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置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
視
点
は
、
演
劇
の
役
割
と
国
家
的
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
へ
の
隷
属
を
前
提
と
し
、
新
し
い
体
制
と
い
う
条
件
下
で
の
芸

術
家
の
立
場
を
定
め
た
。
演
劇
は
大
衆
を
教
育
す
る
も
の
で
、
社
会
主
義

国
家
建
設
の
た
め
に
、
大
衆
の
「
集
団
化
」
と
「
国
家
主
義
」
の
普
及
の

任
務
が
演
劇
に
課
せ
ら
れ
る
。

　

一
方
で
、
固
有
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
主
張
し
、
権
力
を
志
向
す
る
構
造

が
、
既
に
象
徴
主
義
や
モ
ダ
ニ
ズ
ム
運
動
の
中
に
内
在
し
て
い
た
こ
と
も

指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
。
Б
・
グ
ロ
イ
ス
は
『
全
体
芸
術
様
式
ス
タ
ー
リ

ン
』
の
中
で
、「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
実
験
を
経
た
き
わ
め
て
教
養
あ

る
、
経
験
豊
か
な
エ
リ
ー
ト
た
ち
が
大
衆
の
名
を
借
り
て
社
会
主
義
リ
ア

一
　

一
九
一
七
年
の
社
会
主
義
革
命
以
後
、
ロ
シ
ア
の
芸
術
は
、
そ
の
需
要

者
を
広
く
「
一
般
大
衆
」
と
設
定
し
、
労
働
者
や
農
民
と
い
っ
た
「
新
し

い
観
客
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
芸
術
を
受
容
さ
せ
る
か
、
と
い
う
問
題

を
積
極
的
に
議
論
し
た
。
演
劇
社
会
学
者
の
В
・
ド
ミ
ト
リ
エ
フ
ス
キ
ー

が
「
レ
ー
ニ
ン
は
演
劇
を
、〈
地
主
貴
族
的
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
化
の
残
滓
〉

と
呼
ぶ
一
方
で
、
そ
こ
に
社
会
の
調
節
弁
と
し
て
の
機
能
も
見
て
い

た
」（1
）と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
演
劇
は
社
会
に
お
け
る
価
値
基
準
た
る

規
範
の
設
立
と
普
及
の
プ
ロ
セ
ス
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
も
の
、
と
位

論
説観

客
と
は
何
か

一
九
二
〇
年
代
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
劇
場
に
お
け
る
観
客
論
争

伊
藤
愉
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〔
…
…
〕
観
衆
の
〈
集
団
化
〉
と
平
行
し
て
発
達
し
た
の
は
文
化
と
芸
術

施
設
の
〈
国
家
主
義
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）〉
と
〈
集
団
化
〉
の
プ
ロ
セ

ス
だ
っ
た
」（6
）と
述
べ
て
い
る
。
例
え
ば
、
こ
の
時
代
の
代
表
的
な
理
論

家
の
一
人
で
あ
る
П
・
ケ
ル
ジ
ェ
ン
ツ
ェ
フ
は
、『
創
造
的
演
劇
』
の
な

か
で
「
将
来
の
観
客
は
劇
場
に
出
か
け
る
と
き
、〈
芝
居
を
観
に
行
く
〉

と
は
言
わ
ず
、〈
芝
居
に
参
加
し
に
行
く
〉
と
言
う
よ
う
に
な
る
だ
ろ

う
」（7
）と
書
く
。
ケ
ル
ジ
ェ
ン
ツ
ェ
フ
の
理
想
は
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
も
賛
美

し
た
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
合
唱
で
あ
り
、
大
勢
で
と
も
に
合
唱
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
集
団
的
な
熱
狂
の
中
に
個
が
集
団
の
中
に
溶
解
し
て
い
く
こ
と

だ
っ
た
。「
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
に
は
、
合
唱
団
は
観
客
の
化
身
で
あ
っ
た
、

合
唱
団
を
つ
う
じ
て
、
群
衆
は
上
演
さ
れ
て
い
る
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
に
参
加

し
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
、
階
級
的
な
演
劇
で
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

劇
場
全
体
を
一
つ
の
感
情
で
結
び
つ
け
、
役
者
と
観
客
と
を
融
合
さ
せ
る

の
に
必
要
な
雰
囲
気
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（8
）と
述
べ
る
演
劇
観
は
、

単
一
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
観
客
を
従
属
さ
せ
る
構
造
を
確
か
に
備
え
て
い

た
。

　

こ
う
し
た
解
釈
は
、
演
劇
文
化
一
般
に
敷
衍
さ
れ
、
同
時
代
の
代
表
的

な
演
劇
人
で
あ
る
В
・
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
も
ま
た
同
様
の
思
想
を
備
え
て

い
た
、
と
近
年
の
研
究
史
で
は
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
Ｌ
・

ク
レ
バ
ー
グ
は
「
演
劇
に
お
け
る
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、〈
全
体
的
〉

な
統
一
さ
れ
た
大
衆
演
劇
の
旧
モ
デ
ル
の
復
活
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で

リ
ズ
ム
を
創
り
だ
し
、
大
衆
の
実
際
の
嗜
好
や
ニ
ー
ズ
と
は
な
ん
の
関
係

も
な
い
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
的
方
法
そ
の
も
の
の
内
在
的
な
発
展
の
論
理

に
従
っ
て
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
と
移
行
し
た
」（2
）と
述
べ
て
い
る
。

あ
る
い
は
И
・
ゴ
ロ
ム
シ
ト
ク
は
、「
芸
術
の
国
家
的
組
織
化
と
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
管
理
の
必
要
性
は
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
志
向
を
も
つ
芸
術
家
た

ち
に
よ
っ
て
信
じ
ら
れ
て
い
た
」（3
）と
記
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
芸
術
の
領

域
で
の
厳
重
な
行
政
指
導
と
、
芸
術
活
動
へ
の
管
理
の
集
中
化
は
、

〔
…
…
〕
革
命
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
芸
術
家
や
理
論
家
が
持
ち
込
ん

だ
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
」（4
）と
書
い
て
い
る
。
確
か
に
演
劇
分
野
に
お

い
て
も
、
例
え
ば
А
・
ボ
グ
ダ
ー
ノ
フ
を
代
表
と
す
る
プ
ロ
レ
ト
ク
リ
ト

の
理
論
家
た
ち
は
、
演
劇
を
通
し
て
「
感
情
を
組
織
化
」
す
る
こ
と
こ
そ

が
「
集
団
主
義
社
会
」
に
お
い
て
不
可
欠
で
あ
り
、「
集
団
の
成
員
が
同

じ
感
情
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
は
集
団
の
な
か
に
溶
解
し
、

新
し
い
集
団
的
な
人
間
が
生
じ
て
く
る
」（5
）と
考
え
て
い
た
。

　

革
命
後
ロ
シ
ア
演
劇
で
は
頻
繁
に
「
観
客
も
創
造
者
で
あ
る
」
あ
る
い

は
「
創
造
活
動
へ
の
観
客
の
参
加
」
と
い
う
発
言
が
見
ら
れ
た
が
、
こ
う

し
た
発
言
は
、
一
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
目
指
す
「
集
団
創
造
」
に
接
続

し
、
演
劇
は
体
制
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち
の
メ
デ
ィ
ア
へ
と
容
易
に
転
じ

た
。
前
述
の
ド
ミ
ト
リ
エ
フ
ス
キ
ー
は
こ
の
状
況
に
つ
い
て
、「
新
た
な

社
会
政
治
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
個
人
的
人
間
性
の
自
由
意
思
表
示

の
範
囲
、
文
化
や
芸
術
と
の
関
係
性
の
選
択
範
囲
は
、
厳
し
く
狭
ま
っ
た
。
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で
い
る
と
記
し
、
そ
れ
ゆ
え
「
す
べ
て
の
問
題
は
正
し
く
扱
わ
れ
る
」
こ

と
を
保
証
す
る
た
め
、
討
論
は
慎
重
に
操
作
さ
れ
筋
書
き
が
用
意
さ
れ
る

と
指
摘
し
て
い
る（

11
）。

　

