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Miller’s vision of tragedy 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　Arthur Miller（1915-2005）wrote an article on a newspaper just at the same time 
when his Death of a Salesman（1949）appeared on the Broadway. It can be considered 
nearly as a profession of faith in the method of this intrepid dramatist.
　As an independent one from any such circumstances, however, this short article is a 
persuasive argument about the hero in drama and full of meanings on the nature  
of tragedy itself.
　So here as before, in order not to miss any detail, I have translated the whole of the 
article into Japanese.
　The original text is as follows:
　Arthur Miller, Tragedy and the Common Man. New York Times, February 27, 1949. in: 
Robert W. Corrigan, Tragedy─Vision and Form（Chandler Publishing Company）, 
1965. p. 148-151.
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本
稿
の
目
的
は
後
段
に
置
く
一
文
の
翻
訳
紹
介
で
あ
る
。

　
「
悲
劇
と
悲
劇
性
」
を
問
う
課
題
の
も
と
に
本
論
叢
前
集
（
第
百
三
十
七
集
）
で
は
、『
歴
史
的
哲
学
辞
典
』
の
一
項
目
「
悲
劇
的
な

る
も
の
［
悲
劇
性
］」
を
紹
介
し
た
。
う
れ
し
く
も
素
早
く
森
谷
宇
一
教
授
が
御
感
想
で
、
課
題
の
前
項
と
後
項
と
の
相
関
の
意
味
合
に

つ
い
て
は
以
下
の
ご
と
く
書
き
寄
越
さ
れ
た
―
―

　
「
…
…
［
悲
劇
な
る
］
第
一
概
念
に
つ
い
て
の
考
察
は
［
悲
劇
性
な
る
］
第
二
概
念
の
深
み
な
い
し
奥
行
き
な
く
し
て
は
作

ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー

劇
術
に
と

ど
ま
ら
ざ
る
を
え
ず
、
第
二
概
念
に
つ
い
て
の
考
察
も
第
一
概
念
の
具
体
性
な
い
し
生
動
性
な
く
し
て
は
抽
象
論
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を

え
な
い
…
…
」。

　

ま
さ
し
く
お
言
葉
の
通
り
で
あ
り
、
課
題
と
し
て
立
て
た
相
関
の
含
意
は
こ
の
簡
潔
的
確
な
指
摘
内
で
尽
さ
れ
て
い
る
、
と
私
は
あ

り
が
た
く
受
取
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
こ
と
を
忘
れ
ず
参
考
に
す
べ
き
各
種
の
卓
論
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
文
章
に
は
ど
の
よ
う
な
事
例
が
あ
る
か
。
真
先

に
思
浮
ん
だ
の
は
劇
作
家
ミ
ラ
ー
（A

rthur M
iller, 1915-2005

）
が
新
聞
紙
上
に
発
表
し
た
短
文
で
あ
る
。
往
昔
す
で
に
一
度
紹
介
し

た
が
（「
多
摩
芸
術
学
園
紀
要　

第
七
巻
」
昭
和
56
年
）、
こ
こ
で
は
本
論
叢
前
集
の
「
悲
劇
性
」
概
念
史
に
照
射
さ
れ
る
論
考
と
し
て
全
文

を
新
た
に
訳
出
す
る
。
新
聞
は
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
」、
日
付
は
一
九
四
九
年
二
月
二
十
七
日
で
あ
る
。

　　

ミ
ラ
ー
は
ア
メ
リ
カ
演
劇
で
オ
ニ
ー
ル
（Eugene

（Gladstone
）O

’N
eill, 1888-1953

）
の
次
代
に
双
璧
と
呼
ば
れ
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

（T
ennessee W

illiam
s, 1911-1983

）
と
並
び
輝
い
た
偉
才
で
あ
る
。
本
学
で
は
ア
メ
リ
カ
演
劇
専
攻
の
［
故
］
沼
澤
洽
治
教
授
が
早
く

か
ら
劇
団
「
文
学
座
」
と
関
り
後
日
の
劇
団
「
昴
」
を
も
支
え
て
、
現
地
ア
メ
リ
カ
で
躍
動
す
る
演
劇
人
と
も
終
始
密
接
に
交
流
し
つ

つ
、
最
晩
年
に
い
た
る
ま
で
ミ
ラ
ー
作
品
の
上
演
に
も
努
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
舞
台
の
活
気
が
あ
っ
て
、
わ
が
国
で
も
ミ
ラ
ー
は
馴
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染
み
の
劇
作
家
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
二
〇
〇
五
年
に
亡
く
な
っ
た
。

　

こ
の
と
き
「
毎
日
新
聞
」（
二
〇
〇
五
（
平
成
十
七
）
年
二
月
十
五
日
朝
刊
）
は
「
米
劇
作
家
ア
ー
サ
ー
・
ミ
ラ
ー
さ
ん
は
10
日
、
心
不
全

