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I have analyzed Rome Adventure, a 1962 popular film, from the

perspectives of its conservatism, the choice of Rome as its background, its

representation of sorcery, and the slight emergence of Jewishness in it.

The filmʼs basic view, derived from Irving Finemanʼs 1933 novel

Lovers Must Learn, holds that women are essentially different from men

and their role is to anchor man and make him a responsible creator of

society. This essentialism seems to be a result of a resonance between the

conservatism of the Great Depression in which the novel was written and

the conservatism of the post-World War II era in which the film was shot.

The conservative stance of the movie is shown in its approval of its

heroineʼs refusal to have premarital sex, her pursuit of marriage, her

continual sideways posture on a scooter backseat, and her alacrity in letting

her lover order meals and drinks for her.

In this film, the main background where the story unfolds itself has

been changed to Rome from Paris in which the original novel was set.

There are presumably two reasons for this change. One possible reason is

the success of two earlier films that incorporated the sightseeing of Rome

as an important element : Roman Holiday（1953）and Three Coins in the

Fountain（1954）．Rome Adventure surpasses these two works as a

sightseeing film of the city. Another possible reason is the appropriateness

of Rome as a city of what the picture regards as degeneration, namely an

excessive freedom of love, rather than the Paris of the 1950s, which was

often represented as a city of cultural refinement and vanguard

movements. The filmʼs heroine, a young unmarried American who goes to

Italy in order to know what love is in a place where she thinks it is best
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known, encounters in Rome some Americans who have been completely or

partly imbued with its degeneracy as well as a Latin lover who is its

representative, but succeeds in coming back to America unscathed.

In the film, a female character steeped in the degeneracy of Rome

fascinates and makes a fool of the hero, a young American student. This

woman has acquired the character of the sorceress more conspicuously

than her original in the novel. Interestingly, this sorceress in the film is

ubiquitous in the form of a liquor bottle of Strega, which means “sorceress”

in Italian.

Another interesting phenomenon noticeable in this film is the modest

manifestation of Jewishness both in its picture and music. This film features

a candlestick similar to those used in a synagogue to symbolize integrity,

shows a rare pentagram remindful of a hexagram in connection with a

Christian church, and incongruously inserts Solomonʼs judgment into an

explanation of mural statues representing the life of Jesus. The film also

incongruously plays Jewish klezmer in a scene that should be particularly

Italian. This emergence of Jewishness might herald its full appearance that

would occur in a few years starting with such films as The Graduate

（1967）in American cinema, which had traditionally been developed mostly

by the Jewish people.
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﹃
恋
愛
専
科
﹄
と
︿
ロ
ー
マ
﹀

︱
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性
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︑
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︑
ユ
ダ
ヤ
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︱
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は
じ
め
に

映
画
﹃
恋
愛
専
科
﹄
は
︑
原
題
を
R
o
m
e
A
d
v
en
tu
re
と
い
う
︒
劇
場
公
開
は
一
九
六
二
年
で
あ
る
︒

こ
の
映
画
の
タ
イ
ト
ル
は
︑
原
題
も
邦
題
も
︑
と
も
に
内
容
を
良
く
要
約
し
て
い
る
︒
映
画
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
︑
若
い
ア
メ
リ
カ

女
性
︵
二
一
歳
︶
が
︑
も
っ
ぱ
ら
イ
タ
リ
ア
の
都
市
ロ
ー
マ
で
︑
女
性
に
と
っ
て
恋
愛
と
は
何
で
あ
る
の
か
を
身
を
も
っ
て
学
ん
で

ゆ
く
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
︒

こ
れ
は
公
開
当
時
は
好
評
だ
っ
た
が
︑
今
で
は
半
ば
忘
れ
ら
れ
た
映
画
で
あ
る
か
ら
︑
ひ
と
ま
ず
︑
あ
ら
す
じ
を
︑
な
ぞ
っ
て
お

こ
う
︒
ア
メ
リ
カ
の
女
子
大
学
の
図
書
館
に
つ
と
め
る
プ
ル
ー
デ
ン
ス
︵
P
ru
d
e
n
c
e︶
と
い
う
若
い
未
婚
の
女
性
が
︑
学
生
に
︑
閲

覧
禁
止
の
恋
愛
小
説
L
o
v
ers
M
u
st
L
ea
rn
を
読
ま
せ
た
た
め
に
︑
解
雇
さ
れ
そ
う
に
な
る
︒
プ
ル
ー
デ
ン
ス
は
︑
そ
れ
を
機
会
に
︑

自
ら
︑
恋
愛
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
を
体
験
す
る
た
め
に
︑
イ
タ
リ
ア
へ
行
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
︒

プ
ル
ー
デ
ン
ス
は
︑
ロ
ー
マ
の
ペ
ン
シ
オ
ー
ネ
︵
個
人
経
営
の
下
宿
︶
で
︑
同
宿
の
ア
メ
リ
カ
人
学
生
ド
ン
︵
D
o
n
︶
と
出
会
い
︑
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恋
に
落
ち
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
ド
ン
は
︑
プ
ル
ー
デ
ン
ス
と
出
会
う
以
前
に
別
の
年
上
の
女
性
と
恋
愛
関
係
に
あ
っ
て
︑
プ
ル
ー
デ
ン

ス
と
出
会
っ
た
と
き
は
︑
こ
の
リ
ー
ダ
︵
L
y
d
a︶
と
い
う
女
性
に
逃
げ
ら
れ
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
︒
ド
ン
は
︑
純
真
な
プ
ル
ー
デ
ン
ス

に
惹
か
れ
な
が
ら
も
︑
リ
ー
ダ
の
魅
力
も
忘
れ
が
た
く
︑
身
勝
手
に
ふ
る
ま
う
リ
ー
ダ
に
最
後
ま
で
振
り
回
さ
れ
つ
づ
け
る
︒

プ
ル
ー
デ
ン
ス
は
︑
ド
ン
と
ふ
た
り
で
イ
タ
リ
ア
周
遊
を
楽
し
ん
だ
あ
と
で
︑
姿
を
現
し
た
リ
ー
ダ
と
ド
ン
の
親
し
げ
な
様
子
を

目
撃
し
︑
ド
ン
が
自
分
よ
り
も
リ
ー
ダ
を
好
ん
で
い
る
の
だ
と
誤
解
し
て
自
信
を
失
い
︑
自
分
に
女
の
魅
力
が
あ
る
の
か
ど
う
か
試

し
て
み
よ
う
と
す
る
︒
試
し
て
み
た
相
手
の
年
配
の
イ
タ
リ
ア
人
男
性
ロ
ベ
ル
ト
︵
R
o
b
e
rto︶
は
︑
プ
ル
ー
デ
ン
ス
は
リ
ー
ダ
と

は
異
な
り
︑
ひ
と
り
の
男
だ
け
を
愛
す
る
タ
イ
プ
の
女
性
な
の
だ
か
ら
自
分
ら
し
く
生
き
る
よ
う
に
︑
と
諭
し
て
く
れ
る
︒
し
か
し

そ
の
と
き
︑
ド
ン
は
︑
危
機
か
ら
救
っ
て
欲
し
い
と
い
う
電
報
を
送
っ
て
き
た
リ
ー
ダ
を
救
い
に
行
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
プ
ル
ー

デ
ン
ス
は
失
恋
し
た
の
だ
と
思
い
︑
船
で
ア
メ
リ
カ
に
帰
る
︒
一
方
︑
ド
ン
は
︑
危
機
的
状
況
に
あ
る
と
い
う
リ
ー
ダ
が
︑
じ
つ
は

ド
ン
を
新
し
い
夫
か
ら
別
れ
る
手
段
に
使
お
う
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
知
り
︑
リ
ー
ダ
と
別
れ
る
決
断
を
し
て
飛
行
機
で

ア
メ
リ
カ
に
戻
り
︑
波
止
場
で
プ
ル
ー
デ
ン
ス
を
迎
え
結
婚
を
申
し
込
む
︒

こ
の
映
画
で
は
︑
プ
ル
ー
デ
ン
ス
を
演
じ
た
女
優
ス
ザ
ン
ヌ
・
プ
レ
シ
ェ
ッ
ト
︵
S
u
z
a
n
n
e
P
le
sh
e
tte
,
1
9
3
7︱
2
0
0
8︶
が
︑
演
技
を

超
え
た
︑
恋
す
る
女
の
魅
力
を
発
散
し
て
い
る
︵
翌
年
に
は
こ
の
映
画
の
ド
ン
役
の
ト
ロ
イ
・
ド
ナ
ヒ
ュ
ー

T
ro
y
D
o
n
a
h
u
e

︵
1
9
3
6︱
2
0
0
1︶
と
結
婚
す
る
の
も
宜
な
る
か
な
︶
︒
リ
ー
ダ
役
の
ア
ン
ジ
ー
・
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
︵
A
n
g
ie
D
ic
k
in
so
n
,
1
9
3
1︱

︶
も
︑
作
中

で
﹁
冷
感
症
の
ブ
リ
ジ
ッ
ト
F
rig
id
B
rid
g
e
t﹂
と
い
う
あ
だ
名
を
つ
け
ら
れ
た
と
は
思
え
な
い
︑
セ
ク
シ
ー
な
悪
女
を
演
じ
て
見

事
で
あ
る
︒
加
え
て
︑
オ
ー
ル
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
撮
影
さ
れ
た
ロ
ー
マ
と
イ
タ
リ
ア
の
風
景
が
︑
実
際
以
上
に
美
し
く
画
面
に
映
し

出
さ
れ
る
︒
主
題
歌
﹁
ア
ル
・
デ
ィ
・
ラ
A
l
d
i
la﹂
の
使
い
方
も
鮮
や
か
で
︑
映
画
の
お
か
げ
で
︑
こ
の
イ
タ
リ
ア
の
流
行
歌
は
︑
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イ
タ
リ
ア
国
内
の
ヒ
ッ
ト
曲
か
ら
︑
一
躍
︑
世
界
の
ヒ
ッ
ト
曲
と
な
り
︑
つ
い
に
は
︑
一
九
七
〇
年
代
～
八
〇
年
代
に
︑
日
本
の
高

等
学
校
の
音
楽
教
科
書
の
歌
唱
曲
と
し
て
二
社
六
種
類
に
収
録
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
︵
1
︶

︒

し
か
し
︑
わ
た
く
し
が
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
の
は
︑
直
接
に
は
映
画
の
こ
れ
ら
の
魅
力
で
は
な
く
︑
つ
ぎ
の
四
点
で
あ
る
︒
第
一

に
︑
こ
の
映
画
の
保
守
性
︑
第
二
に
︑
映
画
が
ロ
ー
マ
を
舞
台
に
選
ん
だ
理
由
︑
第
三
に
魔
女
性
の
扱
い
︑
第
四
に
︑
ユ
ダ
ヤ
性
の

微
妙
な
浮
上
で
あ
る
︒

一

保
守
性

映
画
﹃
恋
愛
専
科
﹄
の
根
底
を
な
す
思
想
は
︑
き
わ
め
て
保
守
的
で
あ
る
︒
そ
の
思
想
は
︑
や
や
意
外
な
こ
と
に
︑
一
見
ラ
テ
ン

ラ
バ
ー
︵
＝
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
で
情
熱
的
で
セ
ッ
ク
ス
の
達
人
︶
の
典
型
で
あ
る
か
の
よ
う
に
登
場
す
る
イ
タ
リ
ア
男
︑
ロ
ベ
ル
ト
に

よ
っ
て
述
べ
ら
れ
る
︒
ロ
ベ
ル
ト
は
︑
失
恋
し
た
と
思
い
込
ん
で
奔
放
な
生
き
方
を
し
て
み
よ
う
と
す
る
プ
ル
ー
デ
ン
ス
を
︑
つ
ぎ

の
よ
う
に
諭
す
︒

あ
な
た
は
自
由
を
求
め
て
イ
タ
リ
ア
へ
来
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
か
︒
と
こ
ろ
が
︑
今
は
︑
自
由
へ
の
犠
牲
が
大
き
す
ぎ
る
と

思
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
︒
私
は
︑
女
た
ち
が
大
分
前
に
男
た
ち
と
同
じ
自
由
を
求
め
た
と
き
に
大
き
な
考
え
違
い
を
し
た
の

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
は
間
違
い
だ
っ
た
の
で
す
よ
︒
女
が
自
由
に
な
る
の
は
︑
女
と
し
て
の
役
割
を
自
由
に
果
た
す
と

い
う
こ
と
な
の
で
す
︵
T
o
b
e
fre
e
a
s
a
w
o
m
a
n
c
a
n
b
e
fre
e
to
fu
n
c
tio
n
a
s
a
w
o
m
a
n
︶
︒
違
い
が
あ
る
の
で
す
よ
︒
女
は
︑
精

映画『恋愛専科』と〈ローマ〉5



神
も
役
割
も
男
と
は
違
い
ま
す
︒
あ
な
た
の
本
︹
＝
L
o
v
ers
M
u
st
L
ea
rn
︺
に
は
︑
恋
人
た
ち
に
は
学
ぶ
べ
き
こ
と
が
あ
る
︑

と
書
い
て
あ
っ
た
で
し
ょ
う
︒
大
き
な
教
訓
は
︑
こ
う
い
う
こ
と
で
す
よ
︒
人
生
で
女
が
果
た
す
べ
き
最
も
重
要
な
役
割
は
︑

男
に
碇
を
下
ろ
さ
せ
る
こ
と
︑
生
ま
れ
つ
き
野
性
的
で
自
由
な
狩
人
で
あ
る
男
を
︑
責
任
あ
る
文
明
化
し
た
創
造
者
︑
人
間
社

会
の
作
り
手
に
変
え
る
こ
と
で
す
︒
男
は
そ
う
い
う
創
造
者
に
も
成
れ
る
の
で
す
︵
2
︶

︵
W
o
m
a
n
’s
m
o
st
im
p
o
rta
n
t
fu
n
c
tio
n
in

life
is
to
a
n
c
h
o
r
m
a
n
,th
e
w
ild
fre
e
h
u
n
te
rs
th
e
y
n
a
tu
ra
lly
a
re
,in
to
re
sp
o
n
sib
le
,c
iv
iliz
e
d
c
re
a
to
rs
o
f
h
u
m
a
n
so
c
ie
ty
th
e
y

c
a
n
b
e︶
︒︹
D
a
v
is,
1
9
6
2︺

プ
ル
ー
デ
ン
ス
は
こ
の
説
諭
に
納
得
す
る
の
だ
が
︑
こ
れ
は
要
す
る
に
︑
女
は
結
婚
し
て
男
に
家
庭
を
作
ら
せ
る
の
が
そ
の
役
目

