
『
冬
物
語
』
に
お
け
る
ア
ポ
ロ
と
彫
像
の
象
徴
性
を
め
ぐ
っ
て

三

（
一
）　
「
見
え
ざ
る
も
の
」
の
存
在

　

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
冬
物
語
』（T

he W
inter ’s T

ale

）
の
初
演
年
月
は

確
定
で
き
て
い
な
い
が
、
ど
の
よ
う
な
劇
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
の
ひ
と
つ
の

有
力
な
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
占
星
術
師
で
あ
り
医
者
で
も
あ
る
サ

イ
モ
ン
・
フ
ォ
ア
マ
ン
（Sim

on Forem
an

）
の
観
劇
記
録
で
あ
り
、
現
代

で
も
貴
重
な
資
料
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
（Cham

bers, ii, 340-

41

）。
こ
こ
に
は
一
六
一
一
年
に
彼
が
グ
ロ
ー
ブ
座
で
見
た
『
冬
物
語
』
の
要

約
が
書
か
れ
て
お
り
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
劇
中
の
出
来
事
が
簡
潔
に
綴
ら
れ
て
い

る
。
だ
が
フ
ォ
ア
マ
ン
は
、
こ
の
劇
の
最
後
に
近
い
場
面
に
当
た
る
シ
チ
リ
ア

王
レ
オ
ン
テ
ィ
ー
ズ
と
一
六
年
間
行
方
が
知
れ
な
か
っ
た
娘
パ
ー
デ
ィ
タ
の
出

会
い
を
書
い
た
後
、
盗
人
で
あ
る
オ
ー
ト
リ
カ
ス
の
面
白
さ
を
比
較
的
長
く
記

し
た
と
こ
ろ
で
筆
を
置
い
て
い
る
。
恐
ら
く
当
時
の
観
客
に
と
っ
て
も
大
き
な

見
所
だ
と
思
わ
れ
る
ハ
ー
マ
イ
オ
ニ
が
彫
像
か
ら
蘇
る
場
面
に
つ
い
て
の
コ
メ

ン
ト
は
不
思
議
な
こ
と
に
ひ
と
言
も
な
い
。
フ
ォ
ア
マ
ン
は
他
に
も
三
つ
の

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
劇
を
見
た
記
述
を
残
し
て
い
る
が
、
ど
の
程
度
彼
の
記
述

が
正
確
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
し
、
実
際
、
フ
ォ
ア
マ
ン
の
言
う
と
お
り

の
上
演
、
即
ち
彫
像
の
場
面
は
な
か
っ
た
と
見
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
フ
ォ
ア
マ
ン
が
特
別
書
き
残
さ
な
か
っ
た
彫
像
の
場
面
は
、

彼
に
と
っ
て
は
さ
ほ
ど
重
要
と
は
思
え
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

つ
ま
り
、
目
の
前
で
確
か
に
見
え
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
が
一
九
世
紀
以
降
の
劇

評
や
）
1
（

、
と
り
わ
け
現
代
の
批
評
で
重
要
視
さ
れ
る
ほ
ど
の
重
み
を
持
っ
て
見
え

な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
フ
ォ
ア
マ
ン
一
個
人
の
感
受
性
の
問
題
以
上

に
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
自
身
の
表
象
の
手
法
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
フ
ォ
ア
マ
ン
の
印
象
／
記
録
か
ら
消
え
た
彫
像
の
場
面
か
ら

は
、
こ
の
劇
の
根
幹
に
関
わ
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
見
せ
方
」
の
特
異
性
、

あ
る
い
は
そ
こ
に
隠
さ
れ
た
象
徴
性
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。

　
『
冬
物
語
』
の
ハ
ー
マ
イ
オ
ニ
の
彫
像
が
生
命
を
得
る
場
面
は
、
ピ
グ
マ
リ

『
冬
物
語
』
に
お
け
る
ア
ポ
ロ
と
彫
像
の
象
徴
性
を
め
ぐ
っ
て

冬　

木　

ひ
ろ
み



四

オ
ン
伝
説
さ
な
が
ら
の
、
石
の
像
が
生
身
の
人
間
に
な
る
と
い
う
驚
き
（w

on-

der
）
を
観
客
に
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
際
に
実
は
そ
の
彫
像
は
一
六
年

前
に
死
ん
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
王
妃
ハ
ー
マ
イ
オ
ニ
が
演
じ
て
（
変
身
し
て
）

い
た
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
、
視
覚
の
ト
リ
ッ
ク
と
も
言
え
る
手
法
を
と
っ
て

い
る
こ
と
は
特
異
な
点
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
に
は
も
う
ひ
と
つ
、
劇
的
表
象

に
関
わ
る
奇
妙
な
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
彫
像
を
作
っ
た
と
劇
中
で
名
指
さ

れ
る
人
物
、
ジ
ュ
ー
リ
オ
・
ロ
マ
ー
ノ
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ジ
ュ
ー
リ
オ
・
ロ

マ
ー
ノ
と
は
当
時
イ
タ
リ
ア
で
活
躍
し
た
画
家
で
あ
る
が
、
な
ぜ
こ
こ
で
言
及

さ
れ
た
の
か
、
ま
た
彼
の
作
っ
た
「
彫
像
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
な
ど

に
つ
い
て
は
長
く
議
論
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
議
論
の
詳
細
に
は
こ
こ
で
は
触
れ

な
い
が
）
2
（

、
少
な
く
と
も
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
、
彼
の
す
べ
て
の
作
品
中
で
唯
一

こ
の
時
代
の
実
在
の
芸
術
家
の
名
前
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
注
目

に
値
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
劇
中
、
ロ
マ
ー
ノ
は
人
物
と
し
て
は
全
く
出
て

こ
ず
、彫
像
の
作
者
と
し
て
一
カ
所
名
前
が
出
る
だ
け
で
あ
る
。従
っ
て
、ノ
ー

ス
ロ
ッ
プ
・
フ
ラ
イ
が
「
ジ
ュ
ー
リ
オ
・
ロ
マ
ー
ノ
の
名
は
全
く
こ
の
劇
の
中

心
に
は
な
ら
な
い
」（Frye, Critical E

ssays, 112

）
と
言
う
の
も
確
か
で
は

あ
る
が
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
版
の
編
者
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
オ
ー
ゲ
ル
に
よ

る
「
ジ
ュ
ー
リ
オ
・
ロ
マ
ー
ノ
に
よ
る
彫
像
は
こ
の
劇
の
見
え
ざ
る
も
の
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
」（T

he W
inter ’s T

ale, Introduction, 57

）
と
い
う
言

葉
は
、こ
の
劇
を
見
る
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。オ
ー
ゲ
ル
の
言
う
「
見

え
ざ
る
も
の
」（things not seen

）
は
実
際
に
は
存
在
し
な
い
彫
像
の
こ
と

だ
け
で
な
く
、
こ
の
劇
の
最
終
場
面
で
語
り
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
こ
と
全
体

を
含
む
の
だ
が
、
オ
ー
ゲ
ル
は
言
及
し
て
い
な
い
も
の
の
、
こ
の
彫
像
の
場
面

よ
り
も
っ
と
前
に
も
、「
見
え
ざ
る
も
の
」
が
大
き
な
象
徴
性
を
持
つ
と
こ
ろ

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
第
三
幕
第
二
場
の
ハ
ー
マ
イ
オ
ニ
の
不
義

を
断
罪
す
る
裁
判
の
場
面
に
お
け
る
ア
ポ
ロ
の
神
託
で
あ
る
。
ア
ポ
ロ
の
神
は

こ
の
劇
中
に
は
出
て
は
こ
な
い
。
そ
の
神
託
だ
け
が
使
者
を
通
じ
て
告
げ
ら
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
劇
的
流
れ
の
中
で
は
、
王
レ
オ
ン
テ
ィ
ー
ズ
は
こ
の
神

託
を
嘘
だ
と
否
定
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
息
子
も
妻
も
失
わ
れ
る
。
言
及
さ
れ

る
だ
け
の
神
が
劇
全
体
へ
の
波
及
効
果
を
持
つ
と
は
一
概
に
は
言
え
な
い
か
も

し
れ
な
い
が
、
劇
中
で
「
行
為
を
す
る
と
い
う
面
で
は
不
在
だ
が
、
実
際
に
存

在
し
て
い
る
ア
ポ
ロ
の
神
」（Bergeron, Critical E

ssays, 362

）
と
、
最
終

場
面
で
言
及
さ
れ
る
だ
け
の
ジ
ュ
ー
リ
オ
・
ロ
マ
ー
ノ
が
作
っ
た
と
さ
れ
る

「
彫
像
」
は
、
劇
的
表
象
の
手
法
と
し
て
は
呼
応
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
本
稿
で
は
、
ア
ポ
ロ
の
存
在
と
彫
像
の
場
面
と
を
結
び
つ
け
て
考
え
る

