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(1) 『エロディアードの結婚』を読む

『
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
の
結
婚
』
を
読
む

立
仙　

順
朗

ま
え
が
き

こ
こ
に
取
り
あ
げ
る
マ
ラ
ル
メ
の
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
詩
篇
に
は
通
常
小
説
や
演
劇
で
作
中
人
物
と
呼
ば
れ
る
も
の
、
筋
と
呼
ば

れ
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
詩
篇
は
も
と
も
と
戯
曲
と
し
て
構
想
さ
れ
た
が
、
劇
的
行
為
と
呼
び
う
る
も
の
も
存
在
し
な
い
。

普
通
に
わ
れ
わ
れ
が
「
物
語
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
を
構
成
す
る
主
要
な
要
素
で
あ
る
人
物
や
行
為
や
筋
、
さ
ら
に
は
具
体
的
な
地

理
的
・
時
代
的
背
景
と
い
っ
た
も
の
が
こ
の
詩
篇
か
ら
は
意
識
的
に
排
除
さ
れ
て
い
る
。
サ
ロ
メ
と
呼
ぶ
に
し
ろ
、
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー

ド
と
呼
ぶ
に
し
ろ
、
こ
う
呼
ば
れ
る
ヒ
ロ
イ
ン
と
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
あ
い
だ
に
は
福
音
書
以
来
の
有
名
な
物
語
が
仕
立
て
ら
れ
て
お

り
、
誰
も
が
そ
れ
連
想
す
る
だ
け
に
、
な
お
さ
ら
こ
の
こ
と
は
言
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

マ
ラ
ル
メ
は
晩
年
に
こ
れ
ら
の
詩
篇
群
を
『
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
の
結
婚̶

神
秘
』（
以
下
『
結
婚
』
と
略
記
）
と
い
う
総
題
で
ま

と
め
よ
う
と
し
た
が
、
こ
の
副
題
に
い
う
「
神
秘
」、
つ
ま
り
フ
ラ
ン
ス
語
で
い
うm

ystère

、
英
語
で
い
うm

ystery

に
あ
た
る

語
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
普
通
の
小
説
や
演
劇
で
は
人
物
や
行
為
と
し
て
客
観
的
な
状
況
に
外
化
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
こ
こ
で

は
い
わ
ば<

神
秘>

の
帳
に
閉
ざ
さ
れ
て
、
影
絵
と
し
て
の
み
与
え
ら
れ
て
い
る
、
と
ひ
と
ま
ず
そ
う
い
っ
て
お
き
た
い
。
登
場
人
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(2)

物
の
面
影
や
、
行
為
や
出
来
事
の
痕
跡
が
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
痕
跡
や
兆
し
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る

と
も
い
え
る
が
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
マ
ラ
ル
メ
が
「m

ystère

」
と
呼
ぶ
内
在
的
で
、
潜
在
的
な
状
態
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。
あ
ら

ゆ
る
こ
と
が
起
こ
り
う
る
が
、
何
が
起
こ
っ
た
か
、
起
こ
り
う
る
か
を
割
り
だ
す
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る
も
の
を
与
え
て
く
れ
な

い
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
通
常
の
戯
曲
や
劇
場
で
は
上
演
で
き
な
い
よ
う
な
、
演
劇
の
中
で
も
も
っ
と
も
演
劇
的
な
も
の
、
サ
ス
ペ

ン
ス
に
満
ち
た
も
の
が
、
舞
台
の
う
え
の
具
体
的
人
物
の
対
話
よ
り
も
、「
韻
文
詩
句
の
弁
証
法
」
（1）

を
と
お
し
て
よ
り
純
粋
な
か
た

ち
で
取
り
だ
せ
る
の
だ
と
マ
ラ
ル
メ
は
い
う
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
韻
文
劇
『
結
婚
』
を
書
い
た
マ
ラ
ル
メ
の
狙
い
だ
と
思
わ
れ
る
。

マ
ラ
ル
メ
の
韻
文
劇̶
韻
文
劇
と
い
え
る
と
し
て
の
話
だ
が̶

は
、
劇
場
で
朗
誦
さ
れ
た
り
上
演
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
そ
れ

自
体
の
う
ち
に
劇
場
を
含
む
も
の
、
そ
れ
自
体
の
内
か
ら
お
の
れ
が
そ
れ
で
あ
る
劇
を
上
演
す
る
固
有
の
場
と
し
て
の
劇
場
を
作
り

だ
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
演
劇
仕
掛
け
の
中
心
に
あ
っ
て
劇
を
処
方
す
る
、
マ
ラ
ル
メ
が

「
詩
句
」
と
呼
ぶ
も
の
は
、
完
全
燃
焼
し
て
跡
を
の
こ
さ
な
い
ア
ル
コ
ー
ル
の
炎
と
か
、
完
全
犯
罪
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ

れ
自
体
は
決
し
て
可
視
化
で
き
な
い
が
、
あ
え
て
言
え
ば
、
語
と
語
と
の
あ
い
だ
に
そ
の
つ
ど
介
在
し
て
一
切
を
白
い
炎
で
焼
き
つ

く
す
白
紙
の
地
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
マ
ラ
ル
メ
の
詩
篇
は
根
源
的
な
白
か
ら
出
て
白
に
還
る
。
端
的
に
こ
の
空
無
の
場
そ
の
も

の
を
証
言
す
る
た
め
に
書
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
過
言
で
な
い
。
表
象
で
き
な
い
中
心
の
近
似
的
表
象
を
あ
え
て
マ
ラ
ル
メ
の
詩
の

な
か
に
探
す
な
ら
、『
結
婚
』
の
冒
頭
に
出
て
く
る
が
、沈
み
行
く
太
陽
の
余
熱
を
す
っ
て
燦
然
と
輝
く
金
の
皿
と
か
、『
賽
子
一
投
げ
』

な
ど
後
期
詩
篇
に
出
て
く
る
渦
巻
き
と
か
、『
マ
ラ
ル
メ
詩
集
』
巻
頭
に
提
示
さ
れ
て
い
る
グ
ラ
ス
の
泡
と
か
、
天
空
の
い
た
る
と

こ
ろ
に
あ
っ
て
ど
こ
に
も
い
な
い
白
蝶
の
飛
翔
と
か
、
手
つ
か
ず
の
夢
の
空
無
を
つ
つ
む
半
開
き
の
白
い
睡
蓮
と
か
、
白
い
霧
氷
の

う
え
の
白
鳥
と
か
、
誰
も
い
な
い
空
の
部
屋
と
か
、
部
屋
の
空
無
を
映
す
忘
却
の
鏡
と
か
、
あ
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
マ
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(3) 『エロディアードの結婚』を読む

ラ
ル
メ
詩
の
イ
メ
ー
ジ
で
何
ら
か
の
意
味
で
こ
の
中
心
的
不
在
の
係
数
を
担
っ
て
い
な
い
も
の
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
マ
ラ
ル
メ
に

お
い
て
は
早
く
か
ら<

美>

そ
の
も
の
が
、
人
物
と
し
て
の
作
者
の
死
、
虚
無
の
空
間
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

人
物
や
筋
と
呼
べ
る
も
の
が
な
い
マ
ラ
ル
メ
の
詩
劇
で
は
厳
密
に
は
何
も
起
こ
ら
な
い
と
い
え
る
が
、
一
見
し
て
事
件
と
い
え

る
も
の
が
な
い
だ
け
に
い
っ
そ
う
、
こ
の
何
も
起
こ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
雷
鳴
の
と
ど
ろ
く
よ
う
な
、
稲
妻
の
よ
う
な
閃
々
た

る
切
迫
感
を
も
っ
て
起
こ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
起
こ
る
こ
と
の
す
べ
て
が
そ
こ
で
は
言
語
で
あ
り
、
言
語
の
空
間
で
あ
る
よ
う

な
や
り
方
で
起
こ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
な
に
も
マ
ラ
ル
メ
に
特
有
の
、
特
殊
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
日

本
の
伝
統
芸
能
の
能
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
根
本
的
な
演
劇
は
何
か
を
言
い
、
お
こ
な
う
に
先
立
っ
て
そ
の
た
め
の
場
を
拓
く

こ
と
、
祭
り
の
庭
を
創
設
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
程
度
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
理
解
し
て
い
た
だ
き

た
い
（2）

。
と
は
い
え
マ
ラ
ル
メ
の
詩
、
と
く
に
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
詩
篇
を
論
じ
る
、
そ
れ
を
論
考
の
対
象
と
し
て
取
り
あ
げ
る
と
い
う
こ

と
は
、
そ
こ
か
ら
語
り
う
る
何
も
の
か
、
何
ら
か
の
問
題
の
目
安
と
な
る
も
の
を
拾
い
だ
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
指

標
を
最
初
か
ら
こ
の
活
動
す
る
不
在
の
中
心
と
の
関
係
に
お
い
て
扱
う
、
し
か
も
日
本
語
を
使
っ
て
扱
う
と
な
る
と
、
た
ち
ま
ち
少

な
か
ら
ぬ
困
難
に
遭
遇
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
が
哲
学
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
実
践
を
通
し
て

お
こ
な
っ
た
よ
う
に
「
白
の
上
に
白
を
重
ね
る
」
と
か
、
批
評
家
テ
ィ
ボ
ー
デ
が
い
う
よ
う
に
、
蜘
蛛
の
巣
の
糸
で
露
の
重
み
は
か

る
と
か
、
不
在
の
御
者
が
存
在
し
な
い
馬
車
を
刷
毛
の
不
在
で
は
た
く
と
か
（3）

、
と
い
っ
た
甲
斐
の
な
い
作
業
に
お
わ
る
で
あ
ろ
う
。

ブ
ラ
ン
シ
ョ
や
テ
ル
・
ケ
ル
派
が
出
て
半
世
紀
が
流
れ
ん
と
し
、
マ
ラ
ル
メ
と
い
う
と
す
ぐ
不
在
や
虚
無
を
言
う
こ
と
が
い
ま
や
飽

き
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
飽
き
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
言
う
こ
と
自
体
い
ま
や
紋
切
り
型
と
な
っ
た
観
が
あ
る
が
、
文
学
は
飽
き
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(4)

の
問
題
で
は
な
い
の
で
、
ど
ち
ら
に
も
偏
ら
ぬ
や
り
方
で
、
言
う
べ
き
こ
と
は
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

幸
い
に
も
、
と
い
っ
て
は
マ
ラ
ル
メ
に
は
気
の
毒
で
あ
る
が
、『
結
婚
』
は
作
者
が
晩
年
に
傾
注
し
た
最
後
の
努
力
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
つ
い
に
完
成
さ
せ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
遺
族
が
マ
ラ
ル
メ
の
遺
言
を
守
っ
て
い
た
ら
、
そ
の
草
稿
は
焼
却
さ
れ
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
詩
篇
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ガ
ー
ド
ナ
ー
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
が
遺
稿
に
も
と
づ
い

て
編
纂
し
、そ
れ
に
生
前
に
発
表
さ
れ
て
い
た
「
舞
台
」
と
「
古
序
曲
」
と
を
加
え
た
も
の
を
『
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
の
結
婚̶

神
秘
』

の
タ
イ
ト
ル
で
ま
と
め
て
刊
行
し
た
か
ら
で
あ
る
（4）

。
こ
の
『
結
婚
』
は
、
そ
の
後
ベ
ル
ト
ラ
ン
・
マ
ル
シ
ャ
ル
の
編
纂
に
よ
る
異

文
を
伴
っ
て
最
近
プ
レ
イ
ア
ッ
ド
全
集
に
も
収
め
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
に
収
録
さ
れ
て
い
る
草
稿
は
、
お
お
く
が
不
完
全
な
詩
句
の
素
描
や
メ
モ
か
ら
な
り
、
詩
篇
と
し
て
完
成
し
て
「
詩
句

