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ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・
ヴ
ァ
ー
グ
の
監
督
た
ち
の
な
か
で
も
長
兄
的
な
存
在
で
あ
っ
た
エ
リ
ッ
ク
・
ロ
メ
ー
ル
だ
が
、
映
画
批
評
家
か
ら
監
督

へ
の
移
行
期
に
最
も
苦
労
し
た
の
は
彼
で
あ
っ
た
。
な
ん
と
か
長
篇
第
一
作
『
獅
子
座
』
を
一
九
五
九
年
に
完
成
さ
せ
た
も
の
の（

（
（

、
公
開

の
目
途
が
な
か
な
か
立
た
ず
、
三
年
後
の
一
九
六
二
年
五
月
に
よ
う
や
く
パ
リ
の
映
画
館
ラ
・
パ
ゴ
ッ
ド
で
の
上
映
に
こ
ぎ
つ
け
た
と
は

い
え
、
興
行
成
績
は
き
わ
め
て
低
調
で
、
批
評
家
た
ち
の
反
応
も
否
定
的
な
も
の
が
大
半
だ
っ
た
。
シ
ャ
ブ
ロ
ル
、
ト
リ
ュ
フ
ォ
ー
、
ゴ

ダ
ー
ル
と
い
っ
た
年
下
の
仲
間
が
長
篇
第
一
作
で
好
評
を
得
て
、
第
二
作
、
第
三
作
と
撮
り
続
け
る
の
を
横
目
に
、
次
回
作
の
企
画
を
立

て
る
こ
と
す
ら
ま
ま
な
ら
い
で
い
た
の
で
あ
る（

（
（

。

　
そ
う
し
た
な
か
、
ロ
メ
ー
ル
に
よ
う
や
く
展
望
が
開
け
た
。
一
九
五
〇
年
に
ガ
リ
マ
ー
ル
社
に
持
ち
込
ん
で
出
版
を
断
ら
れ
た
自
作
の

短
篇
『
教
訓
的
物
語
』
の
映
画
化
を
思
い
つ
い
た
の
で
あ
る
。
ト
リ
ュ
フ
ォ
ー
の
第
二
作
『
ピ
ア
ニ
ス
ト
を
撃
て
』
が
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・

グ
ー
デ
ィ
ス
の
小
説
、
そ
し
て
シ
ャ
ブ
ロ
ル
の
第
三
作
『
二
重
の
鍵
』
が
ス
タ
ン
リ
イ
・
エ
リ
ン
の
小
説
を
原
作
と
し
て
用
い
て
い
た
の

に
対
し
、
ロ
メ
ー
ル
は
、
自
分
が
小
説
を
書
い
て
い
た
と
い
う
、
他
の
監
督
た
ち
と
は
異
な
る
経
歴
を
活
用
し
、
自
作
小
説
の
映
画
化
を

試
み
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
ト
リ
ュ
フ
ォ
ー
や
シ
ャ
ブ
ロ
ル
が
原
作
に
改
変
を
加
え
、
か
な
り
大
胆
と
も
い
え
る
翻
案
を
お

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉映

画
的
主
観
と
客
観
の
は
ざ
ま
に

　
　
『
六
つ
の
教
訓
的
物
語
』
の
誕
生
に
つ
い
て

谷
　
　
　
　
　
昌
　
　
親
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こ
な
っ
て
い
た
の
と
は
対
照
的
に
、
ロ
メ
ー
ル
の
場
合
は
、
自
作
小
説
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
基
本
的
に
原
作
に
忠
実
な
映
画
化
に
し
よ

う
と
し
た
点
が
異
な
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
原
作
の
尊
重
と
い
っ
た
精
神
が
作
用
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
低
予
算
で
の
製
作
で
あ
り
、
節
約

の
た
め
に
は
偶
然
や
即
興
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
余
裕
が
な
く
、
原
作
ど
お
り
に
効
率
よ
く
撮
影
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
だ
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
自
作
小
説
を
原
作
に
す
る
こ
と
で
、
ロ
メ
ー
ル
に
は
新
た
な
野
心
が
芽
生
え
て
い
た
。
ま
ず
第
一
に
、『
教
訓
的
物

語
』
を
構
成
す
る
短
篇
の
あ
い
だ
に
共
通
項
を
見
出
し
た
彼
は
、
シ
リ
ー
ズ
化
を
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
共
通
項
と
は
、「
ひ
と
り
の

女
性
を
求
め
て
い
る
う
ち
に
、
も
う
ひ
と
り
の
女
性
に
出
会
う
男
の
物
語
（
（
（

」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
実
際
そ
れ
が
、『
六
つ
の
教
訓
的
物

語
』
と
し
て
映
画
化
さ
れ
た
際
、
六
本
の
映
画
を
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
結
び
つ
け
る
蝶
番
の
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ロ
メ
ー
ル

は
、
独
特
の
シ
リ
ー
ズ
映
画
の
作
り
手
と
し
て
自
己
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
だ
が
、
お
そ
ら
く
『
六
つ
の
教
訓
的
物
語
』
を
開
始
す
る
際
に
ロ
メ
ー
ル
が
抱
い
て
い
た
真
の
野
心
は
、
原
作
小
説
に
基
づ
く
映
画
な

ら
で
は
の
形
式
に
挑
戦
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い
て
は
、『
六
つ
の
教
訓
的
物
語
』
の
小
説
版
を
一
九
七
四
年
に

刊
行
し
た
際
に
付
し
た
序
文
で
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　
　
わ
た
し
の
意
図
は
、
な
ま
の
出
来
事
で
は
な
く
、
そ
の
出
来
事
に
つ
い
て
誰
か
が
語
る
話
を
撮
影
す
る
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

物
語
、
事
実
の
選
択
、
そ
の
構
成
、
そ
の
把
握
の
仕
方
と
い
っ
た
も
の
は
、
わ
た
し
が
主
題
に
対
し
て
こ
う
む
ら
せ
る
こ
と
が
で
き

る
扱
い
で
は
な
く
、
主
題
自
体
の
「
側
」
に
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
〈
物レ

語シ

〉
が
「
教
訓
的
〔
＝
精
神
的
〕」（m

oraux

（
と

言
わ
れ
る
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
肉
体
的
な
行
動
が
ほ
と
ん
ど
欠
け
て
い
る
か
ら
だ
。
す
べ
て
は
語
り
手
の
頭
の
な
か
で
起
き
る
。
誰