の
た
め
死
去
。
89
歳
」
と
記
し
、
見
出
語
「
背
骨
に
「
社
会
的
良
心
」」
の
も
と
に
追
悼
文
を
掲
げ
た
。
御
執
筆
は
小
田
島
雄ゆ

う

志し

教
授

で
あ
る
。
す
で
に
か
な
り
の
年
月
を
経
た
が
、
こ
の
一
文
は
埋
没
の
ま
ま
と
す
る
に
は
惜
し
く
、
今
回
の
本
論
叢
は
好
機
で
あ
り
、
こ

こ
に
転
写
し
て
貴
重
な
一
文
献
と
し
て
永
く
留
め
て
置
き
た
い
。
以
下
の
通
り
で
あ
る
―
―

　
「
20
世
紀
の
星
が
ま
た
ひ
と
つ
、
地
平
線
下
に
没
し
て
い
っ
た
。
ア
ー
サ
ー
・
ミ
ラ
ー
（
1
9
1
5
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
生
ま
れ
）
の
訃
報

に
接
し
て
、
ぼ
く
は
胸
の
中
で
そ
う
言
っ
て
み
た
。

　

彼
は
、「
み
ん
な
我
が
子
」（
47
年
）、「
セ
ー
ル
ス
マ
ン
の
死
」（
49
年
）、「
る
つ
ぼ
」（
53
年
）
か
ら
「
転
落
の
あ
と
に
」（
64
年
）、「
代
価
」

（
68
年
）
な
ど
を
経
て
、「
壊
れ
た
ガ
ラ
ス
」（
94
年
）、「
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ン
グ
・
ザ
・
ピ
ク
チ
ャ
ー
」（
04
年
）
に
い
た
る
ま
で
、
ア
メ
リ
カ
に
、

ひ
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
社
会
に
生
き
る
人
々
の
、
出
合
う
苦
し
み
や
悲
し
み
を
誠
実
に
描
く
こ
と
で
、
演
劇
史
に
、
ひ
い
て
は
あ
ら
ゆ
る

文
化
の
歴
史
に
20
世
紀
の
姿
を
刻
み
続
け
た
。

　

中
学
3
年
で
終
戦
を
迎
え
た
ぼ
く
と
し
て
は
、
ジ
ャ
ズ
や
チ
ュ
ー
イ
ン
ガ
ム
に
象
徴
さ
れ
る
明
朗
快
活
な
ア
メ
リ
カ
文
明
の
表
層
の

下
に
、
心
を
傷
つ
け
る
矛
盾
や
挫
折
が
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
を
知
っ
た
の
は
、
大
き
な
衝
撃
だ
っ
た
。
そ
れ
を
与
え
て
く
れ
た
の
は
、

テ
ネ
シ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
「
欲
望
と
い
う
名
の
電
車
」（
47
年
）
と
ミ
ラ
ー
の
「
セ
ー
ル
ス
マ
ン
の
死
」
だ
っ
た
。
54
年
に
一
ッ

橋
講
堂
で
見
た
民
芸
の
舞
台
は
、
大
学
院
生
だ
っ
た
ぼ
く
に
20
世
紀
に
生
き
る
こ
と
の
痛
み
を
実
感
さ
せ
た
。
ウ
ィ
リ
ー
・
ロ
ー
マ
ン

を
演
じ
た
瀧
沢
修
は
、
寄
席
で
形
態
模
写
の
モ
デ
ル
に
な
る
ほ
ど
有
名
に
な
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
心
の
ひ
だ
に
巣
く
う
闇
に
光
を
当
て
る
の
に
対
し
、
ミ
ラ
ー
は
社
会
を
む
し
ば
む
病
に
メ
ス
を
入
れ

る
、
と
い
う
姿
勢
の
違
い
は
あ
る
。
だ
が
、「
ア
ー
サ
ー
・
ミ
ラ
ー
自
伝
」（
87
年
・
倉
橋
健
訳
、
早
川
書
房
）
を
読
ん
だ
と
き
、
ぼ
く
に
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は
納
得
で
き
る
告
白
に
で
く
わ
し
た
。

　
「
私
は
世
界
を
変
え
よ
う
と
し
な
い
演
劇
に
な
ど
、
と
て
も
つ
き
合
う
気
に
な
れ
な
い
。
科
学
者
が
す
で
に
周
知
の
事
実
を
改
め
て

証
明
し
た
が
ら
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
作
風
は
非
常
に
違
う
け
れ
ど
、同
様
の
態
度
を
と
っ
て
い
る
作
家
を
一
人
だ
け
知
っ
て
い
る
。

テ
ネ
シ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
で
あ
る
」。

　

そ
し
て
、「
欲
望
―
―
」
を
見
て
「
セ
ー
ル
ス
マ
ン
の
死
」
の
執
筆
に
、「
す
ぐ
に
馬
力
を
か
け
る
気
に
な
っ
た
」
そ
う
で
あ
る
。

　

彼
は
、「
自
伝
」
の
ほ
か
の
個
所
で
も
、「
芸
術
は
社
会
の
変
革
に
役
立
つ
べ
き
だ
」
と
か
、「
道
義
に
無
関
心
な
芸
術
は
矛
盾
で
あ
る
」

