
「
国
王
」
の
浮
浪
者
（
中
野
） 

一
〇
五

「
国
王
」
の
浮
浪
者
─
─
『
リ
ア
王
』
の
響
き
と
怒
り

中
　
野
　
春
　
夫

　『
リ
ア
王
』
の
エ
ド
ガ
ー
は
最
底
辺
の
人
間
を
人
間
扱
い
し
て
お
ら
ず
、
獣
に
最
も
近
づ
い
た
存
在
と
表
現
す
る
─
─
「
貧
困
に
蔑
ま

れ
、
／
獣
の
最
も
近
く
ま
で
突
き
落
と
さ
れ
た
／
最
も
卑
し
く
、
最
も
貧
し
い
者
」（2.2.163

─65

）。
嵐
の
場
面
で
リ
ア
た
ち
が
逃
げ
込

ん
だ
小
屋
に
家
畜
の
類
は
い
な
か
っ
た
が
、
コ
ー
デ
ィ
リ
ア
は
最
底
辺
の
人
間
が
い
れ
ば
豚
も
一
緒
に
い
る
の
が
当
た
り
前
と
考
え
て
い

る
─
─
「
か
わ
い
そ
う
な
お
父
様
／
豚
や
見
捨
て
ら
れ
た
浮
浪
者
た
ち
と
一
緒
に
／
黴
臭
い
藁
の
掘
立
小
屋
で
一
夜
を
過
ご
さ
れ
た
の
」

（4.6.38

─40

）。
本
論
の
対
象
は
『
リ
ア
王
』
を
演
じ
た
芝
居
小
屋
で
観
客
の
頭
の
中
に
作
り
出
さ
れ
る
社
会
の
吹
き
溜
ま
り
の
イ
メ
ー
ジ
、

リ
ア
や
グ
ロ
ス
タ
ー
伯
な
ど
主
要
登
場
人
物
た
ち
が
次
々
に
堕
ち
て
い
く
社
会
の
最
底
辺
の
世
界
と
そ
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。『
リ
ア
王
』

の
引
用
は
フ
ォ
ー
リ
オ
版
を
底
本
と
す
る
Ｒ
Ｓ
Ｃ
全
集
版
に
拠
っ
て
い
る
が
、
ク
ォ
ー
ト
版
に
言
及
す
る
場
合
は
ク
ォ
ー
ト
版
を
底
本
と

す
る
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
版
を
用
い
る
。



「
国
王
」
の
浮
浪
者
（
中
野
） 

一
〇
六

一
．
狂
気
と
後
悔
、
二
つ
の
リ
ア
像

　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
リ
ア
王
』
は
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
オ
ブ
・
モ
ン
マ
ス
の
『
ア
ン
グ
リ
ア
国
王
伝
』（
一
一
三
五
年
頃
）
か
ら
始
ま
る

一
連
の
リ
ア
王
物
語
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
し
材
源
の
中
に
は
老
後
の
人
生
設
計
が
対
照
的
な
二
種
類
の
リ
ア
像
が
存
在
し
、
そ
の

一
つ
が
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
オ
ブ
・
モ
ン
マ
ス
の
『
ア
ン
グ
リ
ア
国
王
伝
』
に
お
け
る
レ
ア
王
で
あ
る
。
こ
の
レ
ア
王
は
慎
重
か
つ
野
心
的
な

父
親
で
あ
り
、
老
後
生
活
の
た
め
に
王
国
統
治
権
と
王
国
不
動
産
所
有
権
の
半
分
を
手
放
さ
な
い
。
と
こ
ろ
が
権
力
を
譲
ら
ず
王
位
に
居

座
る
こ
と
で
女
婿
た
ち
の
不
満
を
招
き
、
退
位
の
三
年
後
に
謀
反
を
起
こ
さ
れ
る
。
年
代
記
の
リ
ア
は
女
婿
た
ち
に
よ
っ
て
王
国
統
治
権

を
剥
奪
さ
れ
、
年
金
暮
ら
し
を
強
い
ら
れ
る
う
え
、
さ
ら
に
娘
た
ち
か
ら
も
年
金
の
削
減
と
い
う
屈
辱
的
な
仕
打
ち
を
受
け
る
。
娘
た
ち

の
忘
恩
に
怒
る
元
国
王
と
い
う
リ
ア
の
一
つ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
原
型
の
年
代
記
か
ら
生
ま
れ
て
い
て
、
こ
の
リ
ア
像
に
関
し
て
は
国
政

へ
の
復
帰
が
捨
て
き
れ
な
い
夢
と
な
り
、
そ
の
成
就
が
「
リ
ア
王
伝
」
の
最
後
を
彩
る
喜
劇
的
結
末
と
な
る
。

　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
材
源
に
は
対
照
的
な
も
う
一
つ
の
異
な
る
リ
ア
像
が
存
在
し
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
直
接
的
な
材
源
と
な
っ

た
作
者
未
詳
劇
『
レ
ア
王
年
代
記
』
の
レ
ア
は
「
こ
の
世
の
憂
い
ご
と
に
疲
れ
、
魂
の
平
穏
を
瞑
想
し
た
い
」（K

ing Leir, Sc.1, 26

─

28

）
と
公
言
す
る
人
生
に
疲
れ
た
高
齢
者
で
あ
る
。
彼
は
国
王
大
権
も
王
国
不
動
産
所
有
権
も
す
べ
て
無
条
件
で
娘
と
女
婿
に
譲
渡
し
、

退
位
後
も
進
ん
で
娘
た
ち
か
ら
の
「
年
金
（pension

）」
だ
け
で
暮
ら
そ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
上
の
娘
た
ち
二
人
は
リ
ア
を
扶
養
す

る
つ
も
り
な
ど
当
初
か
ら
さ
ら
さ
ら
な
く
、
大
権
を
譲
ら
れ
る
と
掌
を
返
し
た
よ
う
に
年
金
給
付
の
反
古
な
ど
次
々
に
邪
険
な
行
動
に
出

る
。
作
者
未
詳
劇
の
リ
ア
は
娘
た
ち
の
冷
酷
極
ま
り
な
い
対
応
に
じ
っ
と
耐
え
つ
つ
、
末
娘
コ
ー
デ
ィ
リ
ア
へ
の
酷
い
仕
打
ち
を
悔
や
み

続
け
る
。
も
と
も
と
政
の
煩
わ
し
さ
か
ら
王
権
を
放
り
出
し
た
た
め
、
こ
ち
ら
の
リ
ア
に
関
す
る
限
り
王
位
復
帰
は
む
し
ろ
有
難
迷
惑
で



「
国
王
」
の
浮
浪
者
（
中
野
） 

一
〇
七

あ
り
、
コ
ー
デ
ィ
リ
ア
と
の
和
解
に
よ
っ
て
幸
福
な
老
後
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
二
種
類
の
リ
ア
像
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
リ
ア
が
ど
の
よ
う
な
点
で
特
異
で
あ
る
の
か
を
説
明
し
て
く
れ
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
の
主
人
公
も
『
レ
ア
王
年
代
記
』
の
モ
デ
ル
の
よ
う
に
長
年
の
統
治
に
疲
れ
て
い
る
ら
し
く
、
王
国
不
動
産
と
統
治
権
を
次
の
世
代
に

き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
譲
り
気
ま
ま
な
引
退
生
活
を
送
ろ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
無
条
件
に
は
譲
ら
な
い
。『
リ
ア
王
』
の
リ
ア
は
作
者
未
詳

劇
の
よ
う
な
完
全
な
引
退
生
活
を
送
る
つ
も
り
は
ま
っ
た
く
な
く
、
年
代
記
の
モ
デ
ル
の
よ
う
に
国
王
の
待
遇
を
生
涯
受
け
つ
づ
け
る
つ

も
り
で
あ
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
リ
ア
は
王
国
不
動
産
と
統
治
権
と
引
き
換
え
に
と
ん
で
も
な
い
条
件
を
提
示
す
る
際
だ
っ
て
わ
が

ま
ま
な
父
親
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
前
た
ち
の
負
担
で

百
名
の
騎
士
を
召
し
抱
え
、
こ
れ
ら
騎
士
と
と
も
に

ひ
と
月
ご
と
、
お
前
た
ち
二
人
の
屋
敷
で
代
わ
る
代
わ
る

暮
ら
す
こ
と
と
す
る
。
わ
が
身
に
と
ど
め
お
く
の
は

王
と
い
う
称
号
と
栄
誉
の
み
、
統
治
権
と

王
国
領
収
入
、
そ
の
他
の
決
定
権
は
婿
た
ち
よ
、

お
前
た
ち
の
も
の
だ
。
そ
の
証
し
と
し
て

こ
の
王
冠
を
二
人
に
分
け
与
え
よ
う
。

 

（The Tragedy of K
ing Lear, 1.1.126

─33

）



「
国
王
」
の
浮
浪
者
（
中
野
） 

一
〇
八

こ
の
引
用
で
リ
ア
が
要
求
す
る
の
は
「
百
名
の
騎
士
」
と
い
う
豪
華
絢
爛
な
権
威
の
象
徴
と
「
国
王
」
と
い
う
名
誉
職
的
な
称
号
、
そ
し

て
「
国
王
」
で
あ
る
父
親
と
し
て
敬
愛
さ
れ
る
老
後
生
活
で
あ
る）

1
（

。
言
い
換
え
れ
ば
、
リ
ア
の
望
み
と
は
生
涯
現
役
で
あ
り
続
け
る
こ
と

で
は
な
く
、
王
国
統
治
の
苦
労
か
ら
き
れ
い
に
解
放
さ
れ
、
か
つ
国
王
の
待
遇
を
今
ま
で
通
り
に
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。
材
源
に
お
け
る

対
照
的
な
二
種
類
の
老
後
生
活
を
都
合
よ
く
合
成
し
て
作
り
上
げ
た
こ
の
夢
は
二
重
の
意
味
で
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
ま
ず
「
国
王
」

と
い
う
摩
訶
不
思
議
な
称
号
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
独
自
の
設
定
で
あ
る
。
ま
た
劇
世
界
の
社
会
関
係
に
お
い
て
「
国
王
」
と
し
て
の
生
活

が
実
現
す
る
か
ど
う
か
は
リ
ア
と
娘
た
ち
と
の
関
係
次
第
で
あ
り
、
娘
た
ち
が
認
め
な
け
れ
ば
リ
ア
の
頭
の
中
以
外
に
は
存
在
し
よ
う
が

