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飛

鷹

節

狂
人
「
し
ょ
せ
ん
造
営
や
詩
歌
は

う
つ
つ
の
夢
の
か
ぎ
ろ
い
に
す
ぎ
ぬ
。

う
つ
つ
は
巧
み
の
及
、
は
ぬ
と
こ
ろ
。

も
の
皆
を
こ
ぞ
り
う
つ
つ
の
輪
舞
を
先
導
す
る

こ
の
お
役
目
、
お
解
り
か
な
、

こ
の
一
筋
の
道
を
行
く
あ
し
ど
り
は
夢
路
よ
り
な
お
も
軽
く
:
:
:
」

-
|
『
小
世
界
劇
場』

I 

フ

I
ゴ
1
・
フ
ォ
ン
・
ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
(

八
七
四
|
一
九
二
九
)
は
そ
の
晩
年
に
、

註

一

と
述
懐
し
た
と
云
う
。
そ
れ
は
創
作
の
上
か
ら
言
え
ば
、
早
熟
な
符
情
詩
人

や
『
各
人
』
に
よ
っ
て
劇
場
作
家

吋

r
g
z丘
片
Z
2
と
し
て
認
め
ら
れ
る

「
僕
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
苦
し

か
っ
た
時
期
は
、
二
十
六
歳
か
ら
の
十
年
間
だ
っ
た
」

が
ほ
と
ん
ど
詩
筆
を
絶
ち
、
や
が
て
『
パ
ラ
の
騎
士
』

に
到
っ

た

一
時
期
で
あ
る。

ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
演
劇
へ
の
道



作
家
の
歩
み
を
い
く
つ
か
の
時
期
に
区
分
し
て
み
る
こ
と
に
、
大
し
た
意
味
は
な
い
。
と
り
わ
け
ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ

I
ル
の
よ
う

な
作
家
に
お
い
て
、
そ
れ
は
殆
ん
ど
無
意
味
な
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。

エ
ル
ン
ス
ト
・
ロ
ベ
ル
ト
・
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
は
ホ

I
フ
マ
ン

ス
タ
ー
ル
の
世
界
像
形
成
の
発
条
の
よ
う
な
も
の
を
、

「
積
分
的
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
と
仮
に
名
付
け
、
こ
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
支
配

す
る
彼
の
世
界
に
お
い
て
は
、
素
材
と
形
式
が
た
え
ず
そ
の
立
場
を
代
え
な
が
ら
、
次
第
に
螺
旋
状
に
層
積
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
指

註
ニ

摘
し
た
。
こ
の
よ
う
な
世
界
で
は
、
時
間
も
ま
た
直
線
的
な
流
れ
と
い
う
表
象
は
帯
び
な
い
。
す
で
に

『
う
つ
ろ
い
の
三
行
詩
』

(
一
八
九
四
)
に
お
い
て
、

す
べ
て
が
滑
り
、
流
れ
去
る
と
い
う

嘆
く
に
さ
え
、
余
り
に
も
恐
ろ
し
く

人
の
思
い
究
め
よ
う
と
せ
ぬ
、
こ
の
一
事
(
の
巴
)

w

H

d

は
、
時
間
的
な
う
つ
ろ
い
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
空
間
的
な
移
行
と
し
て
、
人
と
物
、
現
実
と
夢
を
わ
か
っ
障
壁
の
崩
嬢
と
し
て
、

詩
人
の
肌
に
じ
か
に
感
じ
と
ら
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
の
う
つ
ろ
い
の
詩
は
、
存
在
の
修
な
さ
を
な
げ
く
悲
嘆
を
離
れ
て
、
む
し
ろ

昂
然
と
、
現
実
の
時
空
を
超
越
し
た
一
つ
の
魔
術
的
な
空
間
を
告
知
す
る
歌
に
変
っ
て
ゆ
く
。
時
間
の
直
線
的
な
流
れ
と
い
う
通
俗

的
な
表
象
、
及
び
こ
の
表
象
に
も
と
づ
〈
存
在
の
修
な
さ
に
対
す
る
嘆
き
は
、
ホ

1
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
余
り
に
も
鋭
敏
す
ぎ
る
感

か
え
っ
て
逆
に
簸
無
さ
れ
て
い
た
と
一言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
ホ

l
フ
マ
ン

ス
タ
ー
ル
は
こ
の
後
も
、
例
え
ば
『
パ
ラ
の
騎
士
』
〈
一
九
一
一
)
や
『
大
世
界
劇
場
』
(
一
九
二
二
)
に
お
い
て
、
う
つ
ろ
い
の
問

題
を
と
り
あ
げ
、
登
場
人
物
に
「
時
間
の
唄
」
を
う
た
わ
せ
て
い
る
。
か
つ
て
夢
み
ら
れ
た
あ
の
魔
術
的
な
時
空
は
、
す
で
に
詩
人

覚
と
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
強
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、



の
フ
?
ン
タ
ジ
ー
か
ら
遠
去
か
つ
て
お
り
、
そ
れ
と
共
に
う
つ
ろ
い
を
な
げ
く
悲
嘆
は
次
第
に
痛
切
の
度
を
増
し
て
く
る
。
悲
嘆
の

内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。

登
場
人
物
と
い
う
よ
り
、
存
在
そ
の
も
の
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
形
姿
で
あ
る
「
世
界
」
が
、
リ
ュ

l
ト
を

奏
で
な
が
ら
歌
う
時
間
の
唄
に
到
つ
て
は
、
地
上
の
個
々
の
存
在
者
の
根
源
と
し
て
の
彼
女
自
身
の
性
格
か
ら
し
て
、
そ
の
悲
嘆
は

初
め
か
ら
、
個
の
領
域
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
女
の
退
場
の
嘆
き
は
、
し
た
が
っ
て
存
在
そ
の
も
の

に
内
在
す
る
う
つ
ろ
い
の
直
接
の
吐
露
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
悲
嘆
と
そ
の
克
服
の
内
容
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
て
は
い

て
も
、
時
間
の
う
つ
ろ
い
を
機
縁
と
し
て
歌
い
出
さ
れ
る
悲
嘆
が
、
い
つ
か
そ
の
内
部
か
ら
転
化
さ
れ
て
、

結
果
的
に
は
流
れ
と
し

て
の
時
間
表
象
を
否
定
す
る
に
到
る
、
そ
の
発
想
形
式
は
『
う
つ
ろ
い
の
三
行
詩
』
に
お
け
る
そ
れ
と
、
少
し
も
変
っ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
存
在
と
時
間
の
問
題
を
め
ぐ
る
ホ

I
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
フ
7

ン
タ
ジ

I
は
、
時
を
経
て
そ
こ
へ
戻
っ
て
く
る
ご
と
に
、

同
じ
よ
う
な
発
想
の
軌
跡
を
描
き
な
が
ら
、
垂
直
的
な
深
ま
り
を
示
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

こ
の
よ
う
な
詩
人
の
フ
マ
ン
タ
ジ
l
の
発
展
を
、
時
間
で
区
切
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
は
、
だ
か
ら
根
本
的
な
矛
盾
が
つ
き
ま
と
う

に
違
い
な
い
。
し
か
し
一
方
で
は
、
晩
年
の
ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
自
身
が
自
己
の
歩
み
の
跡
を
振
返
っ
た
と
き
、

一
九

O
O年
頃

か
ら
の
一
時
期
を
区
切
っ
て
、
こ
れ
を
殆
ん
ど
異
常
な
ま
で
に
繰
返
し
考
察
の
対
象
と
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
先
の
述
懐
は
そ

の
一
つ
の
現
わ
れ
に
す
ぎ
な
い
。
彼
は
ま
た
別
の
あ
る
凶
会
に
、
自
己
の
「
劇
場
作
家
」
叶
r
g
Z丘
片
宮
市
円
と
し
て
の
歩
み
を
、
作

註
三

風
の
上
か
ら
三
期
に
わ
か
っ
て
、
人
に
示
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
回
顧
に
よ
る
と
、
一
八
九
九
年
頃
ま
で
の
彼
は
、
も
っ
ぱ
ら
持

と
し
て
創
作
し
た
の
に
対
し
、
そ
れ
か
ら
の
六
・
七
年
間
は
、
自
分
が
ウ
ィ
ー
ン
の
人

情
的
・
主
観
的
な
「
個
性
」

H
E
E含
ロ
ヨ

間
で
あ
る
と
い
う
自
覚
が
次
第
に
強
ま
り
、
こ
の
風
土
の
も
つ
力
に
導
か
れ
て
出
会
っ
た
「
伝
統
的
形
式
」

観
」
と
の
相
魁
の
な
か
か
ら
、
作
品
が
生
ま
れ
出
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
は
、
伝
統
的
な
演
劇
の
要
請
を
実
現
す
る
こ
と

が
、
は
っ
き
り
目
標
に
な
っ
た
時
期
で
あ
る
と
、
ホ
!
フ
マ
ン
ス
タ

l
ル
は
書
い
て
い
る
。

と

先
の

「
詩
的
主

ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
演
劇
へ
の
道



四

自
分
が
住
ま
う
風
土
、
土
壊
そ
の
も
の
に
深
く
し
み
つ
い
て
い
る
よ
う
な
、
長
い
文
化
の
伝
統
に
従
お
う
と
し
な
が
ら
、

「
し
か

し
同
時
に
、
自
分
の
詩
的
主
観
を
主
張
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
必
然
性
。
伝
統
の
な
か
に
簡
単
に
身
を
潜
め
よ
う
と

せ
ね
、
詩
人
の
個
性
の
頑
国
さ
、
依
惜
地
さ
。
そ
れ
が
、
先
の
述
懐
に
も
ら
さ
れ
た
あ
の
「
重
苦
し
さ
」
、
困
難
さ
を
生
ぜ
し
め
た
、

何
よ
り
大
き
い
原
因
で
あ
っ

た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
「
重
苦
し
き
」
と
い
う
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
す
で
に
伝
統
の