こ
う
し
た
言
説
が
出
て
来
る
背
景
に
は
、
同
時
代
の
演
出
家
、
理
論
家

た
ち
と
同
様
、
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
が
演
劇
に
お
け
る
「
観
客
」
の
重
要
性

を
指
摘
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
九
〇
七
年
の
時
点
で
、
メ
イ

エ
ル
ホ
リ
ド
は
「
作
者
、
演
出
家
、
俳
優
に
つ
い
で
第
四
の
創
造
者
を
演

劇
の
な
か
に
招
き
入
れ
る
。
そ
れ
は
〈
観
客
〉
で
あ
る
」（12
）と
記
し
、
革

命
後
に
な
っ
て
も
「
演
劇
の
法
則

―
そ
れ
は
観
客
へ
の
働
き
か
け

だ
」（13
）と
頻
繁
に
「
観
客
」
に
言
及
し
て
い
た（

14
）。
こ
う
し
た
発
言
と
革

命
直
後
に
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
演
劇
と
も
言
う
べ
き
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
的
表
現

を
行
な
っ
て
い
た
事
実（

15
）と
を
結
び
つ
け
れ
ば
、
確
か
に
前
述
の
よ
う
な

結
論
が
導
き
だ
せ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
限
ら
れ
た
事
実
と
「
観
客
」
へ

の
発
言
か
ら
、
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
理
論
の
な
か
に
〈
観
客
の
集
団
組
織

化
へ
の
志
向
〉
が
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
の
は
短
絡
に
す
ぎ
る
。「
観
客
」

は
、
同
時
代
の
演
劇
研
究
、
演
劇
実
践
の
文
脈
に
あ
っ
て
、
単
純
に
措
定

で
き
る
対
象
で
は
な
く
、
様
々
な
議
論
が
起
こ
っ
て
い
た
。
一
九
二
〇
年

代
の
演
劇
史
を
考
察
す
る
際
に
は
、
政
治
的
文
脈
と
は
異
な
る
、
美
学
的

あ
る
い
は
実
践
的
言
説
の
側
か
ら
見
た
観
客
像
も
確
認
し
て
お
く
べ
き
だ

ろ
う
。

き
る
。
そ
れ
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
観
客
の
〈
感
情
的
組
織
化
〉
も
し
く

は
〈
加
工
〉
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
の
ネ
ガ
と
し
て
、
新
た
な
集
団
的
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
、
そ
し
て
〈
人
々
の
思
想
を
建
設
す
る
〉
と
い
う
名
高
い
ス
ロ

ー
ガ
ン
に
基
づ
い
て
い
る
」（9
）と
述
べ
、「
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
や
ト
レ
チ
ヤ

コ
フ
、
そ
の
他
の
多
く
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
デ
ィ
ス
ト
た
ち
が
ス
タ
ー
リ

ン
の
犠
牲
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
我
々
が
こ
の
結
論
に
至
る
の
を
妨

げ
は
し
な
い
。
見
方
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
が
建
設
を
手
伝
っ
た

機
械
の
犠
牲
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」（10
）と
結
論
づ
け
て
い
る
。
ま
た
E
・

ナ
イ
マ
ン
は
、
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
が
С
・
ト
レ
チ
ヤ
コ
フ
作
『
子
ど
も
が

欲
し
い
』
の
上
演
計
画
に
お
い
て
、
Э
・
リ
シ
ツ
キ
ー
が
設
計
す
る
立
体

的
な
透
明
の
円
形
舞
台
を
螺
旋
階
段
が
貫
通
し
て
い
る
舞
台
美
術
に
、
有

名
な
ポ
ス
タ
ー
「
赤
い
楔
で
白
を
穿
て
」
と
同
様
の
構
図
を
読
み
取
り
、

赤
軍
に
よ
る
白
衛
軍
へ
の
突
入
、
気
鋭
な
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
・
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
に
よ
る
伝
統
的
な
ロ
シ
ア
の
社
会
生
活
へ
の
完
全
な
貫
通
を
も
表
わ

し
て
い
る
と
論
じ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ナ
イ
マ
ン
は
「
も
し
ボ
リ
ス
・
グ
ロ

イ
ス
が
正
し
く
、
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と
ス
タ
ー
リ
ン
政
治
が

直
線
で
結
ば
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
線
は
間
違
い
な
く
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド

と
『
子
ど
も
が
欲
し
い
』
を
通
っ
て
い
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
る
。
ナ
イ
マ

ン
は
、
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
が
こ
の
芝
居
を
観
客
の
自
由
な
発
言
を
許
容
す

る
〈
討
論
劇
〉
と
し
て
計
画
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
〈
討
論
〉

に
つ
い
て
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
考
え
は
オ
ー
ウ
ェ
リ
ア
ン
的
観
点
を
含
ん
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た
ち
の
物
と
し
、
教
育
す
る
こ
と
は
必
要
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
そ
の
逆

で
、
彼
ら
の
要
求
を
理
解
し
、
す
な
わ
ち
従
う
こ
と
は
果
た
し
て
必
要
な

の
だ
ろ
う
か
」（17
）。

　

ガ
フ
ン
で
は
、
演
劇
に
お
け
る
観
客
を
作
り
手
と
考
え
る
か
否
か
、
と

い
う
問
題
が
主
に
次
の
二
つ
の
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
1
、

見
世
物
の
無
言
な
参
加
者
で
は
あ
る
が
積
極
的
な
、
つ
ま
り
創
造
的
な
要

素
。
2
、
出
来
事
の
受
動
的
な
観
察
者
、
の
二
つ
で
あ
る
。

　

演
劇
学
者
の
В
・
サ
フ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
「
演
劇
学
の
対
象
と
し
て
の
演

劇
」
と
い
う
ガ
フ
ン
で
の
報
告
で
、「
芝
居
は
常
に
時
代
の
精
神
に
対
し

て
あ
る
い
は
協
和
音
的
で
、
あ
る
い
は
不
協
和
音
的
で
あ
る
。
も
し
こ
れ

ら
が
な
け
れ
ば
、
芝
居
は
意
味
が
な
い
」
と
述
べ
、「
我
々
は
同
時
代
的

な
存
在
」
で
あ
り
、「
演
劇
に
は
時
代
の
精
神
が
し
み
込
む
。
時
代
の
精

神
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
影
響
を
与
え
る
」
と
い
う（

18
）。
そ
れ
ゆ
え
サ
フ
ノ

フ
ス
キ
ー
は
「
観
客
は
劇
場
で
積
極
的
で
あ
る
と
考
え
る
。
芝
居
に
観
客

は
参
加
し
な
い
が
、
積
極
的
に
そ
れ
を
生
き
て
い
る
の
だ
」（19
）と
述
べ
る
。

こ
う
し
た
考
え
は
、「
観
客
」
を
対
象
と
し
た
演
劇
関
係
者
の
議
論
の
な

か
で
、
一
般
的
な
も
の
だ
っ
た
。
例
え
ば
、
こ
の
時
代
の
演
劇
批
評
家
で

あ
る
П
・
マ
ル
コ
フ
は
、
劇
場
を
訪
れ
、「
大
き
な
思
想
、
力
強
い
感
情
、

赤
裸
々
な
真
実
」
を
求
め
る
新
し
い
観
衆
の
な
か
に
、「
演
劇
を
正
常
化
」

さ
せ
る
力
を
見
て
、
次
の
よ
う
に
書
く
。「
俳
優
は
毎
晩
大
衆
観
客
の
た

め
に
演
じ
、
た
と
え
俳
優
に
と
っ
て
決
定
的
な
形
で
影
響
を
与
え
る
こ
と

二
　

ま
ず
、
単
純
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
や
集
団
主
義
に
は
回
収
さ
れ
な
い
議
論