な
い
。
リ
ア
は
こ
の
単
純
な
事
実
に
第
二
幕
第
二
場
ま
で
気
付
か
ず
、
気
付
い
た
後
で
も
「
国
王
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
リ

ア
の
頭
の
中
に
存
在
し
続
け
る
。

　
リ
ア
は
退
位
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
王
国
不
動
産
所
有
権
を
す
べ
て
手
放
す
と
公
言
す
る
が
、
こ
れ
は
政
治
的
な
権
力
だ
け
で
な
く
地

代
収
入
と
い
う
経
済
的
な
生
活
基
盤
も
失
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
に
お
い
て
婚
姻
関
係
に

入
っ
た
女
性
が
「
隠
れ
る
身
分
（coverture
）」
へ
と
法
的
立
場
を
激
変
さ
せ
る
の
と
同
様
、『
リ
ア
王
』
の
劇
世
界
で
リ
ア
は
自
ら
進

ん
で
無
職
無
収
入
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
娘
た
ち
と
扶
養
・
被
扶
養
の
社
会
関
係
を
逆
転
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
ゴ
ネ
リ
ル
と
リ
ー
ガ
ン
は

二
分
さ
れ
た
王
国
不
動
産
の
所
有
権
者
に
な
り
、
ブ
リ
テ
ン
王
国
が
再
び
単
一
の
王
国
に
な
っ
た
場
合
は
長
女
ゴ
ネ
リ
ル
に
王
冠
が
舞
い

込
む
ら
し
く
、
こ
れ
が
エ
ド
マ
ン
ド
を
巡
る
姉
妹
の
確
執
に
お
け
る
ゴ
ネ
リ
ル
の
意
味
深
な
発
言
の
重
要
な
伏
線
に
な
る
（4.2.64

─65

）。

　
一
方
、
リ
ア
は
三
女
コ
ー
デ
ィ
リ
ア
に
対
し
て
は
王
国
不
動
産
相
続
権
を
剥
奪
し
た
う
え
、
彼
女
と
の
法
的
な
親
子
関
係
そ
の
も
の
を

す
べ
て
解
消
す
る
。
リ
ア
が
彼
女
に
当
て
は
め
る
イ
メ
ー
ジ
は
家
族
関
係
と
友
人
関
係
に
お
い
て
す
べ
て
を
失
い
、
今
や
生
来
の
疾
病
と

父
親
の
憎
し
み
と
呪
い
だ
け
を
財
産
と
す
る
娘
で
あ
る
。



「
国
王
」
の
浮
浪
者
（
中
野
） 

一
〇
九

リ
ア
　
バ
ー
ガ
ン
デ
ィ
ー
殿
、
助
け
る
友
を
も
た
ず
、

　
　
　
生
来
の
欠
点
に
父
親
の
憎
し
み
が
加
わ
り
、

　
　
　
わ
が
呪
い
と
絶
縁
が
寡
婦
産
と
な
っ
た
こ
の
娘
を

　
　
　
受
け
取
ら
れ
る
か
、
捨
て
な
さ
れ
る
か
？

 

（The Tragedy of K
ing Lear, 1.1.204

─207

）

娘
の
側
か
ら
見
れ
ば
こ
の
勘
当
は
単
に
父
親
と
の
関
係
を
失
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
血
縁
関
係
に
付
随
す
る
す
べ
て
の
権
利
を
失
う
こ

と
を
意
味
し
、
コ
ー
デ
ィ
リ
ア
が
ブ
リ
テ
ン
王
国
内
で
生
活
す
る
場
合
は
社
会
関
係
の
基
盤
を
持
た
な
い
根
無
し
草
と
し
て
生
き
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
リ
ア
が
ケ
ン
ト
伯
に
与
え
た
法
外
放
置
（outlaw

ry

）
の
宣
告
も
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
り
、
ケ
ン
ト
伯
は
ブ
リ

テ
ン
王
国
の
中
で
法
的
権
利
を
失
い
、
王
国
内
で
の
生
活
そ
の
も
の
が
法
的
に
禁
じ
ら
れ
る
（1.1.174

─79

）。
冒
頭
の
場
面
に
お
い
て
リ

ア
は
議
会
や
裁
判
等
の
法
的
手
続
き
を
い
っ
さ
い
行
う
こ
と
な
く
、
そ
の
場
で
の
宣
告
に
よ
り
国
王
と
し
て
の
自
分
自
身
、
そ
し
て
ご
く

身
近
な
二
人
の
人
間
の
生
活
基
盤
を
き
れ
い
に
抹
消
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
Ｒ
・
Ａ
・
フ
ォ
ー
ク
ス
に
よ
れ
ば
『
リ
ア
王
』
が
近
年
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
代
わ
っ
て
「
も
っ
と
も
偉
大
な
劇
」
の
評
価
を
受
け
て
お

り
、
そ
の
評
価
の
背
景
と
し
て
、「
権
力
に
執
着
す
る
老
人
」
政
治
家
と
リ
ア
が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
近
年
の
受
容
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
（Foakes, 75

─76

）。
確
か
に
リ
ア
に
は
圧
政
者
の
一
面
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
横
暴
極
ま
り
な
い
暴
君
は
冒
頭
の
一
場
面
だ
け
で
あ
り
、

む
し
ろ
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
主
人
公
は
権
力
へ
の
執
着
ど
こ
ろ
か
現
実
の
社
会
生
活
と
の
接
点
を
失
っ
て
い
く
無
力
な
高
齢
者
で
あ
る
。

材
源
と
比
較
し
て
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
特
異
な
と
こ
ろ
は
、
国
王
と
し
て
社
会
関
係
に
関
与
す
る
意
欲
を
い
っ
さ
い
失
い
、
妄
想
の
中

で
「
国
王
」
で
あ
り
続
け
る
高
齢
者
像
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
一
連
の
リ
ア
王
物
語
の
中
で
狂
気
に
陥
る
の
は
シ
ェ
イ
ク
ス



「
国
王
」
の
浮
浪
者
（
中
野
） 

一
一
〇

ピ
ア
の
リ
ア
だ
け
な
の
で
あ
る
。

二
．
リ
ア
と
道
化
│
│
無
職
無
収
入
の
根
無
し
草

　
リ
ア
が
言
い
出
し
た
引
退
後
の
称
号
「
国
王
」
は
実
権
を
伴
う
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
さ
ら
に
同
時
代
に
名
誉
国
王
と
い
う
名
誉
職
は

存
在
し
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
称
号
が
こ
の
劇
世
界
で
何
を
意
味
す
る
の
か
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
観
客
で
さ
え
理
解
困
難
で
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
不
思
議
な
称
号
の
正
体
を
情
容
赦
な
く
暴
き
出
す
の
が
第
一
幕
第
四
場
で
道
化
が
繰
り
返
す
鮮
烈
な
視
覚
的
イ
メ

ー
ジ
で
あ
る
。

　
第
一
幕
第
一
場
で
追
放
を
宣
言
さ
れ
た
ケ
ン
ト
伯
は
ケ
イ
ア
ス
と
い
う
偽
名
を
使
っ
て
「
国
王
」
の
リ
ア
に
雇
用
を
願
い
で
る
。
そ
の

場
で
リ
ア
が
雇
用
の
「
手
付
」
を
渡
す
と
、
そ
の
瞬
間
に
道
化
が
舞
台
上
に
現
れ
、
道
化
帽
を
ケ
ン
ト
伯
に
差
し
出
し
な
が
ら
自
分
も
彼

の
雇
用
を
申
し
出
る
。

リ
ア

　
こ
の
悪
党
、
気
に
入
っ
た
。
礼
を
言
う
ぞ
。
奉
公
の
手
付
を
く
れ
て
や
る
。

　
　
　
　
　〔
手
付
金
を
渡
す
〕

　
　
　
　
　
　
道
化
、
登
場

道
化
　
俺
に
も
こ
い
つ
を
雇
わ
せ
て
く
れ
。
ほ
ら
、
俺
の
ト
サ
カ
帽
だ
。

　
　
　
　
　〔
ケ
ン
ト
に
ト
サ
カ
帽
を
差
し
出
す
〕

 

（The Tragedy of K
ing Lear, 1.4.73

─74

）



「
国
王
」
の
浮
浪
者
（
中
野
） 

一
一
一

道
化
は
明
ら
か
に
「
国
王
」
を
め
ぐ
る
不
安
定
な
社
会
関
係
に
怒
っ
て
お
り
、
開
口
一
番
の
台
詞
の
意
味
は
「
給
金
を
払
え
な
い
リ
ア
に

雇
わ
れ
た
い
と
願
う
お
前
さ
ん
は
馬
鹿
（fool

）
だ
、
だ
か
ら
道
化
（fool

）
の
俺
に
雇
わ
れ
ろ
、
こ
の
ト
サ
カ
帽
（m

y 
coxcom

b

）

が
手
付
だ
」
で
あ
る
。
実
体
の
な
い
「
国
王
」
に
仕
え
る
こ
と
は
社
会
的
に
も
経
済
的
に
も
意
味
が
な
く
、
典
型
的
な
愚
行
で
あ
る
。
こ

の
場
で
道
化
が
差
し
出
す
道
化
帽
は
王
位
を
捨
て
た
馬
鹿
と
職
業
道
化
の
馬
鹿
と
さ
ら
に
目
に
見
え
な
い
も
う
一
人
の
馬
鹿
の
三
人
組
を

表
し
、
居
酒
屋
の
看
板
に
二
人
の
馬
鹿
が
描
か
れ
て
い
る
「
俺
た
ち
三
人
の
馬
鹿
頭
（W

e T
hree Loggerheads

）」
と
同
じ
オ
チ
を

意
味
す
る）

2
（

。

　
さ
ら
に
こ
の
引
用
は
皮
肉
の
対
象
が
自
虐
的
に
道
化
自
身
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
理
屈
で
言
え
ば
道
化
と

し
て
リ
ア
に
仕
え
つ
づ
け
る
自
分
こ
そ
が
馬
鹿
の
極
み
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
道
化
は
言
葉
で
馬
鹿
の
王
国
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
上
げ
、

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
観
客
／
読
者
で
あ
れ
ば
「
俺
も
馬
鹿
の
王
国
か
ら
追
放
に
な
り
た
い
、
そ
の
方
が
幸
せ
に
な
れ
る
」
と
し
か
聞

こ
え
な
い
台
詞
を
堂
々
と
主
人
に
投
げ
つ
け
る
─
─
「
こ
い
つ
は
二
人
の
娘
を
追
放
し
、
三
番
目
の
娘
に
は
思
惑
違
い
の
祝
福
を
与
え
る