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
映
画
の
ス
ト
ー
リ
ー
も
そ
れ
に
沿
い
︑
プ
ル
ー
デ
ン
ス
と
そ
の
恋
し
た
男
と
の
結
婚
を
祝
福
し
て
終
わ
る
︒

こ
の
女
主
人
公
は
︑
映
画
の
冒
頭
で
は
︑﹁
恋
愛
と
は
何
か
を
一
番
よ
く
知
っ
て
い
る
場
所
﹂
だ
と
見
な
し
た
イ
タ
リ
ア
へ
︑﹁
す
べ

て
の
人
間
が
生
ま
れ
つ
き
持
っ
て
い
る
欲
求
﹂
で
あ
る
恋
愛
と
は
何
か
を
学
修
す
る
た
め
に
︑
意
気
揚
々
と
単
身
で
出
か
け
て
ゆ
く

︹
D
a
v
is,
1
9
6
2︺︒
し
か
し
︑
そ
の
結
果
と
し
て
学
修
し
た
の
は
︑
女
は
ひ
と
り
の
男
だ
け
を
愛
し
て
結
婚
す
る
べ
き
だ
と
い
う
︑
ま

こ
と
に
保
守
的
な
女
性
観
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

少
な
か
ら
ず
驚
い
て
も
よ
い
こ
と
だ
が
︑
根
本
思
想
が
保
守
的
で
あ
る
点
は
︑
じ
つ
は
こ
の
映
画
が
立
脚
し
た
小
説

L
o
v
ers

M
u
st
L
ea
rn
の
場
合
も
同
様
な
の
で
あ
る
︒
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
︵
Irv
in
g
F
in
e
m
a
n
,
1
8
9
3︱
1
9
7
6︶
が
一
九
三
二
年

に
出
版
し
た
こ
の
小
説
は
︑
映
画
の
冒
頭
で
︑
大
人
向
き
す
ぎ
る
し
︑
わ
い
せ
つ
な
箇
所
も
あ
る
︑
と
の
理
由
か
ら
︑
プ
ル
ー
デ
ン

ス
の
勤
め
て
い
た
学
校
図
書
館
で
閲
覧
禁
止
に
さ
れ
て
い
た
当
の
小
説
で
あ
る
︒
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映
画
﹃
恋
愛
専
科
﹄
は
︑
閲
覧
禁
止
の
小
説
L
o
v
ers
M
u
st
L
ea
rn
を
プ
ル
ー
デ
ン
ス
が
学
生
に
貸
し
与
え
た
事
件
を
き
っ
か
け

と
し
て
ス
ト
ー
リ
ー
が
始
ま
る
だ
け
で
な
く
︑
プ
ル
ー
デ
ン
ス
自
身
が
小
説
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
似
た
体
験
を
す
る
組
み
立
て
に
な
っ

て
い
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
映
画
は
タ
イ
ト
ル
バ
ッ
ク
で
︑
こ
の
小
説
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
を
ク
レ
ジ
ッ
ト
す
る
の
で
あ
る
︒
小
説

L
o
v
ers
M
u
st
L
ea
rn
は
︑
世
界
大
恐
慌
が
始
ま
っ
て
ま
も
な
い
一
九
三
〇
年
代
初
頭
の
パ
リ
を
舞
台
に
︑
映
画
の
女
主
人
公
プ
ル

ー
デ
ン
ス
に
似
た
ア
メ
リ
カ
娘
ス
ー
ザ
ン
︵
S
u
sa
n
︶
と
︑
映
画
の
主
人
公
ド
ン
に
似
た
同
名
の
ア
メ
リ
カ
男
と
の
あ
い
だ
の
恋
愛

を
中
心
に
話
が
展
開
す
る
︒

一
見
し
た
と
こ
ろ
︑
恋
愛
に
つ
い
て
︑
小
説
L
o
v
ers
M
u
st
L
ea
rn
と
映
画
﹃
恋
愛
専
科
﹄
と
は
正
反
対
の
取
り
上
げ
方
を
し
て

い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
︒
映
画
の
女
主
人
公
は
︑
主
人
公
と
恋
愛
関
係
に
な
っ
た
の
ち
も
︑
と
り
わ
け
︑
ふ
た
り
で
一
緒
に
数
泊

の
イ
タ
リ
ア
旅
行
を
す
る
際
に
も
︑
主
人
公
に
自
分
と
セ
ッ
ク
ス
を
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
︒
あ
く
ま
で
結
婚
ま
で
処
女
を
守
り
通

そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
と
は
対
照
的
に
︑
小
説
の
女
主
人
公
は
︑
主
人
公
を
好
き
に
な
る
と
︑
す
ぐ
に
主
人
公
に
セ
ッ
ク
ス

を
す
る
こ
と
を
許
し
︑
恋
人
と
の
セ
ッ
ク
ス
を
喜
び
︑
や
が
て
妊
娠
す
る
︒
そ
し
て
小
説
の
女
主
人
公
は
︑
自
分
と
肉
体
関
係
に
あ

り
妊
娠
も
さ
せ
た
主
人
公
が
︑
自
分
と
結
婚
し
て
く
れ
そ
う
に
な
い
こ
と
に
悩
む
の
で
あ
る
︒
こ
の
小
説
で
は
︑
パ
リ
で
働
く
女
主

人
公
の
周
囲
で
も
︑
既
婚
・
未
婚
を
問
わ
ず
自
由
な
性
関
係
が
展
開
し
︑
性
の
解
放
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
そ
う
い
う
環
境
の
な
か
で

あ
る
か
ら
︑
女
主
人
公
自
身
も
︑
頭
で
は
︑
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
る
︒

誰
も
が
知
っ
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
の
世
界
に
は
何
一
つ
永
続
す
る
も
の
は
な
い
し
︑
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
な
か
で
︑
恋
愛
が
一
番

移
ろ
い
や
す
い
も
の
だ
︒
結
婚
の
申
し
込
み
を
し
て
く
れ
る
の
は
嬉
し
い
こ
と
だ
け
れ
ど
も
︑
な
ぜ
私
が
そ
れ
を
し
て
も
ら
う

映画『恋愛専科』と〈ローマ〉7



必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
今﹅

時﹅

の﹅

時﹅

代﹅

に﹅

︑
結﹅

婚﹅

に﹅

何﹅

の﹅

意﹅

味﹅

が﹅

あ﹅

る﹅

か﹅

し﹅

ら﹅

︒︹
F
in
e
m
a
n
,
1
9
3
2
:1
5
3
.
傍
点
は
筆
者
︺

し
か
し
︑
小
説
L
o
v
ers
M
u
st
L
ea
rn
に
一
見
し
た
と
こ
ろ
見
ら
れ
る
︑
性
の
と
ら
え
方
に
関
す
る
こ
の
先
進
性
は
︑
小
説
の
根

本
思
想
に
よ
っ
て
完
全
に
否
定
さ
れ
る
︒
映
画
の
な
か
で
イ
タ
リ
ア
男
ロ
ベ
ル
ト
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
女
性
観
は
︑
小
説
の
な
か

で
は
︑
ほ
ぼ
最
後
に
︑
女
主
人
公
自
身
に
よ
っ
て
︑
身
を
も
っ
て
得
た
自
覚
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
︒

ス
ー
ザ
ン
は
︑
今
こ
の
時
代
に
︑
女
た
ち
が
反
逆
し
︑
女
に
と
っ
て
の
自
由
の
自
然
な
限
界
を
無
視
し
て
︑
男
の
よ
う
に
な
ろ

う
と
す
る
無
謀
な
企
て
の
な
か
で
道
に
迷
っ
て
い
る
こ
と
も
分
か
っ
た
︒
男
と
は
︑
自
然
の
な
か
の
落
ち
着
く
こ
と
の
な
い
移

動
す
る
力
だ
が
︑
そ
れ
を
︑
愛
に
根
を
張
る
女
が
こ
れ
ま
で
安
定
さ
せ
て
き
た
の
だ
︒
ど
れ
ほ
ど
解
放
さ
れ
て
も
︑
女
に
と
っ

て
は
︑
近
寄
っ
て
く
る
一
人
ひ
と
り
の
男
が
潜
在
的
な
連
れ
添
い
相
手
だ
け
れ
ど
も
︑
男
に
と
っ
て
は
︑
一
人
ひ
と
り
の
女
が

そ
う
で
あ
る
わ
け
で
も
な
い
し
︑
二
人
の
女
の
あ
い
だ
で
気
持
ち
が
裂
か
れ
て
し
ま
う
こ
と
だ
っ
て
あ
る
︒
女
は
︑
恋
し
て
し

ま
う
と
︑
何
よ
り
︑
深
く
心
が
乱
れ
る
け
れ
ど
も
︑
男
に
は
︑
そ
ん
な
感
情
は
全
然
起
こ
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
う
い

う
感
情
こ
そ
が
女
に
と
っ
て
は
す
べ
て
だ
か
ら
︑
男
が
な
ぜ
別
の
知
ら
な
い
女
た
ち
の
と
こ
ろ
へ
喜
ん
で
行
く
の
か
絶
対
に
ほ

ん
と
う
に
は
理
解
で
き
な
い
︒
女
に
と
っ
て
は
︑
恋
し
て
し
ま
う
と
︑
恋
心
だ
け
あ
れ
ば
︑
他
の
何
が
う
ま
く
行
か
な
く
て
も
︑

埋
め
合
わ
せ
に
な
る
︒
あ
ら
ゆ
る
伝
統
的
抑
制
か
ら
女
が
自
由
だ
と
宣
言
し
て
も
︑
女
は
女
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
︒

要
す
る
に
︑
女
と
し
て
な
ら
自
由
に
な
れ
る
︑
と
い
う
こ
と
な
の
だ
︒
こ
の
こ
と
を
今
女
た
ち
は
学
び
つ
つ
あ
る
の
だ
し
︑
す

で
に
そ
れ
を
学
ん
だ
の
だ
︵
L
e
t
w
o
m
e
n
p
ro
c
la
im

th
e
m
se
lv
e
s
fre
e
o
f
e
v
e
ry
tra
d
itio
n
a
l
re
stra
in
t,
w
o
m
e
n
th
e
y
w
o
u
ld
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re
m
a
in
.

F
re
e
w
o
m
en
th
e
y
m
ig
h
t
b
e
.

T
h
is
th
e
y
w
e
re
le
a
rn
in
g
;th
is
th
e
y
h
a
d
le
a
rn
e
d
.︶
︒︹
F
in
e
m
a
n
,
1
9
3
2
:2
9
2︺

こ
れ
は
︑
い
わ
ゆ
る
女
性
性
は
そ
の
本
質
に
根
ざ
す
も
の
だ
と
す
る
本
質
主
義
の
典
型
的
な
言
明
で
あ
る
︒
時
代
的
に
見
れ
ば
︑

女
性
解
放
運
動
が
一
旦
高
揚
し
た
の
ち
に
︑
世
界
が
大
恐
慌
の
不
況
の
な
か
で
保
守
化
し
て
ゆ
く
な
か
で
︑
著
者
を
含
む
男
性
側
か

ら
提
示
さ
れ
た
女
性
解
放
運
動
批
判
の
一
環
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
小
説
の
な
か
の
こ
の
言
明
を
︑
映
画
﹃
恋
愛
専
科
﹄
の
ス
ト

ー
リ
ー
に
即
し
て
見
る
な
ら
︑
そ
も
そ
も
︑
女
子
大
の
図
書
館
で
禁
書
扱
い
に
す
る
べ
き
ど
こ
ろ
か
︑
推
薦
図
書
に
す
る
べ
き
だ
っ

た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
︒

映
画
﹃
恋
愛
専
科
﹄
は
︑
女
性
へ
の
見
方
が
小
説
L
o
v
ers
M
u
st
L
ea
rn
の
こ
の
保
守
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
︑﹁
よ
い
子
﹂

で
あ
る
女
主
人
公
に
︑
映
像
の
面
で
も
発
言
の
面
で
も
︑
保
守
的
規
範
に
沿
わ
せ
て
ゆ
く
︵
女
主
人
公
は
︑
イ
タ
リ
ア
男
ロ
ベ
ル
ト
に
︑

﹁
あ
な
た
は
︑
い
わ
ゆ
る

“g
o
o
d
g
irl”
な
の
か
﹂
と
問
わ
れ
︑﹁
“g
o
o
d
g
irl”
そ
の
も
の
な
の
よ
﹂︑
と
答
え
る
︶︹
D
a
v
is,
1
9
6
2︺︶
︒
ち
な
み

に
︑
映
画
の
女
主
人
公
は
﹁
プ
ル
ー
デ
ン
ス
﹂
と
い
う
名
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
も
そ
も
﹁
プ
ル
ー
デ
ン
ス
﹂
は
︑
普
通
名
詞

と
し
て
﹁
慎
重
﹂
と
い
う
保
守
的
価
値
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
︒

映
像
の
面
で
︑
女
主
人
公
プ
ル
ー
デ
ン
ス
の
振
る
舞
い
方
に
つ
い
て
特
徴
的
な
の
は
︑
ス
ク
ー
タ
ー
の
後
部
座
席
へ
の
横
座
り
で

あ
る
︒﹃
恋
愛
専
科
﹄︵
一
九
六
二
︶
は
︑
そ
れ
よ
り
お
よ
そ
十
年
前
に
ロ
ー
マ
を
舞
台
と
し
て
成
功
し
た
映
画
﹃
ロ
ー
マ
の
休
日

R
o
m
a
n
H
o
lid
a
y﹄︹
W
y
le
r,
1
9
5
3︺
を
当
然
意
識
し
な
が
ら
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒﹃
ロ
ー
マ
の
休
日
﹄
が
観
光
映
画
の

側
面
に
つ
い
て
は
ロ
ー
マ
だ
け
を
対
象
に
し
て
い
た
の
に
対
し
て
︑﹃
恋
愛
専
科
﹄
は
そ
の
範
囲
を
拡
大
し
︑
ロ
ー
マ
近
く
の
海
岸

か
ら
︑
中
部
・
北
部
イ
タ
リ
ア
の
風
光
明
媚
な
観
光
地
を
め
ぐ
る
か
た
ち
に
し
て
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
じ
つ
に
興
味
深
い
こ
と
に
︑

映画『恋愛専科』と〈ローマ〉9



観
光
に
利
用
す
る
乗
り
物
へ
の
乗
り
方
が
︑
こ
れ
ら
二
つ
の
作
品
で
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
︒
主
人
公
と
女
主
人
公
が
観
光
に
利

用
す
る
乗
り
物
は
︑
ど
ち
ら
の
作
品
で
も
︑﹁
ヴ
ェ
ス
パ
﹂
と
い
う
名
の
イ
タ
リ
ア
製
ス
ク
ー
タ
ー
で
あ
る
︒

