
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
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未
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ペ
ラ
･
ブ
ツ
フ
ア

『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』
に
お
け
る
序
曲

-

オ
ペ
ラ
本
体
と
の
関
係
付
け
に
つ
い
.
て
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松
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本
稿
で
は
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
未
完
の
オ
ペ
ラ
･
ブ
ソ
フ
ァ

『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
L
O
S
p
O
S
O
d
e
l
u
s
O
』
K
･
四
三
〇

(
一
七
八
四
)
(
1
)

を
取
り
上
げ
､
こ
の
作
品
に
お
け
る
序
曲
と
オ
ペ
ラ
本
体
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
た
い
｡
こ
れ
は
､
次
の
よ
う
な
問
題
意
識
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
｡

一
人
世
紀
に
お
け
る
オ
ペ
ラ
の
序
曲
は
､
特
に
一
七
七
〇
年
代
ま
で
は
急
緩
急
の
三
楽
章
よ
り
な
る
､
い
わ
ゆ
る
｢
イ
タ
リ
ア
序
曲
｣

が
主
流
を
占
め
て
い
た
(
2
)
｡
こ
の
タ
イ
プ
の
序
曲
が
交
響
曲
の
源
泉
の
一
つ
と
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
柄
だ
が
､
実
際
､
オ
ペ
ラ
の

序
曲
を
独
立
的
に
交
響
曲
と
し
て
演
奏
し
た
り
､
逆
に
交
響
曲
を
オ
ペ
ラ
の
序
曲
に
転
用
し
た
り
す
る
こ
と
は
､
当
時
珍
し
く
な
か
っ

た
｡
さ
ら
に
､
一
つ
の
序
曲
を
複
数
の
オ
ペ
ラ
で
使
用
す
る
こ
と
す
ら
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
一
九
世
紀
の
､
例
え
ば
ウ
エ

ー
バ
ー
や
ワ
ー
グ
ナ
ー
に
見
ら
れ
る
､
オ
ペ
ラ
の
劇
的
内
容
を
予
告
す
る
序
曲
と
い
う
あ
り
方
か
ら
は
大
き
く
隔
た
っ
て
お
り
､
一
八
世

紀
に
お
い
て
序
曲
を
オ
ペ
ラ
本
体
と
関
係
付
け
る
意
識
が
希
薄
で
あ
っ
た
こ
と
が
､
そ
こ
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
｡
当
時
､
序
曲
は
あ
く
ま

で
も
､
オ
ペ
ラ
の
開
始
を
知
ら
せ
､
華
や
い
だ
雰
囲
気
を
作
り
出
す
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

『
牧
人
の
王
』
(
一
七
七
五
)
ま
で
の
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
初
期
の
オ
ペ
ラ
に
お
け
る
序
曲
も
､
そ
の
よ
う
な
傾
向
を
反
映
し
美
も
の
で

あ
る
｡
そ
れ
ら
に
お
い
て
は
､
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
序
曲
の
構
成
や
曲
想
を
変
化
さ
せ
る
と
い
う
工
夫
が
認
め
ら
れ
る
(
3
)
も
の
の
､
特
に

一
三
三



〓
二
四

序
曲
が
オ
ペ
ラ
本
体
の
具
体
的
な
劇
的
内
容
と
関
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
､
後
期
の
オ
ペ
ラ
に
.
お
い
て
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト

は
､
両
者
の
関
係
付
け
の
問
題
を
は
っ
き
り
意
識
す
る
に
至
っ
て
い
る
｡
主
人
公
の
地
獄
落
ち
の
場
面
の
音
楽
を
序
奏
で
用
い
た
『
ド

ン
･
∴
ン
ヨ
ヴ
ア
ン
ニ
』

(
一
七
八
七
)

の
序
曲
や
､
タ
イ
ト
ル
が
歌
詞
と
し
て
歌
わ
れ
る
際
の
旋
律
を
序
奏
と
コ
ー
ダ
で
用
い
た
『
コ

シ
･
フ
ア
ン
･
ト
ウ
ツ
テ
』
.
(
一
七
九
〇
)

の
序
曲
は
､
そ
れ
を
明
確
に
示
す
作
例
で
あ
る
｡

し
た
が
っ
て
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
オ
ペ
ラ
創
作
に
.
お
け
る
初
期
か
ら
後
期
へ
の
移
行
の
時
期
に
､
序
曲
が
ど
の
よ
う
に
変
化
を
遂
げ
た

の
か
を
考
察
す
る
こ
と
は
､
･
オ
ペ
ラ
史
全
体
か
ら
見
て
も
興
味
あ
る
研
究
課
題
と
言
え
よ
う
｡
一
こ
の
時
期
に
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
手
が
け
た

オ
ペ
ラ
は
､
『
ツ
ァ
イ
ー
デ
』
(
一
七
七
九
～
八
〇
､
未
完
)
､
去
イ
ド
メ
ネ
オ
』

(
一
七
八
一
)
､
『
後
宮
か
ら
の
誘
拐
』
(
一
七
人
二
)
､
『
カ

イ
ロ
の
鷲
鳥
』
人
一
七
八
三
～
八
四
､
未
完
)
､
『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』

の
五
作
が
挙
げ
ら
れ
る
が
､
序
曲
が
書
か
れ
て
い
.
る
の
は
『
イ
ド

メ
ネ
オ
』
､
『
後
宮
か
ら
の
誘
拐
』
､
『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』
.
の
三
作
の
み
で
あ
る
｡
そ
の
中
で
『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』
∵
は
､
未
完
の
作
品
で

あ
る
た
め
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
比
較
的
少
な
い
が
､
そ
の
序
曲
の
持
つ
意
義
は
他
の
二
作
に
劣
ら
ず
大
き
い
も
の
と
判
断
さ
れ
る
｡

本
稿
で
こ
の
作
品
を
考
察
の
対
象
と
す
る
の
は
､
そ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
｡

考
察
の
観
点
で
あ
る
が
､
『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』
は
冒
頭
部
分
の
構
成
に
著
し
い
特
徴
が
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
序
曲
と
第
一
番
の
四
重

唱
と
が
続
け
て
演
奏
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
､
同
じ
旋
律
素
材
を
共
有
し
､
全
体
と
し
て
一
つ
の
楽
曲
と
見
な
せ
る
よ
う
な
ま
と
ま
り
を
形

成
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
本
稿
で
は
そ
の
構
成
に
着
目
し
､
序
曲
と
第
一
番
の
四
重
唱
と
の
音
楽
的
､
劇
的
な
関
係
に
焦
点
を
絞
っ
て

考
察
を
行
い
た
い
｡
ま
た
そ
れ
に
際
し
て
は
､
特
に
初
期
の
オ
ペ
ラ
･
ブ
ツ
フ
ァ
に
お
け
る
冒
頭
部
分
を
比
較
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る

こ
と
と
す
る
｡

一

『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』

に
お
け
る
序
曲
と
第
一
番
の
四
重
唱
の
構
成



一
-
一

『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』
の
概
要

取
り
上
げ
る
対
象
が
一
般
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
未
完
成
作
品
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
､
具
体
的
な
考
察
に
は
い
る
前
に
､
ま
ず

『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』
の
概
要
に
つ
い
て
説
明
を
し
て
お
き
た
い
｡

一
七
人
二
年
に
ジ
ン
グ
シ
ュ
ピ
ー
ル
『
後
宮
か
ら
の
誘
拐
』
を
完
成
し
た
後
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
オ
ペ
ラ
･
プ
ツ
フ
ァ
の
創
作
へ
と
方

向
を
転
換
す
る
(
土
｡
こ
れ
は
周
知
の
ご
と
く
ダ
･
ボ
ン
テ
の
台
本
に
よ
る
三
作
品
と
し
て
実
を
結
ぶ
の
だ
が
､
実
の
と
こ
ろ
､
そ
れ
に
先

立
ち
､
八
三
年
か
ら
八
四
年
に
か
け
て
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
二
つ
の
オ
ペ
ラ
･
ブ
ツ
フ
ァ
の
作
曲
を
手
が
け
､
い
ず
れ
も
未
完
の
ま
ま
終
わ

ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
『
カ
イ
ロ
の
鷲
鳥
L
宮
a
d
e
-
C
a
i
-
且
K
･
四
二
二
と
『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』
が
そ
れ
で
あ
る
｡

そ
れ
ら
の
う
ち
､
『
カ
イ
ロ
の
鷲
鳥
』

の
作
曲
の
経
緯
は
､
故
郷
の
父
宛
の
手
紙
に
よ
っ
て
か
な
り
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
(
5
)

が
､
貢
ま
さ
れ
た
花
婿
』
に
つ
い
て
は
多
く
-
の
点
が
不
明
で
あ
る
｡
特
に
､
手
書
き
の
写
本
の
形
で
仝
二
幕
が
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
台

本
(
6
〉
は
､
そ
の
由
来
が
そ
も
そ
も
明
確
で
は
な
い
｡
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
手
紙
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
､
彼
が
｢
外
国
の
詩
人
｣
の
持
っ

て
き
た
台
本
を
見
､
そ
れ
を
希
望
通
り
に
手
直
し
さ
せ
た
上
で
取
り
上
げ
よ
う
と
⊥
て
い
た
と
い
う
事
実
だ
け
で
あ
る
〈
7
)
｡

こ
の
｢
外
国
の
詩
人
｣
に
つ
い
て
は
､
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
j
以
来
､
ダ
･
ボ
ン
テ
と
す
る
説
が
受
骨
継
が
れ
て
き
た
｡
し
か
し
､

｢
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
し
の
台
本
に
関
し
て
は
､
一
九
八
九
･
九
〇
年
の
『
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
年
鑑
』
に
載
せ
ら
れ
た
カ
ン
パ
ー
ナ
の
論
文
(
9
)

に
お
い
て
､
よ
り
詳
し
い
情
報
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
そ
の
台
本
は
､
一
七
人
〇
年
の
ロ
ー
マ
に
お
け
る
謝
肉
祭
の
た
め

に
イ
タ
リ
ア
の
作
曲
家
ド
メ
ニ
コ
･
チ
マ
ロ
ー
ザ
(
D
O
m
e
n
i
c
O
C
i
m
a
r
O
S
a
こ
｣
怠
⊥
筈
こ

が
作
曲
し
た
イ
ン
テ
ル
メ
ッ
ツ
ォ
『
張
り
合

ぅ
女
た
ち
L
巾
d
O
n
n
=
i
v
a
】
i
』
の
台
本
(
1
｡
)
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
も
.
の
で
あ
る
P
登
場
人
物
の
名
前
を
変
え
､
新
た
に
二
人
の
人

物
を
加
え
､
場
の
順
序
を
若
干
入
れ
替
え
る
と
い
う
変
更
に
よ
り
､
『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』
の
台
本
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
｡

し
た
が
っ
て
､
先
の
手
紙
で
語
ら
れ
て
い
る
オ
ペ
ラ
の
台
本
が
『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』
に
関
係
の
あ
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
､
｢
外
国
の
詩

人
｣
は
『
張
り
合
う
女
た
ち
』
め
台
本
を
ま
ず
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
見
せ
､
彼
の
指
示
に
従
っ
て
変
更
を
施
し
た
と
い
う
推
測
が
成
り
立

一
三
五



一
三
六

っ
｡
た
だ
し
そ
の
場
合
で
も
､
｢
外
国
の
詩
人
｣
が
誰
で
あ
る
の
カ
は
依
然
と
し
て
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
｡
そ
れ
が
ダ
･
ボ
ン
テ
で
あ
る
可

能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
､
い
ず
れ
に
せ
よ
『
だ
ま
さ
れ
美
花
婿
』
の
大
部
分
を
書
い
た
の
が
彼
で
は
な
い
こ
と
は
､
以
上
の

