
Ⅰ

モ
ダ
ニ
テ
ィ
と
人
種
の
表
象
│
│
人
種
の
世
界
史
化

人
種
を
意
識
的
な
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
確
立
さ
せ
た
感
受
性
か
ら
、
西

洋
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
特
徴
を
描
き
出
す
の
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
欧
米

の
盛
期
モ
ダ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
既
存
の
芸
術
表
現
の
形
式
が
固
定
化
し
、

想
像
力
の
枯
渇
を
痛
感
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
時
、
そ
れ
を
打
破
す
る

た
め
の
よ
す
が
を
非
西
欧
文
化
に
見
出
し
た
。
英
詩
に
お
け
る
イ
マ
ジ
ズ

ム
が
俳
句
な
ど
へ
の
興
味
を
高
め
た
の
も
こ
の
傾
向
と
無
縁
で
は
な
か
ろ

う
し
、
特
に
ア
バ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
芸
術
家
た
ち
は
、
言
語
や
記
号
（
ダ
ダ

イ
ズ
ム
）、
絵
画
モ
テ
ィ
ー
フ
（
フ
ォ
ー
ヴ
ィ
ズ
ム
、
キ
ュ
ー
ビ
ズ
ム
、

一
般
的
な
東
洋
趣
味
）
等
の
よ
く
知
ら
れ
る
領
域
で
、
こ
ぞ
っ
て
異
文
化

を
表
し
た
。
果
た
し
て
描
写
さ
れ
た
文
化
の
断
片
は
、
多
く
の
場
合
人
種

的
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
装
置
を
発
動
し
、
そ
れ
が
他
者
、
そ
し
て
そ
の

鏡
像
と
し
て
の
自
己
の
表
象
を
導
い
た
。
こ
の
こ
と
は
つ
ま
り
、
素
材
と

し
て
選
ば
れ
た
異
文
化
に
、
人
種
と
い
う
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
付
与
す
る
現

象
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
か
。
す
る
と
人
種
の
表
象
は
、
い
わ
ば
内�

容�

と�

し�

て�

の�

形�

式�

を
追
い
求
め
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
美
学
の
展
開
を
促
し
た
、

本
質
的
な
要
素
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

特
に
本
稿
の
主
題
と
な
る
一
九
二
、
三
〇
年
代
ア
メ
リ
カ
の
文
脈
で
言

え
ば
、
そ
う
し
た
表
象
領
域
と
し
て
の
音
楽
の
再
構
成
が
、
恐
ら
く
は
同

時
代
の
文
化
史
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
含
蓄
を
示
し
て
い
た
。
例
え
ば
、

ガ
ー
ト
ル
ー
ド
・
ス
タ
イ
ン
（G

ertrude
Stein

）
を
世
に
送
り
出
し
た
こ
と

で
知
ら
れ
る
当
時
の
代
表
的
文
芸
批
評
家
、
カ
ー
ル
・
ヴ
ァ
ン
ヴ
ェ
ク
テ

ン
（C

arlV
an
V
echten

）
は
、
民
謡
（folk

song

）
等
の
ロ
ー
カ
ル
な
音
楽

が
、
主
流
や
古
典
化
し
た
形
式
を
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
に
変
容
さ
せ
る
過
程
に

近
代
大
衆
と
人
種
の
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン

│
│「
黒
さ
」
の
表
象
に
介
入
し
た
も
の
た
ち

新

田

啓

子
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お
い
て
、
国
民
芸
術
を
活
性
化
で
き
る
と
考
え
た
。
同
時
代
に
開
花
し
た

黒
人
の
芸
術
運
動
、
ハ
ー
レ
ム
・
ル
ネ
サ
ン
ス
屈
指
の
パ
ト
ロ
ン
と
し
て

も
知
ら
れ
た
彼
は
、こ
う
し
た
文
化
要
素
と
し
て
の
黒
人
霊
歌（spirituals

）

に
期
待
を
か
け
る
。
そ
し
て
そ
の
モ
デ
ル
を
最
も
端
的
に
表
す
例
と
し
て

彼
が
盛
ん
に
論
じ
た
の
は
、
ド
ヴ
ォ
ル
ザ
ー
ク（

）
の
交

響
曲
第
九
番
『
新
世
界
よ
り
』（
一
八
九
三
年
）
で
あ
っ
た
。

ド
ヴ
ォ
ル
ザ
ー
ク
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
音
楽
院（T

he
N
ational

C
onservatory

）
の
院
長
と
し
て
招
か
れ
た
際
（
一
八
九
二
〜
九
五
年
）
に

こ
れ
を
作
曲
し
た
が
、
黒
人
霊
歌
「
ゆ
れ
る
よ
幌
馬
車
」（“Sw

ing
L
ow
,

Sw
eetC

hariot”

）
を
そ
の
旋
律
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
り
、
彼
自
身
の

持
論
で
も
あ
っ
た
、
民
俗
的
な
旋
律
の
活
用
を
実
践
し
た
。
同
時
に
こ
の

作
品
の
第
二
・
三
楽
章
は
、
ロ
ン
グ
フ
ェ
ロ
ー
（H

enry
L
ongfellow

）
の

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
英
雄
詩
『
ハ
イ
ア
ワ
サ
』（H

iaw
atha

一
八
五
五
年
）
に

イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
近
代
型
民
族
意
識
に
裏
打
ち
さ
れ
た
国
民
音
楽
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

実
に
、
以
後
ア
メ
リ
カ
で
熱
を
帯
び
た
黒
人
民
謡
へ
の
関
心
を
活
性
化
す

る
。
こ
う
し
て
一
つ
の
目
的
を
与
え
ら
れ
た
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
へ
の
動
機

は
、
大
恐
慌
に
至
る
ま
で
持
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
曲
が
ヴ
ァ
ン
ヴ
ェ
ク
テ
ン
に
言
説
化
さ
れ
る
時
、
こ
れ

を
世
に
送
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
族
楽
派
の
主
体
性
は
、
多
民
族
社
会
ア
メ

リ
カ
の
地
域
的
特
性
へ
と
転
轍
さ
れ
る
。
ド
ヴ
ォ
ル
ザ
ー
ク
が
こ
の
曲
の

大
部
分
を
書
い
た
と
さ
れ
る
ア
イ
オ
ワ
は
チ
ェ
コ
移
民
（
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
）

の
多
い
州
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
は
も
と
よ
り
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
居
留
地
が

散
在
す
る
土
地
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
ド
ヴ
ォ
ル
ザ
ー
ク
の
幸
せ
な

ア
メ
リ
カ
旅
行
」
で
も
特
に
長
期
間
が
費
や
さ
れ
た
ア
イ
オ
ワ
へ
の
滞
在

は
、
彼
自
身
の
郷
愁
、
な
い
し
は
文
化
的
自
己
認
識
を
仄
め
か
し
つ
つ
も
、

極
め
て
ア
メ
リ
カ
的
な
異
人
種
、「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
と
の
邂
逅
を
導
く

こ
と
に
な
っ
た
の
だ
（V

an
V
echten

二
七
）。
あ
る
い
は
ヴ
ァ
ン
ヴ
ェ
ク

テ
ン
に
言
わ
せ
れ
ば
、「
根
気
強
い
コ
レ
ク
タ
ー
に
豊
穣
を
も
た
ら
す
」

の
は
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
の
民
謡
が
採
取
で
き
る
ア
イ
オ

ワ
」
の
特
性
で
こ
そ
あ
る
（
二
七
）。

こ
れ
は
つ
ま
り
、
民
謡
の
引
用
や
編
曲
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
新
た
な

形
式
│
│
「
新
世
界
」
の
表
現
│
│
を
希
求
す
る
一
方
、
そ
の
加
工
が
忘

却
さ
せ
か
ね
な
い
特
殊
な
土
着
的
物
語
を
あ
く
ま
で
も
必
要
と
す
る
、
モ

ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
の
矛
盾
を
指
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ

以
上
に
こ
う
し
た
説
明
は
、
ヴ
ァ
ン
ヴ
ェ
ク
テ
ン
特
有
の
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ

ム
を
構
成
し
て
も
い
た
の
で
あ
る
。
南
部
黒
人
の
大
量
移
住
が
始
ま
っ
た

一
九
一
〇
年
以
降
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
等
の
北
部
諸
都
市
で
は
、
未
曾
有
に

多
様
な
社
会
構
成
が
加
速
的
に
形
成
さ
れ
た
。
に
も
拘
ら
ず
、
す
で
に
世

紀
転
換
期
に
は
定
着
し
て
い
た
そ
の
国
の
大
量
生
産
・
大
量
消
費
イ
メ
ー

ジ
は
、
画
一
的
社
会
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
像
を
喧
伝
し
、
そ
れ
に
応
答
す

る
知
識
人
／
芸
術
家
を
、「
人
種
」
や
「
民
族
」
の
探
究
に
駆
り
立
て
た
。

己
の
隣
人
に
気
づ
く
こ
と
な
し
に
、
わ
ざ
わ
ざ
彼
ら
を
探
し
に
行
く
と
い

う
迂
回
行
為
―
―
こ
の
現
象
こ
そ
は
恐
ら
く
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
始
ま
り