が
、
当
時
の
ロ
シ
ア
演
劇
界
に
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
観

客
を
巡
る
議
論
の
背
景
の
一
つ
に
、
国
立
芸
術
学
ア
カ
デ
ミ
ー
（
通
称
ガ

フ
ン
）
の
活
動
が
あ
っ
た
。
ガ
フ
ン
は
、
一
九
二
一
年
か
ら
一
九
三
〇
年

ま
で
活
動
し
た
研
究
者
組
織
で
あ
る
。
当
時
А
・
ル
ナ
チ
ャ
ル
ス
キ
ー
が

代
表
を
務
め
て
い
た
教
育
文
化
委
員
会
の
下
部
組
織
と
し
て
形
成
さ
れ
、

分
野
を
横
断
し
て
芸
術
活
動
全
般
を
分
析
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。

様
々
な
学
者
、
芸
術
家
ら
か
ら
構
成
さ
れ
、
演
出
家
の
К
・
ス
タ
ニ
ス
ラ

フ
ス
キ
ー
や
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
も
出
入
り
し
て
い
た
。
音
楽
、
哲
学
、
社

会
学
と
様
々
な
セ
ク
シ
ョ
ン
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
中
に
演
劇
セ
ク
シ
ョ
ン

も
あ
っ
た（

16
）。

　

演
劇
セ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
は
観
客
研
究
に
関
す
る
委
員
会
が
作
ら
れ
、

一
九
二
二
年
か
ら
一
九
二
八
年
ま
で
の
間
に
、
演
出
家
、
社
会
科
学
者
、

哲
学
者
、
演
劇
学
者
ら
に
よ
っ
て
お
よ
そ
二
〇
の
発
表
が
な
さ
れ
、
同
時

代
演
劇
に
関
す
る
問
題
が
論
じ
ら
れ
た
。
一
連
の
議
論
に
お
け
る
彼
ら
の

関
心
を
、
演
劇
研
究
者
の
В
・
グ
ト
コ
ヴ
ァ
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い

る
。「〈
新
し
い
観
客
〉
は
生
ま
れ
た
の
か
、
否
か
。
も
し
生
ま
れ
た
と
い

う
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
や
独
自
性
が
彼
ら
に
は
あ
る
の
か
。
ど
の

よ
う
に
彼
ら
を
見
つ
け
出
し
、
区
分
け
し
、
研
究
す
べ
き
か
。
彼
ら
を
私
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優
位
の
理
論
構
造
は
こ
の
時
代
に
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

　

ガ
フ
ン
演
劇
セ
ク
シ
ョ
ン
の
観
客
研
究
で
は
、
活
動
後
期
の
一
九
二
八

年
に
な
っ
て
か
ら
も
、「
観
客
は
常
に
偶
発
的
な
存
在
で
、
劇
場
に
来
る

人
々
は
、
み
な
観
客
だ
と
い
う
困
っ
た
問
題
が
あ
る
」（23
）と
、
観
客
の
定

義
付
け
の
難
し
さ
が
相
変
わ
ら
ず
論
じ
ら
れ
た
。
体
制
側
か
ら
の
要
請
に

応
え
る
な
ら
ば
、
二
〇
年
代
の
観
客
研
究
の
課
題
は
、
観
客
の
「
自
発
的

な
感
情
」
を
「
特
定
の
形
」
で
導
く
こ
と
が
目
指
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
観

客
の
姿
を
認
識
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
が
、
捉
え
き
れ
な
い
不
規
則

な
実
際
と
の
乖
離
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
同
時

代
に
共
有
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
　

こ
う
し
た
文
脈
を
背
景
に
、
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
劇
場
の
観
客
調
査
に
関

す
る
論
争
を
見
て
い
き
た
い
。
こ
の
論
争
は
二
〇
年
代
半
ば
の
ロ
シ
ア
演

劇
界
に
幅
広
い
議
論
を
呼
ん
だ
が
、
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
二
〇
年

代
前
半
に
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
劇
場
文
芸
部
で
働
き
、
後
に
演
劇
批
評
家
・

劇
作
家
と
な
る
М
・
ザ
ゴ
ル
ス
キ
ー
と
、
ザ
ゴ
ル
ス
キ
ー
の
後
に
メ
イ
エ

ル
ホ
リ
ド
劇
場
に
入
っ
た
俳
優
・
演
出
家
の
В
・
フ
ョ
ー
ド
ロ
フ
だ
っ
た
。

観
客
を
い
か
に
認
識
し
捉
え
る
か
、
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
こ
の
時
代

に
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
劇
場
で
採
用
さ
れ
た
二
つ
の
観
客
調
査
「
ア
ン
ケ
ー

は
な
い
客
席
か
ら
の
素
朴
な
反
応
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
熱
烈
な
反
応
を

極
め
て
具
体
的
に
感
じ
て
い
た
」（20
）。
こ
う
し
た
マ
ル
コ
フ
の
言
葉
に
対

し
て
、
ド
ミ
ト
リ
エ
フ
ス
キ
ー
は
「
観
客
は
、
無
意
識
で
は
あ
っ
た
が
、

粘
り
強
く
二
〇
年
代
の
世
界
観
の
変
革
、
現
実
認
識
と
俳
優
技
術
の
再
編

を
促
進
し
て
い
た
」（21
）と
書
く
が
、
こ
う
し
た
認
識
は
同
時
代
に
す
で
に

疑
問
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

哲
学
者
の
П
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
「
演
劇
と
は
な
に
か
」
と
い
う
ガ
フ
ン

で
の
報
告
で
次
の
よ
う
に
異
論
を
唱
え
て
い
る
。「
演
劇
の
観
客
の
役
割

に
関
す
る
問
題
に
お
け
る
不
明
瞭
さ
と
先
入
観
は
そ
ろ
そ
ろ
終
え
る
べ
き

だ
。
観
客
は
芝
居
を
作
る
と
い
う
考
え
は
、
不
正
確
か
あ
る
い
は
メ
タ
フ

ァ
ー
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
芝
居
は
観
客
の
た
め
に
あ
り
、
観
客
へ
の
働
き
か

け
も
考
え
ら
れ
る
。
観
客
な
し
の
芝
居
は
、
聴
衆
な
し
の
コ
ン
サ
ー
ト
と

お
な
じ
く
存
在
し
な
い
。〔
…
…
〕〔
だ
が
〕
ど
の
よ
う
に
観
客
は
芝
居
に

参
加
し
て
い
る
の
か
？

自
ら
の
反
応
に
よ
っ
て
彼
は
俳
優
の
追
体
験
に

影
響
を
与
え
、
ま
さ
に
こ
れ
に
よ
っ
て
俳
優
の
演
技
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
呼

び
起
こ
す
。
し
か
し
こ
れ
を
も
っ
て
芝
居
を
作
っ
て
い
る
と
は
言
え
な

い
」（22
）と
指
摘
し
て
い
る
。
彼
は
、
こ
の
時
代
の
演
劇
人
・
理
論
家
が
し

ば
し
ば
口
に
す
る
、「
創
造
者
と
し
て
の
観
客
の
位
置
づ
け
」
が
、
実
の

と
こ
ろ
観
客
を
思
想
伝
達
の
た
め
の
「
対
象
／
受
容
者
」
と
し
て
し
か
見

て
お
ら
ず
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
「
創
造
者
」
と
い
う
よ
う
な
主
体
性
は
虚

構
の
も
の
で
あ
る
、
と
看
破
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
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あ
る
観
客
に
は
重
苦
し
く
作
用
す
る
も
の
が
別
の
客
に
は
生
き
い
き
と

し
た
印
象
を
与
え
る
の
は
な
ぜ
か
。

　

そ
し
て
結
論
と
し
て
「
統
一
さ
れ
た
観
客
は
存
在
せ
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
統
一
さ
れ
た

0

0

0

0

0

芝
居
も
な
い

0

0

0

0

0

。
舞
台
か
ら
流
れ
出
す
革
命
の
興
奮
は
観
客
を
分
割
し
、
肯

定
す
る
人
々
と
否
定
す
る
人
々
に
分
け
て
し
ま
う
。
逆
に
観
客
席
か
ら
流

れ
る
興
奮
は
、
今
度
は
舞
台
を
分
割
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
は
舞
台