事
実
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
｡

ま
た
､
作
曲
が
進
め
ら
れ
た
時
期
に
▲
つ
い
て
も
詳
し
い
こ
と
闇
判
っ
て
い
な
い
｡
タ
イ
ソ
ン
は
自
筆
譜
の
研
究
に
基
づ
き
､
そ
の
時
期

を
.
一
七
人
四
年
と
特
定
し
て
お
り
(
‖
)
､
本
稿
も
そ
の
説
に
従
う
｡

オ
ペ
ラ
の
物
語
は
､
女
性
に
恵
ま
れ
ぬ
ま
ま
年
老
い
た
ボ
ッ
コ
ト
ニ
ョ
.
の
婚
約
を
め
ぐ
つ
て
展
開
す
る
｡
婚
約
者
エ
ウ
ジ
ュ
ー
ニ
ア
は
､

恋
人
ド
ッ
∴
ァ
ス
.
ド
ゥ
ル
バ
ー
レ
が
死
ん
だ
も
の
と
思
い
こ
ん
で
い
た
が
､
こ
.
れ
は
誤
解
で
あ
り
､
.
二
人
は
再
会
す
る
｡
ド
ン
･
ア
ス
ド

ゥ
ル
バ
ー
レ
に
べ
ッ
テ
ィ
ー
ナ
と
メ
テ
イ
ル
デ
と
い
う
二
人
の
女
性
も
恋
を
す
る
こ
と
に
よ
り
､
事
態
は
複
雑
と
な
る
が
､
最
終
的
に
は
､

彼
は
エ
ウ
ジ
エ
｣
二
ア
と
､
他
の
二
人
も
そ
れ
ぞ
れ
プ
ル
ケ
ー
リ
ョ
､
ジ
ェ
ル
ヴ
ア
ー
ジ
ョ
と
▼
い
う
人
物
と
結
婚
す
る
こ
と
と
な
り
､
結

局
､
ボ
ツ
コ
ー
ニ
ョ
ひ
と
り
が
取
り
残
さ
れ
る
(
ほ
)
｡

オ
ペ
ラ
の
完
成
状
況
に
つ
い
て
最
後
に
触
れ
る
な
ら
ば
､
手
が
け
ら
れ
た
の
は
序
曲
と
第
一
幕
に
あ
る
周
っ
の
番
号
曲
の
み
で
あ
る
(
蔓

具
体
的
に
は
､
第
八
番
の
番
号
曲
に
な
る
は
ず
の
三
重
唱
が
ほ
ぼ
完
全
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
ほ
か
､
序
曲
と
第
一
番
の
四
重
唱
お
よ
び

二
つ
の
ア
リ
ア
(
第
二
番
と
第
三
番
)
が
不
完
全
な
総
譜
の
形
で
残
さ
れ
て
い
る
｡
備
に
二
つ
の
ア
リ
ア
の
楽
譜
は
､
歌
唱
声
部
と
バ
ス

を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
空
白
の
ま
ま
と
ど
ま
る
と
い
う
状
態
で
あ
る
｡
本
稿
で
取
り
上
げ
る
序
曲
と
第
一
番
の
四
重
唱
は
､
歌
唱
声
部
と
弦

楽
器
パ
｣
ト
が
ほ
ぼ
完
全
宣
仕
上
げ
ら
れ
て
應
り
､
後
は
管
楽
器
パ
ー
ト
を
補
充
す
る
と
い
う
作
曲
の
最
終
段
階
を
残
す
の
み
で
あ
る
〈
1
〝
)

の
で
､
楽
曲
構
造
を
考
察
す
る
に
は
特
に
不
都
合
は
な
い
も
の
と
判
断
さ
れ
る
｡

一
Ⅰ
二

序
曲
と
第
一
番
の
四
重
唱

『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』

の
序
曲
は
､
続
け
て
演
奏
さ
れ
る
ア
レ
グ
ロ
と
ア
ン
ダ
ン
テ
の
二
部
分
か
ら
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
に
第
一
番
の



四
重
唱
が
接
続
さ
れ
て
い
る
の
▲
だ
が
､
そ
の
両
者
を
合
わ
せ
た
全
体
の
構
成
は
､
『
ニ
ュ

ー
･
グ
ロ
｣
ヴ
･
オ
ペ
ラ
事
典
｣

に
お
い
て
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
が
｢
リ
ブ
リ
ー
ズ
序
曲
｣
と
名

付
け
た
類
型
の
序
曲
(
ゼ
の
応
用
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
｢
リ
ブ
リ
ー
ズ
序
曲
｣
と
は
､
層

徐
な
中
間
部
分
を
持
つ
単
一
喪
章
の
序
曲
で
あ
り
､
両
端
の
ア
レ
グ
ロ
の
部
分
は
素
材
的

に
共
通
す
る
｡
簡
に
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
時
代
に
は
､
最
初
の
ア
レ
グ
ロ
部
分
が
ソ
ナ
タ
形
式

に
お
け
る
提
示
部
に
相
当
し
､
最
後
の
そ
れ
が
再
現
部
宣
相
当
す
る
構
造
を
持
つ
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
で
.
あ
る
｡

『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』
に
お
い
て
も
､
序
曲
の
冒
頭
ア
レ
グ
ロ
部
分
は
､
主
調
か
ら
属
調

に
転
調
七
､
そ
れ
ぞ
れ
の
調
に
よ
そ
一
つ
.
の
主
題
(
図
表
1
に
お
け
る
A
と
旦
〈
1
6
)
を
持
つ

な
ど
､
ソ
ナ
タ
形
式
に
お
け
る
提
示
部
の
僑
造
的
特
徴
を
明
確
に
具
え
て
い
る
｡
続
く
ア
ン

ダ
ン
テ
の
部
分
は
簡
単
な
ロ
ン
下
形
式
に
よ
っ
て
お
り
｢
そ
.
の
後
に
再
び
ア
レ
グ
ロ
部
分
が

序
曲
冒
頭
と
同
じ
主
題
(
A
)
で
始
ま
る
｡
一
.
こ
れ
が
､
通
常
の
｢
リ
ブ
リ
ー
ズ
序
曲
｣
で
あ

れ
ば
再
現
部
の
開
始
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
､
r
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
】
で
は
こ
こ
か
ら
が

第
一
番
の
四
重
唱
と
な
る
｡
こ
の
四
重
唱
と
序
曲
の
ア
レ
グ
ロ
部
分
と
を
比
較
す
る
な
ら
ば

(
図
表
2
参
照
)
､
ま
ず
両
者
は
､
調
性
､
テ
ン
ポ
､
拍
子
が
一
致
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
出

だ
し
の
主
題
が
同
じ
で
あ
る
だ
け
で
な
く
､
序
働
の
冒
頭
ア
レ
グ
ロ
部
分
で
提
示
さ
れ
た
主

な
旋
律
素
材
(
A
～
E
)
は
全
て
四
重
唱
で
再
び
現
れ
る
の
で
あ
る
｡

つ
ま
り
四
重
唱
は
音
楽
的
に
も
､
提
示
部
と
し
て
の
序
曲
の
ア
レ
グ
ロ
部
分
に
対
応
す
る

再
現
部
と
し
て
の
側
面
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
､
ア
レ
グ
ロ
と
ア
ン
ダ
ン

150 17丁

200 2ヱユ

図表1 ■rだまされた花婿j.序曲の構成
Atl聯

50 100

rだまされた花婿J第1番の構成
50 t00 150

主色

図表2

歌詞

歌唱

主観

亡



一
三
八

テ
の
±
部
分
し
か
な
い
､
形
式
的
に
不
十
分
な
序
曲
を
完
結
す
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』
に
お
け
る

序
曲
と
第
一
番
と
は
､
一
つ
の
楽
曲
と
見
な
せ
る
よ
う
な
ま
と
ま
り
を
形
成
⊥
て
い
.
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ち
､
図
表
1
と
2
守
を
比
べ
れ
ば
判
る
よ
う
に
､
第
一
番
の
四
重
唱
は
序
曲
の
ア
レ
グ
ロ
部
分
を
単
に
再
現
し
た
も
の
で

は
な
い
｡
小
節
数
が
二
倍
近
く
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
､
主
題
の
現
れ
る
順
番
も
異
な
り
､
ま
た
新
た
な
旋
律
素
材
も
導
入
さ
れ
て

い
る
｡
さ
ら
に
通
常
の
再
現
部
と
は
違
っ
て
､
調
性
も
主
調
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
｡
こ
の
よ
う
に
第
一
番
の
四
重
唱
の
構
造
は
､
序
曲

の
ア
レ
.
グ
ロ
部
分
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
だ
け
で
は
捉
え
き
れ
な
い
側
面
も
持
っ
て
い
る
｡
そ
こ
で
次
に
､
こ
の
四
重
唱
自
体
の
構
造

せ
､
歌
詞
上
関
連
さ
せ
て
見
る
こ
と
と
t
た
い
｡

･
第
一
番
の
四
重
唱
の
歌
詞
(
本
稿
末
尾
資
料
1
参
照
)
闇
全
部
で
四
十
四
宥
か
ら
な
る
長
い
も
の
で
､
特
に
明
屈
に
分
節
さ
れ
て
い

な
い
｡
音
節
数
は
1
十
人
行
目
ま
で
が
十
一
音
節
､
･
そ
れ
以
降
が
七
音
節
と
な
っ
て
い
る
(
け
)
｡
内
容
的
に
は
､
十
入
行
日
ま
で
は
結
婚

を
し
よ
う
と
す
る
ポ
ッ
コ
ー
ニ
ョ
を
女
嫌
い
の
プ
ル
ケ
ー
リ
ョ
が
か
ら
か
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
､
ベ
ッ
テ
ィ
ー
ナ
と
ド
ン
･
ア
ス
ド
ゥ
ル

バ
ー
レ
は
共
通
の
一
行
の
歌
詞
が
与
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
｡
対
し
て
十
九
行
目
以
降
は
､
花
嫁
の
到
着
を
知
ら
せ
る
プ
ル
ケ
ー
リ

ョ
の
言
葉
を
皮
切
り
に
動
き
が
大
き
く
な
り
､
ペ
ソ
テ
ィ
ー
ナ
や
ド
ン
･
ア
ス
ド
ゥ
ル
バ
ー
レ
も
そ
れ
ぞ
れ
ポ
ッ
コ
ー
ニ
ョ
に
語
り
か
け

て
､
彼
を
怒
ら
せ
る
｡
音
節
数
の
変
化
は
こ
の
よ
う
な
内
容
の
変
化
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
｡

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
こ
の
歌
詞
を
用
い
て
四
重
唱
を
作
曲
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
ま
ず
一
～
十
二
行
目
の
歌
詞
で
楽
曲
の

最
初
の
部
分
を
形
成
し
(
二
十
三
～
八
十
一
小
節
)
､
次
に
一
～
七
行
目
を
再
現
し
た
(
八
十
二
～
百
二
小
節
)
後
に
十
三
行
目
以
降

を
一
通
り
歌
わ
せ
▲
(
百
三
～
百
八
十
一
小
節
)
､
さ
ら
に
八
～
十
二
行
目
を
用
い
て
四
重
唱
の
最
後
の
部
分
を
形
作
っ
て
い
る
(
百
八
十

二
⊥
一
百
二
十
三
小
節
)
｡
要
す
か
に
､
一
～
十
二
行
目
の
歌
詞
が
二
度
目
に
歌
わ
れ
る
際
に
､
七
行
目
と
八
行
目
と
の
間
に
十
三
行
目

