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紀要発刊にあたって

2

　

京
都
芸
術
大
学
舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
舞
台
芸
術
の
創
造
過
程
の
総
体
を
研
究
対
象
と
し
て
、「
創
造
の
現
場
」
と
「
学
術
研
究
」

の
有
機
的
な
結
び
つ
き
を
図
る
べ
く
、
２
０
０
１
年
４
月
に
発
足
し
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
20
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
本
格
的
な
劇
場
施

設
で
あ
る
「
京
都
芸
術
劇
場
」
を
活
用
し
、
舞
台
芸
術
の
「
創
造
」
と
「
研
究
」
の
融
合
に
よ
る
独
自
の
実
践
的
な
研
究
活
動
を
行
っ
て

い
ま
す
。「
創
造
す
る
伝
統
」
と
い
う
理
念
の
も
と
劇
場
を
運
営
、
多
様
性
を
持
っ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
践
す
る
た
め
舞
台
作
品
の
公
演

の
み
な
ら
ず
、
研
究
会
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
出
版
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
主
催
事
業
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
多
彩
な
研
究
の
実
現
、
研

究
成
果
の
発
信
、
研
究
者
の
育
成
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

本
研
究
セ
ン
タ
ー
を
母
体
に
、
２
０
１
３
年
に
設
立
さ
れ
た
「
舞
台
芸
術
作
品
の
創
造
・
受
容
の
た
め
の
領
域
横
断
的
・
実
践
的
研
究

拠
点
」（
文
部
科
学
省
認
定
「
共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点
」、
２
０
１
３

－

２
０
２
４
年
度
）、
お
よ
び
そ
れ
と
密
接
に
連
携
し
な
が
ら

実
施
さ
れ
た
、
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
A
）「「
大
学
の
劇
場
」
に
よ
る
「
ラ
ボ
ラ
ト
リ
ー
機
能
」
の
構
築
―
芸
術
系
大
学
の
実
践
的
研

究
モ
デ
ル
」（
２
０
１
７

－

２
０
１
９
年
度
）、「
ア
ジ
ア
の
舞
台
芸
術
創
造
に
お
け
る
国
際
的
な
「
ラ
ボ
ラ
ト
リ
ー
機
能
」
の
実
践
的
研
究
」

（
２
０
２
０

－

２
０
２
２
年
度
）
で
は
、「
大
学
の
劇
場
」（
＝
京
都
芸
術
劇
場
）
を
拠
点
設
備
と
し
て
、「
ラ
ボ
ラ
ト
リ
ー
機
能
」
と
い
う

独
自
の
研
究
概
念
を
提
案
し
な
が
ら
、
そ
の
有
効
性
を
多
角
的
に
検
証
し
、
こ
れ
ま
で
も
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
本
学
の
特
色
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
多
種
多
様
な
舞
台
芸
術
作
品
の
上
演
が
可
能
な
劇
場
施
設
で
あ
る
「
京
都
芸
術

劇
場
」（
春
秋
座﹇
客
席
数
８
４
３
席
﹈、studio21

﹇
客
席
数
最
大
１
３
０
席
﹈）を
所
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ

う
。
２
０
０
１
年
に
文
部
科
学
省
「
私
立
大
学
学
術
研
究
高
度
化
推
進
事
業
・
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
の
助
成
を
受
け
設
置
さ
れ
た
同

劇
場
は
、
通
常
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ
う
な
「
学
内
ホ
ー
ル
」
と
は
大
き
く
異
な
り
ま
す
。「
春
秋
座
」
は
、
歌
舞
伎
を
完
全
な
ス
ケ
ー

紀
要
発
刊
に
あ
た
っ
て
京
都
芸
術
大
学
舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長　

安
藤
善
隆

ル
で
上
演
す
る
こ
と
が
可
能
な
本
格
的
な
劇
場
施
設
で
あ
り
、ま
た
「studio21

」
は
、可
変
的
な
客
席
を
持
つ
高
性
能
の
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ

ク
ス
型
の
劇
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
能
・
狂
言
、
歌
舞
伎
、
落
語
、
琉
球
舞
踊
と
い
っ
た
伝
統
的
な
演
劇
や
芸
能
か
ら
、
現

代
演
劇
・
舞
踊
、
先
端
的
な
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
至
る
ま
で
、
現
代
の
多
彩
な
舞
台
作
品
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
こ
と

の
で
き
る
設
備
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
日
本
を
代
表
す
る
国
際
舞
台
芸
術
祭
「K

YO
T

O
 EX

PER
IM

EN
T

 

京
都
国
際

舞
台
芸
術
祭
」
の
主
催
団
体
と
し
て
演
目
を
上
演
し
、
舞
台
芸
術
に
関
わ
る
社
会
実
装
系
の
授
業
を
取
り
入
れ
る
な
ど
、
本
学
の
学
生

教
育
に
も
広
く
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
京
都
芸
術
劇
場
の
運
営
を
担
っ
て
い
る
本
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、
具
体
的
な
舞
台
芸
術
作
品
の
創
造
・
発
信
事
業
を
「
フ
ァ
ク
ト

リ
ー
機
能
」、
先
進
的
な
舞
台
芸
術
作
品
の
創
造
を
視
野
に
い
れ
た
、
実
践
的
か
つ
多
面
的
な
実
験
や
調
査
・
研
究
、
試
演
的
な
プ
レ
ゼ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
総
体
を
「
大
学
の
劇
場
」
が
果
た
す
べ
き
「
ラ
ボ
ラ
ト
リ
ー
機
能
」
と
定
義
し
、
そ
の
社
会
実
装
を
研
究
機
関
と
し
て

の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
に
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。
２
０
０
２
年
に
発
刊
さ
れ
た
本
研
究
セ
ン
タ
ー
の
機
関
誌
『
舞
台
芸
術
』
は
、
各
号

ご
と
に
特
集
を
設
け
、
古
今
東
西
の
パ
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
・
ア
ー
ツ
を
今
日
的
な
視
点
で
切
り
取
り
、
21
世
紀
に
お
け
る
舞
台
芸
術
の
新
た

な
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
京
都
芸
術
劇
場
で
行
わ
れ
る
公
演
や
研
究
活
動
を
報
告
す
る
場
で
あ
り
、
そ

の
プ
ロ
セ
ス
を
公
開
す
る
場
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
、
こ
の
た
び
の
『
舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
の
発
刊
は
、
そ
の
研
究
成
果
を
よ
り
い
っ
そ
う
広
く
社
会
へ
還
元
す
る
た

め
の
方
策
と
し
て
企
図
さ
れ
た
も
の
で
す
。
特
に
、若
手
の
研
究
者
や
実
演
家
に
よ
る
研
究
論
文
や
研
究
ノ
ー
ト
、調
査
報
告
、レ
ク
チ
ャ
ー

採
録
等
を
こ
の
よ
う
な
形
で
公
開
す
る
こ
と
は
、
研
究
機
関
と
し
て
の
使
命
の
一
環
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。
と
は

い
え
、
今
後
、
体
裁
内
容
と
と
も
に
さ
ら
に
充
実
さ
せ
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
機
に
、
改
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
ご
批
判
、
ご
指
導
を

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
関
連
諸
分
野
の
進
展
に
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
寄
与
し
て
参
り
た
く
存
じ
ま
す
の
で
、
本
研
究
セ
ン
タ
ー
へ

の
ご
支
援
の
程
、
引
き
続
き
、
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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土
子
笑
面
『
話
術
新
論 

―
一
名
講
談
落
語
の
論
』（
哲
学
書
院
、

明
治
22
年
、
以
下
『
話
術
新
論
』）
は
、
表
現
行
為
と
し
て
の
話

芸
を
考
察
の
対
象
に
し
た
初
め
て
の
試
み
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ

ん
、
江
戸
期
に
お
い
て
も
、
考
証
随
筆
や
噺
本
の
序
跋
等
の
な

か
で
、
講
談
や
落
語
１

に
つ
い
て
吟
味
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、そ
れ
ら
は
演
者
や
そ
の
人
物
の
経
歴
、

演
じ
ら
れ
る
場
と
し
て
の
寄
席
、
演
目
の
種
類
や
特
徴
に
つ
い

て
検
討
す
る
こ
と
が
専
ら
で
あ
り
、
話
芸
そ
の
も
の
を
考
察
し

た
言
説
と
し
て
自
立
性
が
保
た
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
う

し
た
状
況
に
お
い
て
、
笑
面
は
、
講
談
と
落
語
を
ま
と
め
て
、「
話

術
」
と
い
う
包
括
的
な
ジ
ャ
ン
ル
を
新
た
に
設
定
す
る
と
と
も

に
、
話
術
に
つ
い
て
語
る
た
め
の
用
語
や
理
論
、
方
法
を
提
供

し
た
の
で
あ
る
。

土
子
笑
面
『
話
術
新
論
』
と
三
遊
亭
円
朝

宮 
信
明

　
は
じ
め
に

　

著
者
の
土
子
笑
面
は
、銀
行
家
、経
済
学
者
の
土
子
金
四
郎
（
元

治
元
年
―
大
正
６
年
）。
笑
面
は
号
。
旧
幕
臣
土
子
豊
憲
の
次
男

と
し
て
江
戸
小
石
川
に
生
ま
れ
る
。
明
治
17
年
、
東
京
帝
国
大

学
政
治
理
財
学
科
を
卒
業
。
大
蔵
省
に
出
仕
し
、
次
い
で
東
京

高
等
商
業
学
校
（
現
・
一
橋
大
学
）
教
授
と
な
っ
た
。
22
年
に

は
ア
メ
リ
カ
へ
留
学
、
24
年
に
帰
国
し
た
後
は
、
日
本
銀
行
及

び
横
浜
正
金
銀
行
ロ
ン
ド
ン
支
店
副
長
と
し
て
勤
務
。
30
年
に

は
横
浜
火
災
海
上
運
送
信
用
保
険
会
社
の
創
立
に
関
わ
り
、
副

社
長
と
な
る
。
明
治
25
年
か
ら
44
年
に
か
け
て
東
京
専
門
学
校

及
び
早
稲
田
大
学
で
経
済
学
関
係
の
講
義
を
受
け
も
つ
と
と
も

に
、
井
上
円
了
と
哲
学
書
院
を
経
営
し
た
。
著
書
に
は
『
経
済

学
大
意
』『
銀
行
実
務
誌
』『
外
国
為
替
詳
解
』
な
ど
が
あ
る
。

東
京
大
学
で
は
坪
内
逍
遙
の
１
年
後
輩
に
あ
た
り
、
笑
面
の
経

研
究
論
文
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6

営
す
る
私
立
夜
間
学
校
で
逍
遙
が
英
語
や
歴
史
を
担
当
す
る
な

ど
、
二
人
は
親
密
な
関
係
で
あ
っ
た
。
逍
遙
の
小
説
『
細
君
』（
明

治
22
年
）
は
、
笑
面
が
熱
海
で
聞
い
た
話
に
材
を
得
た
と
い
う
２

。

　

本
書
『
話
術
新
論
』
も
「
去
年
の
夏
、
春
の
屋
ぬ
し
と
共
に

京
の
あ
た
り
ヘ
赴
き
し
折
」、「
ぬ
し
と
小
説
、
落
語
の
事
共
か

た
り
あ
ひ
し
が
、
是
よ
り
京
に
い
た
り
て
、
し
ば
し
が
ほ
ど
の

や
ど
り
に
も
折
々
は
話
の
論
い
で
、
小
説
と
性
質
の
異
れ
る
点

を
か
た
り
、
難
易
の
あ
る
処
を
弁
じ
な
ど
し
た
り
３

」
と
「
序
」

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
関
西
へ
の
旅
行
中
に
逍
遙
と
交

わ
し
た
議
論
が
、
そ
の
執
筆
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
逍
遙
の

紀
行
文
「
再
遊
京
浪
花
」（『
逍
遥
日
記
』
明
治
二
十
一
年
の
巻
）

を
繙
い
て
み
る
と
、
７
月
26
日
に
「
更
に
落
語
改
良
の
話
に
移

り　

大
に
笑
面
を
説
い
て
一
派
の
話
し
の
風
を
開
き
た
ま
へ
と

す
ゝ
む
」、31
日
に
「
笑
貞
落
語
改
良
論
の
案
を
草
す
４

」
と
あ
り
、

『
話
術
新
論
』
誕
生
の
秘
話
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
の
２

年
前
に
上
梓
さ
れ
た
『
洒
落
哲
学
』（
哲
学
書
院
、
明
治
20
年
）

も
ま
た
、
熱
海
に
遊
ん
だ
際
に
「
春
の
や
の
主
人
も
亦
宿
り
を

同
う
し
」、「
洒
落
の
種
類
な
ど
を
説
き
た
り
き
」
と
、
逍
遙
と

の
交
友
か
ら
生
ま
れ
た
著
作
で
あ
っ
た
。

　

明
治
22
年
４
月
17
日
の
『
読
売
新
聞
』
朝
刊
に
打
た
れ
た
広

告
で
も
、「
文
学
士
土
子
笑
面
君
戯
著　

文
学
士
春
の
や
朧
君
評

註
」
と
並
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
話
術
新
論
』
は
、
笑
面
と

逍
遙
の
親
し
い
関
係
性
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

こ
れ
ま
で
も
「『
話
術
新
論
』
に
は
、
小
説
は
美
術
な
り
と
喝
破

し
た『
小
説
神
髄
』の
主
張
が
そ
の
下
敷
き
に
あ
る
５

」
と
か
、「
土

子
が
展
開
し
て
い
る
議
論
が
様
々
な
点
で
逍
遥
の
「
小
説
神
髄
」

以
来
の
評
論
活
動
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
は
っ
き
り

示
さ
れ
て
い
る
６

」
と
、逍
遙
が
笑
面
に
、あ
る
い
は
『
小
説
神
髄
』

が
『
話
術
新
論
』
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
に
つ
い

て
は
、
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
一
方
で
、『
話
術
新

論
』
に
お
け
る
笑
面
の
用
語
や
理
論
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
の
も
と
、「
其
の
坐
談
に
長

じ
演
説
に
巧
み
な
る
は
言
は
ず
も
が
な
、
落
語
は
優
に
三
マ
マ友

派

の
真
打
の
塁
を
摩
す
可
く
講
談
は
本
職
を
し
て
後
に
瞠
若
た
ら

し
む
る
も
の
あ
り
７

」
と
評
さ
れ
た
土
子
笑
面
の
『
話
術
新
論
』

に
つ
い
て
考
察
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
行
文
か
ら
浮
か
び
上
が

る
三
遊
亭
円
朝
の
高
座
振
り
を
検
証
す
る
こ
と
で
、『
話
術
新
論
』

の
理
論
と
円
朝
の
話
芸
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し

た
い
。

　

ま
ず
は
『
話
術
新
論
』
の
全
体
を
俯
瞰
し
て
お
こ
う
。

　
「
序
」
で
は
、「
た
ゞ
ひ
と
り
講
談
落
語
の
事
を
論
じ
て
楽
し

む
者
」
で
あ
る
自
分
が
、「
今
日
の
落
語
の
改
良
す
べ
き
か
ど

く
」
に
つ
い
て
、「
な
ほ
少
し
く
精
し
き
論
を
あ
ら
は
さ
ん
も

の
を
」
と
ひ
そ
か
に
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
、「
此
の
ご
ろ
聊
か
の

閑
あ
り
し
を
以
て
」、「
お
も
ひ
い
で
た
る
ま
ゝ
」
に
綴
っ
た
の

が
本
書
で
あ
る
、
と
そ
の
刊
行
の
経
緯
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　

本
論
は
三
章
か
ら
な
る
。
大
雑
把
に
分
類
す
る
と
、第
一
章「
緒

論
」
と
第
二
章
「
話
術
の
定
義
解
釈
」
が
理
論
編
、
第
三
章
「
話

術
の
法
則
」
が
実
践
編
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
非
常
に
包
括
的
な
視
野
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
て
、

明
治
期
は
も
と
よ
り
、
昭
和
も
戦
後
に
至
る
ま
で
、
こ
れ
ほ
ど

総
合
的
な
話
術
論
が
書
か
れ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た

と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

第
一
章
の
「
緒
論
」
で
は
「
稍
々
も
す
れ
ば
猥
褻
に
陥
り
残

酷
に
過
き
、
風
化
に
不
良
の
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
」
が
多
く
、

「
或
は
首
尾
相
応
せ
ず
、
或
は
大
体
の
精
神
に
取
る
べ
き
も
の
少

な
き
等
、
種
々
改
良
を
要
す
る
点
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
根
本

の
理
論
に
暗
く
、
た
ゞ
浅
薄
な
る
耳
目
の
感
覚
に
の
み
汲
々
と

し
て
技
芸
の
進
歩
を
図
り
し
に
拠
る
」
と
、
話
術
に
は
理
論
の

欠
け
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
種
々
の
改
良
を
要
す
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
る
。
次
に
講
談
と
落
語
の
歴
史
を
遡
及
し
、
講
談
は

元
来
武
張
っ
た
芸
能
で
、
大
軍
の
合
戦
や
勇
士
の
闘
争
、
議
論
、

評
定
な
ど
の
「
勇
壮
活
発
壮
厳
広
大
」
は
落
語
の
及
ぶ
と
こ
ろ

で
は
な
い
が
、
婦
女
老
若
の
言
葉
を
使
い
分
け
、
細
や
か
な
人

情
を
描
出
す
る
術
に
は
貧
弱
で
あ
る
と
い
う
。
反
対
に
、
落
語

は
「
勇
壮
活
発
」
と
は
い
か
な
い
も
の
の
、
言
葉
で
人
の
性
質

を
描
き
分
け
、
感
情
を
深
く
穿
ち
、
ま
た
軽
妙
な
滑
稽
に
い
た
っ

て
は
専
売
で
、
講
談
は
お
ろ
か
諸
芸
の
う
ち
で
も
比
類
を
見
な

い
、と
そ
の
特
徴
を
弁
別
し
て
み
せ
る
。
と
は
い
え
、笑
面
は
「
今

日
の
実
際
に
て
も
、
や
は
ら
か
き
筋
の
事
は
、
講
談
師
に
も
落

語
家
の
如
き
所
あ
り
。
か
た
き
筋
の
事
は
落
語
家
亦
講
談
師
に

　
１
、

　
「
緒
論
」
と
「
話
術
の
定
義
解
釈
」
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類
す
る
風
な
き
に
あ
ら
ず
」、「
近
頃
に
至
り
て
は
、
一
層
講
談

落
語
相
近
寄
り
た
り
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
距
離
が
日
ご
と
に
近

づ
き
つ
つ
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。

　
「
講
談
落
語
の
論
」
と
、
講
談
と
落
語
が
並
置
さ
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、「
書
き
物
を
読
む
と
之
を
基
と
し
て
話
す
と
は
、

味
に
於
て
大
に
差
あ
り
。
故
に
、
己
は
話
す
方
よ
り
見
て
話
術

と
称
す
る
也
」
と
い
い
、「
己
が
話
術
と
称
す
る
は
、
今
日
の
所

謂
落
語
の
み
を
指
す
に
あ
ら
ず
と
知
る
べ
し
」
と
注
意
喚
起
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
笑
面
が
講
談
よ
り
も
落
語
を
嗜
好
／

志
向
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。
た
だ
、「
真
に
人
の
性
質

を
写
し
人
情
を
感
ぜ
し
む
る
も
の
な
れ
ば
、
己
は
話
の
筋
、
話

の
場
合
に
よ
り
、
講
談
落
語
を
併
用
し
て
愈
々
美
妙
の
味
を
出

し
、
美
術
の
美
術
た
る
所
と
な
ら
ん
と
信
ず
る
な
り
」
と
、
講

談
と
落
語
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
を
相
乗
す
る
こ
と
で
、
聴
衆
に
「
一

層
美
妙
の
感
覚
を
惹
起
す
べ
し
」
と
主
張
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
や
は
り
講
談
と
落
語
を
「
美
術
」

の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
、「
話
術
」
に
「
美
術
」
＝
「
芸
術
」
と
し
て
市
民
権
を

与
え
よ
う
と
し
た
最
初
の
試
み
で
あ
っ
た
。
話
術
や
美
術
、
ま

し
て
や
芸
術
の
概
念
が
自
明
で
は
な
か
っ
た
時
代
に
、
話
術
と

い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
作
り
、
そ
こ
に
講
談
と
落
語
を
分
類
す
る
の

み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
美
術
＝
芸
術
の
概
念
に
適
応
さ
せ
る
こ

と
が
、
い
か
に
例
外
的
な
行
為
で
あ
っ
た
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
は
「
今
日
世
人
の
喋
々
す
る
美
術
の
如
き
は
、
即
ち
善
良

な
る
娯
楽
の
一
途
な
ら
ん
と
信
ず
る
な
り
」
で
あ
る
と
か
、「
実

に
た
ゞ
三
寸
の
舌
を
基
と
し
、
半
身
の
動
作
を
加
へ
て
衆
人
を

感
ぜ
じ
め
、
美
術
的
の
娯
楽
を
与
ふ
る
は
、
一
種
美
妙
の
術
と

い
ふ
べ
し
」
と
い
っ
た
発
言
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
講
談

固も

と
講
談
と
は
書
き
物
を
前
に
お
き
て
読
し
も
の
に
て
、

今
日
に
て
も
講
談
を
よ
む
と
称
し
、
は
な
す
と
は
云
は

ず
。
落
語
は
固
と
即
座
に
面
白
味
あ
る
こ
と
を
話
し
た

り
し
も
の
に
て
、
書
き
物
を
よ
み
し
に
は
あ
ら
ざ
り
き
。

然
る
に
今
日
は
講
談
師
も
読
ま
ず
に
話
し
、
落
語
家
も

ま
と
ま
り
た
る
歴
史
、
小
説
も
の
な
ど
を
つ
ゞ
け
て
述

べ
、
只
か
た
き
と
や
は
ら
か
き
と
の
区
別
は
あ
れ
ど
、

読
む
と
話
す
と
の
区
別
は
薄
く
な
れ
り
。

と
落
語
を
老
若
男
女
が
楽
し
め
る
「
娯
楽
」
に
改
良
し
よ
う
と

す
る
姿
勢
も
含
め
、『
小
説
神
髄
』
の
模
倣
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
よ
り
重
要
な
の
は
、「
然
れ
ど
も
み
だ
り
に
理
論
に
走

せ
て
実
際
に
は
ま
ら
ざ
る
は
、
労
し
て
功
な
く
、
或
は
反
て
折

角
の
技
芸
を
し
て
無
味
の
地
に
陥
ら
し
む
る
に
い
た
る
な
き
を

保
せ
ざ
れ
ば
、
実
際
の
技
芸
と
相
調
和
せ
ん
こ
と
、
素
よ
り
望

ま
し
き
事
な
り
」
と
笑
面
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
当
時
の
話
術

の
状
況
を
克
明
に
観
察
分
析
し
た
上
で
、
そ
の
現
状
を
踏
ま
え
、

可
能
な
か
ぎ
り
実
践
的
に
議
論
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
だ
ろ
う
。

　

江
戸
期
の
講
談
や
落
語
を
め
ぐ
る
言
説
と
し
て
は
、
第
一
に
、

山
東
京
伝『
近
世
奇
跡
考
』（
文
化
元
年
）や
初
代
三
遊
亭
円
生『
東

都
噺
者
師
弟
系
図
』（
天
保
７
年
）、
仮
名
垣
魯
文
、
山
々
亭
有

人
合
輯
『
粋
興
奇
人
伝
』（
文
久
３
年
）
な
ど
、
演
者
や
そ
の
経

歴
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
。
第
二
に
、喜
多
村
信
節
『
嬉
遊
笑
覧
』

（
文
政
13
年
）
や
喜
田
川
守
貞
『
守
貞
謾
稿
』（
嘉
永
６
年
）
な
ど
、

演
じ
ら
れ
る
場
と
し
て
の
寄
席
を
対
象
と
し
た
も
の
。
第
三
に
、

式
亭
三
馬
『
落
話
会
刷
画
帖
』（
文
化
12
年
）
や
前
出
『
守
貞
謾

稿
』
な
ど
、
演
目
の
種
類
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
綴
っ
た
も
の
。

第
四
に
、
喜
久
亭
寿
暁
『
滑
稽
集
』（
文
化
４
年
）
や
笑
福
亭
松

光
『
風
流
昔
噺
』（
万
延
２
年
）
と
い
っ
た
演
者
の
残
し
た
ネ
タ

帳
な
ど
が
、
主
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
江
戸
期
の
好
事
家
に
よ
る
考
証
や
見
聞
、
演
者
に
よ

る
系
図
な
ど
の
資
料
を
収
集
し
、
さ
ら
に
み
ず
か
ら
の
調
査
を

加
え
て
、
そ
の
集
大
成
と
目
さ
れ
る
の
が
、
関
根
只
誠
『
只
誠

埃
録
』（
原
題
「
誠
埃
只
録
」）
で
あ
る
。
明
治
29
年
よ
り
順
次

刊
行
さ
れ
た
『
古
事
類
苑
』「
楽
舞
部
二
十
三
」
の
落
語
講
談
の

項
目
は
、『
只
誠
埃
録
』
を
原
拠
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
編
纂
に

は
只
誠
の
長
男
正
直
が
携
わ
っ
た
。
ま
た
、
次
男
の
黙
庵
も
父

の
遺
産
を
受
け
継
ぎ
『
江
戸
の
落
語
』（
服
部
書
店
、
明
治
38
年
）

を
書
き
上
げ
、
そ
の
後
、
大
正
13
年
に
は
、
講
談
の
記
事
を
付

し
た
名
著
『
講
談
落
語
今
昔
譚
』（
雄
山
閣
）
を
上
梓
し
て
い
る
。

　

江
戸
期
か
ら
続
く
こ
れ
ら
の
言
説
を
概
観
し
て
み
る
に
、
そ

の
多
く
が
講
談
や
落
語
と
い
っ
た
芸
能
そ
の
も
の
よ
り
も
、
演

者
や
そ
の
系
譜
、
寄
席
と
い
う
場
、
演
目
の
種
類
と
そ
の
特
徴

に
つ
い
て
関
心
を
払
っ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ

は
、
講
談
や
落
語
が
い
か
な
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
る
の
か

よ
り
も
、
ど
の
よ
う
な
演
者
が
い
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
場
で
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演
じ
ら
れ
て
い
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
演
目
が
あ
る
の
か
に
目

を
向
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
野
か
ら
見
れ
ば
、

話
術
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
作
り
出
し
、
そ
れ
を
美
術
＝
芸
術
の

言
説
に
よ
っ
て
意
義
づ
け
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
を
で
き
る
だ

け
実
践
的
に
行
う
こ
と
が
、
い
か
に
特
殊
で
、
同
時
代
の
言
説

か
ら
隔
絶
し
た
営
み
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
第
二
章
「
話
術
の
定
義
解
釈
」
を
見
て
み
よ
う
。
こ

の
章
は
、「
話
術
と
は
、
事
件
と
人
物
と
を
美
術
的
に
口
述
す
る

も
の
を
い
ふ
。
是
れ
己
が
話
術
の
定
義
な
り
」
と
、
話
術
を
定

義
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
続
け
て
、
事
件
と
は
「
天
変
地

異
よ
り
、
場
所
の
景
況
、
動
植
物
の
作
用
、
天
気
時
候
等
に
至

る
ま
で
総
て
自
然
に
出
で
た
る
事
」
及
び
「
孝
行
、
忠
行
、
恋

愛
、滑
稽
、闘
争
等
総
て
人
の
行
為
に
起
り
た
る
事
一
切
を
包
含
」

す
る
も
の
で
、
人
物
と
は
「
人
の
性
質
心
情
を
指
す
も
の
に
て
、

善
人
、
悪
人
、
荒
き
人
、
優
し
き
人
、
意
地
の
悪
き
人
、
卑
劣

な
る
人
、
大
胆
な
る
人
、
臆
病
な
る
人
等
、
千
差
万
別
の
人
柄

を
い
ふ
也
」
と
、
事
件
と
人
物
の
定
義
が
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

美
術
的
と
は
「
よ
く
事
件
と
人
物
と
を
い
ひ
あ
ら
は
し
、
聞
く

人
を
し
て
美
妙
の
感
覚
を
起
さ
し
む
」
謂
い
で
あ
る
と
い
う
。

も
っ
と
も
、「
抑
そ
も
そ
もも

美
と
は
如
何
な
る
も
の
か
」
と
い
う
問
い
に

対
し
て
は
、「
今
日
美
の
論
一
定
せ
ざ
る
に
当
り
、
短
才
を
以
て

い
か
で
か
よ
く
之
を
説
明
す
る
を
得
ん
」
と
明
言
を
避
け
つ
つ
、

「
強
ひ
て
是
れ
を
俗
意
に
直
さ
ば
、
面
白
く
と
で
も
い
ふ
べ
き

歟か

」
と
捻
り
出
し
て
い
る
の
は
、
ご
愛
嬌
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ

ろ
う
か
。
最
後
に
、
口
述
と
は
「
通
常
の
言
語
の
如
く
直
接
に

口
頭
に
て
物
い
ふ
義
」
で
あ
り
、
小
説
や
浄
瑠
璃
、
演
劇
と
い
っ

た
「
事
件
と
人
物
を
美
術
的
に
あ
ら
は
す
」
ほ
か
の
表
現
と
は
、

「
全
く
離
れ
た
る
所
に
美
味
を
出
し
た
き
も
の
な
り
」
と
差
別
化

を
図
っ
て
い
る
。
ま
た
、
話
術
は
必
ず
し
も
仮
作
す
る
必
要
は

な
く
、
も
と
よ
り
双
方
に
巧
み
で
あ
れ
ば
そ
れ
に
越
し
た
こ
と

は
な
い
が
、「
純
粋
の
話
術
と
し
て
は
、
単
に
口
述
の
方
の
み
を

探
る
べ
き
」
で
あ
る
と
、
論
点
を
事
件
と
人
物
を
い
か
に
口
述

す
る
か
の
問
題
に
絞
り
込
ん
で
ゆ
く
。

　

笑
面
の
こ
う
し
た
論
理
が
興
味
深
い
の
は
、「
人
の
性
情
の
み

写
し
て
事
件
を
美
術
的
に
口
述
す
る
事
あ
た
は
ざ
れ
ば
、
未
だ

完
全
な
る
話
術
と
い
ふ
こ
と
あ
た
は
ず
」、「
然
れ
ど
も
又
事
件

の
み
を
口
述
し
て
人
物
を
口
述
せ
ざ
る
も
不
完
全
な
り
」
と
断

言
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
仁
木
弾
正
の
刃
傷
と
政
岡
の
飯
た

き
を
例
に
挙
げ
、「
弾
正
の
刃
傷
は
其
の
姦
悪
の
性
情
よ
り
起
り
、

政
岡
の
飯
た
き
は
其
の
忠
義
の
性
情
よ
り
出
で
た
る
者
」
で
あ

れ
ば
、
同
じ
よ
う
に
刃
物
で
人
を
傷
つ
け
る
場
面
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、「
刃
の
す
る
ど
さ
、
立
廻
は
り
の
様
子
、
飯
た
き
の
道

具
立
、
取
り
ま
は
し
等
、
如
何
に
も
真
に
迫
る
や
う
に
」
感
じ

さ
せ
る
と
と
も
に
、「
其
の
中
に
お
の
づ
か
ら
弾
正
の
姦
悪
な
る

性
情
と
政
岡
の
忠
義
な
る
性
情
と
を
あ
ら
は
さ
ゞ
れ
ば
、
真
に

美
術
と
は
い
ひ
が
た
し
」
と
説
い
て
い
る
。
笑
面
は
、
話
術
が

口
述
す
る
範
囲
を
視
覚
に
訴
え
る
形
態
や
色
彩
、
つ
ま
り
人
物

の
様
子
や
行
動
、
環
境
や
時
代
と
い
っ
た
外
面
か
ら
、
人
の
性

質
や
心
情
と
い
っ
た
内
面
に
ま
で
、
そ
の
表
現
を
拡
張
、
深
化

さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
単
に
人
の
行
為
の
み
を
述

ぶ
る
は
、
形
の
み
に
し
て
精
神
な
し
。
此
の
精
神
は
、
即
ち
人

物
に
し
て
之
を
あ
ら
は
す
こ
と
頗
る
か
た
し
」
と
主
張
す
る
笑

面
に
つ
い
て
、
評
註
者
の
逍
遙
は
、
本
文
の
欄
外
で
次
の
よ
う

に
評
し
て
い
る
。

　　

逍
遙
が
述
べ
る
よ
う
に
、
講
談
師
や
落
語
家
の
な
か
に
も
、

無
意
識
の
う
ち
に
、
内
面
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
成
功

し
て
い
た
演
者
も
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
た
だ
、
そ
の
こ
と
を

話
術
の
理
論
と
し
て
初
め
て
言
語
化
し
た
の
が
、
笑
面
の
『
話

術
新
論
』
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
そ
れ
は
逍
遙
が
作

り
出
し
た
「
外
に
現
る
ヽ
外
部
の
行
為
」
／
「
内
に
蔵
れ
た
る

内
部
の
思
想
」
と
い
う
二
分
法
（『
小
説
神
髄
』）
と
、「
内
に
蔵

れ
た
る
内
部
の
思
想
」
の
表
出
を
も
っ
て
美
術
＝
芸
術
の
根
拠

と
す
る
発
想
に
拠
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
友
大
に
笑
ひ
て
、
物

語
せ
ん
と
申
さ
る
ゝ
程
に
、
耳
を
澄
し
聞
居
た
れ
ば
、
思
ひ
の

外
の
戯
言
也
、
さ
や
う
の
事
を
咄
と
こ
そ
い
ふ
な
れ
、
世
の
噂

に
も
ま
こ
と
し
か
ら
ぬ
儀
を
人
の
か
た
れ
ば
、
夫
は
は
な
し
に

こ
そ
あ
ら
め
と
い
ふ
に
て
も
弁
へ
し
ら
れ
よ
か
し
、
も
の
か
た

朧
云
、
落
語
講
談
に
人
柄
を
あ
ら
は
す
べ
し
と
論
ぜ
し

人
、
未
だ
昔
よ
り
あ
る
を
聞
か
ず
、
実
に
笑
面
君
を
音

頭
取
と
な
す
。
勿
論
知
ら
ず
識
ら
ず
の
中
に
上
手
の
話

術
家
は
人
柄
を
も
あ
ら
は
せ
し
か
ど
、
道
理
を
知
り
し

も
の
は
絶
え
て
無
か
ら
ん
。
此
論
出
て
話
術
も
美
術
中

の
も
の
と
な
る
べ
し
。
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り
と
は
出
書
正
し
き
事
を
い
ふ
な
る
べ
し
」
と
い
う
『
囃
物
語
』

（
延
宝
３
年
）
の
有
名
な
序
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
は
な
し
（
咄
・

噺
）
＝
落
語
は
元
来
「
戯
言
」
で
あ
り
、「
ま
こ
と
し
か
ら
ぬ
」

も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
講
談
は
軍
書
講
釈
が
そ
の
源
流
と
は

い
え
、「
講
釈
師
見
て
き
た
よ
う
な
嘘
を
言
い
」
と
い
う
川
柳
か

ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
史
実
を
も
と
に
し
な
が
ら
も
大
胆
な

脚
色
を
加
え
て
い
く
も
の
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う

な
信
憑
性
の
低
い
講
談
や
落
語
に
お
い
て
も
、
笑
面
は
、
外
面

だ
け
で
な
く
内
面
ま
で
を
も
精
緻
に
描
出
す
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
「
事
件
と
人
物
と
を
美
術
的
に
口
述
す
る
」
こ
と
を
求
め
た

の
で
あ
る
。

　

で
は
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
可
能
な
の
だ

ろ
う
か
。
次
に
、
第
三
章
「
話
術
の
法
則
」
を
見
て
み
よ
う
。

　
２
、

　
「
話
術
の
法
則
」

　

第
三
章
「
話
術
の
法
則
」
で
は
、
第
一
章
、
第
二
章
を
受
け

て
具
体
的
な
改
良
案
十
二
ヶ
条
が
並
ぶ
。
ま
ず
は
、
そ
れ
を
列

話
の
地
は
平
語
を
以
て
し
、
人
の
言
語
は
其
の
人

相
当
の
語
を
以
て
す
べ
し
。

言
語
を
修と
ゝ
の
へ整

し
適
宜
の
形
容
潤か
ざ
り飾

を
加
ふ
べ
し
。

言
語
の
音
調
に
注
意
し
一
調
子
に
流
れ
ざ
る
を
要
す
。

言
語
と
共
に
適
宜
半
身
の
動
作
を
加
ふ
べ
し
。

話
中
の
人
の
言
語
及
び
話
術
家
の
動
作
等
に
て
事

件
を
あ
ら
は
す
に
足
る
も
の
は
、
殊
更
ら
に
地
語

を
以
て
之
を
述
ぶ
べ
か
ら
ず
。

人
の
容か
ほ
か
た
ち貌

、
所
の
有
様
等
を
顕
は
す
に
は
、
場
合

に
よ
り
疎
密
適
宜
に
有
の
儘
を
述
べ
、
漠
然
た
る

形
容
を
以
て
す
べ
か
ら
ず
。

漫み
だ

り
に
猥
褻
、
野
卑
、
残
酷
等
の
事
、
及
び
話
の

筋
勧
悪
の
恐
れ
あ
る
も
の
を
述
ふ
べ
か
ら
ず
。

滑
稽
洒
落
等
は
臨
機
応
変
な
る
を
要
す
。

愁
嘆
闘
争
等
を
述
ぶ
る
に
際
し
、
漫
り
に
滑
稽
洒

落
を
混
じ
ゆ
べ
か
ら
ず
。

引
事
其
他
枝
葉
に
わ
た
り
て
話
の
本
筋
を
乱
す
べ

第
一

第
二

第
三

第
四

第
五

第
六

第
七

第
八

第
九

第
十　
　
　

　

明
治
10
年
代
後
半
に
は
、「
改
良
節
」
の
お
囃
子
に
乗
っ
て
古

い
様
式
を
刷
新
し
、
新
時
代
に
適
応
し
た
も
の
を
作
り
上
げ
よ

う
と
す
る
改
良
運
動
が
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
で
流
行
し
た
。
演
芸

界
に
お
い
て
も
、
演
劇
改
良
会
や
演
芸
狂
風
会
が
設
立
さ
れ
、

そ
の
機
運
の
な
か
で
著
さ
れ
た
『
話
術
新
論
』
は
、「
演
芸
矯
風

会
の
会
員
に
あ
ら
ず
」、「
改
良
演
芸
会
の
株
主
に
も
あ
ら
ず
」

と
は
い
う
も
の
の
、
笑
面
の
講
談
や
落
語
へ
の
愛
情
、
そ
れ
ゆ

え
話
術
を
よ
り
よ
い
美
術
＝
芸
術
へ
と
改
良
し
よ
う
と
す
る
熱

意
に
溢
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
改
良
案
の
第
七
に
お
い
て
鮮
明
に

打
ち
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
は
笑
面
が
も
っ

と
も
露
骨
に
当
時
の
文
明
開
化
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
自
己
同
定

を
試
み
た
箇
所
だ
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

一
方
、
第
三
章
の
冒
頭
で
「
事
件
と
人
物
と
を
美
術
的
に
口

述
せ
ん
に
は
、
此
く
す
べ
し
、
此
く
す
べ
か
ら
ず
と
指
示
す
る

も
の
な
れ
ば
、
単
純
な
る
一
篇
の
空
論
と
は
異
り
」
と
明
言
す

か
ら
ず
。

音
曲
、
道
具
立
を
以
て
話
を
助
く
べ
か
ら
ず
。

次
回
に
述
ふ
べ
き
事
を
預
め
略
述
す
べ
か
ら
ず
。

第
十
一

第
十
二

る
よ
う
に
、
言
葉
の
運
用
や
音
調
、
動
作
以
外
の
、
よ
り
詳
細

な
技
術
論
を
「
此
く
す
べ
し
、
此
く
す
べ
か
ら
ず
」
と
展
開
し

て
い
る
の
が
、
第
五
か
ら
第
十
二
の
改
良
案
で
あ
る
。「
兎
に
角

く
愁
嘆
場
と
し
て
は
、
ど
こ
ま
で
も
真
面
目
に
行
く
べ
し
」（
第

九
）、「
本
筋
は
乱
れ
ざ
る
様
に
立
て
ゝ
、
聴
聞
者
を
し
て
如
何

に
も
面
白
き
話
也
と
お
も
は
し
む
る
を
要
す
」（
第
十
）、「
俗
受

や
物
数
寄
の
為
め
に
話
の
本
体
を
失
ふ
が
如
き
は
、
真
の
話
術

家
の
な
す
所
に
あ
ら
ず
」（
第
十
一
）、「
次
回
の
話
の
大
意
を
一

寸
述
ぶ
る
は
よ
ろ
し
か
ら
ず
」（
第
十
二
）
等
々
、
そ
れ
ら
は
実

践
に
応
用
で
き
な
い
空
疎
な
理
論
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
、
笑
面
の
ゆ
る
ぎ
な
い
意
志
の
あ
ら
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

な
か
で
も
、
注
目
さ
れ
る
の
が
、
第
八
の
「
滑
稽
洒
落
等
は
臨

機
応
変
な
る
を
要
す
」
だ
ろ
う
。

　

江
戸
明
治
期
の
庶
民
に
と
っ
て
寄
席
は
、
近
隣
の
人
び
と
が

普
段
着
の
ま
ま
、
下
駄
掛
け
で
通
う
日
常
的
な
娯
楽
の
空
間
で

あ
っ
た
。
湯
屋
や
髪
結
床
と
な
ら
ぶ
町
内
の
憩
の
場
、
社
交
の

場
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
徒
歩
圏
内
に
住
む
庶
民
た
ち
が
集
い
、

や
が
て
、
い
わ
ゆ
る
「
常
連
」
が
形
成
さ
れ
る
。
彼
ら
は
互
い

が
顔
見
知
り
だ
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。
寄
席
の
心
理
的
に
も
物

挙
し
て
お
こ
う
。
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幾
分
か
形
容
潤
飾
を
加
へ
ざ
る
を
得
ず
」
と
説
く
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
際
に
も
「
成
る
べ
く
広
く
用
ゐ
ら
れ
て
分
り
に
く
か
ら
ざ

る
も
の
を
撰
び
て
用
ゐ
」
る
べ
き
で
あ
り
、「
や
た
ら
に
六
つ
か

し
き
語
を
用
ゐ
て
ひ
と
り
よ
ろ
こ
ぶ
は
、
話
術
の
本
旨
」
で
は

な
く
、「
畢
竟
話
術
の
形
容
は
、
聴
聞
者
の
感
覚
を
強
よ
む
る
為

め
に
用
ゐ
る
訳
な
れ
ば
、
実
際
正
物
か
世
に
な
く
と
も
、
聴
聞

者
の
心
に
感
ず
る
も
の
な
ら
ば
可
な
り
」
と
、
こ
こ
で
も
笑
面

の
主
張
は
つ
と
め
て
現
場
主
義
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
さ
て
お

き
、
話
の
地
の
文
に
は
平
語
を
運
用
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解

を
示
し
た
笑
面
は
、
登
場
人
物
の
言
葉
つ
ま
り
科
白
に
つ
い
て

も
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　

　

こ
れ
は
、
講
談
や
落
語
の
地
の
文
と
科
白
の
質
の
ち
が
い
に

つ
い
て
、
自
覚
的
に
言
及
し
た
初
め
て
の
例
で
あ
る
。

　　