の
上
に
、
自
分
た
ち
の
社
会
的
出
自
が
表
わ
す
も
の
を
見
る
の
だ
」（
傍

点
は
ザ
ゴ
ル
ス
キ
ー
）
と
書
く
。
こ
う
し
た
不
明
な
観
客
を
捉
え
る
手
段

と
し
て
、
彼
は
ア
ン
ケ
ー
ト
方
式
を
推
す
。「
観
客
の
問
題
を
調
べ
る
者

に
残
さ
れ
た
唯
一
の
方
法
、
そ
れ
は
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
だ
。
劇
場
の
客
に

ア
ン
ケ
ー
ト
を
配
り
、
幕
間
や
芝
居
後
に
記
入
し
て
も
ら
う
。
観
客
に
つ

い
て
の
新
し
い
学
問
が
生
ま
れ
、
独
自
の
方
法
論
が
で
き
あ
が
る
ま
で
は
、

こ
の
完
璧
と
は
言
い
難
い
武
器
を
使
う
ほ
か
な
い
」。

　

こ
う
し
た
「
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
は
一
九
二
一
年
か
ら
一
九
二
八
年
に

か
け
て
広
く
ロ
シ
ア
演
劇
界
で
採
用
さ
れ
た
手
法
で
も
あ
り
、
最
も
早
く

導
入
し
て
い
た
の
が
、
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
劇
場
だ
っ
た
。
ザ
ゴ
ル
ス
キ
ー

は
、
一
九
二
一
／
二
二
年
の
シ
ー
ズ
ン
に
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
劇
場
に
お
け

る
『
曙
』
や
『
ミ
ス
テ
リ
ア
・
ブ
ッ
フ
』
上
演
時
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を

手
が
け
て
い
た
（
し
か
し
こ
の
論
争
が
起
き
た
一
九
二
四
年
の
時
点
で
、

メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
劇
場
で
は
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
中
止
し
て
い
た
）（25
）。

ト
調
査
」
と
「
客
席
の
反
応
調
査
」
を
巡
っ
て
の
論
争
だ
っ
た
。

　

端
緒
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
二
四
年
に
既
に
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
劇
場
を

抜
け
て
い
た
ザ
ゴ
ル
ス
キ
ー
が
『
レ
フ
』
誌
に
発
表
し
た
「
観
客
は
い
か

に
反
応
す
る
か
？
」
と
い
う
論
文
で
あ
る（

24
）。
彼
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
、

課
題
を
述
べ
る
。

　

我
々
が
こ
と
の
ほ
か
好
ん
で
口
に
す
る
の
は
、〈
我
々
観
客
全
員
〉

と
か
、〈
新
し
い
観
客
〉
あ
る
い
は
と
く
に
〈
労
働
者
の
観
客
〉
と
い

う
言
葉
だ
。〔
…
…
〕
観
客
や
聴
衆
の
立
場
で
も
の
を
言
う
こ
と
が
こ

と
ご
と
く
説
得
力
に
欠
け
軽
薄
だ
と
指
摘
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
わ
れ

わ
れ
は
こ
う
い
う
と
き
、
多
く
の
個
人
的
意
見
が
あ
り
、
観
客
を
引
き

合
い
に
出
す
の
は
単
な
る
独
特
の
悪
し
き
〈
言
い
回
し
〉
に
す
ぎ
な
い

と
各
自
十
分
承
知
し
て
い
る
。〔
…
…
〕
し
か
し
、
舞
台
で
進
行
す
る

芝
居
に
対
す
る
客
席
の
態
度
は
、
芝
居
そ
の
も
の
の
後
世
に
も
、
そ
の

劇
場
や
演
劇
の
傾
向
の
先
行
き
に
も
決
定
的
要
因
で
あ
る
。〔
…
…
〕

　

観
客
層
が
ど
ん
な
人
間
で
構
成
さ
れ
て
い
る
か
。
そ
の
属
す
る
階
級

は
。
任
意
の
一
人
一
人
の
観
客
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
社
会
的
諸
グ
ル

ー
プ
は
、
芝
居
に
ど
の
よ
う
に
反
応
す
る
の
か
。
戯
曲
、
演
出
、
劇
場
、

傾
向
へ
の
反
応
は
ど
う
か
。〔
…
…
〕
一
方
の
客
に
は
〈
わ
か
る
〉
の

に
、〈
わ
か
ら
な
い
〉
と
い
う
客
が
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
戯
曲
と
演
出

の
何
が
観
客
を
落
ち
込
ま
せ
た
り
盛
り
上
げ
た
り
す
る
の
か
。
ま
た
、
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任
状
』
98
％
／
②
『
森
林
』
77
％
／
③
『
大
地
は
逆
立
つ
』
75
％
／
④

『
Ｄ
Ｅ
』
73
％
／
⑤
『
ブ
ブ
ス
』
70
％

　

フ
ョ
ー
ド
ロ
フ
の
報
告
は
、
ザ
ゴ
ル
ス
キ
ー
へ
の
批
判
が
目
的
だ
っ
た

わ
け
で
は
な
い
が
、
ザ
ゴ
ル
ス
キ
ー
は
す
ぐ
さ
ま
反
応
し
、
同
雑
誌
上
で

反
駁
し
た（

28
）。
彼
は
、「〔
フ
ョ
ー
ド
ロ
フ
の
〕
大
き
な
誤
り
と
思
わ
れ
る

の
は
、
芝
居
の
一
連
の
瞬
間
に
対
し
て
、
客
席
を
ま
っ
た
く
同
じ
に
反
応

す
る
統
一
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
た
こ
と
に
あ
る
。〔
…
…
〕『
委
任

状
』
で
は
最
も
笑
っ
て
、『
大
地
は
逆
立
つ
』
で
は
最
も
笑
わ
な
か
っ
た

と
い
う
の
が
、
な
ん
な
の
か
？
」
と
批
判
し
、
重
要
な
の
は
、「
い
か
な

0

0

0

る
社
会
層

0

0

0

0

か
ら
客
席
が
構
成
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

個
々
の
グ
ル
ー
プ
が
反

応
し
、
当
の
芝
居
に
お
い
て
彼
ら
が
い
っ
た
い
何
に
反
応
し
た
の
か
と
い

う
こ
と
を
知
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

誰
が

0

0

、
い
つ

0

0

、
ど
の
よ
う

0

0

0

0

に0

、
な
に
に

0

0

0

反
応
し
た
か

―
こ
れ
こ
そ
我
々
が
、
現
代
の
観
客
研
究
に

つ
い
て
語
る
際
に
知
り
た
い
こ
と
だ
」（
傍
点
は
ザ
ゴ
ル
ス
キ
ー
）
と
主

張
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
可
能
な
の
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
み
で
あ

る
、
と
。

　

ザ
ゴ
ル
ス
キ
ー
の
一
方
的
な
批
判
に
対
し
て
、
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
学
派

の
演
劇
学
者
А
・
グ
ヴ
ォ
ズ
ジ
ェ
フ
が
参
加
す
る
こ
と
で
議
論
は
論
争
へ

と
発
展
す
る
。
同
誌
上
で
グ
ヴ
ォ
ズ
ジ
ェ
フ
は
、「
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
劇

場
は
芝
居
の
際
に
何
回
観
客
が
笑
っ
た
か
と
い
う
統
計
的
な
総
数
に
甘
ん

ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
は
、
観
客
の
入
場
時
に
配
ら
れ
、
幕
間
あ
る
い
は
上
演

後
に
記
入
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
、「
芝
居
が
気
に
入
っ

た
か
ど
う
か
」、
と
と
も
に
観
客
の
職
業
や
年
齢
を
訪
ね
る
項
目
も
あ
っ

た
。

　

