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一

　
編
集
者
は
私
に
「
新
劇
の
総
決
算
」
と
い
ふ
課
題
を
与
へ
た
。
私
に
特
に
こ
れ
を
せ
よ
と
命
ず
る
正
当

な
理
由
の
あ
る
な
し
は
別
と
し
て
、
私
は
甘
ん
じ
て
、
そ
れ
に
応
じ
て
み
る
気
に
な
つ
た
。
そ
れ
は
、
自

分
自
身
の
総
決
算
を
事
の
序
に
し
て
も
よ
い
と
覚
悟
を
き
め
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
二

　
新
劇
は
こ
れ
ま
で
な
に
を
し
て
来
た
か
？
　
こ
の
問
に
答
へ
る
た
め
に
は
、
先
づ
、
新
劇
と
は
な
ん
で

あ
つ
た
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
が
、
そ
の
範
囲
を
こ
こ
で
限
定
し
て
み
て
も
は
じ
ま

ら
ぬ
。
た
だ
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
こ
と
は
、
そ
の
性
格
に
二
つ
の
面
が
重
な
り
合
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
注

意
す
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
純
粋
な
芸
術
運
動
と
し
て
の
面
と
、
芸
術
を
通
じ
て
の
広
い
文
化
運
動
と

し
て
の
面
と
で
あ
る
。
い
づ
れ
も
、
あ
る
種
の
革
新
を
目
指
し
て
は
ゐ
る
が
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
同
時
並

行
的
な
す
が
た
を
示
し
て
ゐ
る
も
の
も
あ
る
が
、
大
体
に
於
て
、
こ
の
二
つ
の
面
が
当
事
者
に
よ
つ
て
も
、
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ま
た
、
そ
れ
を
享
け
容
れ
る
側
に
於
て
も
、
無
意
識
に
取
扱
は
れ
、
こ
の
二
つ
が
一
つ
の
も
の
で
あ
る
か

の
如
き
錯
覚
に
陥
つ
て
ゐ
た
こ
と
、
従
つ
て
、
運
動
の
方
向
が
絶
え
ず
ヂ
グ
ザ
グ
の
道
を
と
り
、
時
に
は
、

互
に
伸
び
る
べ
き
も
の
を
圧
殺
す
る
結
果
を
生
じ
た
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
い
か
ぬ
。

　
坪
内
逍
遥
か
ら
小
山
内
薫
ま
で
の
新
劇
の
指
導
者
に
よ
つ
て
、
新
劇
の
性
格
が
ほ
ぼ
決
定
さ
れ
た
わ
け

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
日
本
在
来
の
演
劇
に
な
に
も
の
か
を
附
け
加
へ
、
更
に
、
時
代
の
要
求
に
一
歩
近

づ
く
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
た
の
は
当
然
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
生
れ
た
も
の
は
、
観
念
と
し
て
「
歌
舞
伎
で

も
新
派
で
も
な
い
も
の
」
で
あ
り
な
が
ら
、
実
質
的
に
は
、
西
欧
劇
の
模
倣
を
出
発
点
と
す
る
精
神
と
形

式
と
の
跛
行
状
態
で
あ
り
、
芸
術
的
に
も
文
化
的
に
も
、
民
衆
の
生
活
に
結
び
つ
か
ぬ
根
無
草
の
や
う
な

も
の
で
あ
つ
た
。

　
そ
の
頃
、
あ
る
老
巧
批
評
家
が
、
多
少
無
責
任
な
放
言
の
体
を
装
つ
て
で
は
あ
る
が
、
「
新
劇
」
を
評

し
て
「
新
あ
つ
て
劇
な
し
」
の
警
句
を
吐
い
た
事
実
を
思
ひ
出
す
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
い
く
ら
か
の
反
省
が
加
へ
ら
れ
た
こ
と
は
、
今
日
の
新
劇
を
と
も
か
く
も
別
の
軌
道

に
乗
せ
得
た
原
因
で
あ
る
。
非
常
に
素
朴
な
反
省
で
は
あ
つ
た
が
、
そ
れ
は
、
「
舞
台
の
真
実
と
虚
構
」

に
つ
い
て
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
先
づ
、
演
劇
の
本
質
を
正
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
の
框
の
中
で
捉
へ
、
西
欧
近

