存
す
る
こ
と
は
な
い
。
人
と
人
、
人
と
外
部
世
界
の
動
的
な
関
係
に
よ
っ
て
物
語
が
展
開
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

『
ウ
ゴ
リ
i
ノ
』
は
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
か
ら
題
材
を
取
っ
た
も
の
で
、
塔
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
主
人
公
ウ
ゴ
リ
i
ノ
と
三
人
の
息
子
た
ち
が
餓
死
し
て
い

く
凄
惨
な
物
語
で
あ
る
。
ヘ
ル
ダ
l
が
『
ウ
ゴ
リ
l
ノ
』
を
評
し
て
、
「
対
象
と
人
物
た
ち
は
終
始
同
じ
で
あ
る
。
感
情
の
種
類
も
一
貫
し
て
い
る
。
つ
ま
り

（

mv 

精
神
上
の
迫
害
者
に
対
す
る
憎
し
み
、
不
幸
な
家
族
相
互
の
愛
、
同
情
、
共
通
の
苦
し
み
、
絶
望
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
感
情
の
種
類
こ
そ
異
な
っ
て

も
、
こ
の
よ
う
に
感
情
が
変
化
し
な
い
で
持
続
す
る
こ
と
が
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
の
特
質
の
一
つ
な
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
更
に
注
目
に
値
す

る
こ
と
は
、
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
の
第
一
番
目
の
作
品
で
あ
る
『
ウ
ゴ
リ
i
ノ
』
に
お
い
て
、
筋
の
優
位
が
覆
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
全
幕
を
通
し
て
一
つ
の
状
況
の
描
写
に
終
始
し
て
い
る
。
ウ
ゴ
リ
l
ノ
と
息
子
た
ち
が
幽
閉
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
は
無
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
人
間
相

互
の
葛
藤
は
等
閑
視
さ
れ
、
そ
の
蔦
藤
の
後
の
状
況
の
描
写
の
み
に
な
っ
て
い
る
。



こ
の
『
ウ
ゴ
リ

I
ノ
』
に
最
も
近
い
作
品
と
し
て
ク
リ
ン
ガ
！
の
『
双
生
児
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
作
品
の
登
場
人
物
は
計
八
人
で
、

リ
l
ノ
』
の
四
人
に
次
い
で
少
な
い
。
場
面
の
変
化
も
極
め
て
少
な
く
、
時
も
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
戯
曲
は
父
親
と
同
名
の
息
子
グ
エ
ル
フ
ォ
が
、
長
子

と
女
性
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
兄
に
対
し
て
敵
悔
心
を
持
ち
、
結
局
最
後
に
は
兄
の
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
を
殺
害
し
て
し
ま
う
物
語
で
あ
る
が
、
終
始
こ
の
グ
エ

『
ウ
ゴ

ル
フ
ォ
の
感
情
が
戯
曲
全
体
を
貫
い
て
い
る
。
グ
エ
ル
フ
ォ
は
苛
立
た
し
く
な
る
程
同
じ
よ
う
な
内
容
の
質
問
を
発
す
る
。
第
一
幕
第
二
場
で
医
者
の
ガ
ル
ボ

〈

U
〉

を
呼
び
つ
け
て
、
「
我
々
二
人
の
う
ち
ど
ち
ら
が
先
に
光
を
見
た
の
か
、
グ
エ
ル
フ
ォ
か
、
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
か
」
と
聞
い
、
第
三
場
で
は
母
親
の
ア
マ

l

リ
ア
に
向
か
っ
て
、
「
お
れ
は
グ
エ
ル
フ
オ
の
家
の
出
で
す
か
？
ち
が
う
で
し
ょ
う
？
母
上
は
騎
士
の
グ
エ
ル
フ
ォ
を
物
笑
い
に
な
る
よ
う
に
生
ん
だ
の
で
し

（日〉

ょ
う
」
と
詰
問
す
る
。
第
四
場
で
は
父
親
の
グ
エ
ル
フ
ォ
と
ア
マ

l
リ
ア
を
相
手
に
し
て
、

「
お
れ
は
聞
い
て
し
ま
っ
た
、
そ
れ
で
お
れ
の
魂
は
震
え
て
い

〈

Mm〉

る。

l
iお
れ
は
グ
エ
ル
フ
ォ
の
息
子
で
は
な
い
。
お
れ
は
グ
エ
ル
フ
ォ
の
呪
い
が
私
生
児
グ
エ
ル
フ
ォ
に
ふ
り
か
か
る
の
を
聞
い
た
の
だ
」
と
言
い
、
第
三