ザ
ゴ
ル
ス
キ
ー
の
論
文
が
公
開
さ
れ
て
か
ら
間
も
な
く
、
メ
イ
エ
ル
ホ

リ
ド
劇
場
演
出
部
の
フ
ョ
ー
ド
ロ
フ
が
、『
芸
術
生
活
』
誌
に
「
客
席
調

査
の
試
み
」
と
い
う
記
事
を
載
せ
、
一
九
二
四
／
一
九
二
五
年
シ
ー
ズ
ン

の
劇
場
に
お
け
る
客
席
反
応
の
調
査
結
果
を
報
告
し
た（

26
）。
そ
の
年
の
演

目
『
森
林
』、『
ブ
ブ
ス
先
生
』、『
委
任
状
』、『
Ｄ
Ｅ
』、『
大
地
は
逆
立

つ
』
に
お
い
て
、
予
め
設
定
し
た
観
客
の
反
応
を
、
上
演
中
に
劇
場
の
関

係
者
が
調
査
し
、
統
計
に
落
と
し
込
み
、
客
席
を
数
字
で
理
解
し
よ
う
と

す
る
試
み
だ
っ
た（

27
）。

　

こ
の
中
で
、
フ
ョ
ー
ド
ロ
フ
は
と
り
わ
け
「
笑
い
」
に
注
目
し
、
全
体

の
中
で
笑
い
の
比
重
が
ど
れ
ほ
ど
だ
っ
た
か
割
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

「
重
要
だ
っ
た
の
は
、
笑
い
の
数
を
定
め
る
こ
と
と
客
席
の
別
の
感
情
と

の
比
率
を
割
り
出
す
こ
と
だ
っ
た
」
と
し
て
結
果
を
報
告
す
る
。

　

タ
イ
ト
ル
、
上
演
中
何
回
観
客
が
笑
っ
た
か
、
一
時
間
中
の
笑
い
の

数

：

①
『
委
任
状
』
336
、
96
／
②
『
森
林
』
201
、
67
／
③
『
ブ
ブ
ス
』

143
、
41
／
④
『
Ｄ
Ｅ
』
90
、
30
／
⑤
『
大
地
は
逆
立
つ
』
40
、
27

　

反
応
全
体
の
う
ち
笑
い
が
占
め
る
比
率
（
70
か
ら
98
％
）：

①
『
委
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し
く
な
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ
、「
客
席
の
あ
ら
ゆ
る
客
観
的
、
科
学

的
、
社
会
学
的
分
析
の
基
本
的
な
問
題
、
す
な
わ
ち
、
誰
が
芝
居
に
訪
れ

て
、
ど
の
よ
う
な
観
客
を
我
々
は
研
究
し
て
い
て
、
と
い
う
よ
う
な
質
問

へ
の
答
え
は
グ
ヴ
ォ
ズ
ジ
ェ
フ
に
も
フ
ョ
ー
ド
ロ
フ
に
も
な
い
」
と
反
論

し
た（

31
）。
フ
ョ
ー
ド
ロ
フ
は
再
び
「
ザ
ゴ
ル
ス
キ
ー
の
論
文
全
体
に
対
し

て
指
摘
す
べ
き
は
、
筆
者
は
論
じ
て
い
る
テ
ー
マ
に
則
し
た
最
も
重
要
な

問
題
に
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
〔
…
…
〕。
そ
れ
は
、【
Ⅰ
】
芝

居
を
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
、
客
席
の
研
究
は
こ
の
課
題
の
一
部
分
。

【
Ⅱ
】
観
客
に
つ
い
て
研
究
し
結
論
を
出
す
。
観
客
の
行
動
を
客
観
的
デ

ー
タ
に
基
づ
い
て
追
い
か
け
る
。【
Ⅲ
】
観
客
の
研
究
は
所
与
の
芝
居
と

隔
て
て
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。【
Ⅳ
】
ア
ン
ケ
ー
ト
の
適
用
に
際
し
て
は
、

一
連
の
条
件
を
守
る
必
要
が
あ
る

―
別
の
適
用
は
意
味
を
な
さ
な
い
」

と
反
論
す
る（

32
）。

　

論
争
の
最
後
に
ザ
ゴ
ル
ス
キ
ー
は
、
い
か
に
反
応
を
調
査
し
て
も
「
客

席
の
観
客
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
」
は
分
か
ら
な
い
と
再
び
反
論

し
、
例
と
し
て
「
作
業
台
を
離
れ
た
労
働
者
た
ち
」
が
客
席
に
座
っ
た
時
、

「
雑
多
な
構
成
の
客
席
が
笑
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
彼
ら
は
黙
っ
て
い
る
」

状
況
を
仮
定
す
る
。
続
け
て
、「
誰
が
入
り
交
じ
っ
た
客
席
で
当
の
フ
レ

ー
ズ
に
笑
っ
た
と
い
う
の
か
？

コ
ム
ソ
モ
ー
ル
員
か
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
か
、

イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
か
？

知
ら
な
い
、
と
グ
ヴ
ォ
ズ
ジ
ェ
フ
は
答
え

る
。
笑
っ
た
の
は
〈
客
席
だ
〉
と
。
誰
が
〈
作
業
台
を
離
れ
た
労
働
者
た

じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
重
要
な
の
は
「
い
つ
何
に
観
客
が

笑
い
で
反
応
し
た
か
と
い
う
こ
と
」
だ
と
言
う
。
そ
し
て
、
ザ
ゴ
ル
ス
キ

ー
が
指
摘
す
る
「
誰
が
」
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、「
雑
多
な
社
会
的

構
成
の
客
席
」
と
応
え
る
。
そ
う
し
た
客
席
を
前
提
と
し
た
上
で
、「
毎

日
の
体
系
的
な
観
察
、
毎
年
行
わ
れ
る
観
客
の
観
察
は
現
在
の
と
こ
ろ
雑

多
な
構
成
に
則
し
て
の
み
、
重
要
な
の
だ
。
な
に
し
ろ
、
そ
う
し
た
シ
ス

テ
マ
チ
ッ
ク
な
観
察
の
み
が
科
学
的
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。〔
…
…
〕

観
客
研
究
の
必
要
性
は
長
ら
く
、
何
度
も
語
ら
れ
て
き
た
が
、
メ
イ
エ
ル

ホ
リ
ド
劇
場
が
こ
れ
を
初
め
て
お
こ
な
っ
た
」
と
書
く
。
ザ
ゴ
ル
ス
キ
ー

の
主
張
に
関
し
て
は
「
彼
が
提
示
す
る
こ
れ
ら
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
基
づ
い

た
結
論
は
、〈
観
客
の
異
な
る
社
会
グ
ル
ー
プ
は
、
舞
台
か
ら
全
く
異
な

る
印
象
を
受
け
る
〉
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
は
、
劇
場
の
訪
問
者
そ
れ
ぞ

れ
が
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
な
く
と
も
知
っ
て
い
た
し
、
い
ま
も
知
っ
て
い
る

こ
と
だ
」
と
退
け
て
い
る（

29
）。

　

フ
ョ
ー
ド
ロ
フ
も
ま
た
ザ
ゴ
ル
ス
キ
ー
に
応
答
し
た
。
彼
は
、
ア
ン
ケ

ー
ト
に
書
か
れ
た
文
章
が
常
に
正
し
い
も
の
だ
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
指

摘
し
、「
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
そ
れ
が
責
任
の
な
い
物
で
あ
る
限
り
、
意
味

の
な
い
戯
言
に
な
る
」
と
科
学
的
根
拠
の
欠
如
を
批
判
す
る（

30
）。
こ
う
し

た
無
根
拠
性
の
指
摘
に
対
し
て
、
ザ
ゴ
ル
ス
キ
ー
は
「
本
当
に
全
て
の
回

答
者
、
特
に
労
働
者
た
ち
誰
か
を
混
乱
さ
せ
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
書
く
だ

ろ
う
か
。
な
ぜ
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
得
ら
れ
る
結
論
が
必
ず
無
根
拠
で
、
正
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と
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、「
反
応
調
査
」
は
、
上
演
の
状
況
を
問
題

と
し
て
い
る
。
フ
ョ
ー
ド
ロ
フ
の
言
う
、「
芝
居
を
研
究
す
る
必
要
が
あ

る
」
と
は
、
上
演
後
の
観
客
へ
の
影
響
で
は
な
く
、
上
演
の
時
間
と
空
間

が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
実
地
的
な
観
点
に
基
づ
い
て

い
る
。
つ
ま
り
、
両
者
の
手
法
は
そ
も
そ
も
の
射
程
が
異
な
っ
て
い
る
。

指
摘
し
て
お
く
べ
き
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
、
ザ
ゴ
ル
ス
キ
ー
自
身
も