こ
と
に
な
っ
ち
ま
っ
た
」（1.4.79

─81

）。

　『
リ
ア
王
』
の
道
化
に
は
こ
の
登
場
人
物
に
し
か
見
ら
れ
な
い
不
思
議
な
特
性
が
存
在
す
る
。
舞
台
上
で
こ
の
登
場
人
物
は
た
び
た
び

歌
を
披
露
す
る
が
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
職
業
道
化
た
ち
が
す
べ
て
小
唄
を
歌
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
『
お
気
に
召
す
ま
ま
』
の

タ
ッ
チ
ス
ト
ー
ン
は
ま
っ
た
く
歌
わ
ず
（
歌
謡
は
子
供
た
ち
に
任
せ
る
）、
歌
う
道
化
は
む
し
ろ
例
外
に
な
る
。『
十
二
夜
』
の
放
浪
道
化

フ
ェ
ス
テ
で
さ
え
通
常
業
務
で
は
職
業
道
化
ら
し
い
気
の
き
い
た
台
詞
を
語
る
だ
け
で
、
小
唄
を
披
露
す
る
の
は
オ
ー
シ
ー
ノ
ー
公
爵
や

サ
ー
・
ト
ー
ビ
ー
を
お
客
と
す
る
小
遣
い
稼
ぎ
の
時
に
限
ら
れ
る
。『
リ
ア
王
』
の
道
化
も
最
初
か
ら
歌
う
道
化
で
あ
っ
た
わ
け
で
な
く
、

雇
用
条
件
が
悪
化
し
た
後
に
突
然
歌
謡
芸
人
に
変
身
し
た
ら
し
い
─
─
「
い
つ
か
ら
こ
ん
な
に
歌
う
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
？
」（1.4.124

）、



「
国
王
」
の
浮
浪
者
（
中
野
） 

一
一
二

「
お
前
、
こ
の
歌
は
ど
こ
で
知
っ
た
の
か
？
」（2.2.258

）。
こ
の
道
化
は
む
し
ろ
元
職
業
道
化
で
あ
り
、
今
現
在
は
職
業
環
境
の
劣
化
に

怒
り
、
拗
ね
な
が
ら
返
答
を
都
都
逸
も
し
く
は
ラ
ッ
プ
で
す
る
よ
う
に
な
っ
た
反
抗
的
な
労
働
者
な
の
で
あ
る
。

　
道
化
が
ふ
て
く
さ
れ
る
原
因
は
も
ち
ろ
ん
主
人
リ
ア
が
無
職
無
収
入
の
居
候
に
な
り
、
被
雇
用
者
の
自
分
も
ケ
ン
ト
伯
や
コ
ー
デ
ィ
リ

ア
と
同
様
に
不
安
定
な
身
分
へ
突
き
落
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
道
化
は
再
び
道
化
帽
を
小
道
具
に
使
い
、
今
や
逆
転
し
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
自
分
と
リ
ア
の
社
会
的
立
場
を
イ
メ
ー
ジ
化
す
る
。

道
化

　
お
い
ら
、
道
化
帽
が
二
つ
、
娘
も
二
人
欲
し
い
や
。

リ
ア

　
ど
う
し
て
だ
？

道
化

　
財
産
全
部
く
れ
て
や
っ
て
も
、
道
化
帽
だ
け
は
手
元
に
置
い
て
お
け
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
こ
れ
は
俺
の
も
の
、
一
つ
欲
し
け
り
ゃ
、
娘
に
物
乞
い
し
な
。

リ
ア

　
こ
い
つ
、
口
に
は
気
を
つ
け
ろ
よ
、
鞭
だ
ぞ
。

道
化

　
真
実
っ
て
や
つ
は
犬
小
屋
に
行
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
犬
だ
。
あ
ば
ず
れ
雌
犬
が
暖
炉
で

　
　
　
ぬ
く
ぬ
く
し
て
い
る
間
に
ひ
っ
ぱ
た
か
れ
て
外
へ
た
た
き
出
さ
れ
る
。

 

（The Tragedy of K
ing Lear, 1.4.82

─88

）

道
化
帽
は
現
在
の
身
分
（
職
業
）
と
財
産
を
象
徴
し
、
二
人
の
娘
は
財
産
を
譲
渡
す
る
直
系
卑
属
を
表
し
て
い
る
。
道
化
は
か
り
に
財
産

を
す
べ
て
直
系
卑
属
（
二
人
の
娘
）
に
く
れ
て
や
る
に
し
て
も
、
自
分
な
ら
道
化
と
い
う
職
業
（
道
化
帽
一
つ
）
と
人
を
雇
え
る
財
産

（
残
り
の
道
化
帽
）
を
残
し
て
お
く
と
、
リ
ア
の
退
位
と
王
国
不
動
産
譲
渡
を
痛
烈
に
皮
肉
る
。
さ
ら
に
強
烈
な
の
が
現
在
の
リ
ア
の
法



「
国
王
」
の
浮
浪
者
（
中
野
） 

一
一
三

的
立
場
へ
の
当
て
こ
す
り
で
あ
る
。
今
現
在
リ
ア
は
何
か
を
望
ん
で
も
、
娘
に
「
物
乞
い
（beg

）」
し
な
け
れ
ば
何
一
つ
手
に
入
ら
な

い
従
属
的
な
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
道
化
に
よ
れ
ば
、
職
業
（
道
化
）
と
処
分
で
き
る
財
産
（
道
化
帽
）
が
あ
る
だ
け
自
分
の
方
が

実
体
の
な
い
「
国
王
」
よ
り
は
は
る
か
に
ま
し
な
の
で
あ
る
。

　
上
記
の
会
話
は
リ
ア
と
道
化
の
不
思
議
な
関
係
を
明
る
み
に
出
す
と
同
時
に
、
観
客
に
日
本
の
江
戸
時
代
の
「
河
原
者
」
や
「
無
宿

者
」
の
よ
う
な
存
在
を
連
想
さ
せ
た
は
ず
で
あ
る
。
道
化
も
リ
ア
の
お
か
げ
で
今
は
誰
に
ど
う
雇
用
さ
れ
て
い
る
の
か
不
明
の
人
間
、
す

な
わ
ち
雇
用
関
係
の
網
の
目
で
あ
る
階
層
制
度
そ
の
も
の
か
ら
離
脱
し
か
け
て
い
る
登
場
人
物
で
あ
る
。「
国
王
」
が
実
際
に
は
娘
に
扶

養
さ
れ
る
無
一
文
の
高
齢
者
だ
と
す
れ
ば
こ
の
道
化
も
カ
ッ
コ
つ
き
の
「
道
化
」
で
あ
り
、「
国
王
」
と
召
使
ご
っ
こ
を
演
じ
て
い
る
。

通
常
で
は
あ
り
え
な
い
が
、
も
は
や
首
に
な
る
心
配
が
な
い
の
で
遠
慮
な
く
「
真
実
（T

ruth

）」
を
語
り
、
こ
の
無
礼
講
に
よ
っ
て
道

化
は
社
会
か
ら
「
鞭
打
た
れ
て
、
た
た
き
出
さ
れ
（be w

hipped out

）」
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

　
道
化
の
台
詞
（
小
唄
）
に
は
法
則
性
が
あ
り
、
彼
は
上
記
の
引
用
の
よ
う
に
リ
ア
の
危
険
極
ま
り
な
い
財
産
譲
渡
を
あ
て
つ
け
る
と

（1.4.78

─85,1.4.93

─102,1.4.125

─32

）
す
ぐ
さ
ま
崖
淵
に
立
た
さ
れ
た
自
分
の
境
遇
を
愚
痴
り
だ
す
（1.4.87

─88,1.4.104

─15,1.4.136

）。

あ
て
つ
け
と
愚
痴
の
組
み
合
わ
せ
を
セ
ッ
ト
で
繰
り
返
す
た
び
に
、
こ
の
道
化
は
離
職
希
望
と
し
か
受
け
取
れ
な
い
台
詞
を
堂
々
と
リ
ア

の
前
で
口
に
す
る
。

な
ら
、
謝
礼
が
も
ら
え
な
い
弁
護
士
の
言
葉
の
よ
う
な
も
の
だ
。
何
に
も
も
ら
え
な
い
ん
だ
か
ら
。

 

（The Tragedy of K
ing Lear, 1.4.104

─5

）

じ
い
ち
ゃ
ん
、
あ
ん
た
の
道
化
に
嘘
の
付
き
方
教
え
て
く
れ
る
教
師
を
雇
っ
て
お
く
れ 

。

 
（The Tragedy of K

ing Lear, 1.4.131

─32

）



「
国
王
」
の
浮
浪
者
（
中
野
） 

一
一
四

お
い
ら
、
道
化
以
外
な
ら
何
で
も
い
い
、
で
も
じ
い
ち
ゃ
ん
、
あ
ん
た
だ
け
に
は
な
り
た
く
な
い
。

 

（The Tragedy of K
ing Lear, 1.4.136

─37

）

テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
は
道
化
が
半
ば
本
気
で
奉
公
変
え
（
転
職
）
を
望
ん
で
い
る
ら
し
い
こ
と
を
示
し
、
リ
ア
が
ゴ
ネ
リ
ル
の
許
か
ら
去

っ
て
も
、
道
化
は
ゴ
ネ
リ
ル
に
「
お
前
は
阿
呆
よ
り
悪
党
が
お
似
合
い
だ
よ
、
ご
主
人
に
つ
い
て
い
き
な
」
と
促
さ
れ
る
ま
で
そ
の
場
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
。
様
々
な
推
測
が
な
さ
れ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
結
果
と
し
て
道
化
は
最
後
ま
で
リ
ア
に
付
き
随
う
こ
と
は
な
く
、
第
三

幕
第
六
場
の
途
中
、「
な
ら
俺
は
真
っ
昼
間
に
寝
る
と
し
よ
う
」
と
い
う
台
詞
を
最
後
に
舞
台
か
ら
消
え
て
い
く
。

　
か
つ
て
道
化
は
リ
ア
か
ら
た
び
た
び
鞭
打
た
れ
て
い
た
ら
し
い
が
（1.4.134

─36

）、
今
や
面
と
向
か
っ
て
の
の
し
る
こ
と
が
で
き
、
さ

ら
に
は
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
で
リ
ア
を
取
り
巻
く
世
界
の
現
実
を
情
け
容
赦
な
く
表
現
す
る
。「
国
王
」
の
リ
ア
が
被
る
王
冠
は
「
中
身
の

