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モ
ー
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ァ
ル
ト
の
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ド
ン
・
ジ
ヴ
ァ
バ
ン
ニ
』、
あ
る
い
は
音
楽
の
王
国

―
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
め
ぐ
っ
て
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田　

敏
広

第
一
章　
「
感
性
的
＝
エ
ロ
ス
的
な
も
の
」

　

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
『
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
』（
ダ
・
ポ
ン
テ
台
本
）
の
第
一
幕
第
五
場
で
、「
名
前
の
記
さ
れ
た
リ
ス
ト
」
を
見
せ
な
が

ら
歌
わ
れ
る
有
名
な
ア
リ
ア
「
カ
タ
ロ
グ
の
歌
」
よ
れ
ば
、
二
〇
六
五
人
に
も
及
ぶ
女
性
（
Ｍ
二
〇
三
）
を）

1
（

、
次
ぎ
次
に
誘
惑
し
て
倦
む
こ

と
の
な
い
ド
ン
・
フ
ァ
ン
が
、
ま
っ
た
く
の
「
作
り
話
（Fabel

）」
で
あ
る
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
伝
説
上
の
人
物
と
し
て
大
い
に
歴
史
上
の

現
実
と
関
係
し
て
い
る
に
せ
よ）

2
（

、
実
に
さ
ま
ざ
ま
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
、
そ
し
て
ま
た
実
に
多
く
の
作
品
に
お
い
て
素
材
と
な
っ
て
き
た
。

そ
れ
は
、
伝
説
の
生
地
ス
ペ
イ
ン
か
ら
イ
タ
リ
ア
を
始
め
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
広
が
り
、
有
名
な
文
学
上
の
作
品
だ
け
で
も
、
た
と
え

ば
キ
ン
ド
ラ
ー
の
文
学
辞
典
に
は
、
初
演
当
時
物
議
を
か
も
し
た
モ
リ
エ
ー
ル
の
喜
劇
、
Ｅ
・
Ｔ
・
Ａ
・
ホ
フ
マ
ン
の
物
語
、
バ
イ
ロ
ン
の

風
刺
詩
な
ど
十
二
作
品
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る）

3
（

。
し
か
し
、
そ
の
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
超
え
て
広
が
る
こ
の
素
材
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
ド

ラ
マ
、
人
形
劇
、
詩
、
小
説
、
オ
ペ
ラ
、
交
響
詩
、
映
画
な
ど
の
多
く
の
媒
体
に
及
ぶ
と
い
う
媒
体
の
多
様
性
で
あ
る
。
詩
人
の
プ
ー
シ
キ

ン
や
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
小
説
家
の
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
・
デ
ュ
マ
や
プ
ロ
ス
ペ
ル
・
メ
リ
メ
、
音
楽
家
の
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
な
ど
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多
数
の
者
が
、
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
て
ド
ン
・
フ
ァ
ン
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
が
時
代
的
に
も
現
代
ド
イ
ツ
語
圏
文
学
の
重

鎮
ペ
ー
タ
ー
・
ハ
ン
ト
ケ
の
『
ド
ン
・
フ
ァ
ン
』（
二
〇
〇
四
年
、
ち
な
み
に
先
の
キ
ン
ド
ラ
ー
に
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
）
ま
で
及
ぶ
こ

と
を
考
え
る
な
ら
、
こ
の
好
色
放
蕩
の
猟
色
家
は
、
あ
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
を
も
凌
駕
す
る
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
最
も
豊
潤
に
し
て
充
溢
し
た

芸
術
作
品
の
素
材
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
た
膨
大
な
数
に
な
る
ド
ン
・
フ
ァ
ン
を
め
ぐ
る
言
説
の
中
で
も
、
最
も
頻
繁
に
言
及
さ
れ
る
も
の
の
ひ
と
つ

で
あ
る
『
あ
れ
か
、
こ
れ
か
』（
一
八
四
三
年
）
に
お
い
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
そ
の
よ
う
な
ド
ン
・
フ
ァ
ン
と
い
う
素
材
の
多
様
性
を
決

然
と
し
て
否
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
素
材
の
理
念
は
「
感
性
的
＝
エ
ロ
ス
的
な
も
の
」
に
こ
そ
あ

る
の
で
あ
り
、
こ
の
「
感
性
的
＝
エ
ロ
ス
的
な
も
の
」
は
、「
そ
の
間
接
性
と
他
者
の
な
か
へ
の
反
映
に
お
い
て
な
ら
ば
、
言
語
の
領
域
に

属
し
、
倫
理
的
既
定
の
も
と
に
立
つ
」
が
、「
そ
の
直
接
性
に
お
い
て
は
、
た
だ
音
楽
の
な
か
に
し
か
表
現
さ
れ
な
い
」
と
云
う
の
で
あ
る 

（S. 68.

）。
そ
し
て
、
特
に
文
学
と
の
比
較
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
後
者
の
非
適
合
性
が
断
言
さ
れ
る
。

気
分
そ
の
も
の
は
言
葉
に
よ
っ
て
は
表
現
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
言
葉
が
運
び
う
る
に
は
あ
ま
り
に
重
く
て
深
い
。
音
楽
の
み
が
そ
れ
を

再
現
す
る
こ
と
が
で
き
る）

4
（

（S. 83.

）。

　

な
る
ほ
ど
、『
あ
れ
か
、
こ
れ
か
』
は
複
雑
と
い
う
か
、
凝
っ
た
形
式
を
取
っ
て
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
二

部
構
成
と
な
っ
て
い
る
が
、
第
一
部
は
、
美
的
で
感
性
的
な
生
き
方
を
追
究
す
る
人
Ａ
が
書
い
た
と
さ
れ
る
八
つ
の
手
記
か
ら
、
ま
た
第
二

部
は
、
倫
理
的
に
生
き
る
裁
判
官
Ｂ
（
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
）
が
Ａ
に
与
え
た
手
紙
か
ら
な
り
、
こ
の
Ａ
Ｂ
二
人
の
原
稿
を
ビ
ク
ト
ル
・
エ
レ
ミ

タ
（V

ictor Erem
ita

）
と
い
う
架
空
の
人
物
が
手
に
入
れ
て
出
版
し
た
と
い
う
架
空
の
出
版
者
に
よ
る
匿
名
の
著
者
の
文
章
と
し
て
出
版
さ
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れ
た
も
の
と
い
う
形
式
か
ら
成
っ
て
い
る
。
問
題
は
し
か
し
、
そ
の
匿
名
の
著
者
が
、
第
一
部
で
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
二
番
目
の
論
文

「
音
楽
的
・
エ
ロ
ス
的
な
も
の
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
審
美
的
生
活
を
礼
賛
し
な
が
ら
、
第
二
部
に
お
い
て
は
踵
を
返
し
た
よ
う
に
倫

理
的
生
活
を
評
価
し
、
そ
れ
を
実
現
す
る
も
の
と
し
て
結
婚
と
い
う
制
度
の
擁
護
に
回
る
か
ら
で
あ
る）

5
（

。

　

本
来
な
ら
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
『
あ
れ
か
、
こ
れ
か
』
と
い
う
全
体
の
中
で
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
論
を
論
じ
る
の
が
筋
で
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
、
足
立
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
を
ロ
マ
ン
主
義
的
な
も
の
と
考
え
て
、「
真
の
信
仰
が
自
ら

が
ま
た
人
間
全
体
が
罪
（
享
楽
・
恣
意
）
を
く
り
返
し
罰
（
不
安
・
絶
望
）
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
得
ら
れ
ぬ
こ
と
を
物
語
る

逆
説
の
思
想
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
逆
説
の
思
想
を
身
を
も
っ
て
演
じ
る
身
振
り
で
あ
る
」
と
か
考
え
て
い
る）

6
（

。
つ
ま
り
、
足
立
は
『
あ

れ
か
、
こ
れ
か
』
に
お
け
る
審
美
的
生
活
の
礼
賛
を
繰
り
返
し
「
罰
」
を
あ
た
え
る
た
め
の
「
罪
」
だ
と
断
罪
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
私
は
第
一
部
が
、
断
罪
さ
れ
る
べ
き
「
罪
」
だ
と
は
考
え
て
い
な
い
し
、
ま
た
、
弁
証
法
の
最
初
の
課
題
で
あ
り
、
そ
れ
が
反
論

を
経
て
第
三
の
提
言
へ
と
止
揚
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
と
も
考
え
て
は
い
な
い
。
実
際
の
著
者
で
あ
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
、
そ
の
内
容
の
内

部
に
整
理
や
調
停
が
不
可
能
に
な
る
ほ
ど
そ
れ
ぞ
れ
否
定
し
が
た
い
真
実
を
持
っ
た
い
わ
ば
犯
し
が
い
真
実
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

そ
れ
に
見
合
っ
た
あ
の
よ
う
な
複
雑
な
架
空
と
虚
構
を
使
っ
て
単
な
る
並
置
の
形
式
で
発
表
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？　
「
あ
あ
私
の

心
に
は
二
つ
の
魂
が
棲
ん
で
い
る
」
と
い
う
あ
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
苦
し
い
叫
び
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

実
際
ま
た
、
こ
の
鮮
烈
な
「
感
性
的
＝
エ
ロ
ス
的
な
も
の
」
の
部
分
は
、
し
ば
し
ば
独
立
し
て
出
版
さ
れ
た
り
、
そ
の
内
容
が
紹
介
さ
れ

た
り
し
て
来
た
の
で
あ
っ
た）

7
（

。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
篤
実
な
キ
リ
ス
ト
教
信
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
異
教
的
な
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
た
る
モ
ー