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
統
一
的
な
客
席
は
存
在
し
な
い
」、「
反
応
は
バ

ラ
バ
ラ
で
あ
る
」
と
い
う
以
上
の
結
論
は
導
け
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

ザ
ゴ
ル
ス
キ
ー
は
「
誰
が
」
と
い
う
問
題
を
重
視
し
て
い
る
。
だ
が
そ
の

一
方
で
、「
同
時
代
の
演
劇
が
、
自
ら
の
特
性
を
示
し
、
自
己
を
明
ら
か

に
し
、
い
か
な
る
社
会
的
グ
ル
ー
プ
に
所
属
し
て
い
る
の
か
示
す
必
要
が

あ
る
」（34
）と
体
制
側
か
ら
要
請
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
、
演
劇
の
側
か
ら
の

「
社
会
的
な
役
割
」、
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
言
え
ば
「
所
与
の
結
果
」
を
導

く
可
能
性
を
す
で
に
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
あ
る
い
は
、
だ
か
ら
こ

そ
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
っ
て
個
々
の
客
層
へ
の
「
効
果
」
を
確
定
す
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
も
言
え
る
）。

　

一
方
の
「
客
席
の
反
応
調
査
」
に
関
し
て
も
、
統
計
的
な
記
録
は
、
観

客
の
反
応
を
「
操
作
」
す
る
目
的
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
上
演
時
の
状

況
の
把
握
」
に
留
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
反
応
を

し
た
か
？

な
ぜ
な
ら
」
と
い
う
観
客
の
構
成
に
対
応
し
た
問
い
と
答
え

へ
の
積
極
的
な
関
心
は
、
調
査
の
機
能
上
持
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

ち
〉
な
の
か
？

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
か
、
街
で
育
っ
た
、
あ
る
い
は
最

近
街
に
来
た
農
民
か
、
最
近
工
場
の
共
同
炊
事
場
で
働
き
始
め
た
も
の

か
？
〔
…
…
〕
な
ぜ
客
席
が
笑
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
彼
ら
は
黙
っ
て
い

る
の
か
？

こ
の
沈
黙
は
な
に
を
意
味
し
て
い
る
の
か
？
」
と
追
及
し
、

「
こ
れ
ら
の
質
問
す
べ
て
に
グ
ヴ
ォ
ズ
ジ
ェ
フ
は
答
え
て
い
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
彼
が
勧
め
る
〈
科
学
的
メ
ソ
ッ
ド
〉
に
は
そ
う
し
た
答
え
が
な
い

か
ら
だ
。
彼
は
〈
客
席
〉
あ
る
い
は
〈
作
業
台
を
離
れ
た
労
働
者
た
ち
〉

の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
操
作
し
、
彼
ら
の
表
面
的
な
反
応
を
操
作
し
、
そ
の

観
客
の
具
体
的
な
性
質
、
彼
の
感
情
の
内
的
な
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
は
し
な
い
。〔
…
…
〕
こ
こ
に
は
い
か
な
る
社
会
科
学
的
な
メ
ソ
ッ
ド

に
関
す
る
言
葉
も
あ
り
得
な
い
。
我
々
は
観
客
を
、〈
全
体
〉
と
し
て
で

は
な
く
、
空
っ
ぽ
の
統
計
学
の
た
め
で
も
な
く
、
完
全
に
具
体
的
な
目
的

の
た
め
に
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
指
摘
す
る（

33
）。

　

論
争
は
、「
ア
ン
ケ
ー
ト
」
と
「
客
席
の
反
応
調
査
」
ど
ち
ら
が
有
効

か
と
い
う
議
論
に
終
始
し
、
平
行
線
を
辿
っ
て
い
る
も
の
の
、「
観
客
」

と
い
う
演
劇
に
お
け
る
実
際
的
な
問
題
に
関
し
て
、
個
別
具
体
的
に
対
象

に
向
か
う
試
み
と
し
て
注
目
で
き
る
。
た
だ
し
、
論
点
が
両
者
で
異
な
っ

て
い
る
点
は
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

ザ
ゴ
ル
ス
キ
ー
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
、「
誰
が
」
と
い
う
問
題
を
重

視
し
て
い
る
よ
う
に
、
演
劇
に
お
け
る
社
会
的
・
階
級
的
な
分
析
を
目
的
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が
完
全
に
芸
術
家
を
支
配
す
る
時
代
、
演
劇
が
「
芸
術
の
住
家
た
る
こ
と

を
や
め
、
不
可
避
的
に
教
義
宣
伝
の
講
壇
へ
と
変
貌
す
る
」
時
代
で
あ
る

か
ら
だ
。「
一
国
が
平
安
な
文
化
的
創
造
に
よ
っ
て
新
た
な
社
会
の
相
貌

を
鍛
え
上
げ
よ
う
と
す
る
時
、
そ
の
時
〔
…
…
〕
芸
術
家
の
住
家
は
手
段

た
る
こ
と
を
や
め
て
、
目
的
と
な
る
」
と
彼
は
述
べ
て
い
る（

36
）。
つ
ま
り

メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
は
、
革
命
前
一
九
〇
九
年
時
点
で
は
、
芸
術
は
芸
術
と

し
て
自
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。

　

そ
こ
に
は
、
ザ
ゴ
ル
ス
キ
ー
が
言
う
よ
う
に
、
観
客
を
「
単
一
的
な
存

在
」
と
捉
え
、
集
団
意
識
の
構
築
に
奉
仕
す
る
と
い
う
演
劇
の
姿
は
な
い
。

だ
が
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
が
演
出
家
と
い
う
立
場
か
ら
の
観
客
の
〈
感
情
的

組
織
化
〉
を
意
図
し
た
か
、
と
い
う
問
い
は
な
お
成
立
す
る
。

　

一
九
三
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
聞
き
書
き
を
し
た

А
・
グ
ラ
ト
コ
フ
が
残
し
た
メ
モ
の
中
の
興
味
深
い
一
節
は
、
こ
の
点
を

考
え
る
上
で
、
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

　

も
し
全
て
の
人
が
あ
な
た
の
作
品
を
称
賛
し
た
ら
、
そ
の
作
品
が
く

だ
ら
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
も
し
全
て
の
ひ

と
が
非
難
し
た
ら
、
こ
と
に
よ
る
と
そ
の
作
品
に
は
何
か
が
あ
る
。
だ

が
も
し
あ
る
人
は
称
賛
し
、
ま
た
あ
る
人
は
非
難
し
た
と
し
た
ら
、
も

し
あ
な
た
が
観
客
を
真
っ
二
つ
に
割
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
確
実
に
そ

れ
は
い
い
作
品
だ
と
い
え
る
。（37
）

統
一
的
な
客
席
を
措
定
し
て
い
る
、
と
い
う
ザ
ゴ
ル
ス
キ
ー
の
批
判
は
、

両
者
の
目
的
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
も

そ
も
「
客
席
の
反
応
調
査
」
の
目
的
は
、
グ
ヴ
ォ
ズ
ジ
ェ
フ
が
言
う
よ
う

に
、「
客
席
の
構
成
が
バ
ラ
バ
ラ
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、

客
席
の
多
様
性
を
問
わ
ず
、
様
々
な
「
反
応
」
と
い
う
結
果
か
ら
上
演
の

空
間
・
時
間
の
結
果
を
把
握
す
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
「
観
客
」
と

い
う
対
象
を
捉
え
る
ま
な
ざ
し
の
ズ
レ
か
ら
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
言
説
を

読
み
解
い
て
み
よ
う
。

四
　

メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
劇
場
で
の
観
客
調
査
を
素
材
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
の

論
争
に
、
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
自
身
は
明
確
な
コ
メ
ン
ト
を
残
し
て
い
な
い
。

だ
が
、
三
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
も
劇
場
で
採
用
さ
れ
続
け
て
い
た
の
は
、

