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、

ソ
ロ
ー1

〈
自
然
V
を
演
出
す
る

『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
受
容
史
に
み
る
正
典
の
形
成
－

増
田

久
美
子

　
一
九
八
O
年
代
よ
り
姿
を
見
せ
始
め
た
ニ
ュ
ー
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
は
、

従
来
の
ア
メ
リ
カ
文
学
史
－
文
学
正
典
を
見
直
し
、
ア
メ
リ
カ
そ
の
も
の

を
再
読
す
る
と
い
う
批
評
運
動
で
あ
る
が
、
そ
の
論
客
の
ひ
と
り
ハ
ワ
ー

ド
・
ホ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
、
「
一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
形
式
と
価
値
」

と
い
う
視
点
か
ら
白
然
を
分
析
し
、
そ
の
著
菩
『
自
然
の
法
に
よ
っ
て
』

の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
も
ち

ろ
ん
、
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
が
述
べ
た
よ
う
に
、
自
然
の
国
家
（
Z
與
ε
冨
．
ω
冨
．

ま
o
目
）
で
あ
り
、
自
然
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
て
そ
し
て
多
く
の
場
合
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
合
意
す
る
。

だ
が
・
こ
の
帰
属
意
識
の
意
味
す
る
も
の
が
固
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
一
度

　
　
＾
1
〕

も
な
い
。
」

　
「
自
然
の
国
家
」
と
い
う
言
説
は
、
自
然
と
ア
メ
リ
カ
の
あ
い
だ
に
物

理
的
か
つ
精
神
的
な
つ
な
が
り
を
歴
史
的
に
形
づ
く
つ
て
き
た
。
ア
メ
リ

カ
が
「
国
家
」
と
な
っ
た
一
七
七
六
年
か
ら
今
日
ま
で
、
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
お
よ
び
「
ア
メ
リ
カ
人
」
は
、
こ
の
言
説
を
利
用
す
る
こ
と
よ
っ
て
自

ら
の
存
在
を
証
明
し
、
自
然
と
ア
メ
リ
カ
の
関
係
を
繰
り
返
し
再
定
義
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
規
定
し
続
け
て
い
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
、
ア

メ
リ
カ
は
、
ア
メ
リ
カ
を
論
ず
る
と
き
に
自
然
に
帰
属
す
る
の
か
。
ア
メ

リ
カ
が
「
自
然
の
国
家
」
で
あ
る
所
以
は
何
か
。
ア
メ
リ
カ
の
こ
の
よ
う

な
自
然
へ
の
帰
属
意
識
に
つ
い
て
、
そ
の
起
源
と
発
展
の
過
程
を
追
っ
て

み
る
と
、
ト
マ
ス
・
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
起
草
の
独
立
革
命
の
宣
言
書
の
前
文

に
ア
メ
リ
カ
人
の
「
想
像
の
共
同
体
」
を
喚
起
す
る
意
識
（
あ
る
い
は
無

意
識
）
の
源
流
が
見
い
だ
さ
れ
、
さ
ら
に
「
独
立
宣
、
一
冒
」
成
立
の
前
に
は
、

新
世
界
ア
メ
リ
カ
に
足
を
踏
み
入
れ
た
人
び
と
の
残
し
た
旅
行
記
や
書
簡

と
い
う
先
行
テ
ク
ス
ト
が
存
在
す
る
こ
と
が
突
き
と
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

一
五
世
紀
以
降
ア
メ
リ
カ
の
自
然
を
め
ぐ
る
言
説
は
、
博
物
学
者
や
探
検

家
の
自
然
地
誌
的
文
脈
、
植
民
や
共
和
国
建
設
の
た
め
の
政
治
的
．
経
済

的
文
脈
・
言
に
は
そ
の
よ
う
畜
家
建
設
の
企
図
を
羨
化
・
正
当
化

す
る
た
め
の
法
的
・
宗
教
的
文
脈
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の

な
か
で
連
綿
と
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
て
き
た

白
然
は
、
や
が
て
自
然
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
と
し
て
テ
ク
ス
ト
の
な
か

で
独
り
歩
き
を
は
じ
め
、
記
号
と
化
し
て
し
ま
い
、
つ
い
に
は
〈
自
然
〉

－
女
性
名
詞
と
し
て
扱
わ
れ
、
あ
た
か
も
固
有
名
詞
と
し
て
ふ
る
ま
う

・
z
算
冒
①
＝
－
へ
と
変
貌
を
遂
げ
て
い
く
。
そ
し
て
、
こ
の
記
号
は

「
ア
メ
リ
カ
ー
自
然
」
と
い
う
言
説
の
構
造
を
生
み
だ
す
母
胎
と
な
る
。

こ
の
構
造
こ
そ
、
ア
メ
リ
カ
を
国
家
と
し
て
、
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
人
を
国