な
か
に
深
く
自
己
を
峰
、役
し
て
ゆ
く
こ
と
に
、
自
己
の
役
割
を
見
出
し
、
そ
こ
に
か
え
っ
て
深
い
個
の
意
義
を
認
め
よ
う
と
す
る
、

晩
年
の
ホ

i
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
苦
悩
と
は
、
異
っ
た
性
質
の
も
の
だ
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

第

一
次
大
戦
、
そ
し
て
祖
国
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
崩
嬢
と
い
う
激
動
の
な
か
で
快
悩
し
つ
づ
け
た
、
人
間
ホ

I
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の

痛
々
し
さ
は
、
彼
に
身
近
か
に
は
放
し
た
人
た
ち
の
、

ひ
と
し
く
追
想
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
自
己
の
属
し
て
い
る
世
界
が
根
抵
か
ら

瓦
解
し
そ
う
な
気
配
を
見
せ
て
い
る
な
か
で
、

ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
は
現

J

実
の
事
態
を
、
あ
く
ま
で
重
々
し
く
自
分
の
う
え
に
引

受
け
よ
う
と
し
た
ら
し
い
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
頃
か
ら
の
彼
の
散
文
が
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
、
ド
イ
ツ
H
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
果
し
て

再
生
し
得
る
か
と
い
う
、
根
本
的
な
聞
の
う
え
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う

一
事
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
危
機
の
な
か

で
、
西
欧
の
再
生
を
、
伝
統
と
い
う
問
題
を
通
し
て
見
つ
め
よ
う
と
す
る
彼
が
、
最
後
に
は
カ
ル
デ
ロ
ン
を
通
し
て
、

ふ
り
ょ
・
つ
Y』

『
キ
リ
ス
ト
界
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
』

(
一
七
九
九
〉
に
つ
い
て
論
じ
た
ノ
ヴ

7
1
リ
ス
と
同
じ
く
、
正
統
の
問
題
に
直
面
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
事
も
、
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
『
小
世
界
劇
場
』
(
一
八
九
七
)
に
神
秘
主
義
的
な
世
界
像
を
注
ぎ
こ
ん
だ
頃
か
ら
、

生
涯
非
宗
教
的
で
あ
り
続
け
て
き
た
ホ

I
フ
マ

ン
ス
タ
ー
ル
は
、

『
各
人
』
や
『
大
世
界
劇
場
』
を
翻
案
し
て
も
決
し
て
宗
教
詩
人

で
あ
ろ
う
と
は
し
な
い
が
、
そ
の
彼
が
こ
こ
で
は
じ
め
て
真
に
正
統
の
問
題
を
直
視
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
西
欧
の
危
機
を

自
ら
の
う
え
に
引
受
け
よ
う
と
す
る
真
拍
車
さ
の
一
つ
の
現
わ
れ
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
現
代
と
い
う
時
代
の
な
か
に
、

一
つ
の
世
界

劇
場
を
設
立
す
る
こ
と
を
希
求
す
る
こ
の
劇
場
作
家
に
と
っ
て
は
、
喜
劇
を
書
く
と
い
う
行
為
す
ら
も
、
祖
国
崩
壊
の
事
実
お
よ
び



ノ
ヴ

?
l
リ
ス
の
名
前
と
、
本
質
的
に
結
ば
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ら
し
い
。
先
の
述
懐
を
聞
い
た
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
、
詩
人
の
次

の
よ
う
な
言
葉
も
伝
え
て
い
る
。
「
《
敗
戦
の
の
ち
、
人
は
喜
劇
ド

g
g立
巳
を
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
》
と
い
う
、
ノ
ヴ
ァ

l
リ
ス
の

言
葉
を
御
存
知
で
す
か
。
喜
劇
は
す
べ
て
の
文
学
形
式
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
厄
介
な
形
式
で
す
。
そ
れ
は
一
切
の
も
の
を
、
完
全

な
均
衡
状
態
に
お
い
て
語
る
の
で
す
。
重
苦
し
い
、
不
気
味
き
わ
ま
る
も
の
を
す
ら
、
集
中
さ
れ
た
高
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
均
衡
状
態

註
四

に
お
い
て
語
り
、
常
に
た
わ
む
れ
の
軽
や
か
さ
を
印
象
せ
し
め
る
の
で
す
。
」

こ
の
よ
う
な
晩
年
の
深
い
襖
悩
の
な
か
で
、
な
お
且
つ
、

ホ
I
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
が
「
も
っ
と
も
重
苦
し
か
っ
た
時
期
」
と
し
て

回
想
し
て
い
る
の
が
、
持
情
詩
人
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
か
ら
の
一
時
期
な
の
で
あ
る
。

こ
の
事
実
は
、
大
戦
中
に
書
き
始
め
ら
れ、

最
晩
年
に
い
た
る
ま
で
断
続
し
て
試
み
ら
れ
た
、
自
己
解
釈
の
た
め
の
覚
え
書

『
ア
ド
・
メ
・
イ
プ
ス
ム
』
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ

る
と
、
言
っ
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
例
え
ば
一
九
一
一
一
二
年
の
夏
に
、
新
た
な
構
想
を
得
た
ら
し
い
ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
は
、
そ

の
一
章
の
予
定
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
メ
モ
を
書
き
つ
け
て
い
る
。
「
詩
人
の
天
職
の
選
択
に
つ
い
て
。
一
人
の
人
聞
が
森
の
な
か

に
坐
っ
て
、
二
十
一
篇
の
詩
を
書
く
。
彼
は
ま
た
幾
人
か
の
人
物
を
色
あ
ざ
や
か
に
措
き
、
恵
み
深
い
瞬
間
が
こ
れ
ら
の
人
物
を
受

納
し
て
く
れ
る
。
こ
う
し
て
彼
の
運
命
は
決
っ
た
。
だ
が
彼
は
こ
の
時
よ
う
や
く
、
一
つ
の
験
し
い
道
の
発
端
に
立
っ
た
に
す
、
ぎ
な

註
五

い
の
だ
。
」

詩
人
に
と
っ
て
自
明
な
、
無
自
覚
的
な
存
在
と
し
て
予
め
与
え
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
、
神
秘
の
森
に
抱
か
れ
た
状
態

「
プ
レ
エ
ク

シ
ツ

テ
ン
ツ
」
か
ら
、
自
覚
的
な
社
会
的
存
在
「
エ

ク
シ
ツ
テ
ン
ツ
」
へ

の

移

行

|
|
晩
年
の
ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ

ー
ル

が
自
ら
の
歩
み
を
振
返
っ
た
と
き
、
も
っ
と
も
不
可
思
議
な
問
題
と
し
て
省
察
を
強
い
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
移
行
で
あ
る
。
こ
の
移

行
の
幾
通
り
も
の
筋
道
、
そ
の
交
錯
あ
る
い
は
遡
行
の
究
明
の
試
み
が
、
『
ア
ド
・
メ
・
イ
プ
ス
ム
』
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

あ
ら
か
じ
め
「
運
命
」
と
し
て
与
え
ら
れ
た
「
詩
人
の
天
職
」

U
W
V
Z与
R
巳
を
、
あ
ら
た
め
て
自
覚
的
に
選
択
す
る
と
い
う
こ

の
発
想
は
、

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l
バ
!
の
い
う
意
味
で
の
、
予
定
説
に
基
く
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
召
命
観
念
と
、
ど
こ
か
似

ホ

1
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
演
劇
へ
の
道

五



ーノ、

通
っ
た
一
面
を
も
っ
て
い
る
。
西
欧
の
危
機
の
真
只
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
存
続
問
題
を
凝
視
す
る
こ
と
と
、
自
己
省
察
、
そ
れ
も
ず

っ
と
若
い
頃
の
自
己
の
歩
み
に
つ
い
て
の
「
自
己
解
釈
」
の
メ
モ
を
、
ひ
そ
か
に
書
き
綴
る
と
い
う
こ
と
|
|
こ
の
二
つ
の
凡
そ
か

け
離
れ
た
行
為
は
、

ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
心
の
底
の
と
こ
か
で
、
深
く
結
ば
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
日
々
の
っ
と
め
の
蔭
に

か
く
れ
た
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
こ
の
自
己
省
察
は
、
昼
間
の
現
世
的
な
活
動
と
同
じ
く
、
自
ら
の
召
命
性
を
実
証
す
る
た
め
に
欠
か

す
こ
と
の
で
き
ぬ
、

夜
の
祈
り
と
反
省
に
も
似
た
実
践
で
あ
っ
た
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

「
僕
は
自
分
に
つ
い
て
、
自
分
の
仕
事
に
つ
い
て
、
直
接
に
語
る
。
な
ぜ
な
ら
直
接
性
こ
そ
芸
術
家
の
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
り
、

ま

た
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
自
分
に
思
い
到
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
あ
ら
た
な
生
命
の
息
吹
を
与
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
自
分
自
身
の
秘
密
に
近
づ
け
る
か
ら
で
あ
る
よ
(
〉
・

8
6
こ
れ
は
晩
年
の
日
記
(
日
付
不
詳
〉
の
な
か
で
、

『
大
世
界

劇
場
』
翻
案
に
つ
い
て
の
メ
モ
の
後
に
、
さ
り
気
な
く
付
せ
ら
れ
た
自
己
弁
明
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
『
ア
ド
・
メ
・
イ
プ
ス
ム
』

を
書
き
続
け
る
彼
の
態
度
、
そ
の
異
常
な
ま
で
の
執
心
振
り
を
、
も
っ
と
も
よ
く
説
明
す
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
彼
が
そ
こ

で
省
察
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
ま
た
こ
れ
を
省
察
し
て
い
る
主
体
は
、
己
れ
の
放
洛
な
個
性
の
み
を
喧
伝
す
る
よ
う
な
、
芸
術
家
の