と
か
、繰
り
返
し
信
念
を
披
歴
し
て
い
る
。
そ
し
て
、50
年
代
の
マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
（
赤
狩
り
）
に
抵
抗
し
て
「
る
つ
ぼ
」
を
書
い
た
り
、

9
・
11
テ
ロ
後
の
ア
メ
リ
カ
の
体
制
に
「
市
民
の
権
利
」
を
脅
か
さ
れ
な
い
よ
う
注
意
を
う
な
が
し
た
り
、
そ
の
姿
勢
は
一
貫
し
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
「
社
会
的
良
心
」
が
彼
の
劇
作
品
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
彼
の
観
客
・
読
者
た
ち
は
、
登
場
人
物
の
こ
と
ば

に
、
行
動
に
、
生
き
方
に
、
自
分
を
か
え
り
み
て
間
違
い
を
正
そ
う
と
し
た
り
、
信
じ
て
や
っ
て
い
る
こ
と
に
勇
気
を
与
え
ら
れ
た
り

す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
う
い
う
観
客
の
一
人
と
し
て
、
は
る
か
遠
く
か
ら
、
ア
ー
サ
ー
・
ミ
ラ
ー
に
心
か
ら
の
こ
と
ば
を
贈
り
た
い
、「
お
つ
か
れ
さ
ま

で
し
た
、
そ
し
て
、
あ
り
が
と
う
」（
東
京
大
名
誉
教
授
、
英
米
文
学
）」。

　　

右
の
文
中
の
系
譜
に
照
せ
ば
一
九
四
九
年
は
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
に
「
セ
ー
ル
ス
マ
ン
の
死
」
登
場
で
、
こ
の
年
の
ピ
ュ
リ
ッ
ツ
ァ
賞　

Pulitzer prize

に
も
輝
い
た
年
で
あ
り
、
新
聞
へ
の
文
章
は
成
功
作
と
表
裏
を
成
す
一
体
の
確
信
表
明
と
し
て
よ
い
。
そ
れ
だ
け
に

作
品
の
生
命
の
色
褪
せ
た
と
き
に
な
お
残
り
得
る
か
の
懸
念
は
拭
い
が
た
い
。
し
か
し
私
は
、
行
文
が
短
く
簡
潔
で
あ
る
ゆ
え
明
確
鮮

明
な
主
旨
を
思
え
ば
、
こ
れ
は
説
得
力
が
大
き
く
無
視
で
き
な
い
一
箇
独
立
の
論
考
で
あ
る
、
と
ま
ず
は
捉
え
て
い
る
。
敢
え
て
本
論
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叢
で
紹
介
す
る
所
以
で
あ
る
。

　

思
返
せ
ば
、
劇
団
「
民
藝
」
の
舞
台
は
確
か
に
強
烈
な
感
銘
を
与
え
て
く
れ
た
。
そ
の
感
銘
の
大
方
は
瀧
沢
修
の
演
技
に
よ
る
も
の

だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
後
年
の
再
演
で
は
、や
や
醒
め
た
空
気
が
流
れ
、ど
こ
か
迫
力
を
欠
く
と
感
じ
ら
れ
た
し
、現
在
で
は
さ
ら
に
、

長
年
月
を
経
た
ゆ
え
か
劇
そ
の
も
の
の
印
象
が
薄
れ
て
、
こ
れ
は
本
当
に
悲
劇
と
呼
べ
る
作
品
か
と
疑
わ
し
く
な
る
。
か
つ
て
十
九
世

紀
社
会
劇
全
般
の
二
十
世
紀
に
お
け
る
概
評
で
、
い
ま
ど
き
腕
の
立
つ
大
工
の
職
な
き
困
窮
な
ど
話
題
に
な
ろ
う
か
、
と
い
う
嘲
語
が

聞
え
た
が
、
同
様
の
懸
念
が
こ
こ
に
も
生
じ
る
。
と
す
れ
ば
、
ま
ず
は
上
演
作
と
表
裏
一
体
と
見
て
敬
重
す
る
論
考
の
核
心
た
る
「
普

通
の
ひ
と
」
の
把
握
に
も
慎
重
な
姿
勢
が
必
要
と
な
る
。

　

舞
台
の
主
人
公W

illy Lom
an

は
六
十
歳
を
超
え
た
外
交
販
売
員
で
妻
と
息
子
二
人
の
家
族
構
成
で
あ
る
。
隣
家
も
ほ
ぼ
同
年
の

同
じ
家
族
構
成
で
あ
ろ
う
。
こ
の
隣
家
に
は
夢
が
な
い
と
侮
り
な
が
ら
、
お
の
れ
の
仕
事
に
自
由
自
在
と
い
う
誇
り
を
も
ち
、
各
地
を

渡
り
歩
い
て
き
た
の
が
生
涯
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
青
壮
の
時
代
に
は
活
気
に
溢
れ
て
情
事
も
生
じ
る
。
勢
い
あ
る
生
活
で
常
に
理
想