ツ
ァ
ル
ト
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
や
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。（
こ
の
問
題
は
本
稿
の
最
終
章
（
第
四
章
「
あ
れ
か
、
こ
れ
か
」）
で

も
も
う
一
度
問
題
に
す
る
）。
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そ
う
い
う
わ
け
で
、
冒
頭
の
問
題
に
返
る
こ
と
に
な
る
が
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
音
楽
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
礼
賛
に
終
始
す
る
際
に
繰
り
返

し
強
調
さ
れ
る
「
音
楽
の
な
か
に
し
か
表
現
さ
れ
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
主
張
は
重
要
で
あ
り
、
改
め
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私

は
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
あ
の
モ
リ
ー
ナ
の
喜
劇
以
来
こ
の
素
材
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
再
三
に
亘
る
「
音
楽
の
み
が
そ
れ
を
再
現

す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
云
う
断
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
、（
風
刺
詩
や
長
編
小
説
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
取
っ
て
は
い
る
も
の
の
）
文
学

作
品
と
し
て
も
実
際
に
多
く
創
作
さ
れ
て
来
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
空
間
的
に
も
、
い
わ
ば
母
国
た
る
ス
ペ
イ
ン
、
そ
し
て
イ
タ
リ

ア
や
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
当
て
は
ま
る
し
（D

on Juan

、
ス
ペ
イ
ン
語
で
は
ド
ン
・
フ
ァ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
ド
ン
・
ジ
ュ

ア
ン
、
イ
タ
リ
ア
語
で
は D

on Jiovanni 

ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
）、
時
間
的
に
も
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
以
後
の
現
代
に
ま
で
続
い
て
い
る
。

　

た
し
か
に
、
も
ち
ろ
ん
音
楽
作
品
た
る
オ
ペ
ラ
も
ま
た
多
く
創
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
一
七
八
七
年
十
月
に
プ
ラ
ハ
で
初
演
さ
れ
た

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
『
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
』
と
ま
さ
に
ち
ょ
う
ど
同
じ
年
の
二
月
に
も
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
も
う
ひ
と
つ
の
『
ド
ン
・
ジ
ョ

ヴ
ァ
ン
ニ
』
が
初
演
さ
れ
て
い
る
。 

台
本
は
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ベ
ル
タ
ー
テ
ィ
（G

iovanni B
ertati

）
で
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
作
品
に
は
出

て
こ
な
い
登
場
人
物
も
お
り
、
当
時
の
流
行
作
曲
家
だ
っ
た
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
ガ
ッ
ツ
ァ
ニ
ー
ガ
（G

iuseppe G
azzaniga

）
が
作
曲
し
て
い

る
ま
た
『
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
以
前
の
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
』
の
ク
ン
ツ
ェ
に
よ
れ
ば
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
と
ガ
ッ
ツ
ァ
ニ
ー
ガ
の
作
品
が
上
演

さ
れ
た
一
七
八
七
年
以
前
の
十
年
ば
か
り
の
間
に
も
、
六
作
品
も
が
初
演
さ
れ
て）

8
（

。
し
た
が
っ
て
、
ド
ン
・
フ
ァ
ン
素
材
を
め
ぐ
っ
て
、
文

学
作
品
と
オ
ペ
ラ
を
始
め
と
す
る
音
楽
作
品
の
混
沌
状
況
が
現
出
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
正
確
な
表
現
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
混
在
の
現
状
に
対
し
て
も
、「
音
楽
の
み
が
そ
れ
を
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
断
言

が
齟
齬
を
き
た
す
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
と
す
る
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
混
在
の
状
況
を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
の
な
い
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
断

言
は
、
単
に
作
品
が
作
ら
れ
る
と
い
こ
と
で
は
な
く
、
真
に
そ
の
名
に
値
す
る
芸
術
作
品
を
創
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
に
考
え
ざ
る

を
え
な
い
。
つ
ま
り
、「
感
性
的
＝
エ
ロ
ス
的
な
も
の
」
こ
そ
が
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
と
い
う
芸
術
家
を
「
不
滅
」
に
す
る
の
で
あ
り
、
彼
の
『
ド
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ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
』
と
い
う
作
品
を
「
唯
一
」
の
も
の
と
す
る
、
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
『
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
』
と
は
、
ま
さ
に
「
絶
対
的
芸
術
作
品）

9
（

（opus absolutum

）」、
す
な
わ
ち
単
に
オ

ペ
ラ
の
中
や
音
楽
の
中
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
お
よ
そ
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
中
で
「
唯
一
」
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

い
っ
た
い
こ
の
「
絶
対
的
芸
術
作
品
」
の
内
実
を
成
し
、「
音
楽
の
み
が
」「
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
「
感
性
的
＝
エ
ロ
ス
的

な
も
の
」
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？　

た
と
え
ば
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
文
学
の
「
言
葉
」
に
は
「
表
現
さ
れ
な
い
」
も

の
と
し
て
「
気
分
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の
「
気
分
」
と
は
普
通
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
軽
い
も
の
と
し
て
使
わ
れ
る
の
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
が
そ
れ
を
「
あ
ま
り
に
重
く
て
深
い
」
と
形
容
す
る
の
に
は
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
内
実
を
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
「
気
分
」
と
い
う
言
葉
に

込
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
す
る
の
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

第
二
章　
《
文
学
的
》
ド
ン
・
フ
ァ
ン
、
あ
る
い
は
風
刺
、
倫
理
、
哲
学
、
精
神
分
析

　

さ
て
、
本
稿
の
註
②
で
挙
げ
た
テ
ィ
ル
ソ
の
『
セ
ビ
ー
リ
ャ
の
嘲
弄
色
事
師
と
石
の
招
客
』
は
、
ド
ン
・
フ
ァ
ン
素
材
に
基
づ
く
最
初
の

作
品
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
作
品
か
ら
し
て
、
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
こ
の
素
材
を
扱
う
際
の
問
題
を
多
分
に
孕
ん
で
い
る
。

た
と
え
ば
、
佐
竹
は
、「
自
由
奔
放
で
、
悪
く
言
え
ば
偏
執
狂
に
近
い
ド
ン
・
フ
ァ
ン
と
言
う
人
物
」
の
中
に
、「
当
時
の
ス
ペ
イ
ン
の
都
会

（
特
に
セ
ビ
ー
リ
ャ
、
当
時
ス
ペ
イ
ン
領
だ
っ
た
ナ
ポ
リ
）
に
見
ら
れ
る
モ
ラ
ル
の
低
下
を
読
み
込
も
う
と
し
て
い
る）

10
（

。
な
る
ほ
ど
佐
竹
は
、

そ
の
よ
う
な
批
判
は
「
宮
廷
全
体
に
対
す
る
大
が
か
り
な
非
難
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
、
主
人
公
は
「
途と

轍て
つ

も
な
い
人
非
人
」
に
ほ
か
な
ら

ず
、「
こ
れ
で
も
か
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
ド
ン
・
フ
ァ
ン
を
悪
役
に
仕
立
て
反
面
教
師
に
し
よ
う
と
す
る
作
者
の
意
図
が
明
確
に
表
れ
て
い

る
」
と
総
括
し
て
は
い
る
。
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し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
作
者
の
密
か
な
社
会
風
刺
的
な
意
図
を
、
た
と
え
ば
題
名
の
「burlador

」
を
「
嘲
弄
家
」
と
取
る
パ
ー
レ
ン
な

ど
は
、
も
っ
と
積
極
的
に
解
釈
し
て
い
る）

11
（

。「
ド
ン
」
と
い
う
尊
称
で
呼
ば
れ
る
主
人
公
の
高
貴
な
家
柄
に
注
目
し
、
そ
の
よ
う
な
有
閑
貴

族
階
級
の
堕
落
を
描
く
こ
と
が
作
品
の
大
き
な
目
的
だ
と
考
え
て
い
る
。

　
「burlador
」
を
「
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
」
と
解
釈
す
る
ロ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
は
、
さ
ら
に
積
極
的
に
主
人
公
を
解
釈
す
る）

12
（

。
す
な
わ
ち
ロ
ー
ラ

ン
ド
は
、
あ
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
（
神
話
）
に
精
通
し
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
や
ヘ
ル
メ
ス
神
話
を
奉
じ
て
、
中
世
の
天
動
説
に
反
対
し
近

代
宇
宙
論
の
元
祖
の
ひ
と
り
と
な
り
、
異
端
審
問
裁
判
に
よ
っ
て
処
刑
さ
れ
た
あ
の
ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
・
ブ
ル
ー
ノ
が
、
テ
ィ
ル
ソ
と
同
時
代

に
生
き
た
同
じ
修
道
僧
で
あ
っ
た
こ
と
に
着
目
し
、
と
も
に
「
晩
餐
」
が
重
要
な
役
割
を
担
う
、
前
者
の
『
聖
灰
日
の
晩
餐
』
と
後
者
の
『
セ

ビ
ー
リ
ャ
の
嘲
弄
色
事
師
と
石
の
招
客
』
の
類
縁
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
面
に
お
い
て
非
道
徳
の
権
化
と
言
え
る
ド
ン
・
フ
ァ

ン
は
、
詐
術
的
知
恵
や
身
体
的
敏
捷
性
を
も
っ
て
神
や
王
な
ど
秩
序
の
体
現
者
を
愚
弄
し
，
世
界 （
社
会
）
秩
序
を
混
乱
・
破
壊
さ
せ
る
一