代
劇
が
そ
れ
を
一
応
成
し
遂
げ
た
や
う
に
、
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
新
た
な
道
を
探
ら
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う
と
す
る
実
験
が
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
演
劇
に
於
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
精
神
と
技
術
と
は
、
わ
が
演

劇
界
に
於
て
、
た
だ
一
人
の
久
保
田
万
太
郎
を
除
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
未
知
の
世
界
で
あ
つ
た
こ
と
を
、

私
は
断
言
す
る
。
つ
ま
り
、
久
保
田
万
太
郎
の
戯
曲
は
、
当
時
、
演
劇
的
に
は
最
も
先
駆
的
な
役
割
を
演

じ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

　
演
劇
の
革
新
は
、
演
出
の
工
夫
や
、
戯
曲
の
変
貌
に
の
み
俟
つ
こ
と
は
で
き
ぬ
。
結
局
は
、
俳
優
の
素

質
の
飛
躍
、
言
ひ
か
へ
れ
ば
、
「
現
代
を
呼
吸
す
る
」
俳
優
の
出
現
に
期
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ

見
解
を
、
私
た
ち
は
も
つ
に
至
つ
た
。
こ
こ
が
、
わ
が
国
に
於
け
る
「
新
劇
運
動
」
の
一
つ
の
特
殊
な
立

場
を
語
る
こ
と
に
な
る
。
芸
術
運
動
と
し
て
の
目
標
は
し
ば
ら
く
卑
近
な
リ
ア
リ
ズ
ム
完
成
に
お
き
、
ひ

た
す
ら
、
演
劇
芸
術
の
近
代
化
を
人
的
条
件
の
う
へ
に
加
へ
て
、
文
字
通
り
、
「
現
代
俳
優
」
の
養
成
に

力
を
注
ぐ
と
同
時
に
、
周
囲
に
そ
の
呼
び
か
け
を
行
つ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
風
潮
の
外
に
あ
る
も
の
も
な
く
は
な
か
つ
た
が
、
一
般
に
新
劇
俳
優
の
自
己
訓
練
の
情
熱
と
そ
の

方
法
の
厳
し
さ
は
、
こ
の
時
代
に
は
じ
め
て
芽
を
ふ
い
た
と
云
つ
て
よ
い
。
欧
米
ト
オ
キ
イ
が
こ
の
間
い

か
な
る
影
響
力
を
も
つ
た
か
は
想
像
に
あ
ま
り
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
問
題
は
解
決
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。

5



　
　
　
　
　
　
　
三

　
戯
曲
家
は
、
如
何
な
る
時
代
に
於
て
も
、
そ
の
時
代
の
俳
優
が
肉
体
化
し
得
る
以
上
の
も
の
を
完
全
な

か
た
ち
で
生
産
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
別
の
観
方
を
す
れ
ば
、
い
か
な
る
劇
的
作

品
も
、
そ
の
時
代
の
民
衆
の
生
活
に
根
ざ
さ
ぬ
や
う
な
傑
れ
た
要
素
を
含
み
得
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
も
な

る
。
天
才
の
夢
は
空
の
雲
に
似
て
、
地
上
は
る
か
に
見
え
て
も
、
そ
れ
は
畢
竟
、
地
上
か
ら
立
ち
の
ぼ
る

水
蒸
気
の
か
た
ま
り
に
過
ぎ
な
い
。
私
は
つ
く
づ
く
、
日
本
の
新
劇
の
運
命
を
考
へ
る
時
、
そ
れ
を
生
み

育
て
る
力
が
果
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
現
代
の
生
活
の
な
か
に
あ
る
か
ど
う
か
を
疑
ふ
の
が
常
で
あ
つ
た
。

　
演
劇
の
原
始
形
態
に
想
ひ
を
馳
せ
る
ま
で
も
な
く
、
一
時
代
の
特
色
あ
る
演
劇
の
発
生
は
、
そ
の
時
代

に
於
け
る
協
同
社
会
に
通
じ
た
あ
る
願
望
と
秩
序
の
意
識
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
い
づ
れ
も