像
と
し
て
仰
い
で
き
た
の
は
、
大
成
功
を
収
め
て
遠
隔
の
地
に
消
え
た
伯
父
の
面
影
で
あ
る
。
年
老
い
た
い
ま
、
隣
家
の
子
た
ち
は

世
間
の
安
定
路
線
で
順
調
に
伸
び
て
い
る
が
、
息
子
二
人
は
い
ず
れ
も
道
か
ら
外
れ
て
し
ま
っ
た
。
自
分
自
身
が
す
で
に
見
向
き
も
さ

れ
な
い
役
立
た
ず
で
し
か
な
い
。
息
子
ひ
と
り
と
の
諍
い
で
、
と
う
と
う
自
分
ら
の
実
相
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
―
―

”Pop
! Y

ou’re a 

dim
e a dozen and so am

 I!

“

（
お
や
じ
、
一
山
い
く
ら
な
ん
だ
よ
、
俺
も
同
じ
）。
舞
台
の
展
開
は
現
在
時
点
と
回
想
時
と
が
入
組
む
場

景
の
連
続
で
あ
っ
て
、
打
ち
の
め
さ
れ
て
最
後
の
誇
り
に
、
家
族
に
遺
せ
る
保
険
金
あ
り
と
考
え
及
ん
で
自
動
車
事
故
へ
向
う
。
全
三

幕
の
幕
切
れ
は
残
さ
れ
た
老
妻
の
哀
悼
の
言
葉
で
あ
る
。

　

こ
の
舞
台
と
呼
応
し
た
論
考
の
核
心
は
「
正
当
な
位
置
へ
の
希
求
」
に
あ
る
。
右
の
老
主
人
公
の
願
い
は
、
自
身
が
ど
の
よ
う
な
境

地
に
落
着
く
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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現
世
で
の
願
わ
し
い
位
置
と
な
れ
ば
、
旧
友
二
人
に
御
不
満
は
王
国
の
継
受
に
あ
り
や
、
と
問
わ
れ
て
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
笑
い
、
胡
桃

の
殻
の
中
に
あ
ろ
う
と
も
王
国
を
夢
見
る
こ
と
の
で
き
る
身
よ
、
と
答
え
る
が
、
こ
の
と
き
自
身
は
、
世
界
は
箍た

が

が
外
れ
た
と
一
瞬
の

間
も
な
く
痛
感
し
つ
つ
耐
え
て
い
て
、
観
客
も
ま
た
、
こ
の
秀
で
た
稟
質
を
圧
殺
し
よ
う
と
迫
り
く
る
何
か
を
感
知
し
つ
つ
終
結
ま
で

の
緊
張
に
身
を
引
締
め
る
。
そ
し
て
命
は
て
る
最
期
の
姿
に
、
他
所
で
は
得
ら
れ
ぬ
輝
き
を
認
め
て
感
動
す
る
。

　

同
種
こ
の
よ
う
な
感
動
へ
と
導
く
緊
張
は
、「
悲
劇
」
と
呼
ば
れ
る
作
品
の
い
ず
れ
に
も
漂
う
終
結
部
の
雰
囲
気
で
あ
り
、
こ
こ
に
、

い
わ
ば
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
を
見
せ
る
秘
蹟
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
香
気
も
高
い
秘
蹟
に
ま
で
迫
り
得
る
順
路
を
ミ
ラ
ー
の
論
考
は
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。「
普
通
の
ひ
と
」
を
語
る
言
葉
は

説
得
力
も
大
き
い
。
だ
が
悲
劇
作
品
そ
の
も
の
の
全
体
を
捉
え
得
る
か
と
な
れ
ば
、
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
位
置
と
い
う
最
も
肝
要
な

と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
読
者
の
勘
考
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

　　

翻
訳
の
底
本
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

　

A
rthur M

iller, T
ragedy and the Com

m
on M

an. N
ew

 York Tim
es, February 27, 1949. in : Robert W

. Corrigan, 

T
ragedy

─V
ision and Form

（Chandler Publishing Com
pany

）, 1965. p. 148 -151.
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「
悲
劇
と
普
通
の
ひ
と
」（
一
九
四
九
年
二
月
二
十
七
日
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

ア
ー
サ
ー
・
ミ
ラ
ー

　

悲
劇
は
近
年
ほ
と
ん
ど
書
か
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
あ
い
だ
に
英
雄
が
少
い
か
ら
だ
と
か
、
現
代
人
は
科
学
の
懐
疑
精

神
に
よ
っ
て
信
念
の
器
官
を
傷
付
け
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
か
、
人
生
へ
の
英
雄
的
な
挑
戦
は
自
制
や
用
心
深
さ
を
重
ん
じ
る
態
度
の
上

で
は
育
ち
得
な
い
の
だ
、
な
ど
と
い
う
の
が
よ
く
聞
か
れ
る
見
解
で
あ
る
。
あ
れ
こ
れ
の
理
由
の
も
と
で
し
ば
し
ば
わ
れ
わ
れ
は
悲
劇