方
、
秩
序
と
混
沌
，
文
化
と
自
然
，
善
と
悪
な
ど
の
二
元
論
的
世
界
の
間
を
自
由
に
往
還
し
て
硬
直
し
た
状
況
に
流
動
性
を
与
え
，
活
性
化

す
る
「
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
」
だ
と
云
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
出
自
を
持
つ
ド
ン
・
フ
ァ
ン
伝
説
は
、
冒
頭
で
も
概
観
し
た
よ
う
に
、
そ
の
後
多
く
の
文
学
作
品
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
は
、
特
定
の
女
性
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
を
避
け
、
次
か
ら
次
に
新
し
い
女
性
を
求
め
た
ド
ン
・
フ
ァ
ン
の
心
理
の
解
釈
が
さ
ま

ざ
ま
に
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、
不
幸
や
後
悔
や
責
め
苦
を
担
う
悪
の
天
使
、
あ
る
い
は
そ
の
時
代
そ
の
時
代
の
道
徳
に
反
抗
す
る
反
逆
者
と

し
て
、
か
っ
こ
う
の
人
物
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
文
学
は
、（
次
章
で
考
察
す
る
よ
う
な
）
音
楽
と
は
違
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
心
理
の
解
釈

や
道
徳
に
関
与
す
る
か
ら
で
あ
る
。（
こ
の
側
面
か
ら
、
二
十
世
紀
に
な
る
と
ド
ン
・
フ
ァ
ン
的
人
物
の
精
神
分
析
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
も

し
た）

13
（

）。

　

し
か
し
、
ド
ン
・
フ
ァ
ン
を
い
わ
ば
小
道
具
に
し
た
社
会
風
刺
で
は
な
く
、
ド
ン
・
フ
ァ
ン
自
身
を
徹
底
的
な
「
人
非
人
」
か
ら
救
い
出
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し
、
あ
る
種
の
肯
定
的
人
物
へ
と
変
身
さ
せ
た
十
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
を
中
心
と
し
た
文
学
作
品
は
、
ド
ン
・
フ
ァ
ン
伝
説
受
容
の
に
お
け
る

画
期
的
な
も
の
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
端
緒
と
言
う
べ
き
も
の
が
、
せ
い
ぜ
い
陽
気
で
シ
ニ
カ
ル
な
誘
惑
者
で
あ
っ
た
伝
説
の
主

人
公
を
、
神
性
を
持
っ
た
深
刻
な
思
索
家
と
し
て
描
き
出
し
た
短
編
小
説
『
ド
ン
・
フ
ァ
ン
』（
一
八
一
三
年
）
の
作
者
ホ
フ
マ
ン
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
ド
ン
・
フ
ァ
ン
が
女
性
を
次
々
と
誘
惑
す
る
の
は
ホ
フ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、「
恋
愛
に
よ
っ
て
、
女
性
な
る
も
の
を
味
わ
い
尽
く

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
き
っ
と
こ
の
地
上
で
も
実
現
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
、「
こ
の
世
の
も
の
な
ら
ず
し
て
天
上
の
約
束
事
と

し
て
し
か
私
た
ち
人
間
の
胸
の
内
に
は
宿
っ
て
い
な
い
あ
の
無
限
の
憧
憬
」
に
か
ら
れ
て
「
あ
あ
ま
で
貪
欲
に
休
む
間
も
な
く
、
地
上
の
世

界
に
現
れ
る
す
べ
て
の
現
象
に
か
か
ず
ら
」
わ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
悪
魔
が
目
を
つ
け
」
た
の
で
あ
っ
た）

14
（

（S. 93.

）。
せ
い
ぜ
い

陽
気
で
軽
薄
な
遊
び
人
で
あ
っ
た
男
を
、
こ
の
よ
う
な
哲
学
的
に
し
て
ロ
マ
ン
主
義
的
な
ド
ン
・
フ
ァ
ン
像
の
変
容
さ
せ
て
基
底
に
は
、
バ

ロ
ッ
ク
以
来
の
断
罪
と
地
獄
落
ち
を
テ
ー
マ
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
宗
教
劇
の
伝
統
を
見
る
研
究
者
も
い
る）

15
（

。

　

い
づ
れ
に
せ
よ
、
救
済
を
渇
望
し
な
が
ら
悪
魔
の
姦
計
に
陥
る
破
滅
的
な
思
索
家
と
い
う
解
釈
は
、
ド
イ
ツ
の
も
う
一
つ
の
豊
饒
に
し
て

偉
大
な
伝
説
フ
ァ
ウ
ス
ト
と
も
結
び
つ
き
な
が
ら
、
十
九
世
紀
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
『
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
』
受
容
の
主
流
に
な
っ
て
い
っ

た
こ
と
は
、
多
く
の
研
究
者
も
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る）

16
（

。
そ
の
際
に
は
ま
た
、
ホ
フ
マ
ン
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
な
る
ほ

ど
印
象
深
く
は
あ
る
が
誘
惑
者
の
ひ
と
り
に
過
ぎ
な
か
っ
た
ド
ン
ナ
・
ア
ン
ナ
が
、
農
民
で
あ
る
レ
テ
ル
チ
ェ
ー
ニ
な
ど
と
は
違
っ
て
、

ド
ン
・
フ
ァ
ン
の
（
次
か
ら
次
へ
女
性
を
追
い
求
め
は
す
る
が
）
い
わ
ば
永
遠
の
恋
人
と
し
て
、
作
品
の
前
面
に
躍
り
出
て
強
調
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
伝
説
の
ロ
マ
ン
主
義
的
な
変
容
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
し
て
、
シ
ュ
テ
イ
ネ
ッ
ケ
も
言
う
よ
う
に
、
こ
の
両
者
の
広
範
な
流
布
に
「
古
代
の
多
く
の
元
来
宗
教
的
な
神
話
的
人
物
と
は
好
対
照

に
、
文
学
の
精
神
に
よ
る
前
期
近
代
の
成
立
」
と
い
う
歴
史
的
背
景
が
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る）

17
（

。
欲
望
を
認
め
て
そ
の
充
足
を
あ
ら

ゆ
る
手
段
に
よ
っ
て
追
及
す
る
物
質
的
に
し
て
合
理
主
義
的
な
近
代
と
表
裏
一
体
に
存
在
し
た
の
が
、
哲
学
的
・
ロ
マ
ン
主
義
的
な
思
想
で
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あ
り
、
そ
の
申
し
子
が
ホ
フ
マ
ン
の
ド
ン
・
フ
ァ
ン
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
云
う
「
感
性
的
＝
エ
ロ
ス
的

な
も
の
」
と
は
対
照
的
な
《
文
学
》
の
悟
性
的
な
働
き
は
必
須
で
あ
っ
た
。

　

第
三
章　
《
音
楽
的
》
ド
ン
・
フ
ァ
ン
、
あ
る
い
は
言
葉
の
「
反
省
」
に
抗
す
る
、
音
の
「
陶
酔
」

　

も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
《
文
学
的
》
ド
ン
・
フ
ァ
ン
像
が
花
盛
り
の
（
基
本
的
に
は
現
在
ま
で
も
続
い
て
い
る
）
十
九
世
紀
前
半
に
お

い
て
も
、《
音
楽
的
》
ド
ン
・
フ
ァ
ン
像
は
も
ち
ろ
ん
存
在
し
て
い
た
。
前
者
の
代
表
た
る
ホ
フ
マ
ン
の
短
編
小
説
に
お
い
て
も
、
注
意
深

く
読
む
な
ら
、
名
前
を
変
え
る
く
ら
い
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
崇
拝
者
で
あ
っ
た
ホ
フ
マ
ン
は
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
『
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
』

に
最
高
の
芸
術
作
品
た
る
賛
辞
を
捧
げ
て
「
あ
ら
ゆ
る
オ
ペ
ラ
の
内
の
オ
ペ
ラ
と
も
言
う
べ
き
傑
作
」
と
し
て
語
り
手
を
通
じ
て
オ
マ
ー

ジ
ュ
を
捧
げ
て
い
る）

18
（

。
実
際
ま
た
音
楽
家
で
も
あ
っ
た
ホ
フ
マ
ン
自
身
が
指
揮
し
た
一
八
一
三
年
六
月
二
十
七
日
の
ド
レ
ス
デ
ン
に
お
け
る

上
演
は
、
小
説
に
お
い
て
の
大
胆
な
解
釈
と
は
対
照
的
な
「
作
品
に
忠
実
な
」
も
の
だ
っ
た
と
い
う）

19
（

。

　

さ
ら
に
、
ホ
フ
マ
ン
に
限
ら
ず
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
『
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
』
に
対
し
て
、
単
に
最
高
の
オ
ペ
ラ
作
品
で
あ
る
ど
こ
ろ

か
最
高
の
《
音
楽
》
作
品
で
あ
る
に
も
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
も
そ
も
「
ま
さ
し
く
傑
作
そ
の
も
の
（das M

eisterw
erk schlechthin

）」
で
あ
っ

た
と
い
う
評
価
が
十
九
世
紀
前
半
に
は
す
で
に
支
配
的
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の

『
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
』
こ
そ
は
、「
絶
対
的
芸
術
作
品
」
こ
れ
ぞ
ま
さ
に
芸
術
な
の
で
あ
る）

20
（

。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
特
別
評
価
の
中
で

発
表
さ
れ
、
そ
の
結
果
ま
た
そ
の
評
価
を
よ
り
堅
固
な
も
の
に
し
た
の
が
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

さ
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
第
一
章
で
注
目
し
た
「
感
性
的
＝
エ
ロ
ス
的
な
も
の
」
を
措
定
す
る
が
、
そ
れ
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
「
心