幕
第
二
場
で
は
再
び
母
親
に
向
っ
て
、
「
あ
な
た
の
息
子
の
う
ち
だ
れ
が
長
子
で
す
か
？
・
・
・
こ
の
質
問
に
答
え
て
下
さ
い
、
母
上
・
・
・
あ
な
た
の
息
子

（げ）

の
う
ち
長
子
は
だ
れ
で
す
か
」
と
問
い
、
更
に
第
四
幕
第
五
場
で
、
兄
の
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
を
殺
害
し
た
後
従
兄
弟
の
グ
リ
マ
ル
デ
ィ
に
告
白
す
る
。
「
お

（
叩

m）

れ
は
あ
い
つ
が
長
子
の
権
利
を
渡
そ
う
と
せ
ず
、
娘
を
よ
こ
そ
う
と
し
な
か
っ
た
か
ら
殺
し
て
や
っ
た
の
だ
、
打
ち
殺
し
て
や
っ
た
の
だ
」
第
五
章
の
最
終
場

で
も
父
親
に
対
し
て
、
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「
あ
い
つ
は
お
れ
か
ら
長
子
の
権
利
を
盗
ん
だ
の
だ
、
お
れ
を
だ
め
に
し
た
の
だ
、
そ
し
て
あ
ん
た
た
ち
が
／
あ
い
つ
は
お
れ
か
ら

（ゆ〉

そ
こ
に
青
ざ
め
て
横
に
な
っ
て
い
る
娘
を
盗
ん
だ
の
だ
。
お
れ
は
あ
い
つ
が
お
れ
の
も
の
を
よ
こ
そ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
打
ち
殺
し
て
や
っ
た
の
だ
」
と
自

己
主
張
を
繰
り
返
す
。

こ
の
戯
曲
に
は
弟
が
兄
を
殺
害
す
る
場
面
は
な
い
。
視
覚
的
場
面
が
省
か
れ
て
、
グ
エ
ル
フ
ォ
の
主
我
主
義
的
感
情
の
高
ま
り
、
そ
の
激
し
さ
の
み
が
伝
わ

っ
て
く
る
。
そ
の
感
情
は
終
始
一
貫
し
、
全
幕
を
通
し
て
、
長
子
の
問
題
と
兄
の
婚
約
者
カ
ミ
ラ
を
め
ぐ
る
欲
望
が
貫
い
て
い
る
。
こ
の
グ
エ
ル
フ
ォ
も
シ
ュ

ト
ヮ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
の
典
型
的
な
人
物
で
あ
る
。
他
者
と
の
葛
藤
に
よ
っ
て
新
た
な
筋
の
展
開
を
見
せ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
グ
エ
ル

フ
ォ
の
抱
く
感
情
を
中
心
に
し
て
ま
わ
り
の
世
界
が
動
く
に
す
、
ぎ
な
い
。

『
ユ
！
リ
ウ
ス
・
フ
ォ
ン
・
タ
レ
ン
ト
』
も
や
は
り
兄
弟
間
の
争
い
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

『
双
生
児
』
と
は
異
な
っ
て
、
争
点
は
女
性
の
み
で
あ



る
。
物
語
の
概
要
は
、
二
人
の
兄
弟
ユ

l
リ
ウ
ス
と
グ
イ
ド
l
は
美
し
い
娘
プ
ラ
ン
カ
と
結
婚
し
た
い
と
望
ん
で
い
る
。
兄
の
ユ

l
リ
ウ
ス
は
愛
情
を
持
っ
て

プ
ラ
ン
カ
を
求
め
る
の
で
あ
る
が
、
グ
イ
ド
ー
は
そ
も
そ
も
女
性
を
愛
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
男
で
、
兄
へ
の
対
抗
心
、
持
持
か
ら

0

フ
ラ
ン
カ
を
求
め
る
。
し

か
し
父
親
は
二
人
の
息
子
の
争
い
を
静
め
る
た
め
に
プ
ラ
ン
カ
を
修
道
院
に
入
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
ま
た
家
柄
の
低
い
プ
ラ
ン
カ
を
家
の
嫁
と
し
て
は
認
め