現
代
に
す
ら
余
韻
を
残
す
、
ア
メ
リ
カ
芸
術
の
人
種
観
念
を
伝
え
て
い
る

の
か
も
知
れ
な
い
。
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ヴ
ァ
ン
ヴ
ェ
ク
テ
ン
に
似
た
民
俗
的
関
心
を
密
か
に
伝
え
る
同
時
代
人

に
、
彼
の
知
己
で
も
あ
っ
た
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド（F.ScottFitzgerald

）

が
い
る
。
今
さ
ら
説
明
の
必
要
は
な
か
ろ
う
彼
の
『
グ
レ
ー
ト
・
ギ
ャ
ツ

ビ
ー
』（
一
九
二
五
年
）
は
、
ま
さ
に
そ
の
「
迂
回
行
為
」
を
暗
示
す
る
作

品
だ
。
ウ
ォ
ル
フ
シ
ェ
イ
ム
に
会
う
た
め
に
、
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
へ
車
を
走

ら
せ
る
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
と
ニ
ッ
ク
が
見
る
黒
人
は
、
恐
ら
く
こ
の
小
説
で
最

も
明
示
的
な
人
種
描
写
の
一
つ
で
あ
る
。「
ク
ィ
ー
ン
ズ
ボ
ロ
橋
か
ら
眺

め
る
シ
テ
ィ
は
、
い
つ
見
て
も
最
初
に
見
た
時
と
変
わ
ら
な
い
」
と
語
っ

た
直
後
、
ニ
ッ
ク
は
「
異
様
な
」
光
景
を
目
に
す
る
こ
と
に
な
る
。

我
々
が
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ェ
ル
ズ
・
ア
イ
ラ
ン
ド
を
曲
が
ろ
う
と
し
た
時
、

一
台
の
リ
ム
ジ
ン
が
脇
を
通
り
過
ぎ
た
。
運
転
す
る
の
は
白
人
運
転

手
で
、
流
行
に
遅
れ
ま
い
と
着
飾
っ
た
三
人
の
黒
人
が
座
っ
て
い
た
。

男
が
二
人
で
女
が
一
人
。
す
ご
い
対
抗
心
を
燃
や
し
て
こ
ち
ら
を
睨

み
つ
け
る
彼
ら
の
目
の
玉
が
ぎ
ょ
ろ
ぎ
ょ
ろ
動
く
の
を
見
る
と
、
私

は
声
を
上
げ
て
笑
っ
た
。
こ
の
橋
を
渡
っ
て
し
ま
え
ば
何
が
起
き
て

も
お
か
し
く
は
な
い
。
私
は
そ
う
思
っ
た
。（
六
九
）

黒
人
の
中
・
上
流
層
を
目
撃
す
る
も
、
こ
と
さ
ら
そ
の
現
実
に
つ
い
て
自

ら
を
説
得
せ
ね
ば
な
ら
な
い
ニ
ッ
ク
に
は
、
実
は
そ
の
存
在
を
承
認
す
る

準
備
は
な
い
。
こ
れ
は
果
た
し
て
、「
ジ
ャ
ズ
・
エ
イ
ジ
」
と
い
う
言
葉
の

生
み
の
親
と
し
て
知
ら
れ
る
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
が
、
そ
う
で
あ
り
な

が
ら
一
方
で
、
黒
人
に
起
源
す
る
そ
の
音
楽
を
表
現
す
る
言
葉
を
持
た
な

か
っ
た
状
況
と
、
響
き
合
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

ニ
ッ
ク
が
初
め
て
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
に
出
会
う
パ
ー
テ
ィ
の
夜
、
会
場
で
は

こ
の
よ
う
な
ス
テ
ー
ジ
が
開
か
れ
て
い
た
。

突
然
バ
ス
・
ド
ラ
ム
の
音
が
鳴
り
響
き
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
指
揮
者

の
声
が
庭
園
に
ざ
わ
め
く
音
声
の
上
に
響
き
渡
っ
た
。

「
み
な
さ
ん
」
彼
は
叫
ん
だ
。「
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
氏
の
要
請
で
、
我
々

は
こ
れ
か
ら
、
先
頃
五
月
に
カ
ー
ネ
ギ
ー
ホ
ー
ル
で
話
題
に
な
っ
た
、

ウ
ラ
デ
ィ
ミ
ー
ル
・
ト
ス
ト
フ
氏
の
最
新
作
を
演
奏
し
ま
す
。
新
聞

を
お
読
み
に
な
っ
た
方
は
、
そ
れ
が
大
き
な
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
で

あ
っ
た
こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
。」
と
、
彼
は
微
笑
み
を
浮
か
べ

な
が
ら
、「
あ
ら
、
ち
ょ
っ
と
し
た
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
と
言
う
べ
き

か
な
！
」
と
陽
気
に
割
り
引
い
て
み
せ
た
の
で
、
一
同
は
笑
い
に
包

ま
れ
た
。
す
る
と
彼
は
元
気
一
杯
に
締
め
く
く
っ
た
。「
こ
の
曲
は
、

ウ
ラ
デ
ィ
ミ
ー
ル
・
ト
ス
ト
フ
の
『
ジ
ャ
ズ
の
世
界
史
』
で
す
。」
ト

ス
ト
フ
氏
の
曲
は
、
私
に
は
何
で
あ
っ
た
か
思
い
出
せ
な
い
。
と
い

う
の
も
私
の
目
は
ち
ょ
う
ど
（
中
略
）
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
に
注
が
れ
て
い

た
か
ら
だ
。（
五
〇
）

ミ
ッ
チ
ェ
ル
・
ブ
ラ
イ
ト
ワ
イ
ザ
ー
（M

itchellB
reitw

ieser

）
は
、
こ
こ

で
演
奏
さ
れ
る
『
ジ
ャ
ズ
の
世
界
史
』
が
、
ガ
ー
シ
ュ
イ
ン
（G

eorge

G
ershw

in

）
が
ジ
ャ
ズ
を
導
入
し
作
曲
し
た
交
響
曲
、『
ラ
プ
ソ
デ
ィ
・
イ

ン
・
ブ
ル
ー
』
で
あ
っ
た
可
能
性
を
論
じ
て
い
る
（
三
七
〇
）。
一
九
二
四

近代大衆と人種のオブセッション
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年
二
月
、
ポ
ー
ル
・
ホ
ワ
イ
ト
マ
ン
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
よ
り
、
エ
オ
リ
ア

ン
・
ホ
ー
ル
で
初
演
さ
れ
た
そ
の
曲
は
、
ま
さ
に
「
ア
メ
リ
カ
音
楽
と
は

何
か
？
」
と
い
う
実
験
的
な
枠
組
み
で
初
演
さ
れ
た
。
ヴ
ァ
ン
ヴ
ェ
ク
テ

ン
が
あ
ら
ゆ
る
著
作
で
言
及
す
る
そ
の
コ
ン
サ
ー
ト
は
、
彼
に
対
し
て
も
、

「
黒
人
」
が
音
楽
に
お
け
る
「
ア
メ
リ
カ
表
象
」
最
大
の
触
媒
で
あ
る
こ
と

を
確
認
さ
せ
た
、
決
定
的
な
イ
ヴ
ェ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

だ
が
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
れ
ほ
ど
象
徴
的
に
重
要
な
意
味
を
負
わ
さ

れ
な
が
ら
、
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
に
と
っ
て
の
ジ
ャ
ズ
│
│
「
ジ
ャ
ズ

の
世
界
史
」
│
│
は
、「
思
い
出
せ
な
い
」
も
の
と
し
て
語
ら
れ
た
。
こ
の

意
味
で
、
そ
の
曲
の
不
可
解
さ
が
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
の
姿
に
霧
散
し
て
し
ま
う

さ
ま
は
、
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
こ
そ
は
、
そ

の
出
自
に
階
級
侵
犯
的
な
曖
昧
さ
を
抱
え
、
ニ
ッ
ク
の
よ
う
な
人
物
が
親

し
く
し
て
よ
い
も
の
か
、
自
己
投
影
で
き
る
も
の
な
の
か
、
悩
ま
し
い
存

在
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
言
う
な
れ
ば
人
種
性
と
は
、
そ
の
効

果
は
認
め
る
に
せ
よ
、
己
と
地
平
を
と
も
に
す
る
「
世
界
史
」
で
あ
る
こ

と
に
は
躊
躇
を
誘
う
│
│
そ
う
し
た
存
在
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

だ
が
当
時
、「
黒
人
」
の
係
る
多
様
な
表
現
形
式
は
、
す
で
に
他
者
の
位

置
を
飛
び
越
え
て
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
本
流
に
注
い
で
い
た
し
、
ア
メ
リ
カ
文

化
の
諸
ジ
ャ
ン
ル
に
は
、
黒
人
の
痕
跡
が
刻
ま
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状

況
に
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
的
な
不
安
は
付
き
物
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
そ
う
し
た
越
境
を
記
し
た
以
上
、
自
他
の
危
う

い
境
界
を
生
き
る
の
は
、
モ
ダ
ン
な
「
ア
メ
リ
カ
芸
術
」
の
成
り
行
き
で

あ
っ
た
。
以
下
に
描
く
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
そ
の
歴
史
的
展
開
を
記
し
つ
つ
、