的
」
に
し
て
「
精
神
的
な
も
の
」
と
い
う
概
念
を
持
ち
出
し
、
こ
の
二
項
対
立
を
通
し
て
、
か
れ
の
主
張
を
展
開
し
て
い
く
。
な
る
ほ
ど
、
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こ
の
よ
う
な
精
神
と
感
性
の
二
元
論
は
よ
く
見
ら
れ
る
陳
腐
な
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
芸
術
の
ジ
ャ
ン
ル
を
対
象
に
対
す
る
媒
介
と
表

現
し
、
文
学
と
音
楽
の
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
論
を
展
開
す
る
と
こ
ろ
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
論
の
特
徴
が
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
精
神
的
な
も
の
」
の
媒
介
と
な
る
の
が
「
絶
対
的
に
精
神
的
な
媒
介
」
た
る
言
語
に
よ
る
文
学
に
ほ
か
な
ら
ず
、
一
方
の
「
思
想
を
追
い

払
う
」
媒
介
が
音
楽
な
の
で
あ
る
。
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
は
、「
言
語
の
中
で
は
媒
介
と
し
て
の
感
性
的
な
も
の
は
単
な
る
道

具
に
下
落
さ
せ
ら
れ
る
」。
一
方
、「
感
性
的
＝
エ
ロ
ス
的
な
も
の
」
を
表
現
す
る
の
が
音
楽
で
あ
る
と
言
え
る
（
Ｋ
四
六
、五
二
）。

言
語
の
中
に
は
反
省
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
言
語
は
直
接
的
な
も
の
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
反
省
は
直
接
的
な
も
の
を
殺
す
。

そ
れ
ゆ
え
に
言
語
の
中
で
音
楽
的
な
も
の
は
発
言
し
え
な
い
、

　

さ
ら
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
論
を
独
特
の
も
の
に
し
て
い
る
の
は
、
先
の
よ
う
な
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
の
二
元
論
と
並

行
し
て
聴
覚
と
い
う
感
覚
の
概
念
を
持
ち
出
し
、
彫
刻
や
絵
画
や
建
築
と
い
う
視
覚
芸
術
と
の
比
較
に
よ
る
感
覚
論
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が

あ
る
。
つ
ま
り
視
覚
芸
術
に
対
し
て
は
、
対
立
す
る
は
ず
の
文
学
と
音
楽
は
共
通
点
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。「
言
語
は
耳
に
訴
え
る
」（
Ｋ

四
八
）
か
ら
で
あ
り
、
文
学
と
音
楽
が
「
時
間
の
な
か
で
進
行
す
る
」
す
る
の
に
対
し
て
、
建
築
や
彫
刻
や
絵
画
は
「
そ
の
成
立
を
空
間
の

な
か
に
も
つ
」（
Ｋ
四
九
）
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
音
楽
を
可
能
に
す
る
聴
覚
は
「
も
っ
と
も
精
神
的
に
規
定
さ
れ
た

感
覚
」
４
８
で
も
あ
る
。
た
だ
、「
感
性
的
＝
エ
ロ
ス
的
な
も
の
」
こ
そ
が
あ
く
ま
で
音
楽
の
本
領
な
の
で
あ
り
、
一
方
文
学
の
本
領
は
「
精

神
的
な
も
の
」
に
あ
り
、
文
学
で
は
「
感
性
的
＝
エ
ロ
ス
的
な
も
の
」
は
「
単
な
る
道
具
に
下
落
さ
せ
ら
れ
る
」。
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第
四
章　

文
学
の
具
体
性
と
音
楽
の
抽
象
性

　

言
語
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
精
神
は
、
そ
の
悟
性
的
な
性
格
ゆ
え
に
合
理
的
な
分
析
が
特
徴
で
あ
る
た
め
に
、
個
と
個
人
主
義
と
い
う
側

面
が
強
く
「
具
体
的
」
で
あ
る
一
方
、「
感
性
的
＝
エ
ロ
ス
的
」
な
も
の
は
、（
人
間
と
外
界
と
い
う
万
物
の
）
自
然
の
中
に
「
感
性
的
欲
念

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」（
Ｋ
一
〇
八
）
と
し
て
集
合
的
で
「
抽
象
的
な
も
の
」
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
様
相
を
持
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
前

者
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
が
人
間
の
「
個
性
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
永
遠
に
打
ち
寄
せ
る
波
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、『
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
』
と
い
う
オ
ペ
ラ
の
リ
ブ
レ
ッ
ト
に
お
け
る
粗
筋
の
展
開
や
そ
の
背
後
に
あ
る
歴
史
的
社
会
、

あ
る
い
は
登
場
人
物
た
ち
の
性
格
や
行
動
に
つ
い
て
考
察
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
ほ
か
の
戯
曲
作
品
の
そ
れ
と
比
較
し
て
検
討
し
た

り
、
あ
る
い
は
ま
た
作
品
の
音
楽
モ
チ
ー
フ
の
特
徴
や
重
要
性
と
そ
れ
ら
の
展
開
や
構
成
を
立
証
す
る
よ
う
な
、
一
般
的
な
研
究
は
『
ド
ン
・

ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
』
を
対
象
と
す
る
場
合
、
あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
言
う
。

ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
は
ど
ん
な
様
子
を
し
て
い
る
か
、
彼
は
美
し
い
か
、
若
い
か
そ
れ
と
も
中
年
か
、
ほ
ぼ
何
歳
く
ら
い
か
（
Ｋ

一
〇
六
）、

と
い
う
よ
う
な
外
面
的
特
徴
は
も
ち
ろ
ん
、

彼
が
娘
の
心
に
忍
び
込
む
た
め
に
用
い
る
狡
智
・
策
略
で
あ
り
、
そ
の
心
を
抑
え
る
た
め
に
手
に
入
れ
る
支
配
力
で
あ
り
、
相
手
を
た
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ぶ
ら
か
す
計
画
的
、
継
続
的
な
誘
惑

と
い
っ
た
「
彼
が
誘
惑
す
る
さ
い
の
技
術
・
徹
底
性
・
深
謀
」（
Ｋ
八
七
六
）
の
よ
う
な
彼
の
性
格
と
内
面
の
特
徴
も
、
作
品
『
ド
ン
・
ジ
ョ

ヴ
ァ
ン
ニ
』
に
と
っ
て
ほ
と
ん
ど
重
要
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
う
い
う
訳
で
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
ド
ン
・
フ
ァ
ン
の
女
性
遍
歴
の
な
か
で
誘
惑
さ
れ
る
女
性
が
た
ま
た
ま
貴
族
の
娘
エ
ル
ヴ
ィ
ー
ラ
と

百
姓
娘
ツ
ェ
ル
リ
ー
ニ
と
な
っ
て
い
る
の
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
誘
惑
の
個
性
を
描
き
分
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
「
感
性
的
欲
念
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
」
強
さ
と
普
遍
性
を
表
現
す
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
ド
ン
・
フ
ァ
ン
の
名
相
棒
で
あ
る
従
者
レ
ポ
レ
ッ
ロ
が
、
エ
ル
ヴ
ィ
ー
ラ
を
「
慰
め
」
よ
う
と
し
て
歌
い
上
げ
る
第
一

幕
第
五
幕
の
あ
の
有
名
な
ア
リ
ア
「
カ
タ
ロ
グ
の
リ
ス
ト
」
は
、
そ
の
犠
牲
と
な
っ
た
「
ス
ペ
イ
ン
だ
け
で
一
〇
〇
三
人
」
と
い
う
よ
う
な

具
体
的
な
女
性
の
数
の
生
々
し
さ
に
よ
り
目
立
ち
が
ち
で
あ
る
が
、
け
っ
し
て
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
オ
ペ
ラ
の
も
っ
と
も
屈
辱
的
で
あ

る
と
同
時
に
も
っ
と
も
天
才
的
な
瞬
間
―
外
面
的
に
は
滑
𥡴
で
あ
る
が
奥
底
に
お
い
て
は
悲
劇
的
」」
な
ゆ
え
に
、
オ
ペ
ラ
の
象
徴
と
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
ア
リ
ア
が
オ
ペ
ラ
『
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
』
を
代
表
す
る
の
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、「
年
増
女
」

も
大
歓
迎
で
、
え
り
好
み
を
し
な
い
ま
さ
に
「
ス
カ
ー
ト
さ
え
は
い
て
い
れ
ば
」
と
い
う
「
感
性
的
欲
念
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
の
普
遍
性
を
表

現
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
な
の
で
あ
る
。

そ
の
中
に
は　

村
娘
や

メ
イ
ド
、
町
娘
が
い
ま
す

伯
爵
夫
人
、
男
爵
夫
人
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侯
爵
夫
人
や
公
爵
夫
人
が
い
ま
す

あ
ら
ゆ
る
身
分
の
女
性
た
ち
が
い
ま
す

あ
ら
ゆ
る
容
姿
、
あ
ら
ゆ
る
年
齢
（
の
女
性
が
い
ま
す
）

関
係
な
い
の
で
す 

金
持
ち
で
も

醜
く
て
も　

美
し
く
て
も

ス
カ
ー
ト
さ
え
は
い
て
い
れ
ば

あ
な
た
も
知
っ
て
い
る
で
し
ょ
う　

あ
の
人
が
す
る
こ
と
を
（
Ｍ
二
〇
三
）

　

と
こ
ろ
で
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
評
価
し
礼
賛
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
審
美
的
生
活
の
根
幹
と
す
る
の
は
、「
感
性
的
＝
エ
ロ
ス
的
な
も
の
」