「
客
席
の
反
応
調
査
」
で
あ
っ
た（

35
）。
こ
の
事
実
は
な
に
を
意
味
す
る
の

だ
ろ
う
か
。
問
題
は
、
い
ま
だ
獲
得
せ
ざ
る
観
客
の
集
団
意
識
を
メ
イ
エ

ル
ホ
リ
ド
が
求
め
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

革
命
前
の
一
九
〇
九
年
、
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
は
革
命
期
に
お
け
る
社
会

と
芸
術
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
に
よ
れ

ば
、
芸
術
は
大
衆
の
嗜
好
と
望
み
に
迎
合
す
る
と
き
没
落
す
る
。
革
命
期

は
芸
術
に
と
っ
て
致
命
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
革
命
期
と
は
常
に
、
公
衆



言語社会　第 10号　　132

エ
ル
ホ
リ
ド
に
特
徴
的
な
も
の
だ
っ
た
。
一
九
二
九
年
に
も
、
メ
イ
エ
ル

ホ
リ
ド
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
な
に
が
し
か
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル

が
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
私
は
い
る
。
と
い
う
の
も
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
は
、

人
々
の
性
質
の
最
も
隠
さ
れ
た
部
分
が
反
映
す
る
か
ら
だ
。
そ
こ
で
は
、

人
間
の
最
も
素
晴
ら
し
い
特
質
や
欠
点
と
い
う
の
も
が
露
わ
に
な
る
」（40
）。

こ
う
し
た
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
性
格
に
つ
い
て
、
一
九
三
〇
年
代
に
メ
イ

エ
ル
ホ
リ
ド
劇
場
演
出
部
で
働
い
て
い
た
Л
・
ヴ
ァ
ル
パ
ホ
フ
ス
キ
ー
は
、

一
九
三
四
年
四
月
三
〇
日
、
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
の
第
一
次
五
カ
年
計
画
文

化
会
館
で
の
〔
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
演
出
の
〕
デ
ュ
マ
作
『
椿
姫
』
に
関
す

る
討
論
会
に
お
け
る
非
常
に
象
徴
的
な
記
録
を
残
し
て
い
る
。

　

討
論
は
恙
無
く
進
ん
だ
。
出
席
者
は
順
に
芝
居
を
褒
め
称
え
、
演
者

た
ち
を
褒
め
称
え
た
。
徐
々
に
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
態
度
が
気
怠
げ
に
、

無
関
心
に
な
っ
て
い
き
、
い
ま
に
も
居
眠
り
し
始
め
そ
う
だ
っ
た
。
中

年
の
女
性
が
手
を
挙
げ
、
発
言
を
求
め
た
。「
私
は
短
期
制
中
学
校
の

文
学
の
教
師
で
す
」
と
彼
女
は
名
乗
っ
た
。「
教
授
や
皆
に
尊
敬
さ
れ

て
い
る
演
劇
学
者
の
皆
さ
ん
の
発
言
を
注
意
深
く
聞
い
て
い
た
の
で
す

が
、
全
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
、
現
代
の
ソ

連
人
で
あ
る
私
が
、
前
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
娼
婦
の
恋
愛
物
語
な
ど
に

感
情
移
入
し
、
感
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
文
学
教

師
で
あ
る
私
に
は
、
女
性
が
解
放
さ
れ
て
い
る
我
が
国
で
、
一
体
誰
が

　

こ
れ
は
、
三
〇
年
代
に
入
っ
て
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
が
横
行
し
、
メ

イ
エ
ル
ホ
リ
ド
が
政
治
的
圧
力
を
受
け
る
な
か
で
、
秘
か
な
胸
の
う
ち
を

語
っ
た
も
の
だ
ろ
う
か（

38
）。
だ
が
、
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
が
、
二
つ
に
割
れ

る
客
席
を
理
想
の
状
態
と
考
え
て
い
た
と
判
断
で
き
る
言
説
は
、
一
九
二

〇
年
代
に
も
確
認
で
き
る
。
一
九
二
二
年
、
ル
ナ
チ
ャ
ル
ス
キ
ー
か
ら

『
堂
々
た
る
コ
キ
ュ
』
を
非
難
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
反
論
の
中
で
メ
イ

エ
ル
ホ
リ
ド
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

ど
う
や
ら
、
誰
も
が
わ
れ
わ
れ
の
芝
居
に
満
足
し
た
わ
け
で
は
な
く
、

わ
れ
わ
れ
を
非
難
す
る
人
も
こ
の
通
り
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が

わ
れ
わ
れ
を
喜
ば
せ
た
。
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
は
、
完
全
な
勝
利
を
お
さ

め
た
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。〔
…
…
〕
俳
優
と
演
出
家
は
、

観
客
席
が
真
っ
二
つ
に
割
れ
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
勝
ち
誇
る
べ
き
だ
。

わ
れ
わ
れ
は
憶
え
て
い
る
、
ブ
ロ
ー
ク
の
『
見
世
物
小
屋
』
が
い
か
な

る
分
裂
を
観
客
の
な
か
に
引
き
お
こ
し
た
か
。
一
方
が
喝
采
す
る
か
と

思
え
ば
、
別
の
一
群
は
し
こ
た
ま
持
ち
込
ん
で
い
た
腐
っ
た
り
ん
ご
を

投
げ
、
鍵
を
が
ち
ゃ
つ
か
せ
て
、
そ
の
と
き
劇
場
内
で
進
行
し
て
い
た

新
し
い
演
劇
形
式
に
対
す
る
怒
り
に
荒
れ
狂
っ
た
。（39
）

　

こ
う
し
た
、
分
裂
し
た
客
席
、
論
争
的
な
状
況
を
好
む
姿
勢
は
、
メ
イ
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こ
う
し
た
記
録
、
言
説
は
、
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
に
と
っ
て
、
ス
キ
ャ
ン

ダ
ラ
ス
な
客
席
の
「
状
態
」
こ
そ
が
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
一
定
の
観
客

に
一
定
の
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
に
関
心
は
な
か
っ
た
こ
と
の
証
左
と
な

る
。
こ
の
点
で
、
同
時
代
の
演
劇
批
評
家
Б
・
ア
ル
ペ
ル
ス
に
よ
る

「〔
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
〕
演
劇
の
力
強
い
合
理
主
義
に
よ
っ
て
、
彼
は
観

客
に
対
す
る
欺
瞞
を
や
め
た
。
彼
の
演
劇
は
客
席
に
自
分
の
意
見
を
押
し

付
け
た
り
、〈
客
観
的
な
〉
自
然
主
義
的
な
戯
曲
や
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
、

現
実
の
模
造
品
を
用
い
た
詐
欺
ま
が
い
の
手
法
で
自
分
の
世
界
観
を
押
し

付
け
た
り
し
な
い
。
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
劇
場
の
観
客
は
芝
居
の
評
価
に
お

い
て
最
大
限
に
自
由
に
な
る
」（42
）と
い
う
評
価
は
適
切
だ
ろ
う
。
こ
う
し

た
彼
の
姿
勢
か
ら
、「
観
客
は
創
造
者
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
優
位
の
言
説
に
回
収
す
る
の
は
難
し
い
。

　

で
は
、「
客
席
の
反
応
調
査
」
に
あ
る
よ
う
な
、
上
演
の
時
間
、
空
間

を
把
握
し
よ
う
と
い
う
意
識
は
、
ガ
フ
ン
で
議
論
さ
れ
て
い
た
よ
う
な

「
観
客
の
参
加
は
能
動
的
か
受
動
的
か
」
と
い
う
問
題
の
「
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
」（
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
）
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
お
そ
ら

く
「
芝
居
」
と
い
う
用
語
が
意
味
す
る
範
囲
に
関
わ
っ
て
く
る
。
レ
ニ
ン

グ
ラ
ー
ド
の
芸
術
史
研
究
所
の
Н
・
イ
ズ
ヴ
ェ
コ
フ
は
、
一
九
二
九
年
に

メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
劇
場
の
「
客
席
の
反
応
調
査
」
に
関
し
て
書
い
て
い
る
。