か
別
の
人
間
が
語
れ
ば
、
別
の
物
語
に
な
っ
て
い
た
か
、
そ
も
そ
も
ま
っ
た
く
物
語
に
な
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
わ
た
し
の

創
り
出
し
た
主
人
公
た
ち
は
、
や
や
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
に
も
似
て
、
自
分
を
小
説
の
主
人
公
と
見
な
す
の
だ
が
、
も
し
か
す
る
と
小
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説
な
ど
も
と
も
と
存
在
し
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
一
人
称
で
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
存
在
は
、
映
像
や
会
話
で
は
表
現
で
き
な

い
心
の
な
か
の
考
え
を
あ
ら
わ
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
主
要
人
物
の
観
点
を
明
確
に
位
置
づ
け
、
こ
の
観
点
を
作
者

で
あ
り
監
督
で
あ
る
わ
た
し
自
身
の
狙
い
の
対
象
と
す
る
た
め
だ
っ
た（

（
（

。

　
こ
の
ロ
メ
ー
ル
の
文
章
の
な
か
で
も
説
明
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、« m

oral »

（m
oraux

は
そ
の
複
数
形
（
と
い
う
語
は
、「
教
訓

的
」
と
い
う
意
味
を
含
み
つ
つ
も
、
む
し
ろ
「
精
神
の
」
あ
る
い
は
「
心
の
」
と
い
っ
た
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
来
、
事

象
を
客
観
的
に
捉
え
る
の
に
適
し
て
い
る
映
像
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
、
文
章
で
は
比
較
的
容
易
に
導
入
で
き
る
主
観
的
な
観
点
を
表
現
す

る
、
そ
れ
が
ロ
メ
ー
ル
の
野
心
で
あ
っ
た
。
当
時
、
雑
誌
『
ノ
ー
ル
＝
コ
ミ
ュ
ニ
カ
シ
オ
ン
』
誌
に
載
っ
た
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
、
ロ
メ
ー

ル
は
そ
の
こ
と
を
明
確
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　
　
映
画
は
、
そ
の
第
一
歩
か
ら
、
人
々
の
内
面
で
起
き
て
い
る
こ
と
を
見
せ
よ
う
と
し
た
、
つ
ま
り
客
観
性
か
ら
主
観
性
へ
向
か
お

う
と
し
た
、
と
い
う
の
は
確
か
で
す
。
複
数
の
物
語
で
わ
た
し
が
見
せ
た
い
の
は
、
い
わ
ば
、
自
己
の
自
己
に
対
す
る
純
粋
な
関
係

で
す
。
完
全
な
主
観
性
の
探
索
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
で
い
て
、
映
画
の
客
観
性
と
い
う
原
則
を
告
発
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で

す
。
い
か
め
し
い
と
い
う
よ
り
は
に
こ
や
か
な
形
式
に
お
い
て
、
内
的
生
活
の
、
魂
の
い
く
つ
か
の
隠
れ
た
世
界
を
探
求
し
よ
う
と

し
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
底
意
の
絶
え
ざ
る
描
写
に
わ
た
し
た
ち
は
立
ち
会
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う（

（
（

。

　
た
し
か
に
映
画
に
お
い
て
人
物
の
内
面
を
描
写
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、
小
説
の
歴
史
に
お
い
て
心
理
描
写
の
方
法
は

す
で
に
確
立
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
れ
を
部
分
的
に
で
も
応
用
す
る
こ
と
で
、
映
画
に
お
け
る
主
観
性
の
探
索
が
可
能
に
な
る
。
そ
う
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し
た
試
み
に
ロ
メ
ー
ル
は
取
り
組
ん
で
い
た
わ
け
だ
。
と
は
い
え
、
た
だ
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
ロ
メ
ー
ル
本
人
が
述
べ
て
い
る

と
お
り
、
主
観
性
の
表
現
の
試
み
を
映
画
は
そ
の
揺
籃
期
か
ら
続
け
て
き
て
い
た
の
だ
。
で
は
ロ
メ
ー
ル
の
試
み
に
は
新
し
さ
が
な
か
っ

た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
彼
は
、
映
画
の
客
観
性
に
小
説
的
な
主
観
性
を
重
ね
る
こ
と
で
、
そ
の
あ
い
だ
の
ず
れ

0

0

を
表
現
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。『
六
つ
の
教
訓
的
物
語
』
シ
リ
ー
ズ
が
第
五
話
ま
で
撮
ら
れ
た
時
点
で
書
か
れ
た
「
あ
る
批
評
家
へ
の
手
紙
」

と
題
さ
れ
た
小
文
で
、
と
り
わ
け
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
使
用
に
つ
い
て
彼
は
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ロ
メ
ー
ル
自
身
も
当
初

は
、
従
来
、
文
学
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
た
「
感
情
、
意
志
、
理
念
」
を
映
画
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
に
意
欲
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
の

だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、『
六
つ
の
教
訓
的
物
語
』
の
と
く
に
最
初
の
三
作
で
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
用
い
た
の
は
、
文
学
的
な
要
素
を
安

易
に
持
ち
込
も
う
と
し
た
か
ら
で
は
な
い
。
彼
は
、「
こ
の
言
説
〔
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
言
説
〕
と
作
中
人
物
の
言
説
や
振
る
舞
い
と
の
対

比
か
ら
、
文
章
や
動
作
の
文
字
通
り
の
意
味
が
も
た
ら
す
真
実
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
た
ぐ
い
の
真
実
が
生
ま
れ
て
い
た
」
と
述
べ
る
の

だ
。
そ
し
て
そ
こ
で
生
じ
て
い
た
真
実
こ
そ
が
、「
映
画
作
品
の
真
実
（
（
（

」
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、『
六
つ
の
教
訓
的
物
語
』、

と
く
に
そ
の
前
半
の
作
品
を
撮
っ
て
い
た
時
期
に
ロ
メ
ー
ル
の
関
心
に
あ
っ
た
の
は
、
作
中
人
物
の
言
葉
や
身
振
り
が
示
す
表
面
的
な
意

味
と
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
内
面
的
な
意
味
と
の
あ
い
だ
の
落
差
だ
っ
た
の
だ
。