な
い
卵
の
殻
」（1.4.115

）
と
ま
っ
た
く
変
わ
り
が
な
く
、
殻
の
王
冠
を
か
ぶ
っ
た
リ
ア
は
「
娘
に
鞭
を
手
渡
し
て
、
ズ
ボ
ン
を
摺
り
下

げ
る
」（1.4.125

）
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
リ
ア
本
人
は
自
分
と
娘
の
社
会
的
立
場
が
逆
転
し
た
現
実
を
分
か
っ
て
い
て
も
、

娘
に
頭
を
下
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
分
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
─
─
「
こ
の
俺
を
知
っ
て
い
る
者
は
お
る
か
？

　
俺
は
リ
ア

で
な
い
。
リ
ア
が
こ
の
よ
う
に
歩
き
、
話
す
の
か
？
」（1.4.174

─75

）。
リ
ア
が
彼
に
残
さ
れ
た
最
後
の
家
族
関
係
を
断
ち
切
る
の
が
第

二
幕
第
二
場
の
「
百
名
の
騎
士
」
を
め
ぐ
る
娘
た
ち
と
の
会
話
か
ら
で
あ
る
。

リ
ー
ガ
ン
　
　
　
　
　
　
一
人
だ
っ
て
必
要
な
い
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。

リ
ア
　
　
　
必
要
を
言
う
な
。
も
っ
と
も
卑
し
い
物
乞
い
で
さ
え

　
　
　
　
　
も
っ
と
も
貧
し
い
な
が
ら
も
余
分
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
。



「
国
王
」
の
浮
浪
者
（
中
野
） 

一
一
五

　
　
　
　
　
必
要
以
上
の
も
の
が
許
さ
れ
な
け
れ
ば
、

　
　
　
　
　
人
間
の
生
活
は
獣
の
よ
う
に
み
す
ぼ
ら
し
い
。

 

（The Tragedy of K
ing Lear, 2.2.452

─57

）

こ
の
会
話
に
先
立
つ
場
面
で
リ
ア
は
ゴ
ネ
リ
ル
と
リ
ー
ガ
ン
か
ら
「
無
分
別
（indiscretion

）」、「
耄
碌
（dotage

）」、「
よ
ぼ
よ
ぼ

（w
eak

）」
な
ど
高
齢
者
に
対
す
る
悪
口
を
次
々
と
浴
び
せ
ら
れ
、
否
応
な
し
に
社
会
の
な
か
で
の
自
ら
の
立
場
を
理
解
せ
ざ
る
を
得
な

く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
引
用
は
リ
ア
自
身
も
「
百
名
の
騎
士
」
が
「
余
分
（superfluous

）」
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
が
、
彼
に
と
っ
て
「
百
名
の
騎
士
」
は
国
王
の
待
遇
を
受
け
る
た
め
に
不
可
欠
な
装
飾
物
で
あ
り
、「
国
王
」
と
し
て
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
そ
の
も
の
で
あ
る
。「
一
人
だ
っ
て
必
要
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
リ
ー
ガ
ン
の
一
言
で
リ
ア
が
気
付
か
さ
れ
る
の
は
、

娘
た
ち
が
統
治
す
る
ブ
リ
テ
ン
王
国
で
は
働
け
な
い
高
齢
者
の
指
定
席
が
設
け
ら
れ
て
い
て
も
、「
国
王
」
の
座
席
は
存
在
し
な
い
こ
と

で
あ
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
リ
ア
が
狂
気
に
陥
る
の
が
ま
さ
し
く
こ
の
瞬
間
で
あ
り
、
こ
の
場
面
の
直
後
に
リ
ア
は
精
神
・
身
体
障
害

者
と
働
け
な
い
高
齢
者
が
寄
り
添
い
あ
う
特
殊
な
世
界
へ
飛
び
込
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。
上
記
の
引
用
に
お
い
て
「
も
っ
と
も
卑
し
い

物
乞
い
た
ち
」
と
言
及
さ
れ
る
浮
浪
者
た
ち
の
世
界
、
す
な
わ
ち
精
神
を
患
っ
た
リ
ア
が
「
国
王
」
と
し
て
生
き
て
い
け
る
唯
一
の
空
間

で
あ
る
。

三
．
リ
ア
と
エ
ド
ガ
ー
│
│
「
ベ
ド
ラ
ム
乞
食
」

　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
リ
ア
王
』
に
は
ダ
ブ
ル
プ
ロ
ッ
ト
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
リ
ア
親
子
の
相
続
ト
ラ
ブ
ル
と
い
う
主
筋
に
、
グ
ロ



「
国
王
」
の
浮
浪
者
（
中
野
） 

一
一
六

ス
タ
ー
伯
爵
家
の
相
続
ト
ラ
ブ
ル
が
副
筋
と
し
て
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
主
筋
と
副
筋
は
劇
中
で
し
ば
し
ば
交
差
し
、
グ
ロ
ス
タ
ー
伯

は
リ
ア
の
復
位
を
ひ
そ
か
に
企
ん
で
フ
ラ
ン
ス
軍
と
結
託
し
て
い
た
た
め
に
コ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
公
と
リ
ー
ガ
ン
に
よ
っ
て
両
目
を
つ
ぶ
さ

れ
る
。「
私
生
児
」
エ
ド
マ
ン
ド
の
奸
計
に
よ
っ
て
父
親
か
ら
相
続
権
剥
奪
の
宣
言
を
さ
れ
た
エ
ド
ガ
ー
は
ベ
ド
ラ
ム
乞
食
に
身
を
や
つ

し
て
、
リ
ア
た
ち
と
嵐
の
一
晩
を
共
に
す
る
。
正
気
と
コ
ー
デ
ィ
リ
ア
を
失
っ
た
リ
ア
は
ド
ー
ヴ
ァ
ー
で
同
じ
く
視
力
と
エ
ド
ガ
ー
を
失

っ
た
グ
ロ
ス
タ
ー
伯
と
根
無
し
草
同
士
の
劇
的
な
対
面
を
は
た
す
。

　
ラ
ル
フ
・
ベ
リ
ー
は
『
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
と
社
会
階
層
』
に
お
い
て
「『
リ
ア
王
』
は
堅
固
な
縦
割
り
構
造
の
封
建
的
な
社
会
を
描
い

て
い
る
」（B

erry, 111
）
と
指
摘
し
て
い
る
が
、『
リ
ア
王
』
の
劇
世
界
で
設
定
さ
れ
て
い
る
社
会
階
級
区
分
は
封
土
を
媒
介
と
す
る
支

配
／
被
支
配
の
政
治
経
済
関
係
（
封
建
制
度
）
と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
一
六
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
特
有
の
貧
困
問
題
を
反
映
さ
せ
て

い
る
。
法
外
放
置
（outlaw

ry

）
の
宣
告
を
受
け
た
『
リ
ア
王
』
の
追
放
者
た
ち
（outlaw

s

）
は
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
の
よ
う
に
森
に
逃
げ

込
む
の
で
は
な
く
、
無
職
で
無
収
入
、
住
所
不
定
の
人
間
と
し
て
社
会
の
底
部
に
も
ぐ
り
こ
ん
で
い
く
か
ら
で
あ
る
。

　
エ
ド
ガ
ー
は
グ
ロ
ス
タ
ー
伯
爵
家
の
法
定
相
続
人
で
あ
り
な
が
ら
、
異
母
兄
弟
の
「
私
生
児
」
エ
ド
マ
ン
ド
の
奸
計
に
よ
っ
て
相
続
権

を
剥
奪
さ
れ
た
う
え
、
父
親
暗
殺
未
遂
の
疑
い
で
お
尋
ね
者
の
身
と
な
っ
て
い
る
。
社
会
の
中
で
居
場
所
を
失
っ
た
人
物
が
選
ん
だ
の
が

「
ベ
ド
ラ
ム
乞
食
」
に
扮
す
る
こ
と
で
あ
る
。

エ
ド
ガ
ー
　
こ
の
国
に
は
ベ
ド
ラ
ム
乞
食
と
い
う
い
い
手
本
が
い
る
。

　
　
　
　
　
と
ん
で
も
な
い
大
声
を
出
し
、
麻
痺
し
て
し
お
れ
た

　
　
　
　
　
む
き
出
し
の
腕
に
、
ピ
ン
や
木
の
針
、
釘
や

　
　
　
　
　
ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
の
小
枝
を
刺
し
て
、
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一
一
七

　
　
　
　
　
こ
の
恐
ろ
し
い
姿
で
、
粗
末
な
百
姓
小
屋
か
ら

　
　
　
　
　
貧
し
い
お
ん
ぼ
ろ
村
、
牧
草
地
や
水
車
小
屋
を

　
　
　
　
　
訪
ね
て
は
、
気
が
狂
っ
た
呪
い
と
祈
り
で

　
　
　
　
　
施
し
を
強
要
す
る
。
憐
れ
な
タ
ー
リ
ー
ゴ
ッ
ド
、
憐
れ
な
ト
ム
だ
よ
、

　
　
　
　
　
こ
れ
な
ら
何
と
か
な
る
が
、
エ
ド
ガ
ー
で
は
生
き
て
い
け
な
い
。

 

（The Tragedy of K
ing Lear, 2.2.169

─77

）

「
べ
ド
ラ
ム
（B

edlam

）」
と
は
ビ
ッ
シ
ョ
ッ
プ
ズ
ゲ
イ
ト
の
外
側
に
あ
っ
た
聖
メ
ア
リ
ー
・
オ
ブ
・
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
教
会
の
俗
称
で
あ
り
、

こ
の
教
会
は
一
五
世
紀
初
め
か
ら
主
に
精
神
障
害
者
を
収
容
す
る
慈
善
施
設
と
し
て
知
ら
れ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
た
だ
し
精
神
病
を
患

う
人
間
が
す
べ
て
こ
の
施
設
に
収
容
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
自
宅
で
の
看
病
が
困
難
な
ほ
ど
重
症
で
あ
り
、
か
つ
近
親
者
や
友
人
た
ち

に
高
額
な
入
院
費
用
を
負
担
し
て
も
ら
え
る
一
部
の
者
た
ち
だ
け
で
あ
る
。
上
記
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
ベ
ド
ラ
ム
乞
食
」
は
理
屈
の
上