「〔
反
応
調
査
の
〕
結
果
か
ら
は
、
劇
作
家
や
演
出
家
が
鏡
に
映
っ
た
自
分

を
見
る
だ
け
で
は
な
く
、
俳
優
が
自
分
の
演
技
の
反
応
を
非
常
に
正
確
に

高
級
娼
婦
の
運
命
に
関
心
を
持
つ
の
か
、
さ
っ
ぱ
り
分
か
り
ま
せ
ん
。

私
は
、
舞
台
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
本
当
に
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
ん

で
す
」。
私
は
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
を
見
て
、
そ
の
変
化
に
仰
天
し
た
。

夢
か
ら
覚
め
た
彼
の
目
が
激
し
く
燃
え
て
い
た
。
そ
し
て
襲
い
か
か
る

猛
獣
の
よ
う
に
勢
い
良
く
立
ち
上
が
っ
た
。
彼
は
す
ぐ
さ
ま
発
言
を
求

め
た
。
彼
は
〔
…
…
〕
フ
ラ
ン
ス
人
と
パ
リ
の
街
中
で
起
こ
っ
た
事
件

に
関
し
て
話
を
進
め
、
そ
の
事
件
へ
の
反
応
に
応
じ
て
、
通
行
人
を
三

つ
に
分
類
し
た
。
一
つ
目
、
そ
の
事
件
に
積
極
的
に
関
与
し
て
く
る

人
々
。
二
つ
目
、
黙
っ
て
経
緯
を
見
守
る
人
々
。
三
つ
目
、
無
関
心
あ

る
い
は
通
り
過
ぎ
る
人
々
。
最
後
に
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
は
こ
れ
ぞ
と
い

う
台
詞
を
も
っ
て
き
た
。「
こ
の
三
つ
目
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
、
尊
敬
す

べ
き
文
学
教
師
さ
ん
は
属
し
て
お
ら
れ
る
。
私
た
ち
の
劇
場
は
、
こ
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人
々
を
対
象
と
は
し
て
い
な
い
」。
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド

は
最
後
ま
で
喋
り
き
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
会
場
は
大
騒
ぎ
に
な

り
、
客
席
は
ま
っ
ぷ
た
つ
に
割
れ
た
。「
無
礼
だ
！
」「
正
し
い
ぞ
！
」

「
侮
辱
じ
ゃ
な
い
か
！
」（41
）

そ
し
て
、
こ
の
討
論
会
の
後
、
ホ
テ
ル
へ
の
帰
り
道
に
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド

は
「
に
や
り
と
目
配
せ
を
し
、〈
今
日
は
本
当
に
退
屈
だ
っ
た
。
で
も
最

後
に
観
衆
を
引
っ
搔
き
回
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
良
か
っ
た
な
〉
と
言
っ

た
」
と
い
う
。
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る
。
一
連
の
サ
イ
ン
（
ノ
イ
ズ
、
動
き
、
咳
払
い
、
笑
い
な
ど
）
全
て

に
よ
っ
て
、
俳
優
は
作
品
に
対
す
る
観
客
の
態
度
を
正
確
に
把
握
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。（45
）

　

メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
は
、
上
演
の
後
に
客
席
の
反
応
を
確
認
す
る
と
い
う

よ
り
は
、
上
演
中
の
客
席
へ
の
意
識
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。
彼
は
一
九

二
九
年
に
「
芝
居
の
細
部
を
す
べ
て
最
終
的
に
完
成
し
、
決
定
す
る
の
は

俳
優
と
客
席
で
あ
る
」（46
）と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
演
出

の
「
限
界
」
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。「
観
客
を

創
造
者
に
」
と
い
う
言
葉
は
、
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
劇
場
に
お
い
て
、「
反

応
調
査
」
と
い
う
具
体
的
な
手
段
で
も
っ
て
、
理
論
か
ら
実
践
へ
と
展
開

し
て
い
る
。

　

論
争
で
提
起
さ
れ
た
「
観
客
」
の
問
題
に
対
し
て
、
単
一
的
な
集
団
化

が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
反
応
そ
の
も
の
を
演
劇
に
組
み
込

も
う
と
す
る
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
姿
勢
は
、
す
で
に
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
言
う

「
メ
タ
フ
ァ
ー
」
を
遥
か
に
越
え
た
、
極
め
て
具
体
的
な
形
で
の
関
わ
り

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

知
る
こ
と
が
で
き
る
」（43
）。
こ
う
し
た
解
釈
を
見
る
と
、「
反
応
調
査
」
は

単
に
、
俳
優
が
演
技
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
素
材
と
し
て
機
能
し
て
い
た

よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
に
と
っ
て
、
観
客
が
一

様
で
は
な
い
こ
と
、
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
す
か
は
予
測
不
可
能
で
あ
る

こ
と
は
よ
り
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
三
〇
年
代
、
メ
イ
エ
ル
ホ
リ

ド
劇
場
演
出
部
で
働
い
て
い
た
Л
・
ル
ド
ネ
ヴ
ァ
は
書
い
て
い
る
。「
彼

〔
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
〕
は
、
客
席
が
一
様
で
な
い
こ
と
も
分
か
っ
て
い
て
、

非
常
な
関
心
を
も
っ
て
芝
居
中
に
客
席
の
反
応
を
追
っ
て
い
た
」（44
）。
そ

し
て
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
自
身
、
俳
優
と
観
客
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
言
う
。

　

俳
優
芸
術
の
特
性
は
、
俳
優
と
観
客
が
あ
る
種
の
関
係
の
な
か
で
お

互
い
を
発
見
し
た
結
果
と
し
て
、
観
客
の
眼
の
前
で
展
開
す
る
と
い
う

事
実
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
俳
優
の
妙
技
の
あ
ら
ゆ
る
顕
わ
れ
に

対
し
て
反
応
す
る
生
き
た
共レ
ゾ
ネ
ー
タ
ー

振
装
置
と
い
う
立
場
に
観
客
を
置
く
。
逆

に
言
え
ば
、
耳
を
す
ま
せ
て
共
振
装
置
を
捉
え
、
俳
優
は
す
ぐ
さ
ま
即

興
の
技
術
で
も
っ
て
観
客
席
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
要
望
に
応
え
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（
13
）Вс. М
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., 1968. С. 55.

（
14
）
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
観
客
へ
の
言
及
に
関
し
て
、

永
田
靖
は
「
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
考
え
と
実
践
の
中
で
は
、
舞
台
と
観
客

が
集
団
的
な
単
位
と
し
て
融
合
す
る
一
方
で
、
個
人
の
レ
ベ
ル
で
は
俳
優

と
観
客
は
決
し
て
一
体
化
せ
ず
対
峙
し
合
う
、
と
い
う
二
つ
の
矛
盾
す
る

概
念
が
存
在
し
て
い
る
」
と
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
。（
永
田
靖
「
俳
優

と
観
客
の
対
峙

：

メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
観
客
論
」『
待
兼
山
論
叢　

美
学

編
』
三
〇
号
、
一
―
二
四
頁
）
永
田
は
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
演
出
方
法
が
、

「
俳
優
と
観
客
」
が
と
も
に
理
性
的
で
あ
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
と
述

べ
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ぞ
れ
が
個
々
人
と
し
て
対
峙
す
る
と
論
じ
て
い
る
。

本
論
で
は
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
演
出
に
は
踏
み
込
ま
ず
、
メ
イ
エ
ル
ホ
リ

ド
劇
場
に
お
け
る
観
客
論
争
か
ら
得
ら
れ
る
、「
観
客
」
と
い
う
言
説
の

考
察
、
お
よ
び
そ
こ
か
ら
相
対
的
に
得
ら
れ
る
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
観
客

認
識
に
焦
点
を
あ
て
る
。

（
15
）
例
え
ば
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
は
、『
曙
』（
一
九
二
〇
）
で
は
国
内
戦
の
様
子

を
劇
中
に
報
告
し
、
革
命
的
な
葬
送
行
進
曲
『
君
は
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。
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れ
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