「
人
種
偏
見
」
や
「
国
民
意
識
」、
そ
し
て
そ
の
形
成
に
加
担
し
た
「
文
化

産
業
」
の
介
入
の
跡
を
、
辿
っ
て
お
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

Ⅱ

近
代
大
衆
芸
能
と
人
種
の
越
境
│
│
黒
人
の
模
倣
と
そ
の
逆
説

ア
メ
リ
カ
近
代
芸
能
の
歴
史
を
紐
解
け
ば
、
そ
こ
に
最
大
の
特
徴
と
し

て
現
れ
る
の
は
、
人
種
的
他
者
性
を
代
表
す
る
者
た
ち
と
し
て
の
黒
人
へ

の
興
味
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ミ
ン
ス
ト
レ
ル
シ
ー
（m

instrelsy

）
が
ア

メ
リ
カ
最
古
の
大
衆
芸
能
と
考
え
ら
れ
、
現
在
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
や
レ

ヴ
ュ
ー
と
し
て
発
展
を
遂
げ
た
経
緯
か
ら
も
窺
え
る
。
だ
が
現
在
の
学
問

的
理
解
で
は
、
人
種
差
別
的
な
形
式
を
持
っ
た
そ
の
芸
能
は
、
い
わ
ば

「
恥
ず
べ
き
起
源
」
と
さ
れ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
バ
ラ
ッ
ド
の
よ

う
に
、（
人
種
を
問
わ
ず
）
広
く
浸
透
し
て
い
た
民
謡
が
中
心
だ
っ
た
ミ

ン
ス
ト
レ
ル
・
シ
ョ
ウ
の
演
目
も
、
そ
の
ド
ラ
マ
的
プ
ロ
ッ
ト
と
し
て
は
、

主
に
白
人
男
性
が
黒
人
を
戯
画
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
黒
塗
り

の
顔
と
大
き
く
描
か
れ
た
唇
で
観
客
の
笑
い
を
誘
う
黒
人
像
は
、
本
来
は

苦
役
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
奴
隷
制
時
代
を
気
楽
に
生
き
る
黒
人

を
、
お
も
し
ろ
お
か
し
く
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
し
た
も
の
に
他
な
ら
な

か
っ
た
。

ち
な
み
に
ミ
ン
ス
ト
レ
ル
・
シ
ョ
ウ
と
黒
塗
り
（black

face

）
芝
居
は

同
義
で
は
な
い
。
黒
塗
り
芝
居
は
一
七
五
三
年
か
ら
一
八
四
三
年
ま
で
、

実
に
全
米
各
地
に
散
ら
ば
る
五
千
も
の
ヴ
ォ
ー
ド
ヴ
ィ
ル
や
サ
ー
カ
ス
で
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行
わ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
（C

arlyou

四
六
）。
ミ
ン
ス
ト
レ
ル
・

シ
ョ
ウ
は
、
そ
う
し
た
黒
塗
り
を
原
型
と
し
つ
つ
、
定
式
化
し
た
舞
台

ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
発
展
し
た
も
の
で
、
そ
の
最
初
の
作
品
は
、
一
八
四
三

年
二
月
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
貧
民
街
の
バ
ワ
リ
ー
地
区
で
初
演
さ
れ
た
、
ダ

ン
・
エ
メ
ッ
ト
（D

an
E
m
m
ett

）
率
い
る
「
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ミ
ン
ス
ト
レ

ル
」
の
黒
塗
り
レ
ヴ
ュ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
演
形
式
か
ら
見
る
と
、
ミ

ン
ス
ト
レ
ル
・
シ
ョ
ウ
は
確
か
に
、
あ
く
ま
で
も
黒
人
の
戯
画
化
と
い
う

表
象
の
政
治
学
に
基
づ
く
芸
術
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
が
記
す
白
人
に

よ
る
黒
人
の
模
倣
熱
は
、「
白
人
」
集
団
の
揺
る
ぎ
な
い
権
力
を
表
徴
す

る
と
い
う
よ
り
は
、
逆
に
白
人
の
中
に
黒
人
と
さ
し
て
変
わ
ら
な
い
生
活

経
験
を
持
つ
階
層
が
増
え
て
来
た
こ
と
を
表
し
て
い
た
。
つ
ま
り
黒
塗
り

芝
居
は
皮
肉
に
も
、
時
に
「
白
い
黒
人
」
と
さ
え
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る

白
人
の
低
階
層
│
│
例
え
ば
バ
ワ
リ
ー
地
区
が
代
表
す
る
層
│
│
の
膨
張

を
こ
そ
暗
示
す
る
現
象
で
あ
っ
た
。

「
黒
人
並
み
の
非
黒
人
」
に
と
っ
て
こ
の
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
人
の
境

界
線
が
、
も
は
や
肌
の
色
に
基
づ
い
て
引
け
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い

た
こ
と
へ
の
実
感
を
表
す
手
段
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
言
う
な
れ

ば
己
が
白
人
で
あ
る
こ
と
を
自
己
確
認
し
、
危
う
く
さ
れ
た
「
白
人
的
自

我
」
に
安
住
す
る
感
覚
を
得
る
た
め
に
こ
そ
、
彼
ら
は
黒
人
を
模
倣
の
対

象
、
あ
る
い
は
上
演
素
材
と
し
て
他
者
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
状

況
を
説
明
し
、
エ
リ
ッ
ク
・
ロ
ッ
ト
（E

ric
L
ott

）
は
言
う
。

労
働
者
階
級
の
中
に
新
た
に
出
現
し
た
亀
裂
は
、
人
種
的
特
権
に
お

い
て
こ
の
集
団
が
取
り
得
る
立
場
に
つ
い
て
、
変
化
を
及
ぼ
す
よ
う

に
な
っ
た
。（
つ
ま
り
、
職
人
階
級
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
さ
れ
た
労

働
者
た
ち
、
い
わ
ば
ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
の
白
人
と
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

移
民
の
間
の
差
異
で
あ
る
。）
も
っ
と
も
北
部
の
労
働
者
階
級
は
、

白
人
性
と
い
う
同
一
の
観
念
に
支
え
ら
れ
た
と
い
う
建
前
が
あ
っ
た

の
は
事
実
で
あ
る
。（
六
七
）

こ
う
し
た
人
種
意
識
か
ら
見
る
と
、
ミ
ン
ス
ト
レ
ル
シ
ー
の
流
行
は
、
非

常
に
皮
肉
な
も
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
黒
人
と
は
異
質

化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
己
の
「
本
質
」
を
示
す
た
め
、
白
人
は
、
虚
構
の

形
式
と
し
て
の
「
黒
人
」
を
身
を
以
て
演
じ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
そ
う

し
た
ふ
る
ま
い
の
虚
構
性
を
保
証
す
る
「
舞
台
」
と
い
う
枠
の
中
に
置
か

れ
て
い
る
に
せ
よ
、
演
者
を
他
な
ら
ぬ
「
黒
人
の
形
式
」
で
固
め
て
し
ま

う
こ
と
に
な
る
筈
だ
。
反
復
さ
れ
る
そ
う
し
た
ふ
る
ま
い
が
、
黒
い
仮
面

を
虚
構
と
し
て
、
白
い
皮
膚
を
リ
ア
リ
テ
ィ
と
し
て
表
象
し
分
け
る
保
証

は
な
い
。
す
る
と
黒
塗
り
芝
居
の
構
造
は
、
黒
人
と
白
人
の
差
異
で
は
な

く
、
そ
の
重
な
り
を
こ
そ
現
前
さ
せ
る
、
攪
乱
性
に
満
ち
た
深
層
を
隠
し

持
つ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
大
衆
芸
能
が
、
他
な
ら
ぬ
こ
う
し
た
人
種
的
境
界
の
曖
昧
性

を
証
言
す
る
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
非
常
に
逆
説
的
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
昨
今
の
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
コ
レ
ク
ト
ネ
ス
や
こ
れ
か
ら

見
る
検
閲
の
歴
史
が
証
す
通
り
、
そ
の
国
の
芸
術
は
、
常
に
様
々
な
方
向

性
で
「
人
種
表
現
の
正
し
さ
」
と
い
う
問
題
に
捕
わ
れ
て
き
た
か
ら
だ
。

近代大衆と人種のオブセッション
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だ
が
実
際
、
人
種
表
象
が
単
純
な
純
粋
性
や
、
真
偽
の
軸
に
基
づ
い
て
構

成
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
白
人
の
黒
塗
り
芝
居
だ
け
に
関
す
る
話
で
は
な

い
。
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
・
ベ
イ
カ
ー
（H

ouston
B
aker,Jr.

）
は
、
黒
人
が
「
人

種
化
さ
れ
た
主
体＝

黒�

人�

」
と
し
て
ふ
る
ま
う
こ
と
も
、
同
じ
く
そ
う
し

た
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ほ
こ
ろ
び
を
生
き
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を

認
め
、
そ
れ
を
芸
術
形
式
の
面
か
ら
理
論
化
し
た
（
九
一
〜
九
三
）。
ベ

イ
カ
ー
に
よ
れ
ば
、
黒
人
の
自
己
表
現
は
、
「
形
式
の
熟
知
」（M

astery
of

Form
s

）
と
「
技
術
の
解
体
」（D

eform
ation

of
M
astery

）
と
い
う
二
つ
の

方
法
で
行
わ
れ
て
き
た
。
ま
ず
形
式
の
熟
知
と
は
、
人
種
差
別
的
社
会
の

中
で
生
き
永
ら
え
、
白
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
徐
々
に
力
を
手
に

入
れ
よ
う
と
す
る
黒
人
が
、
白
人
の
抱
く
形
式
的
イ
メ
ー
ジ
を
見
抜
い
た

上
で
、
そ
れ
を
意
図
的
に
取
り
入
れ
た
表
現
戦
略
を
指
す
。
こ
の
典
型
例

は
、
白
人
に
と
っ
て
完
璧
な
黒
人
像
を
演
じ
た
ワ
シ
ン
ト
ン
（B

ookerT.