以
下
の
存
在
―
―
も
し
く
は
悲
劇
は
わ
れ
わ
れ
以
上
の
存
在
―
―
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
悲
劇
の

様モ
ー
ド態
は
古
代
の
も
の
で
、
き
わ
め
て
高
位
の
ひ
と
、
王
や
王
族
に
し
か
当
て
は
ま
ら
ぬ
、
と
い
う
結
論
は
必
至
で
あ
り
、
言
葉
を
尽
し

て
語
ら
れ
て
は
い
な
く
と
も
、
大
方
こ
の
結
論
は
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

普
通
の
ひ
と
も
か
つ
て
の
王
者
同
様
、
最
高
度
の
意
味
に
お
け
る
悲
劇
の
主
題
た
る
に
相
応
し
い
と
私
は
信
じ
て
い
る
。
外
見
上
で

も
こ
の
こ
と
は
今
日
の
精
神
療
法
に
照
し
て
明
か
と
し
て
よ
い
は
ず
だ
。
こ
れ
は
そ
の
分
析
の
基
礎
を
、
例
え
ば
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
・
コ

ン
プ
レ
ク
ス
と
か
オ
レ
ス
テ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ク
ス
の
ご
と
き
古
典
的
公
式
に
置
い
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
コ
ン
プ
レ
ク
ス
は
王
者
が

具
現
し
て
は
い
た
も
の
の
、
相
似
た
情
動
の
状
況
に
あ
る
誰
に
で
も
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
簡
単
に
い
え
ば
、
芸
術
に
お
け
る
悲
劇
が
問
題
で
な
い
と
き
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
少
し
も
躊た

め
ら躇
う
こ
と
な
く
、
身
分
低
き
者

と
全
く
同
じ
心
の
働
き
を
高
位
高
貴
の
人
々
に
認
め
て
い
る
。
し
か
も
最
後
に
、
高
揚
せ
る
悲
劇
的
行
動
が
本
当
に
も
し
生
れ
高
き
者

だ
け
の
属
性
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
大
多
数
の
人
々
が
悲
劇
を
理
解
し
得
る
ど
こ
ろ
か
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
形
式
に
も
ま
し
て
悲
劇
を
重
ん

じ
て
い
る
わ
け
が
解
ら
な
い
。

　

私
の
知
ら
ぬ
例
外
は
あ
ろ
う
が
一
般
的
な
原
則
と
し
て
、
悲
劇
的
感
情
が
わ
れ
わ
れ
の
心
で
掻
立
て
ら
れ
る
の
は
、
ひ
と
つ
の
こ
と
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―
―
す
な
わ
ち
人
格
の
品
位
（dignity 

尊
厳
）
と
い
う
自
身
の
信
念
―
―
を
守
ろ
う
と
、
必
要
な
ら
ば
生
命
を
も
捨
て
よ
う
と
し
て
い

る
人
物
の
面
前
に
立
つ
と
き
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
オ
レ
ス
テ
ー
ス
か
ら
ハ
ム
レ
ッ
ト
、メ
ー
デ
イ
ア
か
ら
マ
ク
ベ
ス
に
い
た
る
ま
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
根
柢
を
成
し
て
い
る
の
は
、
当
人
の
社
会
内
に
お
の
れ
の
「
正
当
なrightful

」
位
置
を
贏か

ち
え得
よ
う
と
す
る
個
人
的
努
力

の
苦
闘
で
あ
る
。

　

問
題
の
人
物
は
、
と
き
に
は
社
会
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
ひ
と
で
あ
り
、
と
き
に
は
初
め
て
社
会
を
得
よ
う
と
努
め
て
い
る
ひ
と
で
あ

る
が
、
悪
循
環
し
て
避
け
ら
れ
な
い
事
件
の
生
じ
る
因
と
な
る
宿
命
的
な
手
傷
が
侮
辱
を
受
け
る
傷
で
あ
り
、
こ
の
手
傷
で
支
配
す
る

力
が
憤
激
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
悲
劇
と
は
、
ひ
と
り
の
人
間
が
自
分
自
身
を
正
し
く
評
価
し
た
い
と
す
る
抑
え
が
た
い
欲
求
全
体
の
結

果
の
こ
と
で
あ
る
。

　

英
雄
自
身
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
悲
劇
の
物
語
は
い
つ
で
も
英
雄
の
「
悲
劇
的
欠
陥
（tragic flaw

）」

と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
を
露
わ
に
す
る
が
、
こ
れ
は
大
人
物
や
高
位
の
ひ
と
に
は
珍
し
く
も
な
い
欠
点
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
必
ず
し

も
弱
点
の
こ
と
で
も
な
い
。
こ
の
性
格
上
の
欠
陥
な
い
し
瑕
瑾
は
実
の
と
こ
ろ
何
で
も
な
い
―
―
何
か
で
あ
る
要
も
な
い
が
、
し
か
し