こ
と
に
よ
り
、『
冬
物
語
』
に
お
け
る
視
覚
に
関
わ
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
劇

的
手
法
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

（
二
）　

ア
ポ
ロ
の
神
託

　
『
冬
物
語
』
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
書
い
た
最
後
の
劇
の
一
群
（『
ペ
リ
ク

リ
ー
ズ
』『
シ
ン
ベ
リ
ン
』『
テ
ン
ペ
ス
ト
』）
の
一
つ
で
、
ロ
マ
ン
ス
劇
、
あ

る
い
は
後
期
の
劇
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
と
し
て
は
、
よ
く
指
摘

さ
れ
る
よ
う
に
、
寓
話
的
、
神
話
的
な
要
素
が
強
く
、
時
間
的
な
流
れ
も
『
テ



『
冬
物
語
』
に
お
け
る
ア
ポ
ロ
と
彫
像
の
象
徴
性
を
め
ぐ
っ
て

五

ン
ペ
ス
ト
』
を
除
き
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
と
し
て
は
異
例
な
こ
と
に
十
数
年
と

い
う
長
い
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
分
、
現
実
か
ら
乖
離
し
た
場
面
や
手
法

も
多
く
、『
シ
ン
ベ
リ
ン
』
で
は
ジ
ュ
ピ
タ
ー
の
神
が
突
然
現
れ
た
り
、『
冬
物

語
』
で
は
舞
台
の
時
が
一
気
に
一
六
年
飛
ん
だ
り
も
す
る
。
ま
た
、『
冬
物
語
』

に
関
し
て
は
、
あ
る
は
ず
の
な
い
「
ボ
ヘ
ミ
ア
の
海
岸
」
を
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

が
書
い
た
と
し
て
ベ
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
揶
揄
し
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
（T

he Cam
bridge E

dition of the W
orks of Ben Jonson, vol.5. 370

）。

　
『
冬
物
語
』
に
は
実
際
、
現
実
性
か
ら
は
遠
ざ
か
っ
た
寓
話
性
が
あ
り
、
そ

の
題
名
か
ら
し
て
も
昔
語
り
、
作
り
物
と
い
う
印
象
が
強
い
。
こ
の
劇
の
タ
イ

ト
ル
で
も
あ
る
「
冬
の
物
語
」
と
い
う
言
葉
を
最
初
に
使
う
の
は
レ
オ
ン

テ
ィ
ー
ズ
の
息
子
で
あ
る
マ
ミ
ー
リ
ア
ス
で
あ
り
、
彼
は
次
の
よ
う
に
母
ハ
ー

マ
イ
オ
ニ
に
無
邪
気
に
語
り
か
け
る
。「
冬
に
は
悲
し
い
物
語
が
い
い
ん
だ
け

ど
な
」（‘A

 sad tale ’s best for w
inter. ’ 2.1. 25

）
3
（

）。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
後
、

マ
ミ
ー
リ
ア
ス
自
身
も
死
ぬ
こ
と
に
な
る
た
め
、「
悲
し
い
冬
の
物
語
」
は
語

り
手
を
失
っ
た
ま
ま
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
こ
う
し
て
寓
話
と
見
え
た
こ
の
劇
に

は
次
々
と
苛
借
な
い
現
実
が
姿
を
現
す
。
ま
た
、
語
り
と
い
う
一
種
の
メ
タ
シ

ア
タ
ー
的
な
要
素
が
、
こ
の
言
葉
を
最
初
に
使
う
マ
ミ
ー
リ
ア
ス
の
突
然
の
死

に
よ
り
断
ち
切
ら
れ
て
し
ま
う
劇
的
経
緯
も
、
さ
ら
に
劇
中
の
寓
話
と
思
わ
せ

る
中
に
現
れ
る
現
実
の
苛
烈
さ
、
残
酷
さ
も
、
そ
の
発
端
が
嫉
妬
で
あ
る
点
で
、

『
冬
物
語
』
に
は
『
オ
セ
ロ
ー
』
を
想
起
さ
せ
る
心
理
的
恐
怖
が
あ
る
。
こ
の

劇
に
は
、『
オ
セ
ロ
ー
』
の
よ
う
に
嫉
妬
を
植
え
付
け
る
イ
ア
ー
ゴ
ー
に
当
た

る
存
在
は
い
な
い
も
の
の
、
レ
オ
ン
テ
ィ
ー
ズ
の
中
に
突
然
わ
き
起
こ
る
妻
の

不
義
へ
の
疑
念
と
、
そ
う
し
た
妄
想
が
勝
手
に
暴
走
し
て
膨
張
し
て
ゆ
き
、
妻

を
殺
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
（『
冬
物
語
』
で
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
妻
ハ
ー

マ
イ
オ
ニ
は
生
き
て
い
る
の
だ
が
）
過
程
は
、
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。
無
論
、

『
冬
物
語
』
で
は
『
オ
セ
ロ
ー
』
の
よ
う
に
最
後
の
場
面
に
な
っ
て
初
め
て
す

べ
て
が
わ
か
る
と
い
う
悲
劇
で
は
な
く
、
劇
の
ち
ょ
う
ど
中
ほ
ど
で
レ
オ
ン

テ
ィ
ー
ズ
は
妻
の
無
実
を
知
る
の
だ
が
、
し
か
し
時
す
で
に
遅
く
、
妻
も
息
子

も
死
ん
だ
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
悔
悟
の
日
々
を
後
半
生
で
送
る
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
、『
冬
物
語
』
の
寓
話
性
・
非
現
実
性
を
再
確
認
し
て
み
る
と
、
観
客

に
と
っ
て
も
奇
妙
で
非
現
実
の
印
象
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
、

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
王
女
パ
ー
デ
ィ
タ
を
捨
て
る
役
目
を
負
っ
た
ア
ン
テ
ィ
ゴ

ナ
ス
が
舞
台
上
に
登
場
す
る
熊
に
襲
わ
れ
る
場
面
、
そ
し
て
最
後
の
彫
像
が
蘇

る
場
面
が
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
二
つ
の
場
面
と
並
ん
で
ロ
マ
ン
ス
の

寓
話
性
・
神
話
性
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
も
の
に
、
ア
ポ
ロ
の
神
託
の
場
面
が
挙

げ
ら
れ
る
。
こ
の
三
つ
の
非
現
実
性
が
強
い
場
面
は
そ
れ
ぞ
れ
劇
的
象
徴
性
を

持
っ
て
は
い
る
が
、
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ナ
ス
を
襲
う
熊
に
つ
い
て
は
、
恐
ら
く
は
実

際
に
役
者
が
熊
の
衣
装
を
着
け
て
登
場
す
る
こ
と
に
よ
り
観
客
へ
の
直
接
的
な

驚
き
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
本
論
で
注
目
す
る
「
見
え
ざ
る
も
の
」
の
範
疇

か
ら
外
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
ま
た
、
熊
の
登
場
は
劇
の
悲
劇
的
前

半
と
喜
劇
的
後
半
を
つ
な
ぐ
役
割
で
は
あ
る
が
、
劇
全
体
に
及
ぶ
象
徴
性
は

持
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
、
こ
こ
で
は
考
察
の
対
象
に
は
入
れ
な
い
こ
と
に

し
た
い
。

　

ま
ず
「
見
え
ざ
る
も
の
」
の
象
徴
性
の
一
つ
目
と
し
て
、
ア
ポ
ロ
の
神
の
象



六

徴
性
、
お
よ
び
ア
ポ
ロ
の
神
託
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　

シ
チ
リ
ア
王
で
あ
る
レ
オ
ン
テ
ィ
ー
ズ
は
、
妻
ハ
ー
マ
イ
オ
ニ
が
ボ
ヘ
ミ
ア

王
ポ
リ
ク
シ
ニ
ー
ズ
と
不
義
を
犯
し
た
の
で
は
な
い
か
と
突
然
疑
い
始
め
、
臣

下
た
ち
の
箴
言
に
も
関
わ
ら
ず
、
妻
の
裁
判
を
開
き
、
断
罪
し
よ
う
と
す
る
。

そ
の
裁
判
の
途
中
で
読
み
上
げ
ら
れ
る
の
が
、
レ
オ
ン
テ
ィ
ー
ズ
自
ら
が
命
じ

て
取
り
に
行
か
せ
た
ア
ポ
ロ
の
神
託
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
ス
劇
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