W
ashington

）
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
一
方
技
能
の
解
体
と
は
、

黒
人
性
を
ア
メ
リ
カ
性
な
い
し
は
国
家
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
昇
華
・
解

体
さ
せ
る
方
法
で
、
デ
ュ
ボ
イ
ス
（W
.E
.B
.D
uB
ois

）
等
、
い
わ
ゆ
る

ニ
ュ
ー
ニ
グ
ロ
た
ち
が
そ
の
代
表
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に

人
種
表
象
の
「
真
正
さ
」
に
こ
だ
わ
る
人
は
、
前
者
を
白
人
の
「
原
始
主

義
」
へ
の
迎
合
と
呼
び
、
後
者
を
「
同
化
主
義
」
と
呼
び
慣
わ
す
が
、
ベ

イ
カ
ー
は
こ
う
し
た
構
築
的
な
操
作
へ
の
意
識
的
参
加
こ
そ
が
、
黒
人
文

化
の
「
表
現
主
義
的
モ
ダ
ニ
テ
ィ
」
を
花
開
か
せ
た
と
論
じ
る
の
で
あ
る
。

ベ
イ
カ
ー
の
言
う
よ
う
な
構
築
性
に
意
識
的
な
黒
人
表
現
の
最
盛
期
が
、

一
九
一
〇
〜
三
〇
年
代
の
ハ
ー
レ
ム
・
ル
ネ
サ
ン
ス
期
で
あ
っ
た
こ
と
は

非
常
に
象
徴
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
時
代
に
は
、
黒
人
が
、
自
ら

「
土
着
文
化
」
と
考
え
る
も
の
を
西
洋
的
芸
術
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
中
で
再

構
築
す
る
運
動
と
、
黒
人
芸
能
の
模
倣
・
反
復
・
再
生
に
情
熱
を
注
ぐ
白

人
の
存
在
が
相
互
に
応
答
し
合
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
言
う
ま

で
も
な
く
こ
の
時
代
は
、
先
ほ
ど
概
観
し
た
よ
う
に
、
人
種
へ
の
魅
了
と

困
惑
を
そ
の
活
力
と
し
た
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
化
を
再
生
産
さ
せ
て
い
た
。

黒
人
や
、
性
的
に
不
道
徳
と
さ
れ
る
者
の
表
象
／
上
演
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク

と
し
た
メ
イ
・
ウ
ェ
ス
ト
（M

ae
W
est

）
は
、
ま
さ
に
そ
の
位
置
を
独
自
な

立
場
で
代
表
し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ヴ
ォ
ー
ド
ヴ
ィ
ル
や
、
黒
人

ミ
ン
ス
ト
レ
ル
俳
優
、
バ
ー
ト
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（B

ertW
illiam

s

）
の
形

態
模
写
か
ら
そ
の
キ
ャ
リ
ア
を
始
め
た
彼
女
は
、
女
優
・
劇
作
家
・
大
衆

小
説
家
と
し
て
、
道
徳
的
に
規
制
さ
れ
た
表
現
の
地
平
に
挑
戦
し
た
人
物

で
あ
っ
た
。
経
歴
上
、
彼
女
は
何
度
も
発
禁
処
分
を
受
け
て
い
る
が
、
そ

の
売
り
上
げ
と
人
気
は
凄
ま
じ
い
も
の
で
あ
っ
た
。﹇
図
１
〜
３
参
照
﹈

以
下
で
は
特
に
、そ
う
し
た
彼
女
の
戦
略
と
、そ
れ
を
制
限
し
た
文
化
権

力
の
相
剋
を
検
証
し
た
い
が
、
こ
の
ケ
ー
ス
が
究
極
に
証
す
の
は
、
人
種

的
観
念
の
流
動
や
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ほ
こ
ろ
び
を
よ
し
と
せ
ず
、
黒
人
を

常
套
化
し
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
押
し
込
め
よ
う
と
図
っ
た
機
制
で
あ
る
。

ま
さ
に
ウ
ェ
ス
ト
は
、
先
の
ミ
ン
ス
ト
レ
ル
芸
能
の
現
実
的
な
背
景
と
も

な
っ
た
黒
人
と
白
人
の
│
│
異
質
性
で
は
な
く
│
│
相
互
連
関
性
を
好
ん

で
表
す
物
語
を
創
作
し
た
。
が
、そ
う
し
た
画
期
的
な
人
種
関
係
も
、や
が

て
は
「
黒
人
の
型
」に
吸
収
さ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
こ
う
し
た
表
象
の

常
套
化
を
辿
る
べ
く
、
こ
こ
で
は
『
ベ
イ
ブ
・
ゴ
ー
ド
ン
』（B

abe
G
or-

8



don

）
と
い
う
作
品
を
見
て
み
た
い
。
こ
れ
は
テ
ク
ス
ト
か
ら
演
劇
、
そ

し
て
映
画
へ
と
媒
体
を
変
え
て
改
作
さ
れ
た
が
、
そ
の
都
度
何
か
を
禁
じ

ら
れ
、
他
の
表
現
手
段
を
獲
得
し
て
い
っ
た
。
そ
の
過
程
に
見
え
る
の
は
、

作
品
の
表
象
可
能
性
を
方
向
づ
け
た
文
化
権
力
と
、
表
現
者
の
間
の
駆
け

引
き
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
こ
こ
で
言
う
表
現
者
が
、

す
で
に
人
種
を
境
界
で
は
な
く
、
己
と
同
列
の
存
在
と
し
て
捉
え
た
層
を

代
表
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
大
衆
社
会
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
モ

図
２
│
│
バ
ー
ト
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

図１──舞台で『ダイヤモンド・リル』を演じるウェスト
（1928）

図
３
│
│
黒
塗
り
の
バ
ー
ト
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

近代大衆と人種のオブセッション
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ダ
ニ
ズ
ム
の
一
面
を
、
こ
の
事
実
ほ
ど
に
優
れ
て
伝
え
る
も
の
は
な
い
。

こ
う
し
た
表
現
者
の
存
在
は
、
ア
メ
リ
カ
大
衆
芸
術
が
、
い
わ
ば
人
種
の

越
境
を
根
源
的
な
出
発
点
と
し
て
進
展
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
確
か

に
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

事
実
ウ
ェ
ス
ト
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
、
少
な
く
と
も
大
恐
慌
に
至
る
頃

ま
で
、
ア
メ
リ
カ
大
衆
文
化
の
制
作
者
お
よ
び
受
容
者
が
、
こ
の
人
種
的

越
境
を
作
品
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
、
ま
た
テ
ー
マ
や
見
ど
こ
ろ
と
し
て

了
解
し
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
人
物
だ
。
例
え
ば
一
九
八
〇
年
に

彼
女
が
そ
の
長
い
一
生
を
閉
じ
た
時
、
過
剰
な
ま
で
の
女
性
性
を
売
り
物

に
し
て
い
た
彼
女
は
実
は
、
異
性
装
の
男
性
で
あ
っ
た
と
い
う
噂
が
流
さ

れ
た
。
そ
の
一
方
、
彼
女
は
白
人
の
ふ
り
を
し
て
い
る
黒
人
だ
と
い
う
ゴ

シ
ッ
プ
が
、
そ
の
キ
ャ
リ
ア
を
通
し
て
囁
か
れ
た
。
も
っ
と
も
彼
女
は
実

際
に
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
長
い
間
、
ハ
ー
レ
ム
や
グ
リ
ニ
ッ
ジ
・
ヴ
ィ

レ
ッ
ジ
の
ゲ
イ
・
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
お
け
る
模
倣
の
対
象
と
し
て
も
人

気
を
誇
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
ウ
ェ
ス
ト
自
身
が
自
伝
（G

oodness
H
ad

N
othing

to
D
o
w
ith

It

一
九
五
九
年
）
に
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
一
九

二
八
年
の
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
作
品
、
『
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
・
リ
ル
』（D

iam
ond

L
il

）
に
お
け
る
彼
女
の
演
技
は
、
川
上
貞
奴
の
そ
れ
に
喩
え
ら
れ
て
も

い
た
と
い
う
。

こ
の
興
味
深
い
「
誤
認
」
の
主
は
、
同
公
演
が
気
に
入
り
「
三
度
も
四

度
も
足
を
運
ん
だ
」
ヴ
ァ
ン
ヴ
ェ
ク
テ
ン
に
同
行
し
た
劇
作
家
、
ジ
ョ

ン
・
コ
ル
ト
ン
（John

C
olton

）
で
あ
っ
た
（G

oodness

一
〇
七
）。
エ
キ

ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
中
国
を
舞
台
に
し
た
恋
愛
ド
ラ
マ
の
書
き
手
で
も
あ
っ
た