る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
ユ

l
リ
ウ
ス
は
プ
ラ
ン
カ
へ
の
思
い
を
絶
ち
切
る
こ
と
が
で
き
ず
、
修
道
院
か
ら
プ
ラ
ン
カ
を
連
れ
出
し

て
、
二
人
き
り
で
幸
せ
な
生
活
を
営
も
う
と
考
え
る
。
し
か
し
友
人
の
ア
ス
ペ
ル
モ
ン
テ
は
ユ

i
リ
ウ
ス
の
考
え
を
理
解
で
き
ず
、
計
画
を
中
止
さ
せ
よ
う
と

働
き
か
け
る
。
兄
弟
同
志
の
話
し
合
い
は
何
の
実
り
も
も
た
ら
さ
ず
、
ユ

i
リ
ウ
ス
は
修
道
院
へ
行
っ
て
プ
ラ
ン
カ
の
思
い
を
確
か
め
る
。
弟
の
グ
イ
ド
l
は

再
び
態
度
を
硬
化
さ
せ
、
修
道
院
の
近
く
で
遂
に
ユ

l
リ
ウ
ス
を
刺
し
殺
し
て
し
ま
う
。
プ
ラ
ン
カ
は
死
体
の
と
こ
ろ
に
駆
け
付
け
、
父
親
は
グ
イ
ド
！
を
兄

弟
殺
し
と
し
て
裁
き
、
自
ら
手
を
下
す
。

こ
の
作
品
は
『
双
生
児
』
と
は
異
な
っ
た
兄
弟
関
係
を
現
出
さ
せ
た
。

『
双
生
児
』
で
は
、
弟
の
グ
エ
ル
フ
ォ
の
み
に
描
写
の
重
点
が
置
か
れ
、
二
人
の
兄
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弟
が
対
決
し
て
筋
の
展
開
を
押
し
進
め
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
『
ユ

l
リ
ウ
ス
・
フ
ォ
ン
・
タ
レ
ン
ト
』
で
は
、
第
一
幕
第
二

場
、
第
三
幕
第
二
場
、
第
三
場
で
、
ユ

l
リ
ウ
ス
と
グ
イ
ド
ー
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
主
張
を
持
っ
て
対
持
し
て
い
る
し
、
第
四
幕
第
六
場
で
は
弟
が
兄
を
殺
す

場
面
も
登
場
す
る
。
戯
曲
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
は
、
視
覚
聴
覚
両
方
に
訴
え
る
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
人
間
の
固
定

し
た
感
情
を
描
く
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
の
主
人
公
た
ち
の
よ
う
に
、
ユ

l
リ
ウ
ス
と
グ
イ
ド

ー
に
も
同
様
の
も
の
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ユ

l
リ
ウ
ス
は
愛
に
す
べ
て
を
賭
け
る
青
年
と
言
え
よ
う
。
彼
は
－
フ
ラ
ン
カ
を
得
る
こ
と
に
腐
心
す
る
。

ユ
l
リ
ウ
ス
の
固
定
し
た
感
情
と
は
愛
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
幕
第
三
場
の
兄
弟
の
会
話
の
場
面
で
グ
イ
ド
i
が
「
し
か
し
い
い
で
す
か
、
私
が
自

分
の
要
求
を
断
念
す
れ
ば
、
兄
さ
ん
も
ま
た
、
い
つ
か
は
あ
の
娘
を
自
由
に
し
て
や
ろ
う
と
い
う
考
え
を
断
念
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
、
そ
う
し
よ
う

（
初
〉

じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
、
ま
た
兄
弟
に
な
り
、
息
子
同
志
に
な
り
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
身
勝
手
な
提
案
を
す
る
と
ユ

l
リ
ウ
ス
は
、
「
お
ま
え
は
間
違
っ
て
い
る
。

一
体
お
ま
え
は
情
熱
が
気
ま
ぐ
れ
同
様
簡
単
に
や
め
る
こ
と
が
で
き
、
愛
は
鎧
の
よ
う
に
着
た
り
脱
い
だ
り
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
の
か
？

〈

av

－
－
’
そ
う
だ
と
も
｜
｜
愛
す
る
者
は
愛
し
た
い
の
だ
、
そ
れ
だ
け
だ
」
と
反
論
す
る
。
こ
の
二
人
の
感
情
、
つ
ま
り
愛
す
る
と
い
う
感
情
と
兄
に
負
け
た
く
な

そ
う
だ
と
も



い
と
い
う
感
情
は
終
始
一
貫
し
、
対
立
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
が
兄
弟
殺
し
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
こ
の
二
人
も
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・

ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
が
生
み
出
し
た
人
間
類
型
に
当
て
俵
ま
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
シ
ェ
イ
ク
ピ
ア
を
崇
拝
し
た
ゲ
ル
ス
テ
ン
ベ
ル
ク
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
か
ら
学
び
と
っ
た
道
徳
的
自
然
の
模
写
は
、
シ
ュ
ト
ゥ
ル

ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
の
詩
人
た
ち
に
影
響
を
与
え
た
。
『
ウ
ゴ
リ
l
ノ
』
と
対
極
的
構
造
を
持
つ
『
ゲ
ッ
ツ
』
で
さ
え
、
『
ウ
ゴ
リ
l
ノ
』
と
共
通
の
も

の
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
更
に
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
の
戯
曲
の
特
徴
と
し
て
、
葛
藤
に
よ
る
筋
の
展
開
よ
り
も
内
面
の
感
情

の
表
白
や
固
定
し
た
感
情
を
持
っ
た
人
聞
を
描
写
す
る
方
に
力
点
が
置
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

，，、、

一一、J

シ
ラ
l
は
年
代
的
に
も
地
理
的
に
も
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
か
ら
離
れ
て
い
た
。
シ
ラ
l
は
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
小
さ
な
町
マ
ル
バ
ハ
に
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「
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
は
当
時
文
学
的
な
点
に
お
い
て
控
え
目
な
役
割
を
果
た
し
た
。
宮
廷
の
絶
対
的
な
権
力
と
華
美
の
発
展
と
民
衆
の
敬

（
明
帥
）

慶
主
義
的
な
信
心
深
さ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
芸
術
生
活
を
狭
め
て
い
た
。
そ
れ
は
シ
ラ
i
の
成
育
に
と
っ
て
、
天
才
た
ち
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
前
提
を
作
っ
た
」

生
を
受
け
た
が
、

ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
は
ラ
イ
プ
チ
ヒ
の
よ
う
に
市
民
文
化
を
育
成
す
る
大
都
市
が
な
く
、
相
変
ら
ず
宮
廷
文
化
が
支
配
し
て
い
た
た
め
、
バ
ロ
ッ
ク
の
名
残
り

が
あ
っ
た

Q

つ
ま
り
シ
ラ

l
は
古
い
世
界
の
中
で
育
っ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
シ
ラ

l
が
新
し
い
文
学
に
眼
を
聞
か
れ
た
の
は
カ
l
ル
学
院
に
入
学
し
て
か
ら

の
こ
と
で
あ
る
。
ゲ
！
ロ

i
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ィ
ル
ベ
ル
ト
の
シ
ラ

1
年
代
記
に
よ
れ
ば
、
シ
ラ
l
は
入
学
一
年
目
に
ク
ロ
ッ
プ
シ
ュ
ト
ク
ッ
ク
の
『
領
詩
』
と

『
若
き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
』
と
『
ク
ラ
ヴ
ィ

l
ゴ』、

『
ウ
ゴ
リ

l
ノ
』
、
『
ゲ

l
テ
の
『
ゲ
ヅ
ツ
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ル
リ
ヒ
ン
ゲ
ン
』
を
読
み
、
二
年
目
に
入
る
と
ゲ

l
テ
の

四
年
目
に
は
ア
ベ
ル
教
授
に
よ
っ
て
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
知
り
、
特
に
『
オ
セ
ロ
』
か
ら
情
熱
の
葛

『
メ
シ
ア
ス
』
、
ゲ
ル
ス
テ
ン
ベ
ル
ク
の

藤
を
知
っ
た
。
そ
れ
か
ら
ヴ
ィ

l
ラ
ン
ト
・
エ
ッ
シ
ェ
ン
ブ
ル
ク
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
散
文
訳
を
読
ん
だ
。
こ
の
年
の
読
書
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
、
グ
リ
ン
ガ

ー
の
『
双
生
児
』
、

ラ
イ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
『
ユ

1
リ
ウ
ス
・
フ
ォ
ン
・
タ
レ
ン
ト
』
、
ミ
ラ

l
の
『
ズ
ィ

l
ク
ヴ
ア
ル
ト
』
、
ミ
ュ
ラ

l
の
詩
、
ゲ
ー
テ
の
『
シ



ュ
テ
ラ
』
で
あ
り
、
翌
年
は
ミ
ュ
弓

l
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
生
涯
』
、
次
の
年
は
ヴ
ィ

l
ラ
ン
ト
、
ル
ソ
！
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
『
古
代
芸
術
史
』
、
レ
ッ
シ

（

お

〉

ン
グ
の
『
ラ
オ
コ

l
ン
』
、
ヘ
ル
ダ

l
の
『
人
間
性
形
成
の
た
め
の
歴
史
哲
学
異
説
』
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
シ
ラ
l
の
読
書
傾
向
を
辿
っ
て
み
る
と
、