野
村
雅
昭
の
発
話
分
類
を
援
用
す
る
ま
で
も
な
く
、
表
現
形

態
と
し
て
の
落
語
が
基
本
的
に
は
演
者
の
地
と
登
場
人
物
の
科

白
（
独
白
・
対
話
）
の
、
い
わ
ば
二
重
構
造
を
も
っ
て
い
る
こ

と
は
周
知
の
事
実
だ
ろ
う
。
演
者
に
よ
る
地
の
文
で
採
用
さ
れ

る
べ
き
言
葉
と
、
登
場
人
物
の
科
白
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
べ

き
言
葉
の
差
異
と
い
う
、
い
ま
や
自
明
の
理
で
あ
る
対
照
関
係

を
、
い
ち
は
や
く
自
覚
的
に
峻
別
し
て
み
せ
た
の
が
、
笑
面
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
れ
も
逍
遙
の
「
俗
言
を
も
て
物

語
の
詞
（
物
語
中
に
現
は
れ
た
る
人
物
の
言
語
を
い
ふ
）
を
写

す
は
妨
害
な
し
。
但
し
地
の
文
に
い
た
り
て
は
（
我
国
の
俗
言

に
一
大
改
良
の
行
は
れ
ざ
る
あ
ひ
だ
は
）
俗
言
を
も
て
写
す
べ

か
ら
ず
」（『
小
説
神
髄
』）
と
い
う
考
え
方
の
受
け
売
り
に
ほ
か

理
的
に
も
小
規
模
な
空
間
は
、
演
者
と
聴
客
の
間
に
も
親
密
な

関
係
性
を
作
り
出
し
た
。
講
談
や
落
語
と
い
っ
た
寄
席
演
芸
は
、

客
の
嗜
好
や
欲
求
、
経
験
な
ど
に
呼
応
し
つ
つ
磨
か
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。
笑
面
の
い
う
話
術
は
、
そ
の
時
そ
の
場
所
の
演
者

と
聴
客
が
共
に
創
り
上
げ
る
、ま
さ
に「
共
創
造
」の
産
物
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
寄
席
及
び
寄
席
演
芸
の
特
徴
を
知
悉
し
た
上
で
、

笑
面
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。

　　

こ
の
言
葉
は
、「
芸
人
に
上
手
も
下
手
も
な
か
り
け
り
行
く

先
々
の
水
に
合
わ
ね
ば
」
と
い
う
格
言
を
想
起
さ
せ
る
だ
ろ
う
。

逍
遙
は
『
話
術
新
論
』
に
つ
い
て
「
実
施
を
専
一
に
し
て
説
明

あ
り
し
は
、
思
ふ
に
本
篇
の
目
的
に
も
叶
ひ
、
世
を
益
す
る
事

多
か
る
べ
き
か
」
と
評
価
し
た
が
、
現
場
を
蔑
ろ
に
し
、
政
治

的
な
関
心
の
み
で
議
論
が
一
人
歩
き
し
て
し
ま
い
が
ち
な
演
劇
・

演
芸
改
良
運
動
と
は
異
な
り
、『
話
術
新
論
』
が
独
自
の
価
値
を

有
し
て
い
る
の
は
、
理
論
を
提
唱
し
な
が
ら
も
、
つ
ね
に
講
談

や
落
語
が
演
じ
ら
れ
る
場
を
志
向
す
る
と
い
う
、
笑
面
の
こ
の

よ
う
な
姿
勢
ゆ
え
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

さ
て
、
駆
け
足
で
第
六
か
ら
第
十
二
ま
で
の
改
良
案
を
確
認
し

て
き
た
が
、
先
に
述
べ
た
江
戸
明
治
期
の
講
談
や
落
語
を
め
ぐ
る

言
説
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
笑
面
の
提
言
の
な
か
で
も
と
り
わ
け

重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
が
、
第
一
の
「
話
の
地
は
平
語
を
以
て
し
、

人
の
言
語
は
其
の
人
相
当
の
語
を
以
て
す
べ
し
」
と
、第
二
の
「
言

語
を
修と
ゝ
の
へ整

し
適
宜
の
形
容
潤か
ざ
り飾

を
加
ふ
べ
し
」
だ
ろ
う
。

　

笑
面
に
よ
れ
ば
、「
話
術
の
地
の
語
は
貴
賤
の
別
な
き
も
の
を

取
る
べ
し
と
な
す
也
。
是
れ
平
語
と
い
ひ
た
る
語
の
意
味
の
一

な
り
」
と
い
い
、
さ
ら
に
平
語
と
は
「
只
に
貴
賤
の
別
な
き
語

と
い
ふ
意
味
の
み
な
ら
ず
、
平
々
凡
々
の
人
に
も
分
り
や
す
き
」

「
通
俗
の
語
」
で
あ
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
第
二
の
改
良
案
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
話
術
と
称
し
て
美
術
を
志
向
す
る
か

ら
に
は
、
日
常
の
「
俗
談
平
話
」
と
同
等
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、

「
美
術
的
の
感
情
」
を
喚
起
さ
せ
る
た
め
に
、地
の
文
に
は
「
時
々

聴
聞
者
の
種
類
を
考
へ
、
子
供
多
く
ば
子
供
に
分
り
や

す
き
滑
稽
洒
落
を
用
ゐ
、
老
人
な
ら
ば
老
人
に
向
き
そ

ふ
な
る
も
の
を
採
る
べ
し
。
其
の
他
、
席
の
有
様
、
世

間
の
関
係
等
、
兎
に
角
聴
聞
者
の
如
何
に
も
と
心
に
感

ず
る
所
を
と
り
て
、
滑
稽
洒
落
等
を
用
ゐ
べ
し
。

大
体
話
の
地
は
平
語
を
以
て
す
べ
し
と
い
へ
ど
も
、
話

中
の
人
の
言
語
は
必
し
も
平
語
と
限
る
こ
と
あ
た
は
ず
。

素
と
人
の
言
語
は
、
其
の
人
物
を
あ
ら
は
す
に
最
も
密

着
の
関
係
を
有
す
る
も
の
な
れ
ば
、
其
の
人
物
を
あ
ら

は
す
に
必
要
な
る
丈
け
の
言
語
は
用
ゐ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

即
ち
其
人
の
用
ゐ
べ
き
語
を
使
ふ
べ
し
。

　

地　
　

演
者
Ｐ
の
聴
衆
Ｑ
に
対
す
る
発
話　
Ｐ
↓
Ｑ

　

独
白　

登
場
人
物
ｘ
の
発
話　
　
　
　
　
　
Ｐ（
ｘ
）↓
Ｑ

　

対
話　

登
場
人
物
ｘ
の
ｙ
に
対
す
る
発
話　
Ｐ（
ｘ
↓
ｙ
）↓
Ｑ
８
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な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
時
期
に
、
話
術
に
お
け
る
地
の

文
と
科
白
を
相
関
関
係
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
実
践
的
な
技
術

論
と
し
て
提
供
で
き
た
の
は
、
笑
面
を
お
い
て
ほ
か
に
は
い
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

江
戸
期
の
落
語
や
講
談
を
め
ぐ
る
言
説
で
は
、
中
川
喜
雲
『
私

可
多
咄
』（
寛
文
11
年
）
が
「
あ
る
ひ
は
都
人
と
か
こ
ち
、
あ
る

ひ
は
鄙
人
と
つ
く
る
。（
中
略
）
さ
れ
ば
わ
か
ち
め
あ
ざ
や
か

な
ら
ね
ば
、
し
か
た
は
な
し
に
な
ん
し
け
る
」
と
、
登
場
人
物

を
的
確
に
演
じ
分
け
る
た
め
に
、
し
か
た
＝
身
振
り
を
ま
じ
え

る
必
要
性
を
説
き
、
石
川
流
舟
作
・
菱
川
師
宣
画
『
正
直
咄
大

鑑
』（
貞
享
４
年
）
は
、
演
出
の
技
術
に
つ
い
て
「
そ
れ
は
な
し

は
、
壱
か
お
ち
、
弐
か
弁
説
、
三
か
し
か
た
」
と
、
話
の
面
白

さ
を
結
び
で
収
斂
さ
せ
る
技
法
＝
お
ち
と
と
も
に
、
巧
み
な
話

術
＝
弁
説
と
、
豊
か
な
演
技
＝
し
か
た
の
出
来
不
出
来
に
よ
っ

て
、
そ
の
可
笑
し
み
は
左
右
さ
れ
る
、
と
の
す
ぐ
れ
た
見
解
を

示
し
て
い
る
。
ま
た
、
講
談
の
読
み
方
を
指
南
し
た
松
寿
軒
『
本

読
素
人
講
釈
』（
天
保
６
年
）
は
、
世
話
種
の
端
物
で
は
、「
は

な
し
を
す
る
や
う
に
、
し
か
た
を
お
も
に
し
て
」、「
田
舎
も
の

は
、い
な
か
詞
を
ま
ね
、又
女
は
い
か
に
も
お
ん
な
ら
し
く
」
と
、

は
な
し
＝
落
語
の
よ
う
に
演
じ
分
け
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
江
戸
期
の
言
説
で
は
、
話
者
に
よ
る

地
の
文
と
登
場
人
物
の
科
白
に
使
わ
れ
る
言
葉
の
異
質
性
に
つ

い
て
は
、
ま
っ
た
く
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。

　

た
し
か
に
、登
場
人
物
の
科
白
だ
け
に
注
目
し
て
み
れ
ば
、「
力

士
は
つ
よ
く
、
俳
優
は
よ
は
く
、
男
は
男
ら
し
く
、
女
は
女
ら

し
く
」
と
人
物
の
属
性
に
相
応
し
い
言
葉
を
用
い
る
べ
き
で
あ

る
と
す
る
笑
面
の
主
張
は
、「
田
舎
も
の
は
、
い
な
か
詞
を
ま
ね
、

又
女
は
い
か
に
も
お
ん
な
ら
し
く
」
と
い
う
『
本
読
素
人
講
釈
』

の
認
識
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、『
話
術
新
論
』
が
江

戸
期
の
言
説
と
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、「
総
じ
て
美
術
と
い
ふ

も
の
は
、
必
し
も
尽
く
真
に
迫
れ
る
を
取
る
と
は
限
ら
ず
。
大

体
事
物
の
精
神
を
写
せ
ば
、
枝
葉
の
事
は
差
の
み
真
に
追
ら
ず

と
も
美
妙
の
感
覚
を
惹
起
す
に
足
る
も
の
な
り
」
と
い
う
不
徹

底
性
を
容
認
し
つ
つ
、
精
神
＝
内
面
を
写
し
出
す
と
い
う
方
法

論
を
提
供
し
て
み
せ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

笑
面
は
、
話
者
／
登
場
人
物
、
地
の
文
／
科
白
と
い
う
二
項
関

係
に
、
平
語
／
其
の
人
相
当
の
語
と
い
う
二
分
法
を
適
用
す
る
こ

と
で
、
話
者
の
地
の
文
と
登
場
人
物
の
科
白
と
の
対
照
関
係
を
顕

在
化
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
直
ち
に
、

笑
面
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
が
科
白
を
発
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ほ
か
の
登
場
人
物
と
の
関
係
を
築
く
と
と
も
に
、
そ
の
対

話
と
い
う
関
係
に
よ
っ
て
個
々
の
登
場
人
物
の
精
神
＝
内
面
を

描
き
出
し
て
い
く
と
い
う
方
法
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
、
と
ま
で

は
断
言
で
き
な
い
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
、『
話
術
新
論
』
に
よ
っ

て
初
め
て
話
者
／
登
場
人
物
、
地
の
文
／
科
白
と
い
う
二
分
法

が
見
出
さ
れ
、
二
分
化
さ
れ
た
両
者
を
ど
の
よ
う
に
運
用
す
べ

き
か
、
と
い
う
問
題
に
目
が
向
け
ら
れ
た
、
と
は
い
え
る
だ
ろ
う
。

と
同
時
に
、
登
場
人
物
の
内
面
を
い
か
に
表
出
す
る
の
か
、
と
い

う
方
法
も
ま
た
模
索
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。

　
３
、

　
三
遊
亭
円
朝
と
『
話
術
新
論
』

　

演
者
を
編
年
体
的
に
羅
列
す
る
通
史
と
は
異
な
り
、「
落
語
の

改
良
す
べ
き
か
ど

く
」
を
理
論
と
し
て
構
築
し
、
そ
れ
を
伝

統
的
な
話
芸
の
世
界
に
提
供
し
よ
う
と
し
た『
話
術
新
論
』に
は
、

具
体
的
な
講
談
師
や
落
語
家
の
名
前
は
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
特
別
に
或
る
一
人
の
落
語
家
の
名
前
だ
け
が
よ
く

登
場
す
る
。
そ
う
、
そ
れ
が
三
遊
亭
円
朝
で
あ
る
。
逍
遥
の
旅

日
記
「
再
遊
京
浪
花
」
に
も
、７
月
23
日
の
夜
の
出
来
事
と
し
て
、

「
笑
面
迫
ら
れ
て
続
話
一
席
を
演
ず　

予
は
は
じ
め
て
笑
面
の
話

を
き
け
り　

世
評
予
を
あ
ざ
む
か
ず　

女
の
こ
は
色
と
い
ひ　

悪
婆
の
様
子
と
い
ひ　

総
て
円
朝
を
得
た
る
者
な
り
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
前
田
愛
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
円
朝
張
り
の
続
き

も
の
を
演
ず
る
こ
と
が
で
き
た
土
子
文
学
士
の
落
語
改
良
論
は
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
円
朝
の
芸
風
が
そ
の
規
範
に
求
め
ら
れ
て

い
た
９

」
の
で
あ
る
。

　

同
時
代
の
講
談
師
や
落
語
家
の
な
か
で
、
円
朝
ほ
ど
回
想
や

見
聞
な
ど
の
同
時
代
資
料
が
豊
富
に
残
さ
れ
て
い
る
演
者
は
い

な
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、『
話
術
新
論
』
ほ
ど
そ
の
芸
を
具
体

総
て
話
中
の
人
の
言
語
を
述
ふ
る
時
は
、
話
術
家
自
身

が
其
の
人
と
な
り
た
る
心
に
て
、
よ
く
其
の
人
の
精
神

を
あ
ら
は
す
様
に
演
ず
る
こ
と
、
実
に
人
物
を
あ
ら
は

す
に
於
て
大
切
此
の
上
も
な
き
事
也
。
話
術
家
た
る
者
、

深
か
く
注
意
す
べ
し
。



19

土子笑面『話術新論』と三遊亭円朝

18

的
か
つ
論
理
的
に
分
析
し
た
言
説
は
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
だ

ろ
う
。
当
時
に
お
い
て
、
例
外
的
に
話
術
の
理
論
を
構
築
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
笑
面
、
そ
の
笑
面
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ

た
円
朝
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
芸
の
持
ち
主
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。『
話
術
新
論
』
の
行
文
を
辿
る
こ
と
で
、
円
朝
の

高
座
振
り
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
笑
面
の
理
論
と
円
朝
の
芸

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
見
て
お
こ
う
。

　

笑
面
が
教
え
て
く
れ
る
円
朝
の
高
座
の
様
子
は
、
そ
の
い
ず

れ
も
が
非
常
に
興
味
深
い
。
た
と
え
ば
「
円
朝
の
如
き
は
、
中
々

に
甘
き
事
を
い
ひ
、知
ら
ず

く
本
題
へ
引
入
る
ゝ
事
あ
り
」
と
、

マ
ク
ラ
か
ら
本
題
へ
の
移
行
が
上
手
く
、
気
が
つ
い
た
ら
噺
の

世
界
へ
と
引
き
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
証
言
な
ど
は
、
笑
面
な

ら
で
は
の
視
点
で
、ほ
か
に
例
の
な
い
指
摘
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、

紙
幅
の
都
合
上
、
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
、
話
術
に
お
け
る
話
者
／
登
場
人
物
、

地
の
文
／
科
白
と
い
う
二
分
法
を
初
め
て
自
覚
的
に
説
き
明
か

し
た
『
話
術
新
論
』
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
円
朝
が
話
者
に
よ
る
地

の
文
と
登
場
人
物
に
よ
る
科
白
に
、
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
凝
ら

し
て
い
た
の
か
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

　　

改
良
案
の
第
三
「
言
語
の
音
調
に
注
意
し
一
調
子
に
流
れ
ざ

る
を
要
す
」
に
お
い
て
、
笑
面
は
「
人
物
を
あ
ら
は
す
に
は
、

人
の
言
語
を
以
て
第
一
と
な
す
」
と
、
登
場
人
物
を
演
じ
分
け

る
上
で
最
も
肝
心
な
の
は
、
そ
の
人
物
に
相
応
し
い
言
葉
を
使

用
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
い
つ
つ
、「
話
中
の
人
の
言
語
に
至
り

て
は
、
音
調
の
大
切
な
る
こ
と
此
の
上
な
か
る
べ
し
」、「
お
な

じ
言
語
に
て
も
、
其
の
い
ひ
か
た
音
調
に
て
人
物
に
大
差
あ
る

は
、
読
者
が
日
常
の
実
験
に
よ
り
て
も
明
か
な
ら
ん
」
と
、
音

調
に
よ
っ
て
は
描
き
出
さ
れ
る
人
物
に
も
大
き
な
差
が
出
る
と

論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
登
場
人
物
の
科
白
だ
け
で
な
く
、
話

者
の
地
の
文
に
お
い
て
も
「
事
件
の
如
何
に
よ
り
て
夫
れ
相
応

な
る
音
調
に
口
述
し
、
抑
揚
波
瀾
を
生
ず
る
様
に
注
意
す
べ
し
」

と
、
音
調
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
を
述
べ
、「
誰
が
は
な
し
て

も
筋
は
お
な
じ
な
れ
ど
も
、
下
手
が
演
ず
る
も
の
と
上
手
が
演

ず
る
者
と
は
、
音
調
の
如
何
に
よ
り
て
面
白
味
に
大
差
あ
る
な

り
」
と
、
話
術
の
出
来
不
出
来
に
つ
い
て
は
「
第
一
に
音
調
の

巧
拙
に
関
す
る
も
の
」
と
主
張
す
る
。
逍
遙
が
「
鳴
呼
古
今
の

大
家
、
此
論
を
破
る
べ
き
言
葉
は
な
き
か
」
と
口
惜
し
が
る
よ

う
に
、
音
調
は
話
術
の
「
小
説
に
優
れ
る
点
」
で
あ
り
、
円
朝

は
そ
の
「
音
調
」
を
極
め
て
巧
み
に
使
い
分
け
た
と
い
う
。

　

ま
た
、
改
良
案
の
第
四
「
言
語
と
共
に
適
宜
半
身
の
動
作
を

加
ふ
べ
し
」
に
お
い
て
も
、
笑
面
は
円
朝
の
高
座
姿
を
次
の
よ

う
に
伝
え
て
い
る
。

　
　

　

笑
面
に
よ
れ
ば
、「
事
件
と
人
物
と
を
美
術
的
に
口
述
」
す
る

た
め
に
は
、「
言
語
の
修
整
、
音
調
の
み
に
て
は
不
充
分
」
で
あ

る
と
い
う
。「
話
は
聞
く
の
み
に
あ
ら
ず
、
多
少
話
術
家
の
身
振

り
を
見
て
面
白
味
を
覚
ゆ
る
」
も
の
な
れ
ば
、「
言
語
と
共
に
身

振
り
を
な
し
、
聴
聞
者
の
感
覚
を
強
め
」
な
く
て
は
い
け
な
い
。

そ
の
た
め
の
動
作
と
は
、「
話
中
の
人
の
身
体
、
手
足
、
顔
面
等

の
作
用
は
も
と
よ
り
、
自
然
の
事
物
の
形
容
模
様
な
ど
を
、
一

寸
手
先
き
に
て
示
す
等
に
至
る
迄
で
を
含
蓄
す
る
」
た
め
、
身

振
り
で
は
な
く
「
広
く
動
作
と
は
い
へ
る
也
」
と
補
足
し
つ
つ
、

「
ひ
と
し
く
た
ゞ
物
い
ふ
の
み
に
て
動
作
な
く
ば
、
如
何
に
音

調
に
巧
な
り
と
も
、
聴
聞
者
の
感
覚
薄
す
か
ら
ん
」、「
動
作
の

巧
拙
に
よ
り
人
物
を
あ
ら
は
す
の
巧
拙
あ
り
と
い
ふ
べ
し
」
と
、

話
者
の
地
の
文
に
お
い
て
も
、
登
場
人
物
の
科
白
に
お
い
て
も
、

音
調
と
と
も
に
動
作
が
大
切
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
、

円
朝
は
そ
の
「
動
作
」
に
も
巧
妙
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

嘯
月
生
の
「
三
寸
の
舌
先
に
て
、
百
人
百
種
の
人
物
を
表
わ
し

も
つ
て
聴
者
を
感
動
せ
し
め
し
０ １

」
や
、
山
本
笑
月
が
「
話
中
の

人
物
が
こ
と
ご
と
く
そ
の
舌
端
に
活
躍
し
て
、
一
々
そ
の
人
を
見

る
が
如
く
息
を
つ
け
ぬ
面
白
さ
１ １

」
で
あ
っ
た
と
い
う
円
朝          

話
芸
の
秘
訣
、
つ
ま
り
登
場
人
物
を
演
じ
分
け
る
こ
と
に
い
か
に

優
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
笑
面
は
そ
の
印
象
を
記
述
す
る
だ

け
で
は
な
く
、「
言
語
」
や
「
音
調
」、「
動
作
」
と
い
っ
た
視
点

か
ら
観
察
し
、
論
理
的
に
解
明
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
笑

面
は
、
話
者
の
地
の
文
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　

円
朝
の
話
の
面
白
き
所
は
、
第
一
に
人
の
言
語
の
音
調

巧
み
な
る
所
に
あ
り
と
い
ふ
も
不
可
な
か
ら
ん
。

誠
に
円
朝
の
話
を
眼
を
閉
ぢ
て
聞
く
と
円
朝
を
見
な
が
ら

聞き
く

と
ひ
き
く
ら
べ
な
ば
、
動
作
の
必
要
あ
る
を
し
ら
ん
。

円
朝
の
話
を
聞
き
た
る
者
は
、
其
の
語
の
使
ひ
か
た
整

ひ
居
る
に
驚
か
ぎ
る
は
な
し
。
之
を
速
記
す
れ
ば
、
兎
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地
の
文
は
「
平
語
」
を
、
科
白
は
「
其
の
人
相
当
の
語
」
を

使
用
す
べ
き
で
あ
る
と
、
話
者
の
言
葉
と
登
場
人
物
の
言
葉
を

峻
別
し
、
で
は
、
平
語
と
は
な
ん
た
る
か
と
い
え
ば
、「
貴
賤

の
別
な
き
」、「
平
々
凡
々
の
人
に
も
分
か
り
や
す
き
」
言
葉
で

あ
る
と
い
う
の
が
、
笑
面
の
論
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

平
語
で
あ
り
な
が
ら
も
時
と
場
合
に
よ
っ
て
は
、
語
勢
に
変
化

を
与
え
る
た
め
に
、重
言
を
用
い
な
い
な
ど
の
「
修
整
」
を
加
え
、

「
美
術
的
の
感
情
」
を
喚
起
さ
せ
る
た
め
に
、「
適
宜
の
形
容
潤

飾
」
を
施
す
工
夫
が
必
要
で
あ
る
と
も
い
う
。
こ
の
よ
う
な
笑

面
の
主
張
に
も
っ
と
も
適
っ
て
い
た
の
が
、
円
朝
の
話
術
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

地
の
文
に
お
け
る
「
ゲ
ス
」
や
「
ナ
カ
」
の
使
用
を
「
此
の

中
に
も
、「
ゲ
ス
」「
ナ
カ
」
ノ
両
語
は
、
今
日
の
落
語
家
が
最

も
多
く
使
ふ
語
に
し
て
、
最
も
野
卑
に
聞
こ
ゆ
る
な
り
」
と
禁

じ
た
際
、
笑
面
の
脳
裡
に
あ
っ
た
の
は
円
朝
の
話
術
で
あ
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
鈴
木
古
鶴
の
「
円
朝
は

高
座
に
お
い
て
使
う
こ
と
ば
も「
な
か
と
申
し
て
」「
で
が
す
」「
で

げ
す
」
な
ど
と
い
う
よ
う
な
下
卑
た
こ
と
ば
は
、
噺
の
中
に
出

て
来
る
下
等
な
人
物
の
ほ
か
に
は
い
つ
さ
い
用
い
な
か
つ
た    １２
」

と
い
う
指
摘
と
も
相
通
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
話
術
と
称

し
て
、
そ
れ
を
美
術
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
は
、「
よ
く

場
合
を
考
へ
、
言
語
に
注
意
し
、
之
を
速
記
す
れ
ば
自
か
ら
句

を
な
し
章
を
作
り
、
ほ
ど
よ
き
言
文
一
致
体
の
文
と
し
て
読
み

得
ら
る
べ
き
様
に
口
述
す
べ
き
な
り
」
と
説
い
た
時
、
笑
面
が

想
起
し
た
の
も
や
は
り
円
朝
の
話
術
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
口
演
を
速
記
す
る
だ
け
で
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
言
文

一
致
の
文
章
に
も
置
換
可
能
な
ほ
ど
洗
練
さ
れ
た
地
の
文
と
は
、

正
岡
子
規
の
「
話
そ
の
ま
ゝ
の
筆
記
を
し
て
日
本
の
文
学
と
な

し
３ １

」
と
い
う
円
朝
評
と
も
軌
を
一
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
笑
面
は
み
ず
か
ら
の
理
論
を
円
朝
の
話
術
に

よ
っ
て
裏
づ
け
た
。
あ
る
い
は
、
円
朝
の
話
術
を
規
範
と
し
て

理
論
を
構
築
し
た
、
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
円
朝
の
話
芸
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
詳
し
く
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
４ １

、

こ
こ
で
は
そ
の
要
点
だ
け
を
掻
い
摘
ん
で
記
し
て
お
こ
う
。
そ

れ
は
、
地
の
文
で
は
「
で
す
・
ま
す
」
と
い
う
文
末
の
敬
体
表

現
に
代
表
さ
れ
る
上
品
な
東
京
語
を
使
用
す
る
と
と
も
に
、
優

れ
た
演
技
力
に
よ
っ
て
登
場
人
物
を
演
じ
分
け
る
こ
と
で
、
話

者
と
登
場
人
物
、
地
の
文
と
科
白
の
棲
み
分
け
を
明
確
に
し
、

話
者
の
位
相
と
と
も
に
個
々
の
登
場
人
物
や
彼
ら
の
作
品
世
界

の
客
観
性
ま
で
を
も
担
保
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
岡
鬼

太
郎
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
円
朝
の
話
芸
は
「
兎
に
角
話
し
方

が
新
し
か
ツ
た
」
と
い
う
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
同
時
代
の
四
代

目
桂
文
楽
や
初
代
春
錦
亭
柳
桜
は
、
地
の
文
に
も
「
ゲ
ス
」「
ガ

ス
」「
ナ
カ
」
を
用
い
る
こ
と
で
、「
愛
嬌
の
あ
る
、
ノ
ン
ビ
リ

し
た
る
、聴
い
て
ゐ
て
気
の
詰
ま
ら
な
い
続
き
噺
」
と
評
さ
れ
た
。

だ
が
、こ
の
文
楽
や
柳
桜
の
話
芸
こ
そ
が
「
真
の
寄
席
の
噺
」
で
、

円
朝
の
話
芸
は
「
却
つ
て
邪
道
の
や
う
に
、
江
戸
通
達
か
ら
は

云
は
れ
て
も
居
た
５ １

」
の
で
あ
る
。

　

こ
の
鬼
太
郎
の
証
言
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
円
朝
以
前

に
は
、
話
者
と
登
場
人
物
の
言
葉
を
峻
別
す
る
方
法
論
は
ま
だ

芽
生
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
話
者
／
登
場
人

物
、
地
の
文
／
科
白
、
平
語
／
其
の
人
相
当
の
語
と
い
う
二
分

法
は
、
円
朝
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
実
現
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
の
だ
。
笑
面
が
、
話
術
に
お
け
る
地
の
文
と
科
白
を
相
関
関

係
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
実
践
的
な
技
術
論
と
し
て
提
供
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
は
、
逍
遙
の
理
論
と
円
朝
の
実
践
が
あ
っ
た

か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
ま
た
ま
笑
面
が
そ
の
両
者
を
関
係

づ
け
た
こ
と
で
『
話
術
新
論
』
は
生
ま
れ
た
と
い
う
偶
然
性
と
、

結
局
は
笑
面
に
よ
っ
て
し
か
関
係
づ
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う

必
然
性
。
話
術
と
い
う
概
念
を
創
出
し
、
そ
れ
を
美
術
＝
芸
術

の
言
説
に
よ
っ
て
意
義
づ
け
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
を
で
き
る

だ
け
実
践
的
に
行
う
こ
と
が
、
い
か
に
例
外
的
な
こ
と
で
あ
っ

た
の
か
は
既
に
述
べ
た
が
、
そ
れ
を
促
し
た
の
は
、
い
う
ま
で

も
な
く
、『
小
説
神
髄
』を
中
心
と
し
た
逍
遙
の
理
論
で
あ
り
、『
怪

談
牡
丹
燈
籠
』
な
ど
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
円
朝
の
実
践
で
あ
っ

た
。
両
者
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
笑
面
は
『
話
術

新
論
』
を
書
き
上
げ
た
の
で
あ
る
。

に
角
く
自
然
に
文
を
な
す
に
感
ぜ
ざ
る
は
あ
ら
ず
。
己

は
円
朝
の
話
を
以
て
尽
く
服
す
べ
き
も
の
と
な
す
に
は

あ
ら
ね
ど
、
今
落
語
家
中
は
い
ふ
に
及
ば
ず
講
談
師
中

に
至
る
ま
で
、
地
語
の
整
ひ
居
る
は
円
朝
を
以
て
第
一

と
す
べ
し
。
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お
わ
り
に

　

明
治
大
正
期
の
「
文
壇
名
物
男
」
と
し
て
知
ら
れ
た
坂
本
紅

蓮
洞
は
、
読
売
新
聞
の
連
載
記
事
「
文
壇
垣
覗
き
（
十
四
） 

哲
学

の
流
行
」
で
『
話
術
新
論
』
に
つ
い
て
、「
猶
同
氏
に
は
話
術
新

論
と
い
ふ
著
あ
り
て
大
に
落
語
の
神
髄
を
鼓
吹
し
た
が
此
亦
大

に
世
の
喝
采
を
博
し
た
６ １

」
と
記
し
て
い
る
。
紅
蓮
洞
が
ど
の
よ

う
な
理
由
か
ら
「
大
に
世
の
喝
采
を
博
し
た
」
と
判
断
し
た
の

か
は
分
か
ら
な
い
が
、
残
念
な
が
ら
講
談
師
や
落
語
家
が
、
笑

面
が
『
話
術
新
論
』
で
展
開
し
た
理
論
や
技
術
論
を
参
考
に
し

た
可
能
性
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
れ
は
、『
話
術
新
論
』
の
成

否
と
い
う
よ
り
も
、
当
時
の
講
談
や
落
語
を
め
ぐ
る
言
説
が
自

立
し
た
言
説
空
間
を
構
築
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
、
そ
の

要
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
話
術
新
論
』
を
受
け
入

れ
る
だ
け
の
環
境
が
ま
だ
整
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
話
術
新
論
』
以
降
も
、
関
根
黙
庵
『
講
談
落
語
今
昔
譚
』
を

は
じ
め
、
講
談
史
や
落
語
史
に
類
す
る
書
物
は
数
多
く
刊
行
さ

れ
て
い
る
が
、
表
現
行
為
と
し
て
の
落
語
そ
の
も
の
を
論
じ
た

も
の
は
驚
く
ほ
ど
少
な
い
。
立
川
談
志
『
現
代
落
語
論
―
―
笑

わ
な
い
で
下
さ
い
』（
三
一
書
房
、
昭
和
45
年
）、
桂
米
朝
『
落

語
と
私
』（
ポ
プ
ラ
社
、
昭
和
50
年
）
と
い
っ
た
演
者
自
身
の
手

に
な
る
も
の
や
、
矢
野
誠
一
『
落
語
』（
三
一
書
房
、
昭
和
45
年
）

な
ど
が
あ
る
く
ら
い
だ
ろ
う
か
。
演
者
や
そ
の
経
歴
、
寄
席
と

い
う
場
、
演
目
の
種
類
や
特
徴
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、「
話
術
」

と
い
う
包
括
的
な
ジ
ャ
ン
ル
を
新
た
に
設
定
す
る
と
と
も
に
、

話
術
に
つ
い
て
語
る
た
め
の
用
語
や
理
論
、
方
法
を
提
供
し
た

土
子
笑
面
『
話
術
新
論
』
は
、
江
戸
期
の
講
談
や
落
語
を
め
ぐ

る
言
説
と
は
一
線
を
画
し
た
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
同
時
代

や
そ
れ
以
降
の
成
果
か
ら
も
孤
絶
し
た
、
離
れ
業
の
ご
と
き
話

術
論
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
｜
付
記
｜

本
稿
は
、
拙
論
「
理
想
と
し
て
の
円
朝
―
―
土
子
笑
面
『
話
術
新
論
』
か
ら

見
た
円
朝
の
姿
」（
博
士
論
文
『
三
遊
亭
円
朝
と
落
語
の
「
近
代
」』、立
教
大
学
、

平
成
23
年
）、
及
び
第
49
回
藝
能
史
研
究
会
大
会
に
お
け
る
研
究
発
表
「
土
子

笑
面
『
話
術
新
論
』
と
三
遊
亭
円
朝
」（
平
成
24
年
、
同
志
社
女
子
大
学
）
を

大
幅
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
｜
注
釈
｜

当
時
は
「
講
談
」「
落
語
」
よ
り
も
、「
講
釈
」「
お
と
し
ば
な
し
」「
人
情
ば
な
し
」

と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
が
、
本
項
で
は
土
子
笑
面
『
話
術
新
論 

―
一
名
講
談
落
語
の
論
』の
書
名
に
合
わ
せ
て
、「
講
談
」「
落
語
」を
使
用
す
る
。

土
子
笑
面
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、『
大
正
過
去
帳 

物
故
人
名
辞
典
』（
東
京

美
術
、
昭
和
48
年
）
な
ど
を
参
照
。

本
稿
に
お
け
る
『
話
術
新
論 

―
一
名
講
談
落
語
の
論
』
の
引
用
は
、
加
藤

周
一
、
前
田
愛
校
注
『
日
本
近
代
思
想
大
系
16 

文
体
』（
岩
波
書
店
、
平

成
元
年
）
に
拠
る
。

『
坪
内
逍
遙
研
究
資
料
１
』（
新
樹
社
、
昭
和
44
年
）。

前
田
愛
「『
話
術
新
論
―
一
名
講
談
落
語
の
論
』
の
位
置
」（
暉
峻
康
隆
、

興
津
要
、
榎
本
滋
民
編
『
口
演
速
記 

明
治
大
正
落
語
集
成
』
第
六
巻
、「
月

報
」、
講
談
社
、
昭
和
55
年
）。

山
本
芳
明
「
解
題
」（
前
掲
『
日
本
近
代
思
想
大
系
16 

文
体
』）。

渡
辺
慎
治
編
『
現
代
実
業
家
月
旦 

天
才
乎
人
才
乎
』（
東
京
堂
、明
治
41
年
）。

野
村
雅
昭
『
落
語
の
言
語
学
』（
平
凡
社
、
平
成
６
年
）。

前
田
愛
「『
話
術
新
論
―
一
名
講
談
落
語
の
論
』
の
位
置
」（
暉
峻
康
隆
、

興
津
要
、
榎
本
滋
民
編
『
口
演
速
記 

明
治
大
正
落
語
集
成
』
第
六
巻
、「
月

報
」、
講
談
社
、
昭
和
55
年
）。

嘯
月
生
「
故
三
遊
亭
円
朝
」（『
文
芸
倶
楽
部
』
明
治
33
年
９
月
）。

山
本
笑
月
『
明
治
世
相
百
話
』（
有
峰
書
店
、
昭
和
46
年
）。

鈴
木
古
鶴
「
円
朝
遺
聞
」（
鈴
木
行
三
編
『
円
朝
全
集
』
巻
十
三
、春
陽
堂
、

昭
和
３
年
）。

正
岡
子
規
「
落
語
連
相
撲
」（『
筆
ま
か
勢
』、
明
治
22
年
）。

12345678910111213

141516

拙
論
「
長
編
人
情
噺
時
代
の
話
法
―
―
円
朝
・
燕
枝
・
柳
桜
―
―
」（『
立
教

大
学
日
本
文
学
』
第
１
２
６
号
、
令
和
３
年
）。

岡
鬼
太
郎
『
あ
つ
ま
唄
』（
南
人
社
、
大
正
７
年
）。

紅
蓮
洞
「
文
壇
垣
覗
き
（
十
四
） 

哲
学
の
流
行
」（『
読
売
新
聞
』
明
治
41

年
７
月
31
日
朝
刊
）。
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パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
は
、
ル
イ
14
世
治
世
下
の
王
立
舞
踊
ア
カ

デ
ミ
ー
の
設
立
（
１
６
６
１
）
及
び
、
王
立
音
楽
ア
カ
デ
ミ
ー

の
設
立
（
１
６
６
９
）
に
そ
の
起
源
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
王
政
及
び
宮
廷
文
化
に
端
を
発
す
る
こ
の
組
織
は
、

民
営
化
さ
れ
た
時
代
を
挟
み
な
が
ら
も
、
現
代
に
ま
で
そ
の
豪

華
絢
爛
な
文
化
の
名
残
を
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
、
２
０
２
１

年
１
月
に
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
が
発
行
し
た
『
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座

の
多
様
性
に
関
す
る
レ
ポ
ー
ト
』  １（
以
後
『
レ
ポ
ー
ト
』
と
略
記
）

は
そ
れ
ま
で
の
オ
ペ
ラ
座
の
歴
史
に
対
し
て
批
判
を
呈
す
る
異

色
の
レ
ポ
ー
ト
で
あ
っ
た
。
歴
史
家
パ
ッ
プ
・
ン
デ
ィ
ア
イ（Pap 

N
diaye

：1965

－

）
を
筆
頭
筆
者
と
す
る
同
『
レ
ポ
ー
ト
』

パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
と
「
多
様
性
」：

『
優
雅
な
イ
ン
ド
の
国
々
』
の
新
演
出
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「krum

p

」
の
導
入
を
巡
っ
て

越
智
雄
磨

　
は
じ
め
に
：
研
究
の
背
景
と
問
い

で
は
、
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
パ
リ
・
オ
ペ

ラ
座
の
運
営
方
針
や
演
目
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
編
成
、
ダ
ン
サ
ー
の

構
成
、
附
属
学
校
の
あ
り
方
に
関
し
て
批
判
的
な
見
解
を
示
し
、

同
組
織
が
今
後
向
き
合
う
べ
き
課
題
を
提
示
し
て
い
る
。
パ
リ
・

オ
ペ
ラ
座
が
こ
の
レ
ポ
ー
ト
を
刊
行
し
た
背
景
に
は
、
フ
ラ
ン

ス
の
社
会
が
多
く
の
国
や
文
化
圏
か
ら
の
移
民
で
構
成
さ
れ
る

多
様
性
を
擁
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
は
、

白
人
の
ダ
ン
サ
ー
や
職
員
が
多
数
を
占
め
る
組
織
で
あ
り
、
社

会
の
多
様
性
を
表
象
す
る
機
能
や
能
力
を
欠
い
て
い
る
と
い
う

自
己
反
省
が
存
在
し
て
い
る
。
創
設
以
来
、
フ
ラ
ン
ス
の
封
建

的
社
会
の
価
値
観
を
色
濃
く
残
存
さ
せ
て
き
た
パ
リ
・
オ
ペ
ラ

研
究
ノ
ー
ト
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座
に
こ
の
よ
う
な
自
己
反
省
、
変
化
の
兆
し
が
現
れ
た
一
つ
の

要
因
は
、
レ
ポ
ー
ト
の
冒
頭
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
ブ

ラ
ッ
ク
・
ラ
イ
ブ
ズ
・
マ
タ
ー
運
動
の
世
界
的
波
及
に
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
２

。
こ
の
運
動
は
、
世
界
史
に
お
け
る
奴
隷
制
や

コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
影
響
は
過
去
の
も
の
で
は
な
く
、
未
だ
終

わ
り
を
見
て
い
な
い
問
題
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、

米
国
を
起
点
に
世
界
各
地
へ
広
ま
っ
た
反
人
種
差
別
運
動
の
波

は
海
を
越
え
て
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
に
ま
で
到
達
し
た
。
オ
ペ
ラ

や
バ
レ
エ
界
の
中
心
で
あ
る
こ
の
組
織
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
は
言

う
ま
で
も
な
く
白
人
で
あ
る
が
、
そ
の
白
人
側
か
ら
も
歴
史
的

に
規
定
さ
れ
た
自
ら
の
立
ち
位
置
に
対
す
る
問
い
直
し
が
始

ま
っ
た
の
で
あ
る
３ 

。

　

こ
の
研
究
ノ
ー
ト
の
目
的
は
、
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム

と
い
う
思
想
が
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
、

同
組
織
が
い
か
な
る
課
題
を
認
識
し
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

取
り
組
み
を
行
な
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
端

緒
を
作
る
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
取
り
組
み
は
ど
の
程
度

成
功
し
て
い
る
と
言
え
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
さ
ら
な
る
課
題

は
存
在
す
る
の
か
を
検
討
し
た
い
。

　

本
研
究
ノ
ー
ト
は
主
に
資
料
紹
介
と
事
例
紹
介
の
２
つ
の

パ
ー
ト
か
ら
成
る
。
ま
ず
は
じ
め
に
行
う
の
が
、先
述
し
た
パ
リ
・

オ
ペ
ラ
座
が
発
行
し
た
『
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
の
多
様
性
に
関
す

る
レ
ポ
ー
ト
』（
２
０
２
１
）
の
紹
介
で
あ
る
。
こ
の
レ
ポ
ー
ト

が
書
か
れ
た
背
景
お
よ
び
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
が
何
を
問
題
視
し
、

何
を
変
革
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
紹
介
す
る
。
第
２
に
、

実
際
に
「
多
様
性
」
を
取
り
込
も
う
と
す
る
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座

が
ど
の
よ
う
な
作
品
を
製
作
し
た
の
か
、『
レ
ポ
ー
ト
』
の
刊
行

年
か
ら
は
遡
る
こ
と
に
な
る
が
、
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
が
ア
フ
リ

カ
系
黒
人
振
付
家
を
起
用
し
た
初
の
例
と
さ
れ
る
『
優
雅
な
イ

ン
ド
の
国
々
』（
２
０
１
７
、２
０
１
９
）４ 

を
事
例
と
し
て
紹
介

す
る
。
と
り
わ
け
、
ス
ト
リ
ー
ト
・
ダ
ン
ス
で
あ
る
「krum

p

」

を
取
り
入
れ
た
演
出
に
注
目
し
な
が
ら
、
そ
の
課
題
と
達
成
点

を
確
認
し
た
い
。

　

こ
こ
で
は
、『
レ
ポ
ー
ト
』
が
執
筆
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
経

緯
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
２
０
２
０
年
７
月
に
パ
リ
・
オ
ペ

ラ
座
総
裁
の
交
代
が
行
わ
れ
た
。
前
任
者
の
ス
テ
フ
ァ
ン
・
リ

ス
ナ
ー
を
引
き
継
ぎ
、
新
総
裁
に
就
任
し
た
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・

ネ
ー
フ
は
「
我
々
の
義
務
は
、
我
々
の
世
界
に
存
在
す
る
多
様

性
を
舞
台
の
上
に
表
象
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
そ
の
義
務
を
明