民
と
し
て
、
統
一
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
的
自
己
と
い
う
も
の
を
措
定
す
る
た

め
の
一
ア
メ
リ
カ
神
話
の
骨
子
と
な
っ
て
い
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
〈
自
然
〉
を
軸
と
し
た
そ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
神
話
を
解
読
す
る
た
め

に
、
恰
好
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
が
、
ヘ
ン
リ
ー
．
D
．
ソ

548
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ロ
ー
の
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
（
崖
窪
）
で
あ
る
。
今
目
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』

は
、
ア
メ
リ
カ
的
自
然
を
表
象
す
る
「
完
成
さ
れ
た
作
品
」
と
し
て
み
な

さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
国
民
に
必
須
の
「
共
有
さ
れ
た
象
徴
」
あ
る
い
は
「
教

養
」
の
一
項
目
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
し
て
、
教
育
の
場
で
ア
メ
リ

　
　
　
　
キ
　
　
ヤ
　
　
ノ
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
王
〕

カ
文
学
の
正
典
－
規
範
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
。
読
者
は
『
ウ
ォ
ー
ル
デ

ン
』
を
通
し
て
、
「
ア
メ
リ
カ
…
自
然
」
あ
る
い
は
「
自
然
の
国
家
」
ア

メ
リ
カ
と
い
う
意
識
を
、
無
意
識
に
自
己
の
な
か
へ
と
取
り
込
ん
で
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
正
典
が
、
い
ま
や
「
長
い
年
月
を
か
け
て

白
然
発
生
的
に
形
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
」
と
い
う
本
来
の
意
義
を
喪
失
し
、

「
歪
み
と
人
為
性
が
加
わ
り
、
ひ
と
つ
の
社
会
、
文
化
を
相
対
的
に
代
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

す
る
も
の
に
は
な
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
議
論
さ
れ
る
現
在
の
状

況
の
な
か
で
は
、
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
が
ア
メ
リ
カ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
を
読
者
に
提
供
す
る
テ
ク
ス
ト
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
作
品
が
正
典

の
場
に
安
座
し
て
い
る
こ
と
を
わ
た
し
た
ち
は
当
然
視
で
き
な
い
。
現
代

の
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
読
者
が
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
自
然
と
い
う
記

号
を
読
む
と
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
ア
メ
リ
カ
ー
－
自
然
」
と
い
う
言
説
が

触
発
さ
れ
る
と
い
う
読
者
経
験
は
、
は
た
し
て
自
然
な
も
の
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
の
経
験
は
正
典
と
い
う
強
大
な
制
度
に
よ
っ
て
操

作
さ
れ
る
人
為
的
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
見
る
た
め
に
は
、

『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
出
版
当
時
の
一
九
世
紀
中
葉
の
ア
メ
リ
カ
人
、
す
な

わ
ち
ア
メ
リ
カ
人
と
し
て
の
白
覚
を
持
つ
「
大
衆
」
に
、
こ
の
作
晶
が
ど

の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
後
の
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』

は
現
在
に
い
た
る
ま
で
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
た
ど
っ
た
の
か
を
検
討
し
な

け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
の
受
容
史
を
見
る
こ
と
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
正
典
と
い
う
制
度
の
人
為
性
で
あ
り
、
そ
し
て
、

正
典
で
あ
る
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
を
読
む
現
代
の
ア
メ
リ
カ
人
読
者
の
内

面
に
、
「
ア
メ
リ
カ
H
自
然
」
と
い
う
意
識
－
無
意
識
が
絶
え
問
な
く
組

み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
意
図
で
あ
る
。
「
自
然
の
国
家
」
等
の
言
説
を

通
し
て
、
歴
史
や
文
化
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
の
摩
擦
の
な
か
か
ら

「
ア
メ
リ
カ
ー
1
白
然
」
を
生
み
だ
し
た
イ
デ
オ
目
ギ
ー
は
、
ソ
ロ
ー
自
身

が
演
出
し
よ
う
と
し
、
ま
た
、
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
テ
ク
ス
ト
が
流
通
さ

せ
よ
う
と
し
た
自
然
と
い
う
記
号
と
奇
妙
に
も
合
致
す
る
。

　
一
八
五
四
年
、
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
が
出
版
さ
れ
る
。
し
か
し
、
初
稿

『
原
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
（
A
稿
）
の
執
筆
が
終
了
し
た
の
は
一
八
四
六
年
で