が
最
も
稀
薄
低
調
な
現
代
日
本
　
　
明
治
末
葉
以
後
、
今
日
に
至
る
ま
で
　
　
に
あ
つ
て
、
そ
こ
に
、

「
新
し
い
演
劇
」
へ
の
萌
芽
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
、
特
定
の
限
ら
れ
た
人
々
が
偶
然
に
、
好

奇
心
を
も
つ
て
こ
れ
を
迎
へ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
？
　
そ
れ
も
、
か
れ
ら
の
生
活
自
体
が
求
め

る
な
に
も
の
か
で
は
な
く
、
か
れ
ら
の
観
念
が
そ
こ
を
遊
び
場
と
す
れ
ば
足
り
る
の
で
は
な
か
つ
た
か
？

　
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
な
に
も
な
い
よ
り
は
ま
し
で
あ
る
。
民
衆
の
大
部
分
は
、
意
識
的
に
は
、
既
に
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あ
る
も
の
を
求
め
、
そ
の
少
数
の
一
部
が
、
未
だ
知
ら
れ
ざ
る
も
の
を
解
ら
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
民
衆
は
ま
た
、
無
意
識
的
に
は
、
既
に
あ
る
も
の
以
前
に
、
な
に
か
し
ら
を
求
め
つ
つ
あ
る

こ
と
も
亦
事
実
で
あ
る
。
私
は
、
「
新
し
い
演
劇
」
が
、
民
衆
の
こ
の
「
無
意
識
的
に
」
求
め
つ
つ
あ
る

も
の
を
無
視
し
て
は
成
り
立
ち
得
な
い
と
思
ふ
。
そ
れ
が
何
か
と
い
ふ
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
も
つ
と
も

つ
と
探
る
努
力
を
怠
つ
て
は
な
ら
ぬ
。
戯
曲
家
は
、
民
衆
の
心
を
心
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
四

　
私
た
ち
は
「
新
し
い
演
劇
」
の
基
礎
に
つ
い
て
も
う
ひ
と
つ
の
課
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
そ
れ
は
、
歴
史
的
に
み
て
、
今
日
ま
で
、
世
界
の
演
劇
が
ど
う
発
展
し
、
分
化
し
、
本
流
が
ど
れ
で
、

ど
の
支
流
が
栄
え
、
い
か
な
る
演
劇
の
種
目
（
ジ
ャ
ン
ル
）
が
な
ほ
生
命
を
保
ち
、
そ
れ
が
ど
ん
な
社
会

を
背
景
と
し
て
ど
こ
を
目
指
し
て
進
ん
で
ゐ
る
か
を
、
は
つ
き
り
見
極
め
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
厳
密
に
は
学
問
的
な
研
究
の
領
域
で
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
か
か
る
研
究
の
成
果

を
待
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
多
少
の
冒
険
を
顧
み
ず
に
、
日
本
の
現
状
に
照
し
て
、
嘗
て
世
界
の
ど
こ
か

で
生
れ
た
、
あ
ら
ゆ
る
演
劇
の
精
神
と
形
式
と
を
試
み
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
わ
れ
わ
れ
は
、
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西
欧
劇
の
紹
介
に
可
な
り
の
時
間
と
労
力
と
を
費
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
単
な
る
紹
介
に
止
ま
つ
て
、