自
我
で
は
な
か
っ
た
。
彼
が
そ
こ
で
「
直
接
に
」
語
ろ
う
と
し
た
の
は
、
個
性
が
伝
統
の
な
か
で
社
会
全
体
の
な
か
へ
埋
没
し
て

ゆ
く
、
自
己
の
不
可
思
議
き
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
彼
は
上
の
言
葉
に
続
け
て
、

「
創
造
の
主
体
は
つ
ね
に
、
風
土
、
時
代
精
神
お
よ

び
民
族
精
神
の
複
合
体
で
あ
る
」
と
さ
え
言
う
の
で
あ
る
。

ウ
ィ
ー

ン
の
土
壌
の
も
つ
力
に
導
か
れ
て
出
会
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
「
伝
統
的
形
式
」
が
、
具
体
的
に
は
何
を
意
味
し
て
い

ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
が

「直
接
に
」
語
り
出
し
て
い
る
の
は
、
や
は
り
最
晩
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

で
の
演
劇
』
(
一
九
一
一
〉
や
『
各
人
の
古
い
演
劇
』
(
一
九
一
二
〉
な
ど
で
は
、
未
だ
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
か
っ
た
演
劇
の
伝
統
の

内
容
は
、
『
ザ
ル
ツ
。
フ
ル

ク
大
世
界
劇
場
の
こ
と
』
ハ
一
九
二
五
〉
と
題
す
る
簡
潔
な
文
章
の
な
か
に
、
最
も
具
体
的
に
、
そ
し
て
鮮

た
か
を
、

『
公
衆
の
前



や
か
に
拙
か
れ
て
い
る
。
ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
が
こ
こ
で
説
こ
う
と
し
た
の
は
、
「
十
八
世
紀
に
、
主
と
し
て

ν
ッ
シ
ン
グ
の
力

強
い
、
し
か
し
一
面
的
な
努
力
に
よ
っ
て
成
立
し
た
、
教
養
人
の
劇
場
」
と
は
異
な
る
、
も
う
一
つ
の
演
劇
の
伝
統
が
、
ニ
ュ

l
ル

ン
ベ
ル
ク
か
ら
バ
イ
エ
ル

γ
地
方
、
東
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
国
境
近
く
ま
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
含
め
て
ひ
ろ
く
南
独
地
方
一
帯
の
民

衆
の
な
か
に
、
脈
々
と
息
づ
い
て
い
る
と
い
う
事
だ
っ
た
。

「
教
委
ド
ラ
マ
」
門
目
白
血
常
r
r
R
U
S
B同

と
峻
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ね

こ
の
民
衆
劇
の
伝
統
を
、
彼
は
端
的
に
「
演
劇
的
な
る
も
の
」

頃
に
か
け
て
、

色白曲、
H
，
rm白押
S
E
R
Z
と
呼
ぶ
。
そ
れ
は
中
世
末
か
ら
一
七

O
O年

ハ
ン
ス
・
ザ
ッ
ク
ス
と
ヤ

l
コ
プ
・
ア
イ
ラ
ー
を
頂
点
と
し
て
形
成
さ
れ
た
伝
統
で
あ
っ
て
、
単
に
民
衆
劇
・
神
秘

劇
・
人
形
劇
な
ど
の
舞
台
上
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
民
謡
や
格
言
、
さ
ら
に
は
民
芸
品
な
ど
を
も
通
し
て
、

「
民
衆
の
発
想
法
」

そ
の
も
の
の
な
か
に
息
づ
い
て
い
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
「
民
衆
の
趣
味
の
な
か
に
秘
め
ら
れ
た
本
能
」
は
、
そ
れ
と

は
「
異
質
な
領
域
」
で
あ
る
近
代
の
ド
ラ
マ
テ
イ
ス
ト
の
作
品
の
な
か
に
も
、
民
衆
の
迩
と
し
て
絶
え
ず
よ
み
、
か
え
る
力
を
も
っ
て

い
る
。
『
群
盗
』
と
巡
回
人
形
劇
『
バ
イ
エ
ル
ン
の
ヒ
ア
ス
ル
』
や
『
グ
ラ
ス
ル
』
と
の
モ
テ
ィ

I
フ
の
つ
な
が
り
、
『
グ
レ
ン
シ
占

タ
イ
ン
』
の
占
位
術
、
そ
し
て
と
り
わ
け
周
知
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
な
ど
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
は
、

ウ
ィ
ー
ン
の
オ
ペ
レ
ッ
タ
や
、
道
化
の
舞
台
姿
に
す
ら
、
こ
の
「
演
劇
的
な
る
も
の
」
の
名
残
り
を
見
ょ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
民
衆
の
演
劇
的
本
能
に
つ
い
て
語
る
彼
の
言
葉
は
、
ま
る
で
あ
の
ノ
ヴ

?
l
リ
ス
の
言
葉
を
、
「
敗
戦
の
の
ち
に
、
人
は
喜
び

の
演
劇

F
E
z
-乙
に
つ
い
て
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
読
み
か
え
で
も
す
る
か
の
よ
う
に
、
愛
情
に
溢
れ
、
軽
や
か
で
あ
る
。

ナ
チ
ス
の
棒
頭
に
よ
っ
て
、
西
欧
の
危
機
が
一
段
と
深
ま
っ
た
と
き
、
こ
の
「
演
劇
的
な
る
も
の
」
を
目
指
す
ホ
1

7

7

ン
ス
タ

注
六

l
ル
の
仕
事
の
意
義
を
、
い
ち
早
く
見
抜
い
た
の
は
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
で
あ
る
。
彼
は
「
ド
ラ
マ
」
と
「
演
劇
的
な
る
も
の
」
と
い
う

ホ
l
フ
マ
ン
ス

タ
l
ル
の
概
念
を
そ
の
ま
ま
借
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
若
干
新
し
い
意
味
を
与
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
間
中
心
の
世

界
観
に
も
と

c

つ
い
て
、

「
性
格
」
す
な
わ
ち
「
運
命
」
で
あ
る
と
解
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
個
人
の
心
理
を
あ
げ
つ
ら
う
事
に
終
始
し

ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
演
劇
へ
の
道

七



!¥. 

て
い
る
、

近

代

フ

ラ

ン

ス

及

び

ド

イ

ツ

の

中

世

キ

リ

ス

ト

教

的

な

愛

の

世

界

像

に

も

と

づ

く

、

別

種

の

「
演
劇
」

の
伝
統
が
、
ス
ペ
イ
ン
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
民
衆
の
あ
い
だ
に
、
氷
く
温
存
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ

「
、ド
ラ
マ
」

に
対
し
て
、

ー
ル
が
堀
起
そ
う
と
し
た
伝
統
は
、
後
者
で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。

彼
は
、
近
代
西
欧
に
お
け
る
「
性
格
劇
」
一
辺
倒
の
風
潮
が
、

人
間
中
心
思
想
の
一
つ
の
不
遜
な
現
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
不
遜
さ
は
、
マ
ト
リ
ッ
ド

1
ウ
ィ
ー
ン
招
軸
が
、
十

七
世
紀
半
、
ば
に
い
た
る
ま
で
、
西
洋
全
体
の
政
治

・
文
化
上
の
ヘ
ゲ
モ
一

ー
を
握
っ
て
い
た
事
実
す
ら
、

と
も
す
れ
ば
忘
れ
ら
れ
が

ち
で
あ
る
と
い
う
、
昨
今
の
事
態
に
も
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ホ

i
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
が
カ
ル
デ
ロ
ン
の
作
品
や
『
各

人
』
を
翻
案
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
世
キ
リ
ス
ト
教
的
な
世
界
像
を
復
活
さ
せ
、
ま
た
『
セ
ミ

ラ
l
ミ
ス
』
断
片
に
お
い
て
は
、

中
近
東
さ
ら
に
は
板
東
の
思
想
(
老
子
〉
を
作
品
の
中
心
に
据
え
よ
う
と
し
た
事
|
|
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
は
こ
の
一
見
き
わ
め
て
保
守

的
な
詩
人
の
行
為
の
な
か
に
、
現
代
西
欧
の
不
遜
さ
に
た
い
す
る
批
判
を
、
い
た
ず
ら
に
尖
鋭
的
で
あ
る
批
評
よ
り
も
、
は
る
か
に

根
本
的
な
現
代
批
判
を
、

認
め
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
ホ
!
ブ
マ
ン
ス
タ
!
ル
が
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
、
現
代
西
欧
の
本
質
を
垣
間
見
さ
せ
て
く
れ
る
の
は
、
彼
が
西
欧
と
は

異
質
な
文
化
圏
に
属
し
て
レ
た
た
め
で
は
な
い
。
彼
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
で
あ
る
と
同
時
に
、
や
は
り
ド
イ
ツ
の
作
家
で
あ
っ
た
。

彼
が
大
戦
中
に
プ
ロ
イ
セ
ン
対
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
い
う
形
式
で
思
索
し
続
け
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
問
題
が
、
言
葉
の
表
層
に
は
じ
め
て

定
着
す
る
の
は
、
『
帰
郷
者
の
手
紙
』
(
一
九

O
七
)
あ
た
り
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
こ
の
仮
空
の
商
社
員
の
父
が
語
り
き

「
私
ど
も
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
だ
。
し
か
し
ド
イ
ツ
人
で
も
あ
る
。
そ
し
て
土
地
は
そ
の
上
に
住
ま
う
人
聞
の

も
の
な
の
だ
か
ら
、
こ
こ
も
や
は
り
ド
イ
ツ
な
の
だ
。
」

Q
F
S
S
と
い
う
言
葉
は
、
単
に
息
子
の
商
社
員
の
意
識
の
な
か
に
生

き
続
け
て
、
ド
イ
ツ
の
現
状
に
幻
滅
を
感
じ
さ
せ
る
ば
か
り
で
な
〈
、
晩
年
の
ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
意
識
の
な
か
に
も
そ
の
ま