の
弁
証
法
」
に
組
み
込
ま
れ
、
韻
文
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
白
い
炎
で
焼
か
れ
て
い
た
ら
、
あ
と
に
残
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な

未
消
化
の
断
片
を
不
用
意
に
の
こ
し
て
い
る
。
さ
き
に
不
謹
慎
に
「
幸
い
に
も
」
と
い
っ
た
が
、
遺
言
の
炎
か
ら
も
詩
句
の
炎
か
ら

も
焼
け
残
っ
た
こ
れ
ら
の
草
稿
の
利
点
は
、
不
慮
の
死
の
結
果
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
作
者
が
ま
だ
推
敲
に
余
念
が
な
い
と
き

に
他
人
が
そ
の
仕
事
場
を
ふ
い
に
襲
っ
た
ら
発
見
で
き
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な
生
の
事
実
を
そ
こ
に
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
マ
ラ
ル
メ
の
韻
文
芸
術
の
完
全
犯
罪
に
は
足
が
つ
き
に
、
わ
れ
わ
れ
が
知
り
た
い
と
願
っ
て
若
書
き
の
「
舞

台
」
や
「
古
序
曲
」
の
う
ち
に
い
く
ら
探
し
て
も
十
分
に
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
を
、
そ
こ
に
ふ
ん
だ
ん
に
拾
い

だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
晩
年
の
草
稿
の
中
で
も
、
比
較
的
に
完
成
度
の
高
い
詩
句
を
お
お
く
含
ん
で
い
る
「
前
奏
曲
」
は
と
も
か
く

と
し
て
、
完
成
度
の
低
い
詩
句
が
少
な
か
ら
ず
ま
じ
っ
て
、
不
完
全
な
異
文
や
下
書
き
や
メ
モ
が
多
い
「
終
曲
」
に
と
く
に
そ
れ
が
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(5) 『エロディアードの結婚』を読む

顕
著
だ
。
こ
う
し
て
特
に
「
終
曲
」
や
「
古
序
曲
」
の
異
文
草
稿
な
ど
か
ら
拾
い
だ
し
た
証
拠
物
件
を
手
が
か
り
と
し
て
、
マ
ラ
ル

メ
の
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
詩
篇
を
、
福
音
書
以
来
の
サ
ロ
メ
伝
説
の
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
と
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヒ
ロ

イ
ン
と
そ
の
相
手
役
の
聖
ヨ
ハ
ネ
と
い
っ
た
人
物
の
片
鱗
や
、
そ
の
行
為
の
断
片
が
、
韻
文
詩
形
式
の
統
辞
法
か
ら
ま
ぬ
が
れ
た
取

り
外
し
の
き
く
部
品
と
し
て
、
斬
ら
れ
た
首
、
最
後
の
歌
、
そ
の
こ
だ
ま
、
金
の
皿
、
接
吻
、
ダ
ン
ス
と
い
っ
た
細
部
に
小
分
け
さ

れ
て
随
意
に
取
り
だ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
マ
ラ
ル
メ
が
『
音
楽
と
文
芸
』
で
「
不
敬
だ
」
と
戒
め
て
い
る
が
、
文
学
機
構
の
解
体
と

部
品
の
取
り
外
し
と
が
、
時
の
作
用
で
ひ
と
り
で
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

筆
者
は
マ
ラ
ル
メ
の
未
完
の
作
品
か
ら
比
較
可
能
な
単
位
と
し
て
取
り
出
し
た
こ
れ
ら
の
細
部
や
イ
マ
ー
ジ
ュ
や
テ
ー
マ
を
、

他
方
で
サ
ロ
メ
あ
る
い
は
そ
の
類
似
の
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
他
の
作
家
、
ハ
イ
ネ
、
ゴ
ー
テ
ィ
エ
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
、
ワ
イ
ル
ド
、
画
家

で
は
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
モ
ロ
ー
、
オ
デ
ィ
ロ
ン
・
ル
ド
ン
と
い
っ
た
作
家
の
作
品
か
ら
取
り
出
し
た
類
似
の
テ
ー
マ
の
リ
ス
ト
と
つ

き
合
わ
せ
て
、
比
較
検
討
し
、
影
響
関
係
な
り
、
間
テ
ク
ス
ト
性
な
り
を
論
じ
る
こ
と
を
不
敬
だ
と
い
っ
て
戒
め
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
む
し
ろ
筆
者
は
、
シ
ル
ヴ
ィ
ア
ー
ヌ
・
ユ
オ
が
お
こ
な
っ
た
マ
ラ
ル
メ
の
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
と
前
述
の
作
家
た
ち
の
作
品
と

の
比
較
（5）

や
、
マ
ル
シ
ャ
ル
が
お
こ
な
っ
た
コ
ッ
ク
ス
の
『
古
代
の
神
々
』
と
の
関
連
づ
け
（6）

、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
受

け
て
日
本
で
も
最
近
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
『
ヘ
ロ
デ
ィ
ア
ス
』
や
ル
ド
ン
の
絵
画
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
（7）

を
高
く
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。
マ
ラ
ル
メ
作
品
が
外
に
向
け
て
い
る
こ
れ
ら
の
顔
を
無
視
し
て
、
そ
れ
が
内
に
囲
っ
て
い
る
独
自

の
中
心
と
関
係
づ
け
る
だ
け
で
は
、
さ
き
に
欠
陥
を
指
摘
し
た
批
評
の
罠
に
陥
り
や
す
い
し
、
た
と
え
詩
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
白

い
炎
の
万
遍
な
き
通
過
を
不
可
視
の
う
ち
に
跡
づ
け
る
た
め
に
も
、
外
部
か
ら
導
入
し
た
何
ら
か
の
具
体
的
な
指
標
が
要
る
か
ら
で

あ
る
。
批
評
家
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
が
「
防
火
地
帯
」
と
呼
ん
だ
も
の
、
炎
へ
の
分
け
前
が
な
け
れ
ば
、
炎
自
体
を<

見
る>
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(6)

こ
と
さ
え
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
前
置
き
を
し
て
お
け
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
素
朴
な
読
者
と
な
っ
て
、
や
が
て
筆
者
も
そ
う
す
る
つ
も
り
だ
が
、
心
置

き
な
く
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
の
「
物
語
」
を
作
っ
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
マ
ラ
ル
メ
の
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
詩
篇
を

小
説
で
は
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
『
ヘ
ロ
デ
ィ
ア
ス
』、
戯
曲
で
は
ワ
イ
ル
ド
の
『
サ
ロ
メ
』
と
い
っ
た
、
散
文
の
語
り
、
あ
る
い
は
舞
台

の
上
に
は
っ
き
り
と
構
造
化
さ
れ
た
サ
ロ
メ
の
ド
ラ
マ
に
対
比
し
て
み
れ
ば
、
マ
ラ
ル
メ
の
詩
的
な
狙
い
が
そ
こ
に
は
な
い
こ
と

が
は
っ
き
り
す
る
で
あ
ろ
う
。
サ
ロ
メ
（
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
）
と
聖
ヨ
ハ
ネ
と
い
っ
た
主
要
登
場
人
物
は
ど
の
よ
う
に
し
て
出
会

い
、
二
人
の
あ
い
だ
に
何
が
あ
っ
た
か
と
い
っ
た
、
物
語
分
節
の
う
え
で
も
っ
と
も
肝
要
な
事
実
関
係
だ
け
で
も
、
そ
の
重
要
な
節

目
節
目
で
、
マ
ラ
ル
メ
の
詩
が
お
よ
そ
物
語
り
と
呼
べ
る
も
の
を
免
れ
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
だ
ろ
う
。『
結
婚
』
の
草
稿

に
は
「
ダ
ン
ス
と
か
、
金
の
皿
に
の
っ
た
生
首
と
か
と
い
っ
た
粗
野
な
事
実
を
取
り
去
っ
た
伝
説
」
と
は
っ
き
り
抱
負
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
た
と
え
後
に
多
少
な
り
と
も
皿
や
首
や
ダ
ン
ス
の
記
述
が
復
活
し
た
よ
う
に
み
え
て
も
、
こ
の
根
本
姿
勢
に
は
変
更
が
な

い
。
マ
ラ
ル
メ
の
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
と
他
の
作
家
の
サ
ロ
メ
と
を
比
較
し
て
み
れ
ば
、
む
し
ろ
マ
ラ
ル
メ
の
ね
ら
い
が
、
聖
書
い
ら

い
連
綿
と
語
り
つ
が
れ
、
も
ろ
も
ろ
の
絵
画
や
造
形
芸
術
で
イ
コ
ン
化
さ
れ
、
そ
し
て
一
九
世
紀
後
半
に
は
「
古
代
の
も
ろ
も
ろ
の

事
実
や
、
多
彩
な
逸
話
的
ダ
ン
ス
と
も
ど
も
発
掘
さ
れ
て
、
い
う
な
れ
ば
現
代
的
な
サ
ロ
メ
」
（8）

と
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
ふ
ん
だ
ん
に

作
り
出
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
類
似
の
サ
ロ
メ
像
を
つ
け
加
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
逸
話
的
細
部
を
組
み
合

わ
せ
た
り
組
み
替
え
た
り
す
る
こ
と
で
生
き
延
び
て
き
た
古
き
物
語
パ
タ
ー
ン
そ
の
も
の
を
解
体
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
で
あ
ろ
う
。
初
期
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
詩
篇
の
「
古
序
曲
」
で
は
、
古
き
書
物
の
記
憶
が
う
す
れ
、
そ
の
物
語
の
生
地
そ
の
も
の

が
壁
掛
け
か
垂
れ
幕
の
よ
う
に
ほ
つ
れ
て
、
そ
れ
が
担
っ
て
い
た
予
言
と
戒
律
よ
り
な
る
宗
教
世
界
の
全
体
が
ま
る
で
聖
堂
の
内
部
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(7) 『エロディアードの結婚』を読む

か
、
あ
る
い
は
そ
の
世
界
を
上
演
（
再
現
）
す
る
任
務
を
お
び
て
き
た
劇
場
の
内
部
の
よ
う
に
崩
れ
て
い
く
。
こ
の
解
体
の
動
き
そ

の
も
の
が
表
象
さ
れ
て
お
り
、
マ
ル
シ
ャ
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
書
物
に
お
け
る
「
新
旧
約
書

の
交
代
」
（9）

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
舞
台
」
で
乳
母
は
「
年
月
が
古
い
書
物
の
よ
う
に
色
あ
せ
た
私
の
精
神
か
ら
消
し
去
る
の
で

す
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
乳
母
が
体
現
す
る
古
い
書
物
に
、
余
白
と
処
女
性
よ
り
な
る
新
し
い
書
物
が
と
っ
て
代
わ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
比
較
の
対
象
と
し
て
モ
ロ
ー
の
『
ま
ぼ
ろ
し
』
の
よ
う
な
絵
画
を
持
っ
て
く
れ
ば
、
い
っ
そ
う
対
比
効
果
は
高
ま
る
だ

ろ
う
。
マ
ラ
ル
メ
が
晩
年
に
初
期
の
「
古
序
曲
」
を
「
同
じ
方
向
で
」
書
き
直
す
に
あ
た
っ
て
、
新
稿
「
前
奏
曲
I
」
で
ヨ
ハ
ネ
の

犠
牲
と
聖
別
の
図
が
大
き
く
前
面
に
出
て
き
た
の
は
、
そ
の
間
の
一
八
七
六
年
に
発
表
さ
れ
て
話
題
を
呼
ん
だ
こ
の
モ
ロ
ー
の
絵
の