以
降
を
挿
入
し
て
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡

楽
曲
構
造
も
､
そ
の
よ
う
な
歌
詞
の
用
い
方
を
反
廃
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡
一
～
十
二
行
目
が
二
回
目
に
歌
わ
れ
る
と
き
に
は
､



そ
れ
が
は
じ
め
に
歌
わ
れ
た
と
き
の
音
楽
が
全
て
主
調
で
再
現
さ
れ
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
両
者
は
､
ソ
ナ
タ
形
式
に
お
け
る
提
示
部
と
再

現
部
に
相
当
す
る
関
係
に
あ
り
､
十
三
行
目
以
降
の
歌
わ
れ
る
部
分
を
省
略
す
る
凍
ら
ば
､
四
重
唱
全
体
の
構
造
は
展
開
部
の
な
い
ソ

ナ
タ
形
式
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
透
る
(
1
8
)
｡
こ
の
場
合
､
図
表
の
C
､
D
が
第
一
主
題
に
､
一
Ⅹ
が
第
2
主
題
と
な
る
｡

っ
ま
り
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
､
歌
詞
の
中
で
一
～
十
二
行
目
を
中
心
的
な
部
分
と
し
て
捉
え
､
そ
れ
を
枠
組
み
と
し
て
楽
曲
を
構
成

し
､
歌
詞
の
残
り
の
部
分
を
挿
入
的
に
組
み
込
ん
だ
の
で
あ
る
(
誓
こ
の
よ
う
に
彼
は
､
序
曲
と
四
重
唱
と
を
あ
わ
せ
た
大
き
な
ま
と

ま
り
と
､
四
重
唱
独
.
自
の
構
成
と
い
う
､
二
重
の
ま
と
ま
り
を
考
慮
に
入
れ
て
こ
の
オ
ペ
ラ
の
冒
頭
部
分
を
作
曲
し
て
い
る
｡
そ
し
て
こ

こ
で
注
目
す
べ
き
は
､
序
曲
七
四
重
唱
を
合
わ
せ
た
ま
と
ま
り
を
形
成
七
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
作
曲
法
が
､
初
期
の
オ
ペ
ラ
､

と
り
わ
け
オ
ペ
ラ
･
プ
ツ
フ
ァ
と
比
べ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
､
次
章
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
｡

二

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
初
期
の
オ
ペ
ラ
･
ブ
ツ
フ
ァ
と
.
『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』

二
-
1

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
初
期
の
オ
ペ
ラ
･
ブ
ツ
フ
ナ
に
お
け
る
序
曲
と
導
入
曲

本
節
で
は
､
特
に
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
初
期
の
オ
ペ
ラ
･
ブ
ツ
フ
ァ
に
･
お
け
る
序
曲
と
導
入
曲
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
｡
こ
の
よ

ぅ
に
ジ
ャ
ン
ル
を
限
定
す
る
背
景
に
は
､
序
で
触
れ
た
よ
う
に
､
『
牧
人
の
王
』
ま
で
の
初
期
の
オ
ペ
ラ
に
お
い
て
､
.
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
が
ジ

ャ
ン
ル
ご
と
に
序
曲
を
書
き
分
け
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
｡
は
じ
め
に
そ
れ
に
つ
.
い
て
説
明
し
た
い
｡

モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
初
期
の
オ
ペ
ラ
に
お
け
.
る
序
曲
は
､
多
楽
章
か
ら
な
る
も
の
と
単
一
の
楽
章
か
ら
な
る
も
の
の
二
つ
に
大
別
で
き
る
｡

多
楽
章
か
ら
な
る
も
の
は
さ
ら
に
､
そ
れ
ぞ
れ
の
楽
章
が
独
立
し
て
い
る
も
の
と
､
続
け
て
演
奏
さ
れ
る
も
の
と
に
分
け
ら
れ
る
｡
そ
の

い
ず
れ
も
､
楽
章
構
成
は
急
緩
急
の
三
楽
章
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
が
､
オ
ペ
ラ
本
体
の
冒
頭
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
､
必
ず
し
も
楽
章

が
三
つ
そ
ろ
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
｡

一
三
九



こ
れ
ら
三
つ
の
類
型
を
そ
れ
ぞ
れ
オ
ペ
ラ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
対
応
さ
せ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
｡

一
四
〇

a

独
立
し
た
複
数
の
楽
章
か
ら
な
る
も
の
…
規
模
の
大
き
い
イ
タ
リ
ア
オ
ペ
ラ

オ
ペ
ラ
･
セ
リ
ア
ニ
価
品
(
『
ボ
ン
ト
の
王
ミ
ト
リ
ダ
ー
テ
』
(
､
一
.
七
七
〇
)
､
.
『
ル
ー
チ
ョ
･
シ
ツ
ラ
〓
一
七
七
二
)
)
､
一
オ
ペ
ラ
｣
ア

ッ
プ
ア
二
作
品
(
『
ラ
･
フ
ィ
ン
㌣
セ
盲
リ
ー
チ
エ
』
(
一
七
六
九
)
､
『
偽
の
女
庭
師
』
(
一
七
七
五
)
)
お
よ
び
祝
祭
的
な
オ
ペ
ラ
ジ

ャ
ン
ル
で
あ
る
セ
レ
ナ
一
夕
に
分
類
さ
れ
る
『
ア
ル
バ
の
7
ス
カ
ー
ニ
ョ
』
〓
七
七
一
)
(
や
の
序
曲
が
こ
れ
に
当
た
る
｡

b

続
け
て
演
奏
さ
れ
る
複
数
の
楽
章
か
ら
な
る
も
の
…
規
模
の
小
さ
い
イ
タ
リ
ア
オ
ペ
ラ

セ
レ
ナ
一
夕
の
二
作
品
(
『
シ
ゼ
オ
ー
ネ
の
夢
』
(
一
七
七
二
)
､
『
牧
人
の
王
』
)
の
序
曲
が
こ
れ
に
当
た
る
(
駕

C

単
一
の
楽
章
か
ら
な
る
も
の
…
イ
タ
リ
ア
語
以
外
の
言
語
に
よ
る
オ
ペ
ラ

ラ
テ
ン
語
に
よ
る
.
『
ア
ポ
ロ
ン
と
七
ア
キ
ン
ト
ス
』
(
一
.
七
六
七
)
.
上
下
イ
ツ
層
に
ュ
る
『
バ
ス
チ
ア
ン
と
バ
ス
チ
エ
ン
ヌ
』
(
一
七
六

人
)
が
こ
れ
に
当
た
る
｡
こ
れ
ら
の
オ
ペ
ラ
作
品
は
､
ま
た
､
と
も
に
規
模
の
小
さ
い
も
の
で
も
あ
る
｡

以
上
か
ら
､
独
立
し
た
複
数
の
楽
章
よ
り
な
る
と
い
う
､
そ
れ
眉
体
規
模
の
大
き
い
序
曲
が
本
格
的
な
イ
タ
リ
ア
オ
ペ
ラ
に
用
い
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
胡
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
ら
の
中
で
､
む
し
ろ
特
殊
な
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
で
為
る
『
ア
ル
バ
の
ア
ス
カ
ー
ニ
ョ
』
(
召
を
除

き
､
オ
ペ
ラ
･
セ
リ
て
と
オ
ペ
ラ
･
ブ
ツ
ウ
ァ
の
序
曲
を
相
互
に
比
較
す
る
な
ら
ば
､
.
オ
ペ
ラ
･
ブ
ッ
ク
ア
の
序
曲
は
次
の
二
点
に
お
い

て
オ
ペ
ラ
･
セ
リ
ア
の
そ
れ
と
区
別
さ
れ
る
｡

一
つ
は
､
特
に
第
一
楽
章
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
､
.
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
や
テ
ィ
ン
パ
こ
を
用
い
ず
､
軽
や
か
な
曲
想
を
持
っ
て
い
る
こ

と
で
應
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
.
オ
ペ
ラ
･
セ
リ
ア
の
序
曲
は
よ
り
力
強
い
曲
想
を
持
つ
(
宅
･

も
う
一
つ
は
､
序
曲
が
完
結
せ
ず
､
第
一
幕
冒
頭
に
あ
る
導
入
曲
と
名
付
け
ら
れ
る
重
唱
曲
と
接
続
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
(
空
｡
す



な
わ
ち
､
『
ラ
･
フ
ィ
ン
タ
･
セ
ン
プ
リ
ー
チ
ェ
』
で
は
第
三
楽
章
に
続
け
て
導
入
曲
が
切
れ
目
な
し
に
始
ま
っ
て
お
り
､
房
の
女
庭

師
』
■
で
は
第
三
楽
章
の
位
置
に
導
入
曲
が
置
か
れ
て
い
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
オ
ペ
ラ
･
セ
リ
ア
の
二
作
品
の
序
曲
は
い
ず
れ
も
三
楽
章

で
完
結
し
て
お
り
､
そ
の
後
で
第
一
幕
が
レ
チ
タ
テ
ィ
ー
ヴ
オ
･
セ
ッ
コ
に
よ
り
開
始
さ
れ
る
｡
こ
の
特
徴
は
､
し
た
が
っ
て
､
序
曲
の

問
題
で
あ
る
だ
け
で
な
く
､
オ
ペ
ラ
本
体
の
開
始
の
仕
方
に
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
｡

そ
こ
で
､
次
に
こ
の
導
入
曲
に
つ
い
て
見
る
こ
と
と
し
た
い
(
本
稿
末
尾
資
料
2
参
照
)
｡
二
つ
の
オ
ペ
ラ
･
プ
ツ
フ
ァ
に
お
け
る
導

入
曲
に
共
通
す
る
構
成
法
は
､
舞
台
上
の
人
物
全
員
に
よ
る
合
唱
に
始
ま
り
､
各
人
の
ソ
ロ
に
移
り
､
最
後
に
合
唱
が
再
現
さ
れ
る
､

と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
内
容
を
見
る
と
､
合
唱
の
部
分
は
喜
ば
⊥
い
内
容
の
歌
詞
が
歌
わ
れ
､
ソ
ロ
の
部
分
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
持

つ
悩
み
が
吐
露
さ
れ
る
｡
し
美
が
っ
て
､
合
唱
の
内
容
は
各
々
の
登
場
人
物
の
内
面
を
表
現
し
た
も
の
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
､
導
入
曲
に

喜
ば
し
い
性
格
を
与
え
る
た
め
の
も
の
と
し
て
､
こ
の
合
唱
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
よ
う
な
合
唱
を
導
入
曲
の
最
初
と
最
後
に

置
く
こ
と
も
､
そ
の
よ
う
な
目
的
に
か
な
っ
た
構
成
法
で
あ
る
｡
つ
ま
り
導
入
曲
は
､
劇
の
具
体
的
な
場
面
を
描
く
の
で
は
な
く
､
あ
く

ま
で
オ
ペ
ラ
開
始
の
華
や
か
な
雰
囲
気
を
盛
り
上
げ
､
一
人
一
人
の
歌
手
を
紹
介
す
る
と
い
う
顔
見
せ
の
性
格
を
持
つ
重
唱
曲
と
言
え

る｡

こ
の
よ
う
な
導
入
曲
に
よ
っ
て
喜
劇
的
な
オ
ペ
ラ
･
プ
ッ
フ
ァ
が
始
ま
る
こ
と
も
､
よ
り
深
刻
な
題
材
を
扱
う
オ
ペ
ラ
∵
セ
リ
ア
に
お

い
て
､
レ
ナ
タ
テ
ィ
ー
ヴ
ォ
･
セ
ッ
コ
の
対
話
に
よ
り
､
第
一
幕
の
冒
頭
か
ら
直
接
に
劇
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
も
､
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ

の
ジ
ャ
ン
ル
の
性
格
に
ふ
さ
わ
し
い
構
成
法
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
鹿
に
指
摘
し
た
よ
う
に
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
こ
の
よ
う
な
オ
ペ
ラ
本
体

の
開
始
の
仕
方
を
も
考
慮
に
入
れ
て
序
曲
を
構
成
し
た
｡
つ
ま
り
､
オ
ペ
ラ
･
プ
ッ
フ
ァ
の
序
曲
を
作
曲
す
る
際
に
は
､
そ
れ
を
導
入
曲

と
い
か
に
関
係
付
け
る
か
と
い
う
問
題
と
も
取
り
組
む
必
要
が
生
じ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
間
題
こ
そ
オ
ペ
ラ
･
プ
ツ
フ
ァ
に
固
有
の
も
の

で
あ
り
､
『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』
の
冒
頭
部
分
の
構
成
の
問
題
と
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
｡
本
稿
に
お
い
て
初
期
の
オ
ペ
ラ
･
プ
ソ
フ
ァ

を
比
較
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
､
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
｡

一
四
一
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そ
こ
で
『
ラ
･
フ
ィ
ン
タ
･
セ
ン
プ
リ
ー
チ
エ
』
上
『
偽
の
女
庭
師
』
に
お
け
る
序
曲
と
導
入
曲
の
関
係
に
つ
い
て
､
も
う
少
し
詳
し

く
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
｡
ま
ず
『
ラ
･
フ
ィ
ン
タ
･
セ
ン
ブ
リ
ー
チ
ェ
』
だ
が
､
一
先
ほ
ど
触
れ
た
よ
う
に
､
こ
の
作
品
で
は
序
曲
の

第
三
楽
章
の
結
尾
に
直
接
導
入
曲
の
冒
頭
が
つ
な
が
っ
て
い
る
｡
こ
の
第
三
楽
章
に
は
レ
オ
ボ
ル
ト
･
モ
ー
ツ
.
ア
ル
ト
の
手
に
な
る
演
奏

会
用
の
終
止
部
分
も
残
さ
れ
て
い
る
が
(
竿
.
そ
れ
は
主
和
音
だ
け
か
ら
儒
成
さ
れ
る
四
小
節
の
短
い
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
判

牒
よ
う
に
､
オ
ペ
ラ
に
お
い
て
も
第
三
楽
章
が
ま
さ
に
終
結
す
滝
部
分
だ
け
を
省
略
し
て
導
入
曲
を
つ
な
げ
た
と
い
う
の
が
､
『
ラ
･
フ
ィ

J
タ
･
セ
ン
ブ
リ
ー
チ
エ
』
に
お
け
る
序
曲
と
導
入
曲
の
関
係
で
あ
る
｡

一
方
､
･
『
偽
の
女
庭
師
』
に
お
い
て
は
､
序
曲
自
体
は
急
魔
の
二
楽
章
し
か
な
い
｡
そ
し
て
､
そ
の
二
つ
の
楽
章
は
主
調
(
ニ
長
調
)

と
下
属
調
(
ト
長
調
)
と
い
う
､
三
楽
章
型
の
序
曲
の
第
一
､
二
楽
章
に
通
常
見
ら
れ
る
調
関
係
に
あ
る
｡
こ
の
二
つ
の
楽
章
の
後
に

導
入
曲
が
始
ま
る
の
だ
が
､
こ
れ
は
第
一
楽
章
と
同
じ
ニ
長
調
に
よ
っ
て
お
り
､
テ
ン
ポ
も
ア
レ
グ
ロ
と
い
う
急
速
な
も
の
で
あ
る
｡
さ

ら
に
ま
た
､
冒
頭
に
比
較
的
長
い
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
部
分
を
置
く
こ
と
に
よ
り
､
ま
さ
に
序
曲
の
終
楽
章
が
開
始
し
た
か
の
よ
う
な
印
象
を

与
え
る
工
夫
も
施
さ
れ
て
い
る
ぺ
こ
の
よ
う
に
『
偽
の
女
庭
師
』
に
お
け
る
導
入
曲
は
､
単
に
序
曲
の
第
三
楽
章
の
位
置
に
あ
る
だ
け
で

な
く
､
音
楽
の
実
質
か
ら
も
､
序
曲
の
終
楽
章
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
『
偽
の
女
庭
師
』
の
序
曲
と
導
入
曲
の
構
成
と
を
比
べ
る
な
ら
ば
､
『
ラ
･
フ
ィ
ン
タ
･
セ
ン
ブ
リ
ー
チ
エ
』
の
構
成
は
や
や
冗

漫
な
滝
の
と
言
え
る
｡
同
じ
調
性
(
ニ
長
調
)
を
取
り
､
同
様
に
急
速
な
テ
ン
ポ
を
持
つ
第
三
楽
章
と
導
入
店
が
た
だ
並
列
さ
れ
て
い
る

だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
(
鷲
そ
れ
に
村
し
て
『
偽
の
女
庭
師
』
に
お
い
て
は
､
導
入
曲
は
序
曲
の
第
三
楽
章
と
し
て
の
機
能
も
合
わ
せ
持

っ
て
お
り
､
両
者
は
無
駄
な
く
オ
ペ
ラ
の
冒
頭
部
分
を
形
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

序
曲
と
導
入
曲
を
別
個
の
も
の
と
し
て
作
曲
す
る
の
で
は
な
く
､
む
し
ろ
一
体
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
意
図
は
､
二
つ

の
作
品
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
｡
導
入
曲
は
､
登
場
人
物
た
ち
が
舞
台
上
で
歌
う
点
で
確
か
に
オ
ペ
ラ
の
本
体
に
属
し
て
は
い
る
が
､

未
だ
劇
の
具
体
的
な
情
景
は
盛
り
込
ま
れ
て
お
ら
ず
､
む
し
ろ
劇
が
始
ま
る
前
の
準
備
段
階
に
あ
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
点
､
序
曲
と
導



入
曲
は
似
通
っ
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
｡
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
も
そ
の
点
を
重
視
し
､
両
者
を
結
び
つ
け
て
作
曲
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
よ
う
｡
そ
し
て
そ
の
結
び
つ
け
方
に
お
い
て
､
『
偽
の
女
庭
師
』
は
七
年
前
に
書
か
れ
た
『
ラ
･
フ
ィ
ン
タ
･
セ
ン
ブ
リ
ー
チ
エ
』
よ

り
も
大
き
く
進
ん
だ
形
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

二
⊥
一
初
期
オ
ペ
ラ
･
ブ
ツ
フ
ァ
と
『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』

『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』
に
お
け
る
､
序
曲
の
最
後
の
部
分
を
第
一
幕
冒
頭
の
重
唱
曲
に
置
き
換
え
る
手
法
は
､
以
上
に
見
た
よ
う
に
､

『
偽
の
女
庭
師
』
で
も
既
に
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
限
り
に
お
い
て
『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』
の
冒
頭
部
分
は
､
初
期
の
オ

ペ
ラ
･
ブ
ツ
フ
ァ
の
延
長
上
に
あ
る
も
の
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
｡
し
か
し
､
重
唱
曲
の
性
格
や
序
曲
と
重
唱
曲
と
の
音
楽
的
な
関
係

付
け
の
仕
方
の
点
に
お
い
て
､
両
者
は
重
大
な
違
い
を
見
せ
て
お
り
､
そ
の
結
果
､
『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』
の
序
曲
は
､
初
期
に
は
見
ら

れ
な
か
っ
た
新
た
な
機
能
を
持
つ
に
至
っ
て
い
る
｡
以
下
そ
れ
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
き
た
い
｡

は
じ
め
に
重
唱
曲
の
性
格
に
つ
い
て
で
あ
る
が
､
『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』
･
の
第
一
香
の
四
重
唱
は
､
初
期
の
オ
ペ
ラ
･
プ
ツ
フ
ァ
に
お

け
る
定
型
的
な
導
入
曲
と
比
べ
､
自
由
に
構
成
さ
れ
て
い
る
点
が
ま
ず
目
に
付
く
｡
し
か
し
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
が
､
人
物
相
互
の
対

話
が
盛
り
込
ま
れ
､
劇
の
具
体
的
な
場
面
が
措
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
場
面
の
主
眼
は
､
劇
の
冒
頭
に
ふ
さ
わ
し
く
､

幕
開
け
に
お
け
る
人
物
た
ち
の
置
か
れ
た
状
況
を
示
す
こ
と
に
あ
る
(
鴛

つ
ま
り
､
『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』
の
第
一
番
の
四
重
唱
は
劇
的

な
意
味
合
い
を
持
っ
て
お
り
､
喜
ば
し
い
雰
囲
気
を
作
り
出
す
の
が
目
的
で
あ
る
初
期
の
オ
ペ
ラ
･
プ
ツ
フ
ァ
に
お
け
る
導
入
曲
と
は
､

そ
の
点
で
は
っ
き
牒
と
区
別
さ
れ
る
｡

次
に
序
曲
と
重
唱
曲
と
の
音
楽
的
な
関
係
付
け
に
つ
い
て
で
あ
る
が
､
『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』
で
は
｢
リ
ブ
リ
ー
ズ
序
曲
｣
の
構
成
を

応
用
し
､
序
曲
の
冒
頭
ア
レ
グ
ロ
と
四
重
唱
と
を
同
じ
旋
律
素
材
に
よ
っ
て
構
成
し
て
い
る
｡
そ
れ
に
対
⊥
て
､
初
期
の
オ
ペ
ラ
･
プ
ツ

フ
ァ
で
は
､
序
曲
と
導
入
曲
の
一
体
化
が
推
し
進
め
ら
れ
た
『
偽
の
女
庭
師
』
で
も
､
両
者
は
､
調
性
以
外
の
点
で
は
音
楽
的
に
は
関

一
四
三
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連
は
な
か
っ
た
め
で
あ
る
｡

こ
の
､
音
楽
的
な
関
係
付
け
の
仕
方
の
違
い
は
､
直
接
に
序
曲
を
作
曲
す
る
際
の
態
度
の
違
い
に
反
映
す
る
｡
『
偽
の
女
庭
師
』
の
序

曲
は
､
オ
ペ
ラ
･
セ
リ
ア
の
序
曲
と
異
な
る
軽
や
か
な
曲
想
に
よ
り
､
オ
ペ
ラ
の
本
体
が
喜
劇
的
な
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
こ
と
を
気
分
的

に
示
す
も
の
で
は
あ
る
が
､
そ
れ
以
上
に
個
別
的
に
オ
ペ
ラ
の
内
容
に
目
を
配
っ
て
作
曲
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
｡
そ
の
点
に
つ
い
て
は
､

『
ラ
･
フ
ィ
ン
タ
･
セ
ン
プ
リ
ー
チ
エ
』
に
お
け
る
序
曲
か
ら
本
質
的
に
変
化
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡

そ
れ
に
対
し
て
､
『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』
め
作
曲
に
際
し
て
は
､
序
曲
部
分
そ
の
も
の
を
い
か
に
オ
ペ
ラ
の
内
容
に
関
係
付
け
る
か
と

い
う
問
題
が
､
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
た
と
え
｢
リ
プ
リ
ー
ズ
序
曲
｣
･
の
再
現
部
に
当
た
る
箇
所
に
四
重
唱
が
置
か

れ
て
い
る
こ
と
が
､
単
に
序
曲
と
重
唱
曲
の
一
体
化
を
推
し
進
め
た
結
果
だ
と
し
て
も
､
序
曲
の
冒
頭
ア
レ
グ
ロ

部
分
の
音
楽
に
は
､
四
重
唱
に
も
使
用
さ
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
用
い
る
配
慮
が
必
要
と
な
る
か
ら
で
あ