﹃
恋
愛
専
科
﹄
の
女
主
人
公
は
終
始
ヴ
ェ
ス
パ
の
後
部
座
席
に
横
座
り
し
た
ま
ま
で
あ
る
︒
そ
の
体
勢
は
︑
ロ
ー
マ
の
街
中
を
走

る
と
き
だ
け
で
な
く
︑
北
イ
タ
リ
ア
の
長
距
離
ツ
ー
リ
ン
グ
で
も
維
持
さ
れ
る
︒
二
輪
車
両
の
後
部
座
席
に
乗
る
際
の
女
性
の
横
座

り
は
︑
男
性
に
主
導
権
を
委
ね
る
姿
勢
と
い
う
意
味
で
も
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
ス
カ
ー
ト
を
J
く
女
性
が
馬
に
乗
る
際
に
横
座
り
を
し

て
い
た
伝
統
を
引
く
と
い
う
意
味
で
も
︑
保
守
的
姿
勢
で
あ
る
︒﹃
恋
愛
専
科
﹄
の
女
主
人
公
の
横
座
り
に
は
︑
映
画
制
作
側
の
保

守
的
態
度
が
明
瞭
に
表
に
出
て
い
る
と
見
な
せ
る
︒
そ
れ
と
は
対
照
的
に
︑
映
画
﹃
ロ
ー
マ
の
休
日
﹄︹
W
y
le
r,
1
9
5
3︺
で
は
︑
女

主
人
公
の
王
女
は
︑
ロ
ー
マ
観
光
の
当
初
こ
そ
︑
主
人
公
の
操
縦
す
る
ヴ
ェ
ス
パ
の
後
部
座
席
に
横
座
り
で
乗
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
︑

途
中
か
ら
︑
前
部
座
席
に
移
っ
て
操
縦
の
主
導
権
を
奪
う
︒
そ
の
と
き
︑
王
女
は
︑
横
座
り
で
な
く
︑
正
面
を
向
い
て
座
席
に
座
る

の
で
あ
る
︒﹃
ロ
ー
マ
の
休
日
﹄
は
︑
女
性
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
進
歩
性
を
垣
間
見
せ
る
映
画
だ
が
︑
そ
れ
と
ス
ク
ー
タ
ー

﹁
ヴ
ェ
ス
パ
﹂
へ
の
乗
り
方
に
は
関
連
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
︒﹃
恋
愛
専
科
﹄
は
﹃
ロ
ー
マ
の
休
日
﹄
よ
り
も
十
年
近
く
の
ち
に
作
ら

れ
た
映
画
だ
が
︑
ヴ
ェ
ス
パ
へ
の
女
主
人
公
の
乗
り
方
を
見
る
と
︑
時
代
の
奇
妙
な
後
退
感
が
感
じ
ら
れ
る
︒

﹃
恋
愛
専
科
﹄
の
女
主
人
公
の
横
座
り
に
見
ら
れ
る
保
守
性
は
︑
同
年
に
公
開
さ
れ
た
﹃
突
然
炎
の
ご
と
く
Ju
les
et
Jim
﹄︵
一
九

六
二
︶︹
T
ru
ff
a
u
t,
1
9
6
2︺
と
比
べ
て
も
明
瞭
に
見
て
取
れ
る
︒
女
性
の
描
き
方
に
つ
い
て
進
歩
的
な
こ
の
ト
リ
ュ
フ
ォ
ー
監
督
作

で
は
︑
自
転
車
に
一
人
で
ま
た
が
る
女
主
人
公
が
︑
同
様
に
そ
れ
ぞ
れ
の
自
転
車
に
ま
た
が
る
二
人
の
男
た
ち
の
前
を
疾
走
す
る
場

面
の
開
放
感
が
︑
第
一
次
世
界
大
戦
前
後
に
生
き
た
こ
の
女
性
の
存
在
の
開
放
感
と
奔
放
さ
と
を
視
覚
的
に
見
せ
て
印
象
的
で
あ
る
︒

﹃
恋
愛
専
科
﹄
の
女
主
人
公
の
保
守
的
な
描
き
方
は
︑
食
事
の
注
文
の
仕
方
に
つ
い
て
も
明
瞭
に
示
さ
れ
る
︒
地
下
の
レ
ス
ト
ラ

10



ン
で
プ
ル
ー
デ
ン
ス
が
主
人
公
の
ド
ン
と
初
め
て
夕
食
を
共
に
す
る
場
面
は
︑
女
主
人
公
が
主
人
公
を
本
格
的
に
恋
し
始
め
る
重
要

な
場
面
で
あ
る
︒
こ
の
と
き
︑
女
主
人
公
は
︑﹁
お
な
か
が
ぺ
こ
ぺ
こ
だ
わ
︒
わ
た
し
の
料
理
も
注
文
し
て
ね
﹂︑
と
す
っ
か
り
男
に

主
導
権
を
委
ね
て
し
ま
い
︑﹁
ワ
イ
ン
な
ん
か
飲
ん
だ
ら
︑
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
か
分
か
ら
な
い
わ
﹂
な
ど
と
言
い
つ
つ
︑
ワ
イ
ン

も
男
の
意
志
ど
お
り
に
注
文
さ
せ
る
の
で
あ
る
︹
D
a
v
is,
1
9
6
2︺︒
こ
の
場
面
に
至
る
と
︑
女
主
人
公
に
は
︑
自
分
の
意
志
で
図
書

館
の
司
書
の
仕
事
を
や
め
た
自
立
性
は
す
っ
か
り
影
を
潜
め
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
し
か
も
︑
映
像
の
扱
い
に
も
台
詞
に
も
女
主
人
公

の
変
化
を
批
判
や
揶
揄
す
る
気
配
は
ま
っ
た
く
な
い
の
で
あ
る
︒

こ
の
映
画
が
公
開
さ
れ
た
一
九
六
〇
年
代
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
は
︑
同
年
代
後
半
の
変
動
を
目
前
に
し
な
が
ら
︑
第
二
次
世
界
大
戦

後
の
保
守
化
の
最
終
段
階
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
大
衆
音
楽
の
領
域
で
は
︑
一
九
五
〇
年
代
半
ば
頃
か
ら
保
守
層
の

顰
蹙
を
買
っ
て
い
た
ロ
ッ
ク
ン
ロ
ー
ル
の
ス
タ
ー
た
ち
が
相
次
い
で
し
ば
ら
く
活
動
を
休
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
た
︒

一
九
五
八
年
に
は
︑
エ
ル
ヴ
ィ
ス
・
プ
レ
ス
リ
ー
︵
E
lv
is
P
re
sle
y
,
1
9
3
5︱
1
9
7
7︶
が
徴
兵
さ
れ
て
二
年
間
の
軍
隊
生
活
を
さ
せ
ら
れ

︹
C
la
rk
,
1
0
1
8︺︑
以
後
︑
少
な
く
と
も
し
ば
ら
く
は
毒
気
が
抜
け
て
し
ま
っ
た
︒
同
年
か
ら
︑
ジ
ェ
リ
ー
・
リ
ー
・
ル
ー
イ
ス

︵
Je
rry
L
e
e
L
e
w
is,1
9
3
5︱

︶
も
︑
未
成
年
者
と
の
重
婚
を
機
に
十
年
間
ば
か
り
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
か
ら
排
斥
さ
れ
た
︹
C
la
rk
,7
4
8︺︒

一
九
五
九
年
に
は
︑
チ
ャ
ッ
ク
・
ベ
リ
ー
︵
C
h
u
c
k
B
e
rry
,
1
9
2
6︱

︶
が
未
成
年
者
に
州
境
を
超
え
さ
せ
た
罪
で
逮
捕
さ
れ
︑
そ
の

後
一
九
六
二
年
か
ら
三
年
間
︑
禁
固
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
︹
C
la
rk
,
1
0
4︺︒
こ
の
よ
う
な
現
象
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
︑
一
九

六
二
年
最
大
の
ヒ
ッ
ト
曲
は
︑﹁
白
い
渚
の
ブ
ル
ー
ス
S
tra
n
g
e
r
o
n
th
e
S
h
o
re﹂
と
い
う
伝
統
的
で
イ
ー
ジ
ー
リ
ス
ニ
ン
グ
な
バ

ラ
ー
ド
曲
だ
っ
た
︒
映
画
﹃
恋
愛
専
科
﹄
も
︑
そ
う
い
う
保
守
的
な
社
会
環
境
の
な
か
で
︑
大
恐
慌
時
代
に
書
か
れ
た
保
守
的
な

L
o
v
ers
M
u
st
L
ea
rn
と
共
鳴
し
合
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

映画『恋愛専科』と〈ローマ〉11



二

ロ
ー
マ
を
選
ん
だ
理
由

映
画
﹃
恋
愛
専
科
﹄
は
︑
ロ
ー
マ
を
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
主
要
な
舞
台
と
す
る
映
画
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
映
画
が
土
台
に
し
た

L
o
v
ers
M
u
st
L
ea
rn
は
パ
リ
を
主
要
な
舞
台
と
す
る
小
説
だ
っ
た
︒
映
画
は
︑
な
ぜ
舞
台
を
パ
リ
か
ら
ロ
ー
マ
に
変
更
し
た
の
だ

ろ
う
か
︒

し
か
も
︑
こ
の
映
画
の
制
作
関
係
者
た
ち
に
ロ
ー
マ
へ
の
深
い
愛
着
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
︒
な
る
ほ
ど
︑
映
画
は

女
主
人
公
に
ロ
ー
マ
を
一
日
軽
く
観
光
さ
せ
た
あ
と
で
︑﹁
わ
た
し
は
ロ
ー
マ
を
愛
し
始
め
て
い
た
﹂
と
い
わ
せ
る
︹
D
a
v
is,
1
9
6
2︺︒

し
か
し
︑
そ
の
一
方
で
︑
こ
の
映
画
は
︑
イ
タ
リ
ア
人
ロ
ベ
ル
ト
に
︑
ロ
ー
マ
到
着
直
後
の
女
主
人
公
と
も
う
ひ
と
り
の
ア
メ
リ
カ

人
男
性
︵
ア
ル
バ
ー
ト
︶
と
を
自
動
車
で
宿
ま
で
連
れ
て
行
く
途
上
で
ロ
ー
マ
の
重
要
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
紹
介
さ
せ
る
が
︑
そ
の

ひ
と
つ
﹃
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
オ
・
エ
マ
ヌ
エ
ー
レ
二
世
国
立
記
念
堂
﹄
を
﹁
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
オ
・
エ
マ
ヌ
エ
ー
レ
三﹅

世﹅

﹂
の
記
念
堂
と
誤
っ

て
伝
え
︑
間
違
い
を
そ
の
ま
ま
放
置
す
る
の
で
あ
る
︹
D
a
v
is,
1
9
6
2︺︒
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
オ
・
エ
マ
ヌ
エ
ー
レ
二
世
︵
V
itto
rio
E
m
a
-

n
u
le
II,
1
8
2
0︱
1
8
7
8︶
の
孫
で
あ
る
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
オ
・
エ
マ
ヌ
エ
ー
レ
三
世
︵
V
itto
rio
E
m
a
n
u
e
le
III,
1
8
2
0︱
1
8
7
8︶
は
︑
第
二
次
世

界
大
戦
後
︑
イ
タ
リ
ア
が
国
民
投
票
に
よ
っ
て
王
政
を
廃
し
て
共
和
制
に
な
っ
た
際
に
国
外
追
放
と
な
っ
て
エ
ジ
プ
ト
に
亡
命
し
︑

墓
も
イ
タ
リ
ア
に
は
な
く
︑
エ
ジ
プ
ト
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
あ
る
︒﹃
恋
愛
専
科
﹄
は
︑
台
本
を
書
き
誤
っ
た
の
か
︑
そ
れ
と

も
イ
タ
リ
ア
人
俳
優
の
ロ
ッ
サ
ー
ノ
・
ブ
ラ
ッ
ツ
ィ
︵
R
o
ssa
n
o
B
ra
z
z
i,
1
9
1
6︱
1
9
9
4︶
が
台
詞
を
言
い
間
違
え
た
の
か
分
か
ら
な
い

が
︑
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
で
き
あ
が
っ
た
映
画
で
は
︑
ロ
ー
マ
の
近
代
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
は
一
番
重
要
な
こ
の
国
立
記
念
堂
が
誤
称
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さ
れ
た
ま
ま
放
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
映
画
の
関
係
者
の
ロ
ー
マ
に
関
す
る
認
識
は
︑
こ
の
誤
称
に
気
づ
か
な
い
か
︑
も
し
く

は
そ
れ
を
放
置
し
て
も
構
わ
な
い
と
考
え
る
程
度
の
も
の
な
の
で
あ
る
︒

映
画
﹃
恋
愛
専
科
﹄
が
舞
台
を
パ
リ
か
ら
ロ
ー
マ
に
変
更
し
た
理
由
は
︑
外
的
な
も
の
と
内
的
な
も
の
の
ふ
た
つ
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

ロ
ー
マ
を
選
ん
だ
外
的
な
理
由
は
︑
こ
の
映
画
に
先
立
っ
て
ロ
ー
マ
を
舞
台
に
し
て
成
功
し
た
ふ
た
つ
の
ア
メ
リ
カ
映
画
の
成
功

だ
ろ
う
︒
ひ
と
つ
は
﹃
ロ
ー
マ
の
休
日
﹄︵
一
九
五
三
︶
︑
も
う
ひ
と
つ
は
﹃
愛
の
泉

T
h
ree
C
o
in
s
in
th
e
F
o
u
n
ta
in
﹄︹
S
ie
g
e
l;

N
e
g
u
le
sc
o
,
1
9
5
4︺
で
あ
る
︒﹃
ロ
ー
マ
の
休
日
﹄
が
成
功
し
た
特
徴
の
ひ
と
つ
が
︑
ロ
ー
マ
の
主
要
な
観
光
名
所
め
ぐ
り
に
あ
っ

た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
︒﹃
愛
の
泉
﹄
も
ま
た
︑
ロ
ー
マ
の
全
景
や
︑
映
画
の
主
題
に
関
わ
る
ト
レ
ヴ
ィ
の
泉
を
は
じ
め

と
す
る
ロ
ー
マ
の
さ
ま
ざ
ま
な
噴
水
や
︑
近
郊
の
テ
ィ
ヴ
ォ
リ
の
噴
水
を
見
せ
た
り
︑
水
都
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
や
︑
主
人
公
の
ふ
る
さ

と
の
山
間
の
美
し
い
村
を
見
せ
た
り
す
る
な
ど
︑
観
光
映
画
の
側
面
を
備
え
て
い
た
︒
す
べ
て
の
ア
メ
リ
カ
人
に
ロ
ー
マ
観
光
や
イ