あ
っ
た
。
作
品
の
生
成
過
程
の
研
究
に
よ
れ
ぱ
、
こ
の
初
稿
か
ら
最
終
ヴ

ァ
ー
ジ
ヨ
ン
の
G
稿
に
い
た
み
ま
で
、
お
よ
そ
八
年
に
お
よ
ん
で
、
七
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
〕

の
主
要
な
加
筆
・
書
き
換
え
作
業
が
行
わ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
『
ウ

ォ
ー
ル
デ
ン
』
山
版
の
遅
延
は
、
前
作
『
コ
ン
コ
ー
ド
川
と
メ
リ
マ
ク
川

の
一
週
間
』
（
屋
お
）
（
以
下
『
一
週
間
』
と
記
す
）
の
売
れ
行
き
が
ま
れ

に
み
る
ほ
ど
惨
憎
た
る
も
の
だ
っ
た
の
で
、
大
き
な
リ
ス
ク
を
賭
け
て
新

し
い
作
晶
を
請
け
負
っ
て
く
れ
る
出
版
社
が
な
か
な
か
現
れ
な
か
っ
た
た

め
で
あ
っ
た
。

　
一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
は
、
「
読
薔
革
命
」
を
生
み
だ
し
た
資
本
主
義
文

学
市
場
の
時
代
で
あ
っ
た
。
文
学
自
体
が
商
業
の
一
品
目
と
化
し
た
時
代

の
さ
な
か
で
は
、
ソ
ロ
ー
．
は
明
ら
か
に
売
れ
な
い
作
家
で
あ
っ
た
。
ソ
ロ

ー
は
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
の
語
り
手
「
わ
た
し
」
に
重
ね
ら
れ
、
痛
烈
な

社
会
批
判
者
に
し
て
改
革
者
、
超
然
と
し
た
態
度
を
も
つ
世
間
の
傍
観
者

ま
た
は
隠
遁
者
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
だ
が
、
ソ
ロ
ー
は
決
し

945
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て
営
利
目
的
や
世
俗
的
成
功
、
買
い
手
で
あ
る
読
者
に
興
味
を
抱
か
な
い

よ
う
な
非
職
業
作
家
で
は
な
か
っ
た
。
「
ソ
ロ
ー
は
も
っ
ぱ
ら
廉
価
版
に

よ
る
大
量
販
売
に
執
心
し
て
い
る
」
と
い
う
同
時
代
人
エ
マ
ソ
ン
の
言
葉

を
信
用
す
る
な
ら
ぱ
、
目
々
を
綴
っ
た
『
日
誌
』
の
な
か
に
、
『
一
週
問
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
〕

出
版
に
大
失
敗
を
し
た
作
家
ソ
ロ
ー
の
失
意
が
読
み
と
れ
よ
う
。
出
版
が

産
業
と
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
ロ
マ
ン
主
義
時
代
の
な
か
、
ソ
目
ー
は
つ
ね

に
自
分
の
作
品
の
読
者
を
意
識
し
、
文
学
市
場
の
商
品
生
産
者
と
な
る
こ

と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
だ
が
、
こ
の
『
一
週
問
』
出
版
の
一
件
は
、
ソ
ロ
ー
に
と
っ
て
は
転
機

で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
れ
ま
で
以
上
に
読
者
を
意
識
し
、
ラ
イ
シ
ー
ア
ム
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
〕

通
し
て
読
者
獲
得
に
腐
心
す
る
。
職
業
作
家
と
し
て
第
一
歩
を
踏
み
だ
す

た
め
、
や
が
て
は
自
分
の
読
者
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
大
衆
と
直
接
に
対

時
す
る
場
の
な
か
で
、
と
く
に
ソ
ロ
ー
は
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
出
版
前
の

一
八
五
一
年
か
ら
一
八
五
二
年
の
レ
ク
チ
ャ
ー
シ
ー
ズ
ン
の
あ
い
だ
精
力

的
に
講
演
に
奔
走
す
る
。
と
り
わ
け
、
書
き
換
え
作
業
中
で
あ
っ
た
『
ウ

ォ
ー
ル
デ
ン
』
の
草
稿
か
ら
の
素
材
を
多
く
扱
い
、
レ
ク
チ
ャ
ー
の
場
所

に
よ
づ
て
講
演
の
趣
向
を
変
え
た
り
、
ま
た
、
聴
衆
の
タ
イ
プ
に
よ
っ
て

も
講
演
内
容
を
使
い
分
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ソ
目
1
が
ラ
イ
シ
ー
ア
ム

の
講
演
を
通
し
て
学
ん
だ
の
は
、
ま
さ
に
聴
衆
（
買
い
手
と
な
る
読
者
）

を
惹
き
つ
け
る
た
め
の
技
術
で
あ
っ
た
。
作
家
と
い
う
市
場
の
時
代
の
商

品
生
産
者
に
と
っ
て
、
ラ
イ
シ
ー
ア
ム
は
重
要
な
宣
伝
の
場
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