で
い
え
ば
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
慈
善
院
の
元
入
院
患
者
、
す
な
わ
ち
何
ら
か
の
事
情
で
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
慈
善
院
か
ら
退
院
し
、
現
在
は
他
人
の
施
し

で
生
活
し
て
い
る
精
神
障
害
の
物
乞
い
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
経
歴
を
持
っ
て
い
る
物
乞
い
は
仮
に
い
た
と
し
て
も
例
外

的
で
あ
っ
た
。
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
慈
善
院
が
収
容
し
て
い
た
患
者
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
り
、
一
五
九
八
年
で
二
〇
名
、
一
六
〇
九
年
か
ら
一
六

二
二
年
の
間
の
最
も
多
い
時
で
三
一
名
に
す
ぎ
な
い
（A

ndrew
s, 76, 111

）。
さ
ら
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
患
者
は
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
こ
の
施
設
で
死
を
迎
え
て
お
り
、
な
か
に
は
一
五
歳
の
時
か
ら
五
五
年
間
収
容
さ
れ
て
い
た
ウ
ィ
リ
ス
・
エ
ド
モ
ン
ド
の
よ
う
な
例

も
あ
る
。

　
エ
ド
ガ
ー
が
言
及
し
て
い
る
「
ベ
ド
ラ
ム
乞
食
と
い
う
実
際
の
例
」
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
貧
困
問
題
に
関
す
る
複
雑
な
状
況
を
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一
一
八

物
語
っ
て
い
る
。
一
六
四
三
年
以
前
の
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
慈
善
院
の
収
容
患
者
た
ち
が
一
般
人
の
社
会
生
活
に
戻
る
こ
と
は
基
本
的
に
な
く
、

ベ
ド
ラ
ム
帰
り
の
乞
食
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
等
し
い
。
と
こ
ろ
が
用
語
と
し
て
「
ベ
ド
ラ
ム
乞
食
」
は
す
で
に
独

り
歩
き
を
し
て
い
て
、
社
会
階
層
の
底
辺
近
く
に
位
置
す
る
二
種
類
の
人
間
、
す
な
わ
ち
本
物
の
精
神
障
害
者
も
し
く
は
精
神
障
害
者
に

化
け
る
詐
欺
師
を
意
味
し
て
い
た
。
話
が
込
み
入
っ
て
く
る
の
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
観
客
が
上
記
の
エ
ド
ガ
ー
の
独
白
を
聞
い
た

時
、
彼
ら
が
想
像
し
た
の
が
明
ら
か
に
後
者
の
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
エ
ド
ガ
ー
は
上
記
の
引
用
に
お
い
て
「
ベ
ド
ラ
ム
乞

食
」
の
身
な
り
と
物
乞
い
の
仕
方
を
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
描
写
は
同
時
代
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
描
か
れ
る
浮
浪
者
の
典
型
的

な
手
口
に
由
来
す
る
か
ら
で
あ
る
。
一
五
六
一
年
に
ジ
ョ
ン
・
オ
ー
ド
リ
ー
が
『
浮
浪
者
の
同
胞
団
』
の
中
で
二
二
種
類
の
浮
浪
者
を
紹

介
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
真
っ
先
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
慈
善
院
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
病
棟
に
由
来
す
る
「
ア
ブ
ラ
ム
・
マ

ン
（A

n A
bram

-m
an

）」
で
あ
る
。

ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
マ
ン
は
腕
と
足
を
む
き
出
し
に
し
て
歩
き
、
気
が
狂
っ
て
い
る
ふ
り
を
し
て
、
ウ
ー
ル
の
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
や
ベ

ー
コ
ン
を
串
刺
し
に
し
た
杖
な
ど
を
背
負
っ
て
自
分
の
こ
と
を
憐
れ
な
ト
ム
と
呼
ぶ
。 

（A
w

deley, 53

）

オ
ー
ド
リ
ー
の
「
ア
ブ
ラ
ム
・
マ
ン
」
は
「
ベ
ド
ラ
ム
乞
食
」
の
視
覚
的
な
特
徴
、
す
な
わ
ち
裸
同
然
の
み
す
ぼ
ら
し
い
姿
と
狂
気
の
演

技
、「
憐
れ
な
ト
ム
」
と
い
う
自
称
な
ど
の
特
徴
の
起
源
と
な
っ
て
お
り
、
エ
ド
ガ
ー
も
第
三
幕
第
四
場
以
降
で
「
ベ
ド
ラ
ム
乞
食
」
に

扮
す
る
さ
い
、
こ
れ
ら
の
見
か
け
上
の
特
徴
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
。

　
一
方
、
施
し
の
受
け
方
に
関
す
る
「
ア
ブ
ラ
ム
・
マ
ン
」
の
手
口
は
ト
マ
ス
・
ハ
ー
マ
ン
の
『
浮
浪
者
と
呼
ば
れ
る
も
の
へ
の
警
告
』

（
一
五
六
六
年
）
に
お
い
て
具
体
的
に
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
記
述
に
よ
れ
ば
同
情
を
引
く
や
り
方
と
恐
怖
心
を
起
こ
す
や
り
方
と
硬
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一
一
九

軟
二
つ
の
手
段
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る）

3
（

。

ア
ブ
ラ
ム
・
マ
ン
と
は
気
が
狂
い
、
そ
の
た
め
に
ベ
ド
ラ
ム
慈
善
院
も
し
く
は
そ
の
類
の
監
獄
に
収
容
さ
れ
て
い
た
と
偽
る
も
の

で
あ
る
。
実
際
に
気
が
狂
っ
て
投
獄
さ
れ
た
者
は
二
〇
人
に
一
人
も
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
輩
は
こ
れ
ら
の
監
獄
で
世

に
も
お
ぞ
ま
し
い
悲
惨
な
虐
待
を
受
け
て
い
た
か
を
語
り
だ
す
。
彼
ら
の
中
に
は
楽
し
く
大
変
陽
気
な
の
が
お
り
、
こ
の
種
の
陽

気
な
者
た
ち
は
歌
い
踊
る
一
方
、
冷
静
で
身
の
上
話
を
道
理
に
従
っ
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
物
乞
い
も
い
る
。
ア
ブ
ラ
ム
・
マ
ン

は
金
を
ね
だ
る
か
、
農
家
を
訪
れ
る
と
き
に
は
ベ
ー
コ
ン
か
チ
ー
ズ
、
あ
る
い
は
羊
毛
な
ど
金
に
な
る
も
の
を
要
求
す
る
。
ま
た

家
の
中
に
わ
ず
か
の
人
間
し
か
い
な
い
と
分
か
る
と
、
恐
ろ
し
い
顔
を
し
て
物
を
せ
が
む
。
そ
れ
を
見
た
娘
た
ち
は
恐
怖
か
ら
、

物
乞
い
を
す
ぐ
に
立
ち
去
ら
せ
よ
う
と
気
前
の
い
い
施
し
を
す
る
か
ら
で
あ
る
。
留
守
の
家
を
見
つ
け
る
と
彼
ら
は
戸
の
錠
を
開

け
ニ
ワ
ト
リ
や
リ
ネ
ン
布
を
盗
ん
で
い
く
。 

（H
arm

an, 83

）

先
の
引
用
で
エ
ド
ガ
ー
が
述
べ
る
施
し
の
受
け
方
は
「
こ
の
恐
ろ
し
い
姿
で
、
貧
し
い
農
家
か
ら 

／ 

ち
っ
ぽ
け
な
村
、
牧
草
地
、
粉
ひ

き
小
屋
を
訪
れ 

／ 

狂
っ
た
よ
う
に
呪
い
を
あ
げ
て
は
祈
っ
て 

／ 

施
し
を
強
要
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
や
り
方
は
ハ
ー
マ
ン
の
後

半
部
に
描
か
れ
た
「
恐
ろ
し
い
顔
」
に
よ
る
物
乞
い
に
対
応
す
る
。
た
だ
し
『
リ
ア
王
』
の
劇
世
界
で
は
観
客
は
エ
ド
ガ
ー
が
「
ベ
ド
ラ

ム
乞
食
」
を
演
じ
る
光
景
を
目
に
し
て
も
、
こ
の
種
の
施
し
を
強
要
す
る
場
面
を
目
撃
す
る
こ
と
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
エ
ド
ガ
ー

は
施
し
の
必
要
の
な
い
「
ベ
ド
ラ
ム
乞
食
」、
純
粋
に
恐
怖
と
憐
れ
み
を
引
き
起
こ
す
た
め
だ
け
に
最
底
辺
の
世
界
に
堕
ち
て
い
る
登
場

人
物
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　「
物
乞
い
（beggars

）」
と
は
文
字
通
り
生
活
に
必
要
な
金
品
を
他
人
に
乞
う
者
た
ち
で
あ
り
、
疾
病
や
障
害
、
失
業
な
ど
何
ら
か
の
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一
二
〇

事
情
か
ら
自
活
す
る
だ
け
の
収
入
が
得
ら
れ
な
く
な
っ
た
貧
困
者
で
あ
る
。
定
職
を
持
っ
て
い
る
者
で
も
収
入
が
十
分
で
な
い
た
め
に
教

会
か
民
家
の
扉
を
た
た
い
て
施
し
を
求
め
る
人
間
は
少
な
く
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、『
慈
善
院
の
大
通
り
』（
一
五
三
五
年
頃
）
に
お
け
る

聖
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
慈
善
院
の
門
番
の
回
顧
に
よ
れ
ば
こ
の
種
の
光
景
は
日
常
的
で
あ
っ
た
（Copland, 7

─8

）。
と
こ
ろ
が
一
五
世
紀

末
か
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
の
最
底
辺
に
大
き
な
変
化
が
訪
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
も
っ
と
も
卑
し
い
物
乞
い
」
等
の
差
別
的
な
表
現

は
い
つ
の
時
代
で
も
あ
り
う
る
が
、
一
四
九
五
年
以
降
、
社
会
の
最
底
辺
に
対
す
る
目
に
見
え
な
い
差
別
的
な
一
線
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社

会
で
引
か
れ
、
社
会
の
慈
善
に
依
存
す
る
者
た
ち
の
多
く
が
潜
在
的
な
犯
罪
者
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
年
に
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
で
最
初
の
浮
浪
取
締
法
「
浮
浪
者
と
物
乞
い
に
対
す
る
規
制
法
（A

n A
cte against vacabounds and beggers

）」
が

制
定
さ
れ
、
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
「
労
働
可
能
で
あ
る
」
人
間
は
物
乞
い
を
禁
じ
ら
れ
、
健
常
で
あ
り
な
が
ら
就
労
し
な
い
人
間
は
浮
浪