タ
リ
ア
観
光
が
可
能
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
し
︑
現
在
よ
り
も
そ
れ
が
困
難
だ
っ
た
一
九
五
〇
年
代
～
六
〇
年
代
に
︑
観
光
性
の
す

ぐ
れ
た
映
画
を
つ
く
る
こ
と
は
商
業
的
方
略
と
し
て
賢
明
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

﹃
恋
愛
専
科
﹄
は
︑
ロ
ー
マ
観
光
映
画
・
イ
タ
リ
ア
観
光
映
画
と
し
て
は
︑
先
行
の
二
作
を
凌
駕
し
て
い
る
︒
ロ
ー
マ
の
な
か
の

観
光
地
の
紹
介
に
限
っ
て
い
え
ば
︑﹃
ロ
ー
マ
の
休
日
﹄
は
︑
噴
水
の
紹
介
を
中
心
に
し
た
﹃
愛
の
泉
﹄
よ
り
も
多
面
を
見
せ
る
点

で
勝
っ
て
い
る
が
︑﹃
恋
愛
専
科
﹄
も
多
面
を
見
せ
る
点
で
﹃
ロ
ー
マ
の
休
日
﹄
に
迫
る
︒
し
か
も
﹃
ロ
ー
マ
の
休
日
﹄
が
白
黒
映

像
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑﹃
恋
愛
専
科
﹄
は
カ
ラ
ー
映
像
で
あ
る
か
ら
︑
観
光
映
画
と
し
て
は
勝
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
愛
の
泉
﹄
は

カ
ラ
ー
映
像
に
よ
っ
て
︑
ロ
ー
マ
の
近
郊
︑
美
し
い
田
舎
︑
美
し
い
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
見
せ
る
が
︑﹃
恋
愛
専
科
﹄
は
︑
ロ
ー
マ
以

外
の
イ
タ
リ
ア
の
名
勝
地
を
見
せ
る
点
で
︑
そ
れ
を
質
量
両
面
で
は
る
か
に
超
え
て
い
る
︒
ワ
ー
ナ
ー
・
ヴ
ィ
デ
オ
社
も
︑
こ
の
映
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画
が
﹁
ロ
ー
マ
の
信
じ
が
た
い
ほ
ど
の
芸
術
と
建
築
を
魅
力
的
に
写
し
取
っ
て
い
る
﹂
こ
と
と
︑﹁
イ
タ
リ
ア
ア
ル
プ
ス
︑
ヴ
ェ
ロ

ー
ナ
︑
ピ
サ
︑
マ
ッ
ッ
ジ
ョ
ー
レ
湖
や
さ
ら
に
多
く
の
息
を
の
む
よ
う
に
美
し
い
風
景
﹂
を
見
せ
る
こ
と
を
︑
重
要
な
セ
ー
ル
ポ
イ

ン
ト
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︹
D
a
v
is,
1
9
6
2
:ジ
ャ
ケ
ッ
ト
︺︒

﹃
恋
愛
専
科
﹄
に
は
︑
逆
に
︑
パ
リ
を
舞
台
に
し
な
か
っ
た
理
由
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
一
九
五
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
映
画
が
描
き
出

し
た
パ
リ
は
︑
洗
練
さ
れ
た
文
化
と
前
衛
的
な
思
想
の
目
立
つ
都
市
で
あ
っ
て
︑
典
型
的
な
作
品
は
︑﹃
パ
リ
の
恋
人

F
u
n
n
y

F
a
ce﹄︹
E
v
a
n
s
;D
o
n
e
n
,
1
9
5
7︺
だ
ろ
う
︒
そ
の
点
で
は
︑﹃
恋
愛
専
科
﹄
の
時
代
の
パ
リ
は
︑
小
説
L
o
v
ers
M
u
st
L
ea
rn
が
主

題
と
し
た
よ
う
な
︑︵
こ
の
小
説
の
思
想
に
し
た
が
え
ば
︶
行
き
過
ぎ
た
自
由
恋
愛
を
特
徴
と
す
る
一
九
三
〇
年
代
の
パ
リ
で
は
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

映
画
﹃
恋
愛
専
科
﹄
に
と
っ
て
︑
本
質
的
に
純
真
な
女
主
人
公
が
女
に
と
っ
て
の
恋
と
は
何
か
を
学
ぶ
場
所
は
︑
行
き
過
ぎ
た
自

由
恋
愛
︑
つ
ま
り
は
堕
落
し
た
恋
愛
が
横
行
し
て
い
る
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
の
選
択
が
ロ
ー
マ

で
あ
っ
た
ろ
う
︒

こ
の
映
画
に
は
︑﹁
恋
愛
と
は
何
か
を
一
番
よ
く
知
っ
て
い
る
場
所
﹂
で
あ
る
ロ
ー
マ
の
毒
と
の
関
連
で
︑
三
種
類
の
ア
メ
リ
カ

人
が
描
き
出
さ
れ
る
︒
一
方
の
極
に
は
︑
毒
に
浸
り
き
っ
た
ア
メ
リ
カ
人
女
性
画
家
の
リ
ー
ダ
と
︑
女
主
人
公
を
雇
う
ア
メ
リ
カ
人

書
店
主
デ
イ
ジ
ー
︵
D
a
isy
︶
が
い
る
︒
も
う
一
方
の
極
に
は
︑
純
粋
で
︑
毒
に
か
す
か
に
触
れ
る
だ
け
の
女
主
人
公
プ
ル
ー
デ
ン

ス
が
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
極
の
中
間
に
位
置
す
る
の
が
︑
主
人
公
の
ア
メ
リ
カ
人
大
学
院
生
ド
ン
で
あ
る
︒

毒
の
あ
た
っ
て
い
る
程
度
は
︑
こ
れ
ら
の
ア
メ
リ
カ
人
の
ロ
ー
マ
へ
の
滞
在
期
間
に
お
お
む
ね
比
例
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
最

も
明
瞭
に
ロ
ー
マ
に
長
く
住
ん
で
い
る
の
が
︑
女
主
人
公
を
雇
う
女
書
店
主
で
あ
る
︒
こ
の
女
性
は
︑
元
は
教
師
だ
が
︑
本
質
的
に

14



野
蛮
な
生
徒
た
ち
を
好
ま
ず
︑
休
暇
で
イ
タ
リ
ア
旅
行
に
来
た
と
こ
ろ
︑
美
男
の
イ
タ
リ
ア
男
が
自
分
の
尻
を
つ
ま
む
の
が
気
に
入

り
︑
学
校
は
辞
め
︑
貯
金
を
全
部
下
ろ
し
て
︑
ロ
ー
マ
の
ナ
ヴ
ォ
ー
ナ
広
場
に
英
語
の
本
を
置
く
店
を
出
し
た
と
い
う
︒
毎
夏
の
休

暇
に
は
︑
海
辺
で
ゆ
き
ず
り
の
恋
を
繰
り
返
し
て
い
る
︒
こ
の
役
柄
は
︑
本
質
的
な
性
格
の
点
で
も
︑﹁
イ
タ
リ
ア
型
恋
愛
﹂
と
こ

の
映
画
が
見
な
す
も
の
と
一
体
化
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
︒
映
画
の
な
か
の
女
性
画
家
リ
ー
ダ
は
︑
ロ
ー
マ
へ
の
滞
在
期
間
を
明
示

さ
れ
な
い
が
︑
大
学
院
生
ド
ン
よ
り
も
す
で
に
長
く
ロ
ー
マ
に
滞
在
し
て
い
た
様
子
で
あ
る
︒
こ
の
女
性
は
︑
年
下
の
ド
ン
に
よ
る

熱
愛
を
軽
く
あ
し
ら
い
惑
わ
せ
つ
つ
︑
自
分
の
魅
力
に
よ
っ
て
熟
年
の
大
金
持
ち
と
結
婚
し
︑
そ
れ
が
う
っ
と
う
し
く
な
る
と
︑
ド

ン
と
の
不
倫
を
見
せ
て
離
婚
し
よ
う
と
す
る
︒
リ
ー
ダ
は
︑
男
を
も
て
あ
そ
ぶ
魔
女
型
の
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ま
た
︑

﹁
イ
タ
リ
ア
型
恋
愛
﹂
の
毒
を
本
質
的
に
備
え
た
女
性
で
あ
る
︒
主
人
公
の
大
学
院
生
ド
ン
は
︑
映
画
で
は
ロ
ー
マ
滞
在
が
一
年
を

超
え
る
と
さ
れ
︑
リ
ー
ダ
に
よ
る
﹁
イ
タ
リ
ア
型
恋
愛
﹂
の
毒
が
か
な
り
体
内
に
回
っ
て
い
る
︒
ド
ン
は
︑
こ
の
毒
と
プ
ル
ー
デ
ン

ス
の
純
真
と
の
︑
ど
ち
ら
を
取
る
か
で
迷
う
の
で
あ
る
︒

小
説
L
o
v
ers
M
u
st
L
ea
rn
に
は
登
場
せ
ず
︑
映
画
の
創
造
し
た
イ
タ
リ
ア
男
ロ
ベ
ル
ト
は
︑
本
来
は
﹁
イ
タ
リ
ア
型
恋
愛
﹂
す

な
わ
ち
ロ
ー
マ
の
毒
を
体
現
す
る
存
在
で
あ
る
︒
こ
の
イ
タ
リ
ア
男
は
︑
映
画
の
冒
頭
で
は
︑
プ
ル
ー
デ
ン
ス
に
出
会
っ
た
直
後
か

ら
し
ば
ら
く
は
︑
ま
こ
と
に
言
葉
巧
み
に
恋
を
仕
掛
け
る
︒
そ
れ
は
︑
い
う
ま
で
も
な
く
︑
プ
ル
ー
デ
ン
ス
自
身
が
求
め
た
結
婚
に

直
結
す
る
恋
愛
で
は
な
く
︑
女
書
店
主
デ
イ
ジ
ー
の
恋
愛
と
釣
り
合
う
タ
イ
プ
の
恋
愛
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
ラ
テ
ン
ラ
バ
ー
は
︑

プ
ル
ー
デ
ン
ス
が
自
分
に
恋
を
し
な
い
こ
と
を
確
信
す
る
と
︑
別
の
用
事
で
画
面
か
ら
し
ば
ら
く
去
り
︑
ふ
た
た
び
現
れ
た
と
き
に

は
︑
プ
ル
ー
デ
ン
ス
に
婦
徳
を
説
く
説
教
家
に
変
貌
し
て
し
ま
う
︒
そ
の
意
味
で
は
︑
こ
れ
は
毒
の
薄
い
ラ
テ
ン
ラ
バ
ー
で
あ
る
︒
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三

﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
﹂
と
魔
女

映
画
﹃
恋
愛
専
科
﹄
は
︑
対
立
す
る
ふ
た
つ
の
も
の
に
象
徴
的
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
︒
ひ
と
つ
は
酒
の
﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
S
tre
-

g
a﹂︑
も
う
ひ
と
つ
が
三僥

の
ろ
う
そ
く
立
て
で
あ
る
︒

リ
キ
ュ
ー
ル
の
一
種
で
あ
る
﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
﹂
は
︑
映
画
の
な
か
で
は
魔
女
的
存
在
の
女
性
画
家
リ
ー
ダ
を
代
理
し
て
︑
魔
女
性

を
象
徴
す
る
存
在
で
あ
る
︒﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
﹂
は
イ
タ
リ
ア
語
の
一
般
名
詞
と
し
て
﹁
魔
女
﹂
を
表
す
が
︑
こ
の
酒
は
︑
瓶
の
ラ
ベ

ル
に
魔
女
の
絵
を
描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
を
さ
ら
に
明
瞭
に
伝
え
て
い
る
︒
生
産
地
の
町
ベ
ネ
ヴ
ェ
ン
ト
に
は
古
来
︑

世
界
中
の
魔
女
た
ち
が
集
ま
る
場
所
と
の
伝
説
が
あ
っ
て
︑
酒
の
名
は
そ
れ
に
因
ん
だ
の
だ
そ
う
で
あ
る
︵
3
︶

︒

﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
﹂
は
︑﹃
恋
愛
専
科
﹄
の
主
人
公
の
ド
ン
が
愛
飲
す
る
酒
で
あ
り
︑﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
﹂
の
名
が
﹁
魔
女
so
rc
e
re
ss﹂

を
意
味
す
る
こ
と
を
︑
自
ら
︑
女
主
人
公
と
︑︵
重
要
な
こ
と
だ
が
︶
観
客
と
に
告
げ
る
︒
ド
ン
は
︑
こ
の
酒
を
飲
む
と
﹁
世
界
が
黄

金
色
に
な
る
﹂
と
い
う
︹
D
a
v
is,
1
9
6
2︺︒

ド
ン
が
﹁
黄
金
色
﹂
の
気
分
に
な
る
と
い
う
﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
﹂
は
︑
薬
草
成
分
を
ふ
く
ん
で
独
特
の
味
わ
い
の
す
る
︑
黄
金
色
の

幾
分
甘
い
︑
ア
ル
コ
ー
ル
度
の
強
い
酒
で
あ
る
︒﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
﹂
は
十
九
世
紀
の
一
八
六
〇
年
か
ら
製
造
さ
れ
て
い
る
︵
4
︶

︒
近
頃
は
︑

イ
タ
リ
ア
現
地
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
も
︑
食
後
酒
は
グ
ラ
ッ
パ
や
ア
マ
ー
ロ
が
中
心
で
︑﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
﹂
は
置
い
て
い
な
い
場
合
が

多
い
よ
う
だ
が
︑
こ
の
酒
が
か
つ
て
よ
く
飲
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
︑﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
賞
﹂
と
い
う
イ
タ
リ
ア
で
も
っ
と
も
価
値
あ
る

文
学
賞
が
こ
の
会
社
の
資
金
で
設
け
ら
れ
た
賞
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
︒
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﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
﹂
は
食
後
酒
に
分
類
さ
れ
る
が
︑
ド
ン
が
昼
間
︑
こ
れ
だ
け
を
単
独
で
飲
ん
で
い
る
よ
う
に
︑
か
な
ら
ず
し
も
︑

食
後
に
飲
む
と
は
か
ぎ
ら
な
い
︒
ち
な
み
に
︑
映
画
で
は
ふ
れ
ら
れ
な
い
が
︑
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
重
要
な
︑
筆
者
の
個
人
的

体
験
に
基
づ
く
情
報
を
付
加
す
る
な
ら
︑﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
﹂
に
は
習
慣
性
が
あ
る
よ
う
で
︑
繰
り
返
し
飲
み
た
く
な
る
︒﹁
ス
ト
レ
ー