ま
生
き
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
彼
の
世
界
像
の
な
か
に
、
近
代
西
欧
と
い
う
エ
レ
メ
ン
ト
、
か
本
質
的
に
出
来
喰
っ
て
い
て
、
内
部

か
せ
た
と
こ
ろ
の
、



か
ら
脅
か
し
て
い
た
と
い
う
事
情
は
、
彼
が
古
い
伝
統
の
な
か
へ
自
ら
を
ゆ
だ
ね
た
後
に
も
、
少
し
も
変
っ
て
い
な
い
と
言
わ
ね
ば

な
る
ま
い
。

ク
ル

テ
ィ
ウ
ス
が
鋭
〈
批
判
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
、
「
性
格
」
す
な
わ
ち
「
運
命
」
と
解
す
る
よ
う
な
近
代
ド
ラ
マ
の

心
理
主
義
は
、

ホ
1
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
内
部
に
も
深
く
巣
喰
っ
て
い
る
。
た
だ
彼
は
そ
れ
を
あ
く
ま
で
自
己
の
一
つ
の
エ
レ
メ
ン

ト
に
と
ど
め
て
い
た
だ
け
で
あ
る
。

古
い
演
劇
の
伝
統
の
な
か
へ
個
を
埋
没
さ
せ
た
、
晩
年
の
ホ
l
フ
マ
ン
ス

タ
l
ル
の
作
品
の
な
か
に
、
消
し
難
い
痕
跡
を
と
ど
め

て
い
る
近
代
西
欧
人
の
苦
悩
は
、
例
え
ば
『
大
世
界
劇
場
』
の
よ
う
な
翻
案
に
お
い
て
、

か
え

っ
て
明
瞭
に
看
取
さ
れ
る
。
ク
ル
テ

ィ
ウ
ス
が
、

タ
ン
テ
を
除
け
ば
た
だ
一
人
の
キ
リ
ス
ト
教
的

「
世
界
詩
人
」

d
〈

m-H門
出
口
目
見
町
吋

だ
、
と
ま
で
言
っ
た
カ
ル
デ
ロ
ン
の

「
世
界
劇
場
」
は
、

ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
個
性
を
く
ぐ
り
抜
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ど
こ
か
に
近
代
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム

的
な
性
格
を
帯
び
、

ま
た
こ
の
性
格
が
出
て
く
る
過
程
に
お
レ
て
、
現
代
の
危
機
そ
の
も
の
を
反
映
し
て
い
る
。

(
メ
ツ
エ
ラ
ー
は
、

晩
年
の
ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
神
秘
主
義
の
な
か
へ
、
中
世
の
神
秘
主
義
に
お
け
る
「
放
下
」

註
七

れ
な
い
、
意
志
の
要
素
が
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
)

m巾

E
N
S
F
-同
の
観
念
と
は
相
納

こ
の
間
の
事
情
を
わ
れ
わ
れ
に
、
活
き
い
き
と
し
た
姿
に
よ
っ
て
具
体
的
に
直
観
さ
せ
て
く
れ
る
の
は
、
そ
こ
に
登
場
す
る
ア
レ

ゴ
リ
ー
的
人
物
「
乞
食
」
で
あ
る
。
本
来
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
祝
典
劇
の
出
し
物
の
一
つ
と
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
寺
院
の
広
場
に
し
つ
ら

註
八

え
ら
れ
た
野
外
舞
台
で
演
じ
ら
れ
る
筈
の
こ
の
劇
で
は
、
敗
戦
後
の
ザ
ル
ツ
ブ
ル

ク
に
お
い
て
現
に
進
行

ιつ
つ
あ
る
祝
典
劇
上
演

の
さ
ま
が
、
そ
の
ま
ま
劇
中
に
ア
レ
ゴ
リ
ー
化
さ
れ
る
。

つ
ま
り

「
マ
イ
ス
タ

l
」
の
宮
殴
の
前
に
「
世
界
」
が
し
つ
ら
え
た
舞
台

上
で
、
人
類
の
生
の
営
み
を
示
す
劇
が
と
り
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
丁
度
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
行
為
が
、
主
と
メ
フ
ィ
ス
ト

註
九

の
約
束
の
上
に
成
立
す
る
こ
と
に
似
て
レ
る
。

「
乞
食
」
は
こ
の
劇
中
劇
に
登
場
す
る
六
人
の
人
物
の
一
人
で
あ
っ
て
、
人
類
の
貧

固
と
災
難
を
、
直
接
そ
の
ま
ま
に
ア
レ
、
コ
リ
ー
と
し
て
演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
「
乞
食
」
は
も
と
も
と
、
近
代
性

ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
演
劇
へ
の
道

九



。

格
劇
の
登
場
人
物
の
よ
う
に
個
性
を
も
っ
た
一
個
の
人
格
で
は
な
く
て
、

「
マ
イ
ス
タ

1
」
に
よ
っ
て
割
り
ふ
ら
れ
る

か
り
そ
め

の
、
し
か
し
「
こ
の
上
な
〈
重
苦
し
い
一
つ
の
役
」

ι
5
2
口
町
位

zanyg巾日
F
L
P
(
U
H
F
8
3
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
演

体
を
そ
な
え
ぬ
魂
た
ち
」
(
ロ
ロ
戸

NE)

じ
る
の
は
、
灰
色
の
僧
衣
の
よ
う
な
も
の
を
身
に
ま
と
い
、
仮
面
の
よ
う
に
無
表
情
な
顔
を
し
て
、
舞
台
わ
き
に
控
え
て
い
る

「肉

の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
生
誕
以
前
の
人
間
の
魂
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
劇
の
進
行
は
、
役
の
割
り
ふ
り
の
段
階
で
は
や
く
も
、
こ
の
古
い
伝
統
と
は
異
質
な
、
近
代
ド
ラ
マ
の

要
素
を
帯
び
は
じ
め
る
。
「
乞
食
」
の
役
に
選
ば
れ
た
魂
が
、
役
柄
を
記
し
た
羊
皮
紙
の
巻
物
列
。
-
U
を
見
る
な
り
、
駄
々
を
こ
ね

は
じ
め
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
だ
世
界
舞
台
の
上
へ
生
ま
れ
て
い
な
い
、
無
色
透
明
な
魂
が
、
自
己
の
性
格
と
好
み
を
主
張
す
る
と
い

う
矛
盾
を
犯
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
展
開
さ
れ
る
筈
の
世
界
劇
の
ハ
ン
ド
ル
ン
グ
が
、
性
格
劇
の
そ
れ
に
な
ら
ざ
る
を
得
ね

必
然
性
が
、
予
め
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

て、
こ
の
心
理
主
義
は
し
か
し
な
が
ら
、
舞
台
上
の
俳
優
た
ち
の
み
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
は
な
い
。
役
の
割
り
ふ
り
の
悶
着
に
対
し

「
こ
の
俳
優
は
何
を
望
ん
で
い
る
の
だ
、
何
が
不
服
な
の
だ
。
厄
介
な
連
中
だ
わ
い
。
」

当

8
3
-
7凶

2
伊
Z
5
1己
巾
乙

耳
O
同
ロ
宮
門
ゲ
町
田
口
rt司
巾
ス
白
色
n
r
v

ロ
曲
目
的
冒
円
山
田
口
rd司』内門戸
m

州市

F
2丹
市
一
〈
ロ
ロ
F

N
∞
斗
〉
と
な
じ
る
「
お
せ
っ
か
い
」
と
レ
う
人
物
は
、

こ
の
劇
中
劇
の
成
立
を
は
か
る
人
た
ち
が
信
奉
す
る
世
界
秩
序
の
一
端
を
に
な
っ
て
い
る
が
、
他
方
で
は
こ
の
非
難
の
言
葉
に
よ
っ

て
、
現
代
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
の
観
客
大
衆
の
こ
こ
ろ
を
代
弁
す
る
と
い
う
役
割
も
果
す
こ
と
に
な
る
。
劇
中
劇
と
い
う
二
重
の
舞
台
構

造
は
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
殆
ん
ど
一
元
化
さ
れ
、
現
実
の
観
客
大
衆
は
、
仮
空
の
「
世
界
劇
場
」
の
観
客
へ
と
動
員
さ
れ
る
。
つ
ま

り
あ
の
「
乞
食
」
役
に
不
服
な
魂
や
「
お
せ
っ
か
い
」
と
同
じ
次
元
に
立
ち
、
そ
の
仲
間
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
い
役
」
に
不
満
な
あ
の
魂
は
、
そ
の
ま
ま
現
代
大
衆
の
『
各
人
』
の
心
で
あ
る
。
独
立
し
た
舞
台
の
上
か
ら
一
方
的
に
見
せ
る
ド

「
こ
の
上
な
く
重
苦

ヲ
マ
で
は
な
く
、
観
客
席
の
あ
い
だ
で
、

そ
の
中
か
ら
創
り
あ
げ
ら
れ
る
演
劇
形
式
に
つ
い
て
、

ホ

I
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
は
す
で
に



『
大
衆
の
前
で
の
演
劇
』
の
な
か
で
語
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
の
場
合
、
舞
台
上
の
世
界
劇
が
ド
ラ
マ
化
せ
ざ
る
を
得
ぬ
必
然
性
を
、

彼
は
現
代
と
い
う
時
代
そ
の
も
の
が
形
成
し
て
い
る
「
世
界
劇
場
」
の
う
ち
に
認
め
て
い
る
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

舞
台
に
の
ぼ
っ
た
「
乞
食
」
が
自
ら
に
与
え
た
性
格
、
つ
ま
り
運
命
は
、
あ
し
か
け
九
年
前
か
ら
|
|
こ
の
劇
の
初
演
の
年
か
ら