性
か
ら
考
え
れ
ば
、
ア
ポ
ロ
を
形
象
化
し
て
舞
台
上
に
出
す
こ
と
も
不
可
能
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
ア
ポ
ロ
は
登
場
せ
ず
、
そ
の
神
託
だ
け
が
読

み
上
げ
ら
れ
る
。
レ
オ
ン
テ
ィ
ー
ズ
は
ア
ポ
ロ
の
神
託
を
臣
下
た
ち
に
取
り
に

行
か
せ
る
際
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
た
。「
彼
ら
が
神
託
を
持
ち
帰
っ
て
く

れ
ば
、
す
べ
て
は
明
る
み
に
出
さ
れ
、
ア
ポ
ロ
の
神
聖
な
言
葉
に
よ
り
、
私
の

進
退
も
決
ま
る
の
だ
」（‘N

ow
 from

 the oracle,/ T
hey w

ill bring all, 

w
hose spiritual counsel had/ Shall stop or spur m

e. ’ 2.1. 185-87

）。

少
な
く
と
も
こ
の
時
の
レ
オ
ン
テ
ィ
ー
ズ
は
、
ア
ポ
ロ
の
神
託
を
神
聖
な
も
の

と
し
て
信
じ
て
い
た
は
ず
だ
。
と
こ
ろ
が
、
裁
判
の
場
面
で
持
ち
帰
ら
れ
た
神

託
の
内
容
が
、
ハ
ー
マ
イ
オ
ニ
は
無
実
で
、
レ
オ
ン
テ
ィ
ー
ズ
が
暴
君
だ
と
の

内
容
で
あ
る
こ
と
を
聞
く
と
、
レ
ポ
ン
テ
ィ
ー
ズ
は
突
如
と
し
て
ア
ポ
ロ
の
神

託
自
体
を
否
定
し
、「
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
こ
と
ご
と
く
嘘
だ
」

（‘T
here is no truth at all I ’th ’oracle. ’ 3.2. 138

）
と
言
っ
て
し
ま
う
。

　

ア
ポ
ロ
の
神
性
は
、
当
時
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
否
定
す
る
と
い
う
の
は
、
い
か
な
る
罪
と
な
る
の
か
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
の
劇
に
も
同
時
代
の
劇
に
も
、
神
話
や
神
の
名
前
の
言
及
が
な
さ
れ
る
こ
と

は
あ
る
し
、
さ
ら
に
は
神
自
身
も
登
場
す
る
こ
と
も
多
い
。
ジ
ョ
ー
ジ
・
ピ
ー

ル
の
『
パ
リ
ス
の
審
判
』（T

he A
rraignm

ent of Paris, 1584

）
は
時
代
と

し
て
は
少
し
前
で
あ
る
が
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
劇
中
に
実
際

に
ア
ポ
ロ
は
登
場
す
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
シ
ン
ベ
リ
ン
』
で
は
、
ジ
ュ

ピ
タ
ー
は
轟
音
と
と
も
に
舞
台
に
下
り
立
ち
、
そ
の
存
在
を
印
象
づ
け
て
い
る
。

ま
た
『
冬
物
語
』
の
原
作
と
な
っ
た
ロ
バ
ー
ト
・
グ
リ
ー
ン
の
『
パ
ン
ド
ス
ト
』

（Pandosto, T
he T

rium
ph of T

im
e, 1588

）
で
は
、
ア
ポ
ロ
は
姿
を
現
し
、

神
託
を
自
分
の
声
で
告
げ
る
。

　

で
は
『
冬
物
語
』
の
ア
ポ
ロ
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
舞
台
上
に
姿
を
現
さ
な

い
も
の
の
、
ア
ポ
ロ
と
い
う
名
は
劇
全
体
で
一
三
回
語
ら
れ
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
の
他
の
作
品
で
も
ア
ポ
ロ
は
こ
の
劇
同
様
登
場
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
全

作
品
中
、
そ
の
名
が
言
及
さ
れ
る
の
は
二
九
回
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、

こ
の
劇
で
ア
ポ
ロ
と
い
う
名
が
聞
か
れ
る
箇
所
は
多
い
と
言
え
る
。
ま
た
、
貴

族
が
念
を
押
す
よ
う
に
ア
ポ
ロ
の
神
聖
さ
や
信
頼
性
を
言
う
場
面
が
、
裁
判
の

場
面
の
前
に
数
十
行
も
続
く
。「
偉
大
な
る
ア
ポ
ロ
」、
あ
る
い
は
「
何
と
言
っ

て
も
、
神
託
を
告
げ
る
あ
の
耳
を
つ
ん
ざ
く
よ
う
な
声
に
は
驚
い
た
、
／
ジ
ュ

ピ
タ
ー
の
雷
に
打
た
れ
た
よ
う
に
呆
然
と
し
て
／
な
す
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
」

（‘But of all, the burst/ A
nd the ear-deaf ’ning voice o ’th ’oracle,/ 

K
in to Jove ’s thunder, so surprised m

y sense/ T
hat I w

as nothing. ’ 

3.1. 8-11
）
と
表
現
さ
れ
る
。「『
冬
物
語
』
で
重
要
な
の
は
神
の
言
葉
が
直
接

語
ら
れ
な
い
こ
と
」（M

eek, 154

）
で
あ
り
、
見
え
な
い
姿
の
神
の
存
在
は
そ

れ
ゆ
え
一
層
大
き
く
な
る
。



『
冬
物
語
』
に
お
け
る
ア
ポ
ロ
と
彫
像
の
象
徴
性
を
め
ぐ
っ
て

七

　

こ
う
し
た
ア
ポ
ロ
の
絶
対
性
は
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
強
く
観
客
の
心
に
残

る
の
だ
が
、
そ
の
絶
対
性
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
シ
ェ
イ

ク
ス
ピ
ア
の
劇
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
シ
ャ
ン
ツ
ァ
ー
は
こ
れ
に

つ
い
て
ヘ
イ
ウ
ッ
ド
の
劇
『
黄
金
時
代
』（T

he G
olden A

ge, 1611

）
と
の

類
似
を
指
摘
し
て
い
る
が
（Schanzer, 18-28

）、
確
か
に
『
黄
金
時
代
』
の

サ
タ
ー
ン
は
ア
ポ
ロ
の
神
託
を
聞
く
べ
く
使
者
を
送
る
も
の
の
、
そ
の
神
託
の

内
容
が
息
子
の
方
が
父
よ
り
遥
か
に
優
れ
て
い
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
た
め
、

そ
れ
を
否
定
し
、
息
子
を
殺
そ
う
と
す
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
ヘ
イ
ウ
ッ
ド

の
劇
に
影
響
を
受
け
た
か
ど
う
か
は
明
確
で
は
な
い
が
、
ア
ポ
ロ
の
神
性
と
力

を
否
定
す
る
こ
と
は
、『
冬
物
語
』
が
悲
劇
的
崩
壊
の
物
語
へ
と
方
向
性
を
変

え
て
ゆ
く
こ
と
を
示
唆
す
る
こ
と
に
な
る
。
劇
中
で
は
、
レ
オ
ン
テ
ィ
ー
ズ
が

神
託
を
嘘
だ
と
否
定
し
た
途
端
、
息
子
マ
ミ
ー
リ
ア
ス
の
死
が
伝
え
ら
れ
、
そ

の
直
後
に
ハ
ー
マ
イ
オ
ニ
が
倒
れ
、
そ
の
ま
ま
死
亡
し
た
こ
と
が
や
は
り
伝
言

で
伝
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
ア
ポ
ロ
の
怒
り
と
罰
が
明
確
な
形
で
現
さ
れ
て

い
る
と
言
え
る
。

　

ア
ポ
ロ
は
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
お
け
る
詩
・
音
楽
・
予
言
・
医
術
を
司
る
と

い
う
象
徴
性
を
持
っ
た
神
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
劇
で
予
言
以
外
に

も
う
ひ
と
つ
注
目
し
た
い
象
徴
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ア
ポ
ロ
は
医
術
を
扱
う

と
い
う
点
で
あ
り
、
こ
の
ア
ポ
ロ
の
力
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
当
時
の
文
献
に

も
記
さ
れ
て
い
る
（Fraunce, 33

）。『
冬
物
語
』
に
現
れ
る
ア
ポ
ロ
の
力
は

神
託
に
よ
る
予
言
だ
け
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
病
を
癒
す
と
い
う
も
う
一
つ
の

ア
ポ
ロ
の
力
は
、
ア
ポ
ロ
自
身
の
名
前
も
語
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
、
こ
の
劇
の

二
人
の
人
物
を
通
じ
て
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
そ
の
現
れ
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
場
面
を
見
て
み
よ
う
。

　