ガ
﹂
は
︑
ア
メ
リ
カ
で
も
一
時
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
酒
ら
し
く
︑
古
典
的
な
名
画
﹃
恋
愛
手
帳
K
itty
F
o
y
le﹄︵
一
九
四
〇
︶
で

は
女
主
人
公
の
恋
人
の
ひ
と
り
が
こ
の
酒
の
愛
飲
者
で
あ
り
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
︑
き
ま
っ
て
こ
の
酒
を
注
文
し
︑

﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
は
一
度
で
も
ふ
た
り
で
一
緒
に
飲
む
と
︑
別
々
に
飲
む
こ
と
は
な
く
な
る
も
の
だ
﹂︑
と
い
う
︹
H
e
m
p
sto
n
&

E
d
-

in
g
to
n
;W
o
o
d
,
1
9
4
0︺︒

映
画
﹃
恋
愛
専
科
﹄
の
な
か
の
女
性
画
家
リ
ー
ダ
は
︑
小
説
L
o
v
ers
M
u
st
L
ea
rn
の
な
か
に
登
場
し
て
い
た
同
名
の
登
場
人
物

の
性
格
を
か
な
り
大
き
く
変
更
し
︑
魔
女
性
を
増
大
さ
せ
て
い
る
︒
小
説
の
な
か
の
リ
ー
ダ
は
︑
主
人
公
ド
ン
の
目
に
は
︑
才
能
豊

か
な
画
家
で
︑﹁
世
界
一
自
立
し
て
い
る
女
﹂︹
F
in
e
m
a
n
,
1
9
3
2
:1
8
8︺
で
あ
り
︑﹁
冒
険
心
に
富
み
︑
興
奮
さ
せ
︑
何
を
す
る
か
予

測
の
つ
か
な
い
﹂
人
物
で
︑
主
人
公
ド
ン
の
﹁
精
神
を
何
か
し
ら
興
奮
さ
せ
︑
関
係
の
不
安
定
感
に
よ
っ
て
刺
激
﹂
し
︑﹁
狂
っ
た

よ
う
な
欲
望
の
虜
﹂
に
し
た
︹
F
in
e
m
a
n
,
1
9
3
2
:1
9
1︺︒
こ
の
登
場
人
物
も
︑
ド
ン
と
の
関
係
で
い
え
ば
魔
女
性
を
持
っ
て
は
い
る

が
︑
本
質
的
に
は
︑
知
的
で
才
能
豊
か
で
︑
男
と
の
結
婚
生
活
を
必
要
と
し
な
い
自
立
し
た
女
性
の
よ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
映
画

の
な
か
で
は
︑
こ
の
役
柄
は
︑
芸
術
の
才
能
︑
予
測
不
能
性
︑
不
安
定
感
は
そ
の
ま
ま
な
が
ら
︑
複
数
の
男
た
ち
を
性
的
魅
力
で
翻

弄
す
る
︑
身
勝
手
で
計
算
高
い
女
に
変
貌
し
て
い
る
︒
そ
の
点
で
本
質
的
に
魔
女
性
を
増
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
映
画
の
な

か
の
魔
女
リ
ー
ダ
も
︑
小
説
と
は
仕
方
が
異
な
る
が
︑
や
は
り
主
人
公
ド
ン
を
虜
に
し
て
い
る
︒
そ
し
て
映
画
で
は
︑
興
味
深
い
こ

と
に
︑
リ
ー
ダ
の
魔
女
性
に
よ
っ
て
虜
に
な
っ
て
い
る
状
態
が
リ
キ
ュ
ー
ル
﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
﹂
の
存
在
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
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る
︒映

画
﹃
恋
愛
専
科
﹄
の
な
か
で
初
め
て
﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
﹂
が
登
場
す
る
の
は
︑
ナ
ヴ
ォ
ー
ナ
広
場
の
カ
フ
ェ
で
あ
る
︒
こ
の
カ

フ
ェ
で
︑
主
人
公
ド
ン
は
︑﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
﹂
を
ボ
ト
ル
で
注
文
し
て
飲
ん
で
い
る
︒
カ
フ
ェ
の
ウ
ェ
イ
タ
ー
が
︑
ド
ン
に
︑﹁
い
つ

も
一
緒
に
来
て
い
た
美
人
は
ど
う
し
た
の
か
﹂︑
と
リ
ー
ダ
の
こ
と
を
尋
ね
る
と
︑
ド
ン
は
︑﹁
彼
女
は
ス
イ
ス
へ
行
っ
た
ん
だ
︒

︵
オ
ペ
ラ
の
歌
詞
に
も
言
う
よ
う
に
︶
女
は
移
り
気
な
の
さ
﹂
と
答
え
る
︹
D
a
v
is,
1
9
6
2︺︒
ド
ン
は
︑
こ
の
と
き
︑
リ
ー
ダ
に
あ
い
か

わ
ら
ず
執
着
し
て
お
り
︑
ふ
た
り
で
以
前
は
一
緒
に
飲
ん
で
い
た
ら
し
い
﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
﹂
を
飲
み
な
が
ら
︑
心
の
傷
の
痛
み
を
感

じ
て
い
る
︒
心
理
的
に
い
え
ば
︑
自
分
を
振
っ
た
リ
ー
ダ
が
ド
ン
の
目
の
前
に
﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
﹂
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

そ
こ
へ
︑
広
場
の
書
店
で
職
を
得
た
プ
ル
ー
デ
ン
ス
が
や
っ
て
き
て
︑
ふ
た
り
は
初
め
て
話
ら
し
い
話
を
す
る
︒
愛
し
て
い
た
女

性
リ
ー
ダ
に
振
ら
れ
た
傷
心
の
ド
ン
は
︑
こ
の
と
き
の
プ
ル
ー
デ
ン
ス
の
言
葉
か
ら
︑
そ
れ
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
ロ
ー
マ
の
美
し

さ
に
気
づ
か
さ
れ
て
プ
ル
ー
デ
ン
ス
に
関
心
を
も
つ
︒
ド
ン
は
︑
プ
ル
ー
デ
ン
ス
の
就
職
祝
い
と
い
う
理
由
を
つ
く
っ
て
︑
プ
ル
ー

デ
ン
ス
を
ロ
ー
マ
近
郊
の
ア
ル
バ
ー
ノ
湖
を
見
晴
ら
す
カ
フ
ェ
に
誘
い
︑
そ
の
後
︑
夕
食
に
も
誘
う
︒
プ
ル
ー
デ
ン
ス
は
︑
じ
つ
は

ペ
ン
シ
オ
ー
ネ
で
最
初
に
会
っ
た
と
き
か
ら
ド
ン
に
惹
か
れ
て
い
た
ら
し
い
の
だ
が
︑
こ
の
夕
食
の
段
階
で
ド
ン
を
恋
す
る
よ
う
に

な
る
︒
興
味
深
い
こ
と
だ
が
︑
ロ
ー
マ
近
郊
の
カ
フ
ェ
で
ふ
た
り
が
飲
ん
で
い
る
の
も
︑
レ
ス
ト
ラ
ン
の
食
事
の
あ
と
で
ふ
た
り
が

飲
ん
で
い
る
の
も
︑﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
﹂
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
ド
ン
に
と
っ
て
︑﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
﹂
に
象
徴
さ
れ
る
リ
ー
ダ
と
︑
新
た
に

興
味
を
持
っ
た
女
性
プ
ル
ー
デ
ン
ス
の
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
︑
と
い
う
問
題
を
視
覚
的
に
見
せ
て
い
る
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
︒

﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
﹂
は
︑
そ
の
後
も
︑
重
要
な
ふ
た
つ
の
場
面
で
︑
ド
ン
と
プ
ル
ー
デ
ン
ス
の
前
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
ひ
と

つ
は
︑
北
イ
タ
リ
ア
を
ヴ
ェ
ス
パ
で
旅
す
る
ふ
た
り
が
︑
雨
に
降
ら
れ
︑
雨
宿
り
を
す
る
湖
畔
の
カ
フ
ェ
の
テ
ー
ブ
ル
上
の
﹁
ス
ト
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レ
ー
ガ
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
と
き
︑
ふ
た
り
は
︑
窓
ガ
ラ
ス
の
複
数
の
雨
の
し
ず
く
の
動
き
方
を
見
な
が
ら
︑
そ
れ
を
恋
を
め
ぐ
る
男

女
の
行
動
に
重
ね
合
わ
せ
る
が
︑
こ
の
と
き
プ
ル
ー
デ
ン
ス
は
重
要
な
問
い
を
ド
ン
に
投
げ
か
け
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
ね
え
︑
教
え
て
︒

ほ
と
ん
ど
の
男
た
ち
は
あ
ん
な
ぐ
あ
い
な
の
︒
ち
い
さ
な
ふ
た
つ
の
し
ず
く
を
︑
つ
ぎ
つ
ぎ
に
追
い
か
け
る
あ
の
大
き
な
し
ず
く
の

よ
う
な
の
﹂︹
D
a
v
is,
1
9
6
2︺︑
と
い
う
問
い
で
あ
る
︒
こ
の
問
い
は
︑
ド
ン
に
潜
在
し
て
い
る
問
題
を
鋭
く
突
い
て
い
る
︒
ド
ン
は

す
で
に
し
ば
ら
く
プ
ル
ー
デ
ン
ス
と
デ
ー
ト
を
繰
り
返
し
て
き
た
の
だ
が
︑
リ
ー
ダ
と
プ
ル
ー
デ
ン
ス
の
ど
ち
ら
を
選
ぶ
の
か
と
い

う
問
題
は
あ
い
か
わ
ら
ず
消
え
て
い
な
い
︒
こ
の
場
面
で
も
︑
リ
ー
ダ
は
リ
キ
ュ
ー
ル
﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
﹂
と
し
て
現
前
し
て
い
る
の

で
あ
る
︒

リ
キ
ュ
ー
ル
の
﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
﹂
が
最
後
に
登
場
す
る
の
は
︑
リ
ー
ダ
が
ス
イ
ス
で
見
つ
け
た
大
金
持
ち
の
愛
人
か
ら
逃
げ
出
し

て
き
た
直
後
で
あ
る
︒
リ
ー
ダ
は
︑
大
金
持
ち
が
見
張
り
に
つ
け
た
私
立
探
偵
に
︑
ド
ン
と
の
恋
仲
を
見
せ
つ
け
て
︑
年
配
の
愛
人

か
ら
逃
げ
よ
う
と
す
る
︒
そ
の
行
動
と
の
関
連
で
︑
リ
ー
ダ
は
自
宅
に
︑
ド
ン
と
プ
ル
ー
デ
ン
ス
と
︑
も
う
ひ
と
り
の
男
性
ア
ル
バ

ー
ト
を
招
く
︒
プ
ル
ー
デ
ン
ス
は
︑
こ
の
場
で
︑
性
的
魅
力
と
男
性
経
験
の
豊
か
な
リ
ー
ダ
に
よ
っ
て
︑
過
去
の
ド
ン
と
の
恋
仲
を

見
せ
つ
け
ら
れ
︑
完
全
に
圧
倒
さ
れ
て
︑
ド
ン
は
自
分
よ
り
も
リ
ー
ダ
の
方
を
愛
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
込
み
︑
意
気
消
沈
す
る
︒

こ
の
リ
ー
ダ
の
自
宅
の
シ
ー
ン
で
︑
女
中
が
ド
ン
に
持
っ
て
く
る
の
が
﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
﹂
の
瓶
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
魔
女
リ
ー
ダ
の

本
拠
地
で
︑
リ
ー
ダ
が
プ
ル
ー
デ
ン
ス
に
一
時
的
に
勝
利
す
る
象
徴
と
し
て
の
﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
﹂
で
あ
る
︒

ち
な
み
に
︑
小
説
L
o
v
ers
M
u
st
L
ea
rn
で
も
︑
主
人
公
の
ド
ン
と
女
主
人
公
の
ス
ー
ザ
ン
は
何
度
も
一
緒
に
リ
キ
ュ
ー
ル
を
飲

む
の
だ
が
︑
そ
の
リ
キ
ュ
ー
ル
は
﹁
ペ
ル
ノ
ー
P
e
rn
o
t﹂︑
す
な
わ
ち
︑
代
表
的
な
ア
ブ
サ
ン
で
あ
る
︒
小
説
の
ふ
た
り
が
︑
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
︵
C
h
a
rle
s
B
a
u
d
e
la
ire
,
1
8
2
1︱
1
8
6
7︶
︑
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
︵
P
a
u
l
V
e
rla
in
e
,
1
8
4
4︱
1
8
9
6︶
︑
ラ
ン
ボ
ー
︵
A
rth
u
r
R
im
b
a
u
d
,

映画『恋愛専科』と〈ローマ〉19



1
8
5
4︱
1
8
9
1︶
︑
ピ
カ
ソ
︵
P
a
b
lo
P
ic
a
sso
,
1
8
8
1︱
1
9
7
3︶
︑
サ
テ
ィ
︵
E
ric
S
a
tie
,
1
8
6
6︱
1
9
2
5︶
な
ど
パ
リ
の
文
人
や
芸
術
家
に
愛
飲
さ

れ
た
こ
の
酒
を
飲
む
の
は
︑
映
画
の
﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
﹂
と
は
意
味
が
ま
っ
た
く
異
な
り
︑
善
悪
両
方
の
意
味
を
こ
め
て
﹁
自
由
﹂
を

表
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
小
説
が
背
景
と
し
た
時
代
に
︑
ふ
た
り
の
母
国
ア
メ
リ
カ
で
は
禁
酒
法
が
施
行
さ
れ
て
い
た
が
︵
一
九

二
〇
～
一
九
三
三
︶
︑
ア
ブ
サ
ン
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
そ
れ
以
前
に
上
院
が
︑﹁
ツ
ジ
ョ
ン
を
ふ
く
む
す
べ
て
の
酒
﹂
を
禁
止
し
て

い
た
︹
B
a
k
e
r,
2
0
0
1
:1
4
4︺︒﹁
ツ
ジ
ョ
ン
﹂
は
ア
ブ
サ
ン
の
重
要
成
分
で
あ
る
︒
小
説
の
主
人
公
た
ち
は
︑
母
国
の
親
元
か
ら
遠

く
離
れ
た
パ
リ
で
︑
恋
愛
の
自
由
を
ふ
く
め
て
禁
断
の
自
由
を
味
わ
っ
て
い
た
が
︑
ア
ブ
サ
ン
は
そ
の
禁
断
の
自
由
を
象
徴
す
る
酒

だ
っ
た
ろ
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
映
画
﹃
恋
愛
専
科
﹄
の
な
か
で
は
︑
魔
女
性
を
象
徴
す
る
﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
﹂
と
対
抗
関
係
に
な
る
も
う
ひ
と
つ
の
物