記
憶
が
介
入
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
大
い
に
あ
り
う
る
こ
と
だ
ろ
う
。
絵
で
は
踊
る
サ
ロ
メ
の
眼
前
に
胴
体
か
ら

切
り
離
さ
れ
て
宙
に
う
か
ん
だ
ヨ
ハ
ネ
の
生
首
が
、
燦
然
た
る
後
光
に
く
る
ま
れ
て
視
覚
化
さ
れ
て
い
る
が
、
マ
ラ
ル
メ
の
「
前
奏

曲
I
」
で
も
、
同
じ
よ
う
な
金
の
皿
（
光
輪
）
の
上
に
点
ぜ
ら
れ
る
同
じ
よ
う
な
「
ま
ぼ
ろ
し
」
が
問
題
に
な
る
。
と
い
っ
て
も
、

後
者
で
は
あ
く
ま
で
も
「
舌
の
強
ば
っ
た
聖
者
は
い
な
い
」
と
詠
わ
れ
て
、聖
者
の
頭
部
が
不
在
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

マ
ラ
ル
メ
に
よ
る
ド
ラ
マ
提
示
の
時
間
的
順
序
で
は
、
こ
の
冒
頭
詩
篇
で
は
ま
だ
打
ち
首
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ず
、
そ
の
命
令
が
エ

ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
の
は
「
間
奏
曲
」
と
題
さ
れ
た
後
の
詩
篇
に
な
っ
て
か
ら
だ
と
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
に
よ
っ
て
説
明

さ
れ
て
い
る
（10）

。
こ
の
「
合
理
的
な
説
明
」
を
受
け
入
れ
る
と
し
て
、は
た
し
て
問
題
の
「
間
奏
曲
」
で
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
の
い
う
「
そ

の
首
を
金
の
皿
に
の
せ
て
私
の
許
に
も
っ
て
参
れ
」
と
い
っ
た
よ
う
な
、
ま
だ
詩
句
と
し
て
彫
琢
さ
れ
ず
、
作
者
が
い
つ
の
時
点
で

か
覚
書
と
し
て
書
き
留
め
た
で
あ
ろ
う
こ
の
会
話
体
の
断
片
が
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
前
後
の
調
子
の
高
い
韻
文
詩
句
に
な
じ
む
か
ど
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(8)

う
か
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。
む
し
ろ
マ
ラ
ル
メ
は
、
ま
ぼ
ろ
し
の
生
首
の
後
に
打
ち
首
の
実
行
を
お
き
、
さ
ら
に
、
ダ
ン
ス
に
た

い
す
る
褒
美
を
ダ
ン
ス
よ
り
先
に
だ
し
、 

ダ
ン
ス
自
体
を「
終
曲
」に
も
っ
て
く
る
と
い
っ
た
あ
べ
こ
べ
の
物
語
を
書
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
す
べ
て
を
あ
ら
筋
と
し
て
読
み
、
物
語
と
し
て
読
ま
な
け
れ
ば
す
ま
な
い
一
般
の
読
者
の
読
み
方
に
異
議
を
突
き
つ
け
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
問
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
る
ほ
ど
わ
れ
わ
れ
は
、
マ
ラ
ル
メ
を
語
る
の
に
テ
ク
ス
ト
が
お
の
れ
に
つ
い
て
紡
ぎ
出
す
自
己
参
照
的
な
物
語
だ
け
で
す
ま

せ
、
そ
の
他
の
不
在
を
語
る
だ
け
で
よ
し
と
す
る
批
評
に
は
う
ん
ざ
り
し
て
い
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
不
在
と
現
存
と
を
混
同
し

て
も
い
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
き
に
マ
ラ
ル
メ
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
つ
づ
る
白
蝶
の
飛
翔
な
ど
二
三
の
特

徴
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
あ
げ
た
が
、
彼
の
詩
で
は
不
在
で
あ
る
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
が
増
殖
す
る
。
白
鳥
の
ソ
ネ
で
は
、
白
鳥
は
飛
ば
な

か
っ
た
翼
の
霧
氷
に
覆
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
別
の
ソ
ネ
で
は
、
真
冬
に
た
わ
わ
な
る
花
の
不
在
を
亡
き
妻
の
墓
前
に
捧
げ
る
や
も
め

男
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
（11）

。
劇
評
家
マ
ラ
ル
メ
に
と
っ
て
同
時
代
の
卑
俗
な
演
劇
は
、
果
た
そ
う
と
し
て
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
夢

の
演
劇
の
お
び
た
だ
し
い
虚
像
に
つ
き
ま
と
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
紛
ら
わ
し
い
ば
か
り
の
虚
と
実
と
の
絡
み
合
い
を
解
き
ほ
ぐ
そ
う

と
し
て
、
は
っ
き
り
と
分
節
化
さ
れ
た
視
覚
像
や
人
物
像
や
物
語
の
パ
タ
ー
ン
を
わ
れ
わ
れ
が
外
部
か
ら
借
り
て
く
る
の
は
、
そ
れ

を
あ
く
ま
で
も
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
準
拠
枠
と
し
て
使
っ
て
マ
ラ
ル
メ
の
詩
の
特
性
を
逆
照
射
す
る
た
め
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
を
そ
れ
で

塗
り
つ
ぶ
す
た
め
で
は
な
い
。
こ
う
言
い
な
が
ら
、
筆
者
は
現
に
こ
こ
で
搦
手
か
ら
、
そ
れ
自
体
で
捉
え
れ
ば
零
で
あ
る
も
の
を
語

る
の
に
外
部
か
ら
の
も
ろ
も
ろ
の
表
象
を
利
用
し
て
お
り
、
物
語
か
ら
出
発
し
て
物
語
の
ゼ
ロ
度
へ
、
そ
し
て
そ
の
ゼ
ロ
度
か
ら
逆

算
し
て
物
語
の
お
と
り
的
な
虚
像
へ
と
向
か
う
た
め
に
、
交
互
に
軸
足
を
移
動
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
て
も
ら
っ
て
結
構
で
あ
り
、

む
し
ろ
そ
う
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
と
こ
ろ
だ
。
筆
者
に
言
わ
せ
れ
ば
、『
結
婚
』
の
「
終
曲
」
で
か
の
有
名
な
サ
ロ
メ
（
わ
れ
わ
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(9) 『エロディアードの結婚』を読む

れ
の
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
）
の
ダ
ン
ス
が
表
象
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
逆
立
ち
踊
り
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
大
き
な
理
由

が
こ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
。
こ
の
点
は
別
に
詳
し
く
考
察
す
る
予
定
だ
が
、
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
の
最
後
の
ダ
ン
ス
は
一
見
動

き
の
激
し
い
サ
ロ
メ
の
ヴ
ェ
ー
ル
の
舞
や
逆
立
ち
踊
り
を
想
わ
せ
る
が
、
そ
の
違
い
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ダ
ン
ス
は
外

在
化
さ
れ
た
動
作
と
い
う
よ
り
も
い
わ
ば
念
力
に
よ
っ
て
「
こ
こ
」
と
「
か
し
こ
」
を
繋
ぎ
と
め
、
乳
房
を
左
右
に
振
り
分
け
両
足

を
交
互
に
踏
み
し
め
る
「
振
り
」
を
し
な
が
ら
、
ヨ
ハ
ネ
と
い
う
他
者
の
闖
入
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
分
裂
を
内
面
的
な<

強

度>

よ
っ
て
繕
う
た
め
の
不
動
の
動
と
い
う
べ
き
も
の
だ
。
草
稿
に
も
「
逸
話
的
で
な
い
こ
と
」、「
身
動
き
し
な
い
で
」、「
自
分
の

た
め
だ
け
に
」、「
振
り
」、「
一
種
の
ダ
ン
ス
」
と
い
っ
た
注
記
が
目
に
つ
く
。

マ
ラ
ル
メ
は
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
に
着
手
し
て
ま
も
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
詩
人
エ
ド
ガ
ー
・
ポ
ー
を
読
ん
で
自
ら
編
み
出
し
た
新

し
い
詩
法
と
し
て
、「
事
象
で
は
な
く
、
事
象
が
生
み
出
す
効
果
を
描
く
」
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
効
果
（effet

）
を
描
く
と
は
、

ま
た
結
果
（effet

）
か
ら
出
発
し
て
描
く
こ
と
だ
と
文
字
通
り
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
が
マ
ラ
ル
メ
を
語
る
の
は
詩
人
な
ら
ば
こ
そ
で
あ
る
が
、
詩
人
マ
ラ
ル
メ
、
詩
句
の
芸
術
家
で
あ
る
マ
ラ
ル
メ
を
語

る
の
に
、
彼
が
詩
句
で
お
こ
な
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
お
こ
な
い
損
ね
た
こ
と
に
準
拠
す
る
の
は
本
末
転
倒
で
あ
ろ
う
。
サ
ロ
メ
の

物
語
に
つ
い
て
も
こ
の
本
末
転
倒
が
あ
り
、
同
時
代
の
作
品
を
見
渡
し
て
も
出
来
合
い
の
物
語
が
大
手
を
ふ
っ
て
ま
か
り
通
っ
て
い

る
が
ゆ
え
に
、
マ
ラ
ル
メ
は
彼
の
目
か
ら
見
て
書
く
と
い
う
こ
と
、
読
む
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
こ
れ
ら
の
サ
ロ
メ
物
語
か
ら
自

分
の
サ
ロ
メ
を
「
区
別
す
る
」
た
め
に
、
石
榴
の
よ
う
に
豊
か
に
開
い
て
彼
を
魅
了
す
る
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
と
い
う
名
称
を
つ
け
、

わ
ざ
わ
ざ
物
語
を
終
わ
り
か
ら
出
発
し
て
、
物
語
の
批
判
で
あ
る
よ
う
な
物
語
と
し
て
書
い
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
物
語
と

し
て
は
解
体
し
て
消
え
零
に
還
る
地
点
か
ら
出
発
し
て
書
か
れ
る
こ
と
で
、
ま
す
ま
す
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
純
化
さ
れ
る
物
語
、
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(10)

純
然
た
る
虚
像
で
あ
る
物
語
を
書
く
こ
と
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、詩
篇
の
冒
頭
に
燦
然
と
輝
く
「
金
の
皿
」
は
、ど
こ
の
舞
台
の
フ
ッ

ト
ラ
イ
ト
を
浴
び
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
幻
想
的
に
浮
か
び
上
り
、
マ
ラ
ル
メ
の
演
劇
評
に
い
う
よ
う
に
夜
毎
夜
毎
太
陽
が

沈
ん
で
舞
台
の
額
縁
が
大
き
く
口
を
開
け
る
刻
限
に
も
な
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
不
眠
の
夢
に
ま
み
え
る
幻
像
の
よ
う
に
現
わ
れ
て
、

虚
像
の
魅
惑
と
な
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
と
り
憑
く
こ
と
を
や
め
な
い
。
そ
れ
が
福
音
書
で
あ
れ
モ
ロ
ー
の
絵
画
で
あ
れ
外
部
か
ら
の
パ

タ
ー
ン
に
よ
っ
て
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
詩
句
の
め
ぐ
る
火
に
よ
っ
て
内
部
か
ら
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。最

後
に
も
う
一
度
繰
り
返
し
て
お
き
た
い
。
聖
書
い
ら
い
フ
ラ
ン
ス
一
九
世
紀
の
作
家
に
い
た
る
ま
で
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
物

語
の
同
じ
パ
タ
ー
ン
な
り
、
そ
の
変
形
な
り
を
マ
ラ
ル
メ
の
う
ち
に
見
出
し
て
よ
し
と
し
、
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
の
知
識
を
再
認
す