　
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
ロ
メ
ー
ル
の
関
心
事
の
あ
り
方
に
付
随
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
が
生
じ
て
く
る
。
い
わ
ば
外
面
と
内
面
の
相

克
に
惹
か
れ
て
い
た
だ
け
に
、
大
半
の
人
間
に
同
じ
よ
う
な
反
応
を
起
こ
さ
せ
る
大
き
な
事
件
よ
り
も
、
日
常
的
な
出
来
事
の
引
き
起
こ

す
さ
ざ
波
に
彼
は
着
目
し
た
の
で
あ
る
。
ふ
た
た
び
、『
ノ
ー
ル
＝
コ
ミ
ュ
ニ
カ
シ
オ
ン
』
誌
掲
載
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
の
発
言
を
拾
っ

て
み
よ
う
。
そ
こ
で
ロ
メ
ー
ル
は
、「
底
意
の
絶
え
ざ
る
描
写
」
に
言
及
し
た
あ
と
で
、
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
…
物
語
か
ら
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
劇
的
な
要
素
を
追
い
払
う
た
め
に
、
わ
た
し
は
取
る
に
足
ら
な
い
こ
と
だ
け
を
語
る
よ
う
に
留
意
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し
て
、
愛
情
関
係
の
領
域
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
背
景
と
か
、
物
理
的
、
社
会
的
な
環
境
に

関
心
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、「
大
き
な
テ
ー
マ
」
が
け
っ
し
て
問
題
と
な
ら
な
い
だ
け
に
、
わ
た
し
の

探
求
す
る
内
的
な
迷
路
の
な
か
を
軽
快
に
動
き
ま
わ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す（

（
（

。

　『
六
つ
の
教
訓
的
物
語
』
以
降
も
、
日
常
的
な
状
況
の
な
か
で
見
ら
れ
る
人
物
間
の
愛
情
関
係
を
描
き
つ
づ
け
た
ロ
メ
ー
ル
だ
が
、
そ

の
原
点
は
、
少
な
く
と
も
あ
る
程
度
ま
で
は
、
主
観
性
と
客
観
性
の
あ
い
だ
の
ず
れ

0

0

に
対
す
る
関
心
に
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

＊

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
確
認
し
た
『
六
つ
の
教
訓
話
』
の
特
異
性
、
す
な
わ
ち
二
人
の
女
性
の
あ
い
だ
を
揺
れ
動
く
男
性
と
い
う

テ
ー
マ
に
よ
る
シ
リ
ー
ズ
、
主
観
性
と
客
観
性
の
ず
れ

0

0

、
日
常
的
な
状
況
の
な
か
で
の
愛
情
関
係
、
こ
れ
ら
を
確
認
す
る
一
方
で
、
こ

の
シ
リ
ー
ズ
の
な
か
に
お
け
る
そ
の
や
や
特
殊
な
位
置
づ
け
を
見
る
た
め
に
、
シ
リ
ー
ズ
最
初
の
二
作
、『
モ
ン
ソ
ー
の
パ
ン
屋
の
女
の

子
』（
一
九
六
二
年
（
と
『
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
の
生
き
方
』（
一
九
六
三
（
に
つ
い
て
少
し
細
か
く
見
て
い
こ
う
。
こ
の
二
作
は
、
ほ
ぼ
並
行
し

て
（（
ミ
リ
の
モ
ノ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
撮
影
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
ど
ち
ら
も
長
篇
で
は
な
く
、
前
者
が
上
映
時
間
二
十
六
分
の
短
篇
、
後

者
が
五
十
二
分
の
中
篇
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
ス
タ
ッ
フ
や
キ
ャ
ス
ト
の
数
も
か
ぎ
ら
れ
、
素
人
か
そ
れ
に
近
い
経
歴
の
人
間
が
起
用

さ
れ
た
点
も
共
通
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
両
者
は
ロ
メ
ー
ル
の
映
画
作
品
に
見
ら
れ
る
二
つ
の
傾
向
、
す
な
わ
ち
通
常
は
ど
ち
ら
か
に

ウ
ェ
イ
ト
を
置
き
つ
つ
も
適
度
に
混
ざ
っ
て
い
る
戸
外
の
映
画
と
い
う
側
面
と
室
内
の
映
画
と
い
う
側
面
が
、
か
な
り
極
端
な
か
た
ち
で

偏
り
、
対
照
的
な
二
作
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る（

（
（

。
そ
う
し
た
点
に
つ
い
て
留
意
し
つ
つ
、
ま
ず
は
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
成
り
立
ち
や
特

徴
を
見
て
い
こ
う
。
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　『
モ
ン
ソ
ー
家
の
パ
ン
屋
の
女
の
子
』
は
、
シ
リ
ー
ズ
の
な
か
で
も
例
外
的
な
一
篇
で
、
小
説
執
筆
の
た
め
の
構
想
の
ひ
と
つ
で
は

あ
っ
た
も
の
の
、
他
の
作
品
と
違
い
、
ロ
メ
ー
ル
が
以
前
に
書
い
て
い
た
短
篇
小
説
集
に
含
ま
れ
て
い
な
い
物
語
な
の
で
あ
る（

（
（

。
そ
れ
で

も
こ
の
小
編
が
シ
リ
ー
ズ
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
の
は
、
低
予
算
で
撮
影
で
き
る
内
容
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
お
そ
ら
く
、
シ
リ
ー
ズ
の

共
通
項
で
あ
る
、
二
人
の
女
の
あ
い
だ
を
揺
れ
動
く
男
の
テ
ー
マ
が
鮮
明
に
出
せ
る
か
ら
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
物
語
は
次
の

よ
う
な
も
の
だ
。
法
学
生
の
男
が
自
宅
近
く
で
と
き
ど
き
擦
れ
違
う
、
仕
事
帰
り
ら
し
き
女
性
に
惹
か
れ
、
あ
る
と
き
つ
い
に
言
葉
を
交

わ
し
、
二
人
は
再
会
を
約
束
す
る
の
だ
が
、
そ
の
後
彼
女
の
姿
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
男
は
、
そ
の
シ
ル
ヴ
ィ
ー
と
い
う
女
性
と

顔
を
合
わ
せ
る
機
会
を
求
め
て
界
隈
を
歩
き
回
り
、
食
事
の
時
間
も
節
約
す
る
た
め
に
パ
ン
屋
で
サ
ブ
レ
菓
子
を
買
っ
て
夕
食
代
わ
り
に