る
｡
し
か
も
､
こ
の
四
重
唱
は
､
初
期
の
オ
ペ
ラ
･
ブ
ツ
フ
ァ
に
お
け
る
導
入
曲
と
は
異
な
り
､
劇
的
な
意
味
合

い
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
四
重
唱
で
序
曲
の
旋
律
が
用
い
ら
れ
つ
つ
劇
の
具
体
的
な
状
況
が
提
示
さ
れ
る
場

合
､
序
曲
を
そ
の
状
況
と
関
係
付
け
て
解
釈
し
直
す
と
い
う
聴
き
手
の
受
け
取
り
方
も
､
容
易
に
想
定
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
(
空
｡

モ
ー
ツ
ア
ル
ト
は
､
こ
の
よ
う
な
効
果
を
は
っ
き
り
と
意
識
し
て
『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』
の
冒
頭
部
分
を
構
想

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
単
に
四
重
唱
で
使
わ
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
音
楽
を
序
曲
で
あ
ら
か
じ
め
用
い
る
と
い

う
以
上
の
工
夫
が
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
は
動
機
C
(
語
例
参
照
)

の
使
用
法
で
あ
る
｡
こ
の

動
機
は
二
拍
目
の
裏
拍
に
ス
フ
ォ
ル
ソ
ア
ン
ド
を
置
く
､
そ
れ
自
体
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
れ
は
ま

ず
､
.
第
丁
王
題
に
続
い
て
音
楽
が
盛
り
上
が
っ
た
後
､
そ
の
流
れ
を
中
断
す
る
よ
う
に
提
示
さ
れ
､
二
回
線
り

返
さ
れ
る
｡
そ
し
て
半
音
階
的
で
な
だ
ら
か
な
動
き
を
持
つ
D
に
よ
っ
て
締
め
く
く
ら
れ
､
こ
の
プ
ロ
セ
ス
全
体



が
も
う
一
度
反
復
さ
れ
る
｡
さ
ら
に
第
二
主
題
提
示
の
直
後
に
も
動
機
C
は
再
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
動
機
C
は
､
全
体
的
に
華
や
い
だ
雰
囲
気
を
持
つ
序
曲
の
ア
レ
グ
ロ
部
分
の
中
で
､
む
し
ろ
そ
れ
に
水
を
差
す
よ
う
な
異

質
な
性
格
を
持
っ
て
お
り
､
音
楽
の
自
然
な
流
れ
を
遮
る
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
そ
れ
自
体
特
徴
的
な
動
機
が
こ
こ
で
は
音

楽
の
構
造
か
ら
浮
き
上
が
る
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
明
ら
か
に
作
曲
者
の
意
図
を
感
じ
さ
せ
る
用
法
で
あ
る
･
｡
そ

し
て
そ
の
用
法
に
よ
り
､
動
機
C
は
い
わ
ば
何
か
意
味
あ
り
げ
な
印
象
を
与
え
る
も
め
と
な
っ
て
い
る
｡

一
方
､
四
重
唱
に
お
い
て
動
機
C
は
､
前
奏
部
分
で
冒
頭
の
A
に
続
い
て
す
ぐ
に
現
れ
､
序
曲
に
お
け
る
の
と
同
様
に
D
に
よ
っ
て
締

め
く
く
ら
れ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
動
機
C
が
反
復
さ
れ
る
際
に
､
プ
ル
ケ
ー
リ
ョ
が
笑
い
声
を
立
て
､
人
物
た
ち
の
対
話
が
開
始
さ
れ
る

の
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
後
も
､
動
機
C
が
用
い
ら
れ
る
の
は
プ
ル
ケ
ー
リ
ョ
が
ボ
ツ
コ
ー
ニ
ョ
を
か
ら
か
う
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
｡

そ
の
｣
貫
し
た
用
法
か
ら
し
て
､
こ
れ
を
｢
嘲
笑
の
動
機
｣
と
名
付
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
序
曲
に
お
い
て
既
に
､
意
味

合
い
は
不
明
確
な
が
ら
そ
れ
と
し
て
目
立
つ
形
で
現
れ
て
い
た
動
機
C
は
､
四
重
唱
で
主
人
公
を
嘲
笑
う
行
為
を
表
す
も
の
と
し
て
､
具

体
的
な
意
味
を
付
与
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
動
機
C
は
､
単
に
具
体
的
な
意
味
を
付
与
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
､
四
重
唱
に
お
い
て
は
楽
曲
の
中
心
的
な
動
機
と
し
て
前
面
に

出
て
い
る
｡
前
章
で
示
し
た
と
お
り
､
四
重
唱
に
お
い
て
は
む
し
ろ
C
が
第
一
主
題
と
し
て
機
能
し
て
お
り
､
ま
た
第
二
主
題
部
分
に
も

こ
の
動
機
は
顔
を
出
し
て
い
る
｡
.
t
か
も
最
後
に
現
れ
る
箇
所
(
百
八
十
人
～
百
九
十
四
小
節
)

で
は
､
そ
れ
ま
で
二
度
ず
つ
繰
り
返
さ

れ
て
い
た
こ
の
動
機
を
丁
回
多
く
三
度
繰
り
返
す
と
い
う
､
よ
り
強
く
印
象
に
残
る
よ
う
な
工
夫
も
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

序
曲
に
お
け
る
動
機
C
の
暗
示
的
な
使
用
法
は
､
聴
き
手
に
い
わ
ば
謎
を
提
起
す
る
よ
う
な
表
現
で
あ
り
､
オ
ペ
ラ
の
内
容
へ
の
期
待

を
高
め
る
手
法
と
し
て
十
分
に
効
果
的
な
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
動
機
は
､
四
重
唱
に
お
い
て
主
人
公
を
嘲
笑
う
行
為
に
対
応
す
る

こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
｡
し
か
も
こ
の
｢
嘲
笑
の
動
機
｣
は
四
重
唱
の
中
心
的
な
動
機
と
し
て
数
多
く
現
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な
動
機
の
使

用
法
に
よ
り
､
･
由
重
唱
の
歌
詞
の
中
に
措
か
れ
て
い
る
､
結
婚
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
を
他
の
人
々
に
か
ら
か
わ
れ
る
主
人
公
の
姿
が
､
音

一
四
五



一
四
大

楽
的
に
強
調
さ
れ
て
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
｡
主
人
公
が
結
局
､
ひ
と
り
結
婚
で
き
ず
に
取
り
残
さ
れ
る
と
い
う
オ
ペ
ラ
全
体
の
筋
立
て

を
考
え
る
な
ら
ば
､
こ
の
強
調
は
極
め
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
｡

.
そ
も
そ
も
第
一
番
の
四
重
唱
に
は
､
劇
が
始
ま
る
と
き
の
状
況
を
示
す
機
能
が
あ
っ
た
｡
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
序
曲
と
四
重
唱
と
を
相
補

的
に
作
用
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
､
そ
.
の
機
能
を
十
二
分
に
発
揮
さ
せ
た
の
セ
あ
る
｡
こ
れ
を
序
曲
の
側
か
ら
見
る
な
ら
ば
､
オ
ペ
ラ
本
体

の
冒
頭
場
面
を
予
告
的
に
示
す
働
き
が
こ
の
序
曲
に
は
具
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
な
る
｡
初
期
の
オ
ペ
ラ
･
ブ
ツ
フ
ァ
に
お
い
て
序
曲
は
､

オ
ペ
ラ
本
体
の
最
初
の
楽
曲
で
あ
る
導
入
曲
と
｣
体
化
し
っ
つ
も
､
そ
の
機
能
は
あ
く
ま
で
喜
ば
し
.
い
雰
囲
気
を
作
り
出
す
と
い
う
従
来

的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
｡
こ
こ
に
は
､
･
序
曲
と
オ
ペ
ラ
本
体
の
劇
世
界
と
を
具
体
的
に
結
び
.
つ
け
る
要
素
は
認
め
ら
れ
な
い
｡
そ

れ
に
対
し
て
『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』

の
序
曲
は
､
劇
の
冒
頭
場
面
に
お
け
る
特
徴
的
な
要
素
を
こ
と
さ
ら
強
調
的
に
予
告
す
る
こ
と
に
よ

り
､
▼
ま
さ
に
こ
の
劇
固
有
の
序
曲
と
し
て
自
ら
を
位
置
づ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

結
び
l

本
稿
で
は
､
モ
ー
ツ
ァ
.
ル
ト
の
未
完
の
オ
ペ
ラ
･
プ
ツ
フ
ァ
『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』
･
に
お
け
る
序
曲
と
第
一
番
の
四
重
唱
の
構
成
に
つ

い
て
､
そ
れ
に
先
行
す
る
同
じ
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
初
期
の
二
つ
の
作
品
と
の
比
較
を
通
じ
て
考
察
し
た
｡
こ
の
よ
う
に
比
較
対
象
を
限

定
し
た
の
は
､
･
そ
れ
に
よ
り
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
が
序
曲
と
オ
ペ
ラ
本
体
冒
頭
の
重
唱
曲
と
を
い
か
に
関
係
付
け
よ
う
と
し
て
き
た
の
か
を
､

明
確
に
跡
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
｡
最
後
に
､
初
期
の
作
品
と
『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』
と
の
間
に
位
置
す
る
二

つ
の
作
品
､
す
な
わ
ち
l
『
イ
ド
メ
ネ
オ
』
と
『
後
宮
か
ら
の
誘
拐
』
を
も
視
野
に
入
れ
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
オ
ペ
ラ
創
作
に
お
け
る
『
だ

ま
さ
れ
た
花
婿
』

の
序
曲
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
ま
と
め
る
こ
と
と
し
た
い
｡

『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』
で
は
､
序
曲
と
第
一
番
の
四
重
唱
と
で
同
じ
旋
律
が
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
見
方
を
変
え
れ
ば
､
序
曲



が
第
一
幕
冒
頭
に
現
れ
る
旋
律
を
先
取
り
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
｡
実
の
と
こ
ろ
､
こ
の
先
取
り
の
手
法
は
『
イ
ド
メ
ネ
オ
』
と
『
後

宮
か
ら
の
誘
拐
』
で
既
に
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
完
結
せ
ず
に
第
一
幕
冒
頭
と
接
続
し
て
い
ふ
点
に
お
い
て
も
､
そ
れ

ら
の
序
曲
は
『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』
と
共
通
し
て
い
る
｡
要
す
る
に
､
初
期
の
オ
ペ
ラ
か
ら
後
期
の
オ
ペ
ラ
へ
の
転
換
点
に
位
置
す
る
こ

れ
ら
三
作
品
に
お
い
て
､
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
は
基
本
的
に
同
じ
仕
方
で
序
曲
を
構
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

も
っ
と
も
､
序
曲
と
第
一
幕
冒
頭
と
を
接
続
す
る
構
成
法
は
､
初
期
の
オ
ペ
ラ
に
お
ぃ
て
も
､
本
稿
で
論
じ
た
オ
ペ
ラ
･
ブ
ツ
フ
ァ
の

二
作
品
の
み
な
ら
ず
､
そ
れ
以
外
の
七
作
品
中
､
四
作
品
(
空
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
特
に
､
第
一
幕
が
番
号
曲
に
よ

っ
て
開
始
す
る
場
合
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
例
外
な
く
序
曲
を
完
結
さ
せ
ず
､
続
け
て
そ
の
番
号
曲
が
始
ま
る
よ
う
に
し
て
い
た
｡
つ
ま
り
､

序
曲
か
ら
オ
ペ
ラ
本
体
へ
と
音
楽
が
連
続
的
に
移
る
よ
う
な
工
夫
が
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
初
期
の
オ
ペ
ラ
に
お
い
て
既
に
な
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
｡
こ
の
点
に
も
､
序
曲
と
オ
ペ
ラ
本
体
と
を
関
係
付
け
よ
う
と
い
う
彼
の
意
識
の
萌
芽
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