者
と
し
て
処
罰
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
は
比
較
的
寛
容
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
貧
困
者
た
ち
が
こ
の
年
以
降
、
雇
用
と
不
動
産
貸
借
に
基

づ
く
社
会
関
係
か
ら
追
い
出
さ
れ
、
日
本
の
江
戸
時
代
の
「
非
人
」、「
河
原
者
」、「
無
宿
者
」
に
相
当
す
る
被
差
別
集
団
、
す
な
わ
ち

「
浮
浪
者
（vagabond

）」
も
し
く
は
「
物
乞
い
（beggar

）」
と
呼
ば
れ
る
潜
在
的
な
犯
罪
者
集
団
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　
一
四
九
五
年
の
制
定
法
の
タ
イ
ト
ル
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
一
六
世
紀
・
一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
で
は
お
お
む
ね
「
物
乞
い
」

と
「
浮
浪
者
」
は
用
語
と
し
て
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
表
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
く
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
じ
ゃ
じ
ゃ
馬
馴
ら

し
』
が
こ
の
傾
向
を
裏
付
け
て
い
る
。
こ
の
劇
の
「
序
幕
（Induction
）」
に
は
浮
浪
者
の
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ス
ラ
イ
が
登
場
す
る
が
、

フ
ォ
ー
リ
オ
版
（
一
六
二
三
年
）
の
ト
書
き
に
お
け
る
ス
ラ
イ
の
登
場
人
物
名
は
「
物
乞
い
（B

eggar

）」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一

六
世
紀
・
一
七
世
紀
を
通
じ
て
最
底
辺
の
世
界
は
十
把
一
絡
げ
に
扱
わ
れ
る
傾
向
が
あ
る
一
方
、
法
律
で
は
一
五
三
六
年
以
降
物
乞
い
に

か
ん
し
二
種
類
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
明
文
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
健
常
で
あ
り
な
が
ら
就
労
し
な
い
者
は
「
頑
健
な
物
乞
い
（sturdy 
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一
二
一

beggar/valiant 
beggar

）」
と
呼
ば
れ
、
処
罰
対
象
と
な
っ
た
。
一
方
、
高
齢
や
障
害
に
よ
っ
て
施
し
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い

「
高
齢
で
労
働
不
能
な
物
乞
い
（aged poore &

 im
potent beggers

）」
は
救
貧
の
対
象
と
な
り
、
生
ま
れ
故
郷
の
教
区
で
給
付
を
受

け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
五
三
六
年
以
前
な
ら
ば
「
労
働
不
能
の
物
乞
い
」
は
ラ
イ
セ
ン
ス
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
区
域
で
物
乞
い
を
す

る
こ
と
が
で
き
た
が
、
一
五
三
六
年
以
降
「
公
然
と
（
家
を
）
訪
れ
た
り
、（
大
通
り
に
）
座
り
込
ん
で
物
乞
い
を
す
る
」
行
為
が
禁
じ

ら
れ
た
。

　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
社
会
背
景
と
し
て
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
裏
社
会
」
の
重
要
性
が
気
付
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
三
〇
年
、

Ａ
・
Ｖ
・
ジ
ャ
ッ
ジ
ズ
が
一
八
点
の
浮
浪
者
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
編
集
し
、『
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
裏
社
会
』
と
題
し
て
出
版
し
た
時
か
ら
で

あ
る
。
ジ
ャ
ッ
ジ
ズ
は
同
書
の
序
論
に
お
い
て
「
あ
ら
ゆ
る
文
書
に
よ
っ
て
乞
食
が
あ
ふ
れ
か
え
り
、
窃
盗
犯
が
ど
こ
で
も
大
勢
い
た
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
」（Judges, 

xv
）
と
指
摘
し
、
今
日
で
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
社
会
の
ア
ウ
ト
ロ
ー
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
「
裏
社
会
」
と

い
う
用
語
と
と
も
に
定
着
し
て
い
る
が
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
乞
食
が
存
在
し
た
風
景
は
修
正
が
必
要
で
あ
る
。
貧
困
者
が
あ
ふ
れ
か
え
っ

て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
一
六
世
紀
後
半
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
は
公
に
物
乞
い
行
為
を
例
外
な
く
違
法
と
し
て
い
た
。
物
乞

い
と
一
目
見
て
わ
か
る
者
は
例
外
的
で
あ
り
（
そ
う
だ
と
分
か
れ
ば
逮
捕
さ
れ
る
）、
施
し
に
相
当
す
る
も
の
を
獲
得
す
る
に
も
何
か
し

ら
の
工
夫
を
必
要
と
し
て
い
た
。
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
オ
ー
ド
リ
ー
や
ハ
ー
マ
ン
が
描
く
よ
う
な
演
技
型
の
浮
浪
者
が
存
在
し
た
と
す

れ
ば
、
彼
ら
／
彼
女
ら
は
経
済
行
為
と
し
て
の
「
物
乞
い
」
を
演
じ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。「
浮
浪
者
」
た
ち
は
精
神
障
害
者
に
対
す
る

世
間
の
酷
い
扱
い
を
憐
れ
に
表
現
す
る
こ
と
で
心
づ
け
を
獲
得
す
る
大
道
芸
人
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
な
の
で
あ
る
。
無
職
の
「
頑
健
な
物

乞
い
」
は
法
的
に
犯
罪
者
で
あ
る
が
、
雇
用
関
係
に
入
れ
ば
容
易
に
社
会
関
係
に
復
帰
で
き
る
い
わ
ば
最
底
辺
の
ボ
ー
ダ
ー
に
属
す
る
存

在
に
他
な
ら
な
い
。「
獣
に
最
も
近
い
」
と
か
「
貧
し
く
、
裸
で
二
本
足
の
動
物
」
と
表
現
さ
れ
る
社
会
集
団
は
社
会
復
帰
が
基
本
的
に

期
待
で
き
な
い
障
害
者
や
高
齢
者
た
ち
な
の
で
あ
る
。
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一
二
二

　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
社
会
階
層
は
サ
ー
・
ト
マ
ス
・
エ
リ
オ
ッ
ト
や
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
リ
ソ
ン
が
指
摘
し
た
通
り
日
本
の
士
農
工

商
制
度
と
似
た
4
階
層
区
分
（
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
／
商
人
／
ヨ
ー
マ
ン
／
職
人
・
小
作
人
）
で
あ
り
、
ラ
ル
フ
・
ベ
リ
ー
が
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
劇
の
社
会
階
層
を
分
析
す
る
際
に
用
い
る
の
が
こ
の
区
分
で
あ
る
（B

erry, xi

─xii

）。
と
こ
ろ
が
一
五
世
紀
後
半
期
の
人
口
膨
張

に
よ
り
一
六
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
に
は
新
た
な
貧
困
層
が
生
ま
れ
、
こ
の
集
団
が
従
来
の
社
会
階
層
区
分
の
外
側
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
リ
ア
が
国
王
と
し
て
の
労
苦
と
と
も
に
社
会
基
盤
を
き
れ
い
に
捨
て
去
っ
た
行
為
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
観

客
に
は
高
齢
者
に
い
つ
か
は
訪
れ
る
宿
命
、「
労
働
不
能
な
高
齢
者
」
と
し
て
社
会
関
係
の
枠
組
み
の
外
側
に
出
て
い
く
こ
と
を
意
味
す

る
。
浮
浪
取
締
法
の
対
象
で
あ
る
「
頑
健
な
浮
浪
者
」
は
雇
用
関
係
に
再
び
入
れ
ば
被
差
別
的
な
立
場
を
解
消
で
き
る
一
方
、
救
貧
法
の

対
象
者
は
加
齢
や
精
神
障
害
、
身
体
障
害
な
ど
生
理
的
要
因
か
ら
対
象
と
な
る
た
め
、
一
度
「
労
働
不
能
の
貧
困
者
」
と
認
定
さ
れ
る
と

元
の
社
会
関
係
に
復
帰
す
る
の
は
困
難
だ
っ
た
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
観
客
が
本
論
の
最
初
で
引
用
し
た
エ
ド
ガ
ー
の
台
詞
、「
貧

困
に
蔑
ま
れ
、
獣
に
最
も
近
く
ま
で
突
き
落
と
さ
れ
た 

／ 

最
も
卑
し
く
、
最
も
貧
し
い
者
」
を
聞
い
た
時
に
想
像
し
た
の
は
疑
い
な
く

こ
の
「
労
働
不
能
の
貧
困
者
」
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
高
齢
の
諸
症
状
、
精
神
の
疾
病
や
事
故
に
よ
る
重
い
障
害
が
「
獣
に
も
っ
と
近

い
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
．
リ
ア
、
グ
ロ
ス
タ
ー
伯
│
│
「
労
働
不
能
の
貧
困
者
」
の
響
き
と
怒
り

　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
リ
ア
王
』
は
全
集
版
（
フ
ォ
ー
リ
オ
版
）
で
は
『
リ
ア
王
の
悲
劇
』
と
題
さ
れ
て
悲
劇
に
分
類
さ
れ
て
い
る
け

れ
ど
も
、
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
オ
ブ
・
モ
ン
マ
ス
の
年
代
記
を
起
源
と
す
る
一
連
の
リ
ア
王
物
語
は
リ
ア
が
王
位
に
復
帰
し
、
末
娘
と
も
和
解

で
き
る
点
で
喜
劇
的
な
物
語
の
枠
組
み
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
点
、
悲
劇
の
『
リ
ア
王
』
に
さ
え
材
源
の
喜
劇
的
な
要
素
は
潜
在
的
に
存
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二
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在
す
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
リ
ア
も
コ
ー
デ
ィ
リ
ア
と
和
解
を
遂
げ
、
捕
虜
に
な
っ
た
段
階
で
は
明
ら
か
に
狂
気
か
ら
回
復
し
て
お
り
、

さ
ら
に
は
一
瞬
で
は
あ
る
が
王
位
に
復
帰
ま
で
で
き
る
か
ら
で
あ
る
─
─
「
わ
が
身
は
退
き
／
こ
の
年
老
い
た
陛
下
が
ご
存
命
中
は
／
陛