ボ
ヘ
ミ
ア
王
ポ
リ
ク
シ
ニ
ー
ズ
と
妻
の
仲
に
疑
い
を
も
っ
た
レ
オ
ン
テ
ィ
ー

ズ
が
、
妻
を
裁
判
に
か
け
よ
う
と
し
た
際
に
、
面
と
向
か
っ
て
彼
を
非
難
し
た

人
物
が
い
る
。
そ
れ
は
レ
オ
ン
テ
ィ
ー
ズ
の
忠
臣
の
カ
ミ
ロ
ー
と
、
ハ
ー
マ
イ

オ
ニ
を
敬
愛
す
る
ポ
ー
リ
ー
ナ
で
あ
る
。
カ
ミ
ロ
ー
は
主
君
に
対
し
次
の
よ
う

に
言
っ
て
諌
め
て
い
る
。「
陛
下
、
そ
の
よ
う
な
病
毒
に
と
り
つ
か
れ
た
考
え

は
お
捨
て
下
さ
い
。」（‘Good m

y lord, be cursed/ O
f this deseased 

opinion. ’ 1.2. 293-4

）　

一
方
、
レ
オ
ン
テ
ィ
ー
ズ
自
身
も
自
分
が
害
毒
に
お

か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

杯
の
な
か
に
毒
蜘
蛛
が

入
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
飲
ん
で
、
席
を
立
っ
た
と
し
て
も

毒
を
受
け
な
い
こ
と
が
あ
る
、
知
ら
な
か
っ
た
た
め
、
意
識
が

毒
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
…

お
れ
は
飲
ん
で
、
そ
の
毒
蜘
蛛
を
見
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　

T
here m

ay be in the cup

A
 spider steepen, and one m

ay drink, depart,

A
nd yet partake no venom

, for his know
ledge

Is not infected.....

..... I have drunk, and see the spider.　
　
　
（2.1. 39-45

）



八

実
際
の
毒
そ
の
も
の
よ
り
も
、
精
神
的
な
毒
の
方
が
致
命
的
で
あ
る
こ
と
を
レ

オ
ン
テ
ィ
ー
ズ
は
語
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
カ
ミ
ロ
ー
は
、
主
人
の
妄
想
を
治
す
手
段
が
な
い
ま
ま
、
レ
オ
ン

テ
ィ
ー
ズ
か
ら
ボ
ヘ
ミ
ア
王
ポ
リ
ク
シ
ニ
ー
ズ
殺
害
を
命
じ
ら
れ
る
に
及
ん
で
、

ポ
リ
ク
シ
ニ
ー
ズ
に
こ
の
こ
と
を
密
か
に
告
げ
て
、
と
も
に
逃
げ
よ
う
と
す
る
。

そ
の
際
、
カ
ミ
ロ
ー
は
ポ
リ
ク
シ
ニ
ー
ズ
に
「
病
の
名
は
申
し
上
げ
ら
れ
ま
せ

ん
が
、
健
康
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
あ
な
た
さ
ま
こ
そ
病
の
元
な
の
で
す
」（‘I 

cannot nam
e the disease, and it is caught/ O

f you, that yet are 

w
ell. ’ 1.2 381-82

）
と
告
げ
る
。
こ
の
場
面
に
お
け
る
カ
ミ
ロ
ー
の
言
葉
が
病

と
そ
の
治
療
に
関
す
る
も
の
が
多
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
偶
然
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
で
カ
ミ
ロ
ー
は
劇
的
な
役
割
で
あ
る
忠
臣
と
し
て
、
病
を
持
っ
た

王
を
諌
め
て
元
に
戻
そ
う
と
し
、
ま
た
比
喩
的
に
そ
の
病
の
元
と
な
っ
た
隣
国

の
王
を
救
お
う
と
す
る
と
い
う
点
で
、
あ
る
種
の
医
者
の
役
割
も
帯
び
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
後
半
の
第
四
幕
で
も
、
変
装
し
て
シ
チ
リ
ア
へ
向
か
う

パ
ー
デ
ィ
タ
に
対
し
、
こ
れ
以
外
に
は
「
方
法
が
な
い
の
で
す
。」（‘N

o 

rem
edy. ’ 4.4. 651

）
と
「
治
療
薬
」
の
意
味
を
含
め
た‘rem

edy ’

を
カ
ミ
ロ
ー

が
使
っ
て
い
る
こ
と
も
、
彼
の
役
割
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。

　

一
方
ポ
ー
リ
ー
ナ
は
、
牢
獄
に
入
れ
ら
れ
、
そ
こ
で
女
児
を
生
ん
だ
ハ
ー
マ

イ
オ
ニ
を
弁
護
す
る
た
め
、
赤
ん
坊
を
抱
い
て
レ
オ
ン
テ
ィ
ー
ズ
の
前
に
立
つ
。

「
私
は
真
実
の
、
そ
し
て
癒
す
力
も
あ
る
言
葉
を
持
っ
て
き
た
の
で
す
。
そ
れ

を
も
っ
て
、
陛
下
の
安
眠
を
妨
げ
て
い
る
ご
気
鬱
を
洗
い
清
め
て
さ
し
あ
げ
ま

し
ょ
う
」（‘I/ D
o com

e w
ith w

ords as m
edicinal, as true̶

/ H
onest 

as either̶
to purge him

 of that hum
our/ T

hat presses him
 from

 

sleep. ’ 2.3. 36-39

）。
さ
ら
に
続
け
て
「
私
は
陛
下
の
忠
実
な
臣
下
と
し
て
、

よ
き
医
者
と
し
て
／
従
順
な
相
談
役
と
し
て
申
し
上
げ
ま
す
」（‘I com

e̶
/ 

A
nd I beseech you hear m

e, w
ho professes/ M

yself your loyal ser-

vant, your physician,/ your m
ost obedient counselor. ’ 2.1. 52-55

）

と
言
っ
て
い
る
（
傍
線
と
下
線
は
筆
者
に
よ
る
）。

　

カ
ミ
ロ
ー
と
ポ
ー
リ
ー
ナ
は
こ
の
よ
う
に
、
と
も
に
医
者
と
し
て
の
役
割
を

担
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
第
二
幕
第
一
場
で
レ
オ
ン

テ
ィ
ー
ズ
が
神
託
を
要
請
し
た
ア
ポ
ロ
の
神
は
、
裁
判
の
場
面
で
神
託
を
披
瀝

す
る
前
か
ら
す
で
に
そ
の
力
、
つ
ま
り
予
言
で
は
な
く
病
を
癒
す
力
を
発
揮
し

よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
そ
の
ア
ポ
ロ
の
治
癒
の
力
と
し
て

使
わ
さ
れ
た
の
が
、
カ
ミ
ロ
ー
と
ポ
ー
リ
ー
ナ
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
こ
の
段
階
で
は
、
と
も
に
レ
オ
ン
テ
ィ
ー
ズ
の
心
の
病
の
治
癒
に
は
失

敗
す
る
の
だ
が
、
こ
の
劇
の
後
半
で
も
前
述
の
カ
ミ
ロ
ー
の‘rem

edy ’

を
始
め
、

こ
の
二
人
に
は
ア
ポ
ロ
の
治
癒
の
力
を
表
象
す
る
言
動
が
見
え
て
く
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　

ア
ポ
ロ
に
関
わ
る
象
徴
的
な
場
面
と
し
て
最
後
に
挙
げ
て
お
き
た
い
の
が
、

死
ん
だ
（
と
思
わ
れ
て
い
る
）
ハ
ー
マ
イ
オ
ニ
が
、
赤
ん
坊
を
捨
て
に
行
か
さ

れ
た
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ナ
ス
の
夢
枕
に
立
つ
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
ハ
ー
マ
イ

オ
ニ
が
亡
霊
の
よ
う
に
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ナ
ス
に
言
い
残
し
て
い
っ
た
言
葉
は
、
娘

パ
ー
デ
ィ
タ
を
捨
て
よ
う
と
す
る
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ナ
ス
へ
の
恨
み
と
、
彼
が
二
度
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九

と
妻
に
は
会
え
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
一
種
の
予
言
で
あ
る
。
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ナ
ス

は
ハ
ー
マ
イ
オ
ニ
の
予
言
通
り
、
二
度
と
妻
に
会
え
な
い
ど
こ
ろ
か
、
突
如
熊

に
襲
わ
れ
、
命
を
落
と
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
の
ハ
ー
マ
イ
オ
ニ
が
直
接
的

に
ア
ポ
ロ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、

あ
る
種
の
予
言
の
役
割
を
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
こ
こ
に
も
ア
ポ
ロ
の
意
図