し
た
が
っ
て
､
『
イ
ド
メ
ネ
オ
』
以
降
の
三
作
品
の
序
曲
が
完
結
し
な
い
ま
ま
第
一
幕
に
接
続
す
る
の
も
､
初
期
の
オ
ペ
ラ
に
お
け
る

構
成
法
を
踏
襲
し
た
も
の
と
言
え
る
の
だ
が
､
序
曲
と
第
一
幕
冒
頭
と
で
同
じ
旋
律
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
､
そ
れ
ら
の
作
品
で
は
､
両

者
の
連
続
性
の
印
象
が
j
ら
に
強
め
ら
れ
そ
し
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
7
ド
メ
ネ
オ
』
に
関
し
て
は
､
確
か
に
序
曲
と
第
一

番
の
ア
リ
ア
に
お
い
て
同
じ
短
い
動
機
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
､
そ
の
共
通
性
は
即
座
に
判
る
と
い
う
性
質
の
も
の
は
な
い
｡
そ
の
動
機

の
意
味
合
い
も
､
本
稿
で
論
じ
た
貫
ま
さ
れ
た
花
婿
』
に
好
け
る
｢
噺
笑
の
動
機
｣
ほ
ど
明
確
な
も
の
で
は
な
く
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
が

ど
こ
ま
で
そ
れ
を
意
識
的
に
活
用
し
ょ
う
と
し
た
の
か
は
慎
重
に
考
察
す
べ
き
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
(
空
｡

そ
れ
に
ひ
き
か
え
『
後
宮
か
ら
の
誘
拐
』
で
は
､
｢
リ
ブ
リ
ー
ズ
序
曲
｣

の
中
間
部
が
､
短
調
か
ら
長
調
へ
と
変
化
し
た
だ
け
で
そ
の

ま
ま
第
一
幕
冒
頭
の
ア
リ
ア
に
用
い
ら
れ
て
お
り
､
両
者
の
共
通
性
は
極
め
て
明
瞭
で
あ
る
｡
こ
の
作
品
お
よ
び
『
だ
ま
さ
れ
美
花
婿
』

に
お
い
て
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
､
序
曲
と
第
一
幕
冒
頭
と
を
音
楽
的
に
融
合
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
(
3
1
)
｡

と
り
わ
け
冒
ま
さ
れ
た
花
婿
』
で
は
､
本
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
､
人
物
相
互
の
関
係
を
描
く
重
唱
曲
の
旋
律
素
材
を
序
曲
で
あ
ら
か

一
四
七



一
四
八

じ
め
効
果
的
に
用
い
る
こ
と
に
よ
り
､
序
曲
そ
の
も
の
が
劇
的
な
要
素
を
強
く
持
つ
に
至
っ
て
い
る
｡
こ
れ
こ
そ
『
後
宮
か
ら
の
誘
拐
』

に
も
見
ら
れ
な
い
『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』

の
独
自
な
点
で
あ
り
､
序
曲
の
持
つ
可
能
性
を
新
た
･
に
切
り
拓
く
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
点
に
お

い
て
､
未
完
の
作
品
で
あ
り
つ
つ
も
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
オ
ペ
ラ
創
作
に
お
万
る
『
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
』
の
持
つ
意
義
は
極
め
て
大
き
い

も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
｡

註

(
以
下
の
註
で
は
､
き
寿
§
g
ゝ
喜
計
ミ
寮
)
N
呈
､
吉
罵
ゝ
監
g
註
:
ぎ
､
､
監
m
r
き
r
訂
ゝ
e
r
a
u
s
腎
g
e
b
e
n
く
｡
n
d
e
こ
n
t
e
r
n
邑
｡
n
巴
e
コ
S
t
i
ぎ
コ
g

M
O
Z
a
ユ
e
u
ヨ
S
a
-
z
b
u
r
g
(
宏
r
e
n
r
e
i
t
e
r
.
不
a
s
s
e
L
e
t
c
.
∵
忘
亘
γ
空
)
(
い
わ
ゆ
る
｢
新
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
全
集
｣
)
を
N
M
A
･
と
､
ま
た
､
ミ
Q
～
白
ユ
ー
守
-
爪
音
…
軋

ゝ
息
告
ぎ
§
g
き
g
e
S
a
ヨ
∋
e
言
u
n
d
O
ユ
賢
巾
ユ
v
O
n
W
〓
b
巴
ヨ
A
.
B
a
u
e
r
u
n
d
O
t
t
O
E
r
i
c
h
D
e
u
t
s
c
h
(
B
腎
e
n
r
e
i
t
e
r
〉
不
a
s
s
巾
-
e
t
c
･
こ
ま
い
〓
伺
｢
モ
ー
ツ

ア
ル
ト
書
簡
全
集
｣
)
を
守
､
色
付
と
略
記
す
る

(
1
)

｢
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
】
の
作
曲
年
代
は
､
ア
ラ
ン
･
タ
イ
ソ
ン
の
説
に
従
う
(
本
稿
第
一
章
お
よ
び
註
(
‖
)
を
参
照
の
こ
と
)
｡
な
お
､
本
稿
で

は
以
下
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
未
完
の
オ
ペ
ラ
に
つ
い
て
は
作
曲
年
を
､
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
初
演
年
を
､
作
品
名
が
最
初
に
言
及
さ
れ
る
際
に

添
え
る
こ
.
と
と
す
る
｡

(
2
)

C
〔
N
i
c
h
｡
宮
→
e
m
p
邑
｡
y
㌔
○
く
昔
u
r
e
ご
n
⊇
代
書
ミ
G
r
Q
V
q
b
巨
Q
喜
蔓
阜
ぎ
旨
§
q
ぎ
旨
ぎ
｡
}
<
｡
=
♪
(
M
a
｡
ヨ
≡
a
｡
u
｢
｡
n
d
｡
｡
･

-£○)pp.い〕芦

(
3
)

こ
れ
に
つ
い
て
は
本
文
第
二
章
で
説
明
す
る
こ
と
と
す
る
｡

(
4
)

皇
帝
ヨ
ー
ゼ
フ
二
世
の
政
策
に
よ
り
､
一
七
七
人
年
以
来
ウ
ィ
ー
ン
の
プ
ル
ク
劇
場
で
は
｢
国
民
劇
場
｣
の
名
の
下
に
専
ら
ド
イ
ツ
オ
ペ
ラ
が
上

演
さ
れ
て
.
い
美
｡
し
か
し
r
後
宮
か
ら
の
誘
拐
』
以
外
に
は
さ
し
た
る
成
果
を
上
げ
ら
れ
ず
､
八
三
年
の
春
に
は
イ
タ
リ
ア
オ
ペ
ラ
が
復
活
し
た
｡

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
が
八
二
年
の
十
二
月
に
早
く
も
イ
タ
リ
ア
オ
ペ
ラ
創
作
を
希
望
し
､
台
本
も
手
配
し
て
い
る
こ
と
は
､
八
二
年
十
二
月
二
十
一
日

の
父
宛
の
手
紙
か
ら
う
か
が
え
る
(
守
､
色
付
〉
ロ
d
.
い
.
S
.
N
N
ヱ
｡

(
5
)

【
カ
イ
ロ
の
鷲
鳥
し
の
台
本
は
､
か
つ
て
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
た
め
に
【
イ
ド
メ
ネ
オ
｣
の
ム
ロ
本
を
執
筆
し
た
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
の
司
祭
ヴ
ア
レ
ス
コ

が
､
再
び
依
頼
を
受
け
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
｡
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
台
本
に
関
す
る
意
見
を
父
親
に
手
紙
で
知
ら
せ
､
ヴ
ア
レ
ス
コ
に
伝
え
て
も

ら
う
よ
う
に
し
た
｡
台
本
執
筆
の
依
頼
に
つ
い
て
は
､
一
七
八
三
年
五
月
七
日
､
六
月
二
十
一
日
､
ま
た
作
曲
に
関
し
て
は
､
同
年
十
二
月
六

日
､
十
日
､
二
十
四
日
､
八
四
年
二
月
十
日
の
手
紙
が
参
考
と
な
る
(
き
風
声
B
d
.
い
〉
S
.
N
霊
一
N
J
u
u
N
苫
〔
N
0
0
か
}
N
当
♪
い
0
0
r
)
｡
そ
こ
か
ら
､
作
曲



は
一
七
八
三
年
末
か
ら
八
四
年
は
じ
め
に
か
け
て
進
め
ら
れ
､
か
つ
中
断
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
｡
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
ヴ
ア
レ
ス
コ
の
台
本
に
か

な
り
不
満
を
持
っ
て
お
り
､
ま
た
ヴ
ア
レ
ス
コ
も
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
要
求
に
応
じ
き
れ
ず
第
二
幕
を
仕
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
が
､
未
完

に
終
わ
っ
た
主
な
原
因
で
あ
る
｡

(
6
)

こ
の
手
書
き
の
写
本
の
フ
ァ
ク
､
.
ン
ミ
リ
は
､
⊇
q
ト
学
芸
巳
阜
ゝ
含
N
呈
-
h
昏
～
r
展
<
○
-
･
N
→
廿
e
W
O
-
k
s
雷
M
u
n
i
c
h
a
已
≦
e
コ
n
a
一
(
G
a
ユ
a
コ
d
}

N
e
w
Y
O
r
k
こ
芸
N
)
p
p
.
N
念
･
N
0
0
｣
に
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
N
M
A
J
T
ご
芸
.
〓
ご
u
N
に
は
､
そ
れ
を
活
字
に
直
し
た
も
の
が
収
め
ら
れ
て

い
る
｡

(
7
)
一
七
人
三
年
七
月
五
日
の
父
宛
の
手
紙
(
き
風
声
由
d
.
u
〉
S
.
N
諾
)
｡
た
だ
し
､
こ
の
台
本
が
否
ま
さ
れ
た
花
婿
｣
に
関
係
が
あ
る
と
い
う
確
証
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
｡

(
8
)

ア
ル
フ
レ
ー
ト
･
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
r
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト

そ
の
人
間
と
作
品
｣
(
浅
田
真
男
訳
､
白
水
社
､
一
九
六
一
年
)
五
七
二
～
五
七
九

ペ
ー
ジ
｡

(
9
)

A
-
e
s
s
a
コ
d
r
a
C
a
ヨ
p
a
コ
a
∴
王
u
b
r
e
t
t
O
d
e
<
L
O
S
p
O
～
O
d
e
-
u
s
O
>
.
.
〉
妄
)
～
琶
丁
旨
ぎ
ぎ
阜
-
芸
雪
害
}
S
･
→
γ
由
→

(10)

こ
の
作
品
の
初
演
時
の
リ
ブ
レ
ッ
ト
の
リ
プ
リ
ン
ト
版
は
､
⊇
m
ト
学
芸
Q
一
旦
罫
N
§
､
一
昔
～
｢
き
<
｡
〓
→
h
e
S
｡
u
r
C
e
～
‥
N
p
p
｣
軍
N
票
に
収
め

ら
れ
て
い
る
｡
な
お
､
r
張
り
合
う
女
た
ち
】
の
ム
ロ
本
作
者
も
判
っ
て
い
な
い
の
だ
が
､
当
時
チ
マ
ロ
ー
ザ
の
た
め
に
台
本
を
書
く
こ
と
の
多
か
っ

た
ベ
ト
ロ
セ
リ
ー
二
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
カ
ン
パ
ー
ナ
は
推
測
し
て
い
る
(
C
a
ヨ
p
a
コ
a
)
ぢ
C
チ
S
･
｣
ご
｡