が
使
わ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
が
︑
三僥
の
ろ
う
そ
く
立
て
で
あ
る
︒
こ
の
ろ
う
そ
く
立
て
は
︑
ド
ン
と
プ
ル
ー
デ
ン
ス
が
︑
初
デ
ー
ト

で
︑
ロ
ー
マ
近
郊
の
見
晴
ら
し
の
よ
い
カ
フ
ェ
で
﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
﹂
を
飲
ん
で
い
る
際
に
︑
テ
ー
ブ
ル
へ
中
東
系
ら
し
い
行
商
人
が

売
り
に
き
た
も
の
で
あ
る
︒
蠟
燭
立
て
は
素
性
の
あ
や
し
い
代
物
だ
が
︑
ド
ン
は
︑
そ
れ
を
自
分
の
﹁
誠
実
さ
in
te
g
rity
﹂
を
表

す
も
の
だ
と
言
い
な
が
ら
︑
購
入
す
る
︒

こ
の
ろ
う
そ
く
立
て
は
︑
ド
ン
が
プ
ル
ー
デ
ン
ス
を
愛
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
の
小
道
具
で
あ
る
︒
ろ
う
そ
く
立
て
は
︑

こ
の
カ
フ
ェ
の
テ
ー
ブ
ル
上
で
︑
も
う
一
人
の
愛
人
リ
ー
ダ
を
象
徴
す
る
﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
﹂
と
併
置
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
︑
ド
ン
が

そ
の
後
も
携
行
し
︑
ふ
た
り
が
夕
食
を
と
も
に
す
る
地
下
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
も
︑
そ
の
あ
と
の
ジ
ャ
ズ
・
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
で
も
︑
ふ

た
り
の
テ
ー
ブ
ル
で
﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
﹂
と
併
置
さ
れ
つ
づ
け
る
︒
そ
し
て
︑
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
で
起
き
た
乱
闘
か
ら
逃
れ
る
際
に
ド
ン

が
置
き
忘
れ
そ
う
に
な
る
と
︑
プ
ル
ー
デ
ン
ス
が
冗
談
交
じ
り
に
︑
た
し
な
め
て
ペ
ン
シ
オ
ー
ネ
ま
で
持
ち
帰
ら
せ
る
の
で
あ
る
︒
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ろ
う
そ
く
立
て
は
︑
そ
の
後
︑
ド
ン
の
部
屋
の
な
か
で
︑
愛
人
の
と
こ
ろ
か
ら
逃
げ
て
き
た
リ
ー
ダ
を
出
迎
え
る
こ
と
に
な
る
︒
こ

の
と
き
︑
ド
ン
に
と
っ
て
︑
ろ
う
そ
く
立
て
は
︑
自
分
の
と
こ
ろ
へ
戻
っ
て
き
た
リ
ー
ダ
を
採
る
か
︑
そ
れ
と
も
プ
ル
ー
デ
ン
ス
を

採
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
︑
プ
ル
ー
デ
ン
ス
へ
の
﹁
誠
実
さ
﹂
を
象
徴
す
る
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
ド
ン
は
最
終
的
に
こ
の
ろ
う
そ
く
立
て
を
︑
飛
行
機
で
帰
国
す
る
際
に
も
携
行
し
︑
映
画
の
結
末
で
は
そ
れ
を
持
っ
て

波
止
場
で
プ
ル
ー
デ
ン
ス
を
出
迎
え
て
結
婚
を
申
し
込
む
︒
こ
の
場
面
に
は
︑
当
然
な
が
ら
︑
リ
ー
ダ
を
象
徴
す
る
﹁
ス
ト
レ
ー

ガ
﹂
は
登
場
せ
ず
︑
ろ
う
そ
く
立
て
だ
け
が
姿
を
見
せ
る
︒
最
後
は
︑
ろ
う
そ
く
立
て
が
﹁
ス
ト
レ
ー
ガ
﹂
に
勝
利
す
る
の
で
あ
る
︒

興
味
深
い
こ
と
に
︑
小
説
L
o
v
ers
M
u
st
L
ea
rn
で
も
︑
ド
ン
は
︑
ろ
う
そ
く
立
て
を
露
天
商
か
ら
買
い
︑
ス
ー
ザ
ン
に
そ
れ
が

自
分
の
﹁
誠
実
さ
﹂
の
証
拠
だ
と
い
う
の
だ
が
︑
ま
も
な
く
︑
タ
ク
シ
ー
の
な
か
に
置
き
忘
れ
て
し
ま
う
︹
F
in
e
m
a
n
,
1
9
3
2
:2
8
7︺︒

し
た
が
っ
て
︑
こ
の
小
説
の
場
合
に
は
︑
主
人
公
の
女
主
人
公
に
対
す
る
﹁
誠
実
﹂
度
は
︑
映
画
ほ
ど
高
く
な
く
︑
そ
れ
に
比
例
し

て
主
人
公
の
女
主
人
公
へ
の
愛
情
も
薄
く
︑
そ
れ
ゆ
え
ま
た
︑
主
人
公
が
女
主
人
公
と
結
婚
す
る
可
能
性
も
低
く
︑
女
主
人
公
の
悩

み
も
深
か
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

四

ユ
ダ
ヤ
性

映
画
﹃
恋
愛
専
科
﹄
は
︑
ユ
ダ
ヤ
性
を
わ
ず
か
に
垣
間
見
せ
る
興
味
深
い
映
画
で
も
あ
る
︒
ユ
ダ
ヤ
性
は
︑
映
像
と
音
楽
の
両
面

に
す
こ
し
だ
け
浮
上
す
る
︒

﹃
恋
愛
専
科
﹄
の
関
係
者
で
︑
あ
き
ら
か
に
ユ
ダ
ヤ
系
な
の
は
︑
原
作
者
の
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
︑
配
給
会
社
の
ワ
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ー
ナ
ー
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
︑
音
楽
担
当
者
の
マ
ッ
ク
ス
・
ス
タ
イ
ナ
ー
︵
M
a
x
S
te
in
e
r,
1
8
8
8︱
1
9
7
1︶
︑
編
集
担
当
者
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ

ー
グ
ラ
ー
︵
W
illia
m

H
.
Z
ie
g
le
r,
1
9
0
9︱
1
9
7
7︶
︑
主
演
女
優
の
ス
ザ
ン
ヌ
・
プ
レ
シ
ェ
ッ
ト
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
は
︑
フ
ィ
ル
ム
編

集
担
当
の
ジ
ー
グ
ラ
ー
と
︑
音
楽
担
当
の
ス
タ
イ
ナ
ー
が
︑
ユ
ダ
ヤ
性
を
垣
間
見
せ
る
こ
と
に
し
た
の
だ
ろ
う
が
︑
こ
の
映
画
を
五

年
後
の
映
画
﹃
卒
業
T
h
e
G
ra
d
u
a
te﹄︹
L
e
v
in
e
&

T
u
rm
a
n
;N
ic
k
o
ls,
1
9
6
7︺
と
比
べ
て
み
る
と
︑
ユ
ダ
ヤ
性
の
わ
ず
か
な
浮

上
が
︑﹃
卒
業
﹄
以
後
の
大
き
な
傾
向
の
前
兆
の
よ
う
に
見
え
て
興
味
深
い
︒
大
き
な
傾
向
と
は
︑
む
ろ
ん
︑
も
と
も
と
ユ
ダ
ヤ
系

に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
て
き
た
ア
メ
リ
カ
映
画
が
︑﹃
卒
業
﹄
の
頃
か
ら
ユ
ダ
ヤ
性
を
明
ら
か
に
見
せ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
と
い
う

意
味
で
あ
る
︒

映
画
﹃
卒
業
﹄
は
ユ
ダ
ヤ
性
の
濃
厚
な
作
品
で
あ
る
︒
こ
の
作
品
は
︑
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
︵
Jo
se
p
h
E
.
L
e
v
in
e
,
1
9
0
5︱
1
9
8
7
;L
a
w
-

re
n
c
e
T
u
rm
a
n
,
1
9
2
6︱

︶
︑
監
督
︵
M
ik
e
N
ic
h
o
ls,
1
9
3
1︱
2
0
1
4︶
︑
三
人
の
主
役
︑
主
題
歌
を
歌
っ
た
ふ
た
り
が
い
ず
れ
も
ユ
ダ
ヤ
系

で
あ
る
︒
と
り
わ
け
︑
主
役
三
人
の
な
か
の
主
人
公
ベ
ン
︵
ダ
ス
テ
ィ
ン
・
ホ
フ
マ
ン
D
u
stin
H
o
ff
m
a
n
,
1
9
3
7︱

︶
と
ロ
ビ
ン
ソ
ン
夫

人
︵
ア
ン
・
バ
ン
ク
ロ
フ
ト
A
n
n
e
B
a
n
c
ro
ft,1
9
3
1︱
2
0
0
5︶
が
一
見
し
て
ユ
ダ
ヤ
系
と
知
れ
る
役
者
た
ち
で
あ
る
︒
キ
リ
ス
ト
教
の
結

婚
式
か
ら
花
嫁
を
奪
い
出
す
と
い
う
結
末
も
︑
非
キ
リ
ス
ト
教
性
も
し
く
は
反
キ
リ
ス
ト
教
性
を
示
し
て
い
る
︒
主
題
歌
を
歌
っ
た

二
人
組
の
サ
イ
モ
ン
と
ガ
ー
フ
ァ
ン
ク
ル
︵
S
im
o
n
&

G
a
rfu
n
k
e
l,
1
9
6
4︱
1
9
7
0︶
も
す
で
に
名
前
か
ら
し
て
ユ
ダ
ヤ
系
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
し
︑
の
ち
に
ふ
れ
る
よ
う
に
︑
使
用
し
た
楽
曲
も
ユ
ダ
ヤ
的
で
あ
る
︒

こ
の
﹃
卒
業
﹄
と
い
う
映
画
を
﹃
恋
愛
専
科
﹄
と
比
べ
て
み
て
も
よ
さ
そ
う
な
理
由
は
︑
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
を
︑
主
人
公
側
か
ら

見
た
場
合
に
は
︑
自
分
を
翻
弄
す
る
年
長
の
世
慣
れ
た
女
性
と
︑
純
真
な
若
い
娘
の
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
と
い
う
︑﹃
恋
愛
専
科
﹄
と

同
種
の
問
題
を
取
り
扱
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
画
面
に
登
場
す
る
ふ
た
り
の
年
長
の
女
優
︑
ア
ン
ジ
ー
・
デ
ィ
キ
ン
ソ
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ン
と
ア
ン
・
バ
ン
ク
ロ
フ
ト
は
︑
経
験
の
浅
い
主
人
公
を
も
て
あ
そ
ぶ
優
越
性
と
官
能
的
な
雰
囲
気
と
が
︑
か
な
り
類
似
し
て
い
る
︒

さ
て
︑﹃
恋
愛
専
科
﹄
の
ユ
ダ
ヤ
性
は
映
像
の
面
で
も
︑
わ
ず
か
な
が
ら
認
め
ら
れ
る
︒
そ
の
ひ
と
つ
は
︑
主
人
公
の
ド
ン
が
プ

ル
ー
デ
ン
ス
へ
の
﹁
誠
実
﹂
の
証
と
す
る
三僥

の
ろ
う
そ
く
立
て
で
あ
る
︒
こ
の
ろ
う
そ
く
立
て
に
つ
い
て
は
︑
そ
も
そ
も
な
ぜ
ろ

う
そ
く
立
て
が
﹁
誠
実
﹂
の
証
に
な
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
︒
そ
の
問
題
を
解
く
鍵
は
︑
ろ
う
そ
く
立
て
の
形
態
と
︑
そ
の
購

入
経
路
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒

こ
の
三僥

の
ろ
う
そ
く
立
て
は
左
右
対
称
形
で
︑
中
央
に
一
本
の
ろ
う
そ
く
立
て
が
伸
び
︑
そ
の
左
右
に
︑
湾
曲
し
た
ろ
う
そ
く

立
て
が
伸
び
上
が
っ
て
い
る
︒
そ
の
形
態
は
︑
ユ
ダ
ヤ
教
の
聖
堂
に
置
か
れ
る
左
右
対
称
の
通
常
七
脚
の
ろ
う
そ
く
立
て
を
簡
略
に

し
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
︒
さ
ら
に
︑
映
画
で
ド
ン
が
こ
の
三僥

の
蠟
燭
立
て
を
購
入
す
る
の
は
︑
中
東
出
身
ら
し
い
行
商
人
か

ら
で
あ
る
が
︑
こ
の
行
商
人
は
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
う
設
定
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒

ま
た
︑
映
画
﹃
恋
愛
専
科
﹄
の
カ
メ
ラ
は
︑
イ
タ
リ
ア
山
間
の
キ
リ
ス
ト
教
会
で
お
こ
な
わ
れ
た
結
婚
式
の
様
子
を
写
し
撮
る
の

だ
が
︑
カ
メ
ラ
は
最
後
に
教
会
の
玄
関
前
の
床
に
描
か
れ
た
五
�
星
︵
ペ
ン
タ
グ
ラ
ム
︶
を
写
す
︒
キ
リ
ス
ト
教
会
に
五
�
星
が
存

在
す
る
こ
と
は
︑
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
た
だ
単
に
稀
な
も
の
を
見
つ
け
た
か
ら
写
し
た
だ
け
な
の
か
不
明
で
あ
る
︒
五

�
星
は
︑
そ
れ
と
や
や
似
た
六
�
星
︵
ヘ
キ
サ
グ
ラ
ム
︶
︑
す
な
わ
ち
ユ
ダ
ヤ
の
星
︑
ダ
ヴ
ィ
デ
の
星
を
想
起
さ
せ
る
だ
ろ
う
︒
し
か

も
︑﹃
恋
愛
専
科
﹄
の
カ
メ
ラ
は
︑
こ
の
場
面
の
す
ぐ
前
に
︑
す
で
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
ア
カ
デ
ミ
ア
美
術
館
の
ダ
ヴ
ィ
デ
像
に
観

客
の
眼
を
注
視
さ
せ
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

同
様
の
現
象
は
︑
ド
ン
と
プ
ル
ー
デ
ン
ス
が
オ
ル
ヴ
ィ
エ
ー
ト
の
聖
堂
を
訪
れ
た
際
に
︑
ド
ン
が
聖
堂
の
外
部
に
彫
刻
さ
れ
た
図

像
を
プ
ル
ー
デ
ン
ス
に
説
明
す
る
場
面
に
も
見
ら
れ
る
︒
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
﹁
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹂
が
静
か
に
流
れ
る
な
か
で
︑
ド
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ン
は
︑
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
刑
︑
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
︑
受
胎
告
知
︑
神
殿
の
な
か
の
キ
リ
ス
ト
︑
キ
リ
ス
ト
の
エ
ル
サ
レ
ム
入
城
︑