コ
ル
ト
ン
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
、
一
方
で
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
彼
女
が
、
こ
の
舞
台
を
賞
賛

し
た
著
名
人
の
リ
ス
ト
に
、
小
説
『
蝶
々
夫
人
』
の
原
作
者
、
ベ
ラ
ス
コ

（D
avid

B
elasco

）
を
誇
ら
し
げ
に
加
え
る
時
、
ま
た
こ
の
作
品
の
内
容

が
、「
娼
婦
」
や
「
奴
隷
売
買
」
と
い
っ
た
風
俗
を
主
題
と
す
る
こ
と
を
思

い
出
す
時
、
こ
う
し
た
表
象
を
こ
と
さ
ら
に
「
貞
奴
」
と
結
び
つ
け
る
想

像
力
自
体
の
権
力
と
政
治
性
の
問
題
は
、
確
か
に
見
逃
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
ウ
ェ
ス
ト
と
貞
奴
の
横
滑
り
は
、
一
方
で
二
〇
年
代
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
に
形
成
さ
れ
た
、
都
市
大
衆
文
化
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
表
れ
で

も
あ
っ
た
。
貞
奴
は
一
八
九
九
年
、
川
上
音
二
郎
と
と
も
に
ア
メ
リ
カ
に

渡
り
、
後
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
マ
ダ
ム
貞
奴
と
し
て
人
気
を
博
し
て
い
る

ア

ク

タ

ー

が
、
こ
う
し
た
主
体
が
西
洋
都
市
文
化
の
行
為
者
に
な
る
と
い
う
事
態
は
、

輸
送
や
流
通
手
段
、
市
場
や
情
報
の
世
界
化
等
が
可
能
に
し
た
、
極
め
て

歴
史
的
な
現
象
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
一
つ
の
表
象
が
文
化
横
断
的
な
イ

メ
ー
ジ
か
ら
受
容
さ
れ
る
こ
の
現
象
は
、
特
定
の
時
代
と
文
化
空
間
の
性

格
を
伝
え
る
エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
、
軽
視
し
得
な
い
も
の
で
も
あ
っ
た
。

『
ベ
イ
ブ
・
ゴ
ー
ド
ン
』
と
は
一
九
三
〇
年
に
出
版
さ
れ
、
一
年
足
ら
ず

で
九
万
四
千
部
を
売
り
上
げ
た
当
時
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
小
説
で
あ
る
。
全

部
で
四
刷
が
出
版
さ
れ
た
が
、
最
初
の
増
刷
の
際
、
出
版
社
で
あ
る
マ

コ
ー
レ
イ
は
、
読
者
に
こ
の
小
説
の
新
た
な
題
名
を
募
っ
た
。
実
に
四
千

通
も
の
応
募
が
あ
り
、
二
刷
以
降
の
タ
イ
ト
ル
は
『
常
習
的
な
罪
人
』（T

he

C
onstantSinner

）
に
変
え
ら
れ
た
。
こ
の
大
衆
小
説
の
人
種
越
境
テ
ー

マ
は
ま
た
、
当
時
よ
く
知
ら
れ
た
黒
人
作
家
の
関
心
を
得
て
い
た
と
言
わ
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れ
る
。
マ
コ
ー
レ
イ
社
は
ド
ス
パ
ソ
ス
（John

D
os
Passos

）
や
詩
人
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
（W

illiam
C
arlos

W
illiam

s

）
等
モ
ダ
ニ
ス
ト
作
家
の
出
版
で

名
を
あ
げ
た
会
社
だ
が
、
そ
こ
に
は
ハ
ー
レ
ム
・
ル
ネ
サ
ン
ス
作
家
の
一

人
、
ウ
ォ
レ
ス
・
サ
ー
マ
ン
（W

arrace
T
hurm

an

）
が
査
読
者
件
エ
デ
ィ

タ
ー
と
し
て
在
籍
し
て
い
た
。
正
確
な
記
録
は
な
い
も
の
の
、
ウ
ェ
ス
ト

の
伝
記
作
家
、
ジ
ル
・
ワ
ッ
ツ（JillW

atts

）は
、
ハ
ー
レ
ム
を
主
題
と
し
た

こ
の
小
説
の
出
版
担
当
者
は
サ
ー
マ
ン
だ
っ
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い
と

述
べ
て
い
る
（
一
六
八
）。
当
の
サ
ー
マ
ン
が
同
じ
く
マ
コ
ー
レ
イ
か
ら

出
し
た
代
表
的
小
説
、
『
苺
は
黒
け
れ
ば
黒
い
ほ
ど
』（B
lacker

the
B
erry

一
九
二
九
年
）
に
は
、
逆
に
『
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
・
リ
ル
』
へ
の
言
及
が
あ
る

し
、
サ
ー
マ
ン
お
よ
び
ラ
ン
グ
ス
ト
ン
・
ヒ
ュ
ー
ズ
（L

angston

H
ughes

）
と
と
も
に
、
黒
人
芸
術
雑
誌
『
フ
ァ
イ
ア
!!
』（F

ire!!

一
九
二

六
年
）
を
発
刊
し
た
ゾ
ラ
・
ニ
ー
ル
・
ハ
ー
ス
ト
ン
（Z

ora
N
eale

H
urston

）
も
、
そ
の
様
々
な
著
作
で
ウ
ェ
ス
ト
の
作
品
へ
の
興
味
を
示
し
、

そ
の
人
種
的
越
境
表
現
へ
の
応
答
を
記
し
て
い
た
。

こ
の
小
説
は
、
黒
人
ヴ
ォ
ー
ド
ヴ
ィ
リ
ア
ン
に
交
じ
っ
て
ハ
ー
レ
ム
に

住
む
白
人
女
性
、
ベ
イ
ブ
・
ゴ
ー
ド
ン
を
主
人
公
と
す
る
。
金
持
ち
の
男

を
捕
ま
え
て
い
い
暮
ら
し
を
し
よ
う
と
図
る
ベ
イ
ブ
は
白
人
ボ
ク
サ
ー
と

結
婚
す
る
が
、
彼
が
落
ち
ぶ
れ
る
と
同
時
に
ハ
ー
レ
ム
の
賭
博
王
、
マ

ネ
ー
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
愛
人
と
な
る
。
し
か
し
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
事
件
を

起
こ
し
て
投
獄
さ
れ
て
い
る
間
ベ
イ
ブ
は
、
過
去
に
こ
の
異
人
種
カ
ッ
プ

ル
が
抱
き
合
う
姿
を
見
た
こ
と
か
ら
彼
女
に
欲
望
を
抱
き
始
め
た
人
種
主

義
者
の
白
人
、
ウ
ェ
イ
ン
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
浮
気
を
す
る
。
出
所
し

て
き
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
よ
り
を
戻
そ
う
と
い
う
誘
い
に
乗
ろ
う
と
す
る
ベ

イ
ブ
で
あ
る
が
、
結
局
そ
こ
に
乗
り
込
ん
で
き
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
、

嫉
妬
か
ら
ジ
ョ
ン
ソ
ン
を
撃
ち
殺
し
て
し
ま
う
。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
、

殺
人
を
隠
蔽
す
べ
く
そ
こ
に
ベ
イ
ブ
の
夫
の
ボ
ク
サ
ー
を
呼
び
、
ベ
イ
ブ

に
、
自
分
を
レ
イ
プ
し
よ
う
と
し
た
黒
人
を
撃
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
わ
せ

る
。
そ
の
説
明
を
信
じ
、
罪
を
か
ぶ
る
こ
と
に
決
め
た
夫
を
残
し
、
当
の

ベ
イ
ブ
と
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
パ
リ
へ
発
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
小
説
で
ウ
ェ
ス
ト
が
最
も
描
き
た
か
っ
た
の
は
、
異
人
種
混
交

テ
ー
マ
、
つ
ま
り
白
人
女
性
と
黒
人
男
性
の
性
愛
関
係
で
あ
っ
た
。
こ
の

行
為
は
当
時
、
混
血
児
の
再
生
産
を
阻
止
す
べ
く
、
法
的
に
禁
止
さ
れ
て

い
た
。
混
血
児
は
当
時
流
行
し
て
い
た
優
生
学
的
観
点
に
よ
っ
て
、
国
を

滅
ぼ
す
劣
性
の
人
間
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
疑
似
科
学
は
つ

ま
り
、
奴
隷
制
時
代
か
ら
の
人
種
隔
離
政
策
を
「
科
学
的
」
に
正
当
化
し

つ
つ
、
白
人
純
血
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
紡
い
で
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
小
説
の
成
功
は
、
す
ぐ
に
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
、

ジ
ョ
セ
フ
・
ゲ
イ
ツ
（Joseph

G
ates

）
の
目
を
引
き
、
売
上
の
五
〇
％
の

ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
と
い
う
契
約
で
劇
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
配
役
は
全
て

ウ
ェ
ス
ト
が
行
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
当
時
の
黒
人
ス
タ
ー
を
前
景
化
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
、
白
人
は
無
名
の
者
を
使
う
反
面
、
黒
人
に
関
し
て
は
、