る
だ
け
な
ら
、
な
ぜ
詩
人
マ
ラ
ル
メ
を
読
む
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
詩
を
読
む
と
い
う
こ
と
の
特
殊
な
歓
び
は
い
か
な
る
知
識
に

も
還
元
で
き
な
い
し
、
知
識
が
も
ろ
も
ろ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
こ
の
歓
び
を
増
や
す
こ
と
も
な
い
で
は
な
い
が
、
マ
ラ
ル
メ
の
「
詩
句

の
弁
証
法
」
は
、
ま
ず
こ
の
知
識
に
沈
黙
を
命
ず
る
。
そ
れ
が
要
求
す
る
空
白
の
場
は
、
批
評
の
陳
腐
な
お
題
目
と
な
る
以
前
に
、

課
さ
れ
た
こ
の
沈
黙
の
物
質
的
な
等
価
物
と
し
て
は
た
ら
く
。
マ
ラ
ル
メ
が
こ
の
「
名
だ
た
る
」
物
語
を
わ
ざ
わ
ざ
選
ん
だ
意
味
も

そ
こ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
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(11) 『エロディアードの結婚』を読む

「
前
奏
曲
I
」、 「
も
し
か
り
に
・
・
・
」

『
結
婚
』
を
構
成
す
る
詩
篇
の
配
列
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
シ
ャ
ル
も
デ
イ
ヴ
ィ
ス
編
纂
の
単
行
本
『
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
の
結
婚̶

神
秘
』（1959
）
を
踏
襲
し
て
お
り
、
本
稿
で
は
各
詩
篇
を
そ
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
と
り
あ
げ
て
い
く
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
冒
頭

の
詩
篇
で
あ
る
「
前
奏
曲
I
」
を
読
む
こ
と
に
な
る
。（
詩
篇
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
未
完
の
空
白
を
含
ん
で
い
る
。
ま
た
、
拙
訳
で
は

日
本
語
で
読
み
や
す
い
よ
う
に
行
分
け
を
し
た
の
で
原
文
の
行
数
と
一
致
し
て
い
な
い
。）

も
し
か
り
に
・
・
・

　
　
　

跪
い
て
、
ま
ば
ゆ
い
後
光
に
礼
を
捧
げ
ま
し
ょ
う
、

舌
の
強
ば
っ
た
聖
者
は
い
な
い
も
の
の
、

向
こ
う
の
方
で
栄
光
に
満
ち
て
丸
い
形
に
成
就
す
る

そ
の
・
・
・
・
・
・
と
虚
ろ
な
火
災
、

そ
し
て
お
そ
ら
く
は
、

不
吉
な
衝
撃
に
打
た
れ
て
動
か
ぬ
も
の
と
な
っ
た

も
ろ
も
ろ
の
虚
ろ
な
怪
獣
は

お
互
い
に
溶
け
合
う
こ
と
も
な
い
。

光
が
消
え
れ
ば
、
で
こ
ぼ
こ
の
水
差
し
と
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歪
ん
だ
燭
台
と
が
闇
に
葬
ら
れ
て
、

こ
の
夕
べ
に
思
い
出
と
し
て
残
る
も
の
は

食
器
台
に
載
っ
た
あ
の
伝
来
の
皿
し
か
な
い
。

皿
の
重
い
金
属
の
面
に
は
、

不
安
と
奇
妙
な
栄
光
と
を
ま
と
っ
て

誰
の
も
の
と
も
つ
か
ぬ
、
厳
し
く
猛
々
し
い
形
相
が
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
。

も
し
か
り
に
、
勝
ち
誇
っ
て
断
固
と
し
て
、

ま
だ
輝
き
の
消
え
残
っ
て
い
る
・
・
・
か
の
名
だ
た
る
皿
の

燃
え
屑
に
映
る
幻
影
が
、

す
べ
て
を
焼
き
尽
く
す
火
の
も
と
で
、

婚
礼
の
宴
会
で
期
待
さ
れ
る
馳
走
を
含
ん
で
い
な
い
と
す
れ
ば
、

さ
ら
に
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
幼
い
王
女
と
そ
の
会
食
者
の
た
め
に
、

気
の
遠
く
な
り
そ
う
な
ほ
ど
の
激
し
い
飢
え
が

二
人
を
接
吻
で
抱
き
合
わ
せ
て
、
寝
転
が
せ
る
は
ず
な
の
に
、

互
い
に
味
わ
う
こ
の
最
高
の
料
理
も
残
っ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
れ
な
ら
ば
ど
う
し
て
、
お
お
、
寡
黙
な
未
来
よ
、

皿
が
こ
こ
に
残
っ
て
、
凝
然
と
光
っ
て
い
る
の
か
。
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(13) 『エロディアードの結婚』を読む

あ
の
豪
華
な
日
輪
が
さ
ら
に
完
璧
に
な
ろ
う
と
し
て

最
後
の
輝
き
を
発
し
て
消
え
失
せ
る
地
平
線
に
至
る
ま
で
、

す
べ
て
を
吸
収
し
て
し
ま
う
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
だ
が
、

な
ぜ
こ
の
空か
ら

の
い
か
が
わ
し
い
物
言
わ
ぬ
皿
は
残
っ
て
い
る
の
だ
？

晩
年
の
マ
ラ
ル
メ
は
三
〇
年
前
の
「
古
序
曲
」
を
「
同
じ
方
向
で
」
書
き
直
し
て
こ
の
「
前
奏
曲
I
」
を
作
っ
た
と
述
べ
て
い

る
の
で
、
こ
の
新
稿
で
も
旧
稿
と
同
じ
よ
う
な
情
景
が
同
じ
乳
母
の
目
か
ら
観
察
さ
れ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
差
し
支
え
な

い
で
あ
ろ
う
。「
古
序
曲
」
で
は
、
ゴ
ジ
ッ
ク
風
古
城
の
書
割
の
な
か
で
、
日
没
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
不
気
味
な
夜
明
け
と
、
庭
の

泉
水
、
泉
水
に
映
っ
て
見
え
て
く
る
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
の
部
屋
の
内
部
、
こ
れ
ら
の
様
相
が
こ
と
細
か
く
描
か
れ
て
い
た
が
、
こ
れ

に
反
し
て
、
新
稿
で
は
も
っ
ぱ
ら
地
平
線
に
沈
む
太
陽
と
部
屋
の
な
か
で
そ
の
最
後
の
光
を
反
映
し
て
輝
く
金
色
の
皿
に
焦
点
が
あ

て
ら
れ
て
い
る
。

エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
詩
篇
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
ヒ
ロ
イ
ン
の
命
令
で
ヨ
ハ
ネ
の
首
が
刎
ね
ら
れ
、
金
の
皿
に
載
せ
ら
れ
る
と
い

う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
過
去
の
宗
教
画
は
い
う
に
お
よ
ば
ず
、
小
説
や
詩
や
演
劇
に
仕
立
て
ら
れ
て
、
当
時
の
教
養
人
な
ら
知
ら
な

い
は
ず
の
な
い
こ
の
「
有
名
な
」
事
実
を
事
実
と
し
て
提
示
し
な
い
で
、
そ
れ
を
言
語
の
力
で
暗
示
す
る
だ
け
で
自
立
し
た
詩
的
世

界
を
い
か
に
創
り
あ
げ
る
か
、
こ
れ
が
こ
の
「
前
奏
曲
」、
い
や
『
結
婚
』
全
体
で
マ
ラ
ル
メ
が
み
ず
か
ら
に
課
し
た
賭
で
あ
っ
た
。

わ
れ
わ
れ
が
い
ま
読
ん
で
い
る
の
は
冒
頭
の
詩
篇
で
あ
る
か
ら
、
読
者
の
う
ち
で
は
知
識
と
し
て
犯
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
「
か
の

152



(14)

名
だ
た
る
」
犯
罪
は
、
作
品
の
な
か
で
は
ま
だ
犯
さ
れ
て
い
な
い
。
出
来
事
を
未
来
の
こ
と
と
し
て
予
告
し
な
が
ら
、
読
者
が
想
像

を
た
く
ま
し
く
し
て
す
べ
て
を
自
主
的
に
上
演
す
る
よ
う
に
、
犯
行
現
場
を
前
に
し
て
探
偵
が
お
こ
な
う
よ
う
な
推
理
か
ら
こ
の
詩

篇
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
推
理
と
は
、
も
し
Ａ
で
も
な
く
、
Ｂ
で
も
な
い
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
Ｃ
な
の
か
？
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

「
前
奏
曲
I
」
は
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
に
単
純
な
論
理
構
造
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
た
め
か
、
後
に
見
る
「
終
曲
」
ほ
ど
に
は
異

文
草
稿
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
推
理
を
ひ
と
つ
の
文
章
に
ま
と
め
て
み
よ
う
。
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
窓
越
し
に
落
日
の
太
陽
を
望
む
部
屋

の
な
か
の
情
景
で
あ
る
。

（
Ａ
）
も
し
か
り
に
日
没
の
残
照
が
差
し
込
む
部
屋
の
な
か
に
奇
怪
な
物
陰
が
浮
き
あ
が
っ
て
い
て
も
、
や
が
て
は
暗
闇
に
の
み

こ
ま
れ
る
は
ず
で
あ
り
、

（
Ｂ
）
も
し
か
り
に
一
枚
の
皿
が
ま
だ
配
膳
台
の
う
え
で
余
光
を
受
け
て
輝
い
て
い
る
と
し
て
も
、
結
婚
の
宴
の
料
理
を
盛
る
は

ず
の
も
の
で
は
な
い
。

（
Ｃ
）
と
す
れ
ば
、
そ
の
皿
は
な
ぜ
燦
然
と
輝
い
て
そ
こ
に
い
つ
ま
で
も
残
っ
て
い
る
の
か
？

「
も
し
か
り
に
」
と
二
つ
の
仮
定
節
を
重
ね
る
こ
と
で
、
最
後
に
出
て
く
る
主
節
の
疑
問
「
な
ぜ
こ
の
空
の
い
か
が
わ
し
い
物
言

わ
ぬ
皿
は
残
っ
て
い
る
の
だ
？
」
に
す
べ
て
の
ウ
エ
イ
ト
か
け
ら
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

論
理
の
骨
格
だ
け
を
た
ど
れ
ば
こ
の
よ
う
に
単
純
で
あ
る
が
、（
Ａ
）（
Ｂ
）
そ
れ
ぞ
れ
の
仮
定
節
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の

内
容
は
そ
れ
ほ
ど
確
か
な
も
の
で
な
い
。
同
じ
証
拠
物
件
で
も
そ
の
解
釈
が
ゆ
れ
る
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
肯
定
は
反
転
し
て
否
定
と

な
る
可
能
性
を
濃
厚
に
示
唆
し
て
お
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
探
偵
は
、
犯
し
の
明
白
さ
を
前
に
し
て
相
手
が
認
め
よ
う
と
し
な
い
の
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(15) 『エロディアードの結婚』を読む

に
あ
き
れ
た
か
の
よ
う
に
、
多
く
を
言
わ
ず
に
す
ま
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
こ
と
が
事
態
を
い
さ
さ
か
複
雑
に
し
て
い
る
の
で
、
も

う
少
し
細
か
く
推
理
の
糸
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

最
初
の
仮
定
節
（
も
し
か
り
に
・
・
・
）
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
夕
べ
の
太
陽
が
落
下
す
る
そ
の
「
衝
撃
」
に
打
た
れ
て
、
部

屋
の
な
か
で
跳
び
あ
が
っ
た
か
の
よ
う
に
、
宙
に
と
ど
ま
っ
て
凝
固
し
た
奇
怪
な
「
怪
獣
」
の
よ
う
な
物
影
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
凹