(
‖
)

A.■anlysOn盲Q～呈㌧ぎ賢一さ訂1ミ薫旦旨rqュHarva-dUniくerSi-yPrOSSuCa∋bridge妄a～Sa㌢se--s･-冨｣)p･害･

(12)

こ
の
よ
う
に
､
結
婚
を
も
く
ろ
ん
だ
男
が
結
局
､
ひ
と
り
取
り
残
さ
れ
る
と
い
う
筋
立
て
は
､
当
時
の
オ
ペ
ラ
･
プ
ッ
フ
ァ
に
お
い
て
は
よ
く
見
ら

れ
る
類
型
的
な
む
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
､
例
え
ば
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
初
期
の
オ
ペ
ラ
･
フ
ツ
フ
ァ
で
あ
る
｢
偽
の
女
庭
師
｣
も
同
じ
趣
向
の
筋
立

て
を
持
っ
て
い
る
｡

(13)

r
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
｣
は
二
十
一
の
番
号
曲
(
ア
リ
ア
十
五
､
.
二
重
唱
一
､
三
重
唱
二
､
四
重
唱
一
､
フ
ィ
ナ
ー
レ
二
)
か
ら
構
成
さ
れ
る
予
定

で
あ
っ
た
こ
と
が
､
台
本
か
ら
判
断
さ
れ
る
｡

(
1
4
)

こ
の
序
曲
と
四
重
唱
は
一
七
九
七
年
十
一
月
十
五
日
に
プ
ラ
ハ
で
初
演
さ
れ
た
が
､
そ
の
際
に
は
第
三
者
の
手
に
よ
る
補
完
が
な
さ
れ
て
い
る

(
c
【
Z
M
A
.
1
T
u
⊥
▲
S
.
X
-
<
)
｡

(
ほ
)

S
t
名
h
e
コ
C
.
F
i
s
h
e
r
㍉
○
く
e
き
r
e
ご
コ
⊇
q
害
毒
G
r
Q
V
m
b
巨
Q
喜
蔓
亀
吉
3
-
(
M
a
c
∋
≡
a
n
←
○
コ
d
｡
n
こ
遥
N
)
<
○
こ
も
p
･
芸
?
0
0
声
妄
a
=
a
｡

○
く
巾
ユ
u
r
e
･
ご
g
.
}
<
○
-
.
N
ち
0
0
岸
･
貞
屋
号
i
s
…
V
e
き
r
e
ご
g
こ
Y
O
〓
p
.
-
N
芦
同
タ
イ
プ
の
序
曲
に
つ
い
て
は
｢
A
B
A
序
曲
｣
や
｢
ダ
･
カ
ー

ポ
序
曲
｣
と
名
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
､
い
ず
れ
も
序
曲
の
第
一
部
分
と
第
三
部
分
と
が
同
一
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
点
で
不

適
切
で
あ
る
こ
と
を
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
指
摘
し
て
い
る
｡
な
お
音
楽
用
語
と
し
て
の
英
語
の
r
e
p
r
i
s
e
に
は
､
ソ
ナ
タ
形
式
に
関
連
す
る
も
の
と
し

て
は
､
提
示
部
の
反
復
お
よ
び
再
現
部
七
い
､
つ
二
通
り
の
意
味
が
あ
り
､
フ
ィ
ツ
シ
ャ
.
-
は
後
者
の
意
味
合
い
で
用
い
て
い
る
(
r
e
p
r
i
s
e
に
閲
し一
四
九



一
五
〇

て
は
､
c
【
M
i
c
b
a
e
コ
i
-
ヨ
O
u
t
b
㍉
R
O
p
r
i
s
e
ご
n
⊇
q
害
毒
G
l
｡
く
m
b
訂
､
訂
云
蔓
阜
≒
邑
c
彗
丸
善
､
旨
訂
莞
】
<
0
〓
岩
P
.
玉
や
こ
｡
再
現
部
を
表
す

語
と
し
て
は
r
e
c
a
p
i
t
u
】
a
t
i
O
n
が
用
い
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
､
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
よ
り
一
般
性
を
持
た
せ
る
た
め
に
r
e
p
r
i
s
e
を
用
い
た
も
の

と
推
測
さ
れ
る
｡

(16)

二
つ
の
主
題
の
う
ち
｣
第
一
主
題
(
A
)
は
ト
.
ラ
ン
ペ
ッ
ト
が
テ
ィ
ン
パ
ニ
の
伴
奏
を
伴
っ
て
提
示
す
る
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
的
な
性
格
を
持
つ
も

の
で
あ
り
､
こ
の
楽
器
法
と
主
題
の
性
格
は
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
楽
曲
と
し
て
は
珍
し
い
｡
一
方
､
第
二
主
題
(
B
)
は
､
旋
律
を
弦
楽
器
と
木
管

楽
器
と
が
交
互
に
受
け
持
っ
て
お
り
､
そ
の
軽
快
な
動
き
は
い
か
に
も
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
ら
し
い
｡

(17)

r
張
り
合
う
女
た
ち
｣
の
リ
ブ
レ
ッ
ト
(
註
(
川
)
参
照
)
で
は
､
こ
の
四
重
唱
は
四
十
二
行
か
ら
な
る
｡
つ
ま
り
､
冒
盲
さ
れ
た
花
婿
｣
の
最

後
の
二
行
(
四
十
三
､
四
十
四
行
旦
は
改
作
時
に
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
だ
が
､
こ
れ
は
単
に
八
行
目
の
歌
詞
を
分
け
て
書
い
た
も
の
で

あ
る
(
プ
ル
ケ
ー
リ
ョ
も
歌
う
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
点
は
八
行
目
と
異
な
る
)
｡
こ
の
最
後
の
二
行
の
音
節
数
が
四
十
二
行
目
ま
で
と
一
致
し
て

い
な
い
の
も
､
そ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
｡
以
下
､
本
稿
で
は
こ
の
事
情
を
考
慮
に
入
れ
､
四
十
三
､
四
十
四
行
目
は
八
行
目
の
再
現
と
見
な
し

て
論
じ
る
｡

(18)

こ
の
よ
う
に
展
開
部
の
な
い
ソ
ナ
タ
形
式
の
提
示
部
と
再
現
部
で
同
じ
歌
詞
を
用
い
る
と
い
う
構
成
は
､
初
掛
の
オ
ペ
ラ
に
お
け
る
ア
リ
ア
に
多

く
見
ら
れ
､
ま
た
重
唱
曲
で
は
r
イ
ド
メ
ネ
オ
｣
第
二
十
二
番
の
四
重
唱
に
そ
の
例
が
認
め
ら
れ
る
｡

(19)

十
三
～
十
八
行
目
は
十
二
行
目
と
音
節
数
が
同
じ
で
あ
る
｡
こ
の
部
分
の
歌
詞
が
歌
わ
れ
る
箇
所
は
､
主
調
に
と
ど
ま
り
､
序
曲
の
主
題
を
用
い

る
な
ど
､
十
二
行
目
ま
で
が
歌
わ
れ
る
箇
所
と
音
楽
的
に
も
共
通
す
る
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
｡

(20)

｢
ア
ル
バ
の
ア
ス
カ
ー
ニ
ヱ
は
三
十
三
曲
と
い
う
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
オ
ペ
ラ
の
中
で
も
最
も
多
く
の
番
号
曲
を
持
っ
た
オ
ペ
ラ
で
あ
る
｡

(21)

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
初
期
の
オ
ペ
ラ
･
セ
リ
ア
お
よ
び
オ
ペ
ラ
･
プ
ツ
フ
ァ
の
四
作
品
が
､
二
十
三
～
二
十
八
曲
の
番
号
曲
を
有
し
て
い
る
の
に
対

し
､
r
シ
ピ
オ
ー
ネ
の
夢
｣
は
十
二
曲
､
『
牧
人
の
王
｣
は
十
四
曲
の
番
号
曲
し
か
持
っ
て
い
な
い
｡

(22)

r
ア
ル
バ
の
ア
ス
カ
ー
ニ
ヱ
は
バ
レ
ー
や
合
唱
を
多
く
用
い
る
独
特
な
構
成
を
持
つ
オ
ペ
ラ
で
あ
る
｡
ま
た
､
こ
の
作
品
で
は
第
一
幕
冒
頭
の

バ
レ
ー
と
合
唱
が
序
曲
の
第
二
､
三
楽
章
に
相
当
し
て
い
る
が
(
一
七
七
一
年
八
月
三
十
一
日
及
び
九
月
十
三
日
の
レ
オ
ボ
ル
ト
･
モ
ー
ツ
ァ
ル

ト
の
手
紙
(
守
､
色
付
V
B
d
･
N
S
£
ど
萱
こ
参
照
)
､
こ
れ
は
本
文
で
後
に
述
べ
る
r
偽
の
女
庭
師
｣
の
序
曲
と
導
入
曲
と
の
関
係
付
け
の
先
駆
け

を
な
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
｡

(23)

こ
の
対
比
は
四
作
品
の
う
ち
､
よ
り
後
の
時
期
に
作
ら
れ
た
｢
ル
ー
チ
ョ
∴
シ
ツ
三
と
r
偽
の
女
庭
師
｣
に
お
い
て
､
よ
り
明
確
な
も
の
と
な

っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
序
曲
を
書
き
分
け
よ
う
と
ヤ
っ
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
意
識
が
徐
々
に
強
ぐ
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の

と
思
わ
れ
る
｡

(24)

第
一
幕
冒
頭
の
重
唱
曲
が
｢
導
入
曲
l
n
t
r
O
d
u
N
i
O
ヨ
且
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
の
は
｢
偽
の
女
庭
師
』
だ
け
で
あ
り
､
r
ラ
･
フ
ィ
ン
タ
･
セ
ン
ブ

リ
ー
チ
エ
｣
で
は
単
に
｢
合
唱
C
O
旦
と
な
っ
て
い
る
｡
た
だ
し
こ
の
二
つ
の
作
品
に
お
け
る
第
一
幕
冒
頭
の
重
唱
曲
は
､
本
文
で
こ
れ
以
降
論



じ
る
よ
う
に
､
構
成
面
で
も
内
容
面
で
も
極
め
て
似
通
っ
た
特
徴
を
持
っ
て
い
る
の
で
､
本
稿
で
は
二
つ
と
も
同
様
に
導
入
曲
と
し
て
扱
う
｡

(25)

C
r
.
N
M
A
.
宇
u
･
N
⊥
S
.
X
X
≡
.