逆
算
す
る
と
、
第
一
次
大
戦
勃
発
の
年
か
ら
|
|
寝
る
臥
床
も
な
く
、
国
境
を
越
え
て
き
た
犬
た
ち
に
妻
を
焼
き
殺
さ
れ
、
次
々
に

餓
死
し
た
四
人
の
子
を
み
ず
か
ら
の
手
で
埋
葬
し
た
、
戦
争
犠
牲
者
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
「
乞
食
」
が
世
界
舞
台
で
演
じ
る
演
技

を
、
こ
こ
で
逐
一
辿
る
の
は
よ
し
た
い
が
、
性
格
と
運
命
が
分
ち
が
た
く
結
ぼ
れ
た
ー
ー
ー
憤
怒
の
あ
ま
り
劇
の
進
行
、
自
己
の
演
技

性
を
忘
れ
て
、
他
の
幸
福
な
人
た
ち
に
向
っ
て
斧
を
振
り
あ
げ
た
彼
は
、
そ
の
こ
と
で
「
天
使
」
か
ら
注
意
を
受
け
る
(
ロ
ロ
戸

ω
o
d

-
-
こ
の
人
物
は
、
わ
れ
わ
れ
現
代
人
に
と
っ
て
理
解
し
に
く
い
タ
イ
プ
で
は
な
い
。
ホ

I
フ
7

ン
ス
タ
ー
ル
は
、
先
に
言
及
し
た

晩
年
の
日
記
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
新
し
い
点
は
乞
食
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
受
動
的
な
乞
食
に
か
わ
る
、
能
動
的
な

乞
食
。
こ
れ
は
現
代
を
象
徴
す
る
人
物
で
あ
り
、
混
沌
の
脅
威
で
あ
る
。

》
吋

}Mmzsq
〉
匂
巾
《

は
こ
の
点
で
未
だ
オ
プ
テ
ィ
ミ

ス
テ
ィ
ッ
ク
な
答
で
し
か
な
い
。
僕
の
答
は
ベ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
は
な
く
、
宗
教
的
で
あ
る
。
乞
食
が
斧
を
振
り
あ
げ
た
と
き
、

愛
が
彼
を
震
憾
さ
せ
る
。
急
激
な
回
心
。
サ
ウ
ル
H
H
パ
ウ
ロ
を
ド
ラ
マ
に
し
て
舞
台
に
の
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
を
な

し
得
る
の
は
、
お
そ
ら
く
神
秘
劇
だ
け
だ
ろ
う
。

回
心
の
の
ち
、

「
私
は
神
の
御
許
に
、
あ
ら
ゆ
る
物
の
中
央
に
居
る
」

(ロ
HFω
ロ)

(
表
現
主
義
|
|
愛
の
な
い
回
心
と
言
う
べ
き
か
。)
」

(
P
8
3

と
い
う
自
覚
を
抱
い
て
、
木
樵
と
し
て
植

林
の
行
為
に
赴
い
た
「
乞
食
」
は
、
世
界
舞
台
の
幕
が
と
じ
ら
れ
よ
う
と
す
る
時
、
も
っ
と
も
軽
や
か
な
足
と
り
で
退
場
し
て
ゆ
く
。

彼
は
い
ま
や
退
場
に
あ
た
っ
て
絶
望
し
き
っ
て
い
る
「
金
持
」
に
こ
う
呼
び
か
け
る
。

さ
あ
お
起
ち
な
さ
い
、
そ
し
て
も
う
一
度

ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
演
劇
へ
の
道



鷲
の
よ
う
に
眼
を
か
が
や
か
せ
、

強
く
は
ば
た
い
て
、
あ
ん
た
の
運
命
の
上
を

飛
び
こ
え
る
の
で
す
。
(
ロ
ロ
戸
ω
ω
N
)

拙
論
の
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
か
か
げ
た
の
は
、
こ
れ
よ
り
二
十
五
年
前
に
書
か
れ
た
『
小
世
界
劇
場
』
の
「
狂
人
」
の
セ
リ
フ
で
あ

る

「
も
の
皆
を
こ
ぞ
り
、
う
つ
つ
の
輪
舞
を
先
導
す
る
こ
の
お
役
目
、
お
解
り
か
な
、
こ
の
一
筋
の
道
を
行
〈
あ
し
ど
り
は
夢
路

よ
り
な
お
も
軽
く
・
・
・
・
・
・
L

(
〉
当
日
w

∞ω)
こ
の
軽
快
さ
は
、
更
に
二
年
ば
か
り
前
、
若
き
行
情
詩
人
が
夢
み
た
『
大
魔
術
の
夢
』

(
一
八
九
五
)
の
軽
快
さ
を
、
完
成
し
た
も
の
と
言
え
る
。
真
珠
の
輪
よ
り
も
威
厳
に
み
ち
、
朝
も
や
に
包
ま
れ
た
海
の
よ
う
に
大

胆
き
わ
ま
る
、
そ
の
夢
の
な
か
で
は
、
大
地
の
重
力
さ
え
魔
術
師
に
は
及
ば
ぬ
と
さ
れ
て
い
た
。
か
た
わ
ら
の
崖
の
う
え
に
、
ひ
ら

り
と
跳
び
移
っ
た
魔
術
師
は
|
|

彼
は
夢
に
包
ま
れ
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
の
命
運
を

自
分
の
手
足
の
よ
う
に
近
々
と
感
じ
と
っ
た
。

遠
近
、

大
小
は
も
は
や
彼
に
な
か
っ
た
。

は
る
か
眼
下
に
、
大
地
は
冷
え
し
ず
ま
り

深
み
よ
り
閣
は
立
ち
の
ぼ
り

夜
風
は
梢
の
な
か
か
ら
灰
か
な
ぬ
く
も
り
を
か
き
立
て
て
い
た
。



彼
は
あ
ら
ゆ
る
生
の
大
い
な
る
進
行
を

享
受
す
る
の
だ
っ
た
|
|
つ
い
に
は
酔
い
し
れ
て

獅
子
の
ご
と
く
絶
壁
を
跳
び
こ
え
ん
ば
か
り
:
:
:
(
の

F
P
出
)

往
年
の
こ
う
し
た
軽
や
か
さ
を
振
返
っ
て
、

ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
は
『
ア
ド
・
メ
・
イ
プ
ス
ム
』
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
メ
モ

そ
れ
は
狂
人
で
あ
る
。

「
狂
人
は
到
達
さ
れ
た
完
全
性
の
一
形
式
で
あ
る
。」

(
P
N
N
3
あ
る
い
は
ま
た
「
も
っ
と
も
純
粋
な
状
態
、

他
の
《
幸
わ
せ
な
人
々
》
は
、
そ
の
不
完
全
な
反
映
に
す
、
ぎ
ぬ
。
」
(
向
上
)
し
か
し
そ
の
一
方
で
彼
は
「

『
大
魔
術
の
夢
』
や
『
深
い
泉
』
に
よ
っ
て
象
徴
」
さ
れ
る
状
態
を
、
存
在
で
は
な
く
生
起
と
し
て
、
行
為
の
果
て
に
来
る
も
の
と

を
書
き
つ
け
て
い
る
。

し
て
解
釈
し
直
さ
、
ざ
る
を
得
な
い
。

「
よ
り
高
い
生
は
、
夢
や
超
越
と
し
て
で
は
な
く
、
正
し
い
運
命
成
就
と
し
て
、
生
起
す
る
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」

メ
ー
ル
ヘ
ン
『
影
の
な
い
女
』
を
書
い
て
い
た
頃
の
覚
書
で
あ
る
ら
し

い
が
、
往
年
の
自
己
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
際
に
あ
ら
わ
れ
る
、
こ
の
深
淵
の
よ
う
な
分
裂
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ
ー

ル
の
晩
年
の
苦
悩
の
大
き
さ
を
、
も
は
や
持
情
詩
人
で
も
ド
ラ
マ
テ
イ
ス
ト
で
も
な
く
て
、
た
だ
劇
場
詩
人
で
あ
ろ
う
と
す
る
彼
の

(
向
上
)

」
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、

慎
悩
の
深
さ
を
、
ま
ざ
ま
ざ
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
晩
年
の
彼
の
苦
悩
は
、
問
、
ざ
さ
れ
た
近
代
的
自
我
の
苦
悶
の
深
淵
に
、

徒
ら
に
と
ど
ま
ろ
う
と
は
し
な
い
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
く
る
ら
し
い
。

『
影
の
な
い
女
』
の
自
己
放
棄
や
、

「
乞
食
」
の
行
為
を
通

し
て
、
自
我
の
深
淵
か
ら
抜
け
出
て
ゆ
く
こ
と
を
希
求
す
る
彼
の
姿
に
は
、
ふ
た
た
び
往
年
の
軽
や
か
さ
が
戻
っ
て
く
る
と
言
わ
ね

ば
な
る
ま
い
。
プ
レ
エ
ク
シ
ツ
テ
ン
ツ
の
状
態
の
軽
や
か
さ
は
、
ま
た
次
の
よ
う
に
も
歌
わ
れ
て
い
た
。

ホ
l

フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
演
劇
へ
の
道



四

た
だ
よ
う
如
く
重
み
を
も
た
ね

生
の
深
淵
と
庭
園
が

彼
を
そ
っ
と
支
え
て
い
る
。

(
『
生
の
歌
』

一
八
九
六
〉

往
時
の
ホ

I
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
は
、
全
存
在
の
輪
舞
を
先
導
す
る
つ
と
め
を
、

物
は
西
欧
の
現
実
の
な
か
へ
登
場
す
る
と
き
、
悲
惨
な
不
幸
を
背
負
っ
た
「
乞
食
」
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
現
実
の
重
苦
し
さ

か
ら
、
世
界
像
の
全
体
性
を
救
い
と
る
た
め
に
は
、
乞
食
の
急
激
な
回
心
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
か
つ
て
の
「
も
っ
と
も
純
粋
な
状