す
る
の
が
日
課
と
な
る
う
ち
、
パ
ン
屋
の
臨
時
雇
い
の
若
い
女
性
が
気
に
な
り
だ
し
て
、
さ
ほ
ど
好
み
の
相
手
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
彼
女
を
く
ど
き
は
じ
め
る
。
そ
し
て
、
彼
女
と
デ
ー
ト
の
約
束
を
取
り
付
け
た
そ
の
日
に
、
思
い
が
け
ず
シ
ル
ヴ
ィ
ー
と
再
会
す
る

の
で
あ
る
。

　
こ
の
短
篇
の
物
語
は
、
ロ
メ
ー
ル
自
身
が
学
生
で
、
セ
ー
ヌ
河
左
岸
の
学
生
街
に
あ
っ
た
マ
ビ
ヨ
ン
の
学
生
食
堂
で
食
事
を
し
て
い
た

こ
ろ
、
勉
強
時
間
や
金
を
惜
し
ん
で
近
く
の
パ
ン
屋
で
ぶ
ど
う
パ
ン
を
食
べ
て
済
ま
せ
て
い
た
友
人
が
い
た
と
い
う
記
憶
を
も
と
に
し
て

い
る
。
そ
の
た
め
最
初
に
ま
ず
小
説
の
構
想
を
練
っ
た
段
階
で
は
、
学
生
食
堂
に
通
う
良
家
の
娘
と
パ
ン
屋
の
娘
の
あ
い
だ
で
揺
れ
動
く

男
の
物
語
だ
っ
た
。
そ
れ
を
右
岸
の
モ
ン
ソ
ー
公
園
近
く
の
界
隈
に
変
更
し
た
の
は
、
当
時
、
シ
ネ
マ
テ
ー
ク
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
が
こ
の

近
く
に
あ
り
、
映
画
を
観
に
通
い
つ
め
て
い
た
ロ
メ
ー
ル
た
ち
は
、
こ
の
あ
た
り
を
よ
く
歩
き
、
学
生
会
館
で
食
事
を
し
た
り
、
近
く
の

パ
ン
屋
で
買
い
物
を
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
わ
け
で
、
そ
の
よ
う
に
撮
影
時
の
自
分
た
ち
に
と
っ
て
馴
染
み
の
あ
る
地
域
を
映
画
の
舞
台

と
す
る
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
当
初
の
舞
台
設
定
の
名
残
は
、
閉
鎖
さ
れ
た
学
生
会
館
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
挿
入
さ
れ
る
部
分
に
見
出
せ

る
。
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と
こ
ろ
で
、
背
景
と
な
る
界
隈
を
あ
え
て
変
更
し
た
事
実
に
も
表
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
映
画
に
と
っ
て
は
パ
リ
の
街
路
が
重
要

な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。『
モ
ン
ソ
ー
の
パ
ン
屋
の
女
の
子
』
は
、
パ
ン
屋
の
店
内
を
除
け
ば
、
す
べ
て
が
戸
外
で
展
開
す
る
映
画
な
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
の
ち
に
自
身
も
映
画
監
督
に
な
る
バ
ル
ベ
・
シ
ュ
レ
デ
ー
ル
が
演
じ
る
主
人
公
は
、
街
の
な
か
を
歩
き
回
り
続
け

る
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
こ
の
映
画
は
、
主
人
公
が
や
は
り
パ
リ
の
街
を
ひ
た
す
ら
歩
く
『
獅
子
座
』
を
継
承
し
て
い
る
の
だ
。
た

だ
、『
モ
ン
ソ
ー
の
パ
ン
屋
の
女
の
子
』
の
場
合
、
主
人
公
が
歩
く
範
囲
が
か
ぎ
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
だ
け
に
地
名
な
ど
が
細
か
く
出
さ

れ
、
さ
な
が
ら
パ
リ
の
街
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
よ
う
に
す
ら
見
え
る
一
面
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ほ
ど
極
端
な
戸
外
の
映
画
は

め
ず
ら
し
い
も
の
の
、
こ
れ
以
後
の
ロ
メ
ー
ル
の
映
画
で
も
、
パ
リ
の
街
を
歩
き
な
が
ら
、
あ
る
い
は
立
ち
止
ま
っ
て
会
話
す
る
人
物
た

ち
を
私
た
ち
は
何
度
も
目
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
愛
情
関
係
を
描
き
つ
つ
も
、「
背
景
と
か
、
物
理
的
、
社
会
的
な
環
境
に
関
心
が

な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」
と
語
っ
て
い
た
ロ
メ
ー
ル
だ
が
、
作
中
人
物
を
パ
リ
の
街
路
の
な
か
に
置
く
こ
と
で
、
そ
の
姿
を
生
き
生

き
と
と
ら
え
、
同
時
に
、
主
人
公
た
ち
を
歩
き
回
ら
せ
る
な
か
で
、
モ
ン
ソ
ー
界
隈
の
空
間
と
し
て
の
手
ざ
わ
り
が
作
品
に
も
た
ら
さ
れ

て
い
る
。

　
そ
れ
に
較
べ
る
と
、
シ
リ
ー
ズ
第
二
作
の
『
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
の
生
き
方
』
は
、
ほ
ぼ
完
全
な
室
内
劇
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
作
中
人
物
た
ち

は
大
半
が
学
生
だ
が
、
彼
ら
の
生
活
す
る
ア
パ
ル
ト
マ
ン
や
ホ
テ
ル
な
ど
が
主
な
舞
台
で
、
ラ
ス
ト
の
ほ
う
を
除
く
と
、
戸
外
が
ほ
と
ん

ど
出
て
こ
な
い
。
そ
ん
な
な
か
、
主
人
公
の
ベ
ル
ト
ラ
ン
と
友
人
の
ギ
ヨ
ー
ム
が
映
画
の
冒
頭
で
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
と
出
会
う
の
が
カ
フ
ェ
の

テ
ラ
ス
で
あ
る
点
に
注
目
し
て
お
い
て
い
い
だ
ろ
う
。
カ
フ
ェ
は
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・
ヴ
ァ
ー
グ
の
映
画
で
し
ば
し
ば
重
要
な
舞
台
装
置
と