が
働
い
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
同
様
の
類
推
で
言
え

ば
、
ア
ポ
ロ
は
、
神
話
的
伝
説
の
中
で
残
忍
な
面
も
伝
え
ら
え
て
お
り
（
試
合

に
負
け
た
マ
ル
シ
ュ
ア
ー
ス
の
皮
を
剥
ぐ
な
ど
）、
そ
の
残
忍
さ
が
こ
こ
に
現

れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
だ
か
ら
、
レ
オ
ン
テ
ィ
ー
ズ
に
抗
せ
な
か
っ
た
と
は

い
え
、
赤
ん
坊
を
捨
て
る
行
為
を
し
た
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ナ
ス
は
、
た
だ
死
ぬ
の
で

は
な
く
、
以
前
彼
自
身
が
全
く
別
の
文
脈
で
口
に
し
た
「
情
け
を
か
け
て
く
れ

る
は
ず
の
熊
」（
第
二
幕
第
三
場
、
一
八
六
ー
八
八
行
）
に
皮
肉
に
も
食
べ
ら

れ
る
と
い
う
運
命
を
辿
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
神
託
を
否
定
し
た
レ
オ
ン

テ
ィ
ー
ズ
へ
の
苛
烈
な
罰
と
し
て
、
肉
親
の
死
を
も
た
ら
し
た
時
と
同
様
に
、

こ
こ
で
も
ア
ポ
ロ
の
意
志
に
反
す
る
言
動
を
し
た
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ナ
ス
は
グ
ロ
テ

ス
ク
と
も
言
え
る
形
で
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ア
ポ
ロ
の
意
志
は
、
少
な
く

と
も
舞
台
が
後
半
の
ボ
ヘ
ミ
ア
に
移
る
ま
で
は
こ
の
シ
チ
リ
ア
の
国
全
体
に
力

を
及
ぼ
し
て
い
る
と
見
え
る
。

　

こ
こ
ま
で
ア
ポ
ロ
の
「
見
え
ざ
る
」
力
の
現
れ
方
を
追
っ
て
き
た
が
、
表
面

に
は
見
え
て
こ
な
い
象
徴
性
が
最
大
の
力
を
持
つ
の
は
、
ハ
ー
マ
イ
オ
ニ
の
彫

像
が
動
き
出
す
場
面
で
あ
り
、「
見
え
ざ
る
も
の
」
の
出
現
を
観
客
に
如
実
に

感
じ
さ
せ
る
場
面
で
も
あ
る
。

（
三
）　

彫
像
と
ジ
ュ
ー
リ
オ
・
ロ
マ
ー
ノ

　

一
六
年
を
経
た
後
の
牧
歌
的
な
ボ
ヘ
ミ
ア
に
お
け
る
劇
の
後
半
は
、
羊
飼
い

に
育
て
ら
れ
た
パ
ー
デ
ィ
タ
と
王
子
フ
ロ
リ
ゼ
ル
と
の
恋
物
語
を
中
心
に
し
、

シ
チ
リ
ア
で
の
一
族
再
会
の
場
面
で
大
団
円
を
迎
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
通

常
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
劇
構
成
と
は
異
な
り
、
こ
の
劇
で
は
失
わ
れ
た
王
女

パ
ー
デ
ィ
タ
が
発
見
さ
れ
、
父
王
レ
オ
ン
テ
ィ
ー
ズ
や
ポ
ー
リ
ー
ナ
と
再
会
す

る
感
動
的
で
あ
る
は
ず
の
場
面
は
、
長
い
語
り
だ
け
で
済
ま
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、

こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
次
に
来
る
ハ
ー
マ
イ
オ
ニ
の
彫
像

が
動
き
出
す
場
面
を
「
視
覚
的
」
に
印
象
づ
け
る
た
め
で
あ
る
。

　

ハ
ー
マ
イ
オ
ニ
の
彫
像
を
作
っ
た
と
劇
中
で
言
及
さ
れ
る
ジ
ュ
ー
リ
オ
・
ロ

マ
ー
ノ
と
い
う
人
物
が
、
実
在
の
イ
タ
リ
ア
の
画
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
す
で
に
知
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
無
論
、

庶
民
ま
で
が
知
っ
て
い
る
レ
ベ
ル
の
も
の
で
は
な
い
が
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は

ア
ラ
ン
デ
ル
公
爵
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
ジ
ュ
ー
リ
オ
・
ロ
マ
ー
ノ
の
絵
画
が

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
名
を
知
っ
た
に
違
い
な
い
と
オ
ー
ゲ
ル
は
言
う

（O
rgel, E

arly M
odern V

isual Culture, 251

）。
実
際
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
が
ど
の
程
度
ロ
マ
ー
ノ
の
芸
術
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、

少
し
だ
け
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
絵
画
受
容
の
状
況
に
も
触
れ
つ
つ
、
推
測
し
て

み
た
い
と
思
う
。

　

当
時
の
イ
タ
リ
ア
の
画
家
で
あ
り
、
初
の
絵
画
評
論
で
あ
る
『
画
家
列
伝
』



一
〇

を
書
い
た
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
は
、
そ
の
著
書
で
ジ
ュ
ー
リ
オ
・
ロ
マ
ー
ノ
に
一
章
を

割
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
画
家
列
伝
』
は
、
イ
タ
リ
ア
語
の
原
書
と

し
て
は
一
五
五
〇
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
部
が
ヘ
ン
リ
ー
・
ピ
ー

チ
ャ
ム
に
よ
っ
て
英
訳
さ
れ
る
の
は
一
六
二
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
の
同
業
者
で
あ
る
ベ
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
も
ジ
ュ
ー
リ
オ
・
ロ

マ
ー
ノ
に
触
れ
た
文
章
も
あ
り
、
こ
の
あ
た
り
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
と
の
接
点

で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
が
（T

horp, 686-87

）、
ジ
ョ
ン
ソ

ン
の
書
い
た
詩
、（『
テ
ィ
ン
バ
ー
（T

im
ber

）』
と
『
ア
ン
ダ
ー
ウ
ッ
ド

（U
nderw

ood

））
は
、
ど
ち
ら
も
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
死
後
に
出
版
さ
れ
て

い
る
点
で
、
確
証
と
は
な
り
に
く
い
）
4
（

。
こ
う
し
た
こ
と
は
推
測
の
域
を
な
か
な

か
出
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
ひ
と
つ
だ
け
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
『
冬
物
語
』

を
執
筆
し
た
と
考
え
ら
れ
る
一
六
一
〇
年
以
前
に
、
ロ
マ
ー
ノ
に
言
及
し
た
本

が
イ
ギ
リ
ス
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ロ
マ
ッ
ツ
ォ
と
い
う
イ
タ
リ
ア
人
の

画
家
に
よ
る
美
術
評
論
書
の
英
訳
本
で
あ
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
、
恐
ら
く

こ
の
本
か
ら
ロ
マ
ー
ノ
の
名
を
知
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
イ

タ
リ
ア
語
の
ロ
マ
ッ
ツ
ォ
の
絵
画
の
本
は
、
あ
る
意
味
、
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
以
上
に

特
筆
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。『
奇
妙
な
絵
、
彫
刻
、
建
築
の
技
術
を
含
む
理
論
』

（
一
五
八
四
年
）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
ロ
マ
ッ
ツ
ォ
の
著
書
は
「
マ
ニ
エ
リ
ス

ム
の
バ
イ
ブ
ル
」（T

he O
xford D

ictionary of A
rt and A

rtists

）
と
も
呼

ば
れ
、
ミ
ラ
ノ
で
出
版
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
本
で
あ
り
、

イ
ギ
リ
ス
人
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ヘ
イ
ド
ッ
ク
の
英
訳
に
よ
り
一
五
九
八
年
に
ロ
ン

ド
ン
で
も
出
版
さ
れ
て
い
る
（A

 T
racte Containing the A

rtes of Curi-

ous Paintinge, Carvinge and Buildinge

）。
ロ
マ
ッ
ツ
ォ
の
理
論
書
の
中

に
は
ジ
ュ
ー
リ
オ
・
ロ
マ
ー
ノ
へ
の
言
及
も
あ
っ
て
、
遠
近
画
法
（perspec-

tive

）
に
優
れ
た
芸
術
家
だ
と
し
て
い
る
。
な
お
、
ロ
マ
ッ
ツ
ォ
の
本
は
、
当

時
の
ロ
ン
ド
ン
で
も
比
較
的
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
イ
ギ
リ
ス
で
、
肖
像
画
、

と
り
わ
け
細
密
画
に
秀
で
た
ニ
コ
ラ
ス
・
ヒ
リ
ア
ー
ド
は
、
そ
の
著
書
『
装
飾

画
法
』（
一
六
〇
二
│
三
年
）
で
、
ロ
マ
ッ
ツ
ォ
の
名
に
何
度
も
言
及
し
て
い

る
（H

illiard, 10-11

）。

　