　
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
は
、
ボ
ス
ト
ン
で
当
時
新
進
の
テ
ィ
久
ナ
ー
・
ア

ン
ド
．
フ
ィ
ー
ル
ズ
社
か
ら
出
版
さ
れ
る
。
出
版
社
側
に
よ
る
印
刷
費
用

の
支
払
い
や
、
宣
伝
と
書
評
の
手
配
が
積
極
的
に
行
わ
れ
、
最
初
の
年
は

二
〇
〇
〇
部
数
の
う
ち
二
五
六
部
売
れ
残
ウ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
前
作
の

失
敗
に
比
ぺ
れ
ぱ
、
ソ
ロ
ー
の
努
力
は
報
わ
れ
た
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ

な
い
。
だ
が
、
そ
の
売
り
上
げ
は
同
世
代
の
女
性
作
家
た
ち
と
は
と
て
も

比
較
で
き
な
い
数
字
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
を
「
完

成
す
る
ま
で
に
払
っ
た
代
価
」
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
敗
北
し
た
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
，
〕

品
」
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
概
括
す
る
に
、
ソ
目
－
の
生
涯
を
通
し
て
は
、
彼
自
身
が
ラ
イ
シ
ー
ア

ム
の
講
演
や
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
蒔
い
た
〈
自

然
〉
の
種
子
は
世
論
を
形
成
す
る
に
は
い
た
ら
ず
、
記
号
の
普
及
と
い
う

点
で
は
、
わ
ず
か
な
効
果
し
か
も
た
ら
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
職
業

作
家
と
し
て
の
失
敗
は
ソ
回
－
に
ま
す
ま
す
市
場
に
対
す
る
反
感
を
引
き

起
こ
し
た
が
、
文
学
と
い
う
商
品
の
生
産
者
と
し
て
、
ソ
ロ
ー
は
市
場
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丁
　
　
’
　
　
一
〒
　
　
ペ
　
　
ラ
　
　
ム

済
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
従
属
し
力
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
。
南
北
戦
争
前
夜

期
に
勃
興
し
た
大
衆
が
、
小
説
を
好
む
「
大
衆
」
読
者
層
を
指
す
と
い
う

意
味
に
お
い
て
、
ソ
目
1
の
同
時
代
人
の
多
く
が
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
か

ら
〈
自
然
〉
を
学
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
初
版
の
売
り
上
げ
は
、
適
度
の
成
功
で
は
あ
っ
た

も
の
の
、
同
時
代
の
文
壇
の
「
権
威
」
で
あ
づ
た
J
・
R
・
ロ
ウ
エ
ル
に

よ
っ
て
酷
評
さ
れ
、
大
衆
の
あ
い
だ
で
は
、
当
然
H
・
B
・
ス
ト
ウ
の

『
ア
ン
ク
ル
ト
ム
の
小
屋
』
（
－
o
．
s
）
に
比
較
で
き
る
ほ
ど
の
反
響
を
巻
き

起
こ
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
で
は
、
一
九
世
紀
中
葉
に
は
『
ウ
ォ
ー

ル
デ
ン
』
が
「
自
然
の
国
家
」
形
成
の
大
き
な
要
因
と
な
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ぱ
、
こ
の
作
品
は
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
ア
メ
リ

055
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力
正
典
文
学
の
地
位
に
登
り
つ
め
、
ア
メ
リ
カ
人
が
国
民
と
し
て
共
有
す

べ
き
「
教
養
」
事
項
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ロ
レ
ン
ス
・
ピ
ュ
エ
ル
の
論
考
に
よ
れ
ぱ
、
ソ
ロ
ー
が
ア
メ
リ
カ
文
学

史
の
な
か
に
そ
の
名
を
留
め
る
に
い
た
づ
た
発
端
は
、
商
業
的
な
動
機
と

各
時
代
（
一
九
世
紀
後
半
、
世
紀
転
換
期
、
二
〇
世
紀
前
半
）
の
イ
デ
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
筥
〕

回
ギ
ー
が
う
ま
く
噛
み
合
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
。
教
育
関
係
図
普
の
出
版

で
知
ら
れ
る
ボ
ス
ト
ン
の
ホ
ー
ト
ン
ニ
ミ
フ
リ
ン
社
が
、
そ
の
始
ま
り
だ

っ
た
。
同
社
は
、
売
り
上
げ
が
下
降
気
味
だ
っ
た
ア
メ
リ
カ
人
作
家
に
よ

る
作
晶
群
に
ソ
ロ
ー
の
名
を
加
え
、
一
λ
八
八
年
初
の
ソ
回
－
著
作
集
金

一
一
巻
本
を
刊
行
す
る
。
一
八
九
七
年
ま
で
に
は
す
で
に
五
種
類
の
版
の

『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
が
あ
り
、
　
一
九
〇
六
年
に
は
『
ソ
ロ
ー
金
集
』
マ
ニ