確
に
し 

５

、
就
任
２
ヶ
月
後
の
２
０
２
０
年
９
月
に
歴
史
家
パ
ッ

プ
・
ン
デ
ィ
ア
イ
と
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
で
法
務
を
担
当
す
る
職

員
コ
ン
ス
タ
ン
ス
・
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
に
『
レ
ポ
ー
ト
』
の
執
筆

を
委
任
し
た
６ 

。

　

ネ
ー
フ
の
決
定
で
注
目
に
値
す
る
の
は
、
レ
ポ
ー
ト
の
筆
頭

執
筆
者
と
し
て
パ
ッ
プ
・
ン
デ
ィ
ア
イ
を
指
名
し
た
こ
と
で
あ

る
７ 

。
ン
デ
ィ
ア
イ
は
１
９
６
５
年
に
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
て
い

た
セ
ネ
ガ
ル
人
の
父
と
フ
ラ
ン
ス
人
女
性
の
子
と
し
て
生
を
受

け
た
ム
ラ
ー
ト
（
混
血
児
）
の
研
究
者
で
あ
る
が
、
後
に
も
み

る
よ
う
に
白
人
中
心
と
言
っ
て
よ
い
組
織
で
あ
る
パ
リ
・
オ
ペ

ラ
座
に
関
す
る
レ
ポ
ー
ト
の
筆
者
に
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
人
物
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
自
体
、
目
を
引
く

出
来
事
で
あ
る
。

　
一
『
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
の
多
様
性
に
関
す
る

  

　  
レ
ポ
ー
ト
』
（
２
０
２
１
）
に
つ
い
て

　

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
ン
デ
ィ
ア
イ
は
ど
の
よ
う
な
評
価
を

得
て
い
る
人
物
な
の
か
。
ま
ず
、
ン
デ
ィ
ア
イ
の
研
究
者
と
し

て
の
経
歴
を
見
て
み
た
い
。
１
９
８
６
年
に
サ
ン
＝
ク
ル
ー
高

等
師
範
学
校
に
入
学
し
、
経
営
史
を
専
攻
し
た
。
１
９
９
１
年

か
ら
１
９
９
６
年
ま
で
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
、
１
９
９
８
年
に

は
フ
ラ
ン
ス
社
会
科
学
高
等
研
究
院(Ecole des H

autes 

Etudes en Sciences Sociales

：EH
ESS)

に
博
士
論
文
を
提

出
後
、
同
学
院
の
准
教
授
に
着
任
し
た
。
さ
ら
に
２
０
１
２
年

に
パ
リ
政
治
学
院
教
授
に
着
任
し
、
２
０
２
１
年
ま
で
教
鞭
を

執
っ
た 

８

。

　

ン
デ
ィ
ア
イ
の
活
動
は
研
究
・
教
育
に
と
ど
ま
ら
ず
、
政
治
的

活
動
を
行
う
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
と
し
て
の
顔
も
持
つ
。EH

ESS

在
職
中
に
ン
デ
ィ
ア
イ
は
、
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ロ
ゼ
ス
ら
と
共
に
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
多
様
性
促
進
行
動
サ
ー
ク
ル
（C

ircle of Action 

for the Prom
otion of D

iversity in France

：C
APD

IV

）
を
共

同
設
立
し
、
翌
年
の
２
０
０
５
年
に
は
「
フ
ラ
ン
ス
黒
人
団
体
代

表
委
員
会
（
Ｃ
Ｒ
Ａ
Ｎ
）」
を
共
同
設
立
し
た
。
同
団
体
が
設
立
さ

れ
た
２
０
０
５
年
は
パ
リ
郊
外
の
ク
リ
シ
ー
＝
ス
＝
ボ
ワ
で
移
民

に
よ
る
大
規
模
な
暴
動
が
起
こ
っ
た
年
で
あ
り
９ 

、
フ
ラ
ン
ス
社
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会
に
お
け
る
人
種
差
別
が
大
き
な
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
た
年
で

も
あ
っ
た
。
こ
の
頃
か
ら
ン
デ
ィ
ア
イ
は
、
元
来
の
専
門
で
あ
る

経
営
史
か
ら
黒
人
の
歴
史
や
黒
人
の
権
利
に
関
連
す
る
研
究
や
活

動
に
軸
足
を
移
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
２
０
０
８
年
に
は
フ
ラ

ン
ス
に
お
け
る
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
（
黒
人
研
究
）
の
草

分
け
と
な
る
著
書
『
黒
人
の
条
件

－

フ
ラ
ン
ス
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

に
関
す
る
試
論
』
を
書
き
、
翌
２
０
０
９
年
に
は
『
ア
メ
リ
カ
黒

人
の
歴
史
』
を
上
梓
し
た
。
ン
デ
ィ
ア
イ
は
２
０
１
９
年
の
オ
ル

セ
ー
美
術
館
に
お
け
る
「
黒
人
モ
デ
ル
」     １０
展
に
も
協
力
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
政
治
や
歴
史
だ
け
で
は
な
く
人
種
的
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
の
表
象
に
関
す
る
研
究
を
行
い
、
黒
人
の
権
利
を
求
め
る
政

治
的
活
動
も
旺
盛
に
行
っ
て
い
た
ン
デ
ィ
ア
イ
に
「
多
様
性
」
を

主
題
と
す
る
『
レ
ポ
ー
ト
』
執
筆
の
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
の
は
当

然
の
帰
結
だ
っ
た
と
も
言
え
る      １１
。
そ
し
て
、『
レ
ポ
ー
ト
』
の

執
筆
者
と
し
て
ン
デ
ィ
ア
イ
を
指
名
す
る
こ
と
は
、
パ
リ
・
オ
ペ

ラ
座
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
成
果

を
取
り
入
れ
、
人
種
差
別
の
撤
廃
に
並
な
ら
ぬ
意
欲
を
示
し
た
こ

と
を
意
味
す
る
。『
レ
ポ
ー
ト
』
の
目
的
は
「
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ

ン
」
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

我
々
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
芸
術
的
制
度
の
中
に
社
会
的

問
い
を
取
り
込
む
余
地
を
作
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
こ
の
組
織
を
開
放
し
、
舞
台
上
で
よ
り

適
切
に
多
様
性
を
表
象
し
、
現
代
の
世
界
に
お
い
て
上

演
す
る
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
反
響
に
つ

い
て
考
察
し
、
そ
の
意
味
と
可
能
性
の
変
革
を
促
す
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
差
別
全
般
や
人
種

差
別
的
な
発
言
が
禁
止
さ
れ
る
よ
う
に
、
全
世
界
的
に

変
わ
り
つ
つ
あ
る
人
事
方
針
の
模
範
で
あ
る
こ
と
を
望

ん
で
い
る
２ １

。

　

パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
は
世
界
的
な
人
種
差
別
撤
廃
の
流
れ
の
中
で
、

そ
の
新
た
な
社
会
的
使
命
を
自
覚
し
、
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
こ

と
が
『
レ
ポ
ー
ト
』
の
宣
言
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。「
も

し
社
会
の
中
で
存
在
感
を
示
し
た
い
の
な
ら
、
動
か
な
い
ま
ま
で

い
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
革
新
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
３ １ 

と
総
裁
ネ
ー
フ
は
述
べ
、
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
の
新
し
い
時
代
に
向

け
て
の
変
革
の
意
思
を
明
確
に
示
し
た
。

　

 『
レ
ポ
ー
ト
』
は
、
先
に
述
べ
た
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
続
い

て
、一
章
「
歴
史
と
伝
統

：

オ
ペ
ラ
、バ
レ
エ
と
『
他
者
』
の
表
象
」、

二
章
「
多
様
性
、
オ
ペ
ラ
座
に
お
け
る
巨
大
な
不
在
」、
三
章
「
開

放
性
と
多
様
性
の
た
め
の
人
事
方
針
」
と
続
き
、
結
論
に
至
る
。

各
章
で
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
、
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
リ

ズ
ム
等
の
観
点
か
ら
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
の
歴
史
を
批
判
的
に
見
直

し
、
改
善
案
を
提
示
す
る
と
い
う
形
式
が
取
ら
れ
て
い
る
。
後
に

『
優
雅
な
イ
ン
ド
の
国
々
』
を
具
体
的
対
象
と
し
て
紹
介
、
考
察
す

る
本
研
究
ノ
ー
ト
に
お
い
て
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
一
章
で
あ
る
。

　

一
章
の
「
歴
史
と
伝
統

：
オ
ペ
ラ
、
バ
レ
エ
と
『
他
者
』
の
表

象
」
で
は
、
17
世
紀
に
イ
タ
リ
ア
で
生
ま
れ 

18
世
紀
、
19
世
紀
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
顕
著
な
発
展
を
遂
げ
た
オ
ペ
ラ
や
バ
レ
エ
の
歴
史

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
部
の
地
域
に
対
す
る
「
植
民
地
化
」
と
い
う
思

想
や
行
為
に
結
び
つ
い
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
オ
ペ
ラ
は
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
他
者
」
と
「
他
所
」
を
支

配
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
白
人
男
性
の
視
点
に
基
づ
い
て
創
作
さ
れ

　
二

　
オ
ペ
ラ
と
バ
レ
エ
に
お
け
る
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
：

　
　
　
「
オ
リ
エ
ン
ト
」
と
「
均
質
性
」
の
表
象

て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
レ
ポ
ー
ト
』
に
お
い
て
こ
う
し
た

植
民
地
主
義
的
な
オ
ペ
ラ
作
品
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、

ト
ル
コ
、
ペ
ル
ー
、
ペ
ル
シ
ア
、
ア
メ
リ
カ
と
い
っ
た
国
や
地
域

が
舞
台
と
な
る
『
優
雅
な
イ
ン
ド
の
国
々
』（
１
７
３
５
）、
ア
フ

リ
カ
人
女
性
や
イ
ン
ド
人
女
性
な
ど
が
主
役
と
し
て
登
場
す
る
『
ア

リ
ー
ヌ

：

ゴ
ル
コ
ン
ド
の
王
女
』（
１
７
６
６
）、『
オ
ー
リ
ー
ド
の

イ
フ
ィ
ジ
ェ
ニ
ー
』（
１
７
７
４
）、『
セ
ミ
ラ
ミ
ス
』（
１
８
０
２
）、

『
レ
・
バ
ヤ
デ
ー
ル
』（
１
８
１
０
）、『
ア
ラ
ジ
ン
と
魔
法
の
ラ
ン

プ
』（
１
８
２
２
）、『
ア
フ
リ
カ
の
女
』（
１
８
６
５
）、『
ア
イ
ー
ダ
』

（
１
８
７
１
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
見
ら
れ
る
非
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
圏
の
女
性
表
象
に
つ
い
て
、『
レ
ポ
ー
ト
』
は
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の

記
述
を
引
用
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

バ
ヤ
デ
ー
ル
（
イ
ン
ド
の
舞
姫
）、
東
洋
の
全
て
の
女
性

が
バ
ヤ
デ
ー
ル
な
の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
強
力
で
遠

く
へ
向
か
う
想
像
力
を
掻
き
立
て
る
。
民
族
的
で
、
幻

想
的
で
、
官
能
的
で
そ
れ
自
体
、
幻
想
化
さ
れ
た
東
洋

の
要
素
で
あ
る
４ １

。
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こ
う
し
た
見
解
か
ら
、
18
世
紀
、
19
世
紀
の
オ
ペ
ラ
に
お
い
て
、

非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
圏
の
国
々
の
特
異
性
や
地
域
性
は
捨
象
さ
れ
、
東

洋
／
オ
リ
エ
ン
ト
と
し
て
大
雑
把
に
把
握
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
理

解
さ
れ
る
。
幻
想
と
し
て
の
東
洋
、
オ
リ
エ
ン
ト
は
言
葉
、
衣
装
、

舞
台
美
術
、
化
粧
な
ど
様
々
な
面
か
ら
表
象
さ
れ
て
き
た
。
そ
の

際
に
起
こ
る
問
題
は
、
有
色
人
種
に
対
す
る
戯
画
的
、
侮
蔑
的
な

意
味
づ
け
や
典
型
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
押
し
付
け
が
生
じ
る
こ
と
に

あ
る
。
有
色
人
種
の
女
性
は
、
娼
婦
、
愛
人
、
孤
児
と
し
て
描
か

れ
る
こ
と
が
多
く
、
有
色
人
種
の
男
性
は
滑
稽
で
、
間
抜
け
で
、

臆
病
な
者
と
し
て
描
か
れ
る
傾
向
が
多
く
見
ら
れ
、「
オ
リ
エ
ン
タ

リ
ズ
ム
」
を
内
包
す
る
芸
術
作
品
に
お
い
て
は
、
白
人
男
性
の
有

色
人
種
に
対
す
る
優
位
性
が
示
さ
れ
て
い
る
例
が
目
立
つ
。『
オ
リ

エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
で
知
ら
れ
る
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
が
「
オ

リ
エ
ン
ト
と
は
、
む
し
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
頭
の
な
か
で
つ
く
り

出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
古
来
、
ロ
マ
ン
ス
や
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な

生
き
物
、
纏
綿
た
る
心
象
や
風
景
、
珍
し
い
体
験
談
な
ど
の
舞
台

で
あ
っ
た
」      １５
と
述
べ
る
時
の
「
オ
リ
エ
ン
ト
」
が
ま
さ
に
オ
ペ
ラ

に
お
い
て
表
象
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
東

洋
に
対
し
て
西
洋
を
優
位
と
す
る
西
洋
中
心
的
な
見
方
が
既
に
織

り
込
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
観
点
に
基
づ
い
て
サ
イ
ー
ド
は
『
ア
イ
ー

ダ
』
に
つ
い
て
の
批
判
的
論
考
も
執
筆
し
て
い
る 

６ １

。

　

他
方
、
ダ
ン
ス
に
お
い
て
は
「
白
い
バ
レ
エ
（ballet blanche

）」

の
伝
統
が
存
在
し
て
き
た
。『
レ
ポ
ー
ト
』
に
よ
れ
ば
、
１
７
５
４

年
の
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
附
属
ダ
ン
ス
学
校
の
設
立
以
来
、
バ
レ
エ
が

表
象
す
る
身
体
は
「
王
の
身
体
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
の
身
体
は

純
粋
性
と
完
全
性
に
自
ら
の
存
在
意
義
を
認
め
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
バ
レ
エ
を
構
成
す
る
身
体
は
均
質
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た

と
い
う
。
１
８
３
２
年
に
上
演
さ
れ
た
『
ラ
・
シ
ル
フ
ィ
ー
ド
』
の

大
当
た
り
が
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
バ
レ
エ
の
カ
ノ
ン
と
し
て
「
白
い

バ
レ
エ
」
を
決
定
的
な
も
の
と
し
た
。
第
二
幕
の
ダ
ン
ス
の
見
せ
場

で
あ
る
「
白
い
バ
レ
エ
」
に
お
い
て
、
女
性
ダ
ン
サ
ー
た
ち
が
身
に

つ
け
た
白
い
チ
ュ
チ
ュ
と
ポ
ワ
ン
ト
技
法
は
、
軽
さ
や
上
昇
と
い
っ

た
動
き
の
質
や
、
か
よ
わ
さ
や
純
粋
性
と
い
っ
た
概
念
を
女
性
性
と

結
び
付
け
た
表
象
を
生
み
出
す
こ
と
に
寄
与
し
た
。

　

こ
う
し
た
バ
レ
エ
が
持
つ
典
型
的
な
イ
メ
ー
ジ
や
均
質
性
は
、

20
世
紀
後
半
以
後
、
定
期
的
に
問
題
化
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

肌
の
色
に
関
し
て
は
白
さ
と
い
う
均
質
性
が
規
範
と
し
て
今
な
お

強
固
に
維
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
身
体
を
巡
る
伝
統
的
規

範
を
温
存
し
て
い
る
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
の
状
況
は
、
ミ
ス
テ
ィ
・

コ
ー
プ
ラ
ン
ド
（M

isty C
opeland

：

１
９
８
２

－

）
や
ア
ロ
ン

ゾ
・
キ
ン
グ
（Alonzo King

：

１
９
５
２

－

）
と
い
っ
た
有
色

人
種
の
ダ
ン
サ
ー
や
振
付
家
が
活
躍
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
バ
レ

エ
の
状
況
と
比
較
し
て
、
遅
れ
て
い
る
こ
と
を
『
レ
ポ
ー
ト
』
は

批
判
的
に
指
摘
し
て
い
る
。
他
方
、
数
は
多
く
な
い
も
の
の
、
多

様
な
人
種
の
ダ
ン
サ
ー
を
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
の
舞
台
に
立
た

せ
た
具
体
的
事
例
と
し
て
カ
ロ
リ
ン
・
カ
ー
ル
ソ
ン(C

arolyn 

C
arson

：

１
９
４
２

－)

や
バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
ミ
ル
ピ
エ(Benjam

in 

M
illepied

：

１
９
７
７

－)

な
ど
の
過
去
の
芸
術
監
督
の
実
績
を

挙
げ
、
評
価
し
て
い
る
。

　

パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
バ
レ
エ
の
団
員
の
人
種
構
成
に
目
を
向
け
る

と
、
２
０
１
９
年
時
点
で
正
規
の
ダ
ン
サ
ー
が
１
５
８
名
在
籍
し

て
い
る
が
、
そ
の
内
78
名
が
女
性
ダ
ン
サ
ー
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ

の
内
２
名
の
み
が
黒
人
の
ダ
ン
サ
ー
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
系
の
ダ
ン

サ
ー
は
、
韓
国
出
身
の
サ
エ
・
ユ
ン
・
パ
ー
ク
、
香
港
出
身
の
チ
ュ

ン
・
ウ
ィ
ン
グ
・
ラ
ム
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
人
の
父
と
日
本
人

の
母
を
持
つ
オ
ニ
ー
ル
・
八
菜
の
３
名
の
み
で
あ
る
７ １

。
ま
た
パ
リ
・

オ
ペ
ラ
座
附
属
学
校
に
目
を
向
け
る
と
、
現
在
、
有
色
人
種
の
教

員
は
在
籍
し
て
お
ら
ず
、
有
色
人
種
の
生
徒
は
ご
く
少
数
の
み
在

籍
し
て
い
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
バ
レ
エ
の
団

員
は
、
附
属
学
校
か
ら
入
団
し
た
者
が
大
部
分
を
占
め
、
外
部
か

ら
の
入
団
人
数
は
少
な
い
。『
レ
ポ
ー
ト
』
は
、
そ
の
門
戸
を
幅
広

く
開
く
こ
と
が
構
成
メ
ン
バ
ー
の
身
体
的
多
様
性
を
獲
得
す
る
た

め
の
第
一
歩
な
の
で
は
な
い
か
と
提
案
し
て
い
る
。

　
三

　
古
典
的
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
ど
う
扱
う
べ
き
か

－

　
　
　
批
判
的
距
離
を
持
っ
た
演
出

　

以
上
に
見
て
き
た
通
り
、『
レ
ポ
ー
ト
』
は
、
オ
ペ
ラ
や
バ
レ
エ

に
見
ら
れ
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
や
規
範
が
18
世
紀
か
ら
19
世
紀
に

か
け
て
確
立
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
確
認
し
、
問
題
化
す
る
。
そ
の

背
後
に
あ
る
も
の
は
、
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
、
帝
国
主
義
、
オ
リ
エ

ン
タ
リ
ズ
ム
な
ど
の
旧
来
的
で
支
配
的
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
世

界
観
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
オ
ペ
ラ
と
ダ
ン
ス
の
遺
産
を
で
き
る
だ

け
多
く
の
人
に
届
け
る
」
こ
と
を
一
つ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
掲

げ
る
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
に
と
っ
て
、
旧
来
的
な
価
値
観
に
基
づ
い
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て
製
作
さ
れ
た
オ
ペ
ラ
や
バ
レ
エ
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
上
演
す
る

際
に
、
乗
り
越
え
る
べ
き
一
つ
の
矛
盾
、
倫
理
的
課
題
が
生
じ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
「
遺
産
」
で
あ
る
「
19
世
紀
の
オ
ペ
ラ
を
現
代
の
私

た
ち
の
目
の
ふ
る
い
に
か
け
る
な
ら
ば
、
そ
の
大
部
分
は
お
そ
ら

く
様
々
な
度
合
い
で
人
種
差
別
的
、
分
類
主
義
的
、
性
差
別
主
義

的
な
要
素
を
含
む
」 ８ １ 
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
な
作
品
例
と
し
て
『
レ

ポ
ー
ト
』
は
、
オ
ペ
ラ
に
お
い
て
は
『
蝶
々
夫
人
』、『
ト
ゥ
ー
ラ
ン

ド
ッ
ト
』、『
オ
セ
ロ
』、
バ
レ
エ
に
お
い
て
は
『
く
る
み
割
り
人
形
』、

『
ラ
・
バ
ヤ
デ
ー
ル
』、『
ラ
イ
モ
ン
ダ
』
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
の
作
品

を
上
演
す
る
前
に
は
、演
出
家
や
振
付
家
だ
け
で
な
く
、実
演
家
（
ダ

ン
サ
ー
、
歌
手
、
音
楽
家
）、
外
部
の
人
々
（
オ
ペ
ラ
の
専
門
家
、

歴
史
家
、
人
類
学
者
な
ど
）
を
含
む
リ
サ
ー
チ
を
先
行
し
て
行
う

べ
き
だ
と
提
案
し
て
い
る
。
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
は
、
差
別
的
構
造

を
反
復
す
る
レ
パ
ー
ト
リ
ー
作
品
を
無
批
判
に
上
演
す
る
こ
と
を

も
は
や
許
さ
れ
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

仮
に
古
典
的
レ
パ
ー
ト
リ
ー
作
品
を
上
演
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

取
り
う
る
解
決
策
は
、
作
品
に
見
ら
れ
る
差
別
的
表
現
に
修
正
を

加
え
る
か
、
新
た
な
演
出
を
通
じ
て
再
演
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
前
者
に
関
す
る
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
現
在
、
パ
リ
・
オ
ペ

ラ
座
で
『
魔
笛
』
が
上
演
さ
れ
る
際
に
は
「
な
ぜ
な
ら
黒
人
は

醜
い
か
ら
」
と
い
う
歌
詞
の
「
黒
人
」
が
「
奴
隷
」
に
置
き
換
え

ら
れ
て
お
り
、
バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
ミ
ル
ピ
エ
は
『
ラ
・
バ
ヤ
デ
ー

ル
』
で
使
用
さ
れ
て
い
た
「
黒
人
た
ち
の
ダ
ン
ス
（danse de 

négrillon

）」
と
い
う
パ
ー
ト
の
名
称
を
「
子
供
た
ち
の
ダ
ン
ス
」

へ
と
変
更
し
た
。

　

後
者
の
再
演
と
い
う
選
択
を
と
る
場
合
、『
レ
ポ
ー
ト
』
は
、
演

出
家
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ボ
ベ
（D

avid Bobée

：

１
９
７
８

－

）
の
次

の
言
葉
を
引
用
し
、
再
演
出
時
に
、
古
典
的
レ
パ
ー
ト
リ
ー
作
品

に
批
判
的
距
離
を
も
っ
て
再
解
釈
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
く
。

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
は
あ
ら
ゆ
る
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
中
に
存

在
し
て
い
る
。
し
か
し
演
出
は
（
作
品
解
釈
に
関
す
る
）

複
雑
さ
や
距
離
を
観
客
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、

人
種
差
別
的
な
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
批
判
的
な
距
離
を
取

り
な
が
ら
そ
れ
を
観
客
に
了
解
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る      １９
。

　

白
人
が
創
作
し
て
き
た
レ
パ
ー
ト
リ
ー
作
品
及
び
そ
こ
に
内
包

さ
れ
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
批
判
的
距
離
を
取
る
こ
と
の
重
要
性

　
四

　『
優
雅
な
イ
ン
ド
の
国
々
』
に
つ
い
て

　
　

四–

一　

原
作
台
本
に
み
ら
れ
る
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
的
特
徴

　
『
優
雅
な
イ
ン
ド
の
国
々
』
の
初
演
は
１
７
３
５
年
に
パ
レ
・

ロ
ワ
イ
ヤ
ル
で
王
立
音
楽
ア
カ
デ
ミ
ー
の
主
催
に
よ
り
行
わ
れ

た
。
作
曲
は
ジ
ャ
ン
＝
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ラ
モ
ー
（Jean -Philippe 

Ram
eau

：

１
６
８
３

－

１
７
６
４
）
が
担
当
し
、
ル
イ
・
フ
ュ

を
確
認
し
た
上
で
、『
レ
ポ
ー
ト
』
は
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
が
非
白

人
の
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
台
本
も
曲
も
演
出
も
プ
ロ
グ
ラ

ム
し
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
し
つ
つ
、
多
様
な
出
自
を
持
つ
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
に
演
出
や
振
付
を
依
頼
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

そ
の
観
点
か
ら
見
て
、
ス
ト
リ
ー
ト
・
ダ
ン
ス
の
カ
ン
パ
ニ
ー

を
率
い
る
黒
人
女
性
振
付
家
ビ
ン
ト
ゥ
・
デ
ン
ベ
レ
（Bintou 

D
em

bélé

：

１
９
７
５

－

）
に
振
付
を
依
頼
し
た
『
優
雅
な
イ
ン

ド
の
国
々
』（
２
０
１
７
、２
０
１
９
）
は
画
期
的
な
事
例
だ
っ
た

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ズ
リ
エ(Louis Fezelier

：

１
６
７
２

－

１
７
５
２)

が
台
本
の
執

筆
を
担
当
し
た
。
翌
年
の
１
７
３
６
年
の
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
で
の

再
演
時
に
は
第
四
幕
「
野
蛮
人
た
ち
（les sauvages
）」
が
追
加

さ
れ
、
四
幕
構
成
と
な
り
１
７
６
１
年
ま
で
断
続
的
に
上
演
さ
れ

た
。
本
作
の
ジ
ャ
ン
ル
は
「
オ
ペ
ラ

－

バ
レ
エ
」
と
さ
れ
、
当
時

の
叙
情
悲
劇
（tragédie lyrique

）
と
比
較
す
る
と
台
本
は
歌
と

踊
り
を
見
せ
る
た
め
の
口
実
と
い
う
意
味
合
い
が
強
く
、
娯
楽
／

デ
ィ
ヴ
ェ
ル
テ
ィ
ス
マ
ン
（divertissem

ent

）
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
る 

   ２０
。
そ
れ
ゆ
え
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
想
像
力
を
無
意

識
的
に
、
あ
る
い
は
無
批
判
に
反
映
し
や
す
い
ジ
ャ
ン
ル
と
言
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
作
品
の
構
成
は
、
第
一
幕
「
寛
大
な
ト
ル
コ

人
」、
第
二
幕
「
ペ
ル
ー
の
イ
ン
カ
人
」、
第
三
幕
「
花
々
、
ま
た

は
ペ
ル
シ
ア
の
祭
り
」、
第
四
幕
「
野
蛮
人
た
ち
」（
ア
メ
リ
カ
）

と
続
く      ２１
。
タ
イ
ト
ル
の
「
イ
ン
ド
」
は
現
在
の
イ
ン
ド
を
指
し

示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
圏
の
広
範
囲
の
国

や
地
方
を
指
し
示
す
た
め
の
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る 

   ２２
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
幕
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国

や
地
域
の
人
々
の
愛
情
、
敵
対
、
融
和
と
い
っ
た
関
係
が
描
か
れ

て
い
る
。
あ
ら
す
じ
を
概
観
し
よ
う
。
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第
一
幕
「
寛
大
な
ト
ル
コ
人
」。
海
賊
に
さ
ら
わ
れ
て
奴
隷
と

な
っ
た
南
仏
出
身
の
エ
ミ
リ
は
ト
ル
コ
人
総
督
オ
ス
マ
ン
に
言
い

寄
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
エ
ミ
リ
は
本
国
に
恋
人
ヴ
ァ
レ
ー
ル
が

い
る
こ
と
を
告
げ
抵
抗
す
る
。
や
が
て
一
艘
の
難
破
船
が
打
ち
上

げ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
エ
ミ
リ
の
恋
人
で
あ
る
ヴ
ァ
レ
ー
ル
が
奴

隷
と
し
て
乗
船
し
て
い
た
。
オ
ス
マ
ン
は
奇
跡
的
に
再
会
し
た
２

人
を
引
き
離
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
オ
ス
マ
ン
は
ヴ
ァ
レ
ー
ル

が
か
つ
て
自
ら
が
捕
ら
え
ら
れ
て
い
た
時
に
親
切
に
応
対
し
て
く

れ
た
主
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
が
つ
き
、
そ
の
恩
義
に
報
い
る
べ

く
２
人
を
解
放
す
る
。

　

第
二
幕
「
ペ
ル
ー
の
イ
ン
カ
人
」。
ス
ペ
イ
ン
人
士
官
の
カ
ル

ロ
と
ペ
ル
ー
の
王
族
フ
ァ
ー
ニ
は
密
か
に
愛
し
合
っ
て
い
た
。
し

か
し
フ
ァ
ー
ニ
を
愛
す
る
太
陽
神
の
司
祭
で
あ
る
ユ
ス
カ
ー
が
そ

の
秘
密
の
関
係
に
気
づ
く
。
嫉
妬
し
た
ユ
ス
カ
ー
は
征
服
者
で
あ

り
敵
対
関
係
に
あ
る
ス
ペ
イ
ン
人
を
愛
す
る
フ
ァ
ー
ニ
を
非
難
す

る
。
太
陽
神
祭
の
最
中
、
火
山
が
噴
火
し
、
ユ
ス
カ
ー
は
そ
の
原

因
を
フ
ァ
ー
ニ
の
振
る
舞
い
に
対
す
る
神
の
怒
り
だ
と
責
め
、
そ

れ
を
鎮
め
る
た
め
に
は
ユ
ス
カ
ー
と
結
婚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
フ
ァ
ー
ニ
に
詰
め
寄
る
。
そ
こ
に
カ
ル
ロ
が
兵
士
を
連
れ
て
現

れ
、
火
山
を
目
覚
め
さ
せ
た
の
は
ユ
ス
カ
ー
だ
と
暴
露
す
る
。
カ

ル
ロ
が
噴
火
口
に
岩
を
投
げ
入
れ
る
と
噴
火
の
勢
い
が
増
し
、
流

れ
出
た
溶
岩
に
ユ
ス
カ
ー
は
飲
み
込
ま
れ
る
。

　

第
三
幕
「
花
々
、
ま
た
は
ペ
ル
シ
ア
の
祭
り
」。
ペ
ル
シ
ャ
の

王
子
タ
ク
マ
は
腹
心
の
友
で
あ
る
ア
リ
の
女
奴
隷
ツ
ァ
イ
ー
ル
に

想
い
を
寄
せ
て
い
る
。
タ
ク
マ
は
ツ
ァ
イ
ー
ル
の
心
を
探
る
た
め

に
女
性
に
変
装
し
て
ア
リ
の
邸
宅
の
庭
園
を
訪
れ
る
。
反
対
に
、

タ
ク
マ
の
女
奴
隷
フ
ァ
テ
ィ
ム
は
ア
リ
に
想
い
を
寄
せ
て
お
り
、

や
は
り
ア
リ
の
心
を
探
る
べ
く
男
に
変
装
し
て
ア
リ
の
邸
宅
の
庭

園
を
訪
れ
る
。
タ
ク
マ
は
変
装
し
た
フ
ァ
テ
ィ
ム
の
こ
と
を
恋
敵

と
勘
違
い
し
、
短
刀
で
刺
そ
う
と
し
た
瞬
間
、
そ
れ
が
フ
ァ
テ
ィ

ム
で
あ
る
こ
と
に
気
が
付
い
た
。
最
終
的
に
４
人
の
男
女
は
両
想

い
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
、
タ
ク
マ
と
ア
リ
が
互
い
の
奴
隷
を
交

換
し
、
愛
の
勝
利
を
祝
う
べ
く
花
々
の
祭
り
を
開
催
す
る
。

　

第
四
幕
「
野
蛮
人
た
ち
」。
ア
メ
リ
カ
の
森
の
中
で
、
フ
ラ
ン

ス
人
士
官
ダ
モ
ン
と
ス
ペ
イ
ン
人
士
官
ア
ル
ヴ
ァ
ー
ル
は
若
い
女

性
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
ツ
ィ
マ
に
好
意
を
寄
せ
る
。
し
か
し
、
ダ
モ

ン
は
移
り
気
で
あ
り
、
ア
ル
ヴ
ァ
ー
ル
は
情
熱
的
す
ぎ
る
。
ツ
ィ

マ
は
２
人
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
は
な
く
、
同
じ
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
で
、

軍
の
長
で
あ
る
ア
ダ
リ
オ
を
選
ぶ
。
ダ
モ
ン
と
ア
ル
ヴ
ァ
ー
ル
は

ツ
ィ
マ
と
ア
ダ
リ
オ
の
結
婚
を
祝
福
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
野
蛮

人
の
平
和
的
共
存
の
た
め
の
「
平
和
の
パ
イ
プ
の
ダ
ン
ス
」
が
全

員
で
踊
ら
れ
る
。

　

こ
の
４
つ
の
幕
に
共
通
す
る
主
題
は
愛
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
背

景
に
は
常
に
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ
の

他
地
域
に
対
す
る
支
配
関
係
が
存
在
し
て
い
る
。
第
四
幕
を
除
い

て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
男
性
に
と
っ
て
他
者
で
あ
る「
イ
ン
ド
」の
国
々

の
男
性
及
び
女
性
に
対
す
る
優
位
性
と
都
合
の
よ
い
展
開
が
見
ら

れ
る
。
こ
の
物
語
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
側
か
ら
見
た
敵
対

者
は
許
し
て
く
れ
る
か
自
滅
す
る
か
し
、「
イ
ン
ド
」
の
女
性
は

自
分
た
ち
に
好
意
を
寄
せ
て
く
れ
る
と
い
う
幻
想
が
描
か
れ
て
い

る
。
ま
た
こ
の
作
品
に
お
け
る
女
性
が
娼
婦
、
奴
隷
な
ど
の
立
場

に
置
か
れ
て
い
る
点
は
、『
レ
ポ
ー
ト
』
が
指
摘
し
て
い
た
18
世

紀
の
オ
ペ
ラ
の
女
性
表
象
の
典
型
に
当
て
は
ま
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
唯
一
ト
ー
ン
が
異
な
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
男
性
が
現

地
人
で
あ
る
女
性
の
心
を
惹
く
こ
と
は
で
き
ず
、
平
和
の
た
め
の

ダ
ン
ス
を
現
地
住
民
と
共
に
踊
る
四
幕
で
あ
る
。

　
　

四–

二　

第
四
幕
「
野
蛮
人
た
ち
」
に
お
け
る
再
解
釈

　
『
優
雅
な
イ
ン
ド
の
国
々
』
は
２
０
０
０
年
代
以
降
、ブ
ラ
ン
カ
・

リ
が
振
付
を
担
当
し
た
２
０
０
３
年
版
、
シ
デ
ィ
・
ラ
ル
ビ
・
シ
ェ

ル
カ
ウ
イ
が
振
付
を
担
当
し
た
２
０
１
６
年
版
な
ど
、
コ
ン
テ
ン

ポ
ラ
リ
ー
ダ
ン
ス
の
振
付
家
が
創
作
に
関
わ
り
再
演
が
行
わ
れ
て

き
た
が
、本
研
究
ノ
ー
ト
で
取
り
上
げ
る『
優
雅
な
イ
ン
ド
の
国
々
』

（
２
０
１
７
、２
０
１
９
）
は
、
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
に
お
い
て
初
め

て
黒
人
女
性
振
付
家
ビ
ン
ト
ゥ
・
デ
ン
ベ
レ
を
起
用
し
て
い
る
点

で
他
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
一
線
を
画
し
て
い
る
。
さ
ら
に
本
作
は
、

古
典
的
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
対
す
る
批
判
的
距
離
を
取
り
な
が
ら
『
レ

ポ
ー
ト
』
が
示
し
た
「
多
様
性
」
の
表
象
と
い
う
課
題
に
先
駆
的

か
つ
意
識
的
に
取
り
組
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

演
出
を
委
嘱
さ
れ
た
の
は
、
ル
・
フ
レ
ノ
ワ
国
立
現
代
芸
術
ス

タ
ジ
オ
で
造
形
芸
術
と
映
像
を
学
ん
だ
若
手
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
ク

レ
マ
ン
・
コ
ジ
ト
ー
ル
（C

lém
ent C

ogitore

：

１
９
８
３

－

）

で
あ
り
、
振
付
を
担
当
し
た
の
が
ス
ト
リ
ー
ト
・
ダ
ン
ス
出
身
の

ダ
ン
サ
ー
、振
付
家
で
カ
ン
パ
ニ
ーRualité

を
率
い
る
ビ
ン
ト
ゥ
・

デ
ン
ベ
レ
だ
っ
た
。
本
作
は
も
と
も
と
６
分
弱
の
シ
ョ
ー
ト
ム
ー
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ビ
ー
と
し
て
２
０
１
７
年
に
創
作
さ
れ
、
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
の
映

像
作
品
サ
イ
ト
「3e Scène

」
で
公
開
さ
れ
て
い
た
が
３ ２

、
パ
リ
・

オ
ペ
ラ
座
３
５
０
周
年
記
念
、
オ
ペ
ラ
・
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
開
場
30

周
年
に
あ
た
る
２
０
１
９
年
に
は
フ
ル
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
オ
ペ
ラ
と

し
て
創
作
、
上
演
さ
れ
た
。
本
作
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム

ズ
の
２
０
１
９
年
の
ベ
ス
ト
・
オ
ペ
ラ
・
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
一

つ
に
選
ば
れ
る
な
ど
高
い
評
価
を
獲
得
し
て
い
る
。

　

演
劇
学
者
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ビ
エ
と
マ
リ
ー
ヌ
・
ル
シ
ヨ
ン
の

共
同
執
筆
に
よ
る
批
評
に
よ
れ
ば
、
２
０
１
９
年
版
の
演
出
で
は

一
幕
の
難
破
船
が
現
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
た
ど
り
着
く
移
民
と
し

て
解
釈
で
き
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
表
象
さ
れ
て
お
り
、
難
民
た
ち

が
白
人
の
男
と
女
た
ち
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら

は
難
民
た
ち
に
薬
品
を
振
り
か
け
て
消
毒
し
、
救
命
用
の
毛
布
で

難
民
た
ち
を
包
む
。
こ
の
シ
ー
ン
は
古
典
的
な
愛
の
物
語
と
い
う

解
釈
か
ら
離
れ
た
「
２
０
１
０
年
代
的
」
な
演
出
と
評
価
さ
れ
た
４ ２

。

　

資
料
上
の
限
界
か
ら
、
こ
の
作
品
の
全
編
に
渡
っ
て
ど
の
よ
う

な
演
出
が
施
さ
れ
て
い
た
か
を
こ
こ
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
か
し
、
批
評
や
論
考
、
創
作
過
程
を
追
っ
た
ド
キ
ュ

メ
ン
タ
リ
ー
映
画
５ ２

か
ら
判
断
す
る
に
、
最
大
の
見
せ
場
は
、
フ
ラ

ン
ス
の
民
主
化
の
決
定
的
な
歴
史
的
契
機
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い

る
１
７
８
９
年
の
「
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
襲
撃
」
に
も
喩
え
ら
れ
た
第

四
幕
「
野
蛮
人
た
ち
」
の
「
平
和
の
パ
イ
プ
の
ダ
ン
ス
」
の
パ
ー

ト
で
あ
る
と
推
測
で
き
る 

６ ２

。
２
０
１
７
年
版
の
映
像
作
品
は
こ

の
パ
ー
ト
の
み
を
映
像
化
し
て
お
り
、
そ
の
最
大
の
特
徴
は
、
こ

の
パ
ー
ト
を
30
人
ほ
ど
のkrum

p

の
ダ
ン
サ
ー
た
ち
の「
バ
ト
ル
」

で
再
現
し
た
こ
と
に
あ
る
。

　

舞
台
で
の
上
演
と
な
っ
た
２
０
１
９
年
版
で
も
、krum

p

の
ダ

ン
サ
ー
は
出
演
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
ヴ
ォ
ー
ギ
ン
グ
、

ポ
ッ
ピ
ン
グ
、グ
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
、Bboying

、エ
レ
ク
ト
ロ
と
い
っ

た
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
生
ま
れ
た
ダ
ン

ス
を
実
践
し
て
い
る
ダ
ン
サ
ー
た
ち
が
参
加
す
る
こ
と
に
な
り
、

よ
り
多
様
な
出
自
を
持
つ
ダ
ン
サ
ー
た
ち
が
舞
台
上
で
共
に
踊
る

こ
と
と
な
っ
た
。　

　
　

四–

三　

ダ
ン
ス
が
表
象
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

：

　
　
　
　
　
　

 

脱
植
民
地
化
の
身
振
り
と
し
て
の
ダ
ン
ス

　
「
ダ
ン
ス
を
脱
植
民
地
化
す
る
振
付
家
（la chorégraphe qui 

て
い
た
実
姉
と
出
会
い
、
セ
ネ
ガ
ル
で
の
暮
ら
し
や
そ
の
土
地
固

有
の
囃
し
歌
を
聞
か
さ
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。
姉
の
話
と
歌
が
頭
か

ら
離
れ
な
く
な
っ
た
デ
ン
ベ
レ
は
２
０
１
８
年
に
自
身
の
作
品

『
始
ま
り
の
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
』
に
こ
の
歌
を
挿
入
す
る
場
面
を
創

作
す
る
。
指
導
者
や
リ
ー
ダ
ー
を
設
け
な
い
体
制
で
創
作
さ
れ
た

こ
の
作
品
は
、
ダ
ン
ス
や
D 

J 

、
ラ
ッ
プ
な
ど
即
興
的
な
様
々
な

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
か
ら
成
立
し
て
お
り
、
そ
の
協
業
の
結
果
生
じ

た
の
は
、
出
演
者
た
ち
が
舞
台
上
に
サ
ー
ク
ル
を
形
成
し
て
各
自

の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
う
と
い
う
形
態
で
あ
る
。
こ
の
時
の
経

験
が
、
同
様
に
サ
ー
ク
ル
の
形
態
を
作
り
出
す
『
優
雅
な
イ
ン
ド

の
国
々
』(

２
０
１
７
、２
０
１
９)

の
最
終
幕
を
振
り
付
け
る
際

の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
源
泉
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

さ
ら
に
デ
ン
ベ
レ
が
『
優
雅
な
イ
ン
ド
の
国
々
』
を
振
り
付
け

る
前
に
創
作
し
た
重
要
と
思
わ
れ
る
２
つ
の
作
品
に
触
れ
て
お
き

た
い
。
19
世
紀
か
ら
20
世
紀
に
か
け
て
フ
ラ
ン
ス
に
見
ら
れ
た

植
民
地
民
族
博
覧
会
や
人
間
動
物
園
（Zoo hum

ain

）
の
歴
史

か
ら
着
想
し
た
『
Z.

H.