そ
れ
が
ど
の
程
度
身
に
つ
く
も
の
か
と
い
ふ
実
験
を
怠
つ
て
ゐ
た
。
こ
の
実
験
は
一
つ
の
苦
し
い
試
錬
で

も
あ
つ
て
、
例
へ
ば
、
韻
文
劇
乃
至
詩
劇
の
舞
台
化
が
真
面
目
に
取
り
あ
げ
ら
れ
な
か
つ
た
如
き
は
、
た

し
か
に
、
わ
れ
わ
れ
が
想
像
す
る
困
難
の
前
に
早
く
も
ひ
る
ん
だ
証
拠
で
あ
る
。

　
演
劇
に
於
け
る
美
術
と
音
楽
と
の
協
力
と
い
ふ
重
大
な
課
題
と
も
ま
だ
真
剣
に
取
組
ん
で
ゐ
な
い
。
ロ

シ
ヤ
の
生
ん
だ
異
色
あ
る
劇
団
、
蝙
蝠
座
の
業
績
は
、
わ
れ
わ
れ
に
大
き
な
示
唆
を
与
へ
る
も
の
で
あ
る

に
拘
は
ら
ず
、
詩
人
、
音
楽
家
、
舞
踊
家
、
美
術
家
の
見
事
な
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
が
如
何
に
し
て
可
能
で
あ

る
か
を
、
わ
れ
わ
れ
は
実
の
と
こ
ろ
ま
だ
つ
き
つ
め
て
考
へ
て
み
た
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
五

　
さ
て
、
か
う
い
ふ
告
白
を
続
け
て
ゐ
る
う
ち
に
、
私
は
ま
た
、
戯
曲
文
学
の
領
域
を
含
め
て
、
重
大
な

問
題
が
残
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
に
気
づ
く
。

　
い
は
ゆ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
の
離
脱
と
い
ふ
こ
と
が
既
に
い
く
た
び
も
叫
ば
れ
、
前
世
紀
末
の
西
欧
近

代
劇
の
流
れ
が
も
は
や
そ
の
旗
じ
る
し
を
掲
げ
て
ゐ
た
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
百
も
承
知
で
ゐ
な
が
ら
、
そ
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の
叫
び
が
今
日
も
な
ほ
繰
り
返
さ
れ
て
ゐ
る
理
由
を
な
ん
と
み
る
か
で
あ
る
。

　
じ
つ
さ
い
、
演
劇
に
於
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
そ
れ
が
い
か
に
正
し
い
意
味
に
於
て
も
、
そ
れ
だ
け
で

は
演
劇
の
魅
力
の
一
部
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
、
演
劇
を
あ
る
意
味
に
於
て
窒
息
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
ま
た
一
方
、
例
へ
ば
シ
ェ
ク
ス
ピ
ヤ
或
は
モ
リ
エ
ー
ル
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
ふ
場
合
の
そ
れ
は
、

云
ふ
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
と
は
異
つ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
つ
も
の
で
、
こ
れ
が
た
め
に
時
代
的
意
味
を
も

ち
つ
つ
、
な
ほ
か
つ
永
遠
に
作
品
が
「
生
き
る
」
根
柢
の
力
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、
リ
ア
リ
ズ

ム
か
ら
の
離
脱
と
は
狭
い
意
味
に
於
け
る
写
実
主
義
を
問
題
と
す
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
り
、
後
者
の
リ
ア

リ
ズ
ム
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
ふ
。

　
私
た
ち
は
、
一
面
、
狭
い
意
味
の
舞
台
上
の
写
実
主
義
を
あ
る
程
度
マ
ス
タ
ア
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
自
分

に
言
ひ
き
か
せ
た
時
、
や
は
り
、
一
方
で
は
、
広
い
意
味
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
忘
れ
て
は
ゐ
な
か
つ
た
つ
も

り
で
あ
る
。
確
固
た
る
現
実
の
把
握
が
、
奔
放
な
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
開
花
を
さ
ま
た
げ
ぬ
過
去
の
偉
大

な
演
劇
的
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
私
た
ち
が
数
多
く
知
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
な
ん
と
云
つ
て
も
明
る
い
希
望
で

あ
る
。
か
か
る
業
績
に
ふ
さ
は
し
い
才
能
が
出
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
と
、
私
た
ち
は
待
ち
か
ま
へ
て
ゐ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
六
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そ
し
て
、
最
後
に
、
演
劇
の
分
野
に
於
て
も
、
散
文
の
領
域
に
於
け
る
や
う
に
、
或
は
そ
れ
以
上
に
、

精
神
の
知
的
な
操
作
が
作
品
の
風
貌
と
な
り
に
く
い
わ
が
国
の
事
情
を
考
へ
て
み
た
い
と
思
ふ
。
そ
の
理

由
は
非
常
に
は
つ
き
り
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の
対
策
は
、
ほ
と
ん
ど
考
へ
ら
れ
な
か
つ
た
。
合
理
主
義
が
わ