ュ
ス
ク
リ
プ
ト
版
が
登
場
、
ま
た
、
出
版
は
無
理
で
あ
ろ
う
と
恩
わ
れ
て

い
た
『
日
誌
』
も
、
こ
こ
た
現
れ
る
。
「
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
六
大

作
家
」
と
呼
ぱ
れ
た
精
鋭
グ
ル
ー
プ
に
除
外
さ
れ
て
い
た
二
流
作
家
ソ
ロ

ー
の
作
晶
が
こ
う
し
た
売
り
出
し
に
参
加
し
、
世
紀
転
換
期
に
は
正
典
の

地
位
を
勝
ち
取
っ
て
い
く
。
実
に
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
こ
と
に
、
ミ
フ
リ
ン

社
が
火
付
け
役
と
な
っ
て
ソ
ロ
ー
の
作
品
を
出
版
し
そ
の
著
者
を
正
典
作

家
へ
と
押
し
上
げ
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
、
ソ
ロ
ー
が
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』

の
な
か
で
猛
烈
に
敵
視
す
る
「
商
売
」
が
そ
の
後
の
ア
メ
リ
カ
文
学
史
を

形
成
す
る
際
に
犬
き
く
関
与
し
、
そ
し
て
、
「
エ
マ
ソ
ン
の
亜
流
」
か
ら

ア
メ
リ
カ
文
学
の
主
流
へ
と
、
ひ
と
り
の
作
家
の
運
命
を
変
え
た
の
だ
う

た
。
ま
た
、
こ
の
火
付
け
役
に
は
、
当
時
『
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
マ
ン

ス
リ
ー
』
誌
の
編
集
長
で
あ
り
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
教
授
で
も
あ
る
ブ
リ

ス
・
ペ
リ
ー
と
い
う
後
ろ
盾
が
い
た
。
一
九
世
紀
の
文
学
形
式
と
い
え
ば

「
詩
・
散
文
・
劇
」
で
あ
り
、
「
自
然
詩
」
は
認
め
ら
れ
て
も
「
自
然
に
か

ん
す
る
エ
ッ
セ
イ
L
は
文
学
か
ら
は
度
外
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
文
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
〕

と
し
て
確
立
さ
せ
た
の
が
ベ
リ
ー
で
あ
っ
た
。

　
一
九
世
紀
末
の
ア
メ
リ
カ
正
典
文
学
の
規
範
は
、
個
々
の
テ
ク
ス
ト
よ

り
も
作
家
そ
の
も
の
、
そ
し
て
作
家
の
全
体
的
な
テ
ー
マ
や
文
体
を
重
視

し
た
。
ま
た
、
作
家
を
個
人
と
し
て
存
在
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
「
同
族

グ
ル
ー
プ
」
と
し
て
一
括
し
て
扱
っ
た
。
た
と
え
ば
、
当
時
は
「
ニ
ュ
ー

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
六
大
作
家
」
た
ち
が
主
流
で
あ
り
、
そ
の
枠
に
含
ま
れ

な
い
ソ
ロ
ー
の
場
含
で
あ
れ
ぱ
、
超
越
主
義
と
い
う
グ
ル
ー
プ
の
な
か
に

位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
エ
マ
ソ
ン
H
ソ
ロ
ー
枢
軸
を
形
成
し
て
両

者
の
著
作
を
同
時
に
売
り
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
殊
に
ミ
フ
リ
ン
社

や
ペ
リ
ー
に
と
う
て
、
ソ
ロ
ー
は
自
然
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
す
る
ア
メ

リ
カ
白
人
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
最
初
の
ネ
イ
チ
ャ
ー
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
の

ソ
回
1
を
売
り
込
む
こ
と
が
で
き
た
。

　
世
紀
転
換
期
、
ソ
ロ
ー
の
ネ
イ
チ
ャ
ー
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
の
作
家
像
が

ま
す
ま
す
普
遍
化
す
る
。
大
学
で
使
用
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
そ
の

ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
は
、
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
か
ら
は
第
四
章
「
昔
」
や
第

二
一
章
「
野
生
の
隣
人
」
な
ど
、
自
然
の
表
象
が
横
溢
で
、
読
者
に
自
然

志
向
を
勧
奨
す
る
よ
う
な
章
が
取
り
あ
げ
ら
れ
た
。
自
然
と
い
う
記
号
が

徐
々
に
ア
メ
リ
カ
人
の
精
神
に
浸
透
し
て
い
っ
た
の
は
、
お
も
に
教
育
を

通
じ
て
で
あ
っ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
頃
ま
で
に
は
、
三
〇
種
類
を
越