』(

２
０
１
３)

お
よ
び
、kurm

p

の
ダ

ン
サ
ー
と
初
め
て
コ
ラ
ボ
レ
ー
ト
し
た
『ST

R
AT

ES -Q
uartet

』

(

２
０
１
６)

で
あ
る
。

décolonise la danse

）」
と
称
さ
れ
る
デ
ン
ベ
レ
は
、
自
身
の
動
き

を
「
ダ
ン
ス
」
と
い
う
よ
り
も
「
ジ
ェ
ス
ト
・
マ
ロ
ン
（gestes 

m
arrons

：

黒
人
奴
隷
の
脱
走
の
身
振
り
の
意
）」
と
呼
ぶ
こ
と
を

好
ん
で
い
る
７ ２

。
そ
れ
は
、
彼
女
の
ダ
ン
ス
が
、
黒
人
の
歴
史
と
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

デ
ン
ベ
レ
は
１
９
７
５
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
レ
テ
ィ
ニ
ィ
＝

シ
ュ
ル
＝
オ
ル
ジ
ュ
で
セ
ネ
ガ
ル
人
の
両
親
の
も
と
に
生
ま
れ

た
。
街
に
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
、
ス
ペ
イ
ン
人
、

ア
ン
テ
ィ
ル
諸
島
の
人
々
な
ど
多
様
な
人
種
と
文
化
が
混
在
し
て

い
た
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
回
想
し
て
い
る
。
し
か
し
、
幼

少
期
の
デ
ン
ベ
レ
は
両
親
の
祖
国
で
あ
る
セ
ネ
ガ
ル
の
文
化
や
母

語
で
あ
る
ソ
ニ
ン
ケ
語
に
は
ほ
と
ん
ど
関
心
を
抱
か
ぬ
ま
ま
に
過

ご
し
て
い
た
。
ダ
ン
ス
に
開
眼
し
た
の
は
１
９
７
０
年
代
に
視
聴

し
た
テ
レ
ビ
番
組
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
ヒ
ッ
プ
・

ホ
ッ
プ
ダ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
が
毎
回
出
演
す
る
伝
説
的
な
テ
レ
ビ
番

組
『
ソ
ウ
ル
・
ト
レ
イ
ン
』
に
影
響
を
受
け
た
番
組
が
フ
ラ
ン
ス

で
も
放
映
さ
れ
、
そ
こ
で
見
る
ダ
ン
ス
を
模
倣
し
な
が
ら
ヒ
ッ
プ
・

ホ
ッ
プ
ダ
ン
ス
を
開
始
し
た
。

　

転
機
と
な
っ
た
の
は
十
代
半
ば
の
時
に
、
セ
ネ
ガ
ル
に
残
さ
れ
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 『
Z.

H.

』
は
パ
ス
カ
ル
・
ブ
ラ
ン
シ
ャ
ー
ル
と
エ
リ
ッ
ク
・
ド
ゥ

ル
ー
に
よ
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
『
人
間
動
物
園
』
８ ２

に
衝
撃

を
受
け
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
創
作
さ
れ
た
。
黒
人
の
ダ
ン
サ
ー

た
ち
が
自
ら
の
歴
史
、
舞
台
の
上
に
立
つ
理
由
、
そ
し
て
そ
こ
で

の
彼
ら
の
身
振
り
や
彼
ら
が
負
っ
て
い
る
責
任
に
つ
い
て
自
問
す

る
た
め
に
黒
人
の
歴
史
を
共
有
し
た
い
と
考
え
た
こ
と
が
こ
の
作

品
の
創
作
の
動
機
に
あ
っ
た
。
リ
サ
ー
チ
に
お
い
て
は
、
ア
フ
リ

カ
の
表
象
に
つ
い
て
人
類
学
、
演
劇
学
の
観
点
か
ら
研
究
す
る
シ

ル
ヴ
ィ
・
シ
ャ
ラ
イ
エ
（Sylvie C

halaye

）
と
意
見
交
換
を
行
っ

て
い
た
こ
と
も
付
言
し
て
お
き
た
い
。

　

こ
の
仕
事
を
振
り
返
り
、
デ
ン
ベ
レ
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て
流
布
し
た
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
と

し
て
の
ヒ
ッ
プ
・
ホ
ッ
プ
の
ダ
ン
ス
を
真
似
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ

た
デ
ン
ベ
レ
の
ダ
ン
ス
は
、
時
間
の
経
過
と
共
に
黒
人
の
歴
史
と

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
植
民
地
主
義
の
歴
史
を
問
い
直
す
も
の
へ

と
深
化
し
て
い
た
。

　

後
者
の
『ST

R
AT

ES -Q
uartet

』
に
つ
い
て
は
ダ
ン
ス
と
音

楽
と
声
の
関
係
を
反
復
的
な
音
楽
と
ダ
ン
ス
を
通
じ
て
儀
式
の
新

し
い
形
態
を
探
求
す
る
作
品
で
、
こ
の
時
初
め
て
ヒ
ッ
プ
・
ホ
ッ

プ
の
ダ
ン
サ
ー
だ
け
で
は
な
くkrum

p

の
ダ
ン
サ
ー
を
招
き
入

れ
た
。
こ
の
「
生
に
関
わ
る
差
し
迫
っ
た
怒
り
か
ら
生
ま
れ
た
ダ

ン
ス
」 ０ ３
で
あ
る
ヒ
ッ
プ
・
ホ
ッ
プ
とkrum

p

と
い
う
２
つ
の
ジ
ャ

ン
ル
の
ダ
ン
サ
ー
の
呼
吸
や
足
音
、
ジ
ャ
ズ
や
ブ
ル
ー
ス
の
ヴ
ァ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
ア
フ
リ
カ
的
な
リ
ズ
ム
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
を
取

り
入
れ
な
が
ら
デ
ン
ベ
レ
は
身
振
り
を
創
造
し
た
。
ク
レ
マ
ン
・

コ
ジ
ト
ー
ル
は
こ
の
作
品
を
き
っ
か
け
と
し
て
デ
ン
ベ
レ
を
知

り
、
映
画
監
督
の
バ
ジ
ル
・
ド
ガ
ニ
ス
（Basile D

oganis

）
を

介
し
て
コ
ン
タ
ク
ト
を
取
り
、『
優
雅
な
イ
ン
ド
の
国
々
』
を
め

ぐ
る
２
人
の
協
業
が
２
０
１
６
年
に
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。

　

コ
ジ
ト
ー
ル
は
先
に
触
れ
た
よ
う
に
ル
・
フ
レ
ノ
ア
出
身
の

ス
ト
リ
ー
ト
や
ヒ
ッ
プ
・
ホ
ッ
プ
に
つ
い
て
語
る
の
で
は

な
く
、
植
民
地
主
義
の
事
実
に
つ
い
て
語
り
た
く
な
り
ま

し
た
。
私
は
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ン
ド
か
ら
出
発
し
て
、
最
終

的
に
は
引
き
受
け
る
べ
き
苦
し
み
と
脆
さ
を
扱
う
形
態
へ

と
到
達
し
た
の
で
す
９ ２

。

様
々
な
メ
デ
ィ
ア
を
使
用
す
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
あ
る
。
映
像

作
家
と
し
て
の
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
る
『
天
国
で
も
地
獄
で
も
な

く
』（
２
０
１
５
）
は
カ
ン
ヌ
国
際
映
画
祭
の
批
評
家
週
間
に
選

出
さ
れ
、G

AN
 Foundation

賞
を
受
賞
し
た
。
２
０
１
６
年
に

は
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ア
ー
ト
の
た
め
の
バ
ル
・
プ
ラ
イ
ズ
を
受

賞
し
、
２
０
１
８
年
に
は
リ
カ
ー
ル
財
団
賞
、
パ
リ
政
治
学
院

賞
、
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
賞
を
受
賞
、
現
在
は
パ
リ
高
等

美
術
学
校
で
の
教
育
に
も
携
わ
っ
て
い
る
。
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
が

２
０
１
５
年
に
開
始
し
た
「3e Scène

」
は
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
が

こ
れ
ま
で
関
わ
っ
て
こ
な
か
っ
た
異
分
野
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と

の
協
業
の
成
果
を
映
像
作
品
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
配
信
し

て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
文
脈
で
、
気
鋭
の
映
像
作
家
と
し
て
評
価

を
高
め
て
い
た
コ
ジ
ト
ー
ル
が
指
名
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

当
初
の
コ
ジ
ト
ー
ル
の
関
心
は
舞
台
芸
術
や
バ
レ
エ
に
固
有

の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
破
壊
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
は
、

あ
る
タ
イ
プ
の
音
楽
に
は
そ
れ
に
適
し
た
タ
イ
プ
の
身
体
が

結
び
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
ク
リ
シ
ェ
を
破
壊
す
る
こ
と
で
も
あ

る
。
そ
の
延
長
線
上
に
、
ラ
モ
ー
の
バ
ロ
ッ
ク
音
楽
に
対
し
て

krum
p

の
ダ
ン
サ
ー
を
ぶ
つ
け
る
と
い
う
型
破
り
な
ア
イ
デ
ア

が
生
ま
れ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
普
段
は
交
わ
る
こ
と
の
な
い
異
な

る
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
衝
突
さ
せ
る
こ
と
で
起
き
る
文
化

的
慣
習
の
破
壊
や
文
化
的
摩
擦
を
顕
現
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
言

え
る
。
コ
ジ
ト
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

当
初
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
、
異
な
る
世
界
を
接
続
す

る
の
が
自
分
の
役
割
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
ま
し
た
。

そ
の
世
界
と
は
、
お
そ
ら
く
通
常
で
は
オ
ペ
ラ
が
出
会
う
こ
と

の
な
い
も
の
で
あ
り
、
距
離
を
持
っ
た
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の

視
座
か
ら
オ
ペ
ラ
を
見
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
す  

 

   ３１
。

　
『
優
雅
な
イ
ン
ド
の
国
々
』
は
啓
蒙
主
義
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
ア
カ
デ
ミ
ー
に
お
い
て
生
ま
れ
た
芸
術
作
品
で
あ
り
、
一
方
、

krum
p

は
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
ゲ
ッ
ト
ー
か
ら
生
ま
れ
た
草
の
根
的

な
ダ
ン
ス
の
実
践
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
一
見
交
わ
ら
な
い
よ
う

だ
が
、
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
歴
史
的
、
概
念
的
枠
組
み
の
中

で
は
一
続
き
の
出
来
事
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
18
世
紀

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
が
引
き
起
こ
し
た
人
種
差
別
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た
も
の
は
、
ま
さ
にkrum

p

の
バ
ト
ル
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
と
思
わ
れ
る
の
で
す

   ３２
。

３
０
０
年
前
の
『
優
雅
な
イ
ン
ド
の
国
々
』
創
作
当
時
に
は

必
ず
し
も
見
え
て
い
な
か
っ
た
い
く
つ
か
の
パ
ー
ス
ペ
ク

テ
ィ
ヴ
が
「
平
和
の
パ
イ
プ
の
ダ
ン
ス
」
と
い
う
第
四
幕
「
野

蛮
人
た
ち
」
の
一
部
を
成
す
場
面
に
お
い
て
現
れ
ま
す
。
ラ

モ
ー
は
１
７
２
５
年
に
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
近
く
の
コ
メ
デ
ィ
・

イ
タ
リ
エ
ン
ヌ
で
ル
イ
ジ
ア
ナ
か
ら
き
た
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア

メ
リ
カ
ン
が
踊
る
平
和
の
た
め
の
ダ
ン
ス
を
見
て
い
て
、
そ

れ
に
影
響
を
受
け
て
ク
ラ
ヴ
サ
ン
の
こ
の
場
面
の
曲
を
書
い

て
い
ま
す
。
ラ
モ
ー
が
見
た
ダ
ン
ス
に
つ
い
て
記
述
し
た
テ

キ
ス
ト
が
、
当
時
の
雑
誌
『M

ercure de France

』
に
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
ラ
モ
ー
が
コ
メ
デ
ィ
・
イ
タ
リ
エ
ン
ヌ
で
見

　

こ
こ
で
の
コ
ジ
ト
ー
ル
の
発
言
の
意
味
を
よ
り
よ
く
理
解
す

る
た
め
に
、「
平
和
の
パ
イ
プ
」
の
意
味
とkrum

p

と
い
う
ダ
ン

ス
・
ス
タ
イ
ル
が
生
ま
れ
た
歴
史
的
背
景
を
確
認
し
て
お
き
た

い
。「
平
和
の
パ
イ
プ
（calum

et

）」
と
は
、
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア

メ
リ
カ
ン
が
対
立
す
る
他
部
族
と
和
睦
す
る
際
に
使
用
し
た
煙

草
の
パ
イ
プ
の
こ
と
で
あ
る
。
希
少
な
石
や
羽
根
で
飾
ら
れ
た
パ

イ
プ
を
使
用
し
て
煙
草
を
回
し
飲
み
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
相

手
を
擬
似
的
な
親
族
と
み
な
し
、
争
い
を
回
避
す
る
習
慣
が
実

際
に
存
在
し
て
い
た
。
第
四
幕
の
「
平
和
の
パ
イ
プ
の
ダ
ン
ス
」

は
こ
の
習
慣
を
参
照
し
て
創
作
さ
れ
て
い
る 

       3 3   

。

　

一
方
、krum

p

は
１
９
９
１
年
の
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
起
こ
っ

た
白
人
警
官
に
よ
る
黒
人
殴
打
事
件
、
い
わ
ゆ
る
「
ロ
ド
ニ
ー
・

キ
ン
グ
事
件
」
を
き
っ
か
け
と
し
て
生
ま
れ
た
ダ
ン
ス
の
ス
タ
イ

ル
と
し
て
知
ら
れ
る
。
当
時
、
ス
ピ
ー
ド
違
反
容
疑
で
４
人
の
白

人
警
官
に
呼
び
止
め
ら
れ
た
ロ
ド
ニ
ー
・
キ
ン
グ
が
、
激
し
く
殴

打
さ
れ
重
傷
を
負
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。
翌
年
、
警
官
た
ち
の
過

剰
な
暴
力
を
罪
に
問
う
裁
判
が
開
か
れ
た
も
の
の
全
員
が
無
罪

と
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
日
頃
人
種
差
別

に
耐
え
て
い
た
移
民
、
有
色
人
種
の
人
々
の
怒
り
が
爆
発
し
た
。

放
火
、
投
石
、
略
奪
を
伴
う
大
規
模
な
暴
動
が
発
生
し
、
警
察
は

武
力
鎮
圧
や
逮
捕
で
対
抗
し
た
が
、
か
え
っ
て
暴
動
は
激
化
す
る

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
中
に
あ
っ
て
暴
力
に
訴
え
る
こ
と

な
く
人
種
差
別
に
対
す
る
怒
り
を
表
明
す
る
手
段
と
し
て
ダ
ン

ス
を
始
め
た
者
た
ち
が
い
た
。
そ
の
ダ
ン
ス
がkurm

p

の
起
源

と
言
わ
れ
る
。
コ
ジ
ト
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ダ
ン
ス
は
暴
動
を

収
め
る
上
で
作
用
し
た
警
察
の
権
力
を
無
効
化
す
る
と
同
時
に
、

被
差
別
者
の
強
力
な
宣
言
と
し
て
も
機
能
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ

れ
は
怒
り
や
戦
い
を
代
替
す
る
象
徴
的
な
身
振
り
で
あ
っ
て
暴

力
行
為
で
は
な
い
た
め
、
警
察
も
逮
捕
な
ど
の
対
抗
措
置
を
取

る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
ダ
ン
ス
は
や
が
て
特
有

の
身
振
り
と
コ
ー
ド
を
発
展
さ
せkrum

p

と
い
う
呼
称
を
得
て
、

一
種
の
身
体
的
言
語
と
な
っ
た  

       3 4   

。

　

２
０
１
９
年
の
舞
台
版
で
取
り
入
れ
ら
れ
た
黒
人
の
間
か
ら

生
ま
れ
て
き
た
様
々
な
ス
タ
イ
ル
の
ス
ト
リ
ー
ト
発
の
ダ
ン
ス

も
ま
た
、
人
種
差
別
に
対
す
る
抵
抗
運
動
と
共
に
生
ま
れ
て
き
た

も
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ハ
ー
レ
ム
地
区
で
発
生
し
た

ヴ
ォ
ー
ギ
ン
グ
は
１
９
６
０
年
代
の
終
わ
り
か
ら
１
９
７
０
年

代
に
か
け
て
起
こ
っ
た
「
ス
ト
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
の
反
乱
」
と
軌

を
一
つ
に
す
る
。
こ
れ
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ゲ
イ
バ
ー
「
ス
ト
ー

ン
ウ
ォ
ー
ル
・
イ
ン
」
に
警
察
が
踏
み
込
み
捜
査
を
行
っ
た
際
に
、

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ 

、
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
社
会
的

周
縁
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
人
々
が
警
察
権
力
に
抵
抗
し
た
出

来
事
お
よ
び
、
そ
の
後
に
続
く
運
動
を
指
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同

じ
時
期
に
、
ヴ
ォ
ー
ギ
ン
グ
は
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
同
性

愛
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
中
心
に
興
隆
し
た
。

　

ヒ
ッ
プ
・
ホ
ッ
プ
は
１
９
８
０
年
前
後
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
サ

ウ
ス
・
ブ
ロ
ン
ク
ス
地
区
で
生
ま
れ
た
。
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
の
都

市
開
発
の
進
行
に
よ
っ
て
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
や
プ
エ
ル

ト
リ
コ
人
が
周
縁
地
域
の
サ
ウ
ス
・
ブ
ロ
ン
ク
ス
に
転
居
し
た

結
果
、
放
火
、
麻
薬
密
売
、
強
盗
、
ギ
ャ
ン
グ
の
抗
争
な
ど
が

日
々
起
こ
る
ア
メ
リ
カ
で
最
悪
の
治
安
と
言
わ
れ
る
エ
リ
ア
と

な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
無
法
地
帯
で
の
鬱
屈
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
争
い
や
暴
力
に
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、
ダ
ン
ス
や
ラ
ッ
プ
、

に
よ
る
社
会
的
歪
み
が
、『
優
雅
な
イ
ン
ド
の
国
々
』
初
演
か
ら

２
６
０
年
後
の
ア
メ
リ
カ
の
人
種
差
別
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
、

krum
p

と
い
う
ダ
ン
ス
の
ス
タ
イ
ル
を
生
み
出
し
た
と
も
言
え
る

か
ら
だ
。
ま
た
コ
ジ
ト
ー
ル
は
『
優
雅
な
イ
ン
ド
の
国
々
』
の
原

作
に
見
ら
れ
る
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
的
な
特
徴
か
ら
距
離
を
取
り
、

そ
れ
を
無
力
化
す
る
演
出
を
行
う
上
で
、
第
四
幕
「
野
蛮
人
た
ち
」

を
意
識
的
に
扱
っ
て
い
た
。
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グ
ラ
フ
ィ
テ
ィ
な
ど
の
表
現
に
転
化
し
た
こ
と
か
ら
ヒ
ッ
プ
・

ホ
ッ
プ
が
生
ま
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
ヒ
ッ
プ
・
ホ
ッ

プ
は
１
９
８
３
年
に
起
こ
っ
た
社
会
運
動
「
平
等
と
反
人
種
差

別
の
た
め
の
行
進
」
の
後
に
普
及
、発
展
し
て
き
た
と
言
わ
れ
る
。

１
９
９
０
年
代
に
は
先
に
見
た
よ
う
に
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
ロ
ド

ニ
ー
・
キ
ン
グ
事
件
を
機
にkrum

p

が
生
ま
れ
、
２
０
０
５
年

に
は
パ
リ
郊
外
の
ク
リ
シ
ー
＝
ス
＝
ボ
ワ
の
暴
動
と
同
時
期
に

フ
ラ
ン
ス
発
の
ス
ト
リ
ー
ト
・
ダ
ン
ス
と
し
て
知
ら
れ
る
エ
レ

ク
ト
ロ
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
暴
動
は
警
官
に
追
わ
れ
た
北
ア
フ

リ
カ
出
身
の
２
人
の
少
年
が
死
亡
し
た
事
件
を
き
っ
か
け
に
起

こ
っ
て
い
る
。

　

デ
ン
ベ
レ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
右
に
挙
げ
た
ス
ト
リ
ー
ト
・

ダ
ン
ス
は
、
お
よ
そ
10
年
周
期
で
人
種
差
別
に
対
す
る
抵
抗
運
動

と
関
連
し
な
が
ら
、
被
差
別
者
や
社
会
の
周
縁
に
お
か
れ
た
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
の
人
々
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
。
そ
の
ダ
ン
ス
は
抑

圧
や
暴
力
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
り
、
自
ら
の
存
在
を
表
明
す
る

た
め
の
政
治
的
身
振
り
で
も
あ
る
。
そ
の
被
差
別
者
の
身
体
は
、

公
共
空
間
か
ら
排
除
さ
れ
て
き
た
身
体
、
あ
る
い
は
公
共
空
間

に
お
い
て
不
可
視
に
さ
れ
て
き
た
身
体
と
規
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
ス
ト
リ
ー
ト
・
ダ
ン
ス
の
歴
史
は
、
排
除
さ
れ
、

見
え
な
い
も
の
と
さ
れ
た
身
体
が
自
ら
の
権
利
を
取
り
戻
す
た

め
に
公
共
空
間
に
お
い
て
身
体
を
最
大
限
に
顕
示
し
て
き
た
歴

史
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
う
な
れ
ば
「
公
共
空
間
の
ア
プ
ロ
プ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
解
放
」        35   

と
し
て
の
ダ
ン
ス
で
あ
る
。

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
も
一
つ
の
公
共
空
間
で

あ
る
。
し
か
し
、
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
特
定
の
社
会

階
級
や
社
会
構
造
を
色
濃
く
反
映
し
た
空
間
で
あ
り
、
白
人
を
中

心
に
運
営
さ
れ
て
き
た
空
間
で
あ
っ
た
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、

そ
の
外
部
に
排
除
さ
れ
た
不
可
視
の
身
体
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
舞
台
に
排
除
さ
れ
た
者
た
ち
の
身
体
が
躍
動
す
る

ダ
ン
ス
を
配
置
す
る
こ
と
は
、
コ
ジ
ト
ー
ル
が
企
図
し
た
よ
う
な

「
異
な
る
世
界
を
接
続
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
18
世
紀
と
21
世
紀

の
社
会
を
比
較
し
て
考
察
す
る
た
め
の
批
判
的
距
離
を
観
客
に

提
供
す
る
。
ひ
い
て
は
、
そ
れ
は
現
代
の
非
差
別
的
な
社
会
構
造

の
破
壊
と
再
構
築
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
へ
と
繋

が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
観
客
の
中
に
は
、
こ
の
新
た
な
演
出
の
施

さ
れ
た
「
平
和
の
パ
イ
プ
の
ダ
ン
ス
」
か
ら
14
年
前
の
２
０
０
５

年
の
ク
リ
シ
ー
＝
ス
＝
ボ
ワ
の
暴
動
を
思
い
起
こ
し
た
者
も
い

れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
狼
煙
が
上
が
っ
た
３
５
０
年
前
の
バ
ス

テ
ィ
ー
ユ
牢
獄
襲
撃
事
件
を
想
起
し
た
者
も
い
た 

       36   

。

　
『
優
雅
な
イ
ン
ド
の
国
々
』
を
古
典
的
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
し
て

台
本
に
忠
実
に
再
現
を
す
る
な
ら
ば
、
右
に
見
た
よ
う
な
現
在
と

過
去
の
暴
動
や
革
命
に
関
す
る
観
客
の
想
起
は
起
こ
ら
ず
、
単
に

18
世
紀
の
音
楽
や
ダ
ン
ス
、
宮
廷
文
化
の
名
残
を
回
顧
的
に
楽
し

む
こ
と
に
留
ま
っ
た
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
と
い

う
現
在
問
題
化
さ
れ
て
い
る
概
念
を
内
包
す
る
作
品
の
無
批
判
の

再
演
は
、
西
洋
対
非
西
洋
と
い
う
差
別
的
な
非
対
称
的
構
造
を
反

復
、
強
化
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
上
演
は
「
民
衆
の
た
め
の
オ
ペ
ラ
座
」
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
革

命
２
０
０
周
年
記
念
に
あ
た
る
１
９
８
９
年
に
開
場
し
た
オ
ペ

ラ
・
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
の
設
立
の
主
旨
に
も
反
す
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。「
野
蛮
人
た
ち
」
と
い
う
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
圏
の
人
々
に
対

す
る
明
ら
か
な
差
別
表
現
を
題
と
し
た
第
四
幕
を
擁
す
る
こ
の
作

　
五

　
結
論
：D

iv
ertissem

en
t

が
隠
し
て
き
た
も
の

品
を
こ
の
劇
場
で
上
演
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
歴
史
的
、
政
治
的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
見
て
危
う
い
選
択
だ
と
言
え
る
。
し
か
し
、

コ
ジ
ト
ー
ル
と
デ
ン
ベ
レ
は
『
レ
ポ
ー
ト
』
が
提
案
し
て
い
た
よ

う
な
「
批
判
的
距
離
」
を
も
っ
て
こ
の
作
品
に
向
き
合
う
と
い
う

決
断
を
し
た
。

　

し
か
し
、
先
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
ラ
モ
ー
に
よ
っ
て
後
で
追

加
さ
れ
た
第
四
幕
の
展
開
に
は
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
に
括
る
こ
と
の

で
き
な
い
要
素
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
「
野
蛮
人
」
か
ら
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
に
対
す
る
反
論
、
対
立
関
係
の
解
消
と
融
和
の
可
能
性

を
読
み
取
っ
た
か
ら
こ
そ
啓
蒙
主
義
や
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
暴
力

性
に
「
批
判
的
距
離
」
を
取
る
演
出
が
可
能
だ
と
判
断
し
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。

　

ビ
エ
と
ル
シ
ヨ
ン
は
『
優
雅
な
イ
ン
ド
の
国
々
』
に
描
か
れ
た

「
野
蛮
人
」
と
い
う
「
他
者
」
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
批
判
的
に
映
し

出
す
鏡
と
な
り
え
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

18
世
紀
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
目
を
通
し
て
、ト
ル
コ
人
、ペ
ル
ー

人
、
ペ
ル
シ
ア
人
、
ア
メ
リ
カ
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
を
見
て
き
た
。

好
奇
の
目
で
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
の
関
心
を
も
っ
て
、
そ
し
て
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『
優
雅
な
イ
ン
ド
の
国
々
』
が
１
７
３
５
年
の
初
演
時
に

D
ivertissem

ent

と
い
う
娯
楽
的
要
素
を
重
視
し
た
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
こ
の
言
葉
の
元
と
な

る
動
詞divertir

と
い
う
言
葉
に
は
「
遠
ざ
け
る
」、「
紛
ら
わ
せ
る
」
と

い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
沿
っ
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、

デ
ィ
ヴ
ェ
ル
テ
ィ
ス
マ
ン
た
る
こ
の
作
品
の
背
後
に
は
必
然
的
に
、
遠

ざ
け
ら
れ
、
隠
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。『
優
雅
な
イ

ン
ド
の
国
々
』
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
た
異
国
情
緒
や
冒
険
譚
、
男
女
の

ト
リ
ー
ト
の
ダ
ン
サ
ー
た
ち
に
対
し
て
、
固
定
し
た
形
や
動
作
を
伝
え

る
イ
メ
ー
ジ
の
あ
る
「
振
付
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
こ
と
に
躊
躇

し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
狭
義
の
「
振
付
」
を
行
う
と
い
う
よ
り
は
、

自
ら
の
社
会
的
、
政
治
的
立
ち
位
置
を
意
識
す
る
と
い
う
自
身
の
創
作

に
お
い
て
も
重
視
し
て
い
る
姿
勢
を
共
有
す
る
こ
と
に
注
力
し
、
動
き

方
に
関
し
て
は
個
々
の
ダ
ン
サ
ー
の
権
限
、
裁
量
に
大
部
分
を
任
せ
た

と
述
べ
て
い
る 
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。
舞
台
上
で
歴
史
的
、
政
治
的
背
景
を
背
負
っ
て
踊

る
身
体
は
明
ら
か
に
オ
ペ
ラ
や
バ
レ
エ
で
描
か
れ
て
き
た
被
植
民
者
の

典
型
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
破
壊
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
２
０
１
９
年

版
に
お
い
て
は
、「
平
和
の
パ
イ
プ
の
ダ
ン
ス
」
に
お
い
て
オ
ペ
ラ
歌

手
達
も
ダ
ン
サ
ー
達
と
と
も
に
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
身
体
を
揺
す
り
な

が
ら
歌
い
、
全
員
で
拳
を
突
き
上
げ
終
幕
を
迎
え
る
と
同
時
に
、
観
客

が
総
立
ち
で
喝
采
す
る
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
歌
手

と
ダ
ン
サ
ー
、
観
客
と
い
う
役
割
上
の
区
分
や
白
人
と
黒
人
と
い
う
人

種
の
区
分
、
劇
場
と
ス
ト
リ
ー
ト
と
い
う
空
間
的
区
分
を
超
え
た
融
和

的
な
共
同
体
が
出
現
し
て
い
る
様
子
を
感
じ
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
に
お
い
て
も
批
判
的
な
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
こ
の

感
動
の
背
後
に
も
や
は
り
隠
れ
て
い
る
も
の
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
オ
ペ
ラ
・
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
周
辺
に
い
る

ホ
ー
ム
レ
ス
の
人
々
が
、
１
０
０
ユ
ー
ロ
、
２
０
０
ユ
ー
ロ
の
公
演
チ

ケ
ッ
ト
を
買
っ
て
こ
の
演
目
を
見
に
劇
場
に
入
り
、
こ
の
共
同
体
に
参

加
す
る
こ
と
は
現
実
的
に
難
し
い
だ
ろ
う
。
デ
ン
ベ
レ
が
そ
の
キ
ャ
リ

ア
に
お
い
て
ス
ト
リ
ー
ト
か
ら
劇
場
に
活
動
の
場
を
移
し
た
時
に
観
客

は
皆
白
人
だ
っ
た
と
回
顧
し
て
い
た
よ
う
に
、
劇
場
と
い
う
文
化
的
領

域
そ
の
も
の
に
、
予
め
そ
こ
に
入
る
こ
と
が
数
え
ら
れ
て
い
な
い
人
々
、

す
な
わ
ち
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
構
成
的
外
部
」

が
存
在
し
て
い
る 
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。
そ
の
点
に
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
限
界
が
否
応

な
く
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
外
部
に
目
を
向
け
る
た
め
に
は
、
ま
た

別
の
社
会
関
与
型
芸
術
の
よ
う
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
立
て
ら
れ
る
必
要

が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
な
ら
ば
、
異

な
る
世
界
に
属
す
る
他
者
た
ち
が
３
年
間
か
け
て
出
会
い
、
関
わ
り
あ

い
、
混
じ
り
合
い
、
共
闘
し
、
協
業
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
数
世
紀
に

わ
た
っ
て
存
在
す
る
現
代
の
世
界
の
歪
な
構
造
を
隠
す
こ
と
な
く
露
呈

さ
せ
、
お
よ
そ
３
０
０
年
前
に
生
ま
れ
た
文
化
的
遺
産
で
あ
る
こ
の
演

目
の
形
と
意
味
、
見
え
方
を
一
変
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
歴
史
や
共
同
体
を
壊
し
な
が
ら

よ
り
適
切
な
形
を
与
え
て
現
代
化
す
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
顕
現
さ
せ
た
と

時
に
行
政
的
な
視
点
か
ら
、
し
か
し
ま
た
卓
越
的
で
支
配
的
か

つ
植
民
地
的
な
視
点
か
ら
見
て
き
た
。「
他
者
」
す
な
わ
ち
野

蛮
人
は
一
つ
の
鏡
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
向
け
ら
れ
た
他
者

か
ら
の
視
線
を
想
像
す
る
こ
と
は
白
人
の
支
配
的
な
世
界
に

つ
い
て
多
少
と
も
風
刺
的
な
批
評
を
可
能
に
す
る
。
フ
ュ
ズ
リ

エ
の
台
本
、
と
り
わ
け
ラ
モ
ー
の
楽
譜
の
中
に
み
ら
れ
る
エ
キ

ゾ
テ
ィ
ズ
ム
と
帝
国
主
義
、
あ
る
い
は
植
民
地
化
に
対
す
る
称

賛
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

－

旅
行
者
の
変
化
に
対
す
る
批
判
的
距

離
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
が
滑
り
込
む

の
は
こ
の
空
間
、
遊
び
の
中
で
あ
る 
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恋
愛
模
様
、
壮
麗
な
音
楽
が
も
た
ら
す
美
や
快
楽
の
背
後
に
隠
れ
て
い

た
も
の
を
コ
ジ
ト
ー
ル
と
デ
ン
ベ
レ
の
再
解
釈
は
露
わ
に
し
た
。
そ
れ

は
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
や
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
研
究
が

明
ら
か
に
し
、
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
の
『
レ
ポ
ー
ト
』
が
指
摘
し
て
き
た
、

現
在
な
お
生
き
て
い
る
人
種
差
別
の
歴
史
的
・
社
会
構
造
で
あ
る
。

　

こ
の
演
出
、
再
解
釈
に
対
し
て
、「
野
蛮
人
た
ち
」
と
名
付
け
ら
れ

た
幕
を
演
じ
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
ダ
ン
サ
ー
達
が
や
は
り
コ
ロ
ニ
ア
リ

ズ
ム
的
想
像
力
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
、
と
批
判
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
元
々
「
野
蛮
人

た
ち
」
の
音
楽
の
リ
ズ
ム
が
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
の
ア
メ
リ
カ
イ
ン
デ
ィ
ア

ン
の
ダ
ン
ス
に
影
響
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
そ
の

音
楽
的
起
源
や
性
質
を
非
西
洋
の
文
化
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
、『
優

雅
な
イ
ン
ド
の
国
々
』
は
当
初
か
ら
す
で
に
文
化
的
混
交
の
産
物
と
い

う
性
質
を
持
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
最
終
幕
に
関
し
て

は
、
２
０
１
７
年
版
お
よ
び
２
０
１
９
年
版
の
ド
キ
ュ
ン
メ
ン
タ
リ
ー

映
画
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が 
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、
こ
の
物
語
の
枠
組
み
や
演
出

家
、
振
付
家
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
存
在
の
御

し
難
さ
を
ダ
ン
サ
ー
達
の
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
ダ
ン
ス
か
ら
感
じ
る
こ

と
が
で
き
る
。
実
際
、
デ
ン
ベ
レ
は
即
興
的
に
動
くkrum

p

な
ど
の
ス



47

パリ・オペラ座と「多様性」

46

言
え
る
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
本
研
究
ノ
ー
ト
を
通
し
て
見
え
て
き
た
今
後
の
課
題
を
整

理
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
に
よ
る
『
レ
ポ
ー
ト
』

の
刊
行
や
「
多
様
性
」
を
意
識
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
編
成
に
影
響
を
与
え

た
と
考
え
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
文
化
的
多
様
性
を
先
行
し
て
擁
護
し
て

き
た
諸
政
策
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
調
査
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
作

業
を
通
し
て
、
よ
り
広
範
な
フ
ラ
ン
ス
の
文
化
政
策
の
文
脈
に
、
パ
リ
・

オ
ペ
ラ
座
の
昨
今
の
民
主
化
の
動
向
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
可
能
に
な

る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
の
今
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
全

体
を
俯
瞰
し
て
、「
多
様
性
」
の
実
現
、
表
象
が
ど
の
よ
う
に
実
現
さ

れ
て
い
る
か
を
検
証
す
る
視
点
も
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

N
diaye, Pap, C

onstance Rivière, R
apport sur la diversité à l`O

péra 

national de Paris, Janvier 2021, https ://res.cloudinary.com
/

opera -national -de -paris /im
age /upload /v 1612862089 /pdf /

q 8adm
qhaczygb1jm

2uls.pdf(

最
終
ア
ク
セ
ス
日

：

２
０
２
４
年
１
月
23
日)

ア
メ
リ
カ
で
始
ま
っ
た
黒
人
差
別
反
対
運
動
。「
黒
人
の
命
は
大
切
」「
黒
人
の

命
も
大
切
」
な
ど
と
訳
さ
れ
る
こ
の
表
現
は
、
２
０
１
３
年
に
ア
メ
リ
カ
・
フ

ロ
リ
ダ
州
で
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
高
校
生
が
自
警
団
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

12
家
は
フ
ラ
ン
ス
を
変
え
う
る
か
」（『
図
書
新
聞
』N

o. 3351, 

２
０
２
２
年
７

月
16
日
発
行
）、
在
米
フ
ラ
ン
ス
大
使
館
公
式
サ
イ
トh�ps ://frenchculture.

org /books -and -ideas /authors -on -tour /6766 -pap -ndiaye

（
最
終
ア
ク
セ

ス
日

：

２
０
２
３
年
８
月
17
日
）

こ
の
暴
動
に
関
し
て
、
当
時
の
多
く
の
ニ
ュ
ー
ス
動
画
がYouTube

な
ど
に

ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
暴
動
を
き
っ
か
け
と
し
て
撮
影
さ
れ
た
映

画
と
し
て
ラ
・
ジ
リ
監
督
『
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
』（
２
０
１
９
）
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
同
作
は
同
年
の
カ
ン
ヌ
映
画
祭
で
審
査
員
賞
を
受
賞
し
た
。

オ
ル
セ
ー
美
術
館
で
２
０
１
９
年
３
月
26
日
か
ら
７
月
21
日
ま
で
開
催
さ
れ
た

「Le m
odèle noir : de G

éricault à M
atisse

」。
同
展
覧
会
の
プ
レ
ス
用
資
料
に

よ
れ
ば
、
こ
の
展
覧
会
は
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
20
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、「
有

色
人
種
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
」

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
パ
ッ
プ
・
ン
デ
ィ
ア
イ
は
同
展
覧
会
の
関
連
イ
ベ

ン
ト
に
関
わ
っ
た
ほ
か
、展
覧
会
図
録
の
編
集
委
員
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
。

『
レ
ポ
ー
ト
』
執
筆
後
の
ン
デ
ィ
ア
イ
の
経
歴
に
つ
い
て
も
こ
こ
で
触
れ
て

お
く
。
２
０
２
１
年
に
は
、
国
立
移
民
史
博
物
館
の
館
長
、
２
０
２
２
年
に

は
フ
ラ
ン
ス
初
の
黒
人
大
臣
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
国
民
教
育
省
・
若
者
省
大
臣

（
在
職
期
間

：

２
０
２
２
年
５
月
か
ら
２
０
２
３
年
７
月
）
に
任
命
さ
れ
た
。

２
０
２
３
年
か
ら
は
欧
州
評
議
会
の
フ
ラ
ン
ス
大
使
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。

O
p.cit., p.6

《Les signataires d` un m
anifeste réclam

ent l` abolition du <Blackface> 

à l` O
péra de Paris

》, h�ps ://www.le�garo.fr /m
usique /les -signataires -

d -un -m
anifeste -reclam

ent -l -abolition -du -blackface -a -l -opera -de -

paris -20201004

（
最
終
ア
ク
セ
ス
日

：

２
０
２
４
年
１
月
23
日
）

N
diaye, Pap, O

p.cti., p.9

エ
ド
ワ
ー
ド
・
W
・
サ
イ
ー
ド
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』、
平
凡
社
、

１
９
９
３
年

エ
ド
ワ
ー
ド
・
W
・
サ
イ
ー
ド
『
文
化
と
帝
国
主
義 

１
』、
み
す
ず
書
房
、

１
９
９
９
年
（
初
版
１
９
９
８
年
）

２
０
２
３
年
オ
ニ
ー
ル
・
八
菜
は
ダ
ン
サ
ー
の
最
高
位
で
あ
る
エ
ト
ワ
ー
ル

に
昇
格
し
、
外
国
人
ダ
ン
サ
ー
の
「
快
挙
」
と
し
て
報
じ
ら
れ
た
。
東
京
新

聞
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
対
し
て
「
外
国
人
で
あ
る
こ
と
で
嫌
な
思
い
を
し

た
こ
と
は
少
な
い
が
、
任
命
さ
れ
た
こ
と
が
多
様
性
を
象
徴
し
て
い
る
の

で
あ
れ
ば
、
当
事
者
と
し
て
は
う
れ
し
い
こ
と
」
と
回
答
し
て
い
る
。『
東

京
新
聞
』
２
０
２
３
年
４
月
10
日
の
記
事h�ps ://www.tokyo -np.co.jp /

article /243212

（
最
終
ア
ク
セ
ス
日

：

２
０
２
３
年
９
月
28
日
）
を
参
照
。

N
diaye, Pap, C

onstance Rivière, O
p.cit., p.12

Ibid., p.12

O
péra national de Paris(ed.), Les Indes galantes : O

péra national de Paris 

2003 -2004, 2003, p.19

Ibid., p.23 

本
書
は
２
０
０
３
年
に
ガ
ル
ニ
エ
宮
で
上
演
さ
れ
た
ア
ン
ド
レ

イ
・
セ
ル
バ
ン
演
出
、
ブ
ラ
ン
カ
・
リ
振
付
の
『
優
雅
な
イ
ン
ド
の
国
々
』

（
２
０
０
３
）
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
あ
る
が
、
複
数
の
論
考
等
と
共
に
あ
ら

す
じ
や
１
７
４
３
年
に
出
版
さ
れ
た
台
本
が
転
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
日

本
語
の
あ
ら
す
じ
は
永
竹
由
幸
『
オ
ペ
ラ
名
曲
百
科 

上
』(

音
楽
之
友
社
、

１
９
８
０
年
、
３
７
０

－

３
７
１
頁)

で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ibid., p.32

こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
は
、『
百
科
全
書
』
の
記
述
を
引
き
な
が
ら
、

か
つ
て「
昔
の
人
々
」が
名
付
け
た「
イ
ン
ド
」は「
オ
リ
エ
ン
タ
ル
の
イ
ン
ド
」

「
オ
ク
シ
デ
ン
タ
ル
の
イ
ン
ド
」
と
分
け
ら
れ
て
お
り
、
前
者
は
ア
ジ
ア
を
含

む
広
範
囲
が
含
ま
れ
、
後
者
に
は
ア
メ
リ
カ
ま
で
も
が
含
ま
れ
て
い
て
、
も

撃
た
れ
て
死
亡
し
た
事
件
で
、
容
疑
者
が
無
罪
と
な
っ
た
こ
と
を
機
に
使
用
さ

れ
始
め
た
。
こ
の
運
動
が
世
界
的
に
認
知
さ
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、

２
０
２
０
年
５
月
に
ミ
ネ
ソ
タ
州
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
で
黒
人
男
性
の
ジ
ョ
ー
ジ
・

フ
ロ
イ
ドG

eorge Floyd

（
１
９
７
３
―
２
０
２
０
）
が
警
察
官
に
殺
害
さ
れ

た
事
件
で
あ
る
。

荒
木
和
華
子
、福
本
圭
介
（
編
著
）、『
帝
国
の
ヴ
ェ
ー
ル

：

人
種
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・

ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
解
く
世
界
』、
明
石
書
店
、
２
０
２
３
年
（
初

版
２
０
２
１
年
）、
２
頁
。

C
appelle, Laura(dir.), N

ouvelle histoire de la danse en O
ccident : de la 

préhistoire à nos jours, Seuil, 2020, p.297

N
diaye, Pap, C

onstance R
ivière, R

apport sur la diversité à l`opéra 

national de Paris, Janvier 2021, p.4

２
０
２
０
年
９
月
22
日
付
で
総
裁
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ネ
ー
フ
名
で
発
出
さ

れ
た
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
に
お
け
る
任
命
書
（le�re de m

ission

）
を
参
照
。
こ

の
任
命
書
の
冒
頭
に
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
ラ
イ
ブ
ズ
・
マ
タ
ー
運
動
と
パ
リ
・

オ
ペ
ラ
座
の
従
業
者
た
ち
が
「
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
に
お
け
る
人
種
問
題
に
つ

い
て
」
と
い
う
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
署
名
入
り
で
公
開
し
た
こ
と
で
、
人
種
差

別
問
題
に
取
り
組
む
必
要
性
を
認
識
し
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

ン
デ
ィ
ア
イ
の
著
作
で
日
本
語
に
訳
さ
れ
て
い
る
も
の
に
は
『
ア
メ
リ
カ

黒
人
の
歴
史
』（N

dyaye, Pap, La condition noire : Essai sur une m
inorité 

française, C
alm

ann -Lévy, 2008

）
が
あ
る
。
パ
ッ
プ
・
ン
デ
ィ
ア
イ
の
妹
で

あ
る
マ
リ
ー
・
ン
デ
ィ
ア
イ
は
『
３
人
の
逞
し
い
女
』
に
よ
り
ゴ
ン
ク
ー
ル
賞

を
受
賞
し
た
作
家
で
、同
作
を
含
む
複
数
の
作
品
が
日
本
語
に
訳
さ
れ
て
い
る
。

ン
デ
ィ
ア
イ
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、以
下
の
文
献
を
参
照
し
た
。
福
島
亮「
パ
ッ

プ
・
ン
デ
ィ
ア
イ
、
歴
史
家
に
し
て
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
―
静
か
な
る
革
命

　
　
｜
注
釈
｜

345678

91011121314

1516171819202122
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能
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
謡
曲
は
中
世
の
古
典
文
法
に
則
っ
て

書
か
れ
、
節
と
拍
と
い
う
音
楽
規
則
に
即
し
て
発
声
さ
れ
る
。

言
語
面
の
違
い
に
加
え
て
、
戦
乱
が
相
次
ぐ
中
で
仏
教
に
よ
る

救
済
を
求
め
つ
つ
、
文
化
の
絢
爛
期
た
る
平
安
朝
に
対
し
て
室

町
時
代
の
人
間
が
抱
く
憧
憬
の
念
も
２１
世
紀
社
会
に
生
き
る
現

代
の
観
客
達
が
実
感
と
し
て
理
解
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
だ

か
ら
こ
そ
古
典
芸
能
で
あ
る
能
を
現
代
化
し
よ
う
と
す
る
試
み

が
数
多
く
な
さ
れ
て
き
た
。
主
題
を
現
代
化
し
よ
う
と
す
る
試

み
と
し
て
は
ま
ず
「
新
作
能
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
海
外
の
戯
曲

作
品
（
イ
プ
セ
ン
・
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
な
ど
）
や
、
公
害
・
環

境
問
題
に
取
材
し
た
も
の
が
多
く
、
作
品
の
時
代
設
定
や
登
場

人
物
こ
そ
新
し
い
も
の
の
基
本
的
に
は
古
典
能
の
規
範
に
則
っ

謡
曲
の
現
代
語
翻
訳
と
そ
の
上
演
意
義
に
つ
い
て

―
岡
田
利
規
訳
「
卒
都
婆
小
町
」
を
例
に
―

奥
田
知
叡

序
章

　
本
研
究
の
目
的

た
上
演
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
の
文
法
や
文
体
と
い
っ
た
言
語
面
、

演
技
や
演
出
と
い
っ
た
表
現
面
で
の
現
代
化
を
第
一
に
目
指
し

た
も
の
で
は
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
謡
曲
を
現
代
日
本
語
に
翻
訳
す
る
試
み
に
つ
い

て
考
察
し
、
翻
訳
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
現
代
演
劇
の
技
法
を
用

い
て
上
演
を
試
み
た
実
践
例
と
し
て
、
座
・
高
円
寺
に
設
立
さ

れ
た
養
成
所
「
劇
場
創
造
ア
カ
デ
ミ
ー
」
に
お
け
る
２
０
１
９

年
度
後
期
成
果
発
表
会
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
後
期
成
果
発
表

会
で
本
稿
執
筆
者
は
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ク
と
し
て
岡
田
利
規
訳
「
卒

都
婆
小
町
」
の
上
演
に
取
り
組
ん
だ
。

　

能
の
現
代
化
の
試
み
と
し
て
は
先
述
の
新
作
能
だ
け
で
は
な

く
、
謡
曲
を
戯
曲
の
形
式
に
翻
案
す
る
試
み
も
三
島
由
紀
夫
の

は
や
修
正
で
き
な
い
ほ
ど
常
用
さ
れ
て
る
が
「
現
代
人
」
に
と
っ
て
は
あ
ま

り
許
容
で
き
な
い
用
法
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

3e Scène - O
péra national de Paris - Les Film

s Pélléas, Les indes galantes, 

2017, vidéo, H
D

 16 :9, couleur, 5m
in 26s, https ://w

w
w.youtube.com

/

watch?v= 9h9H
P -VO

Jv4

（
最
終
ア
ク
セ
ス
日

：

２
０
２
３
年
９
月
21
日
）。

現
在
「3e Scène
」
の
サ
イ
ト
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
公
開
さ
れ
て
い

た
動
画
は
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
公
式
のYouTube

チ
ャ
ン
ネ
ル
で
見
る
こ
と
が
で

き
る
。「3e Scène

」
は
、
オ
ペ
ラ
座
の
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
介
し
た
普
及
と
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ア
ー
ト
の
対
話
を
進
め
る
意
図
も
持
っ

た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
２
０
１
５
年
に
開
始
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。

Biet, C
hristian, M

arine R
oussillon, “

R
am

eau au pied de la terre, 

Bastille à contre -pied les indes galantes, opéra de paris, septem
bre -

octobre 2019”
, T

héâtre publique, janvier -m
ars 2020 no.235., 

2020,p.136

Bézia, Philippe(dir.), Les indes galantes, Pyram
ide Vidéo, 2021.

h�ps ://www.youtube.com
/watch?v=bP 4lfN

IeAsE

。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の

中
で
デ
ン
ベ
レ
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
私
は
ダ
ン
サ
ー
た
ち
が
、
彼

ら
の
ダ
ン
ス
、
彼
ら
の
物
語
を
通
し
て
、
自
ら
に
権
利
を
当
た
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
試
み
ま
し
た
。
最
終
的
に
、
こ
こ
で
使
用
さ
れ
た
音
楽
は
我
々

に
語
り
か
け
、
我
々
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
、

よ
く
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
を
『
襲
撃
』
し
た
の
で
す
。」  

“
La chorégraphe qui décolonise la danse”

, h�ps ://www.youtube.com
/

watch?v=bP 4lfN
IeAsE

（
最
終
ア
ク
セ
ス
日

：

２
０
２
３
年
９
月
28
日
）。

こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「m

arronage

」
と
い
う
語
は

「
黒
人
奴
隷
の
脱
走
」
を
意
味
す
る
。

Blanchard, Pascal, Z
oo hum

ain, https ://w
w

w.youtube.com
/

watch?v=ku 16gTH
I1c4(

最
終
ア
ク
セ
ス
日

：

２
０
２
３
年
９
月
28
日)

Biet, C
hristian, Sim

on H
atab et M

arine Roussillon, “Extension du dom
aine 

de la danse entretien avec Bintou D
em

bélé ”
, Théâtre publique, juillet -

septem
bre 2020 no.236, Association théâtre public / Éditions théâtrales, 2020.  