無
論
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
ロ
マ
ッ
ツ
ォ
の
著
書
を
読
ん
だ
確
証
は
な
い
し
、

こ
の
『
冬
物
語
』
の
彫
像
の
場
面
で
た
び
た
び
議
論
さ
れ
て
き
た
、
ジ
ュ
ー
リ

オ
・
ロ
マ
ー
ノ
は
彫
刻
は
一
つ
も
作
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
が
実
際
に
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
明
言
ま
で
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
少
な
く
と
も
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
言
葉
か
ら
は
、「
彫
像
」
を
示
す

statue

は
使
い
な
が
ら
も
、「
彫
刻
す
る
」
と
い
う
語
を
彫
像
の
場
面
の
直
前

ま
で
避
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ま
ず
、
紳
士
た
ち
に
よ
り
娘
パ
ー
デ
ィ
タ

と
の
感
動
的
な
再
会
の
場
面
の
様
子
が
語
ら
れ
、
ハ
ー
マ
イ
オ
ニ
の
彫
像

（statue

）
が
出
来
た
こ
と
を
告
げ
る
が
、
そ
の
時
に
使
わ
れ
る
言
葉
は
、

ジ
ュ
ー
リ
オ
・
ロ
マ
ー
ノ
が
「
完
成
さ
せ
た
」（perform

ed

）
と
い
う
言
葉

で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
に
続
く
、
オ
ー
ト
リ
カ
ス
と
、
パ
ー
デ
ィ
タ
を
育
て
た
羊

飼
い
の
父
と
息
子
と
の
会
話
の
中
で
は
、「
王
妃
の
像
を
見
に
行
こ
う
」

（‘going to see the Q
ueen ’s picture. ’ 5.2. 167-8

）
と
言
及
さ
れ
る
。per-

form
ed

もpicture

も
そ
れ
ぞ
れ
「
作
っ
た
」「
像
」
と
理
解
し
て
よ
い
の
だ
が
、

無
論
こ
こ
に
は
「
演
じ
た
」
と
「
絵
画
」
の
意
味
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。



『
冬
物
語
』
に
お
け
る
ア
ポ
ロ
と
彫
像
の
象
徴
性
を
め
ぐ
っ
て

一
一

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
故
意
に
こ
う
し
た
二
重
性
の
あ
る
言
葉
を
使
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
的
な
視
点
に
よ
り
別
の
も
の
が
見
え

て
く
る
こ
と
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
く
る
。

　

肝
心
の
彫
像
の
場
面
は
、
ポ
ー
リ
ー
ナ
が
所
有
す
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
一
つ

と
し
て
レ
オ
ン
テ
ィ
ー
ズ
や
パ
ー
デ
ィ
タ
、
貴
族
た
ち
に
披
露
さ
れ
る
。
こ
こ

で
は
ポ
ー
リ
ー
ナ
は
ロ
マ
ー
ノ
の
技
術
を
た
た
え
て
、「
彫
刻
家
の
見
事
さ
」

（‘our carver ’s excellence. ’ 5.3. 30

）
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
の
見
事
さ
は

若
き
日
の
王
妃
で
は
な
く
、
十
六
年
経
っ
た
後
の
顔
の
皺
を
刻
ん
だ
（
と
見
え

る
）
王
妃
の
像
に
現
れ
て
い
た
。
ハ
ー
マ
イ
オ
ニ
に
し
て
も
レ
オ
ン
テ
ィ
ー
ズ

に
し
て
も
、
ま
た
ポ
ー
リ
ー
ナ
に
し
て
も
、
長
い
冬
の
厳
し
い
季
節
の
積
み
重

ね
を
振
り
返
る
貴
重
な
歴
史
の
証
言
が
「
皺
」（w
rinkled

）
と
い
う
言
葉
に

凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
人
間
の
身
体
性
へ
の
言
及
は
、
石
の
冷
い
像
と
の
対
比
と

と
も
に
、
最
後
の
場
面
の
神
秘
性
を
現
実
に
引
き
戻
す
役
割
を
果
た
す
こ
と
に

な
る
。

　

彫
像
を
見
た
レ
オ
ン
テ
ィ
ー
ズ
は
「
妃
の
像
、
お
前
の
気
品
に
は
魔
法
の
力

が
あ
る
」（‘T

here ’s m
agic in thy m

ajesty. ’ 5.3. 39

）
と
言
う
。一
方
、ポ
ー

リ
ー
ナ
は
ハ
ー
マ
イ
オ
ニ
の
像
を
動
か
す
際
に
、「
信
仰
を
目
覚
め
さ
せ
て
頂

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」（‘Y

ou do aw
ake your faith. ’ 5.3. 95

）「
こ
れ

か
ら
神
聖
な
行
為
が
始
ま
る
の
で
す
、
私
の
呪
文
も
そ
う
で
し
た
か
ら
」（‘H

er 

actions shall be holy as/ Y
ou hear m

y spell us aw
ful. ’ 104-5

）
と

言
っ
て
い
る
。
劇
の
前
半
で
レ
オ
ン
テ
ィ
ー
ズ
を
糾
弾
し
、
魔
女
と
言
わ
れ
た

ポ
ー
リ
ー
ナ
が
、
こ
こ
で
は
ま
さ
に
オ
カ
ル
ト
的
に
見
え
る
行
為
を
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
レ
オ
ン
テ
ィ
ー
ズ
の
方
も
、
オ
カ
ル
ト
で
も
秘
術
で
も
よ
い
か
ら

妻
を
生
き
返
ら
せ
て
ほ
し
い
と
願
う
。
そ
の
時
、
ポ
ー
リ
ー
ナ
の
信
仰
を
促
す

言
葉
は
、
自
身
の
行
為
が
魔
術
的
な
も
の
で
は
な
い
が
、
神
秘
的
な
も
の
へ
の

信
仰
が
な
け
れ
ば
存
在
し
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、

も
う
一
度
こ
の
劇
の
神
秘
性
を
正
当
な
方
向
へ
導
く
も
の
で
あ
る
。
魔
術
的
に

見
え
た
彫
像
の
蘇
り
が
、
神
聖
な
も
の
へ
の
畏
敬
の
思
い
へ
と
動
い
て
ゆ
く
時
、

こ
の
劇
の
前
半
に
何
度
か
現
れ
た
ア
ポ
ロ
の
存
在
が
ま
た
見
え
隠
れ
す
る
。
そ

れ
は
「
見
え
ざ
る
も
の
」
を
見
る
こ
と
で
あ
り
、
自
己
の
魂
を
覗
き
込
む
目
を

開
く
こ
と
で
も
あ
る
。

　

彫
像
が
動
き
出
す
時
、
レ
オ
ン
テ
ィ
ー
ズ
は
ハ
ー
マ
イ
オ
ニ
の
手
を
取
っ
て

「
温
か
い
！
」（‘O

, she ’s w
arm
! ’ 5.3. 109

）
と
叫
ぶ
。
観
客
に
と
っ
て
感
動

的
な
こ
の
場
面
は
、
し
か
し
な
が
ら
ト
リ
ッ
ク
に
満
ち
て
い
る
。
そ
も
そ
も

ハ
ー
マ
イ
オ
ニ
は
生
き
て
い
た
の
だ
か
ら
、
彫
像
が
動
く
、
と
い
う
表
現
は
正

し
く
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
は
よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は

彼
の
全
作
品
中
、
初
め
て
同
時
代
の
芸
術
家
の
名
を
出
し
、
初
め
て
観
客
に
劇

の
内
容
の
一
部
を
知
ら
せ
な
い
ま
ま
に
し
た
。
全
知
で
あ
る
は
ず
の
観
客
の

「
知
」
を
初
め
て
裏
切
っ
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
意
図
は
、
観
客
の
驚
き
を
高

め
る
だ
け
で
は
な
い
。
劇
中
で
は
明
示
さ
れ
な
い
が
、
ロ
マ
ー
ノ
が
「
だ
ま
し

絵
」
的
手
法
で
、
ま
る
で
彫
刻
の
よ
う
に
見
え
る
「
絵
画
」
を
描
く
画
家
で
あ
っ

た
こ
と
と
、
彫
像
だ
と
思
わ
れ
た
も
の
が
実
は
生
身
の
人
間
が
動
か
ず
に
像
の

格
好
を
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
種
明
か
し
は
、「
見
え
ざ
る
も
の
」、
つ
ま
り
本

物
の
生
き
た
人
間
を
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
的
に
歪
ん
だ
視
線
か
ら
見
せ
た
一
種
の