下
に
王
国
統
治
の
体
験
を
お
譲
り
い
た
す
」（5.3.315

─17

）。
た
だ
し
コ
ー
デ
ィ
リ
ア
と
和
解
を
遂
げ
て
も
心
の
安
ら
ぎ
を
得
ら
れ
る
の

は
わ
ず
か
の
時
間
で
、
フ
ラ
ン
ス
軍
（
材
源
で
は
ガ
リ
ア
軍
）
の
敗
北
で
コ
ー
デ
ィ
リ
ア
は
捕
虜
と
な
り
暗
殺
さ
れ
る
。
娘
と
の
和
解
で

一
度
狂
気
か
ら
回
復
で
き
る
も
の
の
、
娘
の
死
に
よ
り
再
び
精
神
の
狂
乱
が
戻
っ
て
く
る
。
オ
ー
ル
バ
ニ
ー
公
が
統
治
権
の
返
上
を
宣
言

し
た
直
後
に
、
リ
ア
は
娘
を
抱
き
し
め
な
が
ら
こ
の
世
を
去
っ
て
い
く
。

　
材
源
で
は
コ
ー
デ
ィ
リ
ア
の
ガ
リ
ア
王
国
軍
が
ブ
リ
テ
ン
王
国
軍
を
打
ち
破
っ
た
お
か
げ
で
リ
ア
は
王
位
に
復
帰
で
き
、
そ
の
後
五
年

間
平
穏
無
事
な
晩
年
を
コ
ー
デ
ィ
リ
ア
と
と
も
に
送
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
年
代
記
の
記
述
と
は
正
反
対
に

ガ
リ
ア
王
国
軍
の
勝
利
を
ブ
リ
テ
ン
王
国
軍
の
勝
利
に
変
え
、
勧
善
懲
悪
の
展
開
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
し
ま
っ
た
。『
リ
ア
王
』
の
筋
書

き
を
比
喩
的
に
表
現
す
れ
ば
、『
リ
ア
王
』
は
材
源
に
由
来
す
る
喜
劇
的
素
材
（
リ
ア
王
物
語
）
の
上
に
悲
劇
的
素
材
（
ブ
リ
テ
ン
軍
敗

北
と
い
う
独
自
の
設
定
）
を
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
し
た
悲
喜
劇
な
の
で
あ
る
。
ト
マ
ス
・
ク
レ
イ
ト
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
ク
ォ
ー
ト
版
と
フ

ォ
ー
リ
オ
版
は
対
照
的
な
リ
ア
の
最
期
を
演
出
し
て
い
る
が
（Clayton, 128

─30

）、
ど
ち
ら
の
テ
ク
ス
ト
で
も
悲
劇
的
結
末
に
喜
劇
が

混
在
す
る
二
層
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
ク
ォ
ー
ト
版
の
リ
ア
は
コ
ー
デ
ィ
リ
ア
の
酷
い
死
を
認
識
で
き
る
正
気
の
父

親
で
あ
り
、
観
客
・
読
者
に
と
っ
て
コ
ー
デ
ィ
リ
ア
と
の
束
の
間
の
生
活
で
正
気
を
取
り
戻
し
、
狂
気
の
「
国
王
」
で
は
な
く
健
常
な
国

王
と
し
て
最
期
を
全
う
す
る
こ
と
が
せ
め
て
も
の
救
い
と
な
る
。
一
方
の
フ
ォ
ー
リ
オ
版
で
は
最
後
の
最
後
に
狂
気
が
舞
い
戻
り
、
リ
ア

は
幻
覚
（hallucination

）
を
見
な
が
ら
息
を
引
き
取
る
。

も
う
二
度
と
戻
っ
て
は
来
な
い
、
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四

二
度
と
、
二
度
と
、
二
度
と
、
二
度
と
、
二
度
と
、

頼
む
、
ボ
タ
ン
を
は
ず
し
て
く
れ
ん
か
、
か
た
じ
け
な
い
。

こ
れ
が
見
え
る
か
？
　
こ
い
つ
を
見
て
み
ろ
！
　
ほ
ら
、
唇
だ
。

そ
こ
だ
、
そ
こ
だ
、
見
ろ
！

　
　
　
　
リ
ア
、
死
ぬ
。

 

（The Tragedy of K
ing Lear, 5.3.324

─328

）

ク
ォ
ー
ト
版
の
リ
ア
が
現
実
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
、
フ
ォ
ー
リ
オ
版
の
リ
ア
の
目
に
映
っ
て
い
る
の
は
生
き
返
っ
た
コ
ー
デ

ィ
リ
ア
で
あ
り
、
観
客
は
か
り
に
こ
れ
が
幻
想
だ
と
し
て
も
リ
ア
が
幸
福
を
感
じ
な
が
ら
死
を
迎
え
る
と
確
信
で
き
る
。
フ
ォ
ー
リ
オ
版

そ
の
も
の
は
コ
ー
デ
ィ
リ
ア
の
死
を
明
示
し
て
は
い
な
い
の
で
、
観
客
・
読
者
が
コ
ー
デ
ィ
リ
ア
は
こ
の
瞬
間
生
き
返
っ
て
い
る
と
解
釈

し
て
も
そ
れ
を
誤
読
と
断
言
で
き
る
材
料
は
な
い
。
む
し
ろ
『
リ
ア
王
』
は
様
々
な
仕
掛
け
を
通
じ
て
観
客
・
読
者
に
「
最
悪
」
の
悲
劇

的
状
況
の
中
で
何
か
し
ら
の
喜
劇
的
解
釈
を
可
能
に
す
る
劇
作
品
だ
と
言
え
る
。

　
エ
ド
ガ
ー
も
先
の
「
ベ
ド
ラ
ム
乞
食
」
の
変
装
宣
言
を
お
こ
な
っ
た
後
、
ク
ォ
ー
ト
版
で
二
回
、
フ
ォ
ー
リ
オ
版
で
一
回
の
独
白
を
行

う
（Q

. Sc.13. 95

─108, Sc.15. 1

─9: F. 4.1.1

─9

）。
ど
ち
ら
の
独
白
も
逆
境
の
耐
え
方
に
か
ん
す
る
金
言
を
含
ん
で
お
り
、「
ど
ん
底

に
落
ち
る
」
こ
と
が
逆
説
的
に
新
た
な
友
人
関
係
や
社
会
上
昇
の
希
望
を
生
み
出
し
う
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

悲
し
み
に
友
が
で
き
、
忍
耐
に
も
連
れ
が
で
き
た
お
か
げ
で

俺
の
苦
痛
も
軽
く
、
耐
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
え
て
き
た
。
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二
五

 

（The H
istory of K

ing Lear, Sc.13. 100

─101

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
ん
底
ま
で
落
ち
、

運
命
に
最
も
見
放
さ
れ
た
、
最
も
卑
し
い
人
間
に
落
ち
ぶ
れ
れ
ば
、

あ
と
は
恐
れ
る
も
の
は
な
く
、
這
い
上
が
る
希
望
し
か
残
ら
な
い
。

 

（The Tragedy of K
ing Lear, 4.1.2

─4

）

『
リ
ア
王
』
の
特
徴
は
主
筋
と
副
筋
の
主
人
公
た
ち
が
「
も
っ
と
も
卑
し
い
物
乞
い
た
ち
」
の
世
界
に
落
下
す
る
と
、
周
囲
の
同
情
を
引

く
憐
れ
な
存
在
と
周
囲
の
弱
者
に
同
情
す
る
存
在
と
い
う
対
照
的
な
二
つ
の
顔
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
エ
ド
ガ
ー
は
法
外

放
置
を
宣
告
さ
れ
た
た
め
「
運
命
に
最
も
見
放
さ
れ
た
、
最
も
卑
し
い
物
乞
い
」
の
世
界
に
逃
げ
こ
み
、「
ベ
ド
ラ
ム
乞
食
」
に
身
を
や

つ
す
が
、
自
分
よ
り
さ
ら
に
憐
れ
な
「
労
働
不
能
の
高
齢
者
」
に
出
く
わ
す
か
ら
で
あ
る
。

　
第
三
幕
第
六
場
に
お
い
て
長
女
ゴ
ネ
リ
ル
を
裁
判
に
か
け
て
い
る
光
景
を
妄
想
し
錯
乱
す
る
リ
ア
を
見
て
、「
ベ
ド
ラ
ム
乞
食
」
は
一

瞬
の
間
だ
け
エ
ド
ガ
ー
の
顔
に
戻
る
。

〔
傍
白
〕
涙
の
や
つ
が
勝
手
に
あ
ふ
れ
だ
し
て
く
る
、

こ
れ
で
は
せ
っ
か
く
の
お
芝
居
も
台
無
し
だ
。

 

（The Tragedy of K
ing Lear, 3.6.16

─17

）
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六

さ
ら
に
第
四
幕
第
一
場
に
お
い
て
エ
ド
ガ
ー
は
両
目
を
潰
さ
れ
視
覚
を
失
っ
た
父
親
に
出
会
い
、
父
親
相
手
に
偽
の
障
害
者
「
ベ
ド
ラ
ム

乞
食
」
を
演
じ
続
け
る
自
分
を
恥
じ
る
。

　
　
　
　
　
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
？

そ
れ
で
も
悲
し
み
相
手
に
道
化
を
演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は

と
ん
で
も
な
い
仕
事
で
、
誰
が
見
て
も
怒
り
が
こ
み
上
げ
る
。

 

（The Tragedy of K
ing Lear, 4.1.343

─45

）

「
ベ
ド
ラ
ム
乞
食
」
の
目
の
前
に
本
物
の
精
神
障
害
と
身
体
障
害
を
患
う
高
齢
者
が
現
れ
る
点
、『
リ
ア
王
』
は
観
客
に
対
し
「
ど
ん
底

（w
orst

）」
の
下
に
は
さ
ら
に
「
ど
ん
底
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
劇
的
な
演
出
で
印
象
付
け
る
。
悲
劇
と
し
て
見
た
場
合
、『
リ
ア
王
』

は
高
貴
な
登
場
人
物
た
ち
が
階
層
の
枠
組
み
か
ら
外
へ
放
り
出
さ
れ
、
さ
ら
に
物
乞
い
た
ち
が
う
ご
め
く
不
気
味
な
最
底
辺
の
世
界
ま
で

転
落
し
て
い
く
劇
世
界
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
一
連
の
リ
ア
王
物
語
で
は
登
場
人
物
が
最
底
辺
に
堕
ち
た
瞬
間
に
、
物
語
が
喜
劇
へ
と
急

転
回
す
る
。

　
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
オ
ブ
・
モ
ン
マ
ス
の
年
代
記
に
お
い
て
、
主
人
公
リ
ア
が
分
別
を
取
り
戻
し
コ
ー
デ
ィ
リ
ア
の
許
し
を
請
い
に
ガ
リ
ア