で
あ
り
、
ド
ン
・
フ
ァ
ン
を
「
人
格
あ
る
い
は
個
人
と
し
て
で
は
な
く
、
威
力
と
し
て
提
示
す
る
」（
Ｋ
一
二
二
）
音
楽
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

感
性
は
ひ
と
つ
の
国
、
ひ
と
つ
の
国
家
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
国
に
は
言
語
も
、
思
索
の
熟
慮
も
、
反
省
の
労
多
い
獲
得
も
住
み
つ
か

ず
、
そ
こ
に
は
た
だ
情
熱
の
原
初
的
な
声
、
歓
楽
の
た
わ
む
れ
、
陶
酔
の
荒
々
し
い
騒
ぎ
だ
け
が
鳴
り
響
き
、
そ
こ
で
は
人
々
は
た
だ

永
遠
の
恍
惚
の
な
か
で
享
楽
す
る
ば
か
り
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。（
Ｋ
八
九
）

　
　ド

ン
・
フ
ァ
ン
に
は
「
怜
悧
な
熟
慮
が
不
足
し
て
い
る
」
が
、「
感
性
的
欲
念
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
も
っ
て
い
る
ゆ
え
に
、
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こ
の
精
力
、
こ
の
威
力
に
は
け
っ
し
て
言
葉
が
表
現
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ひ
と
り
音
楽
だ
け
が
そ
の
観
念
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
反
省
と
思
想
に
と
っ
て
そ
れ
は
言
い
が
た
い
か
ら
で
あ
る
（
Ｋ
一
一
〇
）

ド
ン
・
フ
ァ
ン
の
誘
惑
と
女
性
遍
歴
の
中
に
あ
る
「
情
熱
の
原
初
的
な
声
、
歓
楽
の
た
わ
む
れ
、
陶
酔
の
荒
々
し
い
騒
ぎ
」
を
、
す
な
わ
ち

「
感
性
的
＝
エ
ロ
ス
的
」
な
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
た
だ
「
思
索
の
熟
慮
」
と
い
う
言
語
に
よ
る
反
省
に
終
始
す
る
文
学
的
ド
ン
・

フ
ァ
ン
像
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
あ
ん
な
に
反
発
す
る
理
由
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
音
楽
作
品
で
あ
れ
ば
何
で
も
「
感
性
的
＝
エ
ロ
ス
的
」
な
も
の
の
媒
介
に
な
り
得
る
と
考
え
る
の
は
大
き
な
誤
り
で
あ
る
。

あ
く
ま
で
そ
れ
は
音
楽
と
い
う
媒
介
が
持
ち
得
る
可
能
性
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
可
能
性
を
実
現
し
た
作
品
こ
そ
が
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
『
ド

ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
』
に
ほ
か
な
ら
ず
、「
感
性
的
＝
エ
ロ
ス
的
」
な
も
の
を
音
に
よ
っ
て
媒
介
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
『
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
』
は
「
絶
対
的
芸
術
作
品
」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
『
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
』
も
ま
た
そ
の
結
末
に
お
い
て
、
女
性
遍
歴
を
繰
り
返
す
ド
ン
・
フ
ァ

ン
を
石
像
に
押
し
殺
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
倫
理
的
な
反
省
を
持
ち
込
ん
で
い
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
は
多
く
の
人
が
持
つ
で
あ

ろ
う
し
、
大
抵
の
研
究
者
も
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
否
定
し
て
い
な
い
。
実
際
ま
た
、『
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
』
の
題
名
は
、
本
稿
第
二
章

で
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
単
に
「
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
」
で
は
な
く
、「
石
の
招
客
」
が
付
け
加
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
も
な
い
。
肝
心
な

の
は
、
プ
ラ
ハ
初
演
の
際
の
イ
タ
リ
ア
語
台
本
で
は
、「
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
あ
る
い
は
罰
せ
ら
れ
た
放
蕩
者
（D

on G
iovanni ossia Il 

D
issoluto punito, D

on G
iovanni oder B

estrafte W
üstling

）」（
Ｍ
八
）
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
そ
の
後
の
ド
イ
ツ
語
版
で

も
良
心
的
も
の
は
踏
襲
し
て
い
る）
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。
こ
こ
に
は
、
誘
惑
者
ド
ン
・
フ
ァ
ン
に
対
す
る
も
っ
と
も
明
確
な
倫
理
的
な
非
難
が
表
現
さ
れ
て
い
な
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い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
反
論
に
対
し
て
も
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。
彼
は
ま
ず
、
テ
ィ
ル
ソ
や
モ
リ
エ
ー
ル
を
始
め
と
し
て
、

伝
統
的
に
騎
士
団
長
の
石
像
の
方
が
ド
ン
・
フ
ァ
ン
を
ま
ず
招
待
す
る
と
い
う
設
定
に
注
目
す
る
。
そ
の
場
合
、
い
わ
ば
召
喚
が
行
わ
れ
た

の
で
あ
り
、「
騎
士
団
長
は
倫
理
的
な
い
か
め
し
さ
と
重
み
を
も
っ
て
現
れ
る
」（
Ｋ
一
三
二
）。
一
方
ダ
・
ポ
ン
テ
の
台
本
は
、
逆
に
ド
ン
・

フ
ァ
ン
が
進
ん
で
騎
士
団
長
を
招
待
す
る
。
し
か
も
、
精
神
を
無
視
し
て
抽
象
的
で
集
合
的
な
「
感
性
的
＝
エ
ロ
ス
的
」
な
も
の
の
媒
介
を

こ
と
と
す
る
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
音
楽
は
、
騎
士
団
長
を
「
個
別
的
な
個
人
以
上
の
も
の
に
し
、
彼
の
声
は
霊
の
声
に
拡
大
さ
れ
る
」。
そ
し

て
こ
の
「
霊
」
と
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、「
生
の
再
現
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
騎
士
団
長
の
石
像
は
、
け
っ
し
て
社
会

的
な
も
の
で
も
倫
理
的
な
も
の
で
も
な
く
、
ド
ン
・
フ
ァ
ン
自
身
と
同
じ
く
「
審
美
的
な
厳
粛
さ
を
も
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
る
」（
Ｋ
八
九
）

と
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
言
う
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
結
末
の
場
面
も
ま
た
、
倫
理
的
な
断
罪
で
は
な
く
、
必
ず
し
も
反
倫
理
的
で

も
な
い
が
、
間
違
い
な
く
非
倫
理
的
な
「
生
の
再
現
」、
す
な
わ
ち
「
感
性
的
＝
エ
ロ
ス
的
」
な
も
の
の
顕
現
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
物
理

的
の
み
な
ら
ず
内
容
的
に
も
『
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
』
と
い
う
作
品
全
体
の
結
末
で
あ
り
結
論
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
五
章　

結
び
に
代
え
て
、
あ
る
い
は
「
あ
れ
か
、
こ
れ
か
」

　

そ
れ
に
し
て
も
、
以
上
の
よ
う
な
非
倫
理
的
に
し
て
審
美
的
な
ド
ン
・
フ
ァ
ン
像
と
そ
の
「
感
性
的
・
エ
ロ
ス
的
な
も
の
」
を
礼
讃
す
る

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
が
、
そ
の
同
じ
著
作
に
お
い
て
そ
れ
ら
と
は
対
照
的
な
、
貞
淑
な
結
婚
生
活
に
よ
る
家
庭
的
で
倫
理
的
な
生
活
を
礼
讃

し
て
い
る
の
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
こ
の
疑
問
は
冒
頭
で
保
留
に
し
て
い
た
が
、
い
ま
も
う

一
度
本
稿
結
末
ま
で
保
留
し
て
、
そ
の
前
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
以
外
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
音
楽
に
対
す
る
評
価
を
、
お
も
に
時
代
を
代
表
す
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る
芸
術
家
た
ち
を
め
ぐ
っ
て
概
観
し
て
、
右
記
問
い
に
対
す
る
い
わ
ば
参
考
資
料
と
し
た
い
。

　

ま
ず
、
七
歳
の
「
神
童
」
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
演
奏
に
酔
っ
た
と
い
う
あ
の
ゲ
ー
テ
で
あ
る
が
、
こ
の
ミ
ュ
ー
ズ
の
申
し
子
た
る
詩
人
は
し

か
し
、
音
楽
家
の
亡
き
後
は
か
な
り
評
価
を
変
え
て
「
人
間
た
ち
を
か
ら
か
う
た
め
に
悪
魔
の
発
明
し
た
音
楽
だ
」
と
エ
ッ
カ
ー
マ
ン
に

語
っ
た
と
い
う）
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。「
悪
魔
の
発
明
」
と
は
、
穏
当
で
な
い
言
葉
で
あ
る
が
、
非
難
か
評
価
か
と
い
う
と
エ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
描
き
方
か
ら
は
判

断
し
が
た
い
。
た
だ
し
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
（
特
に
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
）
音
楽
に
繰
り
返
し
て
い
た
「
デ
ー
モ
ン
（D

äm
on,

）」
を
連
想
さ

せ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
と
、
賛
否
が
ど
う
で
あ
れ
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
同
じ
よ
う
に
音
楽
に
圧
倒
的
で
「
悪
魔
」
的
な
力
を
感
じ
取
っ
て
い

た
か
と
推
測
さ
せ
る
。

　

し
か
し
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
で
は
な
く
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
音
楽
と
な
る
と
、
ゲ
ー
テ
は
ま
っ
た
く
の
無
理
解
で
、
あ
の
第
五
番
ハ
短
調
交