こ
れ
は
、
お
の
れ
の
品
位
へ
の
挑
戦
、
す
な
わ
ち
お
の
れ
の
正
当
な
地
位
と
い
う
自
身
の
想イ

メ
ー
ジ念
へ
の
挑
戦
と
思
わ
れ
る
も
の
に
直
面
し

た
と
き
に
は
、受
身
に
留
ま
る
を
潔
し
と
せ
ぬ
生
来
の
反
撥
の
こ
と
で
あ
る
。「
欠
陥
な
き
（flaw

less

）」
は
受
身
の
人
々
で
し
か
な
い
。

積
極
的
返
報
も
せ
ず
に
お
の
れ
の
巡
り
合
せ
を
受
入
れ
る
人
々
で
し
か
な
い
。
こ
の
範
疇
に
大
方
の
わ
れ
わ
れ
は
属
し
て
い
る
。

　

け
れ
ど
も
今
日
わ
れ
わ
れ
の
あ
い
だ
に
は
、
い
つ
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
自
分
ら
を
卑
し
め
る
事
物
の
在
り
方
に
逆
ら
っ
て

行
動
す
る
人
々
が
い
る
。
そ
の
行
動
の
過
程
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
懸
念
と
か
鈍
感
や
無
知
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
の
受
入
れ
て
き
た
事
柄

の
一
切
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
吟
味
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
を
取
巻
い
て
見
た
と
こ
ろ
安
定
せ
る
宇コ

ス
モ
ス宙
に
立
向
う
一
個
人
の
全
面
的
攻

撃
か
ら
―
―
こ
の
個
人
に
よ
る
「
変
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
（unchangeable

）」
環
境
の
全
面
的
検
査
か
ら
―
―
古
典
的
伝
統
と
し
て
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悲
劇
と
と
も
に
連
想
さ
れ
て
き
た
恐
怖
（terror

）
や
懸
念
（fear

）
が
生
じ
る
。

　

さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
に
以
前
は
疑
い
も
し
な
か
っ
た
事
柄
に
つ
い
て
全
面
的
な
問
を
発
す
る
こ
と
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が

学
ぶ
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
過
程
は
普
通
の
ひ
と
の
力
を
超
え
る
こ
と
で
な
い
。
過
去
三
十
年
、
世
界
を
め
ぐ
る

数
々
の
革
命
の
な
か
で
、
こ
の
あ
ら
ゆ
る
悲
劇
の
内
的
力
学
を
普
通
の
ひ
と
は
繰
返
し
幾
た
び
も
証
し
て
き
た
。

　

悲
劇
的
英
雄
の
地
位
や
、
そ
の
性
格
の
い
わ
ゆ
る
気
高
さ
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
実
際
に
は
悲
劇
の
外
形
に
固
執
す
る
こ
と
で
し
か

な
い
。
も
し
も
地
位
と
か
高
貴
な
性
格
が
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
高
位
の
者
の
問
題
が
悲
劇
独
得
の
問
題
で
あ
っ
た
な
ど
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
他
国
か
ら
領
土
を
奪
お
う
と
す
る
一
王
国
の
権
利
が
も
は
や
わ
れ
わ
れ
の
情
熱
を
掻
立
て
な
い
こ
と
は
確
か

で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
懐
く
正
義
観
は
、
か
つ
て
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
王
の
心
に
あ
っ
た
正
義
観
で
も
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
ほ
ど
の
劇
に
み
ら
れ
る
特
質
は
、
然
る
べ
き
位
置
か
ら
外
さ
れ
る
こ
と
へ
の
懸
念
か

ら
生
じ
て
い
る
。
こ
の
世
界
で
自
分
は
何
で
あ
り
誰
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
み
ず
か
ら
思
描
く
理イ

メ
ー
ジ
想
像
と
の
断
絶
に
潜
む
不
幸
か
ら
生

じ
て
い
る
。
今
日
わ
れ
わ
れ
の
あ
い
だ
で
、
こ
の
懸
念
は
か
つ
て
と
同
じ
く
、
い
や
多
分
か
つ
て
以
上
に
強
い
。
事
実
、
こ
の
懸
念
を

最
も
よ
く
知
っ
て
い
る
の
は
普
通
の
ひ
と
な
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
も
し
本
当
に
悲
劇
が
自
分
自
身
を
正
当
に
評
価
さ
せ
た
い
と
す
る
人
物
の
全
面
的
反
撥
の
結
果
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
企

て
の
な
か
で
の
破
滅
は
、
当
人
を
取
巻
く
環
境
に
不
正
（w

rong
）
な
い
し
邪
悪
（evil

）
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
断
定
に
な
る
。
そ

し
て
こ
の
こ
と
こ
そ
が
ま
さ
し
く
悲
劇
の
特モ

ラ
リ
テ
ィ性
（m

orality

）
で
あ
り
悲
劇
の
教
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
道
徳
法
則
の
発
見
と
は
悲
劇