キ
リ
ス
ト
の
洗
礼
︑
と
い
う
ふ
う
に
イ
エ
ス
の
受
難
物
語
を
説
明
し
て
ゆ
く
の
だ
が
︑
そ
こ
で
唐
突
に
ソ
ロ
モ
ン
の
裁
き
︑
を
持
ち

出
す
︒
キ
リ
ス
ト
教
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
新
解
釈
で
あ
り
︑
ユ
ダ
ヤ
教
の
聖
典
︵﹁
旧
約
聖
書
﹂︶
は
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
典
で
も
あ
る
の
だ

か
ら
︑
旧
約
聖
書
の
な
か
の
事
績
も
当
然
キ
リ
ス
ト
教
会
の
彫
像
に
は
描
き
出
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
イ
エ
ス
の
受
難

物
語
と
い
う
一
連
の
出
来
事
に
関
係
の
な
い
彫
像
を
唐
突
に
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
か
︒
こ
れ
も
違
和
感
の
あ
る
シ
ョ
ッ
ト
で
︑
そ

こ
に
も
ユ
ダ
ヤ
性
が
わ
ず
か
に
浮
上
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
︒

﹃
恋
愛
専
科
﹄
の
音
楽
に
つ
い
て
も
︑
す
こ
ぶ
る
違
和
感
を
感
じ
さ
せ
る
音
楽
が
使
わ
れ
て
い
る
場
面
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
女
主

人
公
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
港
か
ら
イ
タ
リ
ア
に
向
け
て
船
出
を
す
る
場
面
で
あ
る
︒
プ
ル
ー
デ
ン
ス
が
乗
る
船
は
︑
名
を
ク
リ
ス
ト

フ
ォ
ロ
・
コ
ロ
ン
ボ
︑
つ
ま
り
英
語
読
み
の
ラ
テ
ン
語
で
い
え
ば
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
コ
ロ
ン
ブ
ス
と
い
う
イ
タ
リ
ア
船
で
あ
る
︒

恋
愛
と
は
何
か
を
知
る
た
め
に
未
知
の
地
︑
イ
タ
リ
ア
へ
冒
険
の
旅
に
出
か
け
て
ゆ
く
ス
ト
ー
リ
ー
に
は
︑
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い

船
名
で
あ
る
︒
な
に
し
ろ
︑
こ
の
映
画
の
英
語
の
タ
イ
ト
ル
R
o
m
e
A
d
v
en
tu
re
は
﹁
ロ
ー
マ
で
の
冒
険
／
情
事
﹂
を
意
味
し
て
い

る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
奇
妙
な
の
は
︑
そ
の
船
上
で
楽
団
が
演
奏
し
て
い
る
音
楽
で
あ
る
︒
そ
の
音
楽
は
ま
っ
た
く
イ
タ
リ
ア
的

な
響
き
が
し
な
い
︒
こ
の
音
楽
は
︑
ス
ト
ー
リ
ー
が
か
な
り
進
行
し
た
の
ち
に
︑
ロ
ー
マ
の
ジ
ャ
ズ
・
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
な
ど
で
も
演

奏
さ
れ
る
の
だ
が
︑
そ
れ
も
イ
タ
リ
ア
的
響
き
が
し
な
く
て
違
和
感
が
あ
る
︒

イ
タ
リ
ア
船
の
船
上
で
演
奏
さ
れ
て
い
る
そ
の
音
楽
は
︑
じ
つ
は
ユ
ダ
ヤ
音
楽
の
ク
レ
ズ
マ
ー
︵
K
le
z
m
e
r︶
も
し
く
は
ク
レ
ッ

ツ
マ
ー
と
呼
ば
れ
る
音
楽
で
あ
る
︒
ク
レ
ズ
マ
ー
は
︑
も
と
は
東
欧
の
ユ
ダ
ヤ
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
結
婚
の
祝
い
の
際
に
演
奏
さ

れ
て
い
た
民
族
音
楽
で
︑
ア
メ
リ
カ
へ
は
ユ
ダ
ヤ
系
移
民
が
も
た
ら
し
︑
現
地
の
ジ
ャ
ズ
と
融
合
し
た
︒
一
九
七
〇
年
代
以
降
は
︑

24



ジ
ャ
ズ
と
融
合
す
る
以
前
の
も
の
を
復
興
す
る
動
き
も
盛
ん
で
あ
る
︒

日
本
で
も
長
ら
く
親
し
ま
れ
て
き
た
ク
レ
ズ
マ
ー
出
自
の
曲
に
﹁
素
敵
な
あ
な
た

B
e
i
M
ir
B
istu
S
h
e
in
;B
e
i
M
ir
B
ist
D
u

S
c
h
ö
n
﹂︵
一
九
三
二
︶
が
あ
る
︒﹁
素
敵
な
あ
な
た
﹂
は
︑
最
初
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ユ
ダ
ヤ
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
な
か
で
︑
イ

デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
た
め
に
書
か
れ
た
曲
で
あ
る
︒
だ
か
ら
原
題
は
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
で
B
e
i
M
ir
B
istu
S
h
e
in
で

あ
る
︒
こ
の
曲
は
︑
ま
も
な
く
英
語
の
歌
詞
が
つ
け
ら
れ
︑
題
も
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
か
ら
ド
イ
ツ
語
の
﹁
B
e
i
M
ir
B
ist
D
u

S
c
h
ö
n
﹂
へ
と
直
訳
さ
れ
︑
ア
ン
ド
ル
ー
ズ
・
シ
ス
タ
ー
ズ
︵
T
h
e
A
n
d
re
w
S
iste
rs,1
9
2
5︱
1
9
5
1
,1
9
5
6︱
1
9
6
7︶
の
録
音
で
ヒ
ッ
ト
し
︑

そ
の
後
︑
ス
イ
ン
グ
・
ジ
ャ
ズ
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
曲
と
な
っ
た
︒

﹁
素
敵
な
あ
な
た
﹂
は
︑
出
自
を
知
ら
ず
に
聞
け
ば
︑
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
和
声
が
︑
恋
人
を
得
た
喜
び
を
歌
い
恋
人
を
賛
美
す
る
歌

詞
に
し
て
は
妙
に
哀
調
に
満
ち
た
不
思
議
な
曲
だ
と
い
う
く
ら
い
に
し
か
思
え
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
の
曲
に
つ
い
て
は
︑
そ
れ
が
ク

レ
ズ
マ
ー
出
自
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
示
す
興
味
深
い
演
奏
が
記
録
さ
れ
て
い
る
︒
一
九
三
八
年
に
︑
ベ
ニ
ー
・
グ
ッ
ド
マ
ン
・
オ

ー
ケ
ス
ト
ラ
︵
B
e
n
n
y
G
o
o
d
m
a
n
O
rc
h
e
stra︶
が
カ
ー
ネ
ギ
ー
・
ホ
ー
ル
で
演
奏
し
た
と
き
の
実
況
録
音
で
あ
る
︹
G
o
o
d
m
a
n
,

1
9
3
8︺︒
こ
の
催
し
は
︑
ジ
ャ
ズ
と
い
う
音
楽
が
ア
メ
リ
カ
の
重
要
な
音
楽
と
し
て
認
知
さ
れ
た
出
来
事
と
し
て
有
名
だ
が
︑
こ
の

と
き
演
奏
さ
れ
た
曲
の
ひ
と
つ
が
﹁
素
敵
な
あ
な
た
﹂
で
あ
る
︒

こ
の
演
奏
は
歌
も
交
え
て
︑
典
型
的
な
ス
イ
ン
グ
・
ビ
ー
ト
に
乗
せ
て
快
調
に
進
ん
で
ゆ
く
︒
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
︑
階
名
読
み
で
い

え
ば
︑
ミ
︑
ド
ー
シ
ラ
︑
ド
︑
ミ
︑
ド
ー
シ
ラ
︑
ド
︑
シ
ー
ソ♯

ミ
︑
シ
シ
ド
シ
ラ
ー
︑
と
い
う
ふ
う
に
七
度
を
半
音
上
げ
た
ハ
ー
モ

ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ナ
ー
・
ス
ケ
ー
ル
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
演
奏
の
途
中
か
ら
ド
ラ
ム
ス
が
ま
っ
た
く
異
な
る
リ
ズ
ム
を
た
た
き
始
め

る
︒
タ
ン
・
タ
ー
タ
・
タ
タ
タ
タ
︑
タ
ン
・
タ
ー
タ
・
タ
タ
タ
タ
︑
と
い
う
リ
ズ
ム
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
が
︑
レ
ー
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ミ
レ
︑
ミ
フ
ァ
ソ♯

フ
ァ
︑
ソ♯

ラ
シ
ラ
︑
ソ♯

フ
ァ
ミ
レ
︑
レ
ー
ミ
レ
︑
ミ
フ
ァ
ソ♯

フ
ァ
︑
ソ♯

ラ
ー
︑
⁝
⁝
︑
フ
ァ
ー
ミ
レ
︑
レ♭

ラ
レ♭

ミ

レ
ー
と
い
う
ア
ド
リ
ブ
・
ソ
ロ
を
演
奏
し
始
め
る
︒
こ
れ
は
フ
リ
ギ
ア
ン
・
ド
ミ
ナ
ン
ト
音
階
︵
P
h
ry
g
ia
n
d
o
m
in
a
n
t
sc
a
le︶
な
ど

と
呼
ば
れ
る
︑
二
度
と
六
度
の
音
を
半
音
下
げ
︑
七
度
の
音
を
半
音
上
げ
る
音
階
で
あ
る
︒
ラ
か
ら
音
階
を
始
め
れ
ば
︑
ラ
︑
シ♭

︑

ド♯

︑
レ
︑
ミ
︑
フ
ァ
︑
ソ♯

︑
ラ
と
な
る
︒
こ
れ
は
中
東
か
ら
東
欧
︑
ロ
マ
の
フ
ラ
メ
ン
コ
ま
で
広
く
使
わ
れ
て
い
る
音
階
で
︑
ク
レ

ズ
マ
ー
も
こ
の
音
階
を
し
ば
し
ば
利
用
す
る
の
で
あ
る
︒
ラ
イ
ブ
録
音
さ
れ
た
こ
の
演
奏
は
︑﹁
素
敵
な
あ
な
た
﹂
と
い
う
ジ
ャ
ズ

曲
が
︑
ジ
ャ
ズ
の
仮
面
を
取
り
去
る
と
じ
つ
は
素
顔
は
ク
レ
ズ
マ
ー
だ
と
い
う
こ
と
を
如
実
に
知
ら
せ
る
︒

そ
も
そ
も
︑
ベ
ニ
ー
・
グ
ッ
ド
マ
ン
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
︑
バ
ン
ド
リ
ー
ダ
ー
の
グ
ッ
ド
マ
ン
が
ユ
ダ
ヤ
系
で
あ
っ
て
︑
全
体
に

ユ
ダ
ヤ
系
バ
ン
ド
の
性
格
が
強
い
の
だ
が
︑
な
か
ん
ず
く
︑
カ
ー
ネ
ギ
ー
・
ホ
ー
ル
・
コ
ン
サ
ー
ト
の
﹁
素
敵
な
あ
な
た
﹂
の
ト
ラ

ン
ペ
ッ
ト
・
ソ
ロ
を
演
奏
し
た
ジ
ギ
ー
・
エ
ル
マ
ン
︵
Z
ig
g
y
E
lm
a
n
,
1
9
1
4︱
1
9
6
8︶
は
︑
ベ
ニ
ー
・
グ
ッ
ド
マ
ン
の
バ
ン
ド
に
加
わ

る
前
は
ユ
ダ
ヤ
音
楽
を
演
奏
し
て
い
た
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
だ
っ
た
の
で
あ
る
︵R

og
ov
oy
,
2002

:73

︶
︒

た
だ
し
︑
ク
レ
ズ
マ
ー
の
す
べ
て
の
曲
が
︑
フ
リ
ギ
ア
ン
・
ド
ミ
ナ
ン
ト
音
階
を
使
う
わ
け
で
は
な
い
︒﹁
素
敵
な
あ
な
た
﹂
は

ユ
ダ
ヤ
系
の
シ
ョ
ロ
ム
・
セ
ク
ン
ダ
︵
S
h
o
lo
m
S
e
c
u
n
d
a
,1
8
9
4︱
1
9
7
4︶
の
作
曲
だ
が
︑
お
な
じ
作
曲
者
に
よ
る
曲
で
日
本
で
も
親
し

ま
れ
て
き
た
﹁
ド
ナ
ド
ナ
D
a
n
a
D
a
n
a
;D
o
n
n
a
D
o
n
n
a﹂︵
一
九
四
〇
︶
は
︑
ナ
チ
ュ
ラ
ル
・
マ
イ
ナ
ー
・
ス
ケ
ー
ル
で
あ
る
︒
カ

ー
ネ
ギ
ー
・
ホ
ー
ル
・
コ
ン
サ
ー
ト
で
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
・
ソ
ロ
を
演
奏
し
た
エ
ル
マ
ン
が
作
曲
し
た
﹁
ア
ン
ド
・
ジ
・
エ
ン
ジ
ェ
ル

ズ
・
シ
ン
グ
A
n
d
th
e
A
n
g
e
ls
S
in
g
﹂︵
一
九
三
九
︶
は
︑
通
常
の
メ
ジ
ャ
ー
・
ス
ケ
ー
ル
を
基
盤
に
し
て
︑
ブ
リ
ッ
ジ
の
部
分
で

臨
時
に
四
度
を
半
音
上
げ
︑
七
度
を
半
音
下
げ
て
ユ
ダ
ヤ
音
楽
的
な
雰
囲
気
を
出
し
て
い
る
︒
ち
な
み
に
︑
ベ
ニ
ー
・
グ
ッ
ド
マ

ン
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
よ
る
カ
ー
ネ
ギ
ー
・
ホ
ー
ル
・
コ
ン
サ
ー
ト
の
ラ
イ
ブ
録
音
で
は
︑﹁
素
敵
な
あ
な
た
﹂
の
場
合
と
同
じ
よ
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う
に
︑
エ
ル
マ
ン
が
︑
ス
イ
ン
グ
・
ジ
ャ
ズ
の
仮
面
を
取
り
去
っ
て
︑
ク
レ
ズ
マ
ー
の
素
顔
を
見
せ
る
ア
ド
リ
ブ
・
ソ
ロ
を
聴
か
せ