え
る
教
科
響
や
文
学
史
の
な
か
で
ソ
ロ
ー
は
登
場
し
、
「
ソ
ロ
ー
H
自
然

1
－
ア
メ
リ
カ
」
と
い
う
等
号
の
枠
組
み
が
で
き
あ
が
っ
て
い
く
。
こ
の
枠

組
み
こ
そ
「
標
準
的
」
ま
た
は
「
公
式
」
と
さ
れ
た
ソ
ロ
ー
像
で
あ
り
、

教
育
を
受
け
る
読
者
は
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
の
な
か
に
「
ア
メ
リ
カ
ー
1
自

然
」
を
発
見
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
ウ
た
。
こ
れ
が
、
一
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九
世
紀
末
の
正
典
が
示
す
「
穏
健
派
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
に
基
づ
く
ソ
ロ
ー

像
と
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
一
九
一
〇
年
代
に
な
る
と
、
一
九
世
紀
末
の
正
典
の
規
準
に

異
を
唱
え
る
動
き
が
現
れ
る
。
『
ア
メ
リ
カ
文
学
の
精
神
』
（
－
旨
ω
）
を
著

し
た
ジ
ョ
ン
・
メ
イ
シ
ー
は
、
世
紀
転
換
期
の
「
穏
健
派
コ
ン
セ
ン
サ

ス
」
を
「
お
上
品
な
正
典
」
と
み
な
し
、
そ
の
視
座
に
よ
る
文
学
評
価
と

真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
。
こ
の
時
期
に
新
た
に
創
ら
れ
た
正
典
の
視
点
は
、

同
族
グ
ル
ー
プ
で
は
な
く
個
人
の
作
品
の
独
創
性
を
重
視
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
メ
イ
シ
ー
は
、
ソ
ロ
ー
の
代
表
的
社
会
批
判
エ
ッ
セ
イ
「
市
民
の

反
抗
」
（
冨
亀
）
を
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
と
同
等
に
位
置
づ
け
、
政
治
的

　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
〕

急
進
派
と
し
て
ソ
ロ
ー
の
作
品
を
評
価
し
始
め
る
。

　
ミ
フ
リ
ン
社
や
ペ
リ
ー
の
創
り
出
し
た
「
白
然
へ
の
愛
情
を
読
者
と
共

有
す
る
」
ソ
回
－
像
は
棄
却
さ
れ
、
こ
こ
に
「
反
抗
者
ソ
回
－
」
が
誕
生

し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
一
九
五
〇
年
代
に
な
る
と
、
そ
の
冷
戦
構
造
の
状
況
の
な
か
で
は
、
無

政
府
主
義
的
な
主
張
で
始
ま
る
「
市
民
の
反
抗
」
は
一
時
ア
メ
リ
カ
の
大

学
の
教
科
書
か
ら
婆
を
消
し
た
。
と
は
い
え
、
現
代
で
は
「
ソ
ロ
ー
」
と

い
う
名
か
ら
連
想
す
る
の
は
、
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
に
代
表
さ
れ
る
ネ
イ

チ
ャ
ー
ラ
イ
タ
ー
、
そ
し
て
「
市
民
の
反
抗
」
に
代
表
さ
れ
る
社
会
改
革

者
の
二
つ
の
顔
が
混
在
し
た
作
家
で
あ
る
。
だ
が
、
二
〇
世
紀
末
の
現
代
、

自
然
環
境
が
世
界
的
問
魑
と
し
て
議
論
さ
れ
る
な
か
で
、
ふ
た
た
び
ネ
イ

チ
ャ
ー
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
の
ソ
ロ
ー
が
大
き
く
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
回

つ
ま
り
、
ソ
ロ
ー
の
評
価
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
ア
メ
リ
カ
独
特
の
自
然

を
表
象
す
る
作
家
と
し
て
始
ま
り
、
一
世
紀
の
ち
の
現
在
に
い
た
っ
て
、

そ
の
出
発
点
の
ソ
ロ
ー
像
に
回
帰
し
た
の
で
あ
る
。

　
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
に
お
け
る
〈
自
然
〉
が
散

布
さ
れ
る
出
発
点
は
、
ミ
フ
リ
ン
社
と
ペ
リ
ー
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
「
出
版

者
陰
謀
の
セ
オ
リ
ー
」
で
あ
り
、
た
し
か
に
そ
れ
が
ソ
ロ
ー
を
正
典
作
家

へ
と
引
き
上
げ
る
契
機
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
ビ
ュ
エ
ル
は
、
出
版
業
と
い