態
」
を
自
ら
プ
レ
エ
ク
シ
ス
テ
ン
ツ
と
名
付
け
て
、
そ
こ
か
ら
の
離
脱
を
丹
念
に
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
場

「
狂
人
」
に
託
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
こ
の
人

合
ホ

l
フ
マ

γ
ス
タ
ー
ル
に
と
っ
て
問
題
は
「
乞
食
」
の
回
心
で
は
な
く
、

匙
十

得
で
あ
っ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

「
あ
ら
ゆ
る
物
の
中
央
に
居
る
」
と
い
う
自
覚
の
再
獲

「
僕
の
答
は
宗
教
的
で
あ
る
。
」

と
呼
べ
ぬ
根
本
の
理
由
は
、
お
そ
ら
く
そ
こ
に
あ
る
。
こ
の
詩
人
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
世
界
像
の
全
体
性
と
い
う
事
で

あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
が
彼
を
理
解
す
る
の
に
困
難
を
覚
え
る
最
大
の
理
由
は
、
彼
が
そ
れ
を
生
得
の
も
の
と
し
て
維

と
い
う
彼
の
言
葉
に
も
拘
ら
、
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
彼
を
宗
教
詩
人

持
し
続
け
た
い
」
と
だ
ろ
う
。

「
彼
の
世
界
は
か
た
ち
の
g
S
F
に
お
い
て
、
予
め
す
で
に
決
っ
て
い
た
。
彼
は
か
た
ち
を
も
っ
て
生

れ
て
き
た
の
だ
。
」
親
友
ヤ
l
コ
プ
・
グ
ッ
サ
l
マ
ン
は
、
こ
の
ウ
ィ
ー
ン
と
い
う
街
で
「
洗
練
さ
れ
尽
し
た
個
性
」
を
、
そ
ん
な

註
十
一

言
葉
で
羨
望
し
て
い
た
。

E 

以
上
お
お
よ
そ
、
晩
年
の
ホ
l
フ
マ

ン
ス
タ

ー
ル
が
振
返

っ
て、

「
最
も
重
苦
し
い
時
期
」
と
呼
ん
だ
期
聞
が
、
詩
人
自
身
に
よ



っ
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
、
ま
た
「
重
苦
し
い
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
如
何
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
に
つ
い

て
、
述
べ
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
晩
年
の
ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
慎
悩
の
な
か
か
ら
直
接
吐
露
さ
れ
た
に
違
い
な
い

こ
の
言
葉
は
、
そ
の
一
応
の
意
味
の
う
ら
に
、
そ
れ
を
逆
に
否
定
す
る
も
の
を
含
ん
で
い
た
と
言
え
る
。
重
苦
し
き
と
い
う
表
面
の

と
い
う
よ
り
襖
悩
の
生
々
し
さ
そ
の
も
の
を
直
接
に
主
張
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
軽
や
か
さ
を
予
想
す
る
の
が
こ
の
言
葉
で

意
味
、

あ
る
。

ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
が
喜
劇
と
い
う
「
文
学
の
な
か
で
も
っ
と
も
厄
介
な
形
式
」
に
つ
い
て
述
べ
た
言
葉
、

不
気
味
き
わ
ま
る
も
の
を
す
ら
、
集
中
さ
れ
た
高
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
均
衡
状
態
に
お
い
て
語
り
、
常
に
た
わ
む
れ
の
軽
や
か
さ
を
印

「
重
苦
し
い
、

象
せ
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
」
|
|
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
彼
の
個
々
の
語
会
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
の
あ

り
方
は
、
世
界
像
の
全
体
性
を
救
い
と
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
、
近
代
ド
ラ
マ
の
世
界
を
超
到
し
よ
う
と
す
る
、
彼
の
厄
介
な
立
場
そ

の
も
の
か
ら
出
て
い
る
。

エ
ミ

l
ル
・
シ
ご
タ
イ
ガ

I
は
、
喜
劇
『
厄
介
な
男
』

〈
一
九
二

O
〉
に
お
け
る
社
会
と
言
葉
の
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

「
ど
ん
な
認
識
で
も
、
日
常
茶
飯
に
生
じ
得
る
出
来
事
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
方
で
望
ま
れ
つ
つ
、

べ
て
い
る
。

む
し
ろ
回
避
さ
れ
る
と
い
う
ふ
し
が
あ
る
。
会
話
は
徒
ら
に
空
転
す
る
ば
か
り
で
、
そ
の
な
か
に
人
聞
が
没
し
て
ゆ
く
。
と
こ
ろ
で

こ
の
間
の
事
情
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
詩
人
は
、
絶
え
ず
重
音
奏
法
口
高
官
ぽ
H
F
除
名
目
巾

-g
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真

実
は
、
ま
さ
し
く
そ
れ
を
隠
そ
う
と
す
る
努
力
に
よ
っ
て
、

註
十
二

ロ
一
ー
の
み
の
な
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
」

は
じ
め
て
透
け
て
く
る
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
繊
細
き
わ
ま
る
イ

こ
の
よ
う
な
詩
人
の
言
葉
の
あ
り
方
は
、
言
葉
の
問
題
を
め
ぐ
る
散
文
、

『
チ
ャ
ン
ド

ス
卿
の
書
簡
』
や
『
帰
郷
者
の
手
紙
』
が
、
他
な
ら
ぬ
虚
構
性
と
い
う
仮
面
を
ま
と
っ
て
書
か
れ
た
こ
の
時
期
に
、
す
で
に
萌
芽
と

し
て
出
て
い
た
に
違
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
の
「
重
苦
し
い
」
と
い
う
言
葉
を
、
た
だ
一
方
的
に
近
代
ド
ラ
マ
の
世
界
の
言
葉

悲
劇
的
に
解
釈
す
る
ζ

と
を
つ
つ
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
し
て
、

そ
の
時
は
じ
め
て
、

あ
の
時
期
に

「
歳
構
の
対
話
と
書

ホ

l

フ
マ
シ
ス
タ
ー
ル
の
演
劇
へ
の
道

一五



一六

筒
」
が
集
中
的
に
書
か
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
必
然
性
も
、
よ
〈
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

「
僕
は
詩
人
だ

イ
メ

l

ジ
に
よ
っ
て
体
験
す
る
か
ら
。
」
(
〉
・

5
3
と
、
天
真
欄
漫
に
言
つ
て
の
け
る
こ
と
が
で
き
た
、
プ
レ
エ

ク
シ
ツ
テ
ン

ツ
の
全
体
性

が
崩
壊
し
た
と
き
、
半
ば
そ
の
想
起
に
支
え
ら
れ
、
半
ば
は
近
代
ド
ラ
マ
の
世
界
を
超
加
し
よ
う
と
す
る
意
志
に
導
か
れ
て
、
無
理

強
い
に
奏
で
ら
れ
た
重
音
奏
法
が
、
あ
の
虚
構
の
仮
面
を
ま
と
っ
た
散
文
で
あ
り
、
ま
た
『
エ
レ
ク
ト
ラ
』
〈
一
九

O
三
)
、
『
救
わ

れ
た
ヴ
ェ
一
ス
』
(
一
九

O
四
〉
、
『
エ
デ
ィ
プ
ス
と
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
』
〈
一
九

O
六
)
等
の
翻
案
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

プ
レ
エ
ク
シ
ス
テ
ン
ツ
の
全
体
性
が
崩
れ
て
い
っ
た
と
き
、
そ
の
後
に
、
世
界
の
全
体
性
を
欠
い
た
個
々
の
領
域
、
近
代
自
我
の

深
淵
の
ド
ラ

マ
が
、
容
赦
な
く
ひ
ろ
が
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
、

ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
が
は
じ
め
て
書
き
と
め
た
の
は
、

『
六
七
二
夜

の
メ

l
ル
ヘ
ン
』

ハ
一
八
九
五
〉
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。

リ
ヒ
ア
ル
ト
・
ア
レ

グ
ィ
ン
は
一
八
九
四
||
九
五
年
の
軍
隊
生
活
の
体

験
が
、

ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
初
期
の
短
篇
小
説
に
「
人
生
の
陰
欝
な
荒
廃
と
醜
悪
さ
」
、

註
十
三

の
主
題
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
主
題
ば
か
り
で
な
く
、
言
葉
そ
の
も
の
が
体
験
の
重
み
を
帯
び
は
じ
め
る
の
は
、

そ
し
て
無
意
味
な
死
と
い
う
、
共
通

」
の
作
品
あ
た
り
か
ら
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
符
情
詩
の
言
葉
は
、

し
ば
し
ば
傭
蹴
的
な
視
点
か
ら
語
り
出
そ
う
と
し
て
お
り
、
不
思
議
に
切
実
な
響

き
を
帯
び
な
い
。
例
え
ば
『
体
験
』

供
の
頃
の
自
分
を
岸
辺
に
認
め
、
郷
愁
を
覚
え
る
と
い
う
、
自
我
の
分
裂
に
も
似
た
「
奇
異
な
」
体
験
を
歌
う
場
合
に
す
ら
、
こ
の

事
は
変
ら
ず
、
そ
の
詩
は
、
紺
碧
の
海
原
を
す
べ
る
よ
う
に
走
っ
て
ゆ
く
、
黄
色
い
、
巨
大
な
帆
を
か
か
げ
た
帆
船
の
イ
メ
ー
ジ
に

(
一
八
九
二
)
の
よ
う
に
、
洋
上
を
航
海
す
る
人
が
、
ふ
る
さ
と
の
街
に
た
た
ず
ん
で
泣
く
子

よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
狂
人
や
魔
術
師
の
軽
や
か
さ
は
、
た
ん
に
素
材
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
言
葉
そ
の
も
の

の
不
思
議
な
軽
さ
、
不
気
味
な
ま
で
に
人
の
気
配
を
感
じ
さ
せ
ぬ
軽
や
か
き
で
あ
っ
た
と
一
一
言
え
よ
う
。