一
二

「
だ
ま
し
絵
」
で
も
あ
っ
た
と
い
う
点
で
ぴ
っ
た
り
重
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

無
論
こ
こ
で
、
ジ
ュ
ー
リ
オ
・
ロ
マ
ー
ノ
が
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
的
手
法
に
優
れ

た
画
家
で
、
三
次
元
的
絵
画
を
描
く
こ
と
に
長
け
て
い
た
こ
と
を
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
が
偽
の
「
彫
像
」
を
見
せ
る
こ
と
で
暗
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
意
図
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
劇

的
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
観
客
の
受
け
止
め
方
に
よ
り
マ
ニ
エ
リ

ス
ム
的
に
見
え
隠
れ
す
る
よ
う
に
す
る
劇
的
表
象
の
手
法
な
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

ま
ず
、
観
客
の
一
番
単
純
な
受
け
止
め
方
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ピ
グ

マ
リ
オ
ン
の
神
話
さ
な
が
ら
に
石
の
像
が
動
き
出
す
と
い
う
驚
き
で
あ
る
。
驚

き
の
あ
と
、
観
客
は
、
例
え
ば
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ガ
ー
の
卓
抜
な
指
摘
の
よ
う

に
、
第
三
幕
第
三
場
で
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ナ
ス
が
熊
に
襲
わ
れ
る
場
面
同
様
の
ダ
ブ

ル
・
テ
イ
ク
、
即
ち
熊
が
本
物
で
は
な
い
と
い
う
事
実
が
分
か
っ
て
、
そ
の
後

ほ
っ
と
す
る
あ
の
感
覚
を
味
わ
う
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
彫
像
が
動
い
た
と

思
っ
た
驚
き
に
続
い
て
、
ハ
ー
マ
イ
オ
ニ
が
実
は
像
の
振
り
を
し
て
い
た
こ
と

を
知
り
、
こ
れ
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
の
だ
と
い
う
安
堵
感
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く

（Gurr, 420-425

）。
次
に
本
稿
の
冒
頭
に
疑
問
を
呈
し
た
サ
イ
モ
ン
・
フ
ォ
ア

マ
ン
の
記
述
の
場
合
だ
が
、
恐
ら
く
は
ピ
グ
マ
リ
オ
ン
伝
説
の
類
推
で
す
で
に

ハ
ー
マ
イ
オ
ニ
が
彫
像
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
察
し
て
い
た
た
め
に
、
彫
像
が

動
く
こ
と
に
さ
ほ
ど
驚
き
を
感
じ
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
場
面
を
記
さ
な
か
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
一
方
で
、
こ
れ
は
ご
く
少
数
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ

る
が
、
知
識
階
級
で
し
か
も
絵
画
に
詳
し
く
、
ジ
ュ
ー
リ
オ
・
ロ
マ
ー
ノ
の
描

く
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
の
絵
画
を
知
っ
て
い
る
観
客
で
あ
れ
ば
、
彼
の
名
を
聞
い
た

時
点
で
す
で
に
ハ
ー
マ
イ
オ
ニ
の
彫
像
が
石
で
は
な
く
、
石
の
よ
う
に
見
せ
て

い
る
実
際
の
人
間
だ
と
い
う
こ
と
を
察
知
し
た
可
能
性
も
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
仕
組
ん
だ
こ
の
場
面
の
壮
大
な
ト
リ
ッ
ク
、

あ
る
い
は
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
的
見
せ
方
は
、
観
客
の
差
に
よ
り
受
け
止
め
ら
れ
る

深
み
と
面
白
み
は
異
な
る
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く

と
も
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
観
客
の
心
の
中
に
呼
び
起
こ
そ
う
と
し
た
の
は
、
た

と
え
ロ
マ
ー
ノ
の
名
を
知
ら
な
く
と
も
、
彫
像
が
動
き
出
す
際
に
感
じ
る
ど
こ

か
神
話
的
な
も
の
へ
の
驚
き
と
、
こ
の
場
面
か
ら
立
ち
現
れ
る
神
秘
性
へ
の

「
信
仰
」
で
あ
ろ
う
。
レ
オ
ン
テ
ィ
ー
ズ
は
、
生
き
た
ハ
ー
マ
イ
オ
ニ
を
抱
き

し
め
て
「
こ
れ
が
魔
法
な
ら
、
魔
法
も
食
事
同
様
正
当
な
行
為
と
認
め
よ
う
」

（‘If this be m
agic, let it be an art/ Law

ful as eating. ’ 5.3. 110-11

）

と
言
っ
て
い
る
。
神
話
的
な
蘇
り
が
神
話
で
は
な
く
現
実
で
あ
り
、
そ
う
し
た

現
実
が
ま
さ
に
魔
術
的
な
の
だ
と
い
う
時
、
そ
れ
は
ま
さ
に
こ
の
場
面
が
創
り

出
す
劇
的
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
、
つ
ま
り
「
見
え
ざ
る
も
の
」
の
価
値
を
言
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

（
四
）　

ア
ポ
ロ
と
彫
像
の
交
錯

　

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
『
冬
物
語
』
の
彫
像
の
場
の
後
に
も
う
一
つ
の
場
面
を

付
け
加
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彫
像
を
操
る
呪
術
的
な
ま
じ
な
い
師
の
様
相
を

帯
び
た
ポ
ー
リ
ー
ナ
と
、
二
人
の
王
に
仕
え
た
臣
下
カ
ミ
ロ
ー
が
結
婚
す
る
こ
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一
三

と
に
な
る
と
い
う
一
場
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
二
人
の
意
思
の
確
認
は
な
さ
れ
ず
、

レ
オ
ン
テ
ィ
ー
ズ
が
二
人
を
結
び
つ
け
る
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
結
び
つ
き
は

唐
突
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
両
名
が
ア
ポ
ロ
の
使
命
を
帯
び
て
い
た
こ
と
、
レ

オ
ン
テ
ィ
ー
ズ
の
病
を
治
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
時
折
は
両
者
と
も
予

言
的
な
こ
と
を
言
っ
て
い
た
こ
と
を
）
5
（

考
え
合
わ
せ
る
と
、
極
め
て
妥
当
で
自
然

な
結
び
つ
き
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
ア
ポ
ロ
が
予
言
を
し
、
病
を
癒

す
神
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
二
人
の
結
婚
は
、
こ
の
劇
世
界
が
最
終
的
に
は

痛
み
と
喪
失
を
伴
い
な
が
ら
も
、
未
来
へ
向
け
て
健
全
な
状
態
に
な
っ
た
こ
と

を
象
徴
し
て
い
る
。

　
「
見
え
ざ
る
」
存
在
と
し
て
の
ア
ポ
ロ
は
こ
う
し
て
劇
全
体
に
二
つ
の
象
徴

性
を
持
っ
て
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
が
、
一
方
、
彫
像
の
作
り
手
と
さ
れ
る

ジ
ュ
ー
リ
オ
・
ロ
マ
ー
ノ
の
象
徴
性
は
限
定
的
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ロ
マ
ー
ノ
の
名
と
彼
の
作
っ
た
「
彫
像
」
は
、
見
え
る
も
の
に
だ
け
見
え
る
劇

的
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
の
表
象
と
し
て
、
そ
し
て
ア
ポ
ロ
も
「
見
え
ざ
る
」
神
秘

性
の
象
徴
と
し
て
、
交
錯
し
、
結
び
つ
い
て
い
る
と
言
え
る
。
も
っ
と
具
体
的

に
劇
に
則
し
て
言
え
ば
、『
冬
物
語
』
で
は
、
王
子
フ
ロ
リ
ゼ
ル
が
貧
し
い
身

な
り
に
変
装
す
る
際
に
、
ア
ポ
ロ
も
変
身
し
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
（
第
四

幕
第
四
場
、
三
〇
│
三
一
行
）。
つ
ま
り
、
ア
ポ
ロ
が
変
身
す
る
可
能
性
を
示

唆
す
る
こ
と
で
、
神
話
上
親
し
い
神
ヘ
ル
メ
ス
が
想
起
さ
れ
、
さ
ら
に
ア
ポ
ロ

の
変
身
は
、
そ
の
ま
ま
彫
像
の
変
身
に
重
な
っ
て
く
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
劇
中
、
こ
の
ヘ
ル
メ
ス
の
名
を
持
つ
人
物
が
二
人
い
る
。
ひ
と

り
は
、
バ
ラ
ッ
ド
売
り
で
あ
り
、
ま
た
盗
人
で
も
あ
る
オ
ー
ト
リ
カ
ス
で
あ
る
。

彼
の
名
前
が
ヘ
ル
メ
ス
に
由
来
す
る
こ
と
は
劇
中
、
オ
ー
ト
リ
カ
ス
自
身
も

語
っ
て
い
る
。
ヘ
ル
メ
ス
は
伝
達
、
盗
人
、
変
身
の
神
と
言
わ
れ
る
が
、
オ
ー

ト
リ
カ
ス
は
そ
の
す
べ
て
の
特
性
を
担
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
も
う
ひ
と
り
、