る
︹
G
o
o
d
m
a
n
,
1
9
3
8︺︒

さ
き
に
ふ
れ
た
映
画
﹃
卒
業
﹄
で
使
わ
れ
て
有
名
な
サ
イ
モ
ン
と
ガ
ー
フ
ァ
ン
ク
ル
に
よ
る
曲
︑﹁
サ
ウ
ン
ド
・
オ
ブ
・
サ
イ
レ

ン
ス
S
o
u
n
d
o
f
S
ile
n
c
e﹂
や
﹁
ミ
セ
ス
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
M
rs.R
o
b
in
so
n
﹂
も
︑
マ
イ
ナ
ー
・
ス
ケ
ー
ル
を
使
う
曲
調
が
︑
全
体
と

し
て
︑
た
と
え
ば
ク
レ
ズ
マ
ー
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
・
バ
ン
ド
が
録
音
し
た
ク
レ
ズ
マ
ー
曲
集
な
ど
に
類
似
し
て
い
る
︹
T
h
e

K
le
z
m
e
r
F
e
stiv
a
l
B
a
n
d
,
2
0
1
1︺︒
と
り
わ
け
︑﹁
ミ
セ
ス
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
﹂
の
場
合
に
は
︑
歌
詞
で
は
﹁
イ
エ
ス
様
は
予
想
以
上

に
あ
な
た
を
愛
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
﹂
な
ど
と
い
っ
て
︹
S
im
o
n
&

G
a
rfu
n
k
e
l,
2
0
0
3︺︑
一
見
︑
キ
リ
ス
ト
教
ゴ
ス
ペ
ル
系
の
楽

曲
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
曲
調
が
ユ
ダ
ヤ
風
で
あ
り
︑
仮
面
の
裏
の
素
顔
が
ク
レ
ズ
マ
ー
と
い
う
関
係
が
︑﹁
素
敵
な
あ
な
た
﹂
な

ど
の
場
合
と
類
似
し
て
い
て
興
味
深
い
︒

さ
て
︑﹃
恋
愛
専
科
﹄
の
音
楽
に
も
ど
る
と
し
よ
う
︒
こ
の
映
画
の
音
楽
を
担
当
し
た
の
は
︑
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
映
画
音
楽
と
い
う

も
の
を
作
り
上
げ
た
功
労
者
の
ひ
と
り
︑
マ
ッ
ク
ス
・
ス
タ
イ
ナ
ー
で
あ
る
︒
ス
タ
イ
ナ
ー
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
出
身
の
ユ
ダ
ヤ
系
だ

が
︑
通
常
︑
音
楽
に
ユ
ダ
ヤ
性
を
色
濃
く
見
せ
る
作
曲
家
で
は
な
い
︒
そ
の
ス
タ
イ
ナ
ー
が
﹃
恋
愛
専
科
﹄
で
は
︑
唐
突
に
ク
レ
ズ

マ
ー
的
な
音
楽
を
演
奏
さ
せ
る
の
が
奇
妙
で
興
味
深
い
の
で
あ
る
︒

ス
タ
イ
ナ
ー
が
映
画
作
品
に
音
楽
を
つ
け
る
や
り
方
の
基
本
は
︑
テ
ー
マ
音
楽
を
ひ
と
つ
用
意
し
て
︑
重
要
な
場
面
で
テ
ー
マ
音

楽
の
全
体
も
し
く
は
一
部
を
使
い
︑
そ
の
他
の
多
く
の
場
面
で
は
テ
ー
マ
を
変
奏
し
て
利
用
す
る
や
り
方
で
あ
る
︒
テ
ー
マ
音
楽
は
︑

﹃
風
と
共
に
去
り
ぬ

G
o
n
e
w
ith
th
e
W
in
d
﹄︹
S
e
lz
n
ic
k
;F
le
m
in
g
,
1
9
3
9︺
や
﹃
避
暑
地
の
出
来
事

A

S
u
m
m
er
P
la
ce﹄

︹
D
a
v
is,
1
9
5
9︺
の
よ
う
に
︑
自
身
で
作
曲
す
る
場
合
も
あ
る
し
︑﹃
カ
サ
ブ
ラ
ン
カ
C
a
sa
b
la
n
ca﹄︹
W
a
llis
;C
u
rtiz
,
1
9
4
2︺
や
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﹃
恋
愛
専
科
﹄
の
場
合
の
よ
う
に
︑
す
で
に
あ
っ
た
他
者
の
曲
を
利
用
す
る
場
合
も
あ
る
︒﹃
恋
愛
専
科
﹄
の
テ
ー
マ
曲
は
︑
イ
タ
リ

ア
人
作
曲
家
カ
ル
ロ
・
ド
ニ
ー
ダ
︵
C
a
rlo
D
o
n
id
a
,
1
9
2
0︱
1
9
9
8︶
に
よ
る
﹁
ア
ル
・
デ
ィ
・
ラ
A
l
d
i
la﹂︵
一
九
六
一
︶
で
あ
る
︒

階
名
読
み
で
は
︑
ミ
ー
︑
ミ
ミ
ミ
︑
ソ
ー
ミ
ー
︑
ミ
ソ
フ
ァ
ー
︑
ミ
ー
︑
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
ー
︑
ミ
ミ
ミ
ソ
ー
ミ
ー
︑
ソ
シ
ラ
ー
︑
ラ
シ

ド
ー
︑
ド
ド
ド
ド
ド
ー
︑
ド
ド
ド
ド
ー
︑
レ
ド
レ
ミ
ー
︑
レ
ド
レ
ー
︑
ド
シ
ド
ー
︑
シ
ラ
シ
ー
︑
ソ
ー
ラ
ー
ラ
ソ
ラ
ー
ミ
ー
︑
ソ
ー

ソ
フ
ァ
ソ
ー
︑
⁝
⁝
と
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
展
開
し
て
ゆ
く
︒
ス
タ
イ
ナ
ー
は
︑
タ
イ
ト
ル
バ
ッ
ク
の
段
階
か
ら
︑
こ
の
テ
ー
マ
曲
を
︑

ド
ー
︑
シ
ー
︑
ソ
ー
︑
ミ
ー
︑
ミ
フ
ァ
ソ
︑
ラ
ー
︑
ソ
ー
︑
ミ
ー
︑
ド
ー
︑
ド
レ
ド
レ
︑
ミ
ー
ソ
ー
⁝
⁝
と
い
う
ふ
う
に
変
奏
す
る
︒

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
港
か
ら
出
港
す
る
船
の
う
え
で
バ
ン
ド
が
演
奏
す
る
曲
も
︑
た
し
か
に
﹁
ア
ル
・
デ
ィ
・
ラ
﹂
の
変
奏
で
は
あ

る
の
だ
が
︑﹁
ア
ル
・
デ
ィ
・
ラ
﹂
と
の
重
要
な
違
い
が
ふ
た
つ
あ
る
︒
ひ
と
つ
は
︑﹁
ア
ル
・
デ
ィ
・
ラ
﹂
は
メ
ジ
ャ
ー
・
ス
ケ
ー

ル
の
曲
だ
が
︑
船
上
で
演
奏
さ
れ
る
の
は
マ
イ
ナ
ー
・
ス
ケ
ー
ル
の
曲
に
変
奏
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
ラ
︑
ラ
︑

ラ
ー
︑
ラ
︑
ラ
︑
ラ
ー
︑
ラ
︑
ラ
︑
ド
シ
ラ
シ
ー
︑
シ
︑
シ
︑
シ
ー
︑
シ
︑
シ
ー
︑
シ
︑
シ
︑
レ
ド
シ
ラ
ー
︑
と
い
う
ぐ
あ
い
で
あ

る
︒
も
う
ひ
と
つ
の
相
違
点
は
︑
原
曲
の
﹁
ア
ル
・
デ
ィ
・
ラ
﹂
が
バ
ラ
ー
ド
曲
で
あ
る
の
と
対
照
的
に
︑
船
上
で
演
奏
さ
れ
る
曲

は
︑
弾
む
よ
う
な
リ
ズ
ム
で
演
奏
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒﹁
ア
ル
・
デ
ィ
・
ラ
﹂
が
こ
の
よ
う
に
マ
イ
ナ
ー
・
ス
ケ
ー
ル
に
変
え
て

弾
む
よ
う
に
変
奏
さ
れ
た
結
果
は
︑
不
思
議
な
こ
と
に
︑
ジ
ャ
ズ
の
﹁
素
敵
な
あ
な
た
﹂
や
﹁
ア
ン
ド
・
ジ
・
エ
ン
ジ
ェ
ル
ズ
・
シ

ン
グ
﹂
を
︑
リ
ズ
ム
も
メ
ロ
デ
ィ
ー
も
ク
レ
ズ
マ
ー
の
本
歌
に
戻
し
た
︑
ベ
ニ
ー
・
グ
ッ
ド
マ
ン
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
ラ
イ
ブ
録
音

を
聴
く
体
験
と
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
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お
わ
り
に

こ
の
拙
論
で
は
︑
映
画
﹃
恋
愛
専
科
﹄︵
一
九
六
二
︶
を
取
り
上
げ
︑︵
一
︶
そ
の
保
守
性
︑︵
二
︶
ロ
ー
マ
を
舞
台
に
選
ん
だ
理

由
︑︵
三
︶
魔
女
性
の
扱
い
︑︵
四
︶
ユ
ダ
ヤ
性
の
微
妙
な
浮
上
と
い
う
︑
四
つ
の
角
度
か
ら
分
析
し
て
み
た
︒

こ
の
映
画
は
︑
根
本
思
想
を
︑
映
画
が
土
台
と
し
た
小
説
L
o
v
ers
M
u
st
L
ea
rn
︵
1
9
3
2︶
か
ら
引
き
継
い
で
い
る
︒
根
本
思
想

は
︑
女
性
は
本
質
的
に
男
と
は
異
な
り
︑
男
を
家
庭
に
つ
な
ぎ
止
め
︑
文
明
的
な
社
会
を
造
ら
せ
る
存
在
だ
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

こ
の
保
守
的
本
質
論
は
︑
時
代
背
景
的
に
は
︑
小
説
が
書
か
れ
た
時
代
︵
世
界
大
恐
慌
に
よ
る
保
守
化
の
時
代
︶
と
映
画
の
制
作
さ
れ

た
時
代
︵
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
保
守
化
の
時
代
︶
が
呼
応
し
た
も
の
ら
し
く
思
わ
れ
る
︒
映
画
の
保
守
性
は
︑
女
主
人
公
が
婚
前
交

渉
を
忌
避
し
た
り
︑
恋
愛
の
結
果
に
結
婚
を
求
め
た
り
︑
ス
ク
ー
タ
ー
の
後
部
座
席
に
横
座
り
し
つ
づ
け
た
り
︑
飲
食
の
注
文
を
恋

人
に
ま
か
せ
た
り
す
る
様
子
を
批
判
や
揶
揄
す
る
こ
と
な
く
描
き
出
す
点
に
示
さ
れ
て
い
た
︒

映
画
﹃
恋
愛
専
科
﹄
は
︑
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
舞
台
を
︑
依
拠
し
た
小
説
L
o
v
ers
M
u
st
L
ea
rn
の
パ
リ
か
ら
ロ
ー
マ
に
変
更
し

て
い
る
︒
理
由
の
ひ
と
つ
は
︑
ロ
ー
マ
を
舞
台
に
観
光
性
を
加
味
し
て
成
功
し
た
先
例
︑﹃
ロ
ー
マ
の
休
日
﹄︵
一
九
五
三
︶
や
﹃
愛

の
泉
﹄︵
一
九
五
四
︶
な
ど
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
︒﹃
恋
愛
専
科
﹄
は
︑
こ
れ
ら
二
作
よ
り
も
観
光
性
を
強
化
し
て
あ
る
︒
も
う
ひ

と
つ
の
理
由
は
︑
保
守
的
立
場
か
ら
見
た
場
合
に
︑
自
由
恋
愛
に
よ
っ
て
堕
落
し
て
い
る
場
と
し
て
︑
パ
リ
よ
り
も
ロ
ー
マ
が
適
切

だ
と
い
う
判
断
が
働
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
女
主
人
公
は
︑
ロ
ー
マ
の
堕
落
に
完
全
に
染
ま
っ
た
り
半
ば
染
ま
っ
た
り
し
て
い

る
人
物
た
ち
と
接
触
し
痛
手
も
受
け
る
が
︑
自
身
は
堕
落
す
る
こ
と
な
く
ア
メ
リ
カ
に
戻
る
の
で
あ
る
︒
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こ
の
映
画
の
な
か
で
は
︑
主
人
公
・
女
主
人
公
と
三
角
関
係
に
な
る
女
性
が
︑
依
拠
し
た
小
説
よ
り
も
魔
女
性
を
増
し
て
い
て
主

人
公
を
翻
弄
す
る
︒
そ
の
女
性
の
存
在
を
代
理
か
つ
象
徴
す
る
小
道
具
と
し
て
︑﹁
魔
女
﹂
を
意
味
す
る
リ
キ
ュ
ー
ル
﹁
ス
ト
レ
ー

ガ
﹂
が
一
貫
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
︒

﹃
恋
愛
専
科
﹄
は
︑
映
像
と
音
楽
の
両
面
で
︑
わ
ず
か
な
が
ら
ユ
ダ
ヤ
性
を
垣
間
見
せ
る
の
も
興
味
深
い
︒
こ
の
映
画
は
︑
ユ
ダ

ヤ
教
会
堂
の
燭
台
に
似
た
燭
台
に
﹁
誠
実
さ
﹂
を
象
徴
さ
せ
た
り
︑
キ
リ
ス
ト
教
会
堂
に
は
稀
な
五
�
星
を
映
し
出
し
た
り
︑
教
会

の
外
面
彫
刻
に
見
ら
れ
る
イ
エ
ス
の
生
涯
の
で
き
ご
と
の
説
明
に
唐
突
に
ソ
ロ
モ
ン
の
裁
き
を
挟
み
込
ん
だ
り
す
る
し
︑
す
ぐ
れ
て

イ
タ
リ
ア
的
な
場
面
に
違
和
感
の
あ
る
ユ
ダ
ヤ
音
楽
を
聴
か
せ
た
り
す
る
︒
そ
れ
は
︑
ま
も
な
く
数
年
後
の
﹃
卒
業
﹄︵
一
九
六
七
︶

な
ど
で
︑
長
ら
く
ユ
ダ
ヤ
系
の
人
々
に
育
て
ら
れ
て
き
た
ア
メ
リ
カ
映
画
が
︑
ユ
ダ
ヤ
性
を
表
面
に
出
し
始
め
る
兆
し
と
も
見
な
せ

る
よ
う
に
思
う
︒

︻
本
稿
は
︑
JS
P
S
科
学
研
究
費
補
助
金
︵
挑
戦
的
萌
芽
研
究
2
5
5
8
0
0
7
3︶
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︼
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