Ibid.

“
 Entretien avec C

lém
ent C

ogitore”
, https ://w

w
w.youtube.com

/

watch?v=U
M

v 4EyS08_g(

最
終
ア
ク
セ
ス
日

：

２
０
２
３
年
９
月
29
日)

Ibid.

小
田
博
志
「
平
和
の
人
類
学
を
実
践
す
る
」『
民
博
通
信
』N

o.130

、
国
立
民

族
学
博
物
館
、
２
０
１
０
年
、
26
頁
。

“
 Entretien avec C

lém
ent C

ogitore”
, https ://w

w
w.youtube.com

/

watch?v=U
M

v 4EyS08_g(

最
終
ア
ク
セ
ス
日

：

２
０
２
３
年
９
月
29
日)

Biet, C
hristian, M

arine Roussillon, “
Ram

eau au pied de la terre, Bastille 

à contre -pied Les Indes galantes, O
péra de paris, septem

bre -octobre 

2019”
, �

éâtre publique, janvier -m
ars 2020 no.235., 2020, p.137

Biet, C
hristian, Sim

on H
atab et M

arine Roussillon, “
Extension du 

dom
aine de la danse : entretien avec Bintou D

em
bélé”

, T
héâtre 

publique, juillet -septem
bre 2020 no.236, Association théâtre public / 

Éditions théâtrales, 2020.

Biet, C
hristian, M

arine Roussillon, ibid., p.137

Bézia, Philippe(dir.), Les Indes galantes, Pyram
ide Vidéo, 2021.

Biet, C
hristian, Sim

on H
atab et M

arine Roussillon, ibid.
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
、
佐
藤
嘉
幸
、
清
水
知
子
訳
『
ア
セ
ン
ブ
リ
―
行

為
遂
行
性
・
複
数
性
・
政
治
―
』、
青
土
社
、
２
０
１
８
年
。

2324252627

28293031323334353637383940

研
究
ノ
ー
ト
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『
近
代
能
楽
集
』
以
降—

野
村
萬
斎
が
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
た
「
現

代
能
楽
集
」
シ
リ
ー
ズ
等—

様
々
な
劇
作
家
に
よ
っ
て
実
践
さ

れ
て
い
る
が
、
翻
案
作
品
の
多
く
は
題
材
を
能
に
取
材
し
た
も
の

で
舞
台
上
で
の
能
の
技
法
（
能
楽
師
の
発
声
や
身
体
性
、
能
楽
堂

と
い
う
空
間
性
）
を
活
か
し
た
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
能
の

現
代
語
訳
上
演
の
試
み
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
で
、
新
作
能
の
上

演
や
能
の
翻
案
上
演
と
は
異
な
る
新
た
な
現
代
化
の
手
法—

現

代
語
に
翻
訳
さ
れ
た
能
の
上
演—
の
可
能
性
と
意
義
、
ま
た
上

演
に
際
し
て
生
じ
う
る
諸
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

　
　
　

第
一
節　

木
下
順
二
訳
「
藤
戸
」

　

謡
曲
の
現
代
語
訳
は
主
に
能
の
研
究
者
を
中
心
に
行
わ
れ
て

き
た
が
、
舞
台
作
品
と
し
て
上
演
す
る
た
め
に
翻
訳
を
行
う
こ

と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
劇
作
家
で
能
に
も
造
詣
の
深
い
木

下
順
二
は
東
西
の
古
典
翻
訳
を
試
み
た
『
古
典
を
訳
す
』
に
お

い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

第
一
章

　
劇
作
家
に
よ
る
謡
曲
の
現
代
語
翻
訳
の
実
例

　

木
下
の
言
う
と
お
り
、
能
の
様
式
を
保
っ
た
ま
ま
古
典
文
法
以

外
の
文
体
で
能
を
上
演
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
例
え

ば
、
２
０
１
４
年
に
上
演
さ
れ
た
新
作
能
「
始
皇
帝
」（
那
珂
太

郎
の
長
編
詩
「
皇
帝
」
を
も
と
に
執
筆
さ
れ
た
）
は
中
世
古
文

で
は
な
く
漢
文
の
訓
読
体
で
書
か
れ
て
お
り
、
演
出
を
担
当
し

た
岡
本
章
は
「
こ
の
漢
語
を
主
体
に
し
た
簡
潔
で
力
強
い
文
体
、

リ
ズ
ム
は
、
能
の
演
技
や
発
声
と
深
く
響
き
あ
っ
て
効
果
的
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
           2  

」
と
報
告
し
て
い
る
が
、
能
楽
の
研
究
者
で
あ

る
小
田
幸
子
は
「
形
而
上
学
的
で
漢
語
の
多
い
文
体
を
謡
に
す

る
難
し
さ
を
感
じ
る
           3 

」
と
指
摘
し
て
い
る
。
能
の
謡
は
―
厳
密

に
は
異
な
る
が
―
西
洋
音
楽
の
メ
ロ
デ
ィ
に
相
当
す
る
節
と
リ

謡
曲
を
現
代
語
に
訳
す
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
無
理

な
こ
と
で
あ
る
う
え
に
、
無
意
味
な
こ
と
で
あ
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
あ
の
わ
か
り
に
く
い
詞
を
独
特
の
声
と

曲
節
で
表
現
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
謡
曲
は
成
り

立
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
舞
台
と
謡
本
と
の
関
係
は
、

演
劇
、
こ
と
に
現
代
劇
の
場
合
の
舞
台
と
脚
本
の
関
係

よ
り
ず
っ
と
不
可
分
で
あ
る
           1   

。

ズ
ム
に
相
当
す
る
拍
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
節
と
拍
に
関

す
る
様
々
な
規
則
は
七
五
調
を
基
軸
に
し
て
お
り
、
漢
文
の
文

体
を
謡
に
す
る
こ
と
は
謡
の
基
軸
を
揺
る
が
す
こ
と
に
他
な
ら

な
い
。
も
ち
ろ
ん
謡
曲
は
和
漢
混
淆
体
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い

る
た
め
部
分
的
に
は
「
響
き
合
っ
て
効
果
的
」
に
感
じ
取
ら
れ

る
部
分
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
が
、
謡
全
体
を
通
し
て

聞
い
た
場
合
は
違
和
感
が
感
じ
取
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
能
の
様
式
を
保
っ
た
ま
ま
大
和
言
葉
の
文
体

以
外
で
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
上
演
す
る
こ
と
に
は
多
く
の
困

難
が
伴
う
が
、
逆
に
言
え
ば
能
の
様
式
を
保
た
な
け
れ
ば
現
代

語
に
訳
さ
れ
た
能
の
テ
ク
ス
ト
を
上
演
す
る
こ
と
は
理
論
上
可

能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
木
下
は
続
け
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　

　

問
題
①
に
関
し
て
は
木
下
が
続
け
て
「
文
字
で
読
む
謡
曲
の

本
文
が
す
ぐ
れ
た
文
学
だ
と
い
う
こ
と
は
疑
え
な
い
」
と
述
べ

る
よ
う
に
、
謡
曲
を
文
学
作
品
と
し
て
理
解
す
る
観
点
に
立
て

ば
現
代
語
翻
訳
の
意
義
は
十
分
に
あ
る
。
一
方
で
上
演
に
関
し

て
は
問
題
②
が
関
わ
っ
て
く
る
が
、
木
下
は
「
訳
文
の
朗
誦
方

法
と
し
て
〈
山
本
安
英
の
会
〉
が
数
年
来
試
み
て
い
る
〝
群
読
〞

の
方
法
は
使
え
な
い
か
。
と
い
う
の
を
一
応
の
答
え
と
し
て
お

い
て
、
と
も
か
く
も
訳
し
て
み
た
」
と
述
べ
謡
曲
「
藤
戸
」
の

試
訳
を
紹
介
し
て
い
る
。

　

木
下
訳
「
藤
戸
」
で
は
人
物
や
場
所
の
設
定
、
シ
テ
方
や
ワ

キ
方
と
い
っ
た
区
分
に
変
化
は
な
い
が
、
唯
一
、
地
謡
の
役
種

を
削
除
し
て
い
る
。
現
在
の
能
で
は
原
則
８
人
の
シ
テ
方
が
地

謡
座
に
着
席
し
地
謡
に
割
り
当
て
ら
れ
た
場
面
を
謡
う
が
、
木

下
訳
「
藤
戸
」
で
は
本
来
地
謡
が
謡
う
部
分
と
強
調
の
た
め
に

セ
リ
フ
が
繰
り
返
さ
れ
る
箇
所
が
「
群
読
」
と
表
記
さ
れ
、
舞

す
る
と
、
①
後
者
（
演
劇

：

引
用
者
註
）
で
は
戯
曲
だ

け
を
読
ん
で
鑑
賞
す
る
と
い
う
こ
と
を
独
立
さ
せ
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
前
者
（
能

：

引
用
者
註
）
で

は
そ
の
独
立
度
が
は
な
は
だ
薄
い
の
だ
か
ら
、
本
文
だ

け
を
訳
す
の
は
無
意
味
で
あ
る
。
②
本
文
を
わ
か
り
い

い
現
代
語
に
訳
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
も
と
の
曲
節
で

歌
う
と
い
う
わ
け
に
は
行
か
な
い
だ
ろ
う
か
ら
訳
す
意

味
は
な
い
。
な
ど
と
い
う
問
題
が
（
ほ
か
に
も
あ
る
が
）

出
て
く
る
           4 

。
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台
に
登
場
す
る
前
シ
テ
・
ワ
キ
方
ら
が
発
声
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
例
え
ば
謡
曲
「
藤
戸
」
の
冒
頭
は
ワ
キ
と
ワ
キ
ツ
レ

が
次
第
で
登
場
し
「
春
の
港
の
行
末
や
、
春
の
港
の
行
末
や
、

藤
戸
の
渡
り
な
る
ら
ん
           5 

」
と
謡
っ
た
あ
と
続
け
て
名
ノ
リ
「
こ

れ
は
佐
々
木
の
三
郎
盛
綱
に
て
候
…
」
に
入
る
が
、
木
下
訳
「
藤

戸
」
で
は
以
下
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
（
能
の
原
曲
を
続
け

て
示
す
）。

　
（
木
下
訳
）

　

原
曲
と
訳
文
を
比
べ
て
み
る
と
木
下
訳
で
は
「
朗
誦
」
と
書

か
れ
た
部
分
は
古
文
の
文
体
に
、「
せ
り
ふ
」
と
書
か
れ
た
箇
所

は
現
代
日
本
語
の
文
体
に
従
っ
て
訳
さ
れ
て
い
る
。
動
作
の
対

象
や
名
詞
な
ど
を
適
宜
補
う
こ
と
で
分
か
り
や
す
さ
を
担
保
し

て
い
る
が
、
文
体
の
変
化
は
大
き
く
は
な
い
。
発
声
面
の
変
化

に
関
し
て
い
え
ば
能
で
は
多
く
の
セ
リ
フ
が
節
を
伴
っ
て
表
記

さ
れ
、
節
を
伴
わ
な
い
詞
の
箇
所
で
あ
っ
て
も
音
の
高
低
変
化

　
（
原
曲
）

盛
綱
と
従
者
た
ち

（
朗
誦
）
暮
れ
て
い
く
春
の
行
方
は
知
ら
ね
ど
も
、
過
ぎ
行

く
春
の
藤
の
花
、
そ
の
名
に
ち
な
む
こ
こ
は
藤
戸
の
浦
の

あ
た
り
。

群
読

（
朗
誦
）
過
ぎ
行
く
春
の
藤
の
花
、
そ
の
名
に
ち
な
む
こ
こ

は
藤
戸
の
浦
の
あ
た
り
。

盛
綱

（
観
客
に
向
か
っ
て
、
せ
り
ふ
）
こ
れ
は
佐
々
木
の
三
郎
盛

綱
で
あ
る
。
さ
て
も
こ
の
た
び
、
藤
戸
の
浦
の
先
陣
切
っ

た
る
そ
の
ご
恩
賞
に
、
源
頼
朝
公
よ
り
備
前
の
児
島
を
賜
っ

た
り
。
今
日
は
吉
日
で
あ
る
ほ
ど
に
、
こ
の
児
島
へ
た
だ

い
ま
初
め
て
検
分
に
ま
い
っ
た
           6 

。

ワ
キ

春
の
港
の
行
末
や
、
春
の
港
の
行
末
や
、
藤
戸
の
渡
り
な

る
ら
ん
。

ワ
キ
・
ワ
キ
連

こ
れ
は
佐
々
木
の
三
郎
盛
綱
に
て
候
、
さ
て
も
今
度
藤
戸
の

先
陣
仕
り
し
そ
の
ご
恩
賞
に
、
備
前
の
児
島
を
賜
は
つ
て

候
、
今
日
吉
日
に
て
候
ふ
ほ
ど
に
、
只
今
入
部
仕
り
候
           7 

。

は
必
ず
生
じ
る
の
だ
が
、
木
下
訳
「
藤
戸
」
で
は
謡
に
当
た
る

箇
所
は
「
朗
誦
」、
詞
に
当
た
る
箇
所
は
「
セ
リ
フ
」
と
表
記
さ

れ
て
お
り
、「
も
と
の
曲
節
で
歌
う
」
可
能
性
は
最
初
か
ら
放
棄

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

　

木
下
が
編
み
出
し
た
群
読
は
舞
台
上
の
登
場
人
物
が
共
に
台

詞
を
朗
誦
す
る
も
の
で
、
合
唱
に
近
い
現
在
の
能
の
地
謡
と
は

目
的
が
異
な
る
。「
群
読
」
の
手
法
は
戯
曲
「
子
午
線
の
祀
り
」

に
お
い
て
使
用
さ
れ
現
代
演
劇
の
分
野
に
お
い
て
大
き
な
成
果

を
得
た
が
、
同
じ
手
法
が
よ
り
音
楽
的
変
化
の
多
い
能
の
謡
曲

を
対
象
に
し
て
も
成
立
す
る
か
ど
う
か
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

２
０
２
４
年
現
在
、
木
下
順
二
の
翻
訳
し
た
能
作
品
を
上
演
す

る
試
み
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
文
体
が
謡
曲
の
そ
れ
か
ら
大

き
く
離
れ
て
い
な
い
だ
け
に
音
の
高
低
変
化
を
第
一
目
標
と
は

し
な
い
朗
誦
と
い
う
手
法
で
発
声
す
る
こ
と
は
寧
ろ
違
和
感
を

呼
び
か
ね
ず
、
効
果
的
と
は
い
え
な
い
可
能
性
が
あ
る
。

　

次
章
で
は
独
自
の
文
体
を
編
み
出
し
た
劇
作
家
・
別
役
実
の

翻
訳
し
た
「
俊
寛
」
を
例
に
、
文
体
を
通
常
の
訳
文
か
ら
大
き

く
変
化
さ
せ
て
翻
訳
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
る
。

　
　
　

第
二
節　

別
役
実
訳
「
俊
寛
」

　

講
談
社
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る
『
21
世
紀
版　

少
年
少
女
古

典
文
学
館
』
は
古
典
を
青
少
年
に
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
を
目

的
と
し
て
お
り
、
様
々
な
古
典
文
学
作
品
を
研
究
者
で
は
な
く

現
代
作
家
達
が
現
代
語
へ
と
翻
訳
し
て
い
る
。
２
０
１
０
年
に

発
行
さ
れ
た
第
１５
巻
は
能
と
狂
言
を
扱
っ
て
お
り
能
の
翻
訳
は

劇
作
家
・
別
役
実
が
、
狂
言
は
詩
人
・
谷
川
俊
太
郎
が
担
当
し

て
い
る
。
本
文
コ
ラ
ム
は
能
や
狂
言
の
研
究
者
（
小
林
保
治
、

小
林
責
、
西
野
春
雄
、
藤
原
た
ま
き
）
が
担
当
し
、
本
文
理
解

の
た
め
に
図
説
や
脚
注
等
が
豊
富
に
用
意
さ
れ
て
い
る
。「
物
語

と
し
て
の
味
わ
い
を
失
わ
な
い
よ
う
、
ま
た
、
わ
か
り
や
す
さ

を
増
す
よ
う
、
筆
者
の
自
由
な
解
釈
を
付
け
加
え
た
現
代
文
と

し
た
           8 

」
と
い
う
前
書
き
の
通
り
、
能
の
翻
訳
は
別
役
実
の
戯
曲

に
見
ら
れ
る
表
現
技
法
が
多
用
さ
れ
翻
訳
者
の
思
い
描
く
世
界

観
が
作
ら
れ
て
い
る
。

　

木
下
が
現
代
日
本
語
に
翻
訳
し
た
謡
曲
は
「
藤
戸
」
の
１
曲

だ
け
だ
が
、
別
役
は
「
忠
度
」、「
杜
若
」、「
羽
衣
」、「
安
宅
」、

「
俊
寛
」、「
隅
田
川
」、「
自
然
居
士
」、「
土
蜘
蛛
」、「
鞍
馬
天
狗
」

の
計
９
曲
を
翻
訳
し
て
い
る
。
た
だ
し
戯
曲
の
構
造
で
翻
訳
し
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て
い
る
の
は
「
俊
寛
」
と
「
土
蜘
蛛
」、「
羽
衣
」
と
「
隅
田
川
」

の
４
曲
だ
け
で
あ
り
、「
忠
度
」
と
「
自
然
居
士
」
は
ワ
キ
を
主

人
公
と
し
た
一
人
称
の
小
説
形
式
で
、「
安
宅
」
と
「
杜
若
」
と

「
鞍
馬
天
狗
」
は
三
人
称
の
小
説
形
式
で
翻
訳
し
て
い
る
。

　

戯
曲
の
構
造
で
書
か
れ
た
４
曲
の
う
ち
「
隅
田
川
」
と
「
羽
衣
」

は
歌
唱
部
分
を
明
確
に
指
定
し
た
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
台
本
形
式

で
、「
俊
寛
」
と
「
土
蜘
蛛
」
は
歌
唱
部
分
を
特
に
指
定
し
な
い

戯
曲
形
式
で
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

　

例
え
ば
「
羽
衣
」
の
場
合
、
登
場
人
物
は
白
竜
の
ほ
か
に
漁

師
が
４
人
、
天
女
が
シ
テ
以
外
に
４
人
用
意
さ
れ
、
詳
細
な
ト

書
き
と
地
謡
代
わ
り
の
コ
ー
ラ
ス
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
コ
ー

ラ
ス
が
地
謡
と
異
な
る
の
は
物
語
の
中
で
登
場
人
物
や
物
語
の

進
行
に
関
与
す
る
点
に
あ
る
。
銅
鑼
を
鳴
ら
し
た
り
目
覚
ま
し

時
計
を
鳴
ら
す
な
ど
能
の
設
定
を
飛
び
越
え
た
翻
訳
者
の
工
夫

が
施
さ
れ
て
い
る
。

　
「
俊
寛
」
と
「
土
蜘
蛛
」
は
歌
唱
部
分
が
指
定
さ
れ
て
お
ら
ず

会
話
を
中
心
に
物
語
が
進
行
す
る
。
演
劇
と
い
う
舞
台
芸
術
に

即
し
た
形
で
翻
訳
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
い
て
木
下

訳
「
藤
戸
」
の
よ
う
な
違
和
感
が
発
生
し
な
い
の
は
、
別
役
訳

で
は
換
骨
奪
胎
と
言
え
る
ほ
ど
古
文
の
文
体
が
完
全
に
取
り
払

わ
れ
、
代
わ
り
に
別
役
戯
曲
に
顕
著
な
―
不
条
理
演
劇
の
影
響

を
受
け
な
が
ら
も
小
市
民
の
日
常
を
淡
々
と
描
こ
う
と
す
る
―

独
自
の
文
体
が
使
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
戯
曲
形
式
で

翻
訳
さ
れ
た
作
品
は
２
つ
あ
る
が
、
本
稿
で
は
「
俊
寛
」
を
取

り
上
げ
る
。
別
役
訳
「
俊
寛
」
は
上
演
に
も
か
け
ら
れ
て
お
り
、

１
９
９
３
年
８
月
31
日
に
狂
言
方
能
楽
師
の
野
村
万
作
が
『
伝

統
の
現
在
Ⅲ
・
別
役
実
の
「
俊
寛
」』
と
題
し
国
立
能
楽
堂
で
上

演
し
て
い
る
。
出
演
者
は
万
作
の
他
、
野
村
武
司
（
萬
斎
）、
石

田
幸
雄
、
野
村
万
之
介
、
月
崎
晴
夫
と
い
ず
れ
も
和
泉
流
の
狂

言
方
で
袴
能
の
様
式
で
上
演
さ
れ
て
い
る
           9 

。
狂
言
の
「
語
り
」

の
技
法
を
軸
に
お
い
て
上
演
さ
れ
た
も
の
で
、
現
代
語
訳
さ
れ

た
能
作
品
を
上
演
し
た
貴
重
な
実
践
例
で
あ
る
。

　

別
役
訳
「
俊
寛
」
の
登
場
人
物
は
俊
寛
、
平
判
官
入
道
康
頼
、

丹
波
の
少
将
成
経
、
使
い
の
者
、
従
者
の
計
５
名
で
あ
り
、
地

謡
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
役
割
を
持
っ
た
人
物
や
集
団
は
設

定
さ
れ
て
い
な
い
。

　

ま
ず
海
辺
に
使
い
の
者
と
従
者
が
登
場
し
、
平
清
盛
の
命
令

で
鬼
界
ヶ
島
に
向
か
う
こ
と
を
述
べ
る
。

　

原
文
を
引
く
ま
で
も
な
く
原
曲
と
の
文
体
の
相
違
は
一
目
瞭

然
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
能
で
は
ワ
キ
が
見
物
人
に

対
し
て
挨
拶
を
す
る
く
だ
り
は
な
い
が
翻
訳
で
は
第
４
の
壁
を

中
心
と
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
演
劇
を
は
っ
き
り
否
定
す
る
よ
う
な

セ
リ
フ
が
付
け
足
さ
れ
、
別
役
の
演
劇
観
に
則
っ
て
本
作
品
が

再
解
釈
に
近
い
形
で
翻
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
        11 

。

　

使
い
の
者
は
続
け
て
小
舟
に
乗
ろ
う
と
す
る
が
、
作
り
物
の

小
舟
が
用
意
さ
れ
る
能
と
違
い
別
役
訳
「
俊
寛
」
で
は
大
道
具

使
い
の
者

み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
私
は
、
平
清
盛
さ
ま
の
使
い

の
者
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
わ
た
し
の
従
者
で
す
。（
従

者
に
）
お
い
、
あ
い
さ
つ
し
な
さ
い
。

従
者

こ
ん
に
ち
は
、
従
者
で
す
。

使
い
の
者

本
日
は
平
清
盛
さ
ま
の
ご
命
令
で
、
鬼
界
ヶ
島
に
流
さ
れ

て
い
る
流
人
た
ち
に
、
都
に
帰
る
お
ゆ
る
し
が
出
た
こ
と

を
、
伝
え
に
ま
い
り
ま
す
        10 

。

成
経

な
ん
で
あ
ん
な
や
つ
と
い
っ
し
ょ
に
流
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
ん
だ
ろ
う
な
…
？

康
頼

罰
だ
よ
、
清
盛
は
、
島
へ
流
す
だ
け
じ
ゃ
わ
た
し
た
ち
を

苦
し
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
っ
て
、
そ
れ
で
あ
あ
い

う
い
や
な
男
を
く
っ
つ
け
て
き
た
ん
だ
。

の
類
は
用
意
さ
れ
て
お
ら
ず
、従
者
が
手
に
す
る
「
舟
を
こ
ぐ
櫂
」

と
い
う
小
道
具
と
登
場
人
物
の
身
体
性
で
小
舟
に
乗
る
シ
ー
ン

を
表
現
し
て
い
る
。
能
で
は
ワ
キ
方
は
動
か
ず
、
櫂
を
持
つ
狂

言
方
が
手
を
動
か
す
こ
と
で
小
舟
が
進
む
様
子
を
描
く
が
、
別

役
訳
で
は
狂
言
方
に
相
当
す
る
従
者
だ
け
で
は
な
く
ワ
キ
方
に

相
当
す
る
使
い
の
者
も
波
に
揺
ら
れ
る
動
き
（「
ゆ
れ
る
」）
を

と
る
よ
う
に
ト
書
き
で
指
示
さ
れ
て
い
る
。

　

使
い
の
者
と
従
者
が
「
ゆ
れ
な
が
ら
去
る
」
と
、
成
経
と
康

頼
が
髪
を
伸
ば
し
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
衣
服
を
着
た
状
態
で
登
場
す
る
。

２
人
は
俊
寛
に
対
す
る
不
満
を
言
い
合
い
俊
寛
と
と
も
に
流
さ

れ
た
こ
と
に
関
し
て
こ
う
述
べ
る
。
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成
経

な
る
ほ
ど
、
罰
か
、
あ
い
つ
は
…
。
し
か
し
、
た
し
か
に

あ
い
つ
は
う
る
さ
い
や
つ
だ
が
、
い
な
い
と
な
る
と
、
な

ん
と
な
く
さ
び
し
く
も
な
る
な
        12 

。

　

別
役
訳
「
俊
寛
」
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
に
特
徴
的
な
の
は

環
境
に
対
す
る
明
確
な
嫌
悪
感
を
示
し
て
い
る
点
で
、
俊
寛
も

ま
た
最
後
に
は
激
情
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
場
所
か

ら
逃
避
し
た
い
と
い
う
心
境
を
率
直
に
吐
露
す
る
。
能
「
俊
寛
」

に
登
場
す
る
俊
寛
は
流
人
の
生
活
に
打
ち
沈
む
日
々
を
送
り
な

が
ら
も
、
共
に
流
さ
れ
た
成
経
・
康
頼
と
の
関
係
性
は
良
好
で
、

都
を
懐
か
し
ん
で
水
を
酒
に
な
ぞ
ら
え
て
共
に
酌
み
交
わ
す
な

ど
悲
惨
で
あ
り
な
が
ら
些
少
の
ゆ
と
り
を
垣
間
見
せ
る
。
別
役

訳
「
俊
寛
」
で
は
、
俊
寛
ら
は
決
し
て
風
雅
を
楽
し
む
た
め
に

水
を
酒
と
思
っ
て
飲
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、
鬼
界
ヶ
島
に
流

さ
れ
て
い
る
現
実
か
ら
逃
避
す
る
た
め
に
水
を
酒
と
偽
っ
て
飲

む
の
で
あ
る
。
成
経
と
康
頼
は
俊
寛
を
嫌
っ
て
お
り
、
文
楽
・

歌
舞
伎
の
「
平
家
女
護
島
」
が
描
く
擬
似
家
族
の
よ
う
な
安
ら

ぎ
は
な
い
。
そ
し
て
俊
寛
が
こ
の
現
実
か
ら
逃
避
し
よ
う
と
す

れ
ば
す
る
程
、
赦
免
状
に
彼
の
名
前
だ
け
が
な
い
と
い
う
不
条

理
な
運
命
が
俊
寛
を
絶
望
の
淵
に
投
げ
込
む
の
で
あ
る
。

　

能
「
俊
寛
」
に
は
舞
が
な
く
、
抑
制
さ
れ
た
動
き
と
謡
が
張

り
詰
め
た
緊
張
感
を
醸
し
出
し
な
が
ら
孤
島
に
流
さ
れ
た
絶
望

感
を
淡
々
か
つ
明
瞭
に
表
現
し
て
い
る
が
、
別
役
訳
「
俊
寛
」

で
は
謡
と
型
が
な
い
代
わ
り
に
非
合
理
的
な
状
況
に
疑
念
を
持

つ
こ
と
な
く
会
話
を
続
け
る
別
役
実
の
文
体
が
異
様
な
緊
張
感

を
劇
全
体
に
も
た
ら
し
て
い
る
。
能
で
は
小
舟
の
と
も
づ
な
を

切
る
と
こ
ろ
で
俊
寛
が
尻
餅
を
つ
き
（
安
座
）、
大
き
な
音
を
立

て
る
も
の
の
、
そ
れ
以
降
舞
台
上
の
登
場
人
物
た
ち
が
音
（
足

拍
子
等
）
を
立
て
る
こ
と
は
な
く
静
け
さ
が
能
舞
台
を
支
配
す

る
。
小
舟
の
と
も
づ
な
が
切
ら
れ
た
こ
と
は
帰
郷
す
る
望
み
の

綱
が
断
ち
切
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
俊
寛
は
じ
っ
と

舞
台
上
に
佇
み
、
そ
の
悲
し
み
を
叫
び
声
や
体
の
震
え
と
い
っ

た
形
で
外
へ
吐
露
す
る
こ
と
は
し
な
い
。

　

別
役
訳
「
俊
寛
」
で
は
末
尾
の
流
れ
が
や
や
異
な
り
、
使
い

の
者
が
従
者
に
命
じ
て
小
舟
を
出
す
と
４
人
は
ゆ
っ
く
り
出
て

ゆ
く
。
俊
寛
の
悲
痛
な
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
の
ち
、
ト
書
き
で
は
「
波

打
ち
ぎ
わ
で
、
手
を
す
り
あ
わ
せ
、
じ
だ
ん
だ
を
ふ
ん
で
、
遠

成
経

ほ
ん
と
う
に
酒
か
…
？

俊
寛

ざ
か
る
舟
に
呼
び
か
け
つ
つ
…
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
        13 

。
能
で

は
成
経
ら
が
乗
っ
た
小
舟
が
消
え
て
い
く
様
子
が
末
尾
で
描
写

さ
れ
、
俊
寛
が
ど
の
よ
う
な
反
応
を
と
っ
た
か
は
一
切
書
か
れ

て
い
な
い
。
別
役
が
シ
ー
ン
を
付
け
足
し
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ

ら
の
付
け
足
し
は
読
ん
で
理
解
し
や
す
く
す
る
た
め
の
も
の
と

い
う
よ
り
、
演
劇
と
し
て
上
演
す
る
た
め
の
演
出
プ
ラ
ン
と
い

え
る
。
ト
書
き
は
い
ず
れ
も
具
体
的
で
情
景
の
描
写
で
は
な
く

舞
台
上
で
ど
の
よ
う
な
動
き
を
す
る
の
か
具
体
的
に
記
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
別
役
訳
「
俊
寛
」
は
上
演
を
前
提
と
し
た
戯

曲
と
し
て
翻
訳
さ
れ
た
と
言
え
る
が
、
能
を
戯
曲
と
し
て
現
代

化
し
た
と
理
解
す
る
場
合
、
１
つ
問
題
が
残
る
。
そ
の
特
徴
的

な
文
体
で
あ
る
。
例
え
ば
、
俊
寛
が
舞
台
に
登
場
し
酒
と
偽
っ

て
水
を
飲
む
よ
う
に
成
経
と
康
頼
を
誘
う
シ
ー
ン
で
は
以
下
の

よ
う
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

お
ま
え
た
ち
は
、
水
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
…
？

じ
ゃ
、
飲
む
な
。
わ
た
し
が
ひ
と
り
で
…
。（
と
水
桶
を
持

ち
上
げ
る
。）

康
頼

ち
ょ
っ
と
、
待
て
。（
と
、
あ
わ
て
て
近
づ
き
、
水
桶
に
指

を
入
れ
、
そ
れ
を
な
め
て
み
る
。）

成
経

ど
う
だ
…
？

康
頼

水
だ
よ
。

成
経

や
っ
ぱ
り
な
。

俊
寛

そ
れ
じ
ゃ
、
い
い
ん
だ
な
、
わ
た
し
が
ひ
と
り
で
飲
ん
で

し
ま
っ
て
も
…
？

成
経

待
て
。（
と
、
近
づ
き
、
水
桶
に
指
を
い
れ
て
な
め
て
み
る
。）

康
頼

水
だ
ろ
…
？
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名
の
俳
優
と
１
名
の
演
出
家
に
加
え
、
当
時
養
成
所
に
在
籍
し

て
い
た
本
稿
執
筆
者
が
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ク
を
担
当
し
、
岡
田
利

規
が
現
代
語
に
翻
訳
し
た
「
卒
都
婆
小
町
」
の
上
演
を
試
み
た
。

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
に
よ
り
後
期
成
果
発
表
会
は
延
期
さ
れ
、
上

演
は
最
終
的
に
断
念
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
稽
古
は
本
番
日

ま
で
残
り
１
週
間
程
度
の
段
階
ま
で
進
ん
で
お
り
、
一
連
の
作

業
を
振
り
返
る
こ
と
で
能
の
現
代
語
訳
上
演
の
意
義
に
つ
い
て

論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　

後
期
成
果
発
表
会
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
会
に
お
い
て
、
本

稿
執
筆
者
は
岡
田
が
訳
し
た
狂
言
「
木
六
駄
」
の
上
演
プ
ラ
ン

を
提
出
し
た
。
当
時
提
出
し
た
プ
レ
ゼ
ン
原
稿
に
は
こ
う
あ
る
。

成
経

う
ん
…
。
水
だ
な
あ
。

俊
寛

そ
れ
は
お
ま
え
た
ち
が
、
水
だ
と
思
っ
て
飲
む
か
ら
だ
。

ほ
ん
と
う
に
酒
だ
と
思
っ
て
飲
め
ば
（
と
、
飲
ん
で
見
せ
）

こ
の
と
お
り
、
こ
れ
が
酒
に
な
る
。

康
頼

酒
だ
と
思
っ
て
ね
。（
も
う
一
度
な
め
て
み
る
）

成
経

ど
う
だ
…
？

康
頼

水
だ
よ
。
酒
だ
と
思
っ
て
な
め
て
も
        14 

。

　

こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
こ
れ
は
○
○
か
い
…
？
」「
そ
う

だ
よ
、
〇
〇
だ
よ
…
」
と
い
う
や
り
と
り
、
あ
る
い
は
「
○
〇

だ
と
思
っ
て
飲
め
ば
、
〇
〇
に
な
る
」
と
い
っ
た
認
識
対
象
へ

の
執
拗
な
疑
い
は
、
別
役
の
ほ
か
の
戯
曲
に
も
よ
く
使
用
さ
れ

て
い
る
        15 

。
別
役
の
よ
う
に
ほ
か
の
演
劇
作
品
に
使
用
し
て
い
る

文
体
を
援
用
し
た
場
合
、
文
体
は
変
わ
ら
ず
設
定
と
単
語
だ
け

　
　
　

第
一
節　

上
演
ま
で
の
経
緯

　

東
京
・
杉
並
区
の
公
共
劇
場
で
あ
る
座
・
高
円
寺
に
付
属
す

る
演
劇
の
養
成
所
「
劇
場
創
造
ア
カ
デ
ミ
ー
」
は
２
年
制
の
養

成
所
で
、
１
年
目
の
期
末
に
生
徒
を
中
心
と
し
た
自
主
発
表
会

が
開
催
さ
れ
る
。
２
０
１
９
年
度
の
後
期
成
果
発
表
会
で
は
３

第
二
章

　
　劇
場
創
造
ア
カ
デ
ミ
ー
後
期

成
果
発
表
会
に
お
け
る
試
み

　

狂
言
を
選
ん
だ
理
由
は
、
会
話
劇
と
い
う
構
造
を
持
つ
狂
言

の
テ
ク
ス
ト
を
現
代
劇
の
手
法
と
演
技
術
を
用
い
て
上
演
す
る

こ
と
が
比
較
的
容
易
で
あ
る
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。
能
の

上
演
様
式
を
保
持
し
た
ま
ま
翻
訳
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
上
演
す

る
と
な
る
と
、
台
本
の
修
正
や
衣
装
・
小
道
具
の
選
定
な
ど
演

出
家
が
作
成
す
る
演
出
プ
ラ
ン
が
上
演
の
成
否
に
直
接
関
わ
っ

ま
ず
１
点
目
、
能
の
３
作
は
翻
案
で
は
な
く
厳
密
な
翻

訳
で
あ
り
、
能
の
構
成
が
厳
密
に
保
存
さ
れ
、
小
道
具

も
装
束
も
原
作
通
り
の
も
の
が
ト
書
き
に
反
映
さ
れ
て

い
る
（
例
え
ば
松
風
で
は
狩
衣
・
汐
汲
み
車
・
烏
帽
子
、

卒
都
婆
小
町
で
は
床
几
・
傘
、
邯
鄲
で
は
ご
丁
寧
に
引
っ

立
て
大
宮
・
唐
の
時
代
の
団
扇
が
指
定
さ
れ
て
い
る
）。

セ
リ
フ
も
地
謡
を
中
心
に
漢
語
や
特
定
の
地
名
が
多
く

を
コ
ス
プ
レ
の
よ
う
に
入
れ
替
え
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け

る
。
別
役
実
の
翻
訳
は
そ
の
文
体
だ
け
で
は
な
く
物
語
展
開
も

原
曲
と
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
空
間
性
や
身
体
性
で
能
の
要
素

を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
な
け
れ
ば
、
能
を
翻
訳
し
た
意

義
は
薄
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
野
村
万
作
は

袴
能
の
様
式
で
本
作
品
を
上
演
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ

稿
を
改
め
て
上
演
分
析
を
行
い
た
い
。
本
稿
で
は
、
別
役
と
同

じ
く
特
徴
的
な
文
体
を
駆
使
す
る
劇
作
家
・
岡
田
利
規
が
翻
訳

し
た
「
卒
都
婆
小
町
」
上
演
の
試
み
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