な
る
が
、
な
か
で
も
テ
ラ
ス
は
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
の
現
場
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、『
獅
子
座
』
に
お
い
て
、
つ
い
に
浮
浪
者
に

な
り
果
て
た
主
人
公
が
、
わ
ず
か
な
小
銭
を
稼
ぐ
た
め
に
バ
イ
オ
リ
ン
の
腕
前
を
披
露
す
る
の
が
カ
フ
ェ
の
テ
ラ
ス
の
前
だ
し
、『
モ
ン

ソ
ー
家
の
パ
ン
屋
の
女
の
子
』
で
は
、
主
人
公
と
友
人
が
カ
フ
ェ
の
テ
ラ
ス
に
坐
っ
て
談
笑
す
る
前
を
シ
ル
ヴ
ィ
ー
が
通
る
の
だ
。
こ
れ
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ら
の
例
で
も
わ
か
る
と
お
り
、
カ
フ
ェ
の
テ
ラ
ス
は
室
内
と
戸
外
の
境
界
領
域
に
あ
る
。
も
と
も
と
複
数
の
人
が
集
ま
る
空
間
で
あ
る
カ

フ
ェ
は
、
そ
れ
が
テ
ラ
ス
と
い
う
か
た
ち
で
戸
外
に
開
か
れ
て
い
る
と
き
、
さ
ら
な
る
出
会
い
や
葛
藤
な
ど
の
場
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
し
た
カ
フ
ェ
、
さ
ら
に
は
そ
の
テ
ラ
ス
の
あ
り
方
は
、
全
体
が
室
内
劇
で
あ
る
『
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
の
生
き
方
』
で
は
さ
ら
に
際
立
っ
て

き
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
『
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
の
生
き
方
』
は
、
当
初
の
短
篇
小
説
集
に
含
ま
れ
て
い
た
物
語
で
、
さ
ら
に
遡
れ
ば
、
も
と
は
『
拳
銃
』
と

い
う
題
で
一
九
四
九
年
に
書
か
れ
た
短
篇
小
説
だ
が
、『
モ
ン
ソ
ー
の
パ
ン
屋
の
女
の
子
』
ほ
ど
『
六
つ
の
教
訓
的
物
語
』
の
テ
ー
マ
が

明
確
に
は
見
え
て
こ
な
い
。
ベ
ル
ト
ラ
ン
が
、
ソ
フ
ィ
ー
と
い
う
女
学
生
に
恋
心
を
抱
き
つ
つ
、
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
の

は
た
し
か
で
あ
る
も
の
の
、
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
に
惹
か
れ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
の
あ
た
り
は
定
か
で
は
な
い
。
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
は
ギ
ヨ
ー
ム

の
恋
人
と
な
り
、
す
ぐ
に
彼
に
捨
て
ら
れ
、
の
ち
に
別
の
男
性
と
結
婚
す
る
の
だ
が
、
ベ
ル
ト
ラ
ン
は
そ
う
し
た
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
の
恋
の
遍

歴
を
む
し
ろ
傍
観
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
抱
い
て
し
ま
う
の
だ
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
ベ
ル
ト
ラ
ン
の
心
理
が
、
そ
の
行
動
や
発
言

だ
け
で
な
く
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
と
お
し
て
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
は
そ
う
し
た
心
理
描
写
が
伝
播
し
た
か
の
よ
う
に
、
特
に

恋
愛
を
め
ぐ
る
人
物
間
の
一
種
の
心
理
戦
の
ご
と
き
も
の
ま
で
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
『
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
の
生
き
方
』
の
特
異

性
は
、
似
た
題
材
を
扱
っ
た
シ
ャ
ブ
ロ
ル
の
『
い
と
こ
同
志
』（
一
九
五
九
（
と
比
較
す
る
と
よ
り
際
立
つ
だ
ろ
う
。『
い
と
こ
同
志
』
で

は
、
試
験
勉
強
に
励
む
主
人
公
の
シ
ャ
ル
ル
が
享
楽
的
な
生
き
方
を
し
て
い
る
い
と
こ
の
ポ
ー
ル
に
翻
弄
さ
れ
、
心
を
惹
か
れ
た
女
性
も

ポ
ー
ル
に
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
人
物
設
定
は
、『
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
の
生
き
方
』
の
ベ
ル
ト
ラ
ン
、
ギ
ヨ
ー
ム
、
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
を
思

わ
せ
る
だ
ろ
う（

（1
（

。
し
か
し
な
が
ら
、『
い
と
こ
同
志
』
に
は
『
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
の
生
き
方
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
心
理
分
析
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。
そ
う
し
た
『
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
の
生
き
方
』
を
第
一
作
の
『
モ
ン
ソ
ー
の
パ
ン
屋
の
女
の
子
』
の
横
に
置
い
て
み
る
と
き
、
シ
リ
ー
ズ
と

し
て
同
じ
テ
ー
マ
を
扱
い
な
が
ら
、
む
し
ろ
テ
ー
マ
の
変
奏
を
愉
し
ん
で
い
る
ロ
メ
ー
ル
の
姿
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う（

（（
（

。
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そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
第
一
作
、
第
二
作
に
お
い
て
、
人
物
の
振
る
舞
い
や
台
詞
と
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に

な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
両
者
の
あ
い
だ
に
逆
転
に
近
い
関
係
が
起
き
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
に
主
人
公
の
男
性

が
、
も
と
も
と
の
意
中
の
相
手
で
は
な
く
、
し
か
し
な
が
ら
彼
の
興
味
を
そ
れ
な
り
に
引
く
女
性
に
対
す
る
考
え
方
を
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で

示
す
と
き
、
そ
こ
に
は
批
判
的
で
あ
っ
た
り
、
一
種
の
侮
蔑
に
近
い
感
情
す
ら
含
ま
れ
て
い
て
、
こ
れ
は
俳
優
の
演
技
だ
け
か
ら
は
読

み
取
れ
な
い
一
面
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、『
モ
ン
ソ
ー
の
パ
ン
屋
の
女
の
子
』
で
主
人
公
が
パ
ン
屋
の
女
店
員
を
く
ど
き
は

じ
め
た
こ
ろ
、「
噴
飯
も
の
だ
っ
た
の
は
、
ぼ
く
が
彼
女
に
好
か
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
彼
女
の
ほ
う
が
、

形
は
ど
う
で
あ
れ
、
ぼ
く
に
好
か
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た（