当
時
の
売
れ
っ
子
ブ
ル
ー
ス
歌
手
の
ト
リ
ク
シ
ー
・
ス
ミ
ス
（T

rixie

Sm
ith

）
や
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ン
・
ベ
イ
カ
ー
（Josephine

B
aker

）
と
も
共
演

し
た
ポ
ー
ル
・
ミ
ア
ー
ズ
（PaulM

ears

）
ら
、
十
四
人
が
ブ
ッ
キ
ン
グ
さ

れ
た
。
中
で
も
一
番
の
見
所
は
、
マ
ネ
ー
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
役
に
、
当
時

近代大衆と人種のオブセッション
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「
黒
い
バ
レ
ン
テ
ィ
ノ
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
ロ
レ
ン
ゾ
・
タ
ッ
カ
ー

（R
orenzo

T
ucker

）
を
抜
擢
し
た
こ
と
だ
っ
た
。
タ
ッ
カ
ー
は
黒
人
映
画

監
督
の
草
分
け
、
オ
ス
カ
ー
・
ミ
シ
ョ
ウ
（O

scar
M
icheaux

）
の
作
品
で

も
知
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
こ
こ
に
検
閲
の
手
が
入
り
、
舞
台
上
で
人
種
間

恋
愛
を
描
く
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
た
（W

atts

一
三
五
〜
三
六
）。

し
か
し
、
ゲ
イ
や
、
娼
婦
や
、
下
層
の
生
活
を
描
く
ウ
ェ
ス
ト
の
芝
居

は
、
も
と
よ
り
一
九
二
六
年
以
降
、
数
知
れ
ず
告
訴
さ
れ
て
き
た
。
だ
が

プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
は
、
一
九
二
四
年
に
同
じ
問
題
で
敗
訴
し
た
オ
ニ
ー
ル

（E
ugene

O
’N
eill

）の『
全
て
の
神
の
子
に
は
羽
が
あ
る
』（A

ll
G
od’s

C
hillun

G
otW

ings

）
を
教
訓
と
し
、
特
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
タ
ッ
カ
ー
の
起
用

を
差
し
控
え
た
。
結
局
彼
は
解
雇
さ
れ
た
が
、
わ
ず
か
に
一
九
三
一
年
十

一
月
の
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
公
演
で
は
、
起
用
が
成
功
裏
に
実
現
さ
れ
た
。

つ
ま
り
ウ
ェ
ス
ト
は
、
つ
い
に
白
人
女
性
と
黒
人
男
性
の
抱
擁
を
、
舞
台

の
上
に
乗
せ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
そ
の
役
は
白
人
俳
優
、

ジ
ョ
ー
ジ
・
ギ
ヴ
ォ
ッ
ト
（G

eorge
G
ivot

）
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
い
、
そ

れ
ど
こ
ろ
か
ギ
ヴ
ォ
ッ
ト
と
ウ
ェ
ス
ト
が
舞
台
上
で
抱
擁
し
、
キ
ス
を
交

わ
す
場
面
で
は
、
黒
塗
り
の
ギ
ヴ
ォ
ッ
ト
が
黒
人
で
は
な
い
こ
と
を
示
す

た
め
、
彼
の
か
つ
ら
が
ず
ら
さ
れ
、
白
い
首
を
見
せ
る
と
い
う
策
す
ら
が

取
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（W

atts

一
三
六
）。

Ⅲ

「
黒
さ
」の
位
置
づ
け
と
そ
の
陳
腐
化
／
常
套
化

│
│
限
定
さ
れ
る
表
象
可
能
性

言
語
表
象
か
ら
上
演
へ
と
い
う
媒
体
の
変
化
（
な
ら
び
に
視
覚
化
）
は
、

ウ
ェ
ス
ト
の
混
血
テ
ー
マ
を
希
薄
化
す
る
装
置
を
作
動
さ
せ
た
。
つ
ま
り

小
説
『
ベ
イ
ブ
・
ゴ
ー
ド
ン
』
か
ら
劇
『
常
習
的
な
罪
人
』
へ
の
改
作
過
程

に
は
、
黒
人
表
象
の
排
除
や
、
そ
の
役
割
の
固
定
化
が
要
請
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
点
は
さ
ら
に
、
大
恐
慌
で
仕
事
の
減
っ
た
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ

か
ら
、
ト
ー
キ
ー
の
時
代
を
迎
え
て
隆
盛
の
兆
し
を
示
す
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映

画
に
乗
り
換
え
た
ウ
ェ
ス
ト
が
、
以
後
徹
底
し
て
直
面
し
続
け
る
問
題
と

な
っ
た
。
折
し
も
大
恐
慌
期
に
あ
っ
て
比
較
的
景
気
の
よ
い
ハ
リ
ウ
ッ
ド

は
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
の
中
で
高
ま
る
政
府
の
干
渉
を
恐
れ
、
作
品
内
容

が
業
界
介
入
の
き
っ
か
け
と
な
ら
ぬ
よ
う
、
作
品
の
自
主
規
制
を
制
度
化

し
よ
う
と
図
る
。
よ
く
知
ら
れ
る
ウ
ィ
ル
・
ヘ
イ
ズ
（W

illH
ays

）
の
事

務
局
が
主
導
し
た
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
・
コ
ー
ド
（
ヘ
イ
ズ
・
コ
ー
ド
）
の
設

定
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
国
内
ボ
ッ
ク
ス
・
オ
フ
ィ
ス
売
上
二
百
万
ド
ル

を
誇
っ
た
ウ
ェ
ス
ト
映
画
は
、
彼
女
が
所
属
す
る
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
の
ド
ル

箱
に
な
る
が
、
そ
れ
を
牽
制
す
る
か
の
よ
う
な
ワ
ー
ナ
ー
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ

の
肝
煎
も
あ
り
、
ヘ
イ
ズ
・
オ
フ
ィ
ス
は
ま
さ
し
く
彼
女
の
映
画
を
テ
ス

ト
ケ
ー
ス
と
す
る
か
の
よ
う
に
、
検
閲
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
定
め
て
い
っ

た
。
同
時
に
ウ
ェ
ス
ト
の
作
品
は
、
性
描
写
を
規
制
し
よ
う
と
ハ
リ
ウ
ッ

ド
に
乗
り
込
ん
で
き
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
縁
も
深
い
ジ
ョ
セ
フ
・
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ブ
リ
ー
ン
（Joseph

B
reen

）
に
よ
り
、
同
じ
く
標
的
に
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

ち
な
み
に
ウ
ェ
ス
ト
は
、『
罪
じ
ゃ
な
い
わ
よ
』（It

A
in’t

N
o
Sin

）

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
『
ベ
イ
ブ
・
ゴ
ー
ド
ン
』
の
映
画
化
を
望
ん
で
い
た
。

し
か
し
、
異
人
種
混
交
テ
ー
マ
が
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
・
コ
ー
ド
に
適
合
す

る
筈
も
な
い
。
そ
の
自
主
検
閲
は
ワ
ー
ナ
ー
・
ソ
ロ
ー
ス（W

arner
Sollors

）

が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
単
な
る
セ
ッ
ク
ス
で
は
な
く
、
異
人
種
間

セ
ッ
ク
ス
の
暗
示
を
禁
じ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

悪
名
高
い
一
九
三
四
年
の
「
映
画
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
・
コ
ー
ド
」
は
、

映
画
制
作
者
に
対
し
、「
結
婚
と
家
庭
の
神
聖
さ
」
を
支
持
す
る
よ

う
に
申
し
渡
し
（
中
略
）、
同
時
に
こ
の
よ
う
に
宣
言
し
た
「
異
人
種

混
交
（
白
人
と
黒
人
の
間
の
性
行
為
）
は
禁
止
で
あ
る
」
と
。（
中

略
）
ち
な
み
に
こ
の
、
異
人
種
間
の
性
行
為
と
結
婚
を
表
す
異
人
種

混
交
﹇m

iscegenation

﹈
と
い
う
語
彙
は
、
ア
メ
リ
カ
起
源
の
言
葉

で
あ
る
。（
五
）

果
た
し
て
主
な
役
ど
こ
ろ
か
ら
黒
人
が
外
さ
れ
、
性
的
含
蓄
を
持
つ
く
だ

り
が
削
除
さ
れ
、
極
め
つ
け
と
し
て
、
ウ
ェ
ス
ト
の
物
語
に
は
決
し
て
出

て
来
な
い
「
一
夫
一
婦
制
の
結
婚
」
と
い
う
結
末
を
付
加
し
た
上
で
、
こ

の
作
品
は
改
め
て
『
華
や
ぎ
し
時
代
の
美
女
』（B

elle
of
the

N
ineties

邦

題
『
罪
ぢ
ゃ
な
い
わ
よ
』
一
九
三
四
年
）
と
い
う
映
画
に
生
ま
れ
変
わ
っ

た
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
も
ド
ラ
マ
に
黒
人
性
を
確
保
し
た
い
ウ
ェ
ス
ト