響
曲
を
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
ピ
ア
ノ
で
聞
い
た
だ
け
で
「
人
を
驚
か
す
だ
け
だ
。
感
動
さ
せ
る
と
い
う
も
の
じ
ゃ
な
い
、
実
に
大
袈
裟
だ
」

と
語
り
、「
狂
気
の
さ
た
だ
」
と
一
蹴
し
た
と
い
う）

23
（

。

　

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
音
楽
に
対
し
て
は
ロ
シ
ア
の
文
豪
ト
ル
ス
ト
イ
も
恐
れ
拒
否
し
て
い
て
、
あ
の
小
説
『
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
』

に
お
い
て
語
り
手
で
あ
る
主
人
公
に
次
の
よ
う
に
非
難
さ
せ
て
い
る）

24
（

。

音
楽
と
い
う
も
の
は
恐
ろ
し
い
も
の
で
す
！　

い
っ
た
い
あ
れ
は
な
ん
で
し
ょ
う
？　

い
っ
た
い
な
に
を
す
る
も
の
で
し
ょ
う
？　

ま

た
な
ん
の
た
め
に
音
楽
は
、
現
に
し
て
い
る
よ
う
な
こ
と
を
す
る
の
で
し
ょ
う
？　

人
の
話
で
は
、
音
楽
は
人
の
魂
を
高
め
る
よ
う
な

作
用
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
た
ら
め
で
す
、
嘘
っ
ぱ
ち
で
す
！　

音
楽
は
作
用
し
ま
す
、
恐
ろ
し
い
作
用
を
し
ま
す
、（
中
略
）

が
、
そ
れ
は
け
っ
し
て
魂
を
高
め
る
よ
う
に
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
音
楽
は
、
魂
を
高
め
も
低
め
も
し
ま
せ
ん
。
た
だ
魂
を
い
ら
い
ら
さ

せ
る
だ
け
で
す
。
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辛
辣
な
非
難
で
あ
る
が
「
そ
れ
は
低
め
も
高
め
も
し
ま
せ
ん
、
た
だ
魂
を
い
ら
い
ら
さ
せ
る
だ
け
で
す
」
と
い
う
部
分
な
ど
か
ら
、
表
面
的

に
は
非
難
し
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
れ
以
上
に
そ
の
圧
倒
的
な
力
に
た
だ
た
だ
恐
れ
を
抱
い
て
い
た
の
が
真
実
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
そ
の
よ
う
な
ト
ル
ス
ト
イ
を
作
家
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
は
、
そ
の
代
表
的
評
論
『
ゲ
ー
テ
と
ト
ル
ス
ト
イ
』
の
中
で
、「
精
神
の

息
子
」
と
位
置
付
け
る
シ
ラ
ー
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
対
し
て
、
ゲ
ー
テ
と
並
ぶ
「
自
然
の
子
」
と
す
る
二
元
論
を
展
開
し
て
い
る）

25
（

。
こ

れ
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
流
に
言
う
な
ら
、
文
学
と
音
楽
の
対
立
な
の
で
あ
り
、
マ
ン
に
よ
れ
ば
文
豪
ト
ル
ス
ト
イ
も
本
質
的
に
は
文
学
で
は
な

く
音
楽
の
側
に
属
す
る
芸
術
家
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
ト
ル
ス
ト
イ
に
し
て
さ
え
、
や
は
り
音
楽
の
非
倫
理
性
を
恐
れ
ず
に
は
い
ら
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
詩
人
ゲ
ー
テ
と
文
豪
ト
ル
ス
ト
イ
の
音
楽
に
対
す
る
関
係
を
整
理
す
る
な
ら
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
と
も
に
文
学
の
陣
営
に
属
し
な
が
ら
、
音
楽
の
圧
倒
的
な
力
を
感
じ
ま
た
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
そ

の
よ
う
な
音
楽
の
力
の
不
可
避
的
な
側
面
で
あ
る
非
合
理
的
で
非
倫
理
的
な
要
素
を
、
彼
ら
の
文
学
者
魂
が
ど
う
し
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
な

か
っ
た
の
で
、
恐
れ
た
り
無
視
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
。

　

し
た
が
っ
て
、
当
初
か
ら
反
道
徳
を
掲
げ
、
ま
た
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
音
楽
に
心
酔
し
て
い
た
哲
学
者
ニ
ー
チ
ェ
が
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
音
楽

に
対
し
て
次
の
よ
う
の
称
賛
し
て
い
る
の
は
何
ら
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
ワ
ー
グ
ナ
ー
か
ら
の
離
反
後
も
ニ
ー
チ
ェ
は
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト

を
評
価
し
て
、
晩
年
の
『
ニ
ー
チ
ェ
対
ワ
ー
グ
ナ
ー
』
に
お
い
て
、「
優
し
い
黄
金
の
厳
粛
」
と
称
賛
し
た
の
だ
っ
た）

26
（

。
近
年
の
研
究
で
も

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
論
を
、『
あ
れ
か
、
こ
れ
か
』
全
体
の
中
で
も
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
解
釈
す
る
も

の
が
多
い）

27
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
ニ
ー
チ
ェ
と
同
じ
く
、
し
か
も
さ
ら
に
詳
細
に
論
じ
て
称
賛
し
た
批
評
家
が
二
十
世
紀
の
日
本
に
存
在
し
て
い
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る
。
そ
の
創
造
的
な
批
評
に
よ
っ
て
、
一
時
期
の
日
本
の
芸
術
界
の
み
な
ら
ず
社
会
全
体
に
圧
倒
的
な
影
響
を
与
え
た
小
林
秀
雄
で
あ
る
。

し
か
も
興
味
深
い
の
は
、
次
の
よ
う
な
そ
の
内
容
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
方
で
小
林
は
、
当
時
と
し
て
は
専
門
の
研
究
者
と
遜
色
な
い
ほ
ど

の
関
係
者
の
証
言
お
よ
び
学
者
た
ち
の
研
究
を
駆
使
し
な
が
ら
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
を
論
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
こ
の
点
で
独
創
的
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
の
強
い
一
般
の
小
林
観
は
修
正
が
必
要
で
あ
る
）、
有
名
な
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
れ
で
い
な
が
ら
、
論

考
の
内
実
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
そ
れ
と
実
に
興
味
深
い
一
致
を
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
小
林
に
も
ま
た
、
音
と
言
語
の
対
立
が
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
の
基
調
に
あ
る
。
し
か
も
注
目
す
べ
き
は
、

両
者
と
も
そ
の
対
立
が
、
生
理
学
的
な
聴
覚
論
に
ま
で
及
ん
で
い
る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
小
林
は
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
を
繰
り
返
し
「
失
語

症
の
神
童
」
と
呼
ぶ
が
、
そ
れ
は
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
が
「
一
切
を
耳
に
賭
け
て
待
っ
て
い
る
。
耳
は
動
物
の
耳
の
よ
う
に
動
い
て
い
る
か
も
し

れ
な
い5

）
28
（3

」（
小
林
五
三
）
か
ら
で
あ
り
、「
思
想
や
感
情
を
音
を
使
っ
て
し
か
表
現
で
き
な
い
」（
小
林
五
七
）
か
ら
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、「
音
楽
家
の
正
体
を
摑
む
為
に
は
、
何
を
置
い
て
も
ま
ず
耳
を
信
ず
る
事
で
あ
っ
て
、
そ
の
伝
記
的
事
実
の
如
き
は
、

邪
魔
に
こ
そ
な
れ
、
助
け
に
は
な
ら
ぬ
」（
小
林
五
三
）
と
小
林
は
主
張
す
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
論
に
対
し
て
も
激
し
い
批
判
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
例
え
ば
相
澤
は
そ
の
非
政
治
的
で
非
歴
史
的
な
内

容
を
舌
鋒
鋭
く
糾
弾
し
て
い
る）

29
（

。
す
な
わ
ち
、
小
林
が
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
論
に
着
手
し
た
の
は
あ
の
大
虐
殺
の
痕
跡
が
色
濃
く
残
る
南
京
で

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
風
景
を
「
美
し
い
」
と
語
り
政
治
的
現
実
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
。「
美
は
時
代
を
超
越
し
て
お
り
、

芸
術
は
歴
史
と
は
何
の
関
わ
り
も
な
い
」（
小
林
五
三
）
と
い
う
の
が
小
林
の
根
本
姿
勢
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
指
摘
は
た
し
か
に
尤
も
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
推
測
は
少
し
勇
み
足
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
相
澤
は
小
林
の
モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
論
の
根
幹
は
「
美
は
人
を
沈
黙
さ
せ
る
」
や
「
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
お
い
て
は
か
な
し
さ
が
疾
走
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
抽
象
的
な
キ
ー

ワ
ー
ド
が
、
何
の
具
体
的
な
説
明
も
展
開
も
な
く
提
示
さ
れ
る
ま
っ
た
く
無
内
容
な
も
の
だ
と
云
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
小
林
の
傲
慢
さ
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四

を
辛
辣
に
非
難
し
て
、「
反
省
し
て
戦
後
民
主
主
義
を
唱
え
る
お
目
出
度
い
奴
ら
と
違
い
、
反
省
せ
ず
芸
術
に
沈
潜
す
る
僕
は
利
口
で
カ
ッ

コ
イ
イ
、
だ
か
ら
僕
は
、
く
だ
ら
ぬ
反
省
な
ど
し
な
い
代
わ
り
に
『
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
』
と
い
う
大
切
な
仕
事
を
し
て
い
る
の
だ）

30
（

」
と
い
う
の

が
小
林
の
真
意
だ
と
糾
弾
す
る
。
加
え
て
小
林
は
狡
猾
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
疑
い
の
か
か
ら
ぬ
欧
米
の
芸
術
で
あ