へ
渡
る
決
意
を
す
る
の
が
逆
境
に
陥
っ
た
時
で
あ
る
─
「
こ
の
時
に
な
っ
て
リ
ア
は
か
つ
て
の
栄
華
か
ら
転
落
し
て
し
ま
っ
た
自
分
の
惨

め
な
現
状
を
縒
り
冷
静
に
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
末
娘
コ
ー
デ
ィ
リ
ア
の
許
に
身
を
寄
せ
る
こ
と
を
考
え
始
め
た
」

（G
eoffrey of M

onm
outh, 313

）。『
リ
ア
王
』
の
場
合
で
も
登
場
人
物
た
ち
の
社
会
降
下
が
観
客
に
対
し
逆
説
的
に
喜
劇
的
展
開
を

期
待
さ
せ
、
喜
劇
的
解
釈
を
可
能
に
す
る
場
面
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
最
底
辺
に
堕
ち
て
か
ら
初
め
て
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
た
ち
が



「
国
王
」
の
浮
浪
者
（
中
野
） 

一
二
七

「
下
に
は
下
が
あ
る
」
こ
と
に
気
付
き
、
よ
り
下
の
も
の
に
対
す
る
「
思
い
や
り
（good pity

）」
を
芽
生
え
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

グ
ロ
ス
タ
ー
　
そ
い
つ
〔「
ベ
ド
ラ
ム
乞
食
」
の
エ
ド
ガ
ー
〕
は
物
乞
い
か
？

老
人
　
　
　
　
は
い
、
狂
っ
て
い
る
や
つ
で
、
そ
の
上
物
乞
い
で
す
。

グ
ロ
ス
タ
ー
　
少
し
は
正
気
の
は
ず
だ
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
物
乞
い
も
で
き
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
昨
晩
の
嵐
の
中
で
似
た
よ
う
な
男
に
出
会
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
わ
し
は
人
間
な
ど
虫
け
ら
に
過
ぎ
な
い
と
思
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
な
ぜ
か
倅
の
こ
と
も
ふ
と
頭
を
よ
ぎ
っ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
そ
の
時
は
あ
い
つ
を
思
い
や
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

 

（The Tragedy of K
ing Lear, 4.1.34

─40

）

グ
ロ
ス
タ
ー

　
と
こ
ろ
で
、
そ
ち
ら
は
ど
な
た
で
？

エ
ド
ガ
ー

　
　
運
命
か
ら
殴
ら
れ
ど
お
し
の
最
も
憐
れ
な
男
だ
、

　
　
　
　
　
　
悲
し
み
を
た
っ
ぷ
り
味
わ
っ
た
お
か
げ
で

　
　
　
　
　
　
思
い
や
り
も
た
ら
ふ
く
身
に
つ
い
た
。

 

（The Tragedy of K
ing Lear, 4.6.224

─27

）

エ
ド
ガ
ー
が
父
親
に
自
ら
の
正
体
を
明
か
す
の
は
最
後
の
最
後
で
あ
り
（5.3.194
─95
）、
観
客
が
舞
台
上
で
目
撃
す
る
の
は
親
子
の
助
け



「
国
王
」
の
浮
浪
者
（
中
野
） 

一
二
八

合
い
で
は
な
く
、
社
会
的
弱
者
同
士
の
連
帯
で
あ
る
。
ロ
ジ
ャ
ー
・
ウ
ォ
ー
レ
ン
の
表
現
を
使
え
ば
、「
身
体
的
も
し
く
は
精
神
的
に
障

害
を
患
う
者
た
ち
が
人
間
の
本
能
的
な
同
情
の
レ
ベ
ル
で
対
話
を
始
め
る
」（W
arren, 56

）
の
が
『
リ
ア
王
』
の
劇
世
界
な
の
で
あ
る
。

　
一
連
の
リ
ア
王
物
語
に
お
い
て
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
リ
ア
だ
け
が
狂
気
に
陥
り
、
こ
れ
も
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
リ
ア
王
』
の
大
き

な
特
徴
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
リ
ア
の
狂
気
の
表
象
に
つ
い
て
は
再
考
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
エ
ド
ガ
ー
は
第
四
幕
第
六
場
に
お
い
て
こ

の
世
の
隠
れ
た
罪
を
鋭
く
弾
劾
す
る
リ
ア
の
台
詞
を
聞
き
、「
意
味
と
無
意
味
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
、
狂
気
の
中
の
理
性
だ
」
と
語
る

が
、
正
確
に
表
現
す
る
と
狂
気
の
「
国
王
」
と
理
性
的
な
「
労
働
不
能
の
貧
困
者
」
の
二
人
の
リ
ア
が
あ
る
段
階
か
ら
出
現
す
る
。
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
の
リ
ア
は
狂
気
に
陥
り
最
底
辺
に
堕
ち
る
と
、
貧
困
者
た
ち
の
現
状
を
正
確
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
嵐
の

夜
に
飛
び
出
す
直
後
か
ら
リ
ア
は
狂
気
の
世
界
で
「
国
王
」
で
あ
り
続
け
る
一
方
で
、
自
分
よ
り
下
に
「
裸
の
惨
め
な
者
た
ち
」
が
い
る

こ
と
に
気
付
き
だ
す
。

ケ
ン
ト

　
陛
下
、［
掘
っ
立
て
小
屋
に
］
お
入
り
く
だ
さ
い
。

リ
ア

　
　
お
前
こ
そ
入
っ
て
、
身
を
い
た
わ
れ
。

　
　
　
　
こ
の
嵐
の
お
か
げ
で
、
も
っ
と
辛
い
こ
と
を

　
　
　
　
考
え
ず
に
す
む
。
い
や
、
俺
も
入
ろ
う
。

　
　
　
　［
道
化
に
］
小
僧
、
先
に
休
め
、
無
宿
者
の
貧
乏
人
─

　
　
　
　
い
い
か
ら
入
れ
、
俺
は
お
祈
り
を
し
て
か
ら
休
む
。

　
　
　
　［
祈
り
な
が
ら
］
裸
の
惨
め
な
者
た
ち
、
お
前
た
ち
は
じ
っ
と
ど
こ
か
で

　
　
　
　
こ
の
無
慈
悲
な
嵐
の
暴
力
を
耐
え
て
い
る
、



「
国
王
」
の
浮
浪
者
（
中
野
） 

一
二
九

　
　
　
　
雨
を
よ
け
る
家
も
な
く
、
空
腹
を
満
た
す
食
べ
物
も
な
く

　
　
　
　
穴
だ
ら
け
の
粗
末
な
服
を
着
な
が
ら

　
　
　
　
前
た
ち
は
じ
っ
と
こ
の
嵐
を
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
あ
あ
、
俺
は
こ
う
い
う
こ
と
に
あ
ま
り
に
も
無
関
心
す
ぎ
た
。

 

（The Tragedy of K
ing Lear, 3.4.25

─36

）

こ
の
場
面
以
降
、
リ
ア
は
娘
た
ち
に
呪
い
を
吐
き
続
け
る
狂
気
の
「
国
王
」
と
周
囲
の
社
会
的
弱
者
に
憐
れ
を
催
す
高
齢
の
貧
困
者
を
交

互
に
規
則
正
し
く
演
じ
る
よ
う
に
な
る
。
リ
ア
が
コ
ー
デ
ィ
リ
ア
を
含
め
周
囲
と
社
会
的
絆
を
取
り
戻
す
の
は
自
分
の
社
会
的
立
ち
位
置
、

す
な
わ
ち
「
労
働
不
能
の
貧
困
者
」
と
い
う
法
的
立
場
を
受
け
入
れ
て
か
ら
な
の
で
あ
る
。

［
本
論
文
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
・
基
盤
研
究
Ｃ
「
一
六
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
文
学
に
お
け
る
浮
浪
者
の
表
象
研
究
」（
研
究
代
表
者
・
中
野

春
夫
／
課
題
番
号26370290

）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
］

注（
1
）　
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
は
第
一
幕
第
一
場
に
お
い
て
リ
ア
の
引
退
宣
言
に
対
し
ケ
ン
ト
伯
爵
が
撤
回
を
求
め
る
対
象
が
ク
ォ
ー
ト
版
と
フ

ォ
ー
リ
オ
版
で
は
微
妙
に
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（Jackson, 

338
）。
ク
ォ
ー
ト
版
の
ケ
ン
ト
伯
爵
は
リ
ア
の
コ
ー
デ
ィ
リ
ア
に
対
す
る

相
続
権
剥
奪
の
撤
回
を
求
め
る
一
方
（R

evoke 
thy 

doom

）、
フ
ォ
ー
リ
オ
版
で
は
王
国
所
有
権
の
譲
渡
そ
の
も
の
に
反
対
す
る
─
（R

evoke 
thy gift

）（1.1.171

）。
ク
ォ
ー
ト
版
で
は
周
囲
の
人
物
は
リ
ア
の
わ
が
ま
ま
な
宣
告
が
何
を
意
味
す
る
の
か
そ
の
場
で
は
誰
も
理
解
し
て
い
な
い

か
、
も
し
く
は
黙
認
し
て
い
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
一
方
、
フ
ォ
ー
リ
オ
版
で
は
少
な
く
と
も
ケ
ン
ト
伯
爵
が
危
険
性
に
気
付
い
て
い
る
。



「
国
王
」
の
浮
浪
者
（
中
野
） 

一
三
〇

（
2
）　「
俺
た
ち
三
人
の
馬
鹿
頭
（W

e T
hree Loggerheads

）」
を
下
敷
き
に
し
た
喜
劇
的
場
面
と
小
唄
が
『
十
二
夜
』
の
第
二
幕
第
三
場
に
登
場
し

（2.3.168

─69

）、
二
葉
の
図
像
が
ア
ー
デ
ン
版
第
三
版
に
収
録
さ
れ
て
い
る
─
─The A

rden Shakespeare: Tw
elfth N

ight, O
r W

hat Y
ou 

W
ill. Ed. K

eir Elam
. T

hird Series. London: B
loom

sbury, 2008, 12

─13.

（
3
）　
ハ
ー
マ
ン
の
「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
マ
ン
」
は
さ
ら
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
リ
ソ
ン
の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
描
写
』（
一
五
七
七
年
）
に
お
い
て
「
ア
ブ

ラ
ム
ズ
（A

bram
s

）」
と
し
て
踏
襲
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（H

arrison, 184

）。
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