う
営
利
を
目
的
と
す
る
資
本
主
義
が
絡
ん
だ
正
典
の
人
為
性
を
実
証
的
に

分
析
し
つ
つ
も
、
正
典
化
と
は
「
あ
る
文
化
が
、
作
家
も
し
く
は
テ
ク
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
H
〕

ト
を
、
基
準
と
な
る
中
心
的
地
位
へ
押
し
上
げ
る
こ
と
」
だ
と
結
論
づ
け
、

そ
の
「
文
化
」
を
担
う
の
は
誰
な
の
か
に
言
及
し
て
い
な
い
。
『
ウ
ォ
ー

ル
デ
ン
』
は
「
文
化
」
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
文
学
作
品
で
は
あ
る
が
、

「
犬
衆
」
に
広
く
受
容
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
正
典
を

生
み
だ
す
文
化
と
は
、
大
衆
を
排
除
し
た
エ
リ
ー
ト
文
化
だ
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
出
版
者
と
は
、
い
か
に
甚
大
な
影
響
を
も
っ
て
読
者
の
嗜
好
傾
向

を
制
御
し
よ
う
と
も
、
読
者
層
を
徹
底
的
に
左
右
す
る
こ
と
は
実
際
に
は

で
き
な
い
。
ソ
ロ
ー
の
作
品
は
、
ソ
回
－
本
人
が
辛
酸
を
舐
め
た
一
九
世

紀
中
葉
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
や
は
り
市
場
で
は
売
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
り
、
現
代
に
お
い
て
も
決
し
て
そ
の
名
を
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
し
て
留
め

る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
「
大
衆
」
が
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
を

受
け
入
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
で
は
、
誰
が
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
の
読
者

で
あ
る
の
か
、
つ
ま
り
、
出
版
か
ら
お
よ
そ
一
世
紀
以
上
の
年
月
を
か
け

て
、
よ
う
や
く
〈
自
然
〉
を
見
出
す
と
い
う
安
定
し
た
読
み
方
を
学
習
し

た
、
現
代
の
読
者
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
高
等
教
育
以
上
の
教
育

を
受
け
る
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
最
初
に
ミ
フ
リ
ン
社
に
よ
っ

て
出
版
さ
れ
た
ソ
ロ
ー
著
作
集
は
、
教
育
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
構
想
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
後
ソ
回
－
や
『
ウ
才
ー
ル
デ
ン
』
が
頻
繁

に
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
の
も
、
つ
ね
に
ア
メ
リ
カ
の
教
育
の
場
と
の
関
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わ
り
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
古
典
文
学
の
地
位
を
獲
得
し
た

『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
は
、
教
育
を
通
し
て
読
者
を
育
成
し
て
き
た
の
で
あ

る
百
教
室
の
な
か
で
、
教
科
書
と
し
て
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
を
義
務
的
に

読
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
埋
め
込
ま
れ
た

〈
自
然
〉
を
読
み
と
り
、
ア
メ
リ
カ
人
読
者
に
「
ア
メ
リ
カ
ー
自
然
」
と

い
う
概
念
を
喚
起
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
人
の
精
神
の
な
か
に
、

そ
の
概
念
が
深
く
刻
印
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
を
正
典

と
し
て
読
む
理
由
が
、
こ
こ
に
あ
る
。

　
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
、
今
日
、
ア
メ
リ
カ
の
〈
自

然
〉
を
読
み
解
く
鍵
と
な
っ
て
ア
メ
リ
カ
神
話
を
創
造
し
、
国
民
意
識
を

〈
自
然
〉
に
帰
因
さ
せ
る
た
め
の
イ
デ
才
ロ
ギ
ー
と
連
座
し
て
い
る
と
は
、

」
九
世
紀
中
葉
の
出
版
当
時
、
誰
が
予
想
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
ア
メ
リ
カ
的
白
然
あ
る
い
は
〈
自
然
〉
と
は
、
そ
の
意
味
を
ふ
た
た
ぴ

確
認
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
家
お
よ
ぴ
国
民
の
自
己
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
た
め
の
一
手
段
、
つ
ま
り
文
化
的
構
築
物
で
あ
る
。

自
然
を
め
ぐ
る
歴
史
的
言
説
が
自
然
と
い
う
ひ
と
つ
の
記
号
に
収
赦
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
巨
大
国
家
ア
メ
リ
カ
の
な
か
で
せ
め
ぎ
合
う
多
様
な

人
種
や
階
級
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
な
ど
の
差
異
が
覆
い
隠
さ
れ
、
そ
し
て
、
均