使
わ
れ
、
役
者
の
演
技
以
外
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
問
題
が
数
多
く
、
荷
が
重
い
と
判
断
し
た
。
２
つ

目
の
理
由
。
狂
言
は
台
詞
劇
と
し
て
多
少
現
代
演
劇
と

の
近
さ
を
持
っ
て
い
る
が
、
特
に
「
木
六
駄
」
は
岡
田

の
訳
に
よ
っ
て
、
上
演
に
適
し
た
台
本
と
し
て
再
誕
生

し
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。「
金
津
」
は
俳
優
の

必
要
人
数
が
５
人
と
多
く
、「
月
見
座
頭
」
は
障
害
者
が

テ
ー
マ
で
今
の
自
分
達
に
は
荷
が
重
い
と
感
じ
た
。「
木

六
駄
」
は
岡
田
に
よ
っ
て
本
来
古
文
が
有
し
て
い
る
小

難
し
さ
が
徹
底
し
て
破
壊
さ
れ
て
お
り
、
ダ
イ
ア
ロ
ー

グ
が
多
く
会
話
の
中
で
現
代
語
の
軽
妙
さ
が
見
事
に
描

か
れ
て
い
る
。
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て
く
る
。
役
者
の
演
技
、
戯
曲
の
解
釈
の
自
由
度
が
高
く
な
る

の
は
「
木
六
駄
」
の
よ
う
な
狂
言
の
テ
ク
ス
ト
だ
と
判
断
し
た

わ
け
だ
が
、
観
客
に
と
っ
て
の
「
翻
訳
さ
れ
た
狂
言
を
上
演
す

る
意
義
」
を
追
求
す
る
と
い
う
よ
り
、
あ
く
ま
で
稽
古
発
表
の

テ
ク
ス
ト
と
し
て
岡
田
訳
「
木
六
駄
」
を
扱
お
う
と
し
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
養
成
所
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
で
あ

る
佐
藤
信
は
能
や
狂
言
を
翻
訳
上
演
す
る
こ
と
の
意
義
と
必
要

性
に
つ
い
て
問
い
、「
狂
言
は
原
語
の
ま
ま
で
も
十
分
現
代
の
観

客
に
面
白
さ
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
能
を
原
語
の
ま
ま

理
解
す
る
こ
と
は
現
代
の
観
客
に
と
っ
て
は
難
し
い
。
能
を
現

代
の
観
客
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
翻
訳
し
上
演
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
が
翻
訳
上
演
の
意
義
と
言
え
る
の

で
は
な
い
か
」と
指
摘
し
た
。
養
成
所
で
の
発
表
上
演
と
は
い
え
、

自
身
の
技
量
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
時
間
と
し
て
で
は
な
く
観

客
に
と
っ
て
の
上
演
意
義
を
考
え
作
品
を
選
ぶ
べ
き
と
の
デ
ィ

レ
ク
タ
ー
の
助
言
を
受
け
、
本
稿
執
筆
者
は
方
針
を
変
更
し
て

岡
田
利
規
訳
「
卒
都
婆
小
町
」
を
上
演
戯
曲
と
し
て
後
期
成
果

発
表
会
に
提
出
し
た
。

　

岡
田
が
戯
曲
と
し
て
訳
し
た
能
の
テ
ク
ス
ト
は
全
部
で
３
つ

あ
る
。「
邯
鄲
」
と
「
松
風
」、「
卒
都
婆
小
町
」
で
あ
る
。「
邯
鄲
」

を
選
ば
な
か
っ
た
の
は
照
明
変
化
や
回
り
舞
台
と
い
っ
た
舞
台

機
構
に
よ
る
場
面
転
換
を
行
わ
ず
、
シ
テ
方
の
役
者
が
一
畳
台

に
乗
っ
た
ま
ま
場
面
が
移
り
変
わ
る
と
い
う
能
独
自
の
演
出
手

法
が
極
め
て
優
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
代
わ
る
演
出
プ
ラ
ン
が
提

出
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。「
松
風
」
は
若
い
女
性
の
役
を

男
性
の
役
者
が
声
を
変
え
ず
に
表
現
す
る
と
い
う
能
独
自
の
演

出
効
果
が
際
立
っ
た
作
品
で
、
男
性
で
高
齢
の
能
楽
師
が
女
性

の
役
に
扮
し
そ
の
女
性
の
若
さ
や
艶
か
し
さ
を
舞
台
上
で
表
現

で
き
て
い
る
以
上
、
養
成
所
で
の
成
果
発
表
作
品
と
し
て
女
性

俳
優
を
用
い
て
本
作
品
を
上
演
す
る
こ
と
は
困
難
と
判
断
し
た
。

　
「
卒
都
婆
小
町
」
は
、
小
野
小
町
と
高
野
山
の
僧
侶
と
の
間
で

救
済
の
在
り
方
に
つ
い
て
議
論
を
す
る
卒
都
婆
問
答
と
よ
ば
れ

る
く
だ
り
が
あ
り
、
役
と
役
の
間
で
対
立
が
生
じ
る
西
洋
演
劇

と
構
図
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
能
に
は
な
い
解
釈
や
演
出
が
採

用
で
き
る
可
能
性
を
見
出
し
、最
終
的
に
俳
優
３
名
、演
出
１
名
、

ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ク
１
名
の
体
制
で
「
卒
都
婆
小
町
」
を
上
演
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。

文
の
比
較
考
察
を
行
っ
て
お
り
、
言
語
は
異
な
る
も
の
の
翻
訳

に
際
し
て
の
留
意
点
や
翻
訳
を
行
う
意
義
な
ど
、
様
々
な
示
唆

を
与
え
て
く
れ
た
。
及
川
に
よ
れ
ば
、
英
語
に
翻
訳
し
た
ウ
ェ
ー

リ
ー
訳
の
特
徴
は
「
一
貫
し
た
彼
独
自
の
テ
ー
マ
を
見
出
し
、

そ
の
テ
ー
マ
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
来
あ
る
《
救
い
》

の
テ
ー
マ
を
一
層
劇
的
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
目
的
の
た
め

に
ウ
ェ
ー
リ
ー
の
底
本
は
仮
に
下
掛
版
を
用
い
て
い
る
に
過
ぎ

ず
、
必
要
に
応
じ
て
金
春
、
喜
多
、
あ
る
い
は
下
掛
の
中
の
ヴ
ァ

リ
ア
ン
ト
な
ど
か
ら
数
行
を
借
り
、
そ
れ
で
も
不
十
分
で
あ
れ

ば
自
ら
作
っ
た
文
章
を
挿
入
し
さ
え
す
る
」
点
に
あ
る
。
シ
ー

ン
や
セ
リ
フ
の
追
加
は
別
役
実
の
翻
訳
に
も
見
ら
れ
る
特
徴

で
、
本
上
演
に
お
い
て
も
演
出
家
に
よ
っ
て
シ
ー
ン
の
追
加
が

試
み
ら
れ
た
。
一
方
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳
し
た
ペ
リ
ー
は
「
文

字
通
り
の
翻
訳
と
研
究
の
作
業
に
終
始
し
て
お
り
、
登
場
人
物

の
名
も
出
さ
ずW

aki,W
akizure(Tsure),Shite

と
し
た
ま
ま
で

あ
る
。
ト
書
き
も
原
文
（
金
春
版
）
に
指
定
さ
れ
た
通
り
す
べ

て
訳
出
し
て
」
い
る
。
ペ
リ
ー
は
意
味
が
簡
略
化
さ
れ
た
箇
所

や
日
本
語
の
表
現
と
し
て
難
解
な
部
分
に
註
を
つ
け
た
り
し
て

い
る
が
、
岡
田
訳
で
は
そ
う
し
た
工
夫
は
見
ら
れ
な
い
。
別
役

　
　
　

第
二
節　

稽
古
に
お
け
る
作
業

　
「
卒
都
婆
小
町
」
の
現
代
語
訳
上
演
を
す
る
に
あ
た
り
ド
ラ
マ

ト
ゥ
ル
ク
と
い
う
職
分
を
用
意
し
た
主
な
理
由
は
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。
古
典
芸
能
の
テ
ク
ス
ト
に
は
異
同
の
問
題
が
あ
り
、

「
卒
都
婆
小
町
」
の
場
合
は
観
阿
弥
と
息
子
の
世
阿
弥
両
者
の
手

が
加
わ
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
観

阿
弥
の
作
で
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
世
阿
弥
の
作
か
と
い
う

区
別
が
難
し
く
、
現
代
戯
曲
の
上
演
に
際
し
て
し
ば
し
ば
行
わ

れ
る
作
者
の
意
図
の
推
定
が
困
難
で
あ
る
。
上
演
に
お
い
て
ド

ラ
マ
ト
ゥ
ル
ク
が
担
当
し
た
仕
事
は
資
料
の
収
集
と
原
文
の
説

明
、
原
文
と
現
代
語
訳
の
相
違
点
の
指
摘
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ

た
。
収
集
し
た
資
料
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

ま
ず
謡
曲
の
翻
訳
に
つ
い
て
の
参
考
資
料
と
し
て

を
参
照
し
た
。
及
川
は
卒
都
婆
小
町
を
翻
訳
し
た
エ
ズ
ラ
・
パ

ウ
ン
ド
、
ノ
エ
ル
・
ペ
リ
ー
、
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
ー
リ
ー
の
訳

及
川
茂
「
三
人
の
小
町
―
パ
ウ
ン
ド
、
ペ
リ
、
ウ
ェ
ー
リ
ー

に
よ
る
謡
曲
『
卒
都
婆
小
町
』
翻
訳
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
比
較

文
學
研
究
』
二
十
七
号
、
１
９
７
５
年
。

木
下
順
二
『
古
典
を
訳
す
』
福
音
館
書
店
、
１
９
７
８
年
。

・・
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が
劇
中
に
目
覚
ま
し
時
計
を
持
ち
込
む
こ
と
を
全
く
躊
躇
わ
な

か
っ
た
の
と
異
な
り
、
岡
田
訳
で
は
原
文
に
な
い
単
語
や
シ
ー

ン
を
足
す
こ
と
は
一
切
し
て
い
な
い
。
翻
訳
と
し
て
は
問
題
な

い
が
戯
曲
と
し
て
読
ん
だ
場
合
、
セ
リ
フ
が
明
確
に
表
現
し
て

い
な
い
空
白
の
部
分
を
役
者
が
理
解
し
た
う
え
で
そ
の
空
白
を

埋
め
る
表
現
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
空
白
を
埋
め
る
に
は

別
役
や
ウ
ェ
ー
リ
ー
の
よ
う
に
言
葉
を
補
う
必
要
は
な
く
、
身

体
性
や
他
の
俳
優
と
の
関
係
性
を
駆
使
し
て
空
白
部
分
を
埋
め

る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
訓
練
中
の
俳
優
が
短
期
間
で
稽
古

を
行
う
養
成
所
の
成
果
発
表
会
で
は
こ
の
作
業
が
困
難
で
あ
り
、

演
出
家
に
よ
る
シ
ー
ン
の
追
加
が
求
め
ら
れ
た
。
原
文
に
書
か

れ
て
い
な
い
余
白
を
ど
う
埋
め
る
の
か
、「
卒
都
婆
小
町
」
の
背

景
と
周
辺
を
理
解
す
る
た
め
に
以
下
の
資
料
に
あ
た
っ
た
。
参

照
順
に
列
挙
す
る
。

小
田
幸
子
「
小
野
小
町
変
貌
―
説
話
か
ら
能
へ
―
」『
日
本
文

学
誌
要
』
八
四
号
、
２
０
１
１
年
。

内
山
美
樹
子
「『
通
小
町
』
と
毛
越
寺
延
年
『
卒
都
婆
小
町
』」

『
演
劇
学
』
三
十
三
号
、
１
９
９
２
年
。

竹
本
幹
夫
「〈
卒
都
婆
小
町
〉
の
復
元
に
つ
い
て
」『
観
世
』

・・・　

能
の
「
卒
都
婆
小
町
」
は
、
道
行
の
途
中
で
ワ
キ
と
シ
テ
が

繰
り
広
げ
る
卒
都
婆
問
答
を
ど
う
理
解
す
る
か
が
読
解
す
る
上

で
の
１
つ
の
カ
ギ
と
な
る
。
作
品
の
重
点
は
卒
都
婆
問
答
に
あ

る
と
主
張
す
る
梅
原
猛
に
対
し
て
、
小
田
幸
子
は
作
品
の
主
眼

は
あ
く
ま
で
小
町
に
あ
り
、
小
町
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
女
性

の
様
々
な
側
面
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
卒
都
婆
問
答
は

あ
く
ま
で
小
町
の
大
胆
さ
、
聡
明
さ
を
表
す
シ
ー
ン
に
過
ぎ
な

い
と
主
張
す
る
。
梅
原
に
近
い
意
見
と
し
て
天
野
文
雄
は
卒
都

婆
問
答
に
は
禅
的
思
想
が
巧
み
に
織
り
込
ま
れ
、
後
場
で
小
町

が
狂
気
に
か
ら
れ
る
シ
ー
ン
は
決
し
て
前
場
と
矛
盾
し
て
お
ら

ず
、
む
し
ろ
「
煩
悩
即
菩
提
」
の
観
点
に
た
て
ば
小
町
に
と
っ

七
十
号
、
２
０
０
３
年
。

山
本
順
之
「
秀
吉
が
見
た
〈
卒
都
婆
小
町
〉
を
演
じ
て
」『
楽

劇
学
』
十
一
号
、
２
０
０
４
年
。

伊
藤
正
義
「
作
品
研
究
『
卒
都
婆
小
町
』」『
伊
藤
正
義
中
世

文
華
論
集　

第
一
巻
』
和
泉
書
院
、
２
０
１
２
年
。

小
峰
彌
彦
「
日
本
人
の
精
神
文
化
と
仏
教
―
卒
都
婆
小
町
を

め
ぐ
っ
て
―
」『
智
山
学
報
』
五
六
巻
、
２
０
０
７
年
。

黒
岩
涙
香
『
小
野
小
町
論
』
文
元
社
、
２
０
０
４
年
。

栃
尾
武
校
注
『
玉
造
小
町
子
壮
衰
書

：

小
野
小
町
物
語
』
岩

波
文
庫
、
１
９
９
４
年
。

片
桐
洋
一
『
小
野
小
町
追
跡

：

小
町
集
に
よ
る
小
町
説
話
の

研
究
』
笠
間
書
院
、
２
０
１
５
年
。

天
野
文
雄
『
能
楽
名
作
選

：

原
文　

現
代
語
訳
上
』

K
AD

O
K

AW
A

、
２
０
１
７
年
。

梅
原
猛
『
梅
原
猛
の
授
業　

能
を
観
る
』
朝
日
新
聞
出
版
、

２
０
１
９
年
。

多
田
富
雄
『
能
の
見
え
る
風
景
』
藤
原
書
店
、
２
０
０
７
年
。

安
田
登『
異
界
を
旅
す
る
能

：

ワ
キ
と
い
う
存
在
』筑
摩
書
房
、

２
０
１
１
年
。

・・・・・・・・・・

・・・・
野
上
豊
一
郎
『
謡
曲
全
集

：

解
註　

巻
3
』
中
央
公
論
新
社
、

２
０
０
１
年
。

小
山
弘
志
、
佐
藤
喜
久
雄
、
佐
藤
健
一
郎
校
注
・
訳
『
謡
曲

集 

2
』
小
学
館
、
１
９
７
５
年
。

佐
竹
昭
広
ほ
か
編
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系 

57
』
岩
波
書
店
、

１
９
９
８
年
。

伊
藤
正
義
校
注
『
謡
曲
集 

中
』
新
潮
社
、
２
０
１
５
年
。

て
は
煩
悩
そ
の
も
の
と
い
え
る
深
草
少
将
の
憑
依
も
「
即
菩
提
」

と
な
る
わ
け
で
、
２
つ
の
見
せ
場
は
終
始
一
貫
し
て
「
煩
悩
即

菩
提
」
の
主
題
を
打
ち
出
し
て
い
る
と
い
う
。

　

上
記
の
論
文
を
参
照
し
た
後
、
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ク
と
し
て
「
小

町
に
論
破
さ
れ
た
ワ
キ
と
ワ
キ
ツ
レ
は
急
速
に
存
在
感
を
失
う

も
の
の
、
論
破
さ
れ
た
瞬
間
に
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
が
僧
侶
ら

に
起
き
た
と
考
え
る
の
な
ら
、
そ
の
姿
を
描
く
こ
と
で
人
間
に

と
っ
て
思
想
や
信
仰
が
い
か
に
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
か

を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
判
断
し
、
梅
原
及
び
天
野
の

解
釈
に
従
っ
て
卒
都
婆
問
答
を
本
作
品
の
主
眼
と
解
釈
し
て
作

品
を
作
る
こ
と
を
薦
め
た
が
、
俳
優
た
ち
の
意
見
は
小
町
の
様
々

な
面
を
描
い
た
も
の
と
し
て
「
卒
都
婆
小
町
」
を
理
解
す
る
の
が

も
っ
と
も
腑
に
落
ち
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
戯
曲
の
主
題
を
強

調
す
る
た
め
に
シ
ー
ン
の
追
加
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

能
で
は
小
町
が
過
去
を
回
想
す
る
も
の
の
、
舞
台
上
の
時
間

軸
が
過
去
に
飛
ぶ
わ
け
で
は
な
い
が
、
小
町
の
可
憐
さ
、
真
情
、

幼
稚
さ
を
表
現
す
る
た
め
に
小
町
と
深
草
少
将
の
邂
逅
を
描
い

た
シ
ー
ン
を
４
箇
所
創
作
し
本
文
中
に
挿
入
し
た
。
作
成
は
演

出
家
が
担
当
し
、
小
町
作
と
伝
わ
る
４
つ
の
和
歌
「
み
る
め
な



65

謡曲の現代語翻訳とその上演意義について

64

き　

わ
が
み
を
う
ら
と　

知
ら
ね
ば
や　

か
れ
な
で
海
女
の　

足
た
ゆ
く
く
る
」
と
、「
ち
は
や
ふ
る　

神
も
み
ま
さ
ば　

立
ち

さ
ば
き　

天
の
と
が
は
の　

樋
口
あ
け
た
ま
え
」、「
あ
や
し
く

も　

慰
め
難
き　

心
か
な　

姥
捨
て
山
の　

月
を
見
な
く
に
」、

「
う
た
た
寝
に　

恋
し
き
人
を
み
て
し
よ
り　

夢
て
ふ
物
は　

頼

み
そ
め
て
き
」
を
引
用
し
た
シ
ー
ン
を
挿
入
し
た
。

　

但
し
、
和
歌
を
現
代
劇
の
中
に
取
り
入
れ
る
手
法
に
は
リ
ス

ク
が
あ
る
こ
と
も
稽
古
中
に
確
認
さ
れ
た
。
和
歌
を
台
詞
と
し

て
発
す
る
場
合
、
個
々
の
単
語
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
で
人

物
の
感
情
、
意
識
を
表
現
す
る
こ
と
が
俳
優
に
求
め
ら
れ
る
が
、

そ
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
呪
文
を
言
っ
て

い
る
よ
う
な
状
態
に
な
り
、
和
歌
を
発
し
て
い
る
人
間
が
果
た

し
て
喜
ん
で
い
る
の
か
怒
っ
て
い
る
の
か
が
伝
わ
ら
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。
演
出
家
が
セ
リ
フ
の
速
度
、
音
の
高
低
、
間
を
調

整
す
る
こ
と
で
こ
の
問
題
は
改
善
で
き
る
が
、
和
歌
を
セ
リ
フ

と
し
て
取
り
入
れ
る
こ
と
は
、
戯
曲
の
ト
書
き
と
セ
リ
フ
を
読

解
す
る
こ
と
で
意
味
を
理
解
し
役
作
り
を
行
う
リ
ア
リ
ズ
ム
を

中
心
と
し
た
演
技
術
を
使
う
俳
優
に
と
っ
て
は
難
度
の
高
い
作

業
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
稽
古
に
あ
た
っ
て
は
２
０
０
２
年
横
浜
能
楽
堂
で
上

演
さ
れ
た
室
町
期
の
様
式
を
反
映
し
た
能
「
卒
都
婆
小
町
」
に

関
す
る
記
録
も
参
照
し
た
。
公
演
の
記
録
映
像
か
ら
通
常
の
能

に
比
べ
て
非
常
に
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
メ
ロ
デ
ィ
で
謡
が
謡
わ
れ
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ
の
際
節
を
五
線
譜
で
記
し
た
こ

と
を
知
り
、
後
見
と
し
て
公
演
に
参
加
し
て
い
た
観
世
流
シ
テ

方
能
楽
師
の
清
水
寛
二
氏
よ
り
五
線
譜
を
拝
借
し
、
実
際
に
使

用
し
た
も
の
を
調
査
し
た
。
謡
の
音
階
と
し
て
表
記
さ
れ
る
角
・

商
・
宮
・
羽
・
微
を
そ
れ
ぞ
れ
ソ
・
ミ
・
レ
・
シ
・
ラ
と
変
換

し
た
う
え
で
五
線
譜
に
記
入
さ
れ
て
い
る
。
１
音
節
ご
と
に
ド
・

レ
・
ミ
…
の
い
ず
れ
か
１
音
が
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
決
し
て
複

雑
な
メ
ロ
デ
ィ
で
は
な
い
が
、
こ
の
五
線
譜
は
能
の
原
文
に
そ

の
ま
ま
あ
て
は
め
た
も
の
で
岡
田
の
翻
訳
し
た
テ
ク
ス
ト
に
置

き
換
え
る
に
は
作
業
時
間
が
足
り
ず
、
本
上
演
で
五
線
譜
を
使

用
す
る
こ
と
は
断
念
し
た
。

　

稽
古
は
順
調
に
進
ん
で
い
た
が
、
養
成
所
が
所
属
し
て
い
る

劇
場
「
座
・
高
円
寺
」
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
流
行
の
防
止

対
策
と
し
て
３
月
９
日
か
ら
５
月
31
日
ま
で
休
館
と
な
っ
た
こ

と
で
上
演
を
予
定
し
て
い
た
後
期
成
果
発
表
は
延
期
と
な
っ
た
。

最
終
的
に
上
演
は
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
能
の
現
代

語
訳
上
演
を
行
う
上
で
解
決
す
べ
き
２
つ
の
要
素
が
確
認
で
き

た
。「
セ
リ
フ
の
メ
ロ
デ
ィ
」
の
問
題
と
「
描
写
の
省
略
」
の
問

題
で
あ
る
。

　

謡
曲
の
節
の
代
わ
り
に
、
流
行
歌
の
メ
ロ
デ
ィ
を
翻
訳
さ
れ

た
テ
ク
ス
ト
に
援
用
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
流
行
歌
を

歌
う
に
は
俳
優
側
に
も
あ
る
程
度
歌
唱
に
関
す
る
技
術
が
求
め

ら
れ
る
。
本
稿
執
筆
者
を
含
め
て
同
期
の
養
成
所
生
徒
は
歌
唱

面
で
の
素
養
が
乏
し
く
流
行
歌
の
代
わ
り
に
ラ
ッ
プ
の
技
法
を

劇
中
で
使
用
す
る
こ
と
を
決
断
し
た
。
ラ
ッ
プ
は
音
楽
に
比
べ

れ
ば
よ
り
セ
リ
フ
に
近
く
、
歌
唱
の
訓
練
を
十
分
に
受
け
て
い

な
い
俳
優
で
も
比
較
的
容
易
に
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら

で
あ
る
。
能
が
持
つ
音
楽
性
を
再
現
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い

が
、
会
話
と
い
う
形
式
を
大
き
く
崩
す
こ
と
が
な
い
た
め
歌
唱

に
よ
る
表
現
を
必
須
と
し
な
い
現
代
演
劇
と
し
て
能
を
上
演
す

る
の
で
あ
れ
ば
ラ
ッ
プ
の
方
が
適
し
て
い
る
と
い
う
仮
説
も
成

り
立
つ
。
原
曲
の
能
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
描
写
の
省
略
と
そ

れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
空
白
に
つ
い
て
は
空
白
そ
の
も
の
を
描
い

た
過
去
シ
ー
ン
を
挿
入
す
る
こ
と
で
対
応
し
た
が
、
効
果
的
な

構
成
を
行
う
た
め
に
は
能
の
原
曲
と
の
相
違
を
理
解
す
る
必
要

が
あ
る
。
演
出
家
が
独
自
に
書
き
加
え
る
の
で
は
な
く
、
能
に

精
通
し
た
研
究
者
ら
を
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ク
と
し
て
加
え
、
助
言

を
求
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　
　
　

第
三
節　

結
論
及
び
今
後
の
課
題

　

こ
の
よ
う
に
、
能
の
現
代
語
訳
上
演
は
様
々
な
課
題
を
抱
え

て
い
る
も
の
の
以
下
の
よ
う
な
上
演
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
１
つ
目
に
、
能
の
鑑
賞
に
あ
た
っ
て
は
型
や
詞
章
に
関
す

る
深
い
知
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
観
客
側
に
求
め
ら
れ
る
が
、

翻
訳
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
使
用
す
る
こ
と
で
こ
う
し
た
知
識
を

持
た
な
い
若
い
世
代
の
観
客
に
も
伝
統
演
劇
で
あ
る
能
の
面
白

さ
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
２
つ
目
の
意
義

と
し
て
、
能
で
は
物
語
の
展
開
が
掛
詞
を
駆
使
し
た
和
歌
や
漢

代
・
唐
代
の
故
事
の
引
用
あ
る
い
は
伝
聞
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る

こ
と
が
多
く
、
舞
台
上
で
行
動
と
し
て
表
現
さ
れ
る
事
が
少
な

い
。
現
代
語
訳
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
上
演
す
る
場
合
、
シ
ー
ン

の
挿
入
と
い
っ
た
演
出
を
採
用
す
る
こ
と
で
物
語
の
背
景
を
補

足
的
に
説
明
す
る
事
が
で
き
、
結
果
的
に
能
の
主
題
を
よ
り
明
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木
下
順
二
『
古
典
を
訳
す
』
福
音
館
書
店
、
１
９
７
８
年
、
２
０
４
頁

岡
本
章
編
『「
現
代
能
楽
集
」
の
挑
戦　

錬
肉
工
房
１
９
７
１
―

２
０
１
７
』
論
創
社
、
２
０
１
８
年
、
４
０
８
頁

岡
本
章
編
『「
現
代
能
楽
集
」
の
挑
戦　

錬
肉
工
房
１
９
７
１
―

２
０
１
７
』
論
創
社
、
２
０
１
８
年
、
６
２
０
頁

木
下
順
二
『
古
典
を
訳
す
』
福
音
館
書
店
、
１
９
７
８
年
、
２
０
４
頁

横
道
萬
里
雄
・
表
章
校
注
『
謡
曲
集
下
』
岩
波
書
店
、
１
９
６
３
年
、

３
４
５
頁

木
下
順
二
『
古
典
を
訳
す
』
福
音
館
書
店
、
１
９
７
８
年
、
２
０
６
頁

横
道
萬
里
雄
・
表
章
校
注
『
謡
曲
集
下
』
岩
波
書
店
、
１
９
６
３
年
、

３
４
５
頁

別
役
実
・
谷
川
俊
太
郎
『
21
世
紀
版
少
年
少
女
古
典
文
学
館　

能
・
狂
言
』

講
談
社
、
２
０
１
０
年
、
４
頁

「「
隅
田
川
」
や
「
俊
寛
」、
別
役
実
さ
ん
が
能
を
現
代
語
で
書
い
た
本
を

土
台
に
し
て
、
能
舞
台
で
何
回
か
紋
付
袴
で
語
り
を
中
心
に
狂
言
を
や
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
」（
野
村
萬
斎
、
土
屋
恵
一
郎
編
『
狂
言
三
人
三
様　

野
村
万
作
の
巻
』
岩
波
書
店
、
２
０
０
３
年
、
93
頁
）

別
役
実
・
谷
川
俊
太
郎
『
21
世
紀
版
少
年
少
女
古
典
文
学
館　

能
・
狂
言
』

講
談
社
、
２
０
１
０
年
、
71
頁

例
え
ば
以
下
の
冒
頭
の
く
だ
り
で
あ
る
。

使
い
の
者

（
従
者
に
）

従
者

別
役
実
・
谷
川
俊
太
郎
『
21
世
紀
版
少
年
少
女
古
典
文
学
館　

能
・
狂
言
』

講
談
社
、
２
０
１
０
年
、
75
頁

「
待
っ
て
く
れ
…
。
私
も
つ
れ
て
っ
て
く
れ
…
。
こ
こ
は
都
じ
ゃ
な
い
…
。

鬼
界
ヶ
島
だ
…
。
そ
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
…
。
都
大
路
も
見
え
な

い
…
。
だ
れ
も
い
な
い
…
。
つ
れ
て
っ
て
く
れ
…
。
都
へ
帰
り
た
い
…
。

わ
た
し
は
、
ほ
ん
と
う
に
都
へ
帰
り
た
い
ん
だ
…
。
つ
れ
て
っ
て
く
れ
…
。

わ
た
し
を
、
そ
の
船
に
乗
せ
て
く
れ
…
。」

別
役
実
・
谷
川
俊
太
郎
『
21
世
紀
版
少
年
少
女
古
典
文
学
館　

能
・
狂
言
』

講
談
社
、
２
０
１
０
年
、
77
〜
78
頁

『
ピ
ン
ク
の
像
と
五
人
の
紳
士
』
で
は
以
下
の
く
だ
り
が
あ
る
。

紳
士
１　

紳
士
２　

紳
士
１　

紳
士
２　

紳
士
１

紳
士
２

紳
士
１

紳
士
２

瞭
に
現
代
の
観
客
に
伝
え
る
事
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
新
た

な
シ
ー
ン
を
挿
入
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
ど
の
程
度
効
果
的
な

の
か
本
上
演
に
よ
っ
て
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、

今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

　

能
の
現
代
語
訳
上
演
の
実
例
と
し
て
、岡
田
訳
「
卒
都
婆
小
町
」

の
他
に
野
村
万
作
が
演
出
し
た
別
役
訳
「
俊
寛
」
が
上
演
に
か

け
ら
れ
て
い
る
。
上
演
分
析
と
岡
田
訳
「
卒
都
婆
小
町
」
と
の

比
較
考
察
を
行
う
こ
と
で
、
シ
ー
ン
の
挿
入
や
ラ
ッ
プ
の
援
用

と
い
っ
た
手
法
が
ど
の
程
度
効
果
的
な
の
か
論
じ
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
ま
た
、「
卒
都
婆
小
町
」
を
翻
訳
し
た
岡
田
は
そ
の
後

社
会
問
題
を
能
の
様
式
で
描
い
た
「
挫
波
／
敦
賀
」
を
発
表
し

て
い
る
。
能
の
テ
ク
ス
ト
を
翻
訳
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、シ
テ
・

ワ
キ
・
ア
イ
と
い
っ
た
役
種
を
現
代
劇
の
戯
曲
に
導
入
し
て
お

り
、
能
の
現
代
化
を
試
み
る
例
と
し
て
参
照
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
う
し
た
作
品
の
上
演
分
析
を
通
し
て
、
能
の
現
代
語
訳

上
演
の
意
義
や
可
能
性
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
に
論
じ
た
い
と

考
え
て
い
る
。

謝
辞

　

本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、「
劇
場
創
造
ア
カ
デ
ミ
ー
」

２
０
１
９
年
度
後
期
成
果
発
表
会
に
て
助
言
を
賜
っ
た
佐
藤
信

氏
、
歌
唱
の
指
導
を
し
て
い
た
だ
い
た
伊
藤
和
美
氏
、
貴
重
な

資
料
を
お
貸
し
い
た
だ
い
た
清
水
寛
二
氏
に
感
謝
し
ま
す
。
ま

た
、
共
に
作
品
作
り
に
携
わ
っ
て
く
れ
た
劇
場
創
造
ア
カ
デ
ミ
ー

11
期
生
に
も
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

　
　
｜
注
釈
｜

1234567891011

12131415

何
や
っ
て
ん
だ
…
？ 

馬
…
。

馬
…
？
そ
れ
が
か
…
？

つ
ま
り
ね
、
今
日
は
お
天
気
も
い
い
し
、
風
向
き
も
ま
あ

ま
あ
だ
か
ら
、
ひ
と
つ
馬
を
や
っ
て
み
よ
う
と
思
っ
て
さ
、

カ
ン
を
拾
っ
て
き
て
ひ
も
を
つ
け
て
乗
っ
て
み
た
ん
だ
が

…
。

馬
み
た
い
な
気
が
し
な
い
ん
だ
な
…
。

い
や
、
馬
み
た
い
な
気
は
す
る
ん
だ
が
、
そ
れ
に
乗
っ
て

る
み
た
い
な
気
が
し
な
い
ん
だ
…
。

い
い
じ
ゃ
な
い
か
、
馬
な
ん
だ
か
ら
…
。

そ
う
じ
ゃ
な
い
よ
、
昔
、
馬
や
っ
た
時
は
ね
、
馬
み
た
い

な
気
が
し
た
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
馬
に
乗
っ
た
み
た
い
な
気

が
し
た
ん
だ
…
。

み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
私
は
、
平
清
盛
さ
ま
の
使
い

の
者
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
わ
た
し
の
従
者
で
す
。

お
い
、
あ
い
さ
つ
を
し
な
さ
い
。

こ
ん
に
ち
は
、
従
者
で
す
。
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紳
士
１

紳
士
２

紳
士
１

紳
士
２

紳
士
１

（
別
役
実
『
遊
園
地
の
思
想
―
別
役
実
戯
曲
集
』
三
一
書
房
、１
９
９
７
年
、

10
頁
）

だ
っ
て
、
お
前
が
馬
な
ん
だ
ろ
う
…
？

違
う
よ
、
こ
い
つ
が
馬
な
ん
だ
ろ
う
…
。

だ
っ
た
ら
、
乗
っ
て
る
じ
ゃ
な
い
か
…
。

で
も
ね
、
カ
ン
に
乗
っ
て
る
み
た
い
な
気
が
す
る
ん
だ
…
。

や
め
ろ
…
。

図
１　

岡
田
訳
「
卒
都
婆
小
町
」
上
演
の
た
め
参
照
し
た
資
料
。

　
　
　

中
央
は
、
清
水
寛
二
氏
よ
り
借
用
し
た
五
線
譜
。

図
２　

岡
田
訳
「
卒
都
婆
小
町
」
稽
古
風
景
。

①

図１

図２

② ③

　
　
｜
参
考
文
献
｜

　
　
｜
図
表
一
覧
｜

木
下
順
二
『
日
本
語
の
世
界
12　

戯
曲
の
日
本
語
』
中
央
公
論
社
、

１
９
８
２
年
。

田
代
慶
一
郎
『
謡
曲
を
読
む　

朝
日
選
書
３
３
２
』
朝
日
新
聞
社
、

１
９
８
７
年
。

木
下
順
二
『
〝
劇
的
〞
と
は
』
岩
波
書
店
、
１
９
９
５
年
。

木
下
順
二
『
子
午
線
の
祀
り　

木
下
順
二
戯
曲
選
４
』
岩
波
書
店
、

１
９
９
９
年
。

天
野
文
雄
『
現
代
能
楽
講
義
―
能
と
狂
言
の
魅
力
と
歴
史
に
つ
い
て
の
十
講

―
』
大
阪
大
学
出
版
会
、
２
０
０
４
年
。

・・・・・

謡曲の現代語翻訳とその上演意義について
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図
３　

岡
田
訳
「
卒
都
婆
小
町
」
上
演
台
本
の
一
部
。
場
面
の
冒
頭
に
追
加
シ
ー
ン
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

④

⑤

③

①

②



73

アドルフ・アッピア演出作品の再現上演のために（１）

72

「
ア
ド
ル
フ
・
ア
ッ
ピ
ア
演
出
作
品
の
再
現
上
演
の
た
め
に
（
１
）

〜
『R

ekonstruktion der Z
ukunft : R

aum
 - L

icht - B
ew

egung - U
topie

』

（
２
０
１
７
）
調
査
を
経
て
」

横
田
宇
雄

図
４　

岡
田
訳
「
卒
都
婆
小
町
」
上
演
台
本
の
一
部
。
グ
レ
ー
部
分
は
ラ
ッ
プ
の
技
法
で
発
声
す
る
箇
所
。

①

②

■
１
ー
１

　
理
論
的
背
景

　

本
論
考
は
、
２
０
２
３
年
12
月
５
日
に
実
地
調
査
を
行
っ
た

ヘ
レ
ラ
ウ
祝
祭
劇
場
（H

ellerau Festspielhaus

）
を
対
象
に
、

再
現
上
演
に
お
け
る
視
覚
的
要
素
の
役
割
を
考
察
す
る
。

　

調
査
報
告
に
入
る
前
に
、
論
の
概
観
を
示
し
て
お
き
た
い
。

　

本
論
は
、
上
演
芸
術
に
お
け
る
広
い
意
味
で
の
視
覚
的
領
域

（Visual D
om

ain

）
を
扱
う
視
覚
文
化
論
で
あ
る
           1 

。
本
論
で
扱

う
範
囲
を
ま
ず
は
限
定
し
て
み
た
い
。

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
詩
学
に
お
い
て
、
舞
台
装
置
や
衣
装
、

小
道
具
と
い
っ
た
要
素
は
悲
劇
を
構
成
す
る
六
つ
の
要
素
の
一

つ
で
あ
り
「
視
覚
的
装
飾
（opseōs kosm

os, opsis

）」
と
言
わ

れ
る
           2 

。
こ
れ
は
『
詩
学
』
の
中
で
、
カ
タ
ル
シ
ス
を
生
み
出
す

要
素
で
は
あ
る
が
、
朗
誦
に
劣
る
と
さ
れ
て
い
る
           3 

。
視
覚
よ
り

も
、
言
語
に
よ
る
認
知
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー

ス
的
詩
学
を
構
築
す
る
理
由
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
観
客
が

受
動
的
に
受
け
取
る
感
覚
的
要
素
よ
り
も
、
観
客
の
能
動
的
な

知
的
活
動
が
優
先
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
詳
し
く
扱
わ
な
い
が
、「opsis

」
は
、R

oselyne 

D
upont -R

oc 

とJean Lallot

に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
語
訳La 

Poétique

（
１
９
８
０
）
に
お
い
て
「spectacle

（
光
景
、見
世
物
）」

と
訳
さ
れ
て
い
る
。
第
26
章
「
悲
劇
は
そ
の
少
な
か
ら
ぬ
要
素

と
し
て
音
楽
（
歌
曲
）
と
視
覚
的
装
飾
（kai tas opseis

）
を
も
っ

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
悲
劇
が
も
た
ら
す
よ
ろ

調
査
報
告
書
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一
つ
の
補
助
線
と
し
て
、
古
楽
論
か
ら
分
析
方
法
を
検
討
し

て
み
た
い
。

　

ハ
ン
タ
ー
（
２
０
１
４
）
は
、
古
楽
の
再
現
上
演
に
お
い
て
、

３
つ
の
主
た
る
要
素
を
取
り
上
げ
           5 

、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
る
。

　

い
わ
ゆ
る
Ｈ
Ｉ
Ｐ
の
議
論
は
、
90
年
代
に
ア
メ
リ
カ
で
流

行
し
た
バ
ロ
ッ
ク
音
楽
の
再
解
釈
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、

再
現
上
演
を
考
察
す
る
上
で
も
有
意
義
な
も
の
で
あ
る
。
特

に
、
視
覚
的
要
素
が
テ
キ
ス
ト
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い

る
か
を
整
理
す
る
た
め
に
キ
ヴ
ィ
の
演
奏
に
お
け
る
正
当
性

（authenticity

）
の
議
論
に
立
ち
戻
ろ
う
。

　

上
演
の
実
践
ま
た
方
法
論
が
、
直
接
的
・
間
接
的
に

作
品
発
表
当
時
の
資
料
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
作
品
が

本
来
作
ら
れ
た
音
響
的
・
観
念
的
・（
オ
ペ
ラ
の
場
合

に
は
）
視
覚
的
条
件
に
関
し
て
、
解
釈
上
の
決
定
が
あ

る
こ
と
を
伝
え
る
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
の
『
権
威
的

（authentic

）』
と
い
う
用
語
に
替
わ
り
、『
歴
史
的
に

伝
え
ら
れ
た
』
ま
た
『
歴
史
的
な
気
付
き
』
と
い
う
語

が
１
９
９
０
年
代
以
降
に
用
い
ら
れ
た
           6 

。

　

キ
ヴ
ィ
の
議
論
で
は
、
優
れ
た
上
演
と
そ
う
で
は
な
い
上
演

を
選
り
分
け
な
が
ら
漸
進
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
も
の
の
           8 

、
私

た
ち
が
取
り
組
む
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
『
詩
学
』
に
お
け
る
上

演
と
視
覚
的
要
素
の
議
論
を
、
よ
り
分
か
り
や
す
い
形
で
示
し

て
く
れ
て
い
る
。
演
奏
方
法
と
同
じ
よ
う
に
、
視
覚
的
要
素
も

ま
た
、
初
演
時
と
同
様
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
作

家
や
美
術
家
が
思
い
描
い
た
意
図
を
尊
重
す
れ
ば
、
そ
れ
は
再

現
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
し
、
そ
の
意
図
を
脱
し
て
い
た
と

し
て
も
、
そ
の
舞
台
装
置
や
衣
装
が
何
か
し
ら
の
形
で
原
資
料

に
も
と
づ
い
て
い
れ
ば
歴
史
的
知
識
に
も
と
づ
い
た
「
舞
台
装

置
」
な
い
し
「
衣
装
」
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
、
装
置
や
衣
装
は
上
演
を
固
定
さ
せ
る
も

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
上
演
の
解
釈
を
開
く
も
の
と
し
て
上
演

に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
演
奏
家

（
な
い
し
俳
優
）
が
再
現
上
演
に
取
り
組
む
に
あ
た
り
、
独
自
の

　
（
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
ホ
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
が
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト

を
シ
ョ
パ
ン
の
よ
う
に
弾
き
、
シ
ョ
パ
ン
を
モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
の
よ
う
に
弾
く
と
言
っ
て
い
た
と
、
か
つ
て
聞
い

た
こ
と
が
あ
る
が
）
例
え
ば
ホ
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
が
言
わ
ん

と
し
て
い
た
よ
う
に
、
ホ
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
よ
る
モ
ー

ツ
ァ
ル
ト
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
演
奏
は
「
正
当
で
あ
る

（authentic

）」
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
？　

字
義
通
り
に

言
え
ば
、
こ
れ
は
「
正
当
で
は
な
い
（inauthentic

）」

と
い
う
こ
と
は
確
実
に
言
え
る
、
な
ぜ
な
ら
モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
が
自
身
の
演
奏
の
中
で
意
図
し
た
音
は
充
分
に
再

現
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
か
ら
だ
。
し
か
し
、
い

か
に
「
正
当
で
あ
る
」
の
だ
ろ
う
か
？　

実
際
、
人
々

の
い
う「
正
当
で
あ
る
」と
い
う
の
は
、オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
英
語
辞
典
に
よ
れ
ば
「
そ
の
人
自
身
に
属
し
て
い
る
」

と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
「
自
身
の
」
と
い
う
の
が
、
つ

ま
り
は
ホ
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
演
奏
が
独
特
で
あ
る
と
、
私