の
啓
発
す
る
事
柄
で
あ
る
が
、
こ
の
発
見
は
何
か
抽
象
的
な
量
や
形
而
上
学
的
な
量
を
見
出
す
こ
と
で
は
な
い
。

　

悲
劇
の
正
義
（the tragic right

）
は
人
生
の
条
件
で
あ
る
。
ひ
と
の
人
格
が
開
花
し
て
結
実
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
条
件
で
あ
る
。

不
正
と
は
人
間
を
抑
圧
す
る
条
件
、
そ
の
愛
や
創
造
本
能
の
溢
れ
出
る
流
れ
を
邪
道
に
導
く
条
件
で
あ
る
。
人
間
の
自
由
の
敵
を
英
雄
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的
に
指
摘
す
る
と
い
う
点
で
悲
劇
は
わ
れ
わ
れ
を
啓
発
す
る
―
―
そ
し
て
、
啓
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
由
を
好
し
と
す
る
一
押

し
が
悲
劇
の
、
ひ
と
を
昂
揚
さ
せ
る
特
質
で
あ
る
。
安
定
せ
る
環
境
を
疑
っ
て
革
命
的
な
問
を
発
す
る
の
は
怖
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
が

普
通
の
ひ
と
に
せ
よ
、
断
じ
て
、
そ
の
よ
う
な
思
想
や
そ
の
よ
う
な
行
動
に
踏
込
め
ぬ
わ
け
は
な
い
。

　

こ
の
光
に
照
せ
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
悲
劇
が
欠
け
て
い
る
理
由
の
幾
分
か
は
、
現
代
文
芸
が
純
然
た
る
精
神
医
学
的
人
生
観
の
方
向
へ
、

あ
る
い
は
純
然
た
る
社
会
学
的
人
生
観
の
方
向
へ
と
進
路
を
変
え
て
き
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。
も
し
も
わ
れ
わ
れ
の
悲
惨
や
冷
遇
の
す
べ

て
は
自
分
の
心
の
な
か
に
生
れ
て
育
つ
の
で
あ
れ
ば
、
英
雄
的
行
動
は
無
論
の
こ
と
、
あ
ら
ゆ
る
行
動
が
不
可
能
と
な
る
の
は
明
白
で

あ
る
。

　

そ
し
て
も
し
社
会
だ
け
が
わ
れ
わ
れ
の
生
活
を
締
付
け
る
要
因
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
も
主
人
公
は
純
粋
で
無
垢
と
な
ら
ざ
る

を
得
ず
、
到
底
こ
れ
を
真
に
一
個
の
性
格
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
二
つ
の
観
方
か
ら
は
悲
劇
は
生
じ
得

な
い
。
理
由
は
た
だ
双
方
い
ず
れ
も
が
釣
合
の
取
れ
た
人
生
観
を
表
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
他
の
何
に
も
ま
し
て
悲
劇
は
、
作
者

に
、
原
因
と
結
果
に
つ
い
て
の
精
妙
こ
の
上
な
い
理
解
を
求
め
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
作
者
が
一
切
を
絶
対
的
に
疑
う
こ
と
を
怖
れ
る
と
き
に
は
、
ま
た
何
ら
か
の
制
度
や
習
慣
や
風
習
を
恒
久
不
変
と
か
不

可
欠
と
見
倣
す
と
き
に
は
、
悲
劇
は
生
じ
得
な
い
。
悲
劇
の
観
方
で
は
、
北
極
星
の
座
を
占
め
る
の
は
自
分
を
完
全
に
実
現
し
た
い
と

す
る
人
間
の
欲
求
で
あ
り
、
そ
し
て
人
間
の
本
性
を
妨
げ
低
め
る
も
の
は
何
で
あ
れ
、
こ
と
ご
と
く
攻
撃
と
吟
味
に
晒
さ
れ
る
。
だ
が

こ
れ
は
、
悲
劇
は
革
命
を
説
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

　

ギ
リ
シ
ア
人
は
あ
れ
こ
れ
自
分
ら
の
風
習
が
ま
さ
し
く
神
々
に
起
源
を
持
つ
と
精
し
く
調
べ
、
ひ
る
が
え
っ
て
諸
々
の
法
律
の
正

し
さ
を
弥い

や

増ま

し
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
ヨ
ブ
は
怒
り
を
込
め
て
神
を
見
詰
め
、
お
の
れ
の
正
し
さ
を
求
め
た
の
ち
、
最
後

に
は
服
従
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
だ
が
ひ
と
と
き
一
切
の
事
物
は
宙
吊
り
状
態
と
な
り
、
何
ひ
と
つ
と
し
て
容
認
で
き
な
い
。
そ
し
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て
、
こ
の
よ
う
に
宇コ

ス
モ
ス宙
を
引
張
り
引
裂
く
う
ち
に
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
行
動
を
取
る
う
ち
に
、
人
物
は
「
大
き
さ
（size