り
、
ま
た
も
と
も
と
抽
象
性
と
普
遍
性
が
高
く
、
し
か
も
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
よ
う
に
や
や
こ
し
く
な
い
「
無
難
な）

31
（

」
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
と
い

う
対
象
を
選
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
非
難
は
、
本
稿
の
こ
れ
ま
で
の
記
述
を
読
ん
で
も
ら
え
る
な
ら
、
抽
象
性
と
普
遍
性
の
極
め
て
高
い
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
音
楽

に
対
す
る
無
理
解
に
基
づ
く
中
傷
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
と
い
っ
て
相
澤
の
非
政
治

的
で
非
歴
史
的
と
い
う
批
判
の
正
当
性
自
身
が
い
さ
さ
か
も
揺
ら
ぐ
こ
と
が
な
い
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て

そ
れ
は
小
林
の
み
な
ら
ず
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
論
に
も
た
し
か
に
当
て
は
ま
る
。
だ
か
ら
こ
そ
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
そ
れ
を

『
あ
れ
か
、
こ
れ
か
』
に
お
い
て
相
対
的
に
並
置
す
る
と
い
う
方
法
を
選
ん
だ
の
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
『
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
』
と
い
う
音
楽
は
「
絶
対
的
芸
術
作
品
」
に
違
い
な
い
が
、
一
方
で
倫
理
的
、
歴

史
的
問
題
を
内
包
し
て
は
い
る
。
篤
信
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
は
、
特
に
そ
の
非
倫
理
性
が
か
な
し
い
真
実
で
あ
っ

た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
が
肝
心
な
点
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
審
美
性
と
不
完
全
性
は
、
修
正
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
何
か
に
止
揚

し
て
統
合
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
絶
対
的
芸
術
作
品
」
と
し
て
そ
の
ま
ま
の
形
で
存
在
す
る
べ
き
も
の
な
の
で

あ
る
。

　
『
あ
れ
か
、
こ
れ
か
』
に
お
け
る
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
論
の
並
置
を
、
以
上
の
よ
う
に
私
は
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が
一
面
的
な
も
の

で
あ
る
こ
と
も
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
し
か
し
あ
く
ま
で
も
今
の
形
の
ま
ま
で
謙
虚
に
受
け
取
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
視

覚
」
の
時
代
と
呼
ば
れ
た）

32
（

二
十
世
紀
を
経
て
、
ま
す
ま
す
そ
の
言
語
に
よ
る
支
配
を
強
め
つ
つ
あ
る
世
界
に
対
峙
す
る
、
現
代
に
生
き
る
私
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た
ち
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。

注

（
1
） 

ダ
・
ポ
ン
テ
に
よ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
テ
キ
ス
ト
は
イ
タ
リ
ア
語
で
あ
り
、
本
稿
で
は
ド
イ
ツ
語
版
（
翻
訳
）
も
併
載
し
た
以
下
の
版
に
よ
り

（
Ｍ
、
頁
数
）
の
形
で
本
文
中
に
示
し
た
。D

on G
iovanni (D

on Juan). O
per in zw

ei A
ufzügen. Italienischer O

riginaltext von Lorenzo 

da ponte. D
eutsche Ü

bertragung von H
erm

ann Levi. H
rsg. und eingeleitet von W

ilhelm
 Zentner. B

erlin 1998.　

同
時
に
以
下
の
ふ

た
つ
の
版
も
参
照
し
た
が
、
そ
の
後
者
の
レ
ク
ラ
ム
版
は
、
イ
タ
リ
ア
語
原
典
で
は
な
く
、
伝
承
とG

eorg Schunem
ann

とK
urt Soldan

の
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
く
ド
イ
ツ
語
翻
訳
の
み
と
な
っ
て
い
る
。K

urt Pahlen: W
olfgang A

m
adeus M

ozart D
on Jiovanni. Textbuch 

Einführung und K
om

m
entar. 3.A

ufla.(erste A
ufl. 1981) M

ainz/ M
ünchen 1988.  M

ozart, W
olfgang A

m
adeus: D

oG
iovanni Philipp 

R
eclam

 Jr., 1986.

（
2
） 

こ
の
素
材
を
め
ぐ
っ
て
は
、
伝
説
と
云
う
説
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
テ
ィ
ル
ソ
・
デ
・
モ
リ
ー
ナ
（Tirso de M

olina

、
テ
ィ
ル
ソ
は
ペ
ン

ネ
ー
ム
で
、
実
作
者
は
ス
ペ
イ
ン
の
修
道
僧
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
テ
リ
ェ
ス
（G

abriel Téllez

））
が
『
セ
ビ
ー
リ
ャ
の
嘲
弄
色
事
師
と
石
の
招

客
』（
一
六
三
〇
年
）
に
お
い
て
「
考
案
（erfinden

）」
し
た
も
の
で
あ
る
と
云
う
パ
ー
レ
ン
な
ど
の
批
評
家
も
存
在
し
て
い
る
。
な
お
、

そ
の
パ
ー
レ
ン
も
、「
石
の
招
客
」
の
部
分
は
、『
セ
ビ
ー
リ
ャ
年
代
記
』
に
記
さ
れ
た
伝
説
だ
と
云
う
。
年
代
記
に
よ
れ
ば
、
ス
ペ
イ
ン

の
名
家
の
息
子
ド
ン
・
フ
ァ
ン
・
テ
ノ
ー
リ
オ
は
ウ
ジ
ョ
エ
の
娘
を
奪
っ
て
ウ
ジ
ョ
エ
を
殺
害
し
た
。
そ
の
遺
体
が
埋
葬
さ
れ
た
寺
院
の

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
僧
た
ち
は
怒
っ
て
ド
ン
・
フ
ァ
ン
を
殺
し
た
が
、
そ
の
事
実
を
隠
し
、
ウ
ジ
ョ
エ
の
墓
の
上
に
建
て
ら
れ
た
石
像
が



モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
『
ド
ン
・
ジ
ヴ
ァ
バ
ン
ニ
』、
あ
る
い
は
音
楽
の
王
国

一
〇
六

ド
ン
・
フ
ァ
ン
の
上
に
倒
れ
、
彼
は
そ
の
下
敷
き
に
な
っ
て
死
ん
だ
と
い
う
噂う
わ
さを

流
し
、
死
因
を
天
罰
と
し
た
。K

urt Pahlen: W
olfgang 

A
m

adeus M
ozart D

on Jiovanni. Textbuch Einführung und K
om

m
entar. a.a.O

.,S.321.K
urt Pahlen: W

olfgang A
m

adeus M
ozart D

on 

Jiovanni. Textbuch Einführung und K
om

m
entar. a.a.O

., S.313.

（
3
）K

indlers Literatur Lexikon; herausgegeben von H
einz Ludw

ig A
rnoldJ.B

. M
etzler, 2009. 3., völlig neu bearbeitete A

ufl.

（
4
）
以
下
の
ド
イ
ツ
語
版
と
日
本
語
版
を
参
照
し
、
本
文
中
に
（
Ｋ
、
ド
イ
ツ
語
版
の
ペ
ー
ジ
数
）
の
形
で
示
し
た
。K

ierkegaard, Sören 

Entw
eder/O

der. Erster Teil. G
esam

m
elte W

erke. Ü
bersetzt von Em

anuel H
irsch. B

erlin 1955.

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
著
作
集
（
第
３
巻
）：

あ
れ
か,

こ
れ
か
。
白
水
社
、
一
九
六
五
年
。 

（
5
）
足
立 

美
比
古
：
主
音
を
失
っ
た
音
楽
、〈
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
〉
の
隠
さ
れ
た
原
理 （
現
代
思
想
、
一
九
八
八
年
第
五
号
第
一
六
巻
）
八
三
〜

九
二
頁
。

（
6
）
た
と
え
ば
日
本
で
も
、『
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ　

音
楽
的
エ
ロ
ス
に
つ
い
て
』
と
題
し
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
『
あ
れ
か
、
こ
れ
か
』
の

第
二
部
の
内
容
に
言
及
し
な
い
ま
ま
独
立
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
（
浅
井
真
男
訳
、
白
水
社
、
二
〇
〇
六
年
）。
特
に
末
尾
に
付
け
ら
れ
た

岡
田
暁
生
の
解
説
「
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
オ
ペ
ラ
の
詩
学
」
は
、「
言
語
化
視
覚
化
で
き
な
い
何
か
、
沈
黙
し
目
を
閉
じ
て
聴
く
こ
と
に
よ
っ

て
の
み
開
示
さ
れ
る
何
か
」
を
オ
ペ
ラ
の
真
髄
と
し
て
強
調
し
て
い
て
、
本
稿
の
立
場
に
近
い
。
し
か
し
本
稿
の
趣
旨
は
「
絶
対
的
芸
術

作
品
」
た
る
オ
ペ
ラ
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
あ
り
、
こ
の
点
で
岡
田
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

（
7
）Stefan K

unze: D
on G

iovanni vor M
ozart. 1972 M

ünchen. S.10.

（
8
）
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
家
や
批
評
家
の
言
説
、
お
そ
し
て
品
の
上
演
歴
と
そ
の
際
の
評
判
、
お
よ
び
作
品
と
作
者
に
関
わ
る
記
念
行
事
な

ど
を
詳
し
く
調
べ
た
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
イ
ェ
ン
ゼ
ン
の
言
葉
。K

arin W
erner-Jensen: Studien zur „D

on.G
iovanni“-R

ezeption im
19.