た
ち
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

こ
び
は
き
わ
め
て
い
き
い
き
と
し
た
も
の
と
な
る
」
に
お
け
る

視
覚
的
装
飾
は
、
目
に
み
え
る
要
素
で
は
な
く
悲
劇
の
一
つ
の

性
質
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
り
、「spectacle

」
と
い
う
訳
語
は
、

そ
の
文
脈
を
押
さ
え
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
が
生
き
た

年
代
を
鑑
み
れ
ば
、
彼
は
エ
ウ
リ
ピ
デ
ー
ス
劇
は
劇
場
で
見
た

で
あ
ろ
う
が
、
視
覚
的
装
飾
を
活
か
し
た
と
言
わ
れ
る
ア
イ
ス

キ
ュ
ロ
ス
劇
を
見
て
は
い
な
か
っ
た
は
ず
で
、
あ
く
ま
で
記
録

に
残
さ
れ
た
戯
曲
あ
る
い
は
逸
話
と
し
て
の
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス

劇
を
論
じ
て
い
る
こ
と
を
検
討
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
視
覚
的
装
飾
は
、
ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
に
と
っ
て
非
本
質

的
な
要
素
と
し
て
17
世
紀
フ
ラ
ン
ス
古
典
劇
か
ら
20
世
紀
初
頭

の
ド
ラ
マ
的
演
劇
ま
で
詩
学
理
論
あ
る
い
は
文
学
理
論
か
ら
遠

ざ
け
ら
れ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
優
位
の
上
演
芸

術
観
を
改
革
し
た
の
が
、
本
論
考
で
対
象
に
す
る
ア
ド
ル
フ
・

ア
ッ
ピ
ア
（Adolphe A

ppia, 1862 -1928

）
そ
の
人
で
あ
る
。

■
１
ー
２

　
方
法
（
歴
史
的
知
識
に
も
と
づ
い
た

　
　
　
　
　
演
奏
           4 

に
お
け
る
視
覚
的
要
素
）

は
独
自
の
創
造
活
動
で
あ
り
、
何
か
の
派
生
物
で
な
け

れ
ば
、
コ
ピ
ー
で
も
な
く
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
演
奏
に

関
す
る
誰
か
の
模
倣
で
も
な
い
の
で
あ
る
           7 

。
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解
釈
を
踏
ま
え
て
「
正
当
な
」
も
の
に
な
る
た
め
に
は
、
上
演

に
か
か
る
要
素
（
台
本
や
作
家
の
意
図
、
視
覚
的
要
素
や
上
演

に
必
要
な
物
理
的
条
件
）
が
適
切
に
上
演
者
に
提
供
さ
れ
て
い

る
必
要
が
あ
る
。

　

以
上
、
本
論
の
理
論
的
概
観
を
述
べ
た
。
こ
こ
か
ら
、
視
覚

的
要
素
が
ど
の
よ
う
な
過
程
で
再
現
さ
れ
、
ど
う
い
っ
た
理
由

で
修
正
や
変
更
を
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ヘ
レ
ラ
ウ
祝
祭
劇
場
に
お
い
て
視
覚
的
要
素
が
ど
の
よ
う

に
再
現
さ
れ
て
い
る
の
か
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。

■
２
ー
１

　
調
査
対
象

　

筆
者
は
、
ヘ
レ
ラ
ウ
祝
祭
劇
場
を
対
象
に
現
地
調
査
及

び
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
。
今
回
の
調
査
で
は
、
現
地

の
劇
場
ス
タ
ッ
フ
に
了
承
を
得
て
、
当
劇
場
で
上
演
さ
れ
た

『R
ekonstruktion der Zukunft

』（
２
０
１
７
）
の
技
術
資
料

や
舞
台
セ
ッ
ト
の
一
部
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
           9 

。

　

以
下
、
対
象
の
概
観
を
示
す
。

　

劇
場
は
、
ド
レ
ス
デ
ン
中
央
駅
か
ら
ト
ラ
ム
で
40
分
ほ
ど
の

ヘ
レ
ラ
ウ
と
い
う
地
域
に
あ
る
。
メ
イ
ン
ホ
ー
ル
「
大
ホ
ー
ル

（großer saal

）」
は
、
幅
16
Ｍ
、
奥
行
き
35
Ｍ
（
舞
台
・
客
席

を
含
む
）、
高
さ
１
２
．
５
Ｍ
（
床
か
ら
上
空
の
ト
ラ
ス
ま
で
）

で
、
白
い
床
と
壁
に
囲
ま
れ
た
ホ
ワ
イ
ト
キ
ュ
ー
ブ
な
ら
ぬ
伽

藍
堂
で
あ
る
。

　

施
設
は
ホ
ー
ル
の
他
、
管
理
事
務
所
や
倉
庫
は
も
ち
ろ
ん
、

カ
フ
ェ
や
講
堂
（
ダ
ル
ク
ロ
ー
ズ
記
念
ホ
ー
ル
）、
キ
ャ
パ
50
席

ほ
ど
の
小
ホ
ー
ル
「
ナ
ン
シ
ー
＝
ス
ペ
ロ
＝
ホ
ー
ル
」、
レ
ジ
デ

ン
ス
施
設
を
持
つ
。

　

こ
の
劇
場
が
建
設
さ
れ
る
背
景
に
は
、
20
世
紀
初
頭
の

ド
イ
ツ
の
労
働
環
境
を
改
善
し
、
労
働
者
の
生
活
改
善

（Lebensreform

）
の
た
め
の
「
田
園
都
市
運
動
」
が
あ
っ
た
。

ヘ
レ
ラ
ウ
と
い
う
町
は
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
出
資
し
て

生
ま
れ
た
の
で
あ
り
、
実
業
家
と
芸
術
家
が
理
想
の
町
を
作
る

と
い
う
極
め
て
革
新
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。

　

活
動
自
体
は
第
一
次
世
界
大
戦
時
に
中
断
し
、
ダ
ル
ク
ロ
ー

ズ
の
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
再
度
活
用
さ
れ
る
が
、
第
二
次
世

界
大
戦
下
に
お
い
て
１
９
３
８
年
よ
り
軍
事
利
用
さ
れ
る
。

１
９
９
２
年
よ
り
ド
イ
ツ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
グ
ル
ー
プ
・
ヘ

レ
ラ
ウ
（D

eutsche W
erkstätten H

ellerau

）
の
運
動
に
よ
り

修
復
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
み
、
２
０
１
２
年
に
現
在
の
姿
と
な

る
。
現
在
は
、
複
数
の
文
化
機
関
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
文
化

セ
ン
タ
ー
と
な
っ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ド
レ
ス
デ
ン

舞
踊
団
が
在
籍
し
て
い
る
。

　

詳
し
い
経
緯
は
「W

erkbund

」
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
に
譲
り
た
い
        10 

。

　

こ
の
劇
場
が
世
界
に
類
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
理
由
の
一
つ

に
は
、
ド
イ
ツ
で
最
初
の
田
園
都
市
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。
17
世
紀
以
降
の
ド
イ
ツ
で
は
、
劇
場
が
独
立
し
た

建
造
物
と
し
て
王
侯
貴
族
や
自
治
体
の
経
済
的
支
援
を
得
て
、

都
市
計
画
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
王
の
威

厳
を
高
め
た
り
、
芸
術
に

理
解
の
あ
る
王
侯
貴
族
が

余
暇
を
楽
し
む
た
め
に

建
設
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
田
園
都
市
運
動
は
、

労
働
者
の
た
め
の
生
活
改

善
運
動
で
あ
り
、
ヘ
レ
ラ

ウ
祝
祭
劇
場
は
、
単
な
る

余
暇
で
は
な
く
、
体
を
動

か
し
、
歌
い
を
歌
い
、
集

い
、
交
流
す
る
た
め
の
肉

建
築

：

ヘ
レ
ラ
ウ
祝
祭
劇
場

住
所

：K
arl -Liebknecht -Str. 56, 01109, D

resden

（
ド
イ
ツ
）

建
築
家

：

ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
テ
ッ
セ
ナ
ウ

竣
工

：

１
９
１
１
年

企
画
名

：

『R
ekonstruktion der Zukunft

』

２
０
１
７
年
10
月
17
日
〜
11
月
11
日

主
な
ス
タ
ッ
フ

：D
ieter Jaenicke

（
芸
術
監
督
）、

H
éctor Solari

（
学
芸
）、G

abriel G
orgas, C

laire Kuschnig

（
展
示
に
お
け
る
学
芸
）、C

arm
en M

ehnert

、Barbara 

D
am

m

、Frank G
erßler

（
企
画
）

※
会
期
中
、
上
演
や
講
演
会
、
展
示
が
行
わ
れ
た
。

図１　ヘレラウ祝祭劇場（筆者撮影、2023年12月5日）
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体
的
・
精
神
的
な
健
康
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
施
設
と
し
て
構

想
さ
れ
た
。

　

従
っ
て
、
ヘ
レ
ラ
ウ
祝
祭
劇
場
の
意
匠
や
用
途
は
そ
れ
ま
で

の
貴
族
的
な
趣
味
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
白
く
均
一
に
塗

ら
れ
た
壁
、
外
光
を
採
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
高
い
窓
、
舞

台
と
客
席
を
分
け
る
プ
ロ
セ
ニ
ア
ム
ア
ー
チ
の
廃
止
。
こ
の
劇

場
に
と
っ
て
の
「
祝
祭
」
と
は
、
非
日
常
的
な
ド
ラ
マ
空
間
を

提
供
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
太
陽
光
の
射
す
（
も
し
く
は
サ
ル

ズ
マ
ン
設
計
に
よ
る
、
空
間
全
体
を
照
ら
す
有
名
な
間
接
照
明

シ
ス
テ
ム
に
よ
り
）
舞
台
も
客
席
も
文
字
通
り
地
続
き
に
な
っ

た
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
空
間
な
の
で
あ
る
        11 

。
ダ
ル
ク
ロ
ー
ズ
が
創
始

し
た
「
リ
ト
ミ
ッ
ク
体
操
」
は
、
ア
ド
ル
フ
・
ア
ッ
ピ
ア
の
ア

イ
デ
ア
に
よ
っ
て
、
黒
（
あ
る
い
は
紺
の
）
下
着
を
身
に
つ
け

た
音
楽
学
生
た
ち
に
よ
っ
て
上
演
さ
れ
た
。

　

こ
の
運
動
に
は
あ
る
種
の
古
典
古
代
へ
の
回
帰
が
含
ま
れ
て
い

た
。
産
業
化
さ
れ
た
労
働
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
た
生
身
の
人
間（
お

よ
び
そ
の
精
神
性
）
を
「
本
来
の
姿
」
に
取
り
戻
そ
う
と
す
る
。

　

ク
ロ
ー
デ
ル
が
賞
賛
し
た
大
ホ
ー
ル
だ
が
、「
ア
ッ
ピ
ア
以
降
」

の
舞
台
装
置
や
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
建
築
を
見
慣
れ
て
い
る
私
た
ち

に
は
、
ヘ
レ
ラ
ウ
祝
祭
劇
場
の
当
時
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
実
感
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
幾
何
学
的
な
構
成
の
他
に
、
田
園
都
市

や
ヌ
ー
デ
ィ
ズ
ム
、
日
光
浴
や
生
活
改
善
と
い
っ
た
文
脈
も
踏

ま
え
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

１
９
１
９
年
に
再
ス
タ
ー
ト
を
切
る
際
に
も
、
ま
た

１
９
９
２
年
に
修
復
を
行
う
際
に
も
、
田
園
都
市
ヘ
レ
ラ
ウ
の

理
念
は
、
復
興
さ
れ
て
い
る
        13 

。
こ
の
劇
場
で
は
、
公
開
ア
ー
カ

イ
ブ
や
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
、
オ
ー
デ
ィ
オ
ガ
イ
ド
な
ど
、
当

時
の
文
脈
を
広
く
公
開
し
て
い
る
。
現
在
は
、
リ
ト
ミ
ッ
ク
教

室
こ
そ
や
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ド
レ
ス

デ
ン
舞
踊
団
に
よ
る
ダ
ン
ス
教
室
も
運
営
さ
れ
て
い
る
。
現
実

に
近
隣
に
住
む
市
民
に
こ
の
理
念
が
共
有
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
は
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
        14 

。
た
と
え
観
光
資
源
と
し
て
で

あ
っ
て
も
「
田
園
都
市
」
と
い
う
理
念
は
脈
々
と
受
け
継
が
れ

て
お
り
、
ヘ
レ
ラ
ウ
と
い
う
町
は
存
続
し
て
い
る
。
こ
の
町
と

大
ホ
ー
ル
は
、
再
現
上
演
の
一
つ
の
背
景
（
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
）

と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

■
２
ー
２

　
『R

e
k

o
n

stru
k

tio
n

 d
e

r Z
u

k
u

n
ft

（
未
来
の
再
構
築
）
』
（
２
０
１
７
）
の
技
術
仕
様
調
査

　

不
祥
な
が
ら
筆
者
は
こ
の
上
演
を
見
た
わ
け
で
は
な
い
。
本

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
付
し
て
刊
行
さ
れ
た
冊
子
『R

ekonstruktion 

der Z
ukunft : R

aum
 - Licht - B

ew
egung - U

topie

』

（
２
０
１
７
）
も
ド
イ
ツ
語
で
、
読
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

理
解
が
及
ん
で
い
な
い
部
分
、
説
明
に
不
足
が
あ
る
だ
ろ
う
。

も
し
上
演
を
み
た
、
ド
イ
ツ
語
が
読
め
る
と
い
う
方
が
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
ら
、
ぜ
ひ
ご
意
見
を
伺
い
た
い
と
思
う
。

　

今
回
の
調
査
は
、
技
術
仕
様
を
劇
場
に
問
い
合
わ
せ
、
こ
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
関
係
者
に
話
を
伺
う
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

簡
単
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
紹
介
し
た
い
。
ア
ッ
ピ
ア
が
演
出

し
た
『
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
と
エ
ウ
リ
デ
ィ
ー
チ
ェ
』(

１
９
１
２

版)

の
舞
台
セ
ッ
ト
を
、
実
際
の
大
ホ
ー
ル
に
再
現
し
、
複
数

の
芸
術
家
が
作
品
を
上
演
す
る
も
の
で
あ
る
。
上
演
以
外
に

も
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
ツ
ア
ー
な
ど
が
組
ま
れ
た
。
監
修
に
は

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ビ
ー
チ
ャ
ム
（R

ichard Beacham

）
が
加
わ
っ

て
い
る
。
舞
台
監
督
は
ト
ビ
ア
ス
・
ブ
ラ
ス
バ
ー
グ
（Tobias 

　

ヘ
レ
ラ
ウ
の
ホ
ー
ル
は
、
サ
ル
ズ
マ
ン
（
ロ
シ
ア
人
）

と
い
う
才
能
あ
る
芸
術
家
に
よ
っ
て
建
設
、
ま
た
整
備
さ

れ
て
お
り
、
サ
ロ
ン
に
な
る
よ
う
な
意
図
も
、
バ
イ
ロ
イ

ト
の
よ
う
な
神
殿
に
な
る
よ
う
な
意
図
も
な
く
、
芸
術
家

の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
工
房
で
あ
っ
て
、
極
め
て
柔
軟
で

可
変
な
用
具
に
よ
っ
て
必
要
な
も
の
が
揃
え
ら
れ
て
い
る
。

ホ
ー
ル
は
巨
大
な
四
角
形
で
、
常
設
の
舞
台
は
な
い
。
壁

と
天
井
は
白
い
生
地
で
仕
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
裏
に

は
電
球
の
列
が
等
間
隔
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。

　
（
…
）
一
人
の
建
築
家
が
全
て
を
取
り
換
え
た
。
ド
ラ

マ
的
行
動
の
基
本
方
針
を
作
り
、
意
図
と
方
向
性
を
発
展

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
（
用
具
は
）
誂
え
ら
れ
て

い
る
。
い
わ
ば
、
ド
ラ
マ
的
行
動
を
前
も
っ
て
準
備
す
る

原
動
機
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
、
例
え
ば
近
代
的
な
舞
台
で
不
適
切
に
扱
わ
れ

て
い
る
よ
う
な
、
古
代
の
ド
ラ
マ
の
上
演
を
ま
か
な
う
こ

と
が
で
き
る
あ
る
種
の
ア
イ
デ
ア
、材
料
を
確
認
で
き
る
。

ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
「La N

ouvelle Revue française

」

（
１
９
１
３
年
８
月
）        12 
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Blasberg

）
氏
、
照
明
担
当
は
フ
ォ
ル
ク
・
デ
ィ
ト
リ
ッ
チ
（Falk 

D
ittrich

）
氏
。

　

筆
者
は
２
０
２
３
年
12
月
5
日
に
長
年
勤
続
さ
れ
て
い
る
プ

ロ
グ
ラ
ム
監
修
の
フ
ラ
ン
ク
・
ゲ
イ
ス
ラ
ー
（Frank G

eißler

）

さ
ん
と
舞
台
担
当
の
ト
ビ
ア
ス
さ
ん
に
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き

た
。そ
の
日
は
、新
作『A la carte

』の
仕
込
み
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　

フ
ラ
ン
ク
さ
ん
は
修
復
か
ら
劇
場
に
関
わ
っ
て
お
り
、

１
９
９
２
年
か
ら
現
在
ま
で
の
修
復
箇
所
に
つ
い
て
説
明
を
し

て
く
れ
た
。
寡
黙
な
方
で
あ
り
、
現
在
の
劇
場
の
運
営
状
況
な

ど
は
詳
し
く
聞
け
な
か
っ
た
が
、
周
り
の
ス
タ
ッ
フ
か
ら
の
信

頼
も
厚
く
、
劇
場
の
こ
と
は
彼
に
聞
い
て
く
れ
、
と
い
う
こ
と

で
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
。

　

ト
ビ
ア
ス
さ
ん
は
、
劇
場
の
舞
台
チ
ー
フ
で
あ
り
、

『R
ekonstruktion der Zukunft

』
の
舞
台
監
督
で
も
あ
る
。

技
術
仕
様
に
つ
い
て
は
、
彼
か
ら
詳
し
く
話
を
伺
う
こ
と
が
で

き
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
記
録
写
真
や
図
面
デ
ー
タ
を
譲
り
受

け
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
倉
庫
を
案
内
し
て
も
ら
い
、
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
再
現
し
た
可
変
台
（praticables

）        15 

を
見
せ
て
も

ら
っ
た
。
日
程
が
合
わ
ず
、
照
明
チ
ー
フ
の
フ
ォ
ル
ク
さ
ん
か

ら
は
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

■
３

　
分
析
・
考
察

　

次
に
、『R

ekonstruktion der Zukunft

』
と
１
９
１
１
年

設
立
当
時
の
資
料
を
比
較
検
討
し
て
み
た
い
。

■
３
ー
１

　
可
変
台
／
エ
ス
パ
ス
・
リ
ト
ミ
ッ
ク

　

ア
ッ
ピ
ア
は
音
楽
が
当
時
の
舞
台
装
置
と
身
振
り
と
合
っ
て

い
な
い
こ
と
に
不
満
を
持
ち
、
ダ
ル
ク
ロ
ー
ズ
の
リ
ト
ミ
ッ
ク

体
操
に
、
そ
の
解
決
を
求
め
た
。

　

白
い
壁
、
高
い
窓
、
舞
台
と
客
席
の
間
に
は
何
も
な
い
伽
藍

堂
。
こ
れ
ら
の
「
発
明
」
に
匹
敵
す
る
の
は
、
ア
ッ
ピ
ア
が

１
９
０
９
年
か
ら
１
９
１
０
年
に
か
け
て
描
い
た
「
リ
ズ
ム
空

間
（Espaces rythm

iques

）」
で
あ
ろ
う
。
幾
何
学
的
図
形

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
美
術
図
面
は
、
後
世
に
多
大
な
影
響
を

与
え
た
。

　

こ
の
幾
何
学
的
構
成
は
、
ヘ
レ
ラ
ウ
設
立
後
、
可
変
台
に
よ
っ

て
実
現
さ
れ
た
。
１
９
１
２
年
版
の
『
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
と
エ
ウ

　

抒
情
的
ド
ラ
マ
        16 

そ
の
高
み
に
お
い
て
、
俳
優
と
い
う

の
は
、
筋
の
表
現
主
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
…
）
俳
優
は
苦
し
く
も
以
下
の
二
つ
の
要
素
の
中
で
揺

れ
動
い
て
い
ま
す
。
一
つ
は
全
く
内
的
な
矛
盾
を
具
体

的
に
表
現
す
る
理
由
を
俳
優
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
音
楽
。
も
う
一
つ
は
反
対
に
、
外
側
に
激
し
く
身
を

投
げ
出
す
こ
と
を
求
め
る
音
楽
。（
…
）い
ず
れ
に
せ
よ
、

　
舞
台
セ
ッ
ト
に
関
す
る
ア
ッ
ピ
ア
の
意
図
を
引
用
し
た
い
。

結
果
は
俳
優
と
音
楽
の
簡
単
な
並
列
で
終
わ
っ
て
し
ま

う
の
で
す
。「
有
機
的
な
」
結
合
と
い
う
の
は
、
不
可
能

な
ま
ま
で
す
。
と
い
う
の
は
、
近
代
の
ド
ラ
マ
音
楽
は
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
身
体
形
式
の
関
係
性
を
長
く
放
棄
し
、

芸
術
と
し
て
特
殊
か
つ
過
剰
な
発
展
を
し
て
き
た
か
ら

で
す
。
で
す
か
ら
、
抒
情
的
舞
台
は
避
け
が
た
い
虚
構

な
の
で
す
。

　
（
…
）
俳
優
は
、
自
分
の
で
き
る
こ
と
が
分
か
り
、
原

因
を
良
く
知
る
こ
と
で
、
ド
ラ
マ
と
舞
台
の
改
革
に
協

力
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
無
意
識
に
関

係
し
て
い
た
改
革
に
で
す
。

リ
ズ
ム
体
操
は
、
適
切
に
俳
優
に
こ
の
美
的
教
育
を
施
す

こ
と
で
、
俳
優
に
こ
の
正
当
性
を
与
え
る
の
で
す
        17 

。

図２　アッピアによる「オルフェウスとエウリディーチェ」（1912）
の舞台セット（ジュネーブ国立図書館蔵〈Bibliothèque de Genève〉）
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リ
デ
ィ
ー
チ
ェ
』
に
は
稽
古
中
の
写
真
が
残
さ
れ
て
お
り
、
当

時
の
様
子
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

幾
何
学
的
美
し
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
可
変
台
さ
え
あ
れ

ば
、
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
様
々
な
情
景
を
表
現
す
る
こ
と
が

で
き
る
、実
に
現
実
的
な
仕
組
み
で
あ
る
。
考
え
方
に
よ
っ
て
は
、

作
品
毎
に
舞
台
セ
ッ
ト
を
一
か
ら
作
ら
な
く
て
済
む
だ
け
で
な

く
、
凝
っ
た
装
飾
が
必
要
な
い
の
で
、
安
価
に
済
む
と
も
考
え

ら
れ
る
。

　

こ
の
セ
ッ
ト
は
、
お
よ
そ
好
意
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

エ
ル
ネ
ス
ト
・
ア
ン
セ
ル
メ
の
批
評
を
抜
粋
し
た
い
。

　

ア
ッ
ピ
ア
は
「
ド
ラ
マ
と
演
出
の
将
来
」（
１
９
１
８—

１
９
１
９
）
中
で
「
舞
台
の
配
置
に
よ
り
俳
優
は
舞
台
空
間
と

接
触
し
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
得
る
の
だ
」（
田
中
訳
）
と
述
べ
て
お

り
、
変
化
し
て
い
く
時
間
の
中
で
、
俳
優
も
舞
台
セ
ッ
ト
が
調

和
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

　

そ
の
意
味
で
、
こ
の
可
変
台
は
、
図
形
的
な
美
し
さ
で
は
な

く
、
も
っ
と
人
間
の
感
覚
に
近
い
も
の
、
階
段
や
幕
と
い
っ
た

運
動
性
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
は
動
か
な
い
も
の
の
、

俳
優
の
動
き
を
誘
発
し
た
り
、
観
客
に
次
の
展
開
を
想
像
さ
せ

る
「
持
続(durée)

」
を
持
つ
も
の
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。『R

ekonstruktion der Zukunft

』
で
は
、
こ
の
可

変
性
は
十
分
に
考
慮
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

　

一
方
で
、
素
材
や
作
り
方
は
、
お
そ
ら
く
初
演
時
の
も
の
と

は
異
な
る
。
再
現
時
の
可
変
台
は
、
鉄
の
枠
に
合
板
を
は
め
る

設
計
に
な
っ
て
い
た
。
初
演
時
は
、
写
真
か
ら
判
断
す
る
だ
け

だ
が
、
手
持
ち
の
穴
が
空
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
全
て
木
製
で
、

パ
ズ
ル
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
設
計
だ
っ
た

と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
耐
荷
重
や
防
火
基
準
、
単
価
な
ど

総
合
的
に
考
え
る
と
鉄
枠
を
採
用
す
る
こ
と
は
十
分
に
納
得
が

い
く
。
こ
の
点
、ト
ビ
ア
ス
氏
に
質
問
す
る
と「
鉄
の
方
が
安
か
っ

た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
セ
ッ
ト
の
中
腹
は
、
可
変
台
で
は

な
く
ス
チ
ー
ル
デ
ッ
キ
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時
も
そ
う

だ
っ
た
か
は
写
真
か
ら
は
判
別
で
き
な
い
。

　

こ
の
可
変
台
の
寸
法
は
、
ト
ビ
ア
ス
氏
曰
く
、
劇
場
の
実
寸

を
測
り
、
上
手
と
下
手
そ
れ
ぞ
れ
に
布
を
垂
ら
す
た
め
の
余
白

を
残
し
、
残
っ
た
数
値
を
10
で
割
っ
た
数
字
で
１
２
３
０
ミ
リ

に
決
め
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
３
段
の
階
段
に
す
る
と
、
高
さ

と
踏
面
の
比
率
が
３
分
の
１
に
な
る
の
で
、
蹴
上
は
４
１
０
ミ

リ
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
平
台
の
寸
法
に
つ
い
て
尋
ね
た
時
の
ト
ビ
ア
ス
さ
ん
の

一
言
が
印
象
的
だ
っ
た
。「
特
に
理
由
は
な
い
。」「
誰
に
も
分
か

ら
な
い
。」
再
現
上
演
を
企
て
る
時
に
、
全
て
の
残
さ
れ
て
い
る

　

ヘ
レ
ラ
ウ
の
上
演
は
、
リ
ズ
ム
体
操
の
新
発
見
以

外
に
も
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
ま
し 

た
。
そ
れ
は
、

ア
レ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ォ
ン
・
サ
ル
ズ
マ
ン
氏
に
よ
る
照

明
と
装
飾
の
流
儀
で
す
。
上
演
に
は
、
通
常
通
り
の

場
景
の
演
出
効
果
と
、簡
素
な
幕
が
あ
り
ま
し
た
。（
こ

れ
ま
で
の
）
完
全
に
無
益
だ
と
思
わ
れ
る
装
飾
に
対

し
て
、楽
園
の
木
々
、地
獄
の
真
っ
赤
な
岩
々
な
ど
が
、

代
わ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
な
の
だ
と
理
解
さ
せ
て

く
れ
ま
し
た
。「
こ
れ
は
地
獄
を
表
現
し
て
い
る
」
と

い
っ
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
立
札
や
単
純
な
装

飾
に
、
戻
る
べ
き
だ
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

な
ぜ
な
ら
、
書
割
が
人
を
感
動
さ
せ
る
わ
け
で
は
な

い
か
ら
で
す
。
知
性
的
な
も
の
が
喋
っ
て
い
る
だ
け

な
の
で
す
。
博
物
館
へ
行
く
よ
う
に
、
私
た
ち
は
劇

場
へ
は
行
か
な
い
の
で
す
。

　

ヘ
レ
ラ
ウ
の
装
飾
や
照
明
、
演
出
の
流
儀
の
美
徳
と

い
う
の
は—

—

簡
素
さ
、
自
然
さ
、
こ
れ
ま
で
の
全
て

の
慣
習
上
の
誠
実
さ
に
お
い
て—

—

音
楽
上
の
本
質
な

の
で
す
。
音
楽
と
い
う
の
は
、
そ
れ
自
体
に
は
正
確
な

意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
タ
イ
ト
ル
や
台
詞
、
慣

習
的
な
要
素
な
ど
音
楽
的
な
本
質
を
、
作
家
が
付
け
加

え
る
の
で
す
。
そ
れ
自
体
で
は
意
味
を
持
た
な
い
音
楽

は
、
特
徴
的
な
も
の
に
な
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
の

短
編
の
舞
台
に
は
、
ま
さ
に
墓
や
広
が
っ
た
布
、
列
柱

な
ど
の
美
し
さ
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
ド
ラ
マ
が

始
ま
り
、
こ
の
美
し
さ
が
動
き
出
し
ま
し
た
。
こ
の
壁

は
地
上
の
楽
園
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、広
が
っ
た
布
、

列
柱
、
閉
じ
た
幕
は
地
上
の
楽
園
と
し
て
現
れ
ま
し
た
。

物
語
は
外
側
を
照
ら
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
様
々
な
要

素
に
よ
っ
て
同
時
に
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
つ
け
ら
れ
た
わ

け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
表
現
的
な
リ
ズ
ム
全

て
で
あ
り
、
広
が
り
の
深
遠
な
生
命
な
の
で
す
        18 

。
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い
」
と
、劇
場
や
倉
庫
を
案
内
し
て
く
れ
た
最
後
に
言
っ
て
い
た
。

確
か
め
よ
う
の
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
私
は
ど
こ
か
納
得
し

て
し
ま
っ
た
。「
リ
ズ
ム
空
間
」
は
、
凝
っ
た
舞
台
セ
ッ
ト
を
作

る
コ
ン
セ
プ
ト
で
は
な
く
、
音
楽
的
な
持
続
と
、
振
付
の
運
動

性
を
融
合
さ
せ
る
た
め
の
視
覚
的
要
素
で
あ
る
。
可
変
台
は
そ

の
理
念
を
実
現
す
る
手
立
て
な
の
で
あ
る
か
ら
、
観
念
的
側
面

を
押
さ
え
さ
え
す
れ
ば
、
資
料
の
残
っ
て
い
な
い
部
分
は
、
合

理
的
な
推
測
・
類
推
に
よ
っ
て
補
填
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

■
３
ー
２

　
サ
ル
ズ
マ
ン
の
照
明
シ
ス
テ
ム

　

サ
ル
ズ
マ
ン
は
、
ヘ
レ
ラ
ウ
祝
祭
劇
場
を
象
徴
す
る
照
明
シ

ス
テ
ム
の
狙
い
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

図３　再現上演時の舞台セット『Rekonstruktion der 
Zukun�: Raum - Licht - Bewegung – Utopie』（2017）より

資
料
に
忠
実
に
基
づ
く
こ
と
は
否
定
の
余
地
の
な
い
こ
と
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
が
、
再
現
す
べ
き
全
て
の
要
素
の
資
料
が
残
っ

て
い
る
と
も
限
ら
な
い
の
で
、
合
理
的
な
推
測
に
よ
る
決
定
も

ま
た
重
要
で
あ
る
。
可
変
台
の
寸
法
は
ト
ビ
ア
ス
さ
ん
が
決
定

し
た
も
の
で
、
こ
の
決
定
に
お
そ
ら
く
は
歴
史
家
の
監
修
や
演

出
家
は
介
入
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
技
術
者
は
、
自
分
の
好
み

や
歴
史
資
料
に
基
づ
い
て
物
事
を
決
め
る
と
い
う
よ
り
も
、
与

え
ら
れ
た
環
境
の
中
で
実
現
可
能
な
選
択
肢
を
取
捨
選
択
す
る
。

時
代
が
変
わ
れ
ば
、
与
条
件
も
ま
た
変
わ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
意
味
で
は
資
料
に

基
づ
き
な
が
ら
合
理

的
な
判
断
を
す
る
こ

と
も
ま
た
、
一
つ
の

「
正
当
性
」
で
あ
る
と

言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ト
ビ
ア
ス
氏
は

「
ア
ッ
ピ
ア
だ
っ
て
、

シ
ン
プ
ル
な
も
の
を

好
ん
だ
に
違
い
な

　

電
気
照
明
が
一
般
的
で
な
か
っ
た
当
時
は
、
こ
の
照
明
シ
ス

テ
ム
は
極
め
て
高
価
で
        20 

、
か
つ
最
先
端
の
技
術
で
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。
ア
ッ
ピ
ア
に
よ
っ
て
「
ラ
イ
ト
・
オ
ル
ガ
ン
」
と
名

付
け
ら
れ
た
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
Ｄ
Ｍ
Ｘ
や
Ａ
ｒ
ｔ
ー
Ｎ
ｅ
ｔ

を
介
し
た
現
代
の
照
明
シ
ス
テ
ム
を
想
起
さ
せ
る
。

　

今
日
の
私
た
ち
か
ら
し
た
ら
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
単
純
な
も

の
で
あ
り
、
安
価
に
再
現
で
き
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
キ
ャ
ッ

ト
ウ
ォ
ー
ク
直
下
の
ト
ラ
ス
に
ホ
イ
ス
ト
（
電
動
巻
上
げ
機
）

を
仕
込
み
、
バ
ト
ン
を
繋
い
で
、
会
場
全
体
を
覆
う
布
と
電
球

が
吊
れ
る
よ
う
に
す
る
。
電
球
は
バ
ト
ン
に
吊
り
下
げ
ら
れ
て

い
る
だ
け
で
あ
り
、
布
は
そ
の
手
前
の
バ
ト
ン
に
仕
込
ま
れ
て

い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ト
ビ
ア
ス
氏
曰
く
「
何
も
難
し
い

こ
と
は
な
い
、
伝
統
的
な
や
り
方
」。

　

今
の
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
ホ
イ
ス
ト
、
仮
設
の
バ
ト
ン
や

ト
ラ
ス
が
完
備
さ
れ
て
い
る
劇
場
は
一
般
的
で
あ
り
「
伝
統
的
」

で
あ
る
が
、
電
気
設
備
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
前
は
、
巻
上
げ
装

置
は
人
力
で
あ
っ
た
。
サ
ル
ズ
マ
ン
の
照
明
シ
ス
テ
ム
が
電
力

で
制
御
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
は
ま
だ
珍
し
い
技

術
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
も
一
見
の
価
値
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
と

想
像
さ
れ
る
。

　

ホ
ー
ル
を
見
学
さ
せ
て
も
ら
っ
た
時
に
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、

三
角
ト
ラ
ス
の
多
さ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
、
今
日
の
劇
場
で

は
キ
ャ
ッ
ト
ウ
ォ
ー
ク
や
ブ
リ
ッ
ジ
な
ど
人
が
侵
入
し
て
作
業

が
で
き
る
昇
降
可
能
な
設
備
が
整
っ
て
い
る
が
、
ヘ
レ
ラ
ウ
祝

祭
劇
場
に
は
、
こ
う
い
っ
た
設
備
は
む
し
ろ
少
な
く
、
ト
ラ
ス

と
バ
ト
ン
が
ホ
イ
ス
ト
で
至
る
所
に
仮
設
さ
れ
て
い
た
。
銀
色

　

人
間
に
は
す
べ
か
ら
く
目
が
あ
り
ま
す
が
、
ほ
と
ん

ど
の
人
は
視
覚
的
な
経
験
が
不
足
し
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
明
か
り
の
問
題
を
言
葉
で
明
確
に
説
明
す
る
こ

と
は
難
し
い
の
で
す
。
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
す

れ
ば
、
十
分
だ
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
照
明

家
に
と
っ
て
も
有
益
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
照
明
家
と
い
う
の
は
、
自
分
の
目

よ
り
も
、
図
面
上
の
照
明
の
配
線
の
方
が
有
益
だ
と
考

え
て
い
る
か
ら
で
す
。
ま
た
、
照
明
家
と
い
う
の
は
、

正
確
な
数
値
で
示
さ
れ
た
照
度
計
を
使
っ
て
い
る
か
ら

で
す
。
し
か
し
目
に
と
っ
て
は
、
つ
ま
り
総
合
的
な
印

象
に
と
っ
て
は
、
得
ら
れ
た
効
果
に
し
か
、
つ
ま
り
相

対
的
な
指
標
し
か
見
え
な
い
の
で
す
。
こ
の
効
果
の
見

方
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
視
覚
的
な
経
験
を
積
む
こ

と
な
の
で
す
        19 

。
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に
鈍
く
光
る
三
角
ト
ラ
ス
は
、
一
方
で
は
白
い
内
装
の
調
和
を

壊
し
て
し
ま
う
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
創
造
活
動
の
た
め
の
自

由
な
空
間
の
た
め
に
は
必
要
な
設
備
で
あ
る
。
当
然
、
こ
う
し

た
設
備
は
観
客
か
ら
見
え
な
い
高
い
位
置
ま
で
上
昇
す
る
の
で
、

上
演
中
に
気
に
な
る
こ
と
は
な
い
        21 

。

　

電
球
は
ど
こ
に
で
も
手
に
入
る
よ
う
な
廉
価
な
も
の
で
、
電

球
の
色
温
度
な
ど
に
特
に
指
定
は
な
く
、
一
般
的
な
電
球
色
の

も
の
を
選
ん
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

ザ
イ
ド
ル
（
１
９
１
２
）
に
よ
れ
ば
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
で
は
、

布
に
蝋
を
塗
り
、
光
の
輪
郭
が
ボ
ヤ
け
る
よ
う
な
工
夫
が
凝
ら

し
て
あ
っ
た
よ
う
だ
。
再
現
上
演
版
で
は
、
こ
う
い
っ
た
仕
上

げ
は
し
て
お
ら
ず
、
一
般
的
に
手
に
入
り
や
す
い
最
も
安
価
な

生
成
り
の
生
地
を
利
用
し
た
そ
う
だ
。

　

布
は
照
明
の
手
前
の
バ
ト
ン
か
ら
垂
ら
す
。
壁
か
ら
２
０
０

ミ
リ
離
れ
た
位
置
に
吊
り
こ
ん
で
い
る
。
天
井
部
分
は
、
木
製

の
グ
リ
ッ
ド
を
作
り
、
そ
こ
に
布
を
張
っ
て
い
る
。
枠
の
影
が

出
て
し
ま
う
が
、
ト
ビ
ア
ス
氏
曰
く
「
客
席
か
ら
遠
い
距
離
に

あ
る
の
で
、
気
に
な
る
こ
と
は
な
い
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。

■
３
ー
３

　
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
と
再
現
版
の
違
い

　

舞
台
セ
ッ
ト
と
照
明
シ
ス
テ
ム
を
再
度
構
築
す
る
、
そ
れ
が

『R
ekonstruktion der Zukunft

』
の
趣
旨
で
あ
る
が
、
初
演

と
同
じ
劇
場
で
再
現
上
演
を
す
る
か
ら
と
言
っ
て
、
初
演
時
と

同
じ
条
件
で
舞
台
セ
ッ
ト
を
製
作
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
初

演
時
に
使
わ
れ
た
素
材
や
舞
台
技
術
な
ど
、
技
術
的
・
物
理
的

条
件
は
、
必
ず
し
も
経
済
的
合
理
性
に
そ
ぐ
う
わ
け
で
は
な
い
。

同
じ
外
観
で
も
、
木
製
の
も
の
と
鉄
製
の
も
の
で
は
費
用
が
大

き
く
変
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
環
境
的
要
因
も
当
然
異
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
高
所

の
安
全
規
制
と
防
火
基
準
は
、
概
し
て
現
代
の
方
が
厳
し
く
な
っ

て
い
る
。

　

反
対
に
、
か
つ
て
実
現
で
き
な
か
っ
た
技
術
が
、
現
代
で
は

容
易
に
実
現
で
き
る
要
素
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
照
明
シ
ス
テ

ム
は
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

　

当
然
と
言
え
ば
当
然
だ
が
、
そ
の
舞
台
に
参
加
す
る
出
演
者
、

観
客
が
異
な
る
。
特
に
ヘ
レ
ラ
ウ
祝
祭
劇
場
に
お
い
て
は
、
田

園
都
市
運
動
と
い
う
文
脈
に
上
演
を
す
る
リ
ト
ミ
ッ
ク
演
目
と
、

現
代
ダ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
と
し
て
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ダ
ン
ス
を

発
表
す
る
こ
と
で
は
、
劇
場
に
足
を
運
ぶ
客
層
や
意
義
と
い
う

も
の
が
、
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
。
再
現
上
演
に
お
い
て
は
、

当
時
の
観
客
が
ど
の
よ
う
な
期
待
を
寄
せ
て
劇
場
に
足
を
運
ん
で

い
た
か
を
伝
達
す
る
こ
と
も
ま
た
重
要
で
あ
る
。
建
設
当
時
の
姿

を
残
す
だ
け
で
は
な
く
、
建
物
の
中
に
軍
事
利
用
下
の
歴
史
も
残

し
て
お
り
、
大
ホ
ー
ル
手
前
の
前
室
の
上
手
と
下
手
そ
れ
ぞ
れ
の

踊
り
場
に
壁
画
と
絵
画
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー

や
オ
ー
デ
ィ
オ
ガ
イ
ド
が
用
意
さ
れ
、
田
園
都
市
ヘ
レ
ラ
ウ
に
関

す
る
文
献
も
あ
る
程
度
十
分
に
揃
っ
て
い
る
ヘ
レ
ラ
ウ
祝
祭
劇
場

の
場
合
、
歴
史
的
な
興
味
か
ら
足
を
運
ん
だ
観
客
も
い
た
だ
ろ
う
。

　

観
客
の
上
演
芸
術
の
受
容
形
態
の
違
い
は
ま
た
、
季
節
的
・

気
候
的
に
差
が
あ
る
場
合
に
も
意
味
を
な
す
だ
ろ
う
。
舞
台
と

客
席
の
境
界
を
撤
廃
す
る
間
接
照
明
、
窓
の
大
き
な
こ
の
劇
場

で
は
、
客
席
を
暗
く
す
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

現
在
は
、
カ
ー
テ
ン
で
窓
を
閉
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
お
り
、
暗
転
が
で
き
る
。
こ
れ
は
私
の
憶
測
に
過
ぎ
な
い
が
、

自
然
光
を
体
で
浴
び
る
と
い
う
こ
と
が
、
労
働
者
の
心
身
を
健

康
に
保
つ
と
い
う
一
定
の
共
通
認
識
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

図４　再現上演時の照明『Rekonstruktion der Zukun�: 
Raum - Licht - Bewegung – Utopie』（2017）より

ろ
う
か
。
特
に
冬
の
間
は
日
照
時
間
も
短
く
、
夜
間
で
も
太
陽

光
の
よ
う
な
照
明
環
境
下
で
芝
居
を
見
る
こ
と
に
意
義
を
感
じ

て
い
た
観
客
も
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
の
は
大
げ
さ
だ

ろ
う
か
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
サ
ル
ズ
マ
ン
の
照
明
シ
ス
テ
ム
を

夏
に
再
現
す
る
の
と
、
冬
に
再
現
す
る
の
と
で
は
、
意
味
が
変

わ
っ
て
く
る
。
本
上
演
に
お
い
て
は
些
細
な
こ
と
だ
が
、
温
暖

化
し
た
20
世
紀
半
ば
以
降
と
そ
れ
以
前
と
で
は
季
節
感
が
異
な

る
の
で
、
例
え
ば
６
月
に
行
わ
れ
る
上
演
の
今
と
昔
で
は
、
祝

祭
的
な
雰
囲
気
が
変
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
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こ
う
し
た
情
報
を
提
供
す
る
時
、
特
に
重
要
な
手
が
か
り
に

な
る
の
は
、
初
演
時
に
視
覚
効
果
に
見
込
ま
れ
て
い
た
演
出
効

果
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
サ
ル
ズ
マ
ン
の
照
明
シ
ス
テ
ム
は
、

当
時
は
画
期
的
か
つ
新
鮮
に
観
客
の
目
に
映
っ
た
に
違
い
な
い
。

こ
う
し
た
驚
き
を
、
再
現
上
演
を
目
に
す
る
観
客
が
共
有
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
反
対
に
、
壮
大
な
演
出
プ
ラ
ン
を
見
込
ん