）」
を
、

す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
が
心
の
な
か
で
尤
も
ら
し
く
王
家
の
者
と
か
生
れ
高
き
身
の
も
の
と
し
て
し
ま
う
、
あ
の
悲
劇
の
背
丈
（tragic 

stature
）
を
具
え
る
。
し
か
し
、
ご
く
ご
く
普
通
の
人
で
す
ら
、
世
界
内
で
の
自
分
の
正
当
な
位
置
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
競
争
や
闘

争
に
、
お
の
れ
の
持
物
一
切
を
進
ん
で
投
込
も
う
と
す
る
度
合
に
応
じ
て
、
同
じ
背
丈
を
具
え
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

　

悲
劇
に
つ
い
て
は
、
私
が
批
評
か
ら
批
評
を
読
む
た
び
に
驚
き
、
作
家
や
読
者
と
の
数
多
い
会
話
の
な
か
で
驚
い
て
き
た
、
ひ
と
つ

の
誤
解
が
あ
る
。
悲
劇
は
必
然
的
に
悲ペ

シ
ミ
ズ
ム

観
主
義
と
同
類
で
あ
る
と
捉
え
る
考
え
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
語
に
つ
い
て
は
辞
書
で
さ
え
も

が
、
悲
劇
と
は
悲
し
い
結
果
か
不
幸
な
結
果
を
も
つ
物
語
と
い
う
以
上
の
こ
と
を
語
っ
て
い
な
い
。
こ
の
印
象
が
心
に
根
付
い
て
あ
ま

り
に
も
堅
く
、
つ
ぎ
の
主
張
を
ほ
と
ん
ど
私
は
躊
躇
う
の
だ
が
、
本
当
は
、
悲
劇
は
喜
劇
以
上
に
作
者
の
楽オ

プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム

観
主
義
を
意
味
と
し
て
含

ん
で
お
り
、
悲
劇
の
最
終
成
果
と
は
、
人
間
な
る
動
物
を
眺
め
る
見
物
人
の
最
も
晴
や
か
な
意
見
を
ま
す
ま
す
強
め
る
こ
と
、
と
決
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
な
ら
ば
、
も
し
も
実
質
に
お
い
て
悲
劇
の
英
雄
は
自
分
の
取
分
全
体
を
一
人
格
と
し
て
求
め
る
つ
も
り
で
あ
る
と
言
っ
て
正
し

け
れ
ば
、
ま
た
も
し
こ
の
格
闘
が
ど
う
し
て
も
総
身
を
挙
げ
て
の
仮
借
な
い
も
の
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
格
闘
が
お
の
ず
か
ら
、

お
の
れ
の
人
間
性
を
完
成
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
不ふ

壊え

の
意
志
を
証
明
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

悲
劇
に
は
勝
利
の
可
能
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。哀
感（pathos

）の
支
配
す
る
と
こ
ろ
、最
終
的
に
哀ペ

ー
ソ
ス感
の
出
て
く
る
と
こ
ろ
で
は
、

勝
目
の
到
底
あ
り
得
な
か
っ
た
戦
を
人
物
は
闘
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
哀ペ

ー
ソ
ス感
な
る
も
の
が
成
る
の
は
、
当
の
主
人
公
が
、
機
知
に
欠
け

る
と
か
鈍
感
で
あ
る
こ
と
で
、
あ
る
い
は
目
に
見
え
る
風
采
そ
の
も
の
か
ら
し
て
、
相
手
の
は
る
か
に
優
勢
な
威
力
と
は
と
て
も
太
刀

打
で
き
な
い
と
き
で
あ
る
。

　

ま
こ
と
に
哀
感
は
悲ペ

シ

ミ

ス

ト

観
主
義
者
向
き
の
様モ

ー
ド態

で
あ
る
。
だ
が
悲
劇
は
、
可
能
な
る
も
の
と
不
可
能
な
る
も
の
と
の
あ
い
だ
に
、
哀ペ

ー
ソ
ス感
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の
ば
あ
い
よ
り
は
一
層
精
妙
な
均
衡
を
要
求
す
る
。
そ
し
て
目
を
開
か
せ
て
く
れ
る
こ
と
だ
が
奇
妙
に
も
、
わ
れ
わ
れ
が
世
紀
か
ら
世

紀
へ
と
崇
敬
し
て
き
た
劇
は
悲
劇
な
の
で
あ
る
。
悲
劇
に
は
、
ま
た
悲
劇
に
の
み
信
念
、
人
間
は
完
全
に
な
り
得
る
こ
と
を
信
じ
る
、

呼
び
た
け
れ
ば
楽

オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ク

観
的
と
呼
ん
で
よ
い
信
念
が
あ
る
。

　

私
の
思
う
に
、
王
た
ち
の
い
な
い
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
の
こ
の
輝
し
く
流
れ
る
筋
を
取
っ
て
、
こ
れ
が
今
日
ど
う
に
か

導
き
得
る
唯
一
の
場
所
に
至
る
ま
で
、
当
の
筋
道
で
歩
ん
で
き
た
―
―
そ
の
唯
一
の
場
所
こ
そ
、
並
み
の
ひ
と
の
心
で
あ
り
魂
で
あ
る
。
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