Jahrhundert(18001850).Frankfurt am
 M

ain 1980, S.56



モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
『
ド
ン
・
ジ
ヴ
ァ
バ
ン
ニ
』、
あ
る
い
は
音
楽
の
王
国

一
〇
七

（
9
）
テ
ィ
ル
ソ
・
デ
・
モ
リ
ー
ナ
『
セ
ビ
ー
リ
ャ
の
色
事
師
と
石
の
招
客
』
佐
竹
謙
一
訳
（
岩
波
文
庫
）、
二
〇
一
四
年.　

佐
竹
が
翻
訳
の
後

に
付
け
て
い
る
詳
し
い
解
説
で
の
説
明
。
な
お
、
邦
訳
で
は
伝
統
的
に
『
セ
ビ
ー
リ
ャ
の
色
事
師
と
石
の
招
客
』
と
訳
さ
れ
て
来
て
お
り
、

最
近
の
佐
竹
も
こ
れ
を
採
用
し
て
い
る
が
、「burlador

」
を
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
パ
ー
レ
ン
は
「Verhöhner

（
嘲
弄
家
）」
や
「Zyniker

（
皮
肉
屋
）」
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
主
張
し
て
お
り
、
ロ
ー
ラ
ン
ド
は
「Trickster

（
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
）」
と
訳
し
て
い
る
。
本
稿
で
は

こ
れ
ら
を
考
慮
し
、「
嘲
弄
色
事
師
」
と
訳
す

（
10
）K

urt Pahlen: W
olfgang A

m
adeus M

ozart D
on Jiovanni. Textbuch Einführung und K

om
m

entar. 3.A
ufla.(erste A

ufl. 1981) M
ainz/ 

M
ünchen 1988. S.313.

（
11
）Ingrid R

ow
land: D

on G
iovanni. “A

nd w
hat com

m
union hath light w

ith darkness?” In: The D
on Jiovanni M

om
ent. -Esszys on the 

Legacy of an O
pera. N

ew
 York 2006,P.3.

（
12
）
た
と
え
ば
ゲ
イ
は
、
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
が
ど
ん
な
女
性
に
も
満
足
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、「
エ
デ
ィ
プ
ス
的
固
着
が
解
消
で
き

て
い
な
い
こ
と
」
を
テ
ー
マ
に
論
じ
て
い
る
。Peter G

ay: The father's revenge : In The D
on G

iovanni book : m
yths of seduction and 

betrayal / edited by Jonathan M
iller. London 1990.  

邦
訳
ピ
ー
タ
ー
・
ゲ
イ
「
父
の
復
讐
」（
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ミ
ラ
ー
編
『
誘
惑
と
裏
切

り
の
神
話
』
柴
田
裕
之
訳
、
白
水
社
、
一
九
九
七
年
収
録
）。

（
13
）E.T.A

.H
offm

ann: D
on Juan. In: Fantasiestücke in C

allot's M
anier.1 814. (Säm

tliche W
erke in sechs B

änden; herausgegeben von 

W
ulf Segebrecht und H

artm
ut Steinecke; unter M

itarbeit von G
erhard A

llroggen und U
rsula Segebrecht. B

d. 2/2. D
eutscher 

K
lassiker Verlag, 1993)

。

（
14
）
た
と
えH

erbert Zem
an(H

rsg.): W
ege zu M

ozart D
on G

iovanni. W
ien 1987, S.

参
照
。
ま
たPetro A

lcalde, S.46

も
、『
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ

ン
ニ
』
が
誘
惑
者
の
行
状
と
い
う
テ
ー
マ
と
、
石
像
の
下
敷
き
に
な
っ
て
死
と
い
う
二
つ
の
テ
ー
マ
を
持
つ
作
品
で
あ
り
、
後
者
に
は
明



モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
『
ド
ン
・
ジ
ヴ
ァ
バ
ン
ニ
』、
あ
る
い
は
音
楽
の
王
国

一
〇
八

ら
か
に
「
脱
教
会
の
世
俗
化
す
る
要
素
」
が
含
ま
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
元
来
は
キ
リ
ス
ト
教
教
会
に
関
す
る
テ
ー
マ
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

（
15
）
グ
ラ
ッ
ベ
の
『
ド
ン
・
ジ
ュ
ア
ン
と
フ
ァ
ウ
ス
ト
』（
一
八
二
九
年
）
参
照
）

D
iets-R

üdiger M
oser; D

on Juan und Faust. –D
ie hybris des M

enschen als D
ram

en Them
a des 17.und 18. Jahrhunderts. In: W

ege zu 

M
oyart. D

on G
iovanni. W

ien 1987. S.129.

（
16
）H

artm
ut Steinecke: D

er Faustische Verführer In: W
ege zu M

oyart. D
on G

iovanni. W
ien 1987. S.129.

（
17
）E.T.A

.H
offm

ann: D
on Juan. a.a.O

.,S.123.

（
18
）H

artm
ut Steinecke: D

er Faustische Verführer. a.a.O
.,S.147.

（
19
）
註
（
8
）
参
照
。

（
20
）
註
（
1
）
参
照
。
な
お
、
レ
ク
ラ
ム
版
は
、
冒
頭
の
「
は
じ
め
に
」
で
こ
の
現
代
を
あ
げ
て
い
る
だ
け
で
詳
し
い
説
明
は
な
く
、
テ
キ
ス
ト

に
も
取
り
上
げ
て
い
な
い
。

（
21
）Johann Peter Eckerm

ann ; G
espräche m

it G
oethe : in den letzten Jahren seines Lebens (H

rsg. von C
hristoph M

ichel ; unter 

M
itw

irkung von H
ans G

rüters). B
erlin 1999. S. 34. (Johann W

olfgang G
oethe Säm

tliche W
erke : B

riefe, Tagebücher und 

G
espräche; H

rsg. von K
arl Eibl zusam

m
en m

it H
orst Fleig {B

ibliothek deutscher K
lassiker 167}) .

（
22
）Johann Peter Eckerm

ann ; G
espräche m

it G
oethe. a.a.O

.,S.582.

（
23
）
ト
ル
ス
ト
イ
『
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
』
中
村
白
葉
訳
、
角
川
書
店
、
一
九
六
九
年
、
二
〇
頁
。

（
24
）Thom

as M
ann: G

oethe und Tolstoy. In; G
esam

m
elte w

erke in 13 B
dn. Frankhurt am

 M
ain 1975. B

d.13. S.123.

（
25
）Friedrich N

ietzsche: N
ietzsche contra W

agner. H
rsg. von G

iorgio C
olli und M

azzino M
ontinari. W

. de G
ruyter, 1969.  (N

ietzsche 

W
erke : kritische G

esam
tausgabe / begründet von G

iorgio C
olli und M

azzino M
ontinari ; A

bt. 6 ; B
d. 3).S.345.
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ト
の
『
ド
ン
・
ジ
ヴ
ァ
バ
ン
ニ
』、
あ
る
い
は
音
楽
の
王
国

一
〇
九

（
26
）
た
と
え
ばH

eym
el, M

ichael: M
usik als Zugang zur ästhetischen Lebensan-schauung: D

as M
usikalisch-Erotische in Sören K

ier-

kegaards Entw
e- der-O

der (1843). In: Zeitschrift für system
atische Theologie und R

eligionsphilosophie. 2013, Volum
e: 55, S.495-

510.
や
、 Floros, C

onstantin: D
on Juan in K

ierkegaards deutung. In: Journal:M
usik &

 Ä
sthetik. 2007, Volum

e: 11, S. 69-75.

、
お
よ

び
日
本
で
は
藤
本
寛
『
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

―
美
と
倫
理
の
は
ざ
ま
に
立
つ
哲
学
』 （
岩
波
現
代
全
書
）、
二
〇
一
四
年
、
等
を
参
照
。

（
27
）
小
林
秀
雄
『
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
』（
小
林
秀
雄
全
作
品
一
五
「
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
」、
新
潮
社
、
二
〇
〇
三
年
、
四
七
〜
一
〇
三
頁
）。
な
お
、
本

文
中
に
（
小
林　

頁
数
）
の
形
で
示
し
た
。

（
28
）
相
澤
啓
一
『
モ
ー
ツ
ァ
ル
テ
ィ
ア
ン
の
罪
業
史
』（「
ユ
リ
イ
カ
」
第
二
三
巻
第
九
号
、
一
九
九
一
年
、
青
土
社
、
一
八
八
〜
二
〇
三
頁
）

（
29
）
相
澤
啓
一
、
前
掲
書
、
一
九
六
頁
。

（
30
）
相
澤
啓
一
、
前
掲
書
、
一
九
七
頁
。

（
31
）
近
年
様
々
な
観
点
か
ら
、
近
代
に
お
け
る
「
聴
覚
」
と
い
う
感
覚
の
重
要
性
が
問
い
直
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
聴
覚

に
関
す
る
記
述
を
も
と
に
聴
く
こ
と
に
つ
い
て
の
現
象
学
の
再
構
築
を
試
み
る
エ
ス
ピ
ネ
は
、「『
哲
学
の
歴
史
的
用
語
辞
典
』
は
「
視

る
こ
と
」
と
い
う
見
出
し
語
の
詳
細
な
項
目
は
載
っ
て
い
る
が
、「
聴
く
こ
と
」
を
探
し
て
も
ど
こ
に
も
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。V

gl. 

D
avid Espinet: Phänom

enologie des H
örens. Eine U

ntersuchung im
 A

usgang von M
artin H

eidegger. Tübingen (M
ohr Siebeck) 2., 

ergänzte A
ufl. 2016, S. 11.