ヘ
ル
メ
ス
を
そ
の
名
に
も
つ
人
物
は
ハ
ー
マ
イ
オ
ニ
で
あ
る
。
オ
ー
ト
リ
カ
ス

と
ハ
ー
マ
イ
オ
ニ
が
重
な
る
の
は
、
無
論
役
割
上
で
は
な
く
レ
ト
リ
ッ
ク
の
上

の
こ
と
で
あ
る
が
、
金
銭
目
当
て
が
大
半
で
は
あ
る
も
の
の
、
オ
ー
ト
リ
カ
ス

が
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
に
変
身
し
て
ゆ
く
こ
と
と
、
ハ
ー
マ
イ
オ
ニ
が
彫
像
に
変

身
す
る
こ
と
と
は
同
じ
ヘ
ル
メ
ス
と
い
う
変
身
の
神
の
名
を
持
つ
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
こ
れ
も
非
常
に
納
得
が
ゆ
く
（
蒲
池
、205

）。

　

こ
う
し
て
、
こ
の
劇
の
ヘ
ル
メ
ス
の
名
を
持
つ
オ
ー
ト
リ
カ
ス
と
ハ
ー
マ
イ

オ
ニ
の
存
在
を
通
じ
て
、
ア
ポ
ロ
の
名
が
言
及
さ
れ
な
い
時
で
も
、
常
に
と
は

言
え
な
い
が
、
見
え
な
い
存
在
と
し
て
の
神
の
神
秘
性
が
劇
全
体
に
現
れ
る
の

を
感
じ
さ
せ
る
。
ア
ポ
ロ
の
神
話
的
な
象
徴
性
を
明
瞭
に
は
見
え
な
い
形
で
重

ね
つ
つ
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
こ
の
『
冬
物
語
』
の
最
後
の
場
面
で
、
彫
像
を

ま
さ
に
「
変
身
」
さ
せ
、
そ
の
神
秘
性
を
現
実
と
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
と
の
二
重

性
の
中
で
強
調
し
て
み
せ
た
。
無
論
、
そ
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
作
り
出
す
仕

掛
け
の
大
元
が
ジ
ュ
ー
リ
オ
・
ロ
マ
ー
ノ
と
い
う
見
え
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
が
、
ア
ポ
ロ
の
神
話
的
な
言
及
が
劇
全
体
に
な
け
れ
ば
、
最
後

の
場
面
は
た
だ
の
だ
ま
し
絵
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
石
の
彫
像
は
、
ポ
ー
リ
ー

ナ
の
言
う
よ
う
に
魔
術
と
し
て
、
ま
た
は
こ
れ
か
ら
の
生
を
伝
え
る
過
去
か
ら

の
神
託
と
し
て
我
々
観
客
の
目
の
前
に
現
れ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
（cf.: 

Barkin, 658

）。
神
託
と
劇
的
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
の
結
び
つ
き
は
、
こ
の
彫
像



一
四

の
場
面
が
単
な
る
劇
的
な
ト
リ
ッ
ク
で
は
な
く
、
現
実
世
界
を
も
脅
か
す
可
能

性
の
あ
る
一
種
の
魔
術
的
な
視
覚
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
り
、
同
時
に
こ
の
劇
の
「
見
え
ざ
る
も
の
」
へ
の
信
仰
を
つ
な
ぎ
止
め
る

も
の
で
も
あ
る
。

　
『
冬
物
語
』
で
蘇
る
彫
像
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
王
の
治
世
に
な
り
、
ベ
ン
・
ジ
ョ

ン
ソ
ン
の
仮
面
劇
が
大
い
に
も
て
は
や
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
時
代
に
、

そ
の
先
の
あ
り
得
べ
き
劇
表
象
を
見
据
え
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
だ
け
が
行
う
こ

と
の
で
き
た
、
離
れ
業
の
表
現
法
だ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
も
、
そ
れ
は
形
だ
け
の
劇
的
衝
撃
（w

onder

）
で
は
な
く
、
人
間
の
生

と
死
を
徹
底
し
て
見
つ
め
て
き
た
人
物
だ
け
が
で
き
る
、
魂
の
表
象
で
も
あ
っ

た
の
だ
と
思
う
。
生
と
死
が
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
見
え
る
、
い
や
そ
う
見
え
て
ほ

し
い
と
い
う
願
い
を
込
め
た
そ
の
表
象
法
は
、「
見
え
ざ
る
も
の
」
が
象
徴
す

る
重
要
性
を
ど
の
劇
よ
り
も
如
実
に
伝
え
て
い
る
。

注

（
１
）　

一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
劇
評
は
必
ず
し
も
彫
像
の
場
面
へ
の
言

及
が
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
少
な
く
と
も
一
八
〇
二
年
と
一
八
一
一
年
のSiddons
夫
人

の
ハ
ー
マ
イ
オ
ニ
の
演
技
に
つ
い
て
は
、
裁
判
の
場
面
の
見
事
さ
の
み
が
記
さ
れ
、
彫

像
の
場
面
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
一
八
四
五
年
に
は
、W

arner

夫
人
の
彫
像
の

場
面
が
素
晴
ら
し
か
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。（H

unt, M
aurice ed. “T

he W
inter ’s 

T
ale ”; Critical E

ssays. N
Y
 and London: Garland Publishing, 1995, pp.383-

86.

）

（
２
）　

こ
れ
ま
で
の
ジ
ュ
ー
リ
オ
・
ロ
マ
ー
ノ
に
関
す
る
論
文
は
非
常
に
多
い
が
、Rich-

ard Studding. “‘T
hat Rare Italian M

aster ’: Shakespeare ’s Julio Rom
ano, ” 

H
um
anities A

ssociation B
ulletin, 22. T

oronto: U
niversity of T

oronto 

Press, 1981, 22-26. Leonard Barkan, “‘Living Sculpture ’: O
vid, M

ichelan-

gelo, and T
he W

inter ’s T
ale, ” ELH

. V
ol.48, no.4, pp.638-667 

な
ど
が
最
近
の

も
の
で
は
出
色
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
３
）　

本
論
で
の
『
冬
物
語
』
の
テ
ク
ス
ト
の
場
面
・
行
数
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
版

（O
xford W

orld Classics: T
he W

inter ’s T
ale, ed. by Stephen O

rgel, O
xford 

U
P, 1996

）
に
よ
る
。
日
本
語
訳
は
拙
訳
に
よ
る
。

（
４
）　

ベ
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
はT

im
ber

（1640

）
で
、
イ
タ
リ
ア
で
有
名
な
六
人
の
画
家

（
ラ
フ
ァ
エ
ロ
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
、
テ
ィ
テ
ィ
ア
ン
、
コ
レ
ッ
ジ
オ
、
ヴ
ェ
ニ
ス
の

セ
バ
ス
チ
ャ
ン
、
ア
ン
ド
レ
ア
・
サ
ル
ト
リ
オ
）
の
ひ
と
り
と
し
て
、
ジ
ュ
ー
リ
オ
・

ロ
マ
ー
ノ
の
名
を
挙
げ
て
い
る
し
、U

nderw
ood

（1640

）
で
も
、
ロ
マ
ー
ノ
を
筆

頭
に
ラ
フ
ァ
エ
ル
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
な
ど
が
古
典
を
凌
駕
す
る
名
声
を
残
し
た
と

言
っ
て
い
る
。Ben Jonson, T

im
ber: or D

iscoveries, T
heU
nderw

ood in T
he 

W
orks of Ben Jonson, V

ol. 7, eds. by Bevington, D
avid, M

artin Batler and 

Ian D
onaldson. Cam

bridge: Cam
bridge U

P, 2012.

（
５
）　

予
言
を
示
唆
す
る
台
詞
と
し
て
、
変
装
し
て
シ
チ
リ
ア
へ
行
く
パ
ー
デ
ィ
タ
に
対
し

カ
ミ
ロ
ー
は
「
私
の
予
言
が
本
当
の
こ
と
と
な
り
ま
す
よ
う
」（‘let m

y prophecy / 

Com
e to ye! ’ 4.4. 643-44

）
と
言
っ
て
い
る
し
、
ポ
ー
リ
ー
ナ
も
彫
像
の
場
面
の
前

で
（
第
五
幕
第
一
場
）
ア
ポ
ロ
の
予
言
を
く
り
返
し
て
い
る
。
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