凸
の
あ
る
水
差
し
と
捻
れ
た
た
枝
つ
き
燭
台
で
あ
る
。
光
が
弱
ま
る
に
つ
れ
て
や
が
て
こ
れ
ら
も
闇
に
消
え
る
と
、
食
器
台
の
う
え

に
載
っ
た
皿
の
輝
き
だ
け
が
前
面
に
で
て
く
る
。

つ
ぎ
の
拙
訳
十
七
行
目
の
仮
定
節
「
も
し
か
り
に
、
勝
ち
誇
っ
て
断
固
と
し
て
」
で
始
ま
る
文
は
、
前
節
で
人
目
を
引
い
た
皿

を
ふ
た
た
び
取
り
あ
げ
、
そ
の
用
途
を
詮
索
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
燦
然
と
輝
く
こ
の
皿
は
、
強
い
光
の
反
映
が
す
べ
て
を
焼
き

尽
く
し
て
い
か
な
る
痕
跡
も
後
に
残
さ
ず
、
婚
礼
の
宴
の
料
理
す
ら
載
せ
る
は
ず
の
も
の
で
な
い
と
す
る
と
、
な
ぜ
そ
れ
は
い
つ
ま

で
も
こ
こ
に
じ
っ
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
か
？
こ
の
仮
定
節
で
は
、
サ
ロ
メ
伝
説
の
ソ
ー
ス
と
し
て
マ
ル
コ
福
音
書
第
六
章
一
四

－

二
九
節
に
も
記
さ
れ
て
い
る
ヘ
ロ
デ
王
の
誕
生
日
の
宴
会
の
文
脈
を
踏
ま
え
て
い
る
が
、
そ
れ
を
婚
礼
の
宴
と
い
う
方
向
に
ず
ら
し

て
い
る
。
問
題
の
皿
は
恋
人
ど
う
し
が
お
互
い
の
肉
体
を
味
わ
う
婚
礼
の
料
理
す
ら
載
せ
る
よ
う
に
は
み
え
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
「
断
固
と
し
た
」
否
定
の
枠
の
な
か
で
、
本
来
は
あ
り
得
な
い
は
ず
の
宴
会
料
理
が
も
し
供
さ
れ
て
い
た
ら
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
も
仮
定
の
上
で
の
陰
画
像
と
し
て
幻
影
の
よ
う
に
喚
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
通
常

の
宴
の
料
理
で
は
な
く
、「
幼
い
王
女
と
そ
の
会
食
者
」、
つ
ま
り
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
と
予
言
者
と
が
、「
た
が
い
に
味
わ
う
最
高
の

料
理
」
で
あ
っ
て
、「
気
の
遠
く
な
り
そ
う
な
激
し
い
飢
え
が
二
人
を
接
吻
で
抱
き
合
わ
せ
て
、寝
転
が
せ
る
」
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

ほ
ん
の
つ
い
で
と
い
っ
た
形
で
示
唆
さ
れ
た
こ
の
あ
り
う
べ
き
結
婚
の
陰
画
像
は
、
陰
画
で
あ
る
こ
と
を
や
め
な
い
ま
ま
、
や
が
て
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実
像
以
上
の
隠
然
た
る
勢
力
を
は
り
、
読
者
の
脳
裏
に
最
後
ま
で
つ
き
ま
と
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
奇
怪
な
婚
姻
の
影
絵
は
、

す
で
に
こ
の
詩
篇
の
前
の
方
で
、
夕
方
誰
も
い
な
い
部
屋
の
な
か
で
小
道
具
が
演
じ
る
影
絵
と
し
て
、
男
性
の
象
徴
と
い
う
べ
き
瘤

の
あ
る
水
差
し
と
女
性
の
象
徴
と
も
い
う
べ
き
曲
線
の
お
お
い
燭
台
と
の
、
逆
光
の
な
か
で
の
つ
か
み
合
い
の
図
と
し
て
予
示
さ
れ

て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
結
合
の
陰
画
像
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、
す
で
に
冒
頭
第
三
行
目
か
ら
、
サ
ロ
メ
つ
ま
り
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
の
劇
の
核

心
と
な
る
予
言
者
ヨ
ハ
ネ
の
生
首
が
、や
は
り
否
定
を
通
し
て
喚
起
さ
れ
て
い
る
。「
舌
の
強
ば
っ
た
聖
者
は
い
な
い
」
が
、日
輪
は
、

こ
の
聖
者
の
頭
を
囲
む
は
ず
の
光
輪
を
象
っ
て
お
り
、「
栄
光
に
満
ち
た
丸
い
形
に
成
就
」
さ
れ
て
い
る
。『
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
の
結

婚̶

神
秘
』
と
題
さ
れ
た
詩
篇
群
の
冒
頭
に
お
い
て
、
こ
の
婚
姻
劇
の
場
そ
の
も
の
が
沈
み
ゆ
く
日
輪
＝
金
の
皿
の
上
に
う
ろ
ん

な
空
虚
の
場
と
し
て
取
り
だ
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
劇
全
体
が
大
い
な
る
欠
落
態
の
象
徴
と
し
て
日
没
の
太
陽
が
張
り
わ
た
す
空

虚
の
円
盤
の
な
か
に
凝
縮
さ
れ
て
お
り
、
あ
と
は
太
陽
か
ら
光
輪
、
光
輪
か
ら
皿
、
皿
か
ら
そ
れ
に
載
せ
る
は
ず
の
生
首
へ
と
メ
タ

フ
ォ
ア
を
た
ど
り
な
が
ら
、
劇
は
こ
の
中
心
の
真
空
に
吸
い
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
展
開
す
る
だ
け
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
語
の
韻
文
が
、
英
語
の
推
理
も
の
の
ス
ト
ー
リ
ー
・
テ
リ
ン
グ
と
プ
ロ
ッ
ト
と
が
か
も
し
出
す
お
ど
け
た
深
刻
さ
と

い
っ
た
効
果
を
ど
れ
だ
け
出
せ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
マ
ラ
ル
メ
は
読
者
へ
の
謎
か
け
の
か
た
ち
で
犠
牲
に
な
る
者
へ
の
暗
示
を

含
ま
せ
て
い
る
。
光
輪
に
囲
ま
れ
た
生
首
ほ
ど
は
一
般
的
で
は
な
い
が
、
冒
頭
か
ら
二
度
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
さ
れ
て
、
長
い
仮
定

節
を
導
入
す
るSi

（
も
し
か
り
に
）
も
、
や
は
り
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
へ
の
暗
示
と
し
て
読
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。Si

は

音
楽
の
世
界
で
流
通
し
て
い
る
イ
タ
リ
ア
音
名
ド
、
レ
、
ミ
、
フ
ァ
、
ソ
、
ラ
、
シ
の
七
番
目
の
音
で
あ
る
が
、
こ
の
七
番
目
の
音
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(17) 『エロディアードの結婚』を読む

名
は
「
聖
ヨ
ハ
ネ
の
讃
歌
」
の
ラ
テ
ン
語
歌
詞
を
し
め
く
く
る
最
後
の
語 Sancte Ioannes

（
聖
ヨ
ハ
ネ
）
の
頭
文
字
を
と
っ
て

作
ら
れ
た
。
映
画
『
サ
ウ
ン
ド
・
オ
ブ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
』
で
有
名
と
な
っ
た
「
ド
レ
ミ
の
歌
」
に
は
日
本
語
の
替
歌
も
あ
り
、「
ド

は
ド
ー
ナ
ツ
の
ド
、
レ
は
レ
モ
ン
の
レ
・・・
」
と
歌
わ
れ
て
い
る
。
英
語
教
師
と
し
て H

um
pty D

um
pty 

な
ど
の
マ
ザ
ー
・
グ
ー

ス
を
使
っ
て
子
供
用
の
英
語
の
教
材
を
編
ん
だ
こ
と
の
あ
る
マ
ラ
ル
メ
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
こ
で
こ
の
語 Si 

を
た
ん
に
聖
ヨ
ハ

ネ
を
指
す
頭
文
字
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
謎
か
け
や
語
呂
合
わ
せ
の
遊
び
の
よ
う
に
使
っ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
推
理
小
説

に
マ
ザ
ー
・
グ
ー
ス
を
使
っ
た
ア
ガ
サ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
で
『
そ
し
て
誰
も
い
な
く
な
っ

た
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
訳
さ
れ
て
い
る
「T
en little nigger boys

」
は
マ
ザ
ー
・
グ
ー
ス
を
も
ち
い
た
ス
リ
リ
ン
グ
な
作
品

と
し
て
人
々
の
記
憶
に
刻
ま
れ
て
い
る
。

エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
に
よ
る
ヨ
ハ
ネ
の
殺
害
は
、
前
も
っ
て
練
ら
れ
た
計
画
的
犯
罪
と
し
て
で
は
な
く
、
マ
ザ
ー
・
グ
ー
ス
の
中

で
ふ
と
し
た
も
の
の
は
ず
み
で
語
と
語
の
戯
れ
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
ひ
ょ
ん
な
具
合
に
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
シ
ビ

ラ
が
ド
ド
ナ
の
樫
の
葉
ず
れ
の
音
に
神
意
を
読
み
、『
賽
子
一
投
げ
』
で
は
舷
梯
を
打
つ
こ
も
っ
た
波
音
が
溺
れ
ゆ
く
も
の
の
言
語

な
ら
ざ
る
言
語
を
分
節
す
る
よ
う
に
、
人
間
の
言
語
は
こ
こ
で
は
自
然
の
事
物
の
さ
ざ
め
き
と
も
通
底
す
る
次
元
で
と
ら
え
ら
れ
て

お
り
、「
強
ば
っ
て
」
呂
律
の
回
ら
な
い
舌
が
分
節
す
る
よ
う
な
、語
と
も
つ
か
な
い
語
と
し
て
言
い
表
わ
さ
れ
る
。
ポ
ー
の
「
大
鴉
」

で
は
、
嵐
の
夜
の
闇
に
ひ
し
め
く
要
素
的
な
自
然
の
声
で
も
あ
る
鴉
の
か
す
れ
た
声
が
、
人
間
の
言
葉 never m

ore 

と
韻
を
踏
む

が
、
マ
ラ
ル
メ
に
よ
れ
ば
、
詩
句
は
呪
文
の
よ
う
に
奇
妙
な
響
き
を
か
も
し
出
し
、「
通
常
の
言
語
と
は
異
質
の
」
（12）

ま
る
で
外
国
語

の
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
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(18)

こ
の
「
前
奏
曲
I
」
で
は
冒
頭
か
ら
長
い
仮
定
節
が
二
度
く
り
か
え
さ
れ
、
拙
訳
で
は
二
十
六
行
目
に
な
っ
て
や
っ
と
「
そ
れ

な
ら
ば
ど
う
し
て
」
と
主
節
の
文
章
が
や
っ
て
来
る
が
、
そ
れ
ま
で
音
声
の
緊
張
は
と
け
ぬ
ま
ま
、
音
調
は
高
音
域
に
維
持
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
「
聖
ヨ
ハ
ネ
の
頌
歌
」
の
最
初
の
下
書
き
が
書
か
れ
た
に
違
い
な
い
と
に
ら
ん
で

い
る
時
期
に
マ
ラ
ル
メ
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
と
奇
妙
に
符
合
す
る
よ
う
だ
。
一
八
六
六
年
の
夏
の
手
紙
で
、
マ
ラ
ル
メ
は
「
こ
の

上
な
く
純
粋
な
美
学
の
氷
河
」
の
中
に
い
た
と
述
べ
（13）

、
二
年
後
の
手
紙
で
は
「
自
分
と
夢
と
の
あ
い
だ
に
音
楽
と
忘
却
と
の
神
秘

を
積
み
重
ね
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、
夢
を
そ
の
観
念
の
裸
形
の
う
ち
に
見
て
し
ま
う
と
い
う
罪
を
犯
し
て
」
（14）