シ
ラ
l
は
当
時
の
新
し
い
文
学
の
重
要
な
も
の
は
ほ
と
ん
ど
読
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
シ
ラ
l
は
カ
l
ル
学
院
と
い
う
閉
塞
さ
れ
た
場
所
で
、
時
代
の
新

し
い
空
気
を
十
分
に
呼
吸
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

『
群
盗
』
が
世
に
出
た
後
、

一
七
八
三
年
に
ラ
イ
ン
ヴ
ア
ル
ト
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
、

「
も
し
か
す
る
と
彼
（
シ
ラ
l
の
従
兄
弟
）
に
よ
っ
て
、
私
は
ド

ゥ
ル
リ
l
・レ

l
ン
劇
場
（
ロ
ン
ド
ン
の
当
時
最
も
有
名
な
劇
場
の
一
つ
）
で
市
民
権
を
得
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
私
は
そ
う
で
な
く
て
も
イ
ギ
リ
ス

〈

担

）

人
の
師
匠
を
模
範
に
し
て
教
養
を
つ
け
た
の
で
す
か
ら
、
ド
イ
ツ
人
よ
り
も
イ
ギ
リ
ス
人
の
趣
味
に
近
づ
く
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
で
す
」
と
書
い
た
。
シ
ラ

ー
は
ロ
ン
ド
ン
で
『
群
盗
』
が
上
演
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
向
う
を
張
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
が
あ

つ
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

『
群
盗
』
は
『
ゲ
ッ
ツ
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ル
リ
ヒ
ン
ゲ
ン
』
と
同
様
ダ
ブ
ル
プ
ロ
ッ
ト
の
劇
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
カ
！
ル
の
筋
と
フ
ラ
ン
ツ
の
筋
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が
相
互
に
交
わ
る
こ
と
な
く
第
四
幕
ま
で
続
く
。
具
体
的
な
舞
台
は
、
フ
ラ
ン
ツ
側
は
フ
ラ
ン
ケ
ン
州
に
あ
る
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
・
フ
ォ
ン
・
モ

l
ル
の
居
城

で
あ
り
、
カ
ー
ル
側
は
転
々
と
居
所
を
変
え
て
ザ
グ
セ
ン
州
の
国
境
、
ボ
ヘ
ミ
ヤ
の
森
、
ド
ナ
ウ
河
畔
で
あ
る
。
こ
の
戯
曲
は
フ
ラ
ン
ツ
の
た
く
ら
み
に
ょ
っ

て
幕
を
あ
け
る
。
フ
ラ
ン
ツ
が
最
初
に
使
う
手
段
は
手
紙
で
あ
る
。
シ
ラ
l
は
初
期
の
作
品
に
お
い
て
、
つ
ま
り
『
群
盗
』
、
『
た
く
ら
み
と
恋
』
、
『
ド
ン
・
カ

ル
ロ
ス
』
に
お
い
て
作
劇
術
と
し
て
よ
く
手
紙
を
使
っ
た
。
特
に
『
ド
ン
・
カ
ル
ロ
ス
』
で
は
、
物
語
の
必
要
な
展
開
に
は
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
程
手
紙
と
い

う
手
段
が
用
い
ら
れ
た
。
つ
ま
り
こ
れ
は
シ
ラ
l
愛
好
の
手
法
な
の
で
あ
る
＠
フ
ラ
ン
ツ
の
用
い
た
偽
の
手
紙
は
筋
の
展
開
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。

ま
ず
第
一
幕
第
一
場
で
偽
の
手
紙
は
老
モ

l
ル
を
悲
嘆
の
底
に
突
き
落
と
す
。
フ
ラ
ン
ツ
は
更
に
も
う
一
通
の
手
紙
を
用
い
る
。
続
く
第
二
場
で
今
度
は
カ
l

ル
が
そ
の
手
紙
に
よ
っ
て
全
く
の
絶
望
状
態
に
陥
る
。
こ
う
し
て
フ
ラ
ン
ツ
の
筋
と
カ
l
ル
の
筋
は
官
頭
の
二
つ
の
場
面
に
お
い
て
、
そ
の
進
む
方
向
が
決
定

さ
れ
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ツ
は
モ
l
ル
の
城
主
へ
、
カ
ー
ル
は
盗
賊
の
首
領
へ
と
。
こ
の
よ
う
に
手
紙
と
い
う
小
道
具
を
使
っ
て
、
別
々
な
筋
を
そ

れ
ぞ
れ
に
発
展
さ
せ
る
手
法
は
巧
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
劇
術
は
シ
ュ
ト
ク
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
の
作
品
に
は
見
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ



う
に
し
て
第
四
幕
に
至
る
ま
で
二
つ
の
筋
は
平
行
線
を
描
い
て
進
行
す
る
。

フ
ラ
ン
ツ
は
カ
l
ル
に
対
し
て
対
立
意
識
を
持
っ
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ツ
の
筋
に
お
い
て
は
老
モ

l
ル
と
ア
マ

l
リ
ア
が
フ
ラ
ン
ツ
と
敵
対
関
係
に
な
る
。

ま
た
カ
l
ル
の
筋
で
は
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
ベ
ル
ク
が
カ
l
ル
に
対
立
す
る
。
こ
の
よ
う
に
各
々
の
筋
の
中
に
対
立
関
係
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
戯
曲
で
は
人

間
と
人
間
の
動
的
な
関
係
が
筋
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
。
第
一
幕
第
一
場
、
第
三
場
で
、
老
モ

l
ル
は
フ
ラ
ン
ツ
の
好
計
に
掛
っ
て
凋
落
の
運
命
を

辿
る
が
、
ア
マ

I
リ
ア
に
対
し
て
は
失
敗
す
る
。
老
モ

l
ル
は
悲
し
み
の
う
ち
に
も
依
然
と
し
て
生
命
を
保
ち
、
フ
ラ
ン
ツ
は
早
く
絶
命
に
ま
で
至
ら
せ
た
い

と
願
う

Q

こ
こ
で
フ
ラ
ン
ツ
は
も
う
一
つ
の
た
く
ら
み
を
練
る
。
あ
る
貴
族
の
私
生
児
へ
ル
マ
ン
を
使
っ
て
こ
の
二
人
に
決
定
的
な
打
撃
を
加
え
よ
う
と
試
み

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
カ
l
ル
は
死
ん
だ
と
い
う
偽
の
情
報
を
吹
き
込
む
。
こ
の
た
く
ら
み
は
見
事
功
を
奏
し
、
老
モ

l
ル
は
あ
わ
や
絶
命
と
い
う
と
こ
ろ

ま
で
い
き
、
フ
ラ
ン
ツ
は
城
主
に
な
る
。
だ
が
ア
マ

l
リ
ア
は
ま
だ
フ
ラ
ン
ツ
の
手
に
落
ち
な
い
。
さ
て
第
三
幕
第
一
場
で
良
心
の
阿
責
に
耐
え
か
ね
た
ヘ
ル

マ
ン
は
ア
マ

l
リ
ア
に
カ
l
ル
と
老
モ

l
ル
の
存
命
を
告
白
す
る
。
こ
う
し
て
成
功
し
た
か
に
見
え
た
フ
ラ
ン
ツ
の
好
計
は
次
第
に
崩
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

ニ
エ
ル
の
言
葉
の
中
に
弟
フ
ラ
ン
ツ
の
陰
謀
を
悟
っ
た
カ
l
ル
は
、
初
め
て
自
分
が
毘
に
落
し
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
気
が
つ
く
。

ょ
、
地
獄
ょ
、
あ
な
た
で
は
な
い
、
父
上
／
き
た
な
い
手
口
だ
／
こ
の
き
た
な
い
や
り
方
で
人
殺
し
に
な
り
、
盗
賊
に
な
っ
た
の
か
／

（

お

〉

お
れ
の
手
紙
を
改
旗
し
、
差
し
押
え
た
の
だ
な
」
怒
っ
た
カ
l
ル
は
フ
ラ
ン
ツ
を
捕
え
き
せ
よ
う
と
す
る
が
、
フ
ラ
ン
ツ
は
自
殺
し
て
し

「
き
た
な
い
手
口
だ
／
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最
後
に
フ
ラ
ン
ツ
は
家
僕
の
ダ
ニ
エ
ル
を
使
っ
て
老
モ

l
ル
の
息
の
根
を
止
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
第
四
幕
第
三
場
で
ダ
ニ
エ
ル
は
カ
l
ル
に
出
会
う
。
ダ天

あ
い
つ
に
た
ば

か
ら
れ
た
の
だ
／

ま
う
ω

カ
l
ル
は
自
分
の
罪
を
侮
い
、
司
直
の
手
に
自
ら
を
委
ね
る
。

『
群
盗
』
の
主
人
公
は
カ
l
ル
で
あ
る
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ツ
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ツ
に
は
狂
言
回
し
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
な
く
も
な
い
。
主
人
公