今
こ
こ
で
、
体
験
の
重
苦
し
さ
に
充
ち
た
こ
の
小
説
の
筋
の
運
び
を
、
ま
た
そ
こ
に
描
か
れ
た
生
の
脅
威
や
無
意
味
な
死
を
、
問



題
に
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
私
、
が
注
目
し
た
い
の
は
、
或
る
節
で
と
っ
て
い
る
小
説
の
語
り
手
の
態
度
で
あ
る
。
主
人
公
の
富
裕

な
商
家
の
息
子
は
、
別
荘
の
隠
棲
生
活
の
な
か
で
、
四
人
の
召
使
と
次
第
に
微
妙
な
つ
な
が
り
を
結
ぶ
よ
う
に
な
る
。
殆
ん
ど
物
を

言
わ
ぬ
彼
ら
が
、
い
つ
も
何
処
か
か
ら
彼
を
見
つ
め
て
い
る
よ
う
な
感
じ
に
襲
わ
れ
る
。
ホ

I
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
は
そ
れ
を
こ
う
書

い
て
い
る
。

「
し
か
し
そ
の
場
合
彼
は
、
う
な
垂
れ
て
歩
き
回
っ
た
り
、
撫
子
の
そ
ば
に
か
が
み
込
ん
で
、
靭
皮
で
ゆ
わ
え
て
や
っ
た
り
、
枝

の
下
を
く
ぐ
っ
た
り
し
て
い
る
自
分
を
、
彼
ら
が
直
接
見
つ
め
て
い
る
と
思
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
自
分
の
生

の
全
部
を
、
最
も
奥
深
い
本
質
を
、
自
分
の
不
思
議
な
人
間
と
し
て
の
不
完
全
さ
お
宮
巾
唱

r
s
s
-
2
0
-
r
g
g田口
E
n
z
dロ
2
・

E
ロ
m-wrraH
を
、
彼
ら
は
見
透
か
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
気
が
し
た
の
だ
。

彼
は
お
そ
ろ
し
い
胸
苦
し
さ
に
襲
わ
れ
、

の
つ
ぴ
き
な
ら
ぬ
生
に
対
す
る
不
安
に
、
死
ぬ
よ
う
な
思
い
を
し
た
。
自
分
、
が
絶
え
ず

観
察
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
よ
り
、
何
の
益
も
な
い
、
徒
労
な
仕
方
で
自
己
自
身
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
る
と
い

う
事
の
方
が
、
お
そ
ろ
し
か
っ
た
。
庭
は
彼
ら
か
ら
逃
れ
る
に
は
、
小
さ
す
ぎ
た
。
し
か
し
彼
ら
の
す
ぐ
傍
へ
や
っ
て
く
る
と
、
不

安
は
す
っ
か
り
消
え
て
、

つ
い
先
程
ま
で
の
こ
と
を
殆
ん
ど
忘
れ
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
。
近
く
に
居
る
と
、
彼
ら
の
こ
と
を
少
し
も

気
に
せ
ず
、
静
か
に
彼
ら
の
挙
動
を
眺
め
て
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
の
挙
動
は
た
い
へ
ん
親
し
い
も
の
と
な
り
、
彼
ら
の
生
が

絶
え
ず
共
感
し
て
い
る
、
い
わ
ば
肉
体
的
に
共
感
し
て
い
る
と
い
う
事
を
、
そ
の
な
か
か
ら
、投
み
と
れ
る
の
だ
っ
た
。
」

(
〉
巧
H
H
U

ト4

E占、、J

小
説
は
こ
の
あ
と
第
二
部
に
入
っ
て
、
謎
め
い
た
生
に
お
び
き
ょ
せ
ら
れ
、
死
に
向
っ
て
急
ぐ
青
年
の
足
ど
り
を
、
少
し
の
淀
み

も
な
く
、
冷
や
や
か
な
筆
致
で
叙
し
て
ゆ
く
。
ま
た
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
は
、
主
人
公
の
性
格
、
そ
の
神
秘
的
な
物
の
考
え
方
、
あ

る
い
は
四
人
の
召
使
そ
れ
ぞ
れ
の
人
と
な
り
を
、
ゆ
っ
た
り
と
述
べ
て
き
て
い
る
。
上
に
引
用
し
た
部
分
は
、
だ
か
ら
こ
の
小
説
の

ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
演
劇
へ
の
道

七



J¥. 

頂
点
を
な
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
箇
所
は
不
思
議
な
魅
力
に
満
ち
て
い
る
。
今
そ
れ
を
的
確
に
説
明
す
る
こ
と

は
私
に
は
出
来
な
い
が
、
ア
レ
ヴ
ィ
ン
が
用
い
た
「
配
列
」
同

g
r己
主
。
ロ
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、
ヤ
」
の
魅
力
に
僅
か
で
も
近

づ
き
得
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

ア
レ
ヴ
ィ
ン
は
、

ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
が
小
説
『
ア
ン
ド
レ
ア
ス
』
に
著
手
し
た
一
九

O
七
年
頃
か
ら
、
彼
の
作
品
の
人
物
配

置
が
、
三
人
の
人
物
の
分
裂
抗
争
で
は
な
く
、
四
人
の
人
物
相
互
間
の
結
合
融
和
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
方
向
へ
、

一
一
一
の
例
外
を

像
そ
の
も
の
と
か
か
わ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

除
い
て
移
行
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
「
魔
術
的
四
辺
形
」
は
、
た
ん
に
創
作
の
技
法
上
の
問
題
で
は
な
く
、
彼
の
世
界

「
ポ
エ
ジ
ー
の
本
来
は
、
結
合
の
魔
術
性
に
あ
る
」
と
言
う
ホ

I
フ
マ
ン
ス
タ

う!
のル
での
あ空文
る白学
。観

は

「
地
上
の
一
切
の
も
の
が
結
ぼ
れ
る
と
い
う
永
遠
の
神
秘
L

に
基
づ
く
世
界
像
と
、
深
く
結
ば
れ
て
い
る
と
い

ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
に
と
っ
て
は
「
精
神
分
析
で
は
な
く
、
配
列
が
問
題
だ
っ
た
の
だ
」
と
い
う
ア
レ
ヴ
ィ
ン
の
言
葉
は
、
あ

-
の
メ

I
ル
ヘ
ン
の
一
節
に
、
す
で
に
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
箇
所
に
い
た
る
ま
で
の
商
家
の
息
子
は
、
彼
自
身
の

世
界
を
構
築
し
て
、
そ
の
中
心
に
住
も
う
、
文
字
通
り
の
主
人
公
で
あ
っ
た
。
そ
の
審
美
的
な
思
念
の
な
か
で
は
、
死
す
ら
、
彼
に

隷
従
す
る
奴
隷
に
す
、
ぎ
な
い
。

「
《
新
築
な
る
と
き
、
死
神
い
た
る
。
》
そ
ん
な
こ
と
わ
ざ
を
口
ず
さ
む
と
き
、
彼
の
眼
に
は
、
新

築
の
邸
宅
、
と
い
う
よ
り
宮
殿
の
、
翼
を
つ
け
た
獅
子
の
台
座
に
支
え
ら
れ
た
橋
を
、
死
神
が
ゆ
っ
く
り
渡
っ
て
く
る
さ
ま
が
、
あ

り
あ
り
と
映
っ
て
い
た
。

宮
般
に
は
、
死
神
が
運
ん
で
く
る
、
す
ば
ら
し
い
生
の
獲
物
が
充
満
し
て
い
た
。
」

(
〉
巧
戸
∞
)
し
か

し
召
使
い
の
一
人
で
あ
る
老
僕
を
中
傷
す
る
手
紙
の
主
を
、
突
き
と
め
よ
う
と
思
い
た
っ
た
頃
か
ら
、
主
人
と
し
て
の
彼
の
位
置
は

動
揺
し
は
じ
め
る
。
彼
は
謎
め
い
た
生
に
対
す
る
従
者
と
な
る
。
そ
し
て
自
己
の
死
へ
向
っ
て
急
ぐ
彼
は
、
も
は
や
一
ケ
の
操
り
人

形
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
あ
の
箇
所
で
の
コ
ン
フ
ィ
グ
ラ
ツ
イ
オ
ン
は
、
彼
と
召
使
い
た
ち
と
の
本
質
的
に
は
一
対
一
の
対
立
か
ら
、



逆
の
主
従
関
係
を
含
む
、
四
者
の
重
層
的
な
配
列
へ
変
質
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
一
節
に
は
、
心
理
を
叙
し
な
が
ら
そ
の
深
淵
に
溺
れ
な
い
、
不
思
議
な
健
康
さ
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
語
り
ロ
は
、
そ
の

直
前
に
あ
る

2
巳
ロ
巾
ぬ
各
江
口

M
E
2
0
-
r
B
8
2
E
F
n
r目
白
自
己
山
口
∞
ロ
ロ

rZFvv
と
い
う
言
葉
に
、
も
っ
と
も
端
的
に
表
わ
れ
て
い

る
と
考
え
て
よ
い
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
上
に
訳
し
た
よ
う
な
意
味
と
同
時
に
、
通
常
の
理
性
を
も
っ
た
「
人
間
と
し
て
は
到
り
得

註
十
克

ぬ
、
彼
の
不
可
思
議
さ
」
を
意
味
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
続
く
一
節
の
コ
ン
フ
ィ
グ
ラ
ツ
ィ
オ

い
わ
ば
世
界
像
の
座
標
軸
そ
の
も
の
の
動
揺
が
、
な
ん
の
事
か
理
解
で
き
な
く
な
る
。

い
つ
も
何
か
に
お
び
え
て
い
る
よ
う
な
誇
り
だ
。
老
年
の
世
界
所
有
と
深
い
智
慧
。
」
(
〉
w
N
N
S

ン
の
微
妙
な
揺
れ
が
、

「
青
春
ー
ー
そ
の
根
本
感
情
は
、

こ
れ
は
一
九
一
六
年
の
『
ア
ド
・
メ
・
イ
プ
ス
ム
』
中
の
言
葉
で
あ
る
。
主
客
の
対
立
が
「
う
つ
ろ
い
」
の
な
か
で
崩
れ
去
っ
て
、