れ
わ
れ
の
生
活
の
な
か
に
浸
み
込
ん
で
ゐ
な
い
と
い
ふ
事
実
は
わ
か
つ
て
も
、
演
劇
の
面
で
、
公
衆
に
知

的
快
感
を
与
へ
る
真
正
面
か
ら
の
努
力
は
ま
だ
十
分
に
試
み
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
と
い
ふ
こ
と
は
、
作
者
も

俳
優
も
演
出
家
も
、
こ
れ
ま
で
は
、
感
性
の
糸
を
引
く
の
が
舞
台
の
技
術
の
す
べ
て
で
あ
る
や
う
に
思
ひ

こ
み
、
観
衆
の
頭
脳
に
う
つ
た
へ
る
魅
力
は
、
作
品
の
「
思
想
的
」
内
容
の
み
だ
と
し
て
ゐ
る
傾
き
が
あ

つ
た
。
そ
の
結
果
、
演
劇
の
知
的
な
要
素
は
、
純
粋
な
審
美
的
対
象
と
考
へ
ら
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、

あ
る
知
的
水
準
を
設
け
て
観
衆
を
は
つ
き
り
区
別
す
る
尺
度
の
や
う
な
も
の
に
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
さ
う
い
ふ
場
合
も
あ
つ
て
差
支
へ
な
い
け
れ
ど
も
、
私
は
、
そ
こ
に
や
は
り
性
急
な
誤
り

の
一
つ
が
あ
つ
た
や
う
に
思
ふ
。

「
考
へ
さ
せ
る
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
の
方
法
に
よ
つ
て
は
、
た
し
か
に
、
演
劇
の
要
素
た
り
得
る
も
の

で
あ
り
、
全
体
と
し
て
一
つ
の
問
題
を
提
起
す
る
以
外
に
、
観
念
の
流
れ
と
抑
揚
と
は
一
種
の
リ
ズ
ム
と

し
て
舞
台
を
力
強
い
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
考
へ
さ
せ
る
」
と
い
ふ
こ
と
を
、
「
一
定
の
方

10未解決の問題



向
に
頭
を
働
か
す
」
と
い
ふ
ぐ
ら
ゐ
の
意
味
に
と
つ
て
、
私
は
、
こ
の
操
作
か
ら
生
ず
る
独
特
な
快
感
の

性
質
を
、
わ
れ
わ
れ
は
も
つ
と
吟
味
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
ふ
。

　
こ
こ
に
、
わ
れ
わ
れ
の
新
劇
が
ま
だ
手
を
つ
け
る
べ
く
し
て
つ
け
か
ね
た
広
く
、
そ
し
て
豊
か
な
領
域

が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
現
代
欧
米
演
劇
の
尖
端
が
ほ
と
ん
ど
そ
こ
に
根
を
お
ろ
し
て
ゐ
る
ら
し
い

一
つ
の
伝
統
的
な
土
壌
で
あ
る
。
か
か
る
土
壌
を
欠
い
た
わ
れ
わ
れ
の
新
劇
の
畑
に
、
そ
れ
に
匹
敵
す
る

花
を
咲
か
せ
る
こ
と
の
困
難
は
予
想
さ
れ
な
く
は
な
い
が
、
世
界
市
民
と
し
て
の
こ
れ
か
ら
の
若
い
作
家

が
、
そ
の
才
能
を
試
み
、
或
は
パ
イ
オ
ニ
ア
の
役
を
演
ず
べ
き
荒
涼
た
る
未
開
地
が
そ
こ
に
も
あ
る
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
七

　
序
な
が
ら
、
私
は
、
日
本
演
劇
の
革
新
の
歴
史
を
ふ
り
返
つ
て
み
て
、
一
つ
の
側
面
観
を
こ
こ
で
披
露

し
た
く
な
つ
た
。

　
演
劇
と
い
ふ
も
の
は
、
由
来
、
「
対
話
の
精
神
」
を
重
ん
ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
戯
曲
の
一
般