し
ま
っ
た
と
自
ら

を
省
み
て
い
る
。「
き
ち
ん
と
人
間
で
あ
り
、
考
え
る
自
然
で
あ
る
た
め
に
は
、
自
分
の
身
体
の
す
べ
て
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
が
空
ろ
な
木
の
箱
と
た
だ
ち
に
共
鳴
す
る
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
弦
の
よ
う
に
一
体
と
な
り
充
実
し
た
考
え
を
生
み
出
し
て
く

れ
る
。
頭
脳
か
ら
の
み
出
て
く
る
思
考
（
私
は
そ
れ
を
昨
年
と
今
年
の
冬
の
ひ
と
時
に
濫
用
し
た
が
）
は
、
E
線
の
高
音
部
で
弾

い
た
曲
の
よ
う
な
効
果
を
お
よ
ぼ
し
、
そ
の
音
響
は
共
鳴
箱
の
な
か
で
生
気
を
あ
た
え
て
く
れ
な
い
」
（15）

。
さ
ら
に
は
ま
た
、「
蟋
蟀

の
完
き
歌
の
中
に
は
、
物
質
と
精
神
と
に
分
離
さ
れ
な
い
と
い
う
大
地
が
持
つ
な
ん
と
い
う
幸
福
が
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
」
（16）

と
、
こ

の
同
じ
手
紙
の
な
か
で
感
嘆
し
て
い
る
。
身
体
的
与
件
に
大
き
な
被
害
を
与
え
る
よ
う
な
思
考
、
身
体
と
分
離
し
た
思
考
は
慎
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
こ
う
反
省
す
る
こ
と
で
、
マ
ラ
ル
メ
は
、
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
に
取
り
組
ん
で
心
身
と
も
に
憔
悴
し
、
死
の

ほ
と
り
を
徘
徊
し
た
こ
ろ
の
自
分
を
省
み
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
以
前
に
も
、
流
し
の
少
年
歌
手
を
詠
ん
だ
初
期
の
散
文
詩
「
蒼

白
い
哀
れ
な
少
年
」
の
な
か
で
す
で
に
、「
聖
ヨ
ハ
ネ
の
頌
歌
」
で
歌
わ
れ
る
よ
う
な
頭
脳
と
身
体
と
の
分
離
が
起
こ
っ
て
い
る
こ

と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。「
君
が
ま
す
ま
す
切
羽
詰
っ
た
調
べ
で
歌
う
あ
い
だ
に
も
、
君
の
頭
は
た
え
ず
伸
び
上
が
り
、
ま
る
で
前

も
っ
て
知
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
君
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」
（17）

と
、
詩
人
は
こ
う
少
年
に
呼
び
か
け
て
い
る
。
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(19) 『エロディアードの結婚』を読む

い
ま
わ
れ
わ
れ
が
読
ん
で
い
る
の
は
『
結
婚
』
の
あ
く
ま
で
も
冒
頭
の
詩
篇
で
あ
る
か
ら
、
ヒ
ロ
イ
ン
と
ヨ
ハ
ネ
の
あ
い
だ
に

問
題
の
ド
ラ
マ
は
ま
だ
何
も
お
こ
っ
て
い
な
い
し
、
ま
だ
こ
う
し
た
人
物
さ
え
登
場
し
て
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
冒
頭

の
詩
篇
の
な
か
で
も
す
で
に
犯
罪
は
犯
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
、
ヨ
ハ
ネ
と
そ
の
生
首
へ
の
暗
示
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い

る
。
冒
頭
の
語 Si 

を
受
け
て
そ
れ
に
つ
づ
く
第
二
の
語
は
フ
ラ
ン
ス
語
で Génuflexion

、
跪
い
て
礼
を
さ
さ
げ
る
動
作
を
意
味

す
る
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
も
し
か
り
に
・
・
・
」
と
言
い
か
け
て
、
こ
れ
か
ら
言
お
う
と
す
る
こ
と
の
重
大
さ
に
打
た
れ
た
か

の
よ
う
に
、
思
わ
ず
日
本
語
で
い
え
ば
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
祈
り
を
唱
え
て
し
ま
う
老
婆
の
習
性
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
窓
の
向
こ
う
、
地
平
線
の
彼
方
に
は
、
殉
教
と
聖
別
の
し
る
し
で
あ
る
か
の
よ
う
に
太
陽
の
光
輪
が
成
就
し
て
い
る
。

そ
の
前
に
ひ
れ
伏
し
て
礼
を
さ
さ
げ
る
の
は
、
こ
の
光
景
を
歌
っ
て
い
る
当
の
乳
母
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
マ
ラ
ル
メ
の
エ
ロ

デ
ィ
ア
ー
ド
詩
篇
は
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
事
象
が
さ
さ
や
く
言
語
で
素
描
さ
れ
て
、
主
体
の
定
か
で
な
い
行
為
に
み
ち
て
い

る
。
礼
拝
を
さ
さ
げ
る
の
は
一
応
は
乳
母
で
あ
る
が
、
シ
ビ
ラ
と
し
て
の
乳
母
が
預
言
者
と
し
て
同
化
す
る
当
の
殉
教
者
で
あ
る
こ

と
を
さ
ま
た
げ
る
も
の
で
は
な
い
。『
結
婚
』
の
草
稿
に
は
、「
彼
は
す
く
な
く
と
も
自
分
の
ヴ
ジ
ョ
ン
の
前
に
跪
き
、
人
間
で
あ
る

こ
と
を
切
り
離
し
、
死
の
中
で
誰
で
も
な
い
人
と
な
っ
た
」
と
い
う
文
が
み
え
る
（18）

。
こ
の
記
述
は
、「
前
奏
曲
」
の
II
に
あ
た
る
つ

ぎ
の
詩
篇
「
聖
ヨ
ハ
ネ
の
頌
歌
」
の
最
後
で
、
切
り
落
と
さ
れ
た
頭
が
地
面
に
転
が
っ
て
「
救
済
の
礼
を
傾
ぐ
」
動
作
に
対
応
す
る

で
あ
ろ
う
。
断
頭
の
瞬
間
、
殉
教
者
は
前
か
が
み
に
ひ
ざ
ま
づ
き
、
前
の
地
面
に
切
ら
れ
た
首
が
ぽ
ろ
り
と
落
ち
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク

の
宗
教
画
に
よ
く
あ
る
構
図
だ
。
こ
の
と
き
の
姿
勢
が
、
た
ま
た
ま
、「
身
体
（
人
格
）
と
の
古
い
不
仲
」
を
清
算
し
て
、
つ
い
に

実
現
さ
れ
た
求
道
の
理
念
に
礼
を
さ
さ
げ
る
か
に
見
え
る
。
少
な
く
と
も
マ
ラ
ル
メ
は
、
こ
の
外
形
の
偶
然
の
一
致
を
も
や
は
宗
教

的
な
理
念
で
は
な
く
、美
の
理
念
の
実
現
に
た
い
す
る
挨
拶
と
し
て
転
用
し
て
い
る
よ
う
だ
。『
聖
ヨ
ハ
ネ
の
頌
歌
』に
い
う
よ
う
に
、
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(20)

宗
教
の
そ
れ
と
「
同
じ
原
理
に
照
ら
さ
れ
て
、
救
霊
の
礼
に
傾
ぐ
」
の
だ
。

ヨ
ハ
ネ
の
殉
教
と
は
直
接
の
関
係
は
な
い
が
、
散
文
詩
「
対
峙
」
で
は
、
夕
べ
の
野
原
で
ツ
ル
ハ
シ
を
揮
っ
て
地
面
を
掘
る
土

掘
人
夫
の
姿
が
、
入
日
の
黄
金
に
向
か
っ
て
礼
を
さ
さ
げ
る
機
械
的
な
礼
拝
の
動
作
と
し
て
描
か
れ
る
だ
ろ
う
。『
結
婚
』
で
は
跪

拝
と
い
う
基
本
的
な
構
図
が
脅
迫
的
な
型
と
な
っ
て
伝
播
す
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
、
実
現
さ
れ
た
大
文
字
の
作
品
へ
の
跪
座

礼
拝
へ
と
結
び
つ
く
だ
ろ
う
。
マ
ラ
ル
メ
は
こ
の
美
へ
の
礼
拝
の
一
瞬
を
『
結
婚
』
の
あ
ら
ゆ
る
詩
篇
、
あ
ら
ゆ
る
語
句
、
あ
ら
ゆ

る
イ
メ
ー
ジ
を
通
じ
て
表
現
し
、こ
の
一
瞬
が
止
む
こ
と
の
な
い
永
遠
に
も
等
し
い
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
。
だ
か
ら
、『
結
婚
』

の
ど
の
詩
篇
、
ど
の
一
節
を
取
り
あ
げ
て
も
、
日
輪
は
沈
む
こ
と
を
や
め
ず
、
こ
の
礼
拝
の
基
本
的
構
図
が
透
か
し
模
様
の
よ
う
に

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
逆
に
言
え
ば
、
ど
ん
な
言
い
回
し
、
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
の
断
片
に
も
こ
の
構
図
を
読
み
る
の
で
な
け
れ
ば
、

マ
ラ
ル
メ
的
観
点
か
ら
み
て
本
当
に
作
品
を
「
読
む
」
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
基
本
的
構
図
と
し
て
の
礼
拝
は
あ
ら
ゆ
る
場

面
に
書
き
込
ま
れ
て
作
品
全
体
に
撒
種
さ
れ
て
い
る
。

基
本
構
図
に
触
れ
た
つ
い
で
に
、『
結
婚
』
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
も
う
ひ
と
つ
の
例
と
し
て vol

（
飛
翔
、
飛
び
交
い
）
の
例
を

取
り
あ
げ
て
お
こ
う
。
死
刑
執
行
人
の
振
り
下
ろ
す
鎌
の vol 

が
あ
り
、
刎
ね
ら
れ
た
瞬
間
の
首
の vol 

が
あ
る
。
こ
の
出
来
事

を
予
兆
と
し
て
幻
視
す
る
乳
母
の
驚
愕
の vol

（
飛
び
上
が
り
）
が
あ
り
、
彼
女
の
ま
と
う
衣
の
図
柄
に
み
え
る
小
鳥
の vol 

が
あ

り
、
血
と
精
液
と
母
乳
の vol

、
決
定
的
瞬
間
の
衝
撃
に
ゆ
れ
る
カ
ー
テ
ン
や
家
具
類
の vol 

が
あ
る
。
一
見
し
て
な
ん
の
関
係
も

な
い
事
物
ど
う
し
が
、
嘘
か
ら
出
た
真
の
よ
う
に
同
じ
運
動
で
結
ば
れ
、
も
ろ
も
ろ
の
事
物
の
黙
劇
が<

中
心
紋
に
お
か
れ
た
ド
ラ

マ>

を
取
り
囲
み
、
そ
れ
と
共
振
す
る
の
だ
。
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(21) 『エロディアードの結婚』を読む

も
と
も
と
舞
台
を
想
定
し
て
着
手
さ
れ
た
マ
ラ
ル
メ
の
「
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
」
で
は
古
典
悲
劇
で
い
う
三
一
致
の
法
則
、
時
と

場
所
と
筋
の
一
致
の
法
則
が
ま
も
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
デ
イ
ヴ
ィ
ス
も
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
旧
稿
の
「
古
序
曲
」

と
「
舞
台
」
と
を
つ
な
ぐ
線
で
は
、
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
の
部
屋
を
舞
台
と
し
て
一
日
の
出
来
事
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
が
、
わ
れ
わ