で
あ
る
カ
l
ル
の
行
動
に
方
向
を
与
え
る
の
は
フ
ラ
ン
ツ
で
あ
る
し
、
老
モ

l
ル
と
ア
マ

l
リ
ア
を
落
し
入
れ
、
結
末
に
向
か
っ
て
の
筋
の
展
開
を
さ
せ
る
の

も
フ
ラ
ン
ツ
で
あ
る
。
ま
た
た
く
ら
み
の
た
め
に
手
紙
を
二
度
、
人
を
一
度
使
っ
て
筋
の
進
行
を
促
す
と
こ
ろ
も
狂
言
回
し
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
し
か

し
フ
ラ
ン
ツ
を
単
に
狂
言
回
し
と
見
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ツ
は
実
際
に
は
カ

l
ル
と
老
モ

l
ル
に
対
立
す
る
存
在
で
あ
る
。
独
自
の
中
で
は
自
分

の
悪
行
の
弁
解
を
試
み
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ツ
の
悪
行
に
は
フ
ラ
ン
ツ
な
り
の
理
由
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
フ
ラ
ン
ツ
は
た
だ
悪
行
で
も
っ
て



筋
の
進
行
を
促
す
狂
言
回
し
で
は
な
く
、

一
方
の
筋
を
担
う
べ
き
人
物
と
考
え
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

カ
ー
ル
と
フ
ラ
ン
ツ
の
独
自
は
群
を
抜
い
て
多
い
。
主
人
公
で
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
も
回
数
の
上
で
は
フ
ラ
ン
ツ
の
方
が
カ
l
ル
よ
り
も
多
い

の
で
あ
る
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ツ
の
独
自
と
カ
l
ル
の
独
自
で
は
そ
の
性
質
は
全
く
違
う
。
フ
ラ
ン
ツ
の
独
自
は
そ
の
悪
人
ぶ
り
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
て
、
い
や

が
上
に
も
フ
ラ
ン
ツ
へ
の
憎
悪
が
掻
き
立
て
ら
れ
る
仕
組
に
な
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ツ
の
行
動
の
残
虐
ぶ
り
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
フ
ラ
ン
ツ
の
悪
人
ぶ
り
が

一
層
強
調
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
カ
l
ル
の
独
自
は
内
面
の
苦
悩
、
感
情
の
激
し
さ
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
独
自
の
性
質

の
相
違
は
人
物
の
性
格
の
相
違
を
当
然
規
定
す
る
。
フ
ラ
ン
ツ
の
悪
人
ぶ
り
は
徹
底
し
て
い
る
。
兄
を
絶
望
へ
と
落
し
入
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
父
親
を
無
情

に
も
死
に
至
ら
せ
、
兄
の
恋
人
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
シ
ュ
ト
ヮ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
的
人
間
は
な
る
ほ
ど
兄
弟
殺
し
は
し

た
。
し
か
し
父
親
を
殺
そ
う
と
い
う
者
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
フ
ラ
ン
ツ
の
悪
人
ぶ
り
は
比
類
が
な
い
の
だ
。
そ
れ
に
陰
謀
の
た
め
に
色
々
な
手

段
を
使
っ
て
い
る
こ
と
も
独
特
で
あ
る

Q

あ
る
争
点
を
め
ぐ
っ
て
自
分
の
感
情
に
忠
実
に
な
り
、
そ
の
感
情
を
た
だ
ス
ト
レ
ー
ト
に
出
し
て
目
的
を
達
し
よ
う

ラ
ン
ツ
は
シ
ュ
ト
ヮ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
的
人
間
と
は
別
な
タ
イ
プ
に
属
す
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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と
し
た
シ
ュ
ト
ク
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
の
登
場
人
物
た
ち
と
異
な
り
、
フ
ラ
ン
ツ
は
余
り
に
も
狭
智
に
長
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
フ

『
群
盗
』
は
『
ゲ
ッ
ツ
』
同
様
ダ
ブ
ル
プ
ロ
ッ
ト
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
が
、

『
ゲ
ッ
ツ
』
の
場
合
は
前
述
し
た
よ
う
に
二
つ
の
筋
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
結

末
に
至
る
。
し
か
し
『
群
盗
』
の
場
合
は
第
四
幕
で
カ
l
ル
が
フ
ラ
ン
ツ
の
陰
謀
を
知
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
カ
i
ル
の
筋
と
フ
ラ
ン
ツ
の
筋
は
一
つ
に
重
な
っ

て
結
末
に
至
る
。
そ
れ
は
カ
l
ル
と
フ
ラ
ン
ツ
が
異
な
っ
た
場
所
で
そ
れ
ぞ
れ
の
筋
を
形
成
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
手
紙
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
カ
l
ル
の