は
、
同
時
に
苦
肉
の
策
と
し
て
、
劇
中
レ
ヴ
ュ
ー
に
デ
ュ
ー
ク
・
エ
リ
ン

ト
ン
楽
団
の
起
用
を
認
め
さ
せ
た
。
こ
の
、
資
金
的
に
も
容
易
で
は
な

か
っ
た
ア
イ
デ
ィ
ア
の
実
現
は
、
現
実
に
な
っ
た
こ
の
作
品
に
お
け
る
最

大
の
勝
利
と
さ
れ
て
い
る
が
、
ウ
ェ
ス
ト
は
こ
れ
以
外
に
も
、
し
ば
し
ば

自
主
検
閲
を
か
わ
す
た
め
に
、
音
楽
に
託
し
た
黒
人
表
象
を
試
み
た
。

そ
の
好
例
に
は
、
当
初
劇
と
し
て
創
作
さ
れ
、
後
に
同
名
の
小
説
（
一

九
三
二
年
）と
映
画
、『
あ
の
娘
は
彼
に
悪
い
こ
と
を
し
た
の
』（She

D
one

H
im
W
rong

一
九
三
三
年
）
に
も
な
っ
た
『
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
・
リ
ル
』
が
あ

る
。
こ
の
作
品
で
は
、「
バ
ワ
リ
ー
の
女
王
」
と
呼
ば
れ
る
白
人
女
主
人

公
が
歌
う
様
々
な
ブ
ル
ー
ス
に
黒
人
性
が
託
さ
れ
て
い
る
が
、
中
で
も

「
フ
ラ
ン
キ
ー
と
ジ
ョ
ニ
ー
」（F

rankie
and

Johnny

）
と
い
う
曲
は
、
黒

人
表
象
の
行
為
を
こ
と
ご
と
く
悪
徳
化
す
る
、
検
閲
の
視
点
を
伝
え
て
い

る
。
こ
の
作
品
は
、
も
と
よ
り
黒
人
女
性
の
ご
と
き
低
階
層
の
白
人
女
性

を
描
く
こ
と
で
、「
白
さ
」
に
ま
つ
わ
る
幻
想
を
破
壊
し
、
人
種
的
境
界

の
虚
構
性
を
よ
く
表
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
こ
で
歌
わ
れ
た
「
フ

ラ
ン
キ
ー
」
は
、
サ
ン
ド
バ
ー
グ
（C

arlSandburg

）
が
言
う
よ
う
に
、
民

謡
の
よ
う
に
広
く
歌
わ
れ
、
そ
も
そ
も
人
種
的
出
自
は
明
ら
か
で
は
な

か
っ
た
。
つ
ま
り
、「
フ
ラ
ン
キ
ー
の
唄
は
恐
ら
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は

よ
く
あ
る
野
卑
な
下
層
生
活
を
歌
っ
た
バ
ラ
ッ
ド
の
、
ア
メ
リ
カ
版
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
あ
る
と
い
う
（
七
五
）。

し
か
し
、
ベ
ッ
シ
ー
・
ス
ミ
ス
（B

essy
Sm
ith

）
や
エ
セ
ル
・
ウ
ォ
ー

タ
ー
ズ
（E

thelW
aters

）
等
の
人
気
ブ
ル
ー
ス
歌
手
が
好
ん
で
レ
コ
ー

デ
ィ
ン
グ
し
た
と
い
う
事
実
や
、「
野
卑
な
下
層
生
活
」
そ
の
も
の
が
人

近代大衆と人種のオブセッション
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種
化
さ
れ
や
す
か
っ
た
文
脈
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
曲
は
、
白
い
文
化
産

業
が
主
導
し
た
テ
ィ
ン
パ
ン
ア
レ
イ
の
商
業
ブ
ル
ー
ス
よ
り
は
、
遥
か
に

効
果
的
に
黒
さ
を
表
象
し
た
に
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
を
歌
う
白
人

主
人
公
の
「
白
人
性
」
は
、
恐
ら
く
は
ウ
ェ
ス
ト
が
狙
っ
た
よ
う
に
、
効

果
的
に
曖
昧
に
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
様
々
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
持
つ
こ

の
曲
に
描
か
れ
る
売
買
春
や
殺
人
、
飲
酒
や
麻
薬
売
買
や
賭
博
│
│
基
本

的
に
は
フ
ラ
ン
キ
ー
と
い
う
女
が
、
売
春
宿
か
ら
出
て
き
た
恋
人
ジ
ョ

ニ
ー
を
撃
つ
│
│
は
、
こ
の
芝
居
の
メ
イ
ン
プ
ロ
ッ
ト
に
描
か
れ
る
白
人

奴
隷
売
買
と
相
俟
っ
て
、
白
人
と
黒
人
の
境
界
を
ま
す
ま
す
揺
る
が
す
も

の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
逆
に
、
検
閲
主
体
に
取
っ
て
み
れ
ば
、
そ
う

し
た
も
の
は
決
し
て
人
種
の
境
界
を
超
え
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

む
し
ろ
黒
人
化
さ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
。
だ
か
ら
人
種

越
境
的
に
広
く
知
ら
れ
、
あ
ま
り
に
も
流
動
的
な
「
猥
雑
さ
」
を
象
徴
化

し
た
こ
の
歌
は
、
そ
の
十
年
後
に
は
そ
れ
自
体
が
検
閲
の
対
象
と
な
っ
て

し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
一
九
四
四
年
、
ま
さ
に
ウ
ェ
ス
ト
が
身
を
置
い
た

よ
う
な
ヴ
ォ
ー
ド
ヴ
ィ
ル
を
舞
台
と
し
た
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
映
画
、『
ジ
ー

グ
フ
ェ
ル
ド
・
フ
ォ
リ
ー
ズ
』（Z
iegfeld

Follies

）
が
撮
ら
れ
た
時
、
ブ

リ
ー
ン
は
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
に
、「
フ
ラ
ン
キ
ー
」
の
取
り
下
げ
を
命
じ

て
い
る
。

メ
イ
ヤ
ー
様

我
々
は
、
あ
な
た
か
ら
申
し
出
の
あ
っ
た
『
ジ
ー
グ
フ
ェ
ル
ド
・

フ
ォ
リ
ー
ズ
』
の
ナ
ン
バ
ー
、「
フ
ラ
ン
キ
ー
と
ジ
ョ
ニ
ー
」
を
検
討

し
ま
し
た
。
売
買
春
の
雰
囲
気
と
、
過
剰
な
性
の
含
蓄
が
感
じ
ら
れ

る
こ
の
主
題
は
、
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
・
コ
ー
ド
の
立
場
か
ら
許
可
で

き
な
い
と
申
し
上
げ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（
中
略
）

我
々
は
、
あ
な
た
方
が
こ
の
非
常
に
危
険
な
素
材
か
ら
完
全
に
方
向

転
換
し
、
何
か
別
の
も
の
を
使
う
こ
と
を
強
く
要
請
し
ま
す
。

敬
具

ジ
ョ
セ
フ
・
Ｉ
・
ブ
リ
ー
ン

（qtd.in
Fordin

一
二
一
〜
二
二
）

こ
う
し
た
制
度
と
の
駆
け
引
き
を
経
る
う
ち
に
、
果
た
し
て
ウ
ェ
ス
ト

の
作
品
に
お
け
る
人
種
混
交
の
サ
イ
ン
は
、
確
実
に
そ
の
力
を
奪
わ
れ
て

い
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
女
が
代
替
的
に
選
ん
だ
黒

人
表
象
に
は
、
も
は
や
黒
人
と
白
人
の
流
動
を
伝
え
る
厚
み
は
な
く
、
境

界
線
は
逆
に
強
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
、
一
九
三

三
年
の
『
私
は
天
使
じ
ゃ
な
い
』（I’m

N
o
A
ngel

邦
題
『
妾
は
天
使
ぢ
ゃ

な
い
』）
お
よ
び
『
華
や
ぎ
し
時
代
の
美
女
』
以
降
、
そ
れ
ま
で
は
重
ね
合

わ
さ
れ
て
い
た
筈
の
黒
人
女
性
と
白
人
女
性
の
関
係
が
、「
白
人
女
主

人
」
と
「
黒
人
メ
イ
ド
」
の
関
係
に
分
化
さ
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
顕
著

に
見
受
け
ら
れ
る
。﹇
図
４
、
５
﹈『
私
は
天
使
じ
ゃ
な
い
』
の
ス
チ
ー
ル

写
真
で
ウ
ェ
ス
ト
は
、『
風
と
共
に
去
り
ぬ
』
の
オ
ス
カ
ー
助
演
女
優
、

ハ
ッ
テ
ィ
・
マ
ク
ダ
ニ
エ
ル
（H

attiM
cD
aniel

）
や
、
本
来
は
友
人
兼
秘

書
で
あ
っ
た
筈
の
リ
ビ
ー
・
テ
イ
ラ
ー
（L

ibby
Taylor

）
が
女
中
の
お
仕
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着
せ
を
ま
と
っ
て
い
る
も
の
に
取
り
巻
か
れ
、
も
の
憂
げ
に
微
笑
ん
で
い

る
。こ

の
よ
う
に
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
ス
ク
リ
ー
ン
は
、
も
と
は
「
本
当
に
黒
人

の
血
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
」
と
噂
さ
れ
た
り
、「
黒
人
に
逆
パ
ッ
シ
ン

グ
し
て
い
る
」
と
評
さ
れ
た
り
し
て
い
た
ウ
ェ
ス
ト
を
、
黒
人
に
か
し
ず

か
れ
る
着
飾
っ
た
ブ
ロ
ン
ド
女
性
へ
と
純
血
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。