（（
（

」
と
彼
は
考
え
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に

は
一
種
の
社
会
的
身
分
の
落
差
ま
で
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。『
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
の
生
き
方
』
に
お
い
て
も
、
ベ
ル
ト
ラ
ン
は

シ
ュ
ザ
ン
ヌ
に
つ
い
て
、
あ
る
時
点
で
愛
想
を
つ
か
し
た
か
の
よ
う
な
感
慨
を
抱
く
。「
結
局
の
と
こ
ろ
、
あ
ん
な
女
の
こ
と
を
気
に
掛

け
る
な
ん
て
、
ぼ
く
は
馬
鹿
だ
っ
た
。（
中
略
（
品
位
が
ま
っ
た
く
も
っ
て
欠
け
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ぼ
く
が
彼
女
の
振
る
舞
い
や
容
姿

に
対
し
て
い
つ
も
軽
蔑
の
念
を
抱
い
て
き
た
の
も
当
然
な
の
だ（

（（
（

」。
主
人
公
の
こ
う
し
た
心
理
は
、
小
説
版
に
記
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で

な
く
、
映
画
に
お
い
て
も
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
明
示
さ
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
時
期
の
ロ
メ
ー
ル
は
、
通
常
は
な
に
く
わ
な
い

外
見
の
下
に
押
し
込
め
ら
れ
て
い
る
人
間
心
理
を
映
画
に
お
い
て
描
い
て
み
た
い
と
い
う
考
え
に
突
き
動
か
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　
だ
が
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
と
き
と
し
て
、
ス
ク
リ
ー
ン
上
で
は
提
示
さ
れ
な
か
っ
た
行
動
を
暗
示
的
に
表
現
す
る

手
段
と
も
な
る
。『
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
の
生
き
方
』
に
お
い
て
、
ベ
ル
ト
ラ
ン
が
自
室
の
本
の
あ
い
だ
に
挟
ん
で
お
い
た
紙
幣
が
紛
失
す
る
と

い
う
事
件
が
起
き
る
の
だ
が
、
そ
の
少
し
前
に
部
屋
に
別
々
に
来
て
い
た
の
が
ギ
ヨ
ー
ム
と
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
だ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
だ
け
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で
、
実
際
に
は
誰
が
金
を
抜
き
取
っ
た
の
か
は
映
像
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
な
い
。
ベ
ル
ト
ラ
ン
は
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
を
疑
う
が
、
ソ
フ
ィ
ー
か

ら
ギ
ヨ
ー
ム
の
可
能
性
を
示
唆
さ
れ
る
。
す
ぐ
さ
ま
そ
の
考
え
を
否
定
す
る
ベ
ル
ト
ラ
ン
だ
が
、
や
が
て
ギ
ヨ
ー
ム
が
犯
人
か
も
し
れ

な
い
と
考
え
出
し
、
そ
の
一
方
で
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
を
犯
人
だ
と
思
い
た
が
る
こ
と
が
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。「
ギ
ヨ
ー
ム
が

や
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
学
期
、
ぼ
く
は
全
部
で
二
回
し
か
彼
に
会
わ
な
か
っ
た
。
彼
は
勉
強
が
忙
し
か
っ
た
し
、
ぼ
く
も
だ
っ
た
。

鼻
で
笑
わ
れ
る
の
が
嫌
で
、
盗
難
の
こ
と
を
彼
に
話
す
気
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
、
ぼ
く
が
犯
人
だ
と
思
い
た
が
っ
て
い
た
の

は
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
だ
っ
た（

（（
（

」。
作
中
人
物
は
お
ろ
か
、
観
客
に
と
っ
て
も
不
可
知
の
出
来
事
に
つ
い
て
の
二
通
り
の
可
能
性
が
こ
う
し
て
ナ

レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
該
の
映
画
作
品
の
な
か
に
お
い
て
は
い
わ
ば
不
可
視
の
ま
ま
の
領
域
に
つ

い
て
の
表
現
で
あ
り
、
そ
う
し
た
独
特
の
表
現
が
、
こ
れ
以
降
、
ロ
メ
ー
ル
的
な
映
画
世
界
の
一
翼
を
担
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
や
が

て
は
そ
れ
が
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
人
物
ど
う
し
の
会
話
を
と
お
し
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
実
際
ロ
メ
ー
ル
は
、『
六
つ
の
教
訓
的
物
語
』
シ
リ
ー
ズ
の
第
三
作
『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
す
る
女
』（
一
九
六
七
年
（
ま
で
は
ナ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
う
の
だ
が
、
第
四
作
『
モ
ー
ド
家
の
一
夜
』（
一
九
六
九
年
（
で
は
極
端
に
少
な
く
し
、
第
五
作
『
ク
レ
ー
ル
の

膝
』（
一
九
七
〇
年
（
で
は
ま
っ
た
く
な
く
し
て
し
ま
う
。
そ
の
後
、
第
六
作
『
愛
の
昼
下
が
り
』（
一
九
七
二
年
（
で
一
度
復
活
さ
せ
る

も
の
の
、
そ
の
後
の
作
品
、
特
に
現
代
劇
で
は
、
原
則
と
し
て
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
存
在
し
な
く
な
る
の
だ
。
そ
し
て
、
主
観
と
客
観
の
ず0

れ0

を
あ
ら
わ
に
す
る
契
機
は
、
人
物
た
ち
が
交
わ
す
会
話
に
組
み
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
不
在
者
に
対
す
る
噂
話
と
い
う

い
か
に
も
ロ
メ
ー
ル
的
な
要
素
を
彼
の
映
画
に
も
た
ら
す
こ
と
に
も
な
る（

（（
（

。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
に
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
減
少
し
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
ロ
メ
ー
ル
が
自
分
に
と
っ
て
の
映
画
的
表
現
を
探
求
し
つ

づ
け
て
い
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
述
の
「
あ
る
批
評
家
へ
の
手
紙
」
と
い
う
文
章
は
、
ロ
メ
ー
ル
の
映
画

を
文
学
的
で
あ
り
、
彼
が
映
画
作
品
の
な
か
で
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
小
説
の
な
か
で
言
う
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
批
評
家
の
言
葉
に
対
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す
る
一
種
の
反
駁
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
も
と
も
と
ロ
メ
ー
ル
自
身
の
小
説
な
い
し
小
説
の
構
想
を
ほ
ぼ
忠
実
に
映
画
化
し
て