「
人
と
物
と
夢
が
一
つ
で
あ
る
」
よ
う
な
、
通
常
の
人
の
到
り
得
ぬ
プ
レ
エ
ク
シ
ス
テ
シ
ツ
の
誇
り
と
、
そ
れ
が
人
目
に
は
人
間
的

な
到
ら
な
さ
と
映
る
口
惜
し
さ
ー
ー
ー
こ
の
ア
ン
ピ
ヴ
ァ
レ
ン

ツ
を

《

C
ロN
C
E
ロm
山
口
口

r
Z
F同
H
V

と
い
う
一
語
、が
同
時
に
表
現
し
て
い

し
か
も
そ
れ
は
決
し
て
心
理
主
義
に
堕
ち
て
い
な
い
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
一
節
の
語
り
手
に
は
先
ず
言
葉

が
あ
っ
て
、
徴
妙
な
、
厄
介
な
事
態
に
つ
き
ま
と
う
心
理
の
ひ
だ
は
、
言
葉
の
多
義
性
の
な
か
へ
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
。
先
ず
最
初

た
に
違
い
な
い
。

に
あ
る
の
は
、
そ
う
い
う
一
言
葉
の
存
在
の
確
か
さ
で
あ
る
。

ホ
I
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
は
深
層
心
理
学
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
の
広
範
な
読
書
の
あ
と
が
、
残
さ
れ
た
蔵
書

に
う
か
、
が
え
る
こ
と
を
、
ミ
ヒ
ァ
エ
ル
・
ハ
ン
ブ
ル
ガ

I
は
報
告
し
、
ま
た
詩
人
が
行
情
詩
を
書
く
の
を
や
め
た
こ
と
も
、
こ
の
観

註
十
六

点
か
ら
一
度
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
常
に
忘
れ
て
な
ら
な
レ
の
は
、
ホ

l
フ
マ

ン
ス
タ
ー
ル
の
文
学
に
と
っ
て
精
神
分
析
は
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
、
ア
レ
ヴ
ィ
ン
の
指
摘
で
あ
ろ
う
。

『
詩
に
つ
い
て

の
対
話
』

ハ
一
九

O
四
〉
の
な
か
で
ホ

1
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
は
、
自
己
の
内
部
へ
降
り
て
ゆ
く
よ
う
な
自
己
省
察
の
方
法
を
斥
け
、

ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
演
劇
へ
の
道

九



。

「
自
己
」
伊
与
忠
と
い
う
言
葉
は
、
わ
れ
わ
れ
の
魂
が
「
と
め
ど
も
な
く
た
、
ぎ
り
流
れ
る
存
在
の
爆
布
の
う
え
に
、
実
体
の
な
い
虹

の
よ
う
に
懸
っ
て
い
る
」
と
い
う
事
情
を
示
す
た
め
の
「
比
轍
」
に
す
、
ぎ
な
い
の
だ
と
言
っ
て
い
る
が

(
H
M

口切∞
N
-
h・〉、

「
う
つ
ろ

い
」
の
感
覚
か
ら
出
発
し
た
彼
に
と
っ
て
、
自
我
な
ど
と
い
う
も
の
は
終
始
う
ろ
ん
く
さ
い
代
物
に
す
、
ぎ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

彼
が
生
涯
追
い
求
め
た
の
は
、
自
我
に
先
立
つ
全
体
性
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。

プ
レ
エ
ク
シ
ス
テ
ン
ツ
か
ら
エ
ク
シ
ツ
テ
ン
ツ
へ
の
移
行
と
い
う
、
晩
年
の
彼
自
身
が
提
起
し
た
図
式
の
厄
介
さ
も
、
こ
い
」
か
ら

生
じ
て
い
る
。
リ
ヒ
ア
ル
ト
・
エ
ク
ス
ナ
l
は、

リ
ル
ケ
の
世
界
内
面
空
間
に
し
ば
し
ば
言
及
し
な
が
ら
、

註
十
七

六
)
に
つ
い
て
、
従
っ
て
ま
た
プ
レ
エ
ク
シ
ス
テ
ン
ツ
に
つ
い
て
の
精
微
な
文
献
学
的
解
釈
を
示
し
た
が
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
に
と

『
生
の
歌
』

(
一
八
九

っ
て
理
解
し
に
く
い
の
は
、
若
き
ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
そ
う
い
う
神
秘
思
想
よ
り
も
、

あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
な
、
ぜ
ら
そ
れ
は
、
プ
レ
エ
ク
シ
ス
テ
ン
ツ
の
全
体
性
が
崩
壊
し
た
後
に
、
な
お
も
、
個
我
の
存
在
に
先
立
つ

全
体
性
を
前
提
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
は
両
者
は
決
し
て
真
に
対
立
し
あ
っ
た
概
念
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

『
チ
セ
ン
ド
ス
卿
の
手
紙
』
と
『
帰
郷
者
の
手
紙
』
を
書
い
た
ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
を
、
現
代
ド
イ
ツ
文
学
の
先
駆
者
と
み
な

註
十
八

す
こ
と
は
、
昨
今
の
通
説
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
場
合
わ
れ
わ
れ
は
「
世
界
喪
失
」
と
か
「
詩
人
の
沈
黙
」
な
ど
と
い

う
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
の
側
で
立
て
た
概
念
に
酔
い
、
そ
れ
に
甘
え
て
は
な
る
ま
い
。
ほ
か
な
ら
ぬ
詩
人
の
沈
黙
に
つ
い
て
語
る
チ

註
十
九

ャ
ン
ド
ス
卿
の
言
葉
、
そ
の
「
語
調
」
に
、
わ
れ
わ
れ
は
先
の
メ

I
ル
ヘ
ン
の
場
合
と
ほ
と
ん
ど
同
様
の
事
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

エ
ク
シ
ス
テ
ン
ツ
と
い
う
概
念
の
方
で

ょ
う
。
こ
と
に
チ
セ
ン
ド
ス
卿
が
彼
の
「
自
己
の
鏡
像
」
と
呼
ぶ
ク
ラ
ッ
ス
ス
像
は
、
商
家
の
息
子
の
延
長
線
上
に
あ
っ
て
、
そ
れ

を
超
え
て
い
る
と
言
え
る
。
ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
は
プ
ル
タ
l
ク
、
が
殆
ん
ど
触
れ
な
か
っ
た
「
雄
弁
家
」
と
し
て
の
ク
ラ
ヴ
ス
ス

の
一
面
に
光
を
あ
て
、
チ
ャ
ン
ド
ス
に
こ
う
書
か
せ
て
い
る
。
「
き
わ
め
て
高
尚
な
事
の
み
を
協
議
し
、
世
界
を
統
治
す
る
元
老
院

で
、
そ
の
滑
稽
さ
、
そ
の
た
わ
け
振
り
が
か
く
も
人
自
に
つ
い
た
こ
の
人
物
に
つ
い
て
想
い
を
め
ぐ
ら
す
よ
う
、
或
る
名
状
し
が
た



い
物
が
小
生
に
強
い
る
の
で
す
。
し
か
も
、
そ
の
想
い
た
る
や
、
も
し
そ
れ
を
言
葉
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
瞬
間
に
、

小
生
自
身
に
も
お
よ
そ
馬
鹿
気
た
こ
と
と
し
か
思
わ
れ
ぬ
よ
う
な
、
奇
妙
な
仕
方
で
起
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
」

(
E
F
E〉
チ
ャ
ン
ド

ス
の
沈
黙
は
、
も
は
や
生
半
可
な
言
葉
で
は
届
き
得
ぬ
、
こ
の
「
或
る
名
状
し
が
た
い
物
」
へ
の
誠
実
さ
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
と
、

ホ
1
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
は
主
張
し
て
い
る
の
だ
と
断
定
し
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。
も
は
や
単
に
言
葉
で
「
私
と
全
世
界
と
を
貫
き
た

だ
よ
う
調
和
」

(
E
F
H
d

と
名
付
け
が
た
い
よ
う
な
調
和
へ
の
本
能
的
な
志
向
は
、

チ
ャ
ン
ド
ス
と
い
う
仮
面
の
一
裏
に
秘
め
ら
れ

「
チ
ャ
ン
ド
ス
卿
の
書
簡
1

1
あ
れ
は
神
秘
思
想
を
も
た
ね
神
秘
主
義
者
だ
。」
(
〉

-NHe

て
、
い
た
わ
り
守
ら
れ
た
と
言
え
る
。

と
い
う
『
ア
ド
・
メ
・
イ
プ
ス
ム
』
の
言
葉
も
、
や
は
り
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
を
指
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。

註
二
十

彼
の
親
友
ル
ド
ル
フ
・
ボ
ル
ヒ
ャ
ル
ト
が
い
ち
早
く
「
劇
場
へ
の
道
」
と
名
付
け
た
、
中
期
の
ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
歩
み
は

凡
そ
以
上
の
様
な
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
「
大
衆
の
前
で
の
演
劇
」
に
至
る
一
つ
の
課
程
と
し
て
、

「
読
者
」

の
育
成
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
詩
人
自
身
が
読
者
あ
る
い
は
批
評
家
の
仮
面
を
つ
け
た
「
虚
構
の

対
話
」
が
、
興
味
深
い
問
題
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
そ
れ
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
、
彼
の
演
劇

へ
の
道
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

(
つ
づ
く
〉

註ω
-
E
2
7
n
『
版
の
全
集
お
よ
び
選
集
を
、
文
中
に
そ
れ
ぞ
れ
次
の
様
な
略
号
で
示
し
た
。
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