一
的
な
「
ア
メ
リ
カ
人
」
と
い
う
虚
構
の
国
民
像
が
個
々
の
な
か
に
想
起

す
る
。
換
言
す
れ
ぱ
、
〈
自
然
〉
と
は
近
代
国
家
ア
メ
リ
カ
を
存
在
さ
せ

る
企
て
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
機
能
は
、
と
く
に
テ
ク
ス
ト
が
「
ア
メ
リ

カ
は
自
然
の
国
家
で
あ
る
」
と
宣
言
す
る
と
き
に
著
し
く
見
ら
れ
る
。

　
「
ア
メ
リ
カ
新
大
陸
発
見
」
の
時
代
以
来
、
ア
メ
リ
カ
の
自
然
は
表
象

と
テ
ク
ス
ト
化
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
テ
ク
ス
ト
の
出
版
と
流
通
に
よ

り
ア
メ
リ
カ
人
の
白
然
へ
の
関
心
が
高
揚
し
、
自
然
は
も
は
や
「
白
然
と

文
化
」
と
い
う
二
項
対
立
の
な
か
で
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
然

そ
の
も
の
が
ひ
と
つ
の
文
化
に
な
り
え
る
と
い
う
可
能
性
の
な
か
で
理
解

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
い
に
は
、
自
然
は
ア
メ
リ
カ
の
特
殊
文
化
で

あ
る
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
の
一
兄
事
実
に
み
え
る
所
説

さ
え
も
、
実
は
、
ア
メ
リ
カ
を
「
自
然
の
国
家
」
と
規
定
す
る
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
そ
の
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』

は
、
「
自
然
の
国
家
」
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
ア
メ
リ
カ
の
「
国
民
文
学
」

で
あ
り
、
正
典
文
学
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
、
わ
た
し
は
『
ウ
ォ
ー
ル
デ

ン
』
の
文
学
的
地
位
を
否
定
す
る
た
め
に
、
テ
ク
ス
ト
の
〈
自
然
〉
の
散

布
を
検
証
し
て
き
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
作
品
が
ア
メ
リ
カ
文
学
の
な
か

で
正
当
な
嫡
子
的
存
在
で
あ
る
、
と
誰
も
が
信
じ
て
疑
わ
な
い
こ
と
に
、

疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
白
然
に
精
通
し
、
か
つ
社
会
に
対

し
て
辛
口
で
誠
実
な
反
抗
者
ソ
回
－
と
そ
の
作
品
が
ま
さ
に
「
ア
メ
リ
カ

的
」
で
あ
る
た
め
、
正
典
へ
の
参
入
条
件
を
十
分
に
満
た
し
て
い
る
と
い

う
理
由
や
、
ソ
ロ
ー
以
降
の
「
主
流
」
文
学
の
脈
流
に
く
自
然
v
を
軸
と

し
た
基
盤
が
あ
る
と
い
う
理
由
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
は
、
正

典
や
「
文
化
」
の
作
り
手
に
よ
る
権
威
や
意
思
を
無
批
判
・
無
白
覚
に
受

け
入
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ち
う
か
。
「
大
衆
」
－
書

物
を
読
む
リ
テ
ラ
シ
ー
を
も
つ
、
と
く
に
一
九
世
紀
に
お
け
る
文
字
通
り

大
勢
の
ア
メ
リ
カ
人
　
　
が
求
め
た
小
説
群
が
ア
メ
リ
カ
文
学
か
ら
排
除

さ
れ
、
実
際
に
は
広
く
支
持
さ
れ
な
か
っ
・
た
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
が
教
育

の
場
で
生
き
残
る
。
こ
の
よ
う
な
「
主
流
」
と
「
非
主
流
」
の
選
別
作
業

が
行
わ
れ
る
の
は
、
や
は
り
、
そ
こ
に
は
な
ん
ら
か
の
意
図
が
あ
る
。
ア
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メ
リ
カ
文
学
と
い
う
学
問
制
度
の
な
か
で
、
読
者
は
い
わ
ぱ
義
務
と
し
て

「
ア
メ
リ
カ
H
白
然
」
を
読
ま
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
読
者
が

『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
の
な
か
に
「
ア
メ
リ
カ
は
自
然
の
国
家
で
あ
る
」
こ

と
を
読
み
と
る
と
き
、
ま
さ
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
白
然
と
い
う
記
号

に
立
脚
し
た
ア
メ
リ
カ
の
自
已
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
生
み
だ
そ
う
と
す

る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
、
巧
み
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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ラ
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年
代
後
半
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ほ
ぼ
世
紀
末
ま
で
お
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ニ
ュ
ー
イ
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地
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各
地
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流

　
行
し
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一
種
の
成
人
向
け
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れ
た
題
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に
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。
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