形
式
が
対
話
か
ら
成
り
立
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
の
み
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
と
は
別
に
、
演
劇
そ
の
も

11



の
が
実
は
、
「
舞
台
と
観
客
と
の
対
話
」
で
あ
り
、
た
と
へ
、
そ
の
物
語
の
口
調
に
雄
弁
の
要
素
が
含
ま

れ
て
ゐ
る
に
せ
よ
、
そ
の
雄
弁
は
決
し
て
、
一
方
的
に
、
対
手
の
反
応
を
無
視
し
て
行
は
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
そ
れ
は
常
に
、
理
想
と
し
て
、
対
話
者
の
微
妙
な
心
理
を
基
礎
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
対
話
の
精
神
」
は
、
ジ
イ
ド
が
指
摘
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
文
明
の
性
格
を
形
づ

く
る
一
つ
の
顕
著
な
傾
向
だ
と
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
い
は
ゆ
る
ソ

シ
ア
ビ
リ
テ
（
社
交
性
と
訳
し
て
し
ま
ふ
の
は
ち
よ
つ
と
躊
躇
す
る
が
）
に
も
通
じ
る
も
の
で
、
さ
う
だ

と
す
る
と
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
フ
ラ
ン
ス
人
の
独
占
物
で
は
な
く
、
あ
る
意
味
に
於
て
、
人
間
社
会
の
自

然
な
発
達
に
伴
ふ
自
律
的
な
秩
序
と
高
度
の
生
活
技
術
と
を
生
む
源
泉
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
対
話
の
精
神
」
が
特
に
文
化
の
基
礎
に
な
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
社
会
に
於
て
、
演
劇
が
専
ら
果
し
て
ゐ
る

役
目
を
考
へ
て
み
る
こ
と
も
興
味
の
あ
る
こ
と
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
「
対
話
の
精
神
」
を
い
つ
の
間
に

か
忘
却
し
た
社
会
に
於
て
、
文
化
が
い
か
な
る
相
貌
を
呈
し
、
し
か
も
、
そ
の
社
会
が
演
劇
を
い
か
に
遇

し
、
ま
た
、
演
劇
自
ら
、
自
己
の
革
新
を
叫
び
つ
つ
、
そ
の
本
質
的
な
性
格
を
失
ふ
危
険
に
瀕
し
て
ゐ
る

と
い
ふ
事
実
に
わ
れ
わ
れ
は
眼
を
ふ
さ
い
で
は
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。

「
対
話
の
精
神
」
の
最
も
忌
み
嫌
ふ
性
癖
は
独
善
と
阿あ
諛ゆ
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
そ
し
て
、
「
対
話
の
精

神
」
の
極
め
て
重
要
な
一
面
は
、
「
よ
き
聴
き
手
」
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
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わ
れ
わ
れ
の
演
劇
に
し
ば
し
ば
み
る
あ
の
押
し
つ
け
が
ま
し
さ
、
人
を
小
馬
鹿
に
し
た
風
、
腹
に
一
物

を
蔵
し
な
が
ら
表
面
歓
心
を
買
ふ
が
如
き
表
情
、
な
ん
で
も
な
い
こ
と
を
業
々
し
く
言
つ
て
み
せ
る
空
々

し
さ
、
と
い
ふ
や
う
な
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
演
劇
革
新
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
な
か
で
は
、
す
こ
し
も
問
題

に
さ
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
。

　
私
は
も
う
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
言
へ
ば
十
分
で
あ
る
。

　
新
劇
の
再
出
発
は
た
し
か
に
望
ま
し
い
。
過
去
を
顧
る
必
要
が
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
今
日
ま
で
の
新

劇
が
果
し
た
役
割
を
結
果
か
ら
み
て
こ
れ
に
評
価
を
下
す
前
に
、
そ
の
道
が
い
か
に
嶮
し
か
つ
た
か
を
一

応
眼
を
す
ゑ
て
見
直
す
こ
と
で
あ
る
。
功
罪
は
自
ら
明
か
に
な
る
と
思
ふ
。
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