筋
が
動
か
さ
れ
、

そ
の
結
果
二
つ
の
筋
は
見
え
な
い
糸
で
結
ぼ
れ
た
よ
う
に
な
り
、

結
局
二
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
敵
対
意
識
が
は
っ
き
り
と
な
っ
た
か
ら
で
あ

る。

『
ゲ
ッ
ツ
』
の
場
合
に
は
こ
の
よ
う
な
筋
を
担
う
者
同
志
の
明
確
な
関
係
が
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
ダ
ブ
ル
プ
ロ
ッ
ト
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
『
群

盗
』
と
『
ゲ
ッ
ツ
』
の
相
違
は
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

シ
ラ
l
は
『
群
盗
』
の
序
文
で
、

「
こ
の
作
品
は
そ
れ
に
し
て
も
劇
作
品
と
い
う
制
的
に
入
れ
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
ま
た
舞
台
で
上
演
す
る
際
の
疑
わ
し

い
利
益
を
欲
し
が
る
こ
と
な
く
、
言
わ
ば
ー
魂
の
最
も
奥
に
隠
れ
た
働
き
を
捕
え
る
劇
的
方
式
の
長
所
を
利
用
す
る
劇
的
物
語
と
し
て
の
み
受
け
取
っ
て
欲
し



〈

部

〉
い
」
と
述
べ
、
ま
た
「
し
か
し
後
に
、
た
だ
戯
曲
的
技
法
だ
け
が
、
舞
台
上
で
の
具
体
化
を
度
外
視
し
て
も
感
動
的
に
し
て
か
つ
教
化
的
な
文
学
の
あ
ら
ゆ
る
ジ

ャ
ン
ル
に
も
勝
っ
て
す
ぐ
れ
た
価
値
を
持
つ
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
＠

戯
曲
的
手
法
は
我
々
に
そ
の
世
界
を
い
わ
ば
現
在

の
も
の
と
し
て
示
し
、
様
々
な
情
熱
や
心
の
最
奥
の
密
や
か
な
動
き
を
人
物
自
身
の
表
白
に
お
い
て
描
く
の
で
、
叙
述
的
文
芸
に
較
べ
て
そ
れ
だ
け
一
層
強
烈

な
作
用
を
及
ぼ
し
、
生
き
生
き
と
し
た
直
観
と
し
て
歴
史
的
認
識
よ
り
も
力
強
い
。
・
・
・
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
我
が
物
と
し
て
い
た
戯
曲
の
純
正
な
精
神
、

つ
ま
り
演
劇
の
真
の
精
神
は
小
説
や
叙
事
詩
よ
り
も
よ
り
深
く
魂
を
掘
り
お
こ
し
、
よ
り
鋭
く
心
に
切
り
込
み
、
よ
り
生
き
生
き
と
教
え
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
、
そ
し
て
我
々
に
文
学
の
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
特
に
推
奨
す
る
た
め
に
な
ん
ら
か
の
具
体
的
な
見
せ
か
け
は
全
く
必
要
な
い
と
い
う
こ
と
は
従
っ
て
真
実

で
あ
る
。
だ
か
ら
劇
を
書
く
つ
も
り
は
な
く
て
も
、
あ
る
物
語
を
戯
曲
風
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
私
が
こ
こ
に
書
い
た
の
は
戯
曲
的
小
説
で
あ
っ
て
、

〈明む

劇
場
周
の
戯
曲
で
は
な
い
」
と
書
い
た
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
だ
け
か
ら
判
断
す
る
と
、
シ
ラ
l
は
舞
台
を
意
識
に
入
れ
な
い
で
、
た
だ
読
む
た
め
に
『
群
盗
』

盗
賊
た
ち
の
集
団
的
な
扱
い
方
、

を
書
い
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
実
際
は
『
群
盗
』
は
遥
か
に
劇
的
な
の
で
あ
る
。
二
つ
の
筋
を
巧
み
に
動
か
す
技
法
、
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歌
、
フ
ラ
ン
ツ
の
悪
人
ぶ
り
等
々
は
た
だ
書
物
の
中
に
だ
け
押
し
込
め
て
お
け
ば
よ
い
戯
曲
と
は
異
な
る
。

シ
ュ
ト
ヮ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
の
作
品
に
は
劇
的
要
素
の
乏
し
い
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
感
情
を
描
写
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
が
た
め

で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
『
群
盗
』
に
は
、
筋
の
運
び
方
に
つ
い
て
、
登
場
人
物
の
型
に
つ
い
て
、
劇
的
な
要
素
に
つ
い
て
、
シ
ュ
ト

ク
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
の
戯
曲
群
と
は
別
な
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
更
に
考
察
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味

す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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