れ
が
今
読
ん
で
い
る
新
稿
で
は
、
時
も
場
所
も
極
度
に
凝
縮
さ
れ
、<

中
心
紋
に
お
か
れ
た>

唯
一
の
動
作
と
、
そ
れ
が
お
こ
な
わ

れ
る
唯
一
の
瞬
間
が
問
題
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
。
つ
ま
り
、
時
は
太
陽
が
沈
ん
で
か
ら
実
際
に
沈
み
き
る
ま
で
の
猶
予

の
時
で
あ
り
、
場
所
も
一
枚
の
皿
（
光
輪
）
の
う
え
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
金
色
の
表
面
に
か
も
し
出
さ
れ
る
幻
視
が
問
題
と
な
る
。

こ
と
の
発
端
に
は
、わ
れ
わ
れ
の
訳
稿
で
七
行
目
に
出
て
く
る「
不
吉
な
衝
撃
」が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。『
イ
ジ
チ
ュ
ー
ル
』

で
い
え
ば
、
時
計
が
真
夜
中
の
刻
を
打
つ
瞬
間
で
あ
る
。
夕
べ
の
太
陽
が
ま
る
で
鉞
で
跳
ね
ら
れ
た
首
の
よ
う
に
落
下
し
、
赤
い
血

潮
の
中
に
し
ず
む
時
の
衝
撃
で
あ
り
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
つ
ぎ
に
見
る
詩
篇
「
聖
ヨ
ハ
ネ
の
頌
歌
」
で
は
鉞
が
犠
牲
者
の
首
を
刎

ね
て
、
脊
椎
に
闇
が
広
が
る
と
き
の
衝
撃
で
あ
る
。

こ
の
衝
撃
の
瞬
間
か
ら
、
つ
ま
り
実
際
に
太
陽
が
地
平
に
姿
を
消
し
て
か
ら
、
部
屋
の
中
に
残
照
が
消
え
て
し
ま
う
ま
で
の
、

い
わ
ば
こ
の
猶
予
と
仮
死
の
時
間
（
余
生
の
時
間
と
い
う
べ
き
か
）
に
、
薄
明
の
中
に
滞
留
す
る
も
の
の
姿
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
一
瞬
か
っ
と
見
開
か
れ
た
ヨ
ハ
ネ
の
目
が
閉
ざ
さ
れ
て
意
識
の
中
に
死
の
闇
が
訪
れ
る
ま
で
の
時
間
と
対
応
す
る
。
太
陽
は

実
際
に
は
姿
を
消
し
、
部
屋
に
は
そ
の
余
光
し
か
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
実
際
に
は
あ
り
得
な
い
は
ず
の
時
間
の
中
、
実
質
的
に
は

存
在
し
な
い
は
ず
の
光
に
照
ら
さ
れ
た
空
間
の
中
の
で
き
ご
と
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
が
、マ
ラ
ル
メ
の
詩
、と
く
に
こ
の
エ
ロ
デ
ィ

ア
ー
ド
詩
篇
が
好
ん
で
位
置
づ
け
ら
れ
る
虚
構
の
空
間
と
時
間
で
あ
る
。
事
物
と
人
物
と
は
す
で
に
完
了
し
た
過
去
か
ら
喚
び
だ
さ

れ
て
、
幻
想
の
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
て
亡
霊
の
よ
う
に
生
起
す
る
。
こ
れ
が
福
音
書
に
も
と
づ
く
こ
の
サ
ロ
メ
の
伝
説
、
マ
ラ
ル
メ
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(22)

の
い
う
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
の
伝
説
を
、
古
き
書
物
の
過
去
か
ら
呼
び
だ
し
て
使
う
こ
と
の
意
味
で
も
あ
ろ
う
。

光
輪
の
よ
う
な
日
没
の
日
輪
か
ら
首
を
載
せ
た
金
の
皿
へ
、
そ
し
て
ま
た
金
の
皿
か
ら
日
没
の
太
陽
へ
と
、『
結
婚
』
全
篇
を
つ

う
じ
て
時
と
場
所
に
は
か
す
か
な
マ
ー
ジ
ン
し
か
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
か
す
か
な
余
地
を
さ
ら
に
な
き
も
の
（ nul 

）
に
す

る
の
が
、
最
後
の
ダ
ン
ス
の
役
割
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
「
古
序
曲
」
で
乳
母
が
呪
文
を
唱
え
る
に
つ
れ
て
、
古
城
の
泉
水
に
「
恐
ろ
し
い
翼
」
を
映
し
て
宿
命
の
日
の
夜

明
け
が
訪
れ
、
こ
の
泉
水
の
水
鏡
に
映
っ
て
ド
ラ
マ
の
舞
台
と
な
る
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
の
部
屋
が
眼
前
に
開
け
る
の
を
見
た
。「
舞

台
」
で
は
、
こ
の
部
屋
の
鏡
の
中
か
ら
ヒ
ロ
イ
ン
が
「
遠
い
亡
霊
」
よ
う
に
現
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
当
時
の
マ
ラ
ル
メ
が
読
者

へ
の「
効
果
」を
学
ぼ
う
と
し
て
研
究
し
て
い
た
作
家
ポ
ー
の『
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
』の
冒
頭
を
思
わ
せ
る
始
ま
り
方
で
も
あ
る
。

あ
の
貴
族
の
城
館
は
、
邸
の
前
に
広
が
る
沼
の
「
黒
々
と
し
た
」
水
に
悲
痛
な
荒
廃
の
姿
を
逆
さ
に
映
し
て
現
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
前
奏
曲
I
」
で
は
、「
古
序
曲
」
の
夜
明
け
と
も
黄
昏
と
も
つ
か
ぬ
薄
明
の
な
か
に
あ
っ
た
庭
の
水
盤
が
、
形
態
の
類
似
か
ら
フ
ラ

ン
ス
語
で
同
じ bassin 

と
い
う
語
で
名
指
し
さ
れ
る
皿
と
な
り
、
日
没
の
陽
光
を
吸
収
し
て
燦
然
と
輝
き
な
が
ら
、
よ
り
限
定
さ

れ
純
化
さ
れ
た
幻
影
の
場
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
未
来
を
映
す
魔
法
の
球
の
よ
う
に
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
そ
の
表
面
に
は
「
不
安
と
奇

妙
な
栄
光
と
を
ま
と
っ
て
／
誰
の
も
の
と
も
つ
か
ぬ
、
厳
し
く
猛
々
し
い
形
相
が
照
ら
し
出
さ
れ
る
」
の
だ
。『
結
婚
』
で
は
、
幻

想
の
場
で
あ
り
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
器
で
あ
る
皿
と
い
う
場
の
上
で
い
っ
さ
い
は
起
こ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
起
こ
る̶

つ
ま
り
、

フ
ラ
ン
ス
語
で
い
う avoir lieu 

（
場
を
持
つ
）̶

の
は
、
も
や
は
場
そ
の
も
の
で
し
か
な
い
と
し
て
も
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

*　

*　

*　

*　

*　

*　

*　

*
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(23) 『エロディアードの結婚』を読む

ア
ル
コ
ル
ン
ブ
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
マ
ラ
ル
メ
の
詩
が
本
質
的
に
演
劇
で
あ
る
の
は
、
そ
こ
で
何
か
が
起
こ
る
か
ら
で
あ
る
（19）

。

し
か
も
、
何
か
が
起
こ
る
に
は
、
そ
の
た
め
の
場
を
確
保
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
ず
場
を
し
て
起
こ
ら
し

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
身
体
に
よ
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
で
あ
る
も
う
ひ
と
つ
の
舞
台
芸
術
と
し
て
の
ダ
ン
ス
に
つ
い
て
マ
ラ
ル

メ
が
述
べ
た
こ
と
が
、
こ
の
こ
と
を
理
解
さ
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
ロ
イ
・
フ
ラ
ー
の
衣
の
舞
が
マ
ラ
ル
メ
を
ひ
き
つ
け
る
の
も
、

彼
女
の
舞
踊
が
既
存
の
舞
台
装
置
を
一
掃
し
て
、
踊
り
の
場
と
し
て
の
舞
台
を
創
設
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
舞

台
空
間
が
人
物
の
一
投
足
か
ら
つ
む
ぎ
だ
さ
れ
、
人
物
と
場
と
は
外
的
な
関
係
で
は
な
く
、
マ
ラ
ル
メ
が
「
ミ
ス
テ
ー
ル
」
と
よ
ぶ

内
的
な
一
体
性
の
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
、
マ
ラ
ル
メ
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
紙
と
ペ
ン
を
使
っ
て

執
り
お
こ
な
う
儀
式
、
場
の
創
設
の
儀
式
で
あ
る
の
は
、
筆
を
擱
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
白
紙
の
う
え
に
設
定
さ
れ
る
こ
の
空
白
の

場
そ
れ
自
体
が
、
し
ば
し
ば
白
い
悩
み
と
な
り
、
も
の
を
書
く
こ
と
の
ド
ラ
マ
の
す
べ
て
、
さ
ら
に
は
書
く
に
値
す
る
唯
一
の
ド
ラ

マ
へ
と
発
展
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
詩
篇
で
は
、
こ
の
場
が
す
べ
て
を
焼
き
つ
く
し
呑
み
つ
く
す
水
盤

（bassin

）
と
な
り
、あ
る
い
は
、す
べ
て
を
燃
焼
し
つ
く
す
日
輪=

大
皿
（bassin

）
と
な
っ
て
、始
ま
り
で
あ
り
終
わ
り
で
あ
り
、

夜
明
け
で
あ
っ
て
日
没
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
作
品
の
冒
頭
と
終
末
と
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
プ
ー
レ
が
早
く
か
ら

『
内
的
距
離
』
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
マ
ラ
ル
メ
的
作
品
は
拠
っ
て
立
つ
基
盤
と
し
て
純
粋
な
場
が
確
保
さ
れ
け
れ
ば
可
能
で
は
な

い
が
、
し
か
し
、
純
化
さ
れ
た
場
そ
の
も
の
の
現
前
が
作
品
へ
の
接
近
を
不
可
能
に
す
る
と
い
う
逆
説
を
も
担
っ
て
お
り
、
初
期
の

マ
ラ
ル
メ
の
詩
は
「
窓
」
を
は
じ
め
と
し
て
不
在
の
部
屋
を
詠
ん
だ
一
連
の
ソ
ネ
ッ
ト
に
い
た
る
ま
で
、
こ
の
不
可
能
性
を
唯
一
の

主
題
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
で
あ
る
。「
ラ
ン
プ
の
荒
涼
た
る
光
」
に
照
ら
さ
れ
て
「
そ
の
白
さ
が
接
近
を
拒
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(24)

む
空
白
の
紙
」
（20）

が
、
詩
篇
「
窓
」
の
ガ
ラ
ス
の
透
明
な
隔
壁
と
同
様
に
、
美
の
場
所
を
開
示
し
か
つ
禁
じ
て
し
ま
う
。
作
品
を
書

き
入
れ
る
仕
草
は
、
あ
り
え
な
い
場
と
時
に
起
こ
る
べ
く
し
て
、「
終
曲
」
の
ダ
ン
ス
の
よ
う
に
迅
速
で
か
つ
不
動
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

こ
の
場
の
限
定
と
い
う
点
で
後
期
詩
篇
『
結
婚
』
の
冒
頭
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
に
は
、
三
〇
年
前
の
マ
ラ
ル
メ

が
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
詩
篇
を
書
く
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
状
況
に
身
を
お
い
て
い
た
か
を
、
思
い
出
し
て
み
れ
ば
よ
い
。
当
時
の

手
紙
で
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ラ
ル
メ
は
「
い
く
つ
か
の
神
秘
的
な
調
べ
が
自
分
の
う
ち
で
歌
う
の
を
聞
き
と
る
た
め
に
、
魂
の