い
る
作
品
を
続
け
て
撮
っ
て
い
た
だ
け
に
、
そ
う
し
た
批
評
が
出
て
く
る
こ
と
自
体
は
不
思
議
で
は
な
い
の
だ
が
、
当
の
ロ
メ
ー
ル
は
、

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
小
説
的
な
筋
立
て
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
文
章

も
、
会
話
の
文
章
も
、
そ
れ
自
体
が
わ
た
し
の
映
画
作
品
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
風
景
や
顔
や
行
動
や
振
る
舞
い
と

同
じ
く
、
わ
た
し
が
映
画
に
撮
る
も
の
な
の
で
す
。
も
し
あ
な
た
が
言
葉
は
不
純
な
要
素
だ
と
お
っ
し
ゃ
る
な
ら
、
わ
た
し
は
も
は
や
あ

な
た
と
同
じ
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
言
葉
は
、
映
像
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
、
わ
た
し
が
映
画
に
撮
る
生
の
一
部
な
の
で
す（

（（
（

」。
こ

の
よ
う
に
、
言
葉
も
映
画
の
一
部
な
の
だ
と
強
調
し
た
う
え
で
、
ロ
メ
ー
ル
は
、
あ
る
種
の
純
粋
映
画
が
映
像
で
「
語
る
」
こ
と
を
め
ざ

す
の
に
対
し
、
自
分
は
、「
語
る
」
の
で
な
く
、「
見
せ
る
」
の
だ
と
述
べ
る
。

　
　
　
結
局
の
と
こ
ろ
、
わ
た
し
は
言
う

0

0

の
で
は
な
く
、
見
せ
る
の
で
す
。
行
動
し
、
話
を
す
る
人
び
と
を
見
せ
る
。
そ
れ
が
わ
た
し
に

で
き
る
す
べ
て
で
、
真
に
め
ざ
し
て
い
る
の
は
そ
れ
な
の
で
す
。
そ
れ
以
外
は
、
た
し
か
に
、
文
学
で
し
ょ
う（

（（
（

。

　「
見
せ
る
」
こ
と
、
そ
れ
は
い
か
に
も
ロ
メ
ー
ル
的
な
映
画
の
あ
り
方
だ
。
し
か
し
、
そ
の
直
前
で
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
会
話
も
自
分
が

映
画
に
撮
る
も
の
だ
と
言
っ
て
い
た
彼
が
、
こ
こ
で
は
、「
行
動
し
、
話
を
す
る
人
び
と
を
見
せ
る
」
の
が
自
分
に
と
っ
て
で
き
る
す
べ

て
だ
と
断
じ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
彼
が
「
見
せ
る
」
の
は
人
物
の
行
動
や
会
話
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
は

含
ま
れ
て
い
な
い
。
む
ろ
ん
、
こ
こ
は
た
ま
た
ま
説
明
の
都
合
上
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
含
ま
れ
な
か
っ
た
だ
け
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、

ロ
メ
ー
ル
自
身
の
言
葉
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
映
画
の
一
部
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
だ
が
少
な
く
と
も
ロ

メ
ー
ル
自
身
の
関
心
が
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
離
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
は
た
し
か
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
批
評
家
へ
の
手
紙
」
が
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書
か
れ
た
の
は
、
ロ
メ
ー
ル
が
『
ク
レ
ー
ル
の
膝
』
を
完
成
さ
せ
た
の
ち
だ
が
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、『
ク
レ
ー
ル
の
膝
』
に
お

い
て
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
姿
を
消
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
役
割
は
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
、
人
物
ど
う
し
の

会
話
の
な
か
に
移
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
ロ
メ
ー
ル
が
、「
行
動
し
、
話
を
す
る
人
び
と
を
見
せ
る
」
方
向
性
に
傾
い
た
か
ら
な

の
だ
。

　
そ
も
そ
も
ロ
メ
ー
ル
は
、
そ
の
映
画
批
評
に
お
い
て
も
、「
見
せ
る
」
こ
と
の
大
切
さ
を
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
九
五
六
年
に

『
カ
イ
エ
・
デ
ュ
・
シ
ネ
マ
』
誌
に
発
表
し
、
の
ち
に
評
論
集
『
美
の
味
わ
い
』
に
収
録
さ
れ
た
、
ジ
ャ
ン
・
ル
ノ
ワ
ー
ル
の
『
恋
多
き

女
』
を
論
じ
る
文
章
に
お
い
て
、
ル
ノ
ワ
ー
ル
と
ホ
ー
ク
ス
を
比
較
し
つ
つ
、
資
質
は
違
い
な
が
ら
も
、
と
も
に
「
映
画
が
、
い
か
な
る

も
の
に
ま
し
て
、
も
の
ご
と
を
あ
ら
わ
に
す
る
の
に
適
し
て
い
る
と
い
う
明
ら
か
な
事
実
に
達
す
る（

（（
（

」
と
し
た
う
え
で
、
ル
ノ
ワ
ー
ル
の

無
比
の
才
能
を
顕
彰
し
て
、
映
画
が
、「
身
振
り
と
い
う
も
の
を
世
界
の
最
も
美
し
い
散
文
以
上
に
繊
細
で
雄
弁
な
も
の
に
し
て
し
ま
え

る
芸
術
と
し
て
の
美
点
（
（（
（

」
を
有
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
の
ロ
メ
ー
ル
の
ル
ノ
ワ
ー
ル
に
つ
い
て
の

評
言
を
、
そ
の
ま
ま
ロ
メ
ー
ル
自
身
の
映
画
に
つ
い
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
モ
ン
ソ
ー
の
パ
ン
屋
の
女
の

子
』
で
、
デ
ー
ト
へ
の
誘
い
に
対
し
、
翌
日
、
主
人
公
の
注
文
ど
お
り
に
サ
ブ
レ
を
一
枚
渡
せ
ば
否
定
的
、
そ
う
で
は
な
く
二
枚
渡
せ
ば

肯
定
的
な
回
答
に
な
る
と
い
う
一
種
の
遊
戯
を
実
践
す
る
女
店
員
の
、
サ
ブ
レ
を
一
枚
手
に
取
り
、
や
や
た
め
ら
う
よ
う
に
見
せ
て
、
も