(26)

『
ラ
･
フ
ィ
ン
タ
･
セ
ン
ブ
リ
ー
チ
エ
』
の
導
入
曲
の
テ
ン
ポ
は
ア
レ
グ
ロ
で
あ
り
､
序
曲
の
第
三
楽
章
の
ア
レ
グ
ロ
･
モ
ル
ト
よ
り
は
や
や
遅

い
｡
ま
た
､
拍
子
も
第
三
楽
章
の
四
分
の
二
拍
子
か
ら
導
入
曲
の
四
分
の
三
拍
子
へ
と
変
化
す
る
｡
し
た
が
っ
て
､
序
曲
か
ち
導
入
曲
へ
の
移
行

は
そ
れ
と
し
て
す
ぐ
に
判
る
で
あ
ろ
う
が
､
い
ず
れ
に
せ
よ
､
急
速
な
テ
ン
ポ
の
楽
曲
が
続
く
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
｡

(27)

確
か
に
､
プ
ル
ケ
ー
リ
ョ
を
通
じ
て
花
嫁
の
到
着
が
知
ら
さ
れ
る
な
ど
､
劇
が
進
行
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
側
面
も
こ
の
四
重
唱
に
は
あ
る
が
､

こ
れ
も
特
に
新
た
な
人
物
の
登
場
に
は
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
｡
四
重
唱
が
終
わ
る
の
と
同
時
に
､
ま
ず
プ
ル
ケ
ー
リ
ョ
と
ベ
ッ
テ
ィ
ー
ナ
が
退

場
し
､
残
り
の
二
人
の
短
い
対
話
を
経
て
ド
ン
･
ア
ス
ド
ゥ
ル
バ
ー
レ
が
退
場
し
た
後
に
､
よ
う
や
く
花
嫁
で
あ
る
エ
ウ
ジ
ュ
ー
ニ
ア
が
登
場
す
る

の
で
あ
る
｡

(28)

ア
ー
ベ
ル
ト
は
､
こ
の
四
重
唱
に
序
曲
の
注
釈
と
し
て
の
機
能
を
認
め
て
い
る
(
H
e
r
ヨ
a
n
n
A
b
e
r
t
}
雫
ゝ
.
≒
Q
N
弓
､
.
吉
∈
訂
琶
訂
富
､
q
§
札

内
r
焉
､
､
篭
､
m
ゝ
ミ
童
註
q
v
Q
3
Q
､
､
Q
旨
ぎ
ー
=
≧
す
～
弓
､
､
､
-
(
守
e
i
t
k
O
p
ワ
紆
H
賢
e
-
u
L
e
i
p
z
i
g
こ
や
詮
)
B
d
.
N
S
.
ぃ
ぃ
ご
｡

(29)

『
バ
ス
チ
ア
ン
と
バ
ス
チ
エ
ン
ヌ
』
､
デ
ル
バ
の
ア
ス
カ
ー
ニ
ョ
し
､
r
シ
ピ
オ
ー
ネ
の
夢
｣
､
『
牧
人
の
王
』
の
四
作
品
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
う
ち
､

註
(
む
で
触
れ
た
ア
ル
バ
の
ア
ス
カ
ー
ニ
ョ
』
以
外
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
す
る
な
ら
ば
､
『
バ
ス
チ
ア
ン
と
バ
ス
チ
エ
ン
ヱ
で
は
､
序
曲

が
半
終
止
し
､
そ
の
ま
ま
次
の
ア
リ
エ
ッ
タ
に
つ
な
が
っ
て
い
く
｡
｢
ン
ピ
オ
ー
ネ
の
夢
｣
で
は
ア
ン
ダ
ン
テ
に
よ
る
第
二
部
が
半
終
止
し
た
後
､

オ
ペ
ラ
本
体
冒
頭
の
レ
チ
タ
テ
ィ
ー
ヴ
オ
･
セ
ッ
コ
と
な
る
｡
ま
た
r
牧
人
の
王
｣
で
は
序
曲
の
第
二
部
に
相
当
す
る
位
置
に
第
一
楽
章
冒
頭
の

ア
リ
ア
が
置
か
れ
て
い
る
｡
こ
の
ア
リ
ア
も
半
終
止
し
､
レ
チ
タ
テ
ィ
ー
ヴ
オ
へ
と
つ
な
が
る
｡

(30)

こ
の
動
機
の
意
味
合
い
に
つ
い
て
は
､
c
【
1
.
R
u
s
h
t
O
コ
㍉
.
L
a
<
i
t
t
i
m
a
=
d
a
ヨ
a
n
t
e
}
.
‥
D
i
d
M
O
N
a
ユ
h
a
く
e
a
M
O
t
i
v
e
て
ー
C
§
ぎ
舟
向
台
q
r
n

旨
弓
喜
､
}
く
○
-
.
‥
二
-
遥
-
)
p
p
一
丁
山
】
.

(31)

こ
の
､
序
曲
と
第
一
幕
冒
頭
と
の
関
係
付
け
と
い
う
要
素
は
､
｢
劇
場
支
配
人
｣
(
一
七
人
六
)
以
降
の
後
期
の
六
つ
の
オ
ペ
ラ
作
品
に
お
い
て
は

む
し
ろ
背
後
に
退
い
て
い
る
｡
序
曲
が
完
結
し
な
い
の
は
r
ド
ン
∴
ジ
ョ
ヴ
ア
ン
三
だ
け
で
あ
る
｡
r
フ
ィ
ガ
ロ
の
結
婚
｣
(
一
七
八
六
)
､
r
コ

シ
･
フ
ァ
ン
･
ト
ウ
ツ
ヱ
､
r
魔
笛
｣
(
一
七
九
一
)

の
三
作
で
は
､
第
一
幕
冒
頭
が
番
号
曲
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
序
曲
は
完
結
し
て
い

る
｡
そ
し
て
､
第
一
幕
冒
頭
の
楽
曲
の
旋
律
を
序
曲
が
先
取
り
し
て
い
る
例
は
一
つ
も
な
い
｡
そ
の
一
方
で
､
序
で
触
れ
た
よ
う
な
r
ド
ン
∴
ジ

ョ
ヴ
ア
ン
三
や
r
コ
シ
･
フ
ァ
ン
･
ト
ウ
ツ
三
の
序
曲
､
あ
る
い
は
『
魔
笛
｣
の
序
曲
で
は
､
オ
ペ
ラ
本
体
の
中
程
以
降
に
現
れ
重
要
な
は

た
ら
き
を
す
る
こ
と
と
な
る
旋
律
､
あ
る
い
は
和
声
動
機
を
序
曲
で
用
い
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
r
だ
ま
さ
れ
た
花
婿
｣
の
後
､
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
オ

ペ
ラ
全
体
を
視
野
に
入
れ
て
序
曲
を
構
成
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
具
体
的
な
あ
り
方
､
及
び
そ
れ
ま
で
の
序
曲
と
の
関
わ
り
に
つ
い

て
は
機
会
を
改
め
て
論
じ
た
い
｡
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プルケーリコ

ハ､ハ､ハ､ハ､ああ.おかしい!あんたが花婿だって?

ポッコーニ8

なに伽しいんだ?なにをひっくりしているんだい?

目隠しをした神のまの矢が

ばくを刺し､胸を傷つけたのだ.

プルケーリ∫

可某モうな娘さんだ!許してくれたまえ､お友だち!

あの娘は古凰な旦那を見つけることになるのだ.

ポッコーニョ(皮肉っばく､いささかむっとして】

見ていたまえ.見ていたまえ､はんとうなんだかち.

ベッティーナとFン･アスFゥルパーレ(ポフコーニきを見て)

これ以上間抜けな頭は､いや､けっしていないさ.

プルケーリョ(笑いながら)

可表そうな娘さんだ!気の毒だな!

ポッコーニョ(プルケーリュに)

でもあんたはうるさい人だね.なんだっていうんだね?

よその場所でたたきなさるがいいさ､無駄口はね.

もっとはっきりとするがいいさ.嘆ちなけりゃなちないんだったち.

プルケーリョ(鏡台の上を観葉し､実って】

すばらしい時計だ!すばらしい!とてbすはらしい!

そゎにこの拍環もまたとっても高そうだ.

フランス製かね､ばくにゃそう見える.

ポッコーニヲ

フランスでもチュニスでもそれをはうっといてくれ!

(こいつがここにやってきたのは､こきおろすためだ.

もうし●くにさわって､飛び上がりたいくらいだ.)

(召使が兼て､花嫁の到着を知らせる)

プルケーリコ

旦那,急ぎなさいよ､早く.

もうお嫁さんがついたよ.

ポッコーニ■

仕事をかたづけ.急いでくれ.

ゎしのダイヤモンドをここに持ってきてくれ!

(従者がモの要求托戸惑いつつ､持ってくる)

Fン･アスFゥルバーレ

友よ､はっきりと申しましょう.

もしあなたがもっと札慎を知らないと､

花揺さんをうんざりさせますよ､

あなたのところはめち◆くちゃになりますよ.

ポッコーニ8

みんな破滅してしまえ.

早くここに刑をもって来い!

ぺッティーナ

もし今､払に好みの

花柄を与えて下さらないと､

大騒ぎをしますよ.伯父さま

花援さまがね!

五
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ボブコーニき

姪の悪よめ･‥

早くここに帽子をもって来い!

プルケーリ■

あんたが刺をしまわなtlと.

早くしないと.

あの人のはうにゆか々いと.

花揺さんが■きますよ!'

ポフコーニ■

なんとおそろしくわすらわしい人たちだ!

まったく札儀を知らぬ者どもだ!

いまいせしいかぎりの召使ともだ!

､､,サブベッティーナとFン･アスFヶルバーレ･･プル丁-リE､
こ】h以上押l抜けな蒲は､

(Pユーt帥Oh血ho一山8∝00血一伽れAdmbalり
いや.けっしていないさ.

(ポラコーニ■とドン･アスFゥルパーレを除き､全■退場)

資料2.初期オペラ･プソファl;おける導入曲の歌詞

2-1. rラ･フィンタ･センプリーチェj第1番

れ畑★僅
曲∞血さ血p▲加畑,

措孟忠霊
止血肝●事

I･

伽Ii血仙叫叩鵬血旭○

㌫凝麗謹恕
監監:憲£'

伽.

ぷ轟○帆

n鵬1.

富悪て
血l肘ni魚.

l■00血i如l'▲qor●,

姐○さ暮鮎
Bdhさpi甘 毘霊■n虚止血ぽ●I

トゥッティー 恋をするって素敵!

(4人) 苦い盛りはとても耕ちしい!

自由ってもっと素敵!

ジアチンタ でもこんなに素敵な気分は､

きっともう戻ってこないわ.

フラカッソ 僕は兵士で∴蛙でも無理やり･

･決Hさせたらろくなことはないぞ.

ニネッタ この人も勇ましいしこあの人も勇ましいわ､

でも謹もあたしを奥さんにしてくれないわ.

シモーネ お前の頭は糸車のようにクルクル回るな､

それだけが俺にゃ･u巳だよ.

トゥッティー 恋をするって素敵!

(4人) 若い盛りはとても兼叶らしい!

自由ってもっと素敵!

五



2-2. r偽の女庭師j第1番

恥･C悪霊慧㌫
q鼻l∫og√intom8年irlillqrtヱ盆i
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法認忠`駆豊払

トサブティー 何と楽しい8だ､

何と嬉しいことだ.

ここはどこもかしこも書棚､ている.

ここでは桝押し､きらめいている.

ラミーロ 苦しみの余り､私は事き､辛い思いをし､

私にl甜lや棚溺れることなく､

批は事椙はねい.一

市長 書びにわしの心はおとり､

青黒を寧で､歌をれって楽しよにゃいかん.

いとしいサンFリーナはやIょりわしのものになるのだ.

サンドリーナ 私は不事で.不運だわ､.

恩知らずの運命が払を押さえつけようとするの､

払以上に哀れな女はいないわ.

ナルF あの娘は私のはうを見もしないし､話を肌lてbくれぬ.

あの娘は私そばおっとさせてし士う(セルぺッタを

持さしながち)

情けも等級もないなんてひどい女なんだ.

セルぺツタ この旗めにもうぞっこんだわ､

この人は恋に悩み､苦しんでもlるb.

∴丁(市長を拍さして)

でも私を怒らせたら､償ってもぢうわ.

ラ.ミ一口■ 辛い苦しみl塊しておいたはケがいい.

市長 きら､立ちなさい､わしのサンFリーナ.

サンドリーナ 余りお優しすぎょすわ､こ御すぎますわ.

ラトロ

意地あ鼠盲こと崩だろう.,
市長 あんまり綺■すぎるのでほおっておけなも■)だ.

セルぺッタ 舅とbl地∫っかりねこ

トゥッティー･何と楽しい8だ 云●.

【以上､･海翻訳に基づく】