こ
の
上
な
く
沈
黙
し
た
孤
独
と
、
未
知
な
る
忘
却
と
を
必
要
と
し
て
い
る
」
と
告
白
し
て
い
る
。『
大
鴉
』
の never m

ore 

で
は

な
い
が
、「
古
序
曲
」
冒
頭
の aboli
（
廃
れ
た
）
と
い
う
執
拗
な
リ
フ
レ
イ
ン
が
奏
で
る
廃
滅
の
メ
ロ
デ
ィ
を
聞
き
取
る
た
め
に
、「
ス

テ
フ
ァ
ー
ヌ
」
と
い
う
世
俗
の
自
我
に
お
い
て
は
死
ん
だ
こ
と
を
友
人
に
対
し
て
宣
言
す
る
ほ
ど
の
、
隔
絶
し
た
孤
独
の
場
に
身
を

お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
不
在
の
部
屋
を
歌
っ
た
さ
き
の
ソ
ネ
ッ
ト
群
に
は
、
当
時
の
マ
ラ
ル
メ
の
書
斎
の
た
た
ず
ま
い
が
し

の
ば
れ
る
が
、
究
極
の
作
品
が
星
座
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
定
着
さ
れ
る
の
は
、
と
っ
く
に
主
人
の
死
ん
だ
あ
と
の
忘
却
を
映
し
だ

す
鏡
の
表
面
で
あ
る
。「
イ
ジ
チ
ュ
ー
ル
」で
は
こ
の
絶
対
空
間
が
、冒
頭
に
真
夜
中
の
時
刻
の
現
存
と
し
て
表
象
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

来
る
べ
き
作
品
の
場
と
し
て
の
絶
対
空
間
の
表
象
、こ
う
い
う
と
何
か
マ
ラ
ル
メ
と
い
う「
難
解
な
」詩
人
に
特
有
の
こ
と
を
い
っ

て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
で
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
や
や
唐
突
で
は
あ
る
が
日
本
の
能
の
場
合
を
引
き
合

い
に
だ
し
て
お
き
た
い
。
個
を
こ
え
た
東
洋
の
伝
統
芸
能
と
個
人
的
な
創
作
の
ド
ラ
マ
と
で
は
、
比
較
す
る
以
前
に
考
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
多
く
の
相
違
が
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
小
道
具
を
排
し
た
裸
の
舞
台
で
演
ぜ
ら
れ
る
シ
テ
一
人
主
義

の
芝
居
、
膨
大
な
伝
統
文
芸
の
重
み
を
背
負
っ
て
既
知
の
テ
ー
マ
を
省
略
的
・
知
的
に
取
り
扱
う
そ
の
や
り
方
、
言
葉
と
音
楽
と
ダ
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(25) 『エロディアードの結婚』を読む

ン
ス
と
の
配
合
の
技
な
ど
、
能
に
は
マ
ラ
ル
メ
が
構
想
し
て
い
た
演
劇
と
し
て
の
詩
と
の
類
似
点
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。

む
か
し
の
能
の
シ
テ
は
上
演
に
さ
き
だ
っ
て
あ
る
期
間
物
忌
み
生
活
に
入
り
、
心
身
の
穢
れ
を
浄
化
し
た
上
で
演
目
を
神
社
に

奉
納
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
シ
テ
は
出
演
ま
え
に
は
舞
台
裏
で
鏡
に
向
か
っ
て
着
用
す
る
面
を
凝
視
し
、
面
の
ペ
ル
ソ
ナ

を
己
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
現
代
の
能
楽
堂
は
し
ば
し
ば
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
ビ
ル
の
一
室
に

し
つ
ら
え
ら
れ
て
、昔
日
の
風
習
と
は
隔
絶
の
感
が
あ
る
が
、し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
電
車
に
乗
り
、雑
踏
を
掻
き
分
け
な
が
ら
く
ぐ
っ

て
き
た
日
常
の
空
間
が
、
そ
こ
で
は
二
重
三
重
に
額
縁
に
囲
わ
れ
て
、
ま
っ
さ
ら
の
空
間
と
し
て
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の
に
立
ち
会
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
や
が
て
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
笛
や
囃
子
の
音
が
聞
こ
え
る
に
つ
れ
て
、
世
俗
の
時
間
は
聖
な
る
時
間
と
入
れ

替
わ
り
、
空
間
は
さ
ら
に
内
部
か
ら
い
や
お
う
な
く
転
生
し
刷
新
さ
れ
る
。
橋
掛
か
り
を
渡
っ
て
登
場
す
る
シ
テ
の
運
歩
は
、
一
歩

ご
と
に
停
止
し
て
は
消
滅
し
、
そ
の
つ
ど
一
歩
先
、
二
歩
先
に
忽
然
と
ま
た
現
わ
れ
る
か
の
よ
う
だ
。
能
の
舞
台
の
一
挙
手
一
投
足

は
、
白
紙
の
う
え
に
気
合
を
こ
め
て
振
り
下
ろ
さ
れ
る
筆
の
最
初
の
ひ
と
刷
毛
の
よ
う
に
、
乾
坤
を
お
の
の
か
せ
、
躍
動
さ
せ
る
。

虚
空
は
虚
空
で
あ
る
こ
と
を
や
め
な
い
ま
ま
、
異
質
の
な
に
も
の
か
を
は
ら
み
、
張
り
つ
め
、
充
実
す
る
。
わ
れ
わ
れ
が
『
賽
子
一

投
げ
』
の
ペ
ー
ジ
の
う
え
に
見
る
の
も
、
こ
の
筆
勢
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ペ
ン
と
紙
を
も
っ
て
執
り
行
う
マ
ラ
ル

メ
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
儀
式
も
、
暗
が
り
に
固
唾
を
呑
ん
で
そ
の
趨
勢
を
見
守
る
満
席
の
観
客
を
し
た
が
え
、
た
と
え
ブ
ラ
ボ
ー

や
口
笛
と
し
て
聴
こ
え
な
く
と
も
、
反
応
す
る
森
羅
万
象
の
声
な
き
声
に
満
ち
、
仕
草
に
よ
っ
て
拓
か
れ
る
全
宇
宙
を
相
手
に
し
た

行
為
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
。
イ
ジ
チ
ュ
ー
ル
の
一
節
や
『
賽
子
一
投
げ
』
に
は
ひ
し
め
く
聴
衆
の
熱
気
を
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
る
。
複
式
夢
幻
能
に
お
い
て
も
、
マ
ラ
ル
メ
の
演
劇
詩
篇
に
お
い
て
も
、
人
物
や
行
為
は
空
間
か
ら
醸
成
さ
れ
、
つ
か
の
ま
虚

空
を
お
の
の
か
せ
孕
ま
せ
て
は
、
ふ
た
た
び
虚
空
に
還
る
。
老
練
の
シ
テ
は
こ
の
創
設
さ
れ
た
空
間
の
重
み
を
背
負
っ
て
、「
す
く
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(26)

な
す
く
な
に
芸
を
す
べ
き
」
だ
と
世
阿
弥
は
言
っ
た
が
、
マ
ラ
ル
メ
の
筆
が
白
紙
空
間
の
そ
こ
こ
こ
に
点
ず
る
形
象
も
こ
の
よ
う
な

性
質
を
帯
び
て
い
る
の
だ
。
マ
ラ
ル
メ
の
有
名
な
言
葉
を
引
い
て
お
き
た
い
。

「
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
ご
と
に
、
作
品
の
大
げ
さ
な
タ
イ
ト
ル
を
忘
れ
て
、
お
の
れ
の
純
な
心
を
ペ
ー
ジ
冒
頭
に
あ
る
余
白
に
託
す

こ
と
だ
。
す
る
と
、
一
語
一
語
克
服
さ
れ
た
偶
然
と
い
う
べ
き
か
、
か
す
か
な
隙
間
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
ば
ら
撒
か
れ
て
並
ん
で
、

さ
き
ほ
ど
は
無
償
で
あ
っ
た
余
白
が
、
こ
ん
ど
は
確
実
な
も
の
と
な
っ
て
立
ち
戻
っ
て
き
て
、
こ
れ
以
上
は
も
う
何
も
な
い
と
、
沈

黙
を
真
正
な
も
の
と
す
る
。

（
白
紙
の
）
処
女
性
は
透
明
で
適
切
な
ま
な
ざ
し
の
前
で
ひ
と
り
で
に
清
浄
な
断
片
と
な
っ
て
分
か
た
れ
、
互
い
に
イ
デ
ー
の
婚

姻
を
立
証
す
る
」
（21）

。

書
く
行
為
、
読
む
行
為
が
、
ど
れ
だ
け
白
紙
の
上
で
語
と
語
と
を
分
か
つ
「
か
す
か
な
隙
間
」
と
し
て
の
余
白
に
依
存
す
る
も

の
で
あ
る
か
、
そ
し
て
、
視
線
に
よ
っ
て
無
垢
な
る
断
片
に
分
た
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
か
に
し
て
そ
れ
ら
の
断
片
と
断
片
と
の

あ
い
だ
に
考
え
の
関
連
性
が
打
ち
立
て
ら
れ
、
最
初
は
偶
然
的
で
あ
っ
た
余
白
が
、
い
ま
や
必
然
の
も
の
と
な
っ
て
、
ぺ
ー
ジ
の
構

成
を
真
正
の
も
の
と
し
、
そ
れ
に
決
定
的
な
沈
黙
の
花
押
を
印
す
か
、
こ
れ
以
上
に
見
事
に
語
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

註（
1
）
詩
人
は
詩
句
の
な
か
で
「
ど
う
い
う
考
え
を
扱
う
か
の
見
当
は
つ
け
る
が
、
そ
れ
を
普
通
の
考
え
と
し
て
は
忘
れ
て
、
詩
句
の
弁
証
法
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(27) 『エロディアードの結婚』を読む

に
の
み
身
を
ゆ
だ
ね
る
」 Solennité in D

ivagations, F
asquelle, 1897. p.225.

（
2
）
能
で
は
何
者
か
が
や
っ
て
く
る
、と
ク
ロ
ー
デ
ル
は
述
べ
た
。
こ
の
点
は
後
で
も
触
れ
る
が
、能
と
マ
ラ
ル
メ
の
劇
と
の
大
き
な
違
い
は
、

能
で
は
外
か
ら
こ
と
が
起
こ
る
の
に
、
マ
ラ
ル
メ
の
詩
で
は
、
ア
ル
コ
ル
ン
ブ
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
内
か
ら
外
へ
と
起
こ
る
（
場
を

持
つ
）
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。T. A

lcoloum
bre: La poétique du théâtre et l’écriture, Libr. M

inard , 1995. pp.48-49.

（
3
）J. D

errida: L
a dissém

ination, E
d. du S

euil, 1972. 
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よ
び
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. T
hibaudet: L

a poésie de Stéphane M
allarm

é, G
allim
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マ
ラ
ル
メ
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田
中
純
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、
立
仙
順
朗
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、
沖
積
舎
、1991.
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（
4
）G

.D
avies: L
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érodiade, m

ystère, texte publié avec une introduction par G
ardner D

avies d’après les m
anuscrits 

inachevés de M
allarm

é, G
allim

ard, 1959.

（
5
）S

. H
uot: L

e “M
ythe d’H

érodiade” chez M
allarm
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. G

. N
izet, 1977. 

と
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ダ
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ス
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立
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ダ
ン
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入
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マ
ラ
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イ
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説
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と
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よ
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た
」（
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書 p.206

）。

（
6
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. M
archal: L

a religion de M
allarm
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ythologie et religion, José C

orti, 1988.

（
7
）
大
鐘
敦
子
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マ
ラ
ル
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フ
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（
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前
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）

（
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っ
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前
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