う
一
枚
手
に
し
、
包
装
紙
に
く
る
む
そ
の
身
振
り
、
あ
る
い
は
ま
た
『
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
の
生
き
方
』
に
お
い
て
、
友
人
宅
で
の
パ
ー
テ
ィ
ー

の
あ
と
、
タ
ク
シ
ー
代
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
が
ベ
ル
ト
ラ
ン
の
部
屋
で
一
夜
を
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
際
、
翌
日

は
試
験
だ
か
ら
し
っ
か
り
眠
る
必
要
が
あ
る
と
ベ
ッ
ド
に
も
ぐ
り
こ
む
ベ
ル
ト
ラ
ン
を
横
目
に
、
肘
掛
椅
子
に
斜
め
坐
り
に
な
っ
て
足
を

上
げ
、
近
く
に
あ
っ
た
羽
箒
や
本
を
も
て
あ
そ
ぶ
よ
う
に
す
る
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
の
身
振
り
、
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
シ
ー
ン
を
説
明
す
る
こ
う
し

た
言
葉
の
届
か
な
い
は
る
か
か
な
た
に
お
い
て
、
繊
細
か
つ
雄
弁
な
表
現
と
化
し
て
い
る
。
身
振
り
を
「
見
せ
る
」
こ
と
に
歓
び
を
見
出
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し
た
ロ
メ
ー
ル
が
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
し
、
実
際
、『
ク
レ
ー
ル
の
膝
』
に
お
い
て
最
も
重
要

な
瞬
間
は
、
ジ
ェ
ロ
ー
ム
が
ク
レ
ー
ル
の
膝
に
触
れ
る
身
振
り
を
キ
ャ
メ
ラ
が
と
ら
え
た
と
き
な
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
ロ
メ
ー
ル
は
、

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
映
像
の
現
在
性
と
は
異
な
る
時
制
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
意
識
的
で
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
価
値
を
積
極
的
に

主
張
し
つ
つ
も
、「
現
在
で
あ
り
、
た
だ
ひ
た
す
ら
現
在
で
し
か
な
い
も
の
の
魅
力（

（1
（

」
を
奪
う
と
述
べ
て
い
た
わ
け
で
、
身
振
り
を
見
せ

る
こ
と
に
重
点
を
お
い
た
映
画
づ
く
り
は
、
映
画
を
そ
の
蠱
惑
的
な
現
在
形
に
回
帰
さ
せ
る
試
み
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
導
入
す
る
こ
と
で
主
観
と
客
観
の
ず
れ

0

0

を
あ
ら
わ
に
す
る
と
い
う
ロ
メ
ー
ル
の
野
心
は
、
早

く
も
消
え
去
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
役
割
は
、
部
分
的
に
作
中
人
物
の
会
話
の
な

か
に
移
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
主
観
と
客
観
の
ず
れ

0

0

は
、
少
な
く
と
も
あ
る
程
度
は
保
た
れ
て
い
る
。
だ
が
、
ナ
レ
ー

シ
ョ
ン
が
存
在
す
る
場
合
に
較
べ
れ
ば
、
ず
れ

0

0

は
さ
ほ
ど
目
立
た
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
見
せ
る
」
こ
と
に

徹
す
る
一
方
で
、
そ
の
「
見
せ
る
」
と
い
う
映
画
的
営
為
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
ロ
メ
ー
ル
が
不
可
視
の
領
域
に
至
ろ
う
と
し
て
い
た
こ

と
を
思
い
出
す
べ
き
だ
ろ
う
。
ひ
た
す
ら
「
見
せ
る
」
だ
け
の
映
画
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
観
客
に
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
誘
発
し
か
ね
な
い

が
、
そ
れ
が
不
可
視
の
領
域
ま
で
引
き
寄
せ
る
こ
と
で
、
観
客
の
想
像
力
が
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
る
。「
あ
る
批
評
家
へ
の
手
紙
」
の

末
尾
で
、
自
分
の
独
創
性
は
「
描
写
力

0

0

0

の
表
現
」
に
あ
る
と
、
ま
さ
に
「
見
せ
る
」
こ
と
に
こ
だ
わ
る
映
画
監
督
な
ら
で
は
の
言
葉
を
記

し
た
の
ち
に
、
彼
は
、「
映
画
館
の
集
団
的
な
意
識
よ
り
も
、
各
人
に
特
有
の
感
受
性
に（

（（
（

」
自
分
の
映
画
の
展
開
を
ゆ
だ
ね
た
い
と
述
べ

て
い
る
の
だ
。
い
ま
や
問
題
と
な
る
の
は
、
作
中
人
物
の
主
観
で
は
な
く
、
観
客
の
主
観
な
の
で
あ
る
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
映
画
か
ら

「
見
せ
る
」
映
画
へ
の
移
行
は
、
作
中
人
物
の
主
観
と
客
観
の
ず
れ

0

0

か
ら
、
観
客
の
主
観
が
映
画
の
客
観
に
対
し
て
生
じ
さ
せ
る
ず
れ

0

0

へ

の
移
行
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
こ
そ
、
ロ
メ
ー
ル
の
映
画
の
秘
密
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て

は
、『
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
の
生
き
方
』
以
降
の
作
品
に
つ
い
て
触
れ
つ
つ
、
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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（
（
（ 

ロ
メ
ー
ル
は
一
九
五
二
年
に
セ
ギ
ュ
ー
ル
夫
人
の
童
話
を
原
作
と
し
て
『
ち
っ
ち
ゃ
な
淑
女
た
ち
』
と
い
う
長
篇
を
撮
り
あ
げ
て
い
る
が
、
編
集
の
最

終
段
階
で
資
金
が
途
絶
え
、
未
完
成
と
な
り
、
そ
の
後
ネ
ガ
・
フ
ィ
ル
ム
は
失
わ
れ
た
。

（
（
（ 
も
う
ひ
と
り
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
リ
ヴ
ェ
ッ
ト
も
、
長
篇
第
一
作
『
パ
リ
は
わ
れ
ら
の
も
の
』
を
な
か
な
か
完
成
に
導
け
ず
に
苦
労
す
る
の
だ
が
、
リ

ヴ
ェ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
別
に
機
会
に
論
じ
た
い
。

（
（
（ Éric R

ohm
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er, dossier « N
otes de travail divers » (R

H
M

 （（（.（（), cité par 

A
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