ウ
ェ
ス
ト
の
表
現
は
、
小
説
か
ら
上
演
舞
台
へ
、
そ
し
て
さ
ら
に
広
い
大

図４──『私は天使じゃない』より。ウェストの背後にはリビー・テイラー、左にはハッ
ティ・マクダニエルがかしずく。

図
５
│
│
市
販
さ
れ
た
ブ
ロ
マ
イ
ド

近代大衆と人種のオブセッション
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衆
に
開
か
れ
た
上
映
映
像
へ
と
進
展
す
る
た
び
に
、
常
套
化
さ
れ
た
白
人

女
性
性
に
縛
ら
れ
る
一
方
、
黒
人
女
性
を
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
へ
と
固
定
し

て
い
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
変
容
の
意
味
合
い
は
、
ま
さ
に
彼
女
と
似
た
芸

歴
を
持
ち
、
対
抗
的
な
立
場
に
あ
っ
た
黒
人
女
性
ヴ
ォ
ー
ド
ヴ
ィ
リ
ア
ン

の
一
人
、
エ
セ
ル
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
ズ
と
比
較
す
る
と
、
極
め
て
わ
か
り
や

す
く
な
る
だ
ろ
う
。
前
出
「
フ
ラ
ン
キ
ー
と
ジ
ョ
ニ
ー
」
で
知
ら
れ
た
ブ

ル
ー
ス
歌
手
の
ウ
ォ
ー
タ
ー
ズ
は
、
駆
け
出
し
の
ウ
ェ
ス
ト
が
模
倣
し
た

ク
ー
チ
ー
・
ダ
ン
ス
や
シ
ミ
ー
・
ダ
ン
ス
の
第
一
人
者
と
し
て
も
人
気
を
博

し
て
い
た
。﹇
図
６
﹈

見
る
か
ら
に
、
ナ
ル
シ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ウ
ェ
ス
ト
の
模
倣
を
誘
う
よ
う

な
い
で
た
ち
の
ウ
ォ
ー
タ
ー
ズ
は
、
恐
ら
く
彼
女
に
意
識
さ
れ
て
い
る
の

を
知
っ
て
い
た
の
か
、
逆
に
ウ
ェ
ス
ト
の
流
行
歌
、「
い
つ
か
私
に
会
い

に
き
て
」（”C

om
e
U
p
and

See
M
e
Som

etim
e”

）
の
替
え
歌
（
一
九
三
四

年
）
を
歌
っ
て
い
た
。﹇
図
７
﹈

み
ん
な
言
っ
て
る
わ
、
映
画
館
は
す
ご
く
暑
い
っ
て

そ
れ
っ
て
と
っ
て
も
罪
じ
ゃ
な
い

く

た

ば

っ

ち

ま

い

な

メ
イ
・
ウ
ェ
ス
ト
に
手
紙
を
書
い
て
「
西
に
引
っ
込
ん
で
ろ
」
っ
て

言
っ
て
く
れ
な
い
？

あ
の
人
き
っ
と
エ
ス
キ
モ
ー
な
の
ね

だ
か
ら
い
つ
か
ウ
ォ
ー
タ
ー
ズ
の
方
に
会
い
に
き
て

ウ
ェ
ス
ト
と
同
じ
く
、
や
は
り
大
恐
慌
を
契
機
に
ハ
リ
ウ
ッ
ド
へ
進
出
し

図
６
│
│
シ
ミ
ー
・
ダ
ン
ス
を
踊
る
エ
セ
ル
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
ズ

図
７
│
│
エ
セ
ル
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
ズ
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た
ウ
ォ
ー
タ
ー
ズ
は
、
奇
し
く
も
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
の
仕
事
を
行
っ
て
い
る
。

例
え
ば
一
九
三
六
年
十
二
月
八
日
に
は
、
二
人
が
同
じ
ス
タ
ジ
オ
に
入
っ

て
い
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
舞
台
照
明
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

し
か
し
ハ
リ
ウ
ッ
ド
進
出
以
後
の
ウ
ォ
ー
タ
ー
ズ
に
は
、
ウ
ェ
ス
ト
が

侍
ら
せ
た
の
と
同
じ
メ
イ
ド
役
し
か
回
っ
て
は
来
な
か
っ
た
。
ほ
と
ん
ど

同
じ
経
歴
を
持
つ
二
人
が
、
人
種
性
ゆ
え
に
全
く
違
っ
た
キ
ャ
リ
ア
を
歩

み
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
検
閲
も
含
め
た
映
画
装
置
が
新

た
に
再
強
化
し
た
、
人
種
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
固
定
性
が
為
し
た
結
果
で

あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
に
生
ま
れ
、
南
部
で
育
っ
た
こ

と
は
一
度
も
な
か
っ
た
ウ
ォ
ー
タ
ー
ズ
の
代
表
作
が
、
結
局
は
マ
ッ
カ

ラ
ー
ズ
（C

urson
M
cC
ullers

）
の
『
結
婚
式
の
メ
ン
バ
ー
』（M

em
ber

ofthe

W
edding

一
九
五
〇
年
）
や
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
（W

illiam
Faulkner

）
の

『
響
き
と
怒
り
』（Sound

and
the

F
ury

邦
題
『
悶
え
』
一
九
五
九
年
）
に

登
場
す
る
料
理
女
や
メ
イ
ド
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
は
、
黒
人
女
性
が
表

象
す
べ
く
期
待
さ
れ
た
範
囲
が
、
著
し
く
狭
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。﹇
図
８
、
９
﹈
ま
た
、
こ
う
し
た
図
像
が
伝
え
る
よ
う
に
、

そ
れ
は
、
性
的
魅
力
は
皆
無
で
あ
り
、
た
だ
ひ
た
す
ら
他
者
に
尽
く
す
こ

と
を
目
的
と
し
て
生
き
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
、
つ
ま
り
ジ
マ
イ
マ
お
ば
さ

ん
や
マ
ミ
ー
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ウ
ォ
ー
タ
ー
ズ
の
評
伝
に
よ

れ
ば
、
本
来
あ
ま
り
太
れ
な
い
体
質
で
あ
っ
た
彼
女
は
、
そ
れ
で
も
こ
う

し
た
役
を
取
る
た
め
に
、
恒
常
的
な
大
食
い
を
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
そ
の
結
果
、
糖
尿
病
に
罹
っ
て
命
を
落
と
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う

（B
ogle

xiv

）。
彼
女
に
関
す
る
場
合
、
表
現
に
関
す
る
近
代
の
要
請
は
、

図
８
│
│
ウ
ォ
ー
タ
ー
ズ
『
結
婚
式
の
メ
ン
バ
ー
』
よ
り

図
９
│
│
ウ
ォ
ー
タ
ー
ズ
『
響
き
と
怒
り
』
よ
り
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そ
の
死
の
遠
因
と
も
な
る
ほ
ど
に
過
酷
な
も
の
と
し
て
、
機
能
し
た
と
い

う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

好
ま
し
か
ら
ぬ
人
種
を
取
り
締
ま
る
た
め
、
本
質
化
さ
れ
た
人
種
の
観

念
を
そ
の
表
象
装
置
に
内
在
す
る
に
至
っ
た
映
画
と
い
う
媒
体
は
、
ど
ち

ら
か
と
言
え
ば
黒
さ
の
足
り
な
か
っ
た
エ
セ
ル
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
ズ
に
、
黒

塗
り
を
施
し
た
分
か
り
や
す
い
黒
人
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
強
要
し
た
。

一
方
で
ウ
ェ
ス
ト
が
ハ
リ
ウ
ッ
ド
で
成
功
す
る
た
め
に
は
、
本
来
行
っ
て

い
た
「
黒
さ
」
の
擬
態
を
、
他
者
化
の
ヴ
ェ
ク
ト
ル
へ
変
え
る
必
要
が

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
例
こ
そ
は
、
肌
の
色
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
指
標
で
も

な
け
れ
ば
、
人
間
的
価
値
の
表
象
で
も
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
伝
え

て
い
る
筈
だ
。
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
な
短
絡
は
、
現
代
に
至
る
ま
で
、
数

多
の
人
種
論
や
そ
の
表
現
を
め
ぐ
る
思
想
に
も
滑
り
込
ん
で
い
る
。
そ
し

て
文
化
表
現
に
関
し
て
言
え
ば
、
こ
の
「
色
に
左
右
さ
れ
る
」
メ
ン
タ
リ

テ
ィ
は
、
肌
の
色
を
超
え
て
「
黒
さ
」
を
表
象
す
べ
く
培
わ
れ
た
表
現
力

を
、
見
事
に
無
に
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
仮
に
こ
れ
を
、
モ
ダ
ニ
テ
ィ

の
文
化
作
用
が
伴
っ
た
一
つ
の
風
景
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
回
復

に
必
要
な
の
は
、
近
代
的
社
会
背
景
が
本
来
持
っ
て
い
た
猥
雑
さ
の
忘
備

録
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
人
種
表
象
が
照
ら
す
も
の
と
は
詰
ま
る
と
こ

ろ
、
入
り
乱
れ
た
他
／
多
者
性
の
う
ち
に
苛
烈
に
光
る
、
個
別
的
自
己
表

現
へ
の
欲
望
な
の
で
あ
る
。
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