で
い
た
が
、
経
済
的
な
理
由
か
ら
実
現
が
で
き
ず
、
矮
小
化
せ

ざ
る
を
得
ず
、
実
現
で
き
な
か
っ
た
演
出
プ
ラ
ン
を
再
現
す
る

と
い
う
上
演
の
ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
る
        22 

。
技
術
と
い
う
の
は
、

い
わ
ば
不
可
能
を
可
能
に
す
る
も
の
な
の
だ
か
ら
、
理
想
的
な

上
演
を
第
一
に
知
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
の
上
で
、
ど
の
よ
う
な
過
程
で
、
ど
の
よ
う
な
技
法
や
素

材
を
用
い
て
理
想
を
実
現
さ
せ
た
か
、
あ
る
い
は
実
現
さ
せ
る

か
、
と
い
う
こ
と
を
記
述
し
て
い
く
こ
と
が
、
視
覚
文
化
史
を

記
述
し
て
い
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
上
演
に
お
け
る
理
想
と

現
実
の
差
を
記
述
し
て
い
く
こ
と
は
、
い
わ
ば
視
覚
的
要
素
の

コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
変
遷
を
記
述
し
て
い
く
こ
と
だ
と
言
え
る
。

上
に
引
用
し
た
サ
ル
ズ
マ
ン
が
論
じ
た
「
視
覚
的
経
験
」
は
、

ま
さ
に
こ
の
視
覚
的
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
問
題
に
し
て
い
る
の

■
４

　
結
論
と
考
察

　
『R

ekonstruktion der Zukunft

』
は
、
ダ
ル
ク
ロ
ー
ズ
や

ア
ッ
ピ
ア
の
仕
事
を
振
り
返
る
上
で
重
要
な
だ
け
で
は
な
く
、

再
現
上
演
が
ど
の
よ
う
に
成
立
す
る
か
、
観
客
に
対
し
て
ど
の

よ
う
に
上
演
芸
術
が
歴
史
を
共
有
す
る
か
を
考
え
る
上
で
、
大

変
貴
重
な
企
画
で
あ
る
。

　

上
演
芸
術
は
、
生
身
の
人
間
を
扱
う
以
上
、
作
品
を
全
く
当

時
の
姿
で
残
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
キ
ヴ
ィ
が
論
じ
た

よ
う
に
「
正
当
性
」
を
演
じ
手
に
付
与
す
る
た
め
の
理
論
を
必

要
と
す
る
。
視
覚
的
要
素
の
「
正
当
性
」
は
、
そ
れ
単
独
で
評

価
す
る
の
で
は
な
く
、
上
演
と
結
び
つ
け
て
検
討
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

建
物
の
修
復
や
上
演
の
再
現
を
行
う
際
、
歴
史
資
料
が
充
分

に
残
さ
れ
て
い
た
り
、
製
作
技
法
や
演
技
の
技
法
が
的
確
に
継

承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ケ
ー
ス
は
稀
で
あ
る
。
歴
史
家
が
で
き

う
る
限
り
の
歴
史
資
料
を
掘
り
起
こ
し
、
記
録
し
て
い
く
作
業

が
不
可
欠
で
は
あ
る
も
の
の
、
再
現
を
行
う
過
程
に
は
、
必
ず

推
論
が
伴
う
し
、
経
済
的
・
技
術
的
な
制
約
が
つ
き
も
の
で
あ
る
。

　

再
演
（
も
し
く
は
レ
パ
ー
ト
リ
ー
上
演
）
と
は
異
な
り
、
再

現
す
る
意
義
の
あ
る
上
演
と
い
う
も
の
は
、
や
は
り
あ
る
と
私

は
考
え
る
。
例
え
ば
演
技
法
や
観
客
の
様
態
が
、
今
日
と
大
き

く
異
な
る
場
合
。
職
人
や
演
じ
手
の
技
法
を
継
承
し
て
い
く
た

め
に
定
期
的
な
上
演
が
必
要
な
場
合
。
新
し
い
発
見
に
伴
う
、

こ
れ
ま
で
の
評
価
を
覆
す
よ
う
な
史
実
に
基
づ
い
た
上
演
な
ど
。

再
現
上
演
は
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
助
長
し
た
り
、
ノ
ス
タ
ル

ジ
ー
を
醸
す
た
め
に
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
資
料
に
基

づ
く
こ
と
で
、
当
時
の
俳
優
が
演
じ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
、

あ
る
い
は
当
時
の
観
客
が
受
け
止
め
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
、

上
演
の
解
釈
を
開
い
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

　

ヘ
レ
ラ
ウ
祝
祭
劇
場
の
よ
う
な
、
初
演
当
時
の
姿
を
残
し
て

い
る
ケ
ー
ス
は
珍
し
い
と
し
て
も
、
再
現
上
演
に
お
け
る
視
覚

的
要
素
に
お
い
て
は
、
経
済
的
・
技
術
的
制
約
が
常
に
つ
き
ま

と
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
企
画
者
は
俳
優
・
観
客
に
対
し
て
、

で
き
る
限
り
歴
史
資
料
を
開
示
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ど
こ
ま

で
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
の
再
現
で
、
ど
こ
か
ら
が
推
論
や
合
理
的

判
断
に
よ
る
決
定
な
の
か
。
こ
れ
ら
の
情
報
は
上
演
の
中
で
共

有
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
の
よ
う
に
上
演

を
見
る
観
客
が
手
に
届
き
や
す
い
よ
う
に
配
置
さ
れ
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

　

以
下
、
簡
単
で
は
あ
る
が
再
現
上
演
に
お
け
る
視
覚
的
要
素

に
お
い
て
、
開
示
さ
れ
る
べ
き
情
報
を
列
挙
す
る
。

ど
の
よ
う
な
資
料
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
。

ど
の
よ
う
な
推
測
に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
て
い
る
の
か
。

ど
ん
な
素
材
を
使
っ
た
か
、
そ
の
正
当
性
あ
る
い
は
合
理
性
。

（
劇
場
が
修
復
さ
れ
て
い
る
場
合
）
劇
場
の
ど
の
部
分
が
現
存

し
て
お
り
、
ど
の
部
分
が
修
復
さ
れ
て
い
る
の
か
。

（
初
演
時
と
異
な
る
劇
場
で
上
演
さ
れ
て
い
る
場
合
）
初
演
時

の
上
演
空
間
に
関
す
る
一
般
的
な
歴
史
的
見
解
。

（
初
演
時
と
同
じ
劇
場
な
い
し
立
地
で
上
演
す
る
場
合
）
舞
台

装
置
の
ど
の
部
分
が
再
現
さ
れ
て
お
り
、
ど
の
部
分
が
与
条

件
に
従
っ
て
い
る
の
か
。

客
席
の
配
置
に
関
す
る
一
般
的
な
歴
史
的
見
解
。

環
境
的
要
因
（
防
火
条
例
、
安
全
規
則
な
ど
）。

気
候
的
条
件
（
特
筆
す
べ
き
理
由
が
あ
る
場
合
）。

・・・・・・・・・
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で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
キ
ュ
ー
ブ
に
慣
れ
親
し
ん
だ
私
た
ち
に
と
っ

て
の
「
視
覚
的
な
経
験
」
は
、
サ
ル
ズ
マ
ン
が
想
定
し
た
具
体

的
な
手
立
て
と
は
異
な
っ
て
い
て
も
良
い
の
で
あ
る
。

　
『R

ekonstruktion der Zukunft

』
に
お
い
て
は
、
例
え
ば

電
球
の
色
温
度
の
指
定
や
、
布
の
色
の
指
定
な
ど
は
な
か
っ
た
。

も
し
仮
に
電
球
色
や
布
の
色
に
関
す
る
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る

場
合
、
再
現
上
演
に
お
い
て
そ
れ
を
模
倣
す
る
こ
と
は
好
ま
し

い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
カ
ラ
ー
チ
ャ
ー
ト
を
提
供
し
て

い
た
会
社
が
今
日
存
在
し
な
い
場
合
、
色
を
正
確
に
再
現
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
再
現
す
べ
き
は
「
視
覚

的
経
験
」
つ
ま
り
、
演
出
意
図
で
あ
っ
て
、
１
０
０
年
以
上
前

の
電
球
の
色
を
再
現
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

　

過
去
に
理
想
と
さ
れ
て
い
た
事
柄
（
当
時
画
期
的
だ
と
考
え

ら
れ
て
い
た
こ
と
、
当
時
に
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
）

と
、
現
実
的
な
事
柄
（
実
際
に
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た

か
、
技
術
の
進
ん
だ
現
代
で
は
ど
の
よ
う
に
実
現
で
き
る
か
な

ど
）
と
を
比
較
検
討
す
る
手
法
を
取
る
こ
と
で
、
視
覚
的
要
素

の
変
遷
が
記
述
で
き
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　

今
回
は
、
ヘ
レ
ラ
ウ
祝
祭
劇
場
を
取
り
上
げ
た
が
、
次
報
で

は
ア
ッ
ピ
ア
の
芸
術
理
念
を
今
日
の
技
術
で
ど
の
よ
う
に
再
現

で
き
る
か
を
扱
い
た
い
と
思
う
。
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谷
川
章
、
２
０
２
１
年
、『
田
園
都
市
と
千
年
王
国
』、
工
作
舎
。

長
谷
川
章
、
２
０
０
０
年
、『
世
紀
末
の
都
市
と
身
体
』、
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
。

副
島
博
彦
、２
０
０
８
年
、「
舞
踊
の
ト
ポ
ス

－

田
園
都
市
ヘ
レ
ラ
ウ
を
め
ぐ
っ

て
」、『
特
集
・
か
ら
だ
と
ト
ポ
ス
』、
舞
踊
学
会
。

副
島
美
由
紀
、
２
０
０
３
年
ａ
、「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
夢
見
た
ユ
ー
ト
ピ
ア:

ド
イ
ツ
田
園
都
市
建
設
の
歴
史
（
６
）」、『
小
樽
商
科
大
学 

人
文
研
究
（
第

１
０
６
輯
）』、
小
樽
商
科
大
学
人
文
科
学
研
究
室
。

ハ
ン
タ
ー
（
２
０
１
４
）
に
は
「
視
覚
的
領
域
と
は
―
―
舞
台
装
置
、照
明
、

衣
装
と
立
ち
位
置
の
こ
と
で
あ
り
―
―
、
歴
史
感
覚
に
お
い
て
〔
上
演
芸

術
の
〕
製
作
の
最
初
に
来
る
、
最
も
明
ら
か
な
表
示
で
あ
る
。」（
６
０
９

頁
、
拙
訳
）
と
あ
る
。

「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
『
詩
学
』」
第
六
章
１
４
５
０
ａ
。「
視
覚
的
装
飾
」

の
日
本
語
訳
に
つ
い
て
は
１
４
１
頁
に
松
岡
（
１
９
９
７
）
に
よ
る
説
明

が
あ
る
。

前
掲
書
、
第
十
四
章
１
４
５
３
ｂ
。 

H
istorically Inform

ed Perform
ance. 

以
下
Ｈ
Ｉ
Ｐ
と
省
略
し
て
表
記

す
る
。

「
視
覚
領
域
（T

he Visual D
om

ain

）」「
音
響
領
域
（T

he Sonic 
D

om
ain

）」「
観
念
領
域
（T

he Ideological D
om

ain

）」
ハ
ン
タ
ー
、

２
０
１
４
年
。

前
掲
書
、
６
０
６
頁
、
拙
訳
。

キ
ヴ
ィ
、
１
９
９
５
年
、
６
頁
、
拙
訳
。

伊
藤
、
２
０
０
７
年
。 

こ
の
時
に
製
作
さ
れ
た
舞
台
セ
ッ
ト
は
、
２
０
１
９
年
に
『A

ppia 
R

eloaded

』
に
て
使
用
さ
れ
、
２
０
２
０
年
か
ら
２
０
２
１
年
ま
で
バ
ウ

ハ
ウ
ス
美
術
館
デ
ッ
サ
ウ
に
展
示
さ
れ
た
。

https ://w
w

w.hellerau -entdecken.de /

（
ア
ク
セ
ス
日
、
２
０
２
３
年

12
月
５
日
）

後
に
登
場
す
る
リ
ヴ
ィ
ン
グ
シ
ア
タ
ー
や
ハ
プ
ニ
ン
グ
な
ど
を
踏
ま
え
る

な
ら
ば
、
ヘ
レ
ラ
ウ
祝
祭
劇
場
に
お
い
て
は
、
い
ぜ
ん
と
し
て
演
じ
手
と

観
客
が
分
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

　
　
｜
注
釈
｜

12345 6 78910 11 

『
ア
ド
ル
フ
・
ア
ッ
ピ
ア
全
集
（
第
三
巻
）』
所
収
、
２
１
０—

２
１
１
頁
、

拙
訳
。

復
興
さ
れ
た
ヘ
レ
ラ
ウ
に
関
し
て
は
福
島
（
１
９
９
８
〜
２
０
０
３
）
に

詳
し
い
。

長
谷
川
（
２
０
２
０
）
は
、
脱
宗
教
化
し
た
田
園
都
市
を
否
定
的
に
捉
え

て
い
る
。

「praticables

」
は
慣
習
的
に
「
平
台
」
と
訳
し
て
も
良
い
が
、
自
在
に
組

み
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
を
組
ん
で「
可
変
台
」と
訳
し
た
。

抒
情
的
ド
ラ
マ
（dram

e lyrique

）
は
、
音
楽
性
を
伴
っ
た
劇
で
、
オ
ペ

ラ
の
代
名
詞
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
さ
れ
た
い
。
ア
ッ
ピ
ア
は
こ
の
文

章
で
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
楽
劇
（M

usikdram
a

）
を
意
識
し
て
い
る
。

『
ア
ド
ル
フ
・
ア
ッ
ピ
ア
全
集
（
第
三
巻
）』
１
４
６—

１
５
２
頁
、
拙
訳
。

『
ア
ド
ル
フ
・
ア
ッ
ピ
ア
全
集
（
第
三
巻
）』
１
２
０—

１
２
６
頁
、
拙
訳
。

『
ア
ッ
ピ
ア
全
集
（
第
三
巻
）』、
１
７
１—

１
７
３
頁
、
拙
訳
。

ザ
イ
ド
ル
（
１
９
１
２
）
に
は
７
万
マ
ル
ク
の
費
用
が
か
か
っ
た
と
の

記
述
が
あ
る
。『
ア
ド
ル
フ
・
ア
ッ
ピ
ア
全
集
（
第
三
巻
）』
２
０
９—

２
１
１
頁
。

蛇
足
か
も
し
れ
な
い
が
、
舞
台
と
客
席
の
境
界
が
空
間
上
に
存
在
し
な
い

の
で
、
舞
台
上
空
に
あ
る
昇
降
シ
ス
テ
ム
や
照
明
器
具
な
ど
を
隠
す
文
字

幕
も
存
在
し
な
い
。

ア
ッ
ピ
ア
死
後
の
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
演
出
の
再
解
釈
が
好
例
と
言
え
よ
う
。

12 13 141516171819202122 
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エ
コ
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
可
能
性

—
 

持
続
可
能
な
舞
台
芸
術
創
作
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　

セ
ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
（
舞
台
美
術
家
）
の
貢
献

大
島
広
子

　

環
境
の
危
機
は
地
球
に
住
む
全
て
の
人
間
、
生
物
に
と
っ
て

の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
気
候
科
学
者
、社
会
学
者
、経
済
学
者
、

そ
の
他
の
専
門
家
は
、
気
候
危
機
に
つ
い
て
深
刻
な
懸
念
を
表

明
し
て
お
り
、
政
府
当
局
も
持
続
可
能
な
開
発
の
目
標
を
追
求

し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
地
球
規
模
の
問
題
の
重
要
性
は
、
過

去
50
年
間
演
劇
界
で
は
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
き
た
。
エ
コ
セ

ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
のTanja Beer 

は
こ
う
指
摘
し
て
い
る
。

研
究
ノ
ー
ト

建
築
、
プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ン
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
、

持
続
可
能
な
倫
理
観
が
い
か
に
新
し
い
実
践
や
美
学
に

つ
な
が
る
か
を
長
い
間
実
証
し
て
き
た
が
、
セ
ノ
グ
ラ

フ
ィ
ー
に
お
け
る
社
会
的
・
環
境
的
に
配
慮
し
た
手
法

　

舞
台
芸
術
に
お
い
て
、
早
急
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
し
て

環
境
の
持
続
可
能
性
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
こ
こ
10
年
の
こ
と
で
あ
り
、
日
本
国
内
の
演
劇
界

の
動
き
は
未
だ
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
社
会
が
気
候
変
動
危

機
へ
の
関
心
を
高
め
て
い
る
今
、
演
劇
が
社
会
に
と
っ
て
必
要

な
存
在
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
は
、
演
劇
界
全
体
で
こ
の
問
題

に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
た
ち
演
劇
人
は
、
こ
の

課
題
の
取
り
組
み
を
通
じ
て
、
演
劇
と
い
う
芸
術
文
化
そ
の
も

の
が
持
続
可
能
で
い
ら
れ
る
か
ど
う
か
も
社
会
か
ら
問
わ
れ
て

が
何
を
も
た
ら
す
か
は
、
ま
だ
十
分
に
把
握
さ
れ
て
い

な
い
（Beer, 2021, p.16

）。 
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い
る
の
だ
。
私
は
15
年
間
舞
台
美
術
家
と
し
て
演
劇
業
界
で
活

動
し
て
き
た
が
、
自
ら
の
実
践
の
中
で
作
品
創
作
の
度
に
大
量

の
素
材
を
消
費
し
、
持
続
可
能
性
と
い
う
課
題
に
十
分
に
取
り

組
ん
で
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
て
い
る
。
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー

に
お
け
る
持
続
可
能
な
創
作
に
つ
い
て
、
実
践
者
と
し
て
の
課

題
感
が
私
の
英
国
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
大
学
大
学
院
で
の
研
究
の
動

機
と
な
っ
た
。

　

こ
の
論
文
で
は
、
持
続
可
能
な
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
第
一
人

者Tanja Beer

（
以
下
、Beer

）
の
エ
コ
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
理

論
を
取
り
上
る
。
次
に
そ
の
具
体
的
実
践
を
、Beer

の
フ
ァ
シ

リ
テ
ー
ト
に
よ
る
エ
コ
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

で
学
び
、
創
作
し
た
自
ら
の
作
品
の
分
析
を
通
じ
て
論
じ
る
。

そ
の
経
験
を
踏
ま
え
て
、
２
０
２
３
年
10
月
に
エ
コ
セ
ノ
グ
ラ

フ
ィ
ー
の
理
論
を
応
用
し
て
デ
ザ
イ
ン
し
た
ト
ラ
ン
ス
レ
ー

シ
ョ
ン
・
マ
タ
ー
ズ
公
演
「
エ
ミ
リ
ア
・
ガ
ロ
ッ
テ
ィ
」
の
セ

ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
実
践
を
振
り
返
り
考
察
し
た
。
最
後
に
、
セ

ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
に
よ
る
素
材
優
先
の
デ
ザ
イ
ン
手
法
が
ど
う
セ

ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
新
し
い
領
域
を
広
げ
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
述

べ
た
も
の
で
あ
る
。

Ｔ
Ａ
Ｎ
Ｊ
Ａ 

Ｂ
Ｅ
Ｅ
Ｒ 

エ
コ
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー

　

Beer

は
、
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
創
作
に
環
境
倫
理
を
盛
り
込

ん
だ
新
し
い
概
念
と
し
て
「
エ
コ
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
」
を
提
唱

し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
環
境
倫
理
を
考
慮
し
、
か
つ
審
美
性
の

面
か
ら
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
概
念
を
広
げ
、
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー

は
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
、
自
然
に
戻
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
、

上
演
時
間
前
と
後
の
時
間
に
拡
張
し
た
時
間
軸
を
基
に
問
題
を

提
起
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー

の
概
念
の
前
提
が
、
上
演
中
の
時
間
と
空
間
の
効
果
や
役
割

に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
（Beer, 

2016 /2021

）。

　

エ
コ
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
は
、
従
来
の
創
作
と
美
学
の
手
法
に

疑
問
を
投
げ
か
け
、「
よ
り
広
範
な
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
地
球
規
模
の

問
題
に
対
す
る
認
識
を
高
め
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
倫
理
を
演
劇
の

実
践
に
取
り
入
れ
る
方
法
を
概
念
化
す
る
」
も
の
で
あ
る (Beer, 

2021, p.18

）。
演
劇
に
エ
コ
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
的
な
手
法
を
採
用

す
る
こ
と
は
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
よ
る
作
品
の
影
響
が
、
劇
場
の

中
だ
け
で
な
く
、
劇
場
外
の
広
範
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
持

続
可
能
な
形
で
あ
る
か
ど
う
か
を
評
価
す
る
の
に
役
立
つ
。

　

エ
コ
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
原
則
は
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
素
材
、

観
客
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、そ
し
て
よ
り
広
範
な
生
態
系
と
関
わ
り
、

協
力
す
る
方
法
を
再
考
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。Beer

（2021

）

に
よ
れ
ば
、
認
識
す
べ
き
３
つ
の
重
要
な
関
係
が
あ
る
。（
１
） 

人
間
と
自
然
の
関
係
、（
２
）
私
た
ち
を
取
り
巻
く
世
界
と
自
ら

の
関
係
、（
３
）
有
機
物
と
無
機
物
を
含
む
す
べ
て
の
物
質
が
互

い
に
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
か
、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
関

係
を
再
認
識
す
る
こ
と
で
、
セ
ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
は
人
間
と
人
間

以
外
の
存
在
の
関
係
を
検
証
し
、
自
分
以
外
の
も
の
に
つ
い
て

の
こ
れ
ま
で
の
理
解
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ

の
概
念
を
デ
ザ
イ
ン
の
過
程
に
応
用
す
る
こ
と
で
、
セ
ノ
グ
ラ

フ
ァ
ー
に
よ
る
素
材
の
選
択
に
変
化
を
与
え
、
舞
台
上
の
素
材

と
自
分
自
身
、
作
品
に
関
わ
る
全
て
の
参
加
者
（
観
客
を
含
む
）、

劇
場
内
外
の
環
境
と
の
関
係
の
重
要
性
を
、
作
品
を
通
じ
て
発

信
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　

人
新
世
の
時
代
に
セ
ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
が
直
面
す
る
根
本
的
な

問
題
の
ひ
と
つ
に
、
創
作
に
お
い
て
素
材
を
使
い
捨
て
と
し
て

扱
い
、
大
量
の
廃
棄
物
を
生
み
出
し
つ
づ
け
る
べ
き
か
？
と
い

う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
解
決
策
と
し
て
、

Beer

は
、「
エ
コ
ロ
ジ
ー
に
焦
点
を
当
て
た
新
唯
物
論
」、
す
な

わ
ち
エ
コ
マ
テ
リ
ア
リ
ズ
ム
（C

ohena and D
uckert, 2013

）

を
、
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
理
論
と
実
践
に
応
用
す
る
こ
と
を
提

唱
し
て
い
る
（Beer, 2021, p.34

）。
彼
女
は
、
エ
コ
マ
テ
リ

ア
リ
ズ
ム
の
原
則
と
し
て
、
我
々
人
間
が
人
間
を
超
え
た
存
在

と
の
も
つ
れ
あ
い
、
相
互
依
存
的
な
関
係
性
を
改
め
て
認
識
す

る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。「
浪
費
の
時
代
」（M

arlow, 

2021, p.5

）
と
さ
れ
る
現
代
に
お
い
て
、
西
洋
の
消
費
文
化
の

一
部
で
あ
る
演
劇
が
、
気
候
危
機
へ
の
注
意
を
社
会
に
伝
達
す

る
た
め
に
は
、
人
間
を
超
え
た
も
の
の
主
体
性
を
尊
重
す
る
こ

と
が
重
要
と
な
る
。

　

こ
こ
で
は
、
エ
コ
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
エ
コ
マ
テ
リ
ア
リ
ズ

ム
の
概
念
が
、
創
造
の
方
法
と
美
学
の
観
点
か
ら
、
ど
う
セ
ノ

グ
ラ
フ
ィ
ー
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
変
容
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か

を
論
じ
て
み
た
い
。
ま
ず
、
セ
ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
の
仕
事
の
枠
組

み
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
セ
ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
は
通
常
ふ
た
つ
の

観
点
か
ら
デ
ザ
イ
ン
を
分
析
し
、
総
合
し
た
上
で
設
計
を
行
う
。

一
つ
目
は
美
的
要
素
と
概
念
的
要
素
を
含
む
芸
術
的
成
功
、
そ

し
て
二
つ
目
は
経
済
的
実
現
可
能
性
と
デ
ザ
イ
ン
の
実
現
可
能



99

エコセノグラフィーの可能性

98

性
を
含
む
実
用
性
で
あ
る
。
エ
コ
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
概
念
で

は
、
そ
れ
に
加
え
て
第
三
の
観
点
と
し
て
環
境
倫
理
観
を
、
セ

ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
含
む
演
劇
創
作
全
般
に
取
り
入
れ
る
こ
と
を

提
案
し
て
い
る
。
セ
ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
を
含
む
演
劇
人
の
中
に
は
、

こ
の
第
三
の
観
点
を
制
限
と
み
な
す
者
も
い
る
が
、
エ
コ
セ
ノ

グ
ラ
フ
ィ
ー
と
グ
リ
ー
ン
・
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
支
持
者
は
、

こ
れ
を
新
た
な
可
能
性
と
み
な
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
演

劇
を
創
作
す
る
者
は
常
に
様
々
な
制
約
に
直
面
し
て
お
り
、
第

三
の
観
点
を
扱
う
こ
と
は
、
他
の
制
限
と
同
じ
く
創
作
過
程
の

一
部
と
な
り
う
る
か
ら
だ
（D

illon, 2022 /Beer, 2021

）。
さ

ら
に
、
３
つ
の
観
点
（
芸
術
表
現
、
実
用
性
、
環
境
倫
理
）
の

バ
ラ
ン
ス
を
取
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
芸
術
表
現
と
実
用
性

２
点
間
の
調
整
よ
り
も
、
よ
り
複
雑
で
多
様
な
選
択
を
可
能
に

す
る
。
ⅹ
軸
（
芸
術
表
現
）、
ｙ
軸
（
実
用
性
）
に
ｚ
軸
（
環
境

倫
理
）
を
加
え
る
こ
と
で
、
立
体
的
で
幅
広
い
情
報
を
考
慮
す

る
こ
と
が
で
き
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
作
り
手
の
決
定
を
よ
り
豊

か
に
し
て
く
れ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。

　

セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
実
践
に
エ
コ
マ
テ
リ
ア
リ
ズ
ム
を
適
用

す
る
こ
と
は
、
作
品
を
創
作
す
る
際
に
演
劇
活
動
の
域
を
超
え
、

劇
場
や
上
演
の
外
に
存
在
す
る
生
態
系
と
の
関
係
を
考
慮
す
る

こ
と
を
意
味
す
る
（Beer, 2016

）。
セ
ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
は
製
作

過
程
で
使
用
さ
れ
る
素
材
に
責
任
を
持
つ
必
要
が
あ
り
、
ま
た
素

材
の
倫
理
的
な
調
達
、
再
利
用
／
廃
棄
物
管
理
を
徹
底
す
る
必
要

が
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
作
品
の
前
後
で
素
材
が
ど
の
よ
う
に
自
然

か
ら
切
り
離
さ
れ
、
作
品
に
ど
の
よ
う
に
関
係
し
、
使
用
後
に
ど

う
な
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
。Beer

は
、
セ
ノ
グ

ラ
フ
ァ
ー
は
、
自
ら
の
決
断
が
、
社
会
的
、
環
境
的
、
政
治
的
な

結
果
と
し
て
こ
れ
ま
で
よ
り
も
さ
ら
に
広
い
意
味
を
持
つ
こ
と
、

そ
し
て
決
断
が
も
た
ら
す
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
の
結
果
に
留
意

す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（Beer, 2016

）。

　

次
にBeer

が
こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
ど
の
よ
う
に
舞
台
芸
術
の

実
践
に
応
用
し
て
い
る
の
か
を
理
解
す
る
た
め
に
、
彼
女
の
エ

コ
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
実
践
を
検
証
す
る
。
取
り
上
げ
る
の
は
、

実
践
的
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
『Strung

』（
２
０
１
３
）
で
、
こ

れ
は
身
体
表
現
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
セ
ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
に
よ
る

即
興
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
る
。Beer

は
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
目
的
を
「
再
使
用
さ
れ
る
素
材
（
サ
ラ
ミ
を
包
ん
で
い
る
白

い
網
）
が
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
主
体
性
を
持

ち
う
る
か
。
ま
た
、
本
来
の
目
的
（
サ
ラ
ミ
を
包
む
こ
と
）
を

超
え
た
、
こ
の
素
材
の
持
つ
潜
在
的
な
効
力
を
改
め
て
評
価
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
」（Beer, 2016, p.164

）
だ
っ
た
と
述
べ
て

い
る
。
彼
女
は
セ
レ
ン
デ
ィ
ピ
テ
ィ
な
体
験
を
通
じ
て
サ
ラ
ミ

の
網
を
発
見
し
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
素
材
と
対
話
し
た
（Beer, 

2016

）。
先
入
観
に
と
ら
わ
れ
た
人
間
の
認
識
を
押
し
付
け
る
の

で
は
な
く
、
そ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
素
材
性
の
可
能
性
か
ら
創
作
の

イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
た
（Beer, 2018

）。
サ
ラ
ミ
網
に

含
ま
れ
る
美
し
さ
と
機
能
の
可
能
性
を
吟
味
し
、
手
仕
事
に
よ
っ

て
紐
状
の
素
材
へ
と
変
化
さ
せ
た
（Beer, 2021

）。
彼
女
は
セ

ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
た
め
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
素
材
を
創
作
し
、
そ
れ

が
こ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
構
成
と
表
現
の
源
と
な
っ
た
。

　

Beer

の
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
創
作
の
過
程
は
、
こ
れ
ま
で
の
順

序
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
ド
ラ
マ
や
筋
書
き
か
ら
始
ま
り
、

そ
れ
ら
を
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
ボ
リ
ュ
ー
ム
、形
、色
、

質
感
を
デ
ザ
イ
ン
し
、
最
後
に
デ
ザ
イ
ン
に
適
切
な
素
材
を
選

ぶ
と
い
う
の
が
一
般
的
で
は
あ
る
が
、Beer

の
手
法
は
、
ま
ず

は
素
材
が
持
つ
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
再
発
見
し
た
上
で
デ
ザ
イ
ン

へ
移
行
す
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
「
素
材
優
先
的
な
手
法
」
と

も
言
え
る
。
こ
の
手
法
は
、
素
材
の
中
に
あ
る
本
来
の
力
を
探

求
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
用

い
る
こ
と
に
よ
り
、
セ
ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
新
た
な
創
作

に
つ
な
が
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
議
論
か
ら
、
エ
コ
マ
テ
リ
ア
リ
ズ
ム
を
セ
ノ
グ
ラ

フ
ィ
ー
に
応
用
す
る
こ
と
は
、
演
劇
に
お
け
る
素
材
と
人
と
の

従
属
関
係
を
よ
り
平
等
な
も
の
に
変
え
る
可
能
性
を
持
っ
て
い

る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
芸
術
と
し
て
の
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
、

演
劇
業
界
に
お
け
る
セ
ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
の
位
置
づ
け
の
両
方
を

変
え
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
次
にBeer

が
フ
ァ
シ
リ
テ
ー

タ
ー
を
務
め
た「
Ｐ
Ｑ
２
０
２
３
」で
の
エ
コ
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
・

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
用
い
ら
れ
た
実
践
的
な
デ
ザ
イ
ン
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
に
基
づ
い
て
、
エ
コ
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
的
手
法
の
有

効
性
を
検
証
す
る
。

T
a

n
ja

 B
e

e
r

に
よ
る

エ
コ
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

　

私
は
、
２
０
２
３
年
６
月
、「
Ｐ
Ｑ
２
０
２
３
」
でBeer

が

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
を
務
め
る
エ
コ
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
・
ワ
ー
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ク
シ
ョ
ッ
プ
「
エ
コ
・
デ
ザ
イ
ン
・
シ
ャ
レ
ッ
ト
」
に
参
加
し
た
。

こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
た
目
的
と
し
て
は
、
１
）
エ

コ
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
理
論
を
ど
の
よ
う
に
デ
ザ
イ
ン
の
実
践

に
取
り
入
れ
る
か
、
２
）
エ
コ
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
デ
ザ
イ
ン

手
法
と
従
来
の
手
法
の
違
い
を
理
解
す
る
、
３
）
こ
の
異
な
る

手
法
が
、
美
的
観
点
と
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
観
点
の
両
方
か
ら
、
ど

の
よ
う
な
変
化
を
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
促
す
こ
と
が
で
き
る
の

か
を
考
察
す
る
こ
と
の
３
つ
で
あ
っ
た
。

　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
参
加
者
は
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
を
テ
ー
マ
と

し
た
短
編
戯
曲
を
元
に
、
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
創
作
し
た
。
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
そ
れ
ら
10
作
品
ほ
ど
の
戯
曲
の
リ
ー
デ
ィ
ン

グ
か
ら
始
ま
り
、
参
加
者
は
そ
の
中
か
ら
１
つ
を
選
ん
だ
。
私

が
選
ん
だ
の
は
ク
レ
イ
・
ハ
イ
ジ
作
の
「Tree people
」
で
、

木
と
人
間
の
対
話
が
描
か
れ
て
い
る
。
物
語
の
舞
台
は
古
い
森

で
、
機
械
の
働
く
音
が
響
く
。
主
人
公
の
Ｓ
Ｈ
Ｅ
は
、
巨
大
な

老
木
に
近
づ
き
、
自
分
の
人
生
に
迫
る
環
境
危
機
へ
の
恐
怖
を

老
木
に
告
白
す
る
。
木
は
短
く
シ
ン
プ
ル
な
言
葉
で
応
え
、
Ｓ

Ｈ
Ｅ
を
抱
き
し
め
て
慰
め
る
。
そ
し
て
最
後
に
は
、
Ｓ
Ｈ
Ｅ
も

木
の
一
部
に
な
る
と
い
う
あ
ら
す
じ
で
あ
っ
た
。

　

Beer

は
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
中
で
、
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
エ

コ
ロ
ジ
カ
ル
に
デ
ザ
イ
ン
す
る
に
は
３
つ
の
ス
テ
ッ
プ
が
あ
る

と
説
明
し
た
。
最
初
の
ス
テ
ッ
プ
は
、
テ
キ
ス
ト
か
ら
刺
激
を

受
け
て
感
じ
た
自
分
の
中
の
直
感
を
信
じ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

会
場
や
予
算
と
い
っ
た
現
実
的
な
条
件
を
一
切
考
慮
せ
ず
に
、

芝
居
の
中
心
が
何
を
語
っ
て
い
る
の
か
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
。
私
た
ち
は
、
テ
キ
ス
ト
か
ら
得
た
直
感
を
、
ス
ケ
ッ

チ
や
、
描
写
す
る
の
に
適
し
た
素
材
を
探
す
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
方
法
で
視
覚
化
し
た
。
私
は
人
間
の
目
に
見
え
る
存
在
と
見

え
な
い
存
在
、
そ
し
て
そ
の
区
分
で
あ
る
地
表
を
含
め
て
、
木

と
そ
の
根
を
描
い
た
（
図
１
）。

　

第
２
段
階
は
、
材
料
を
使
っ
て
ス
ケ
ッ
チ
モ
デ
ル
を
作
る
こ

と
だ
っ
た
。
紙
、
紐
、
金
属
、
布
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、
木
材
な

ど
、
劇
場
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
ガ
ラ
ク
タ
な
ど
、
１
０
０
種
類
以

上
の
素
材
が
あ
っ
た
。
私
た
ち
は
時
間
を
か
け
て
素
材
と
対
話

し
、
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
要
素
と
し

て
選
ん
だ
。
こ
の
過
程
に
お
い
てBeer

は
、
上
演
空
間
の
中
で

パ
フ
ォ
ー
マ
ー
を
ど
こ
に
置
く
べ
き
か
（
空
間
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ー

の
関
係
）
を
考
え
る
必
要
性
を
強
調
し
た
。
私
は
テ
キ
ス
ト
を

分
析
し
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
観
客
の
た
め
に
舞
台
と
客
席
と

い
う
別
の
空
間
を
作
る
の
で
は
な
く
、
観
客
は
主
人
公
Ｓ
Ｈ
Ｅ

の
一
部
と
し
て
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
参
加
す
る
と
い
う
ア
イ
デ

ア
が
浮
か
ん
だ
。
ま
た
普
段
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
木
の
根

を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
で
、
観
客
に
木
の
存
在
と
木
の
周
囲
の

物
質
を
知
覚
さ
せ
た
い
と
考
え
た
。
こ
の
２
つ
の
演
劇
的
な
出

発
点
か
ら
、
私
は
ス
ケ
ッ
チ
モ
デ
ル
を
作
成
し
た
（
図
２
）。

 　

水
平
な
地
表
が
空
間
の
中
心
で
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
破
片

で
表
現
さ
れ
た
木
の
シ
ン
ボ
ル
が
地
面
か
ら
出
て
き
て
、
頂
上

に
向
か
っ
て
伸
び
て
い
く
。
観
客
は
逆
さ
ま
に
立
ち
、
普
段
知

覚
で
き
な
い
木
の
根
を
眺
め
る
。
こ
れ
は
私
が
考
え
る
こ
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
た
め
の
理
想
的
な
空
間
だ
っ
た
が
、
劇
場
で

こ
れ
を
物
理
的
に
実
現
す
る
の
は
不
可
能
だ
と
わ
か
っ
て
い
た
。

ど
う
す
れ
ば
こ
の
ア
イ
デ
ア
を
実
現
で
き
る
だ
ろ
う
か
？
私
は
、

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
空
間
を
Ｖ
Ｒ
技
術
に
よ
る
仮
想
空
間
と
し
、

こ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
観
客
が
、
仮
想
空
間
の
中
で
Ｓ
Ｈ
Ｅ

と
し
て
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
う
自
ら
の
ア
バ
タ
ー
を
見
る
と

い
う
ア
イ
デ
ア
を
提
案
し
た
。

　

第
３
段
階
は
、
ス
ケ
ッ
チ
モ
デ
ル
を
詳
細
な
デ
ザ
イ
ン
に
発
展

さ
せ
、
実
際
に
あ
る
劇
場
や
会
場
に
当
て
は
め
て
提
案
す
る
こ

と
だ
っ
た
。
私
は
、
実
在
す
る
空
間
で
の
上
演
を
念
頭
に
、
Ｖ

Ｒ
の
ア
イ
デ
ア
を
再
考
し
た
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
上
演
に
最
適

図 1：「Tree people」のイメージスケッチ
（大島 , 2023）

図 2：「Tree people」のスケッチモデル（大
島 , 2023）
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な
会
場
を
考
え
た
と
き
、
東
京
の
都
市
開
発
の
た
め
の
樹
木
伐

採
に
反
対
し
て
い
る
市
民
運
動
を
思
い
出
し
た
。
こ
の
計
画
は
、

東
京
都
と
都
市
開
発
業
者
が
今
あ
る
公
園
を
再
開
発
し
、
そ
の

敷
地
に
高
層
ビ
ル
を
建
て
る
と
い
う
も
の
だ
。
そ
の
た
め
に
樹

齢
１
０
０
年
を
超
え
る
木
が
９
０
０
本
近
く
伐
採
さ
れ
る
計
画

で
あ
る
。
多
く
の
市
民
が
環
境
へ
の
影
響
を
懸
念
し
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
計
画
は
樹
木
の
保
護
を
行
わ
ず
推
進
さ

れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
私
は
、こ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
通
し
て
、

社
会
問
題
と
テ
キ
ス
ト
「Tree People
」
を
結
び
つ
け
る
ア
イ

デ
ア
を
思
い
つ
い
た
。
具
体
的
な
社
会
問
題
を
、
架
空
の
世
界

に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、観
客
と
観
客
以
外
の
多
く
の
人
々

に
力
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。

　

よ
り
多
く
の
観
客
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
、
私
は
問
題
と
な
っ

て
い
る
公
園
の
最
寄
り
駅
の
地
下
鉄
駅
を
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
会
場
に
選
ん
だ
。
地
下
鉄
駅
は
利
用
者
の
多
い
公

共
ス
ペ
ー
ス
で
あ
り
、
幅
広
い
市
民
に
こ
の
物
語
を
伝

え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
こ
の
会
場
に
は
象
徴

的
な
意
味
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
都
市
の
地
下
交
通
は

20
世
紀
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
の
発
展
を
加
速
さ
せ
た

最
も
優
れ
た
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
で
、
ま
た
、
人
間
の

手
に
よ
っ
て
素
材
を
再
構
築
し
た
完
全
な
人
工
空
間
で
あ
る
。

ま
た
か
つ
て
そ
の
場
所
に
は
植
物
や
根
な
ど
の
自
然
の
空
間
が

あ
っ
た
の
だ
。
私
は
、
こ
の
作
品
の
芸
術
的
な
表
現
を
通
し
て
、

こ
の
地
下
空
間
を
一
時
的
に
か
つ
て
の
状
態
に
戻
し
、
地
下
鉄

同
様
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
生
物
の
か

つ
て
の
姿
を
想
像
さ
せ
、
こ
の
空
間
で
人
間
の
発
展
の
た
め
に

犠
牲
に
な
っ
た
も
の
を
想
起
さ
せ
た
か
っ
た
。
こ
の
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
は
、
地
域
社
会
の
持
続
可
能
性
に
つ
い
て
の
疑
問
を
前

面
に
押
し
出
し
、
自
然
と
人
間
が
一
体
化
し
た
空
間
の
イ
ン
ス

ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
提
供
し
た
。

　

物
語
は
、
乗
客
（
観
客
）
が
改
札
を
通
っ
て
駅
に
入
る
と
こ

ろ
か
ら
始
ま
る
。
改
札
の
空
間
一
面
に
緑
色
の
動
画
が
映
し
出

さ
れ
、
自
然
界
の
絶
え
間
な
い
移
り
変
わ
り
を
表
現
し
て
い
る
。

自
然
環
境
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
太
陽
光
、
風
、
湿
気
、
匂
い

な
ど
の
自
然
現
象
を
通
し
て
絶
え
間
な
い
情
報
を
受
け
取
っ
て

い
る
。
そ
れ
を
再
現
す
る
べ
く
、
こ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
序
曲

を
作
る
た
め
に
、
私
は
地
下
駅
と
い
う
変
化
の
な
い
人
工
的
な

環
境
に
、
緑
色
を
基
調
と
し
た
流
動
的
な
視
覚
情
報
を
加
え
た
。

次
に
観
客
は
、
か
つ
て
存
在
し
た
木
の
幹
や
根
っ
こ
と
差
し
替

え
ら
れ
た
金
属
製
の
柱
に
つ
か
ま
り
、
木
が
発
す
る
音
、
例
え

ば
成
長
音
、
水
や
日
光
の
吸
収
音
、
電
気
信
号
な
ど
、
他
の
存

在
と
相
互
関
係
す
る
音
を
聞
く
。
最
後
に
、
観
客
は
階
段
下
に

あ
る
メ
イ
ン
の
公
演
会
場
に
到
着
し
、
公
演
を
鑑
賞
す
る
。
こ

の
体
験
は
、
単
に
客
観
的
な
視
点
か
ら
観
劇
す
る
だ
け
で
は
な

く
、
五
感
に
訴
え
る
観
客
主
体
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
な
の
だ
。

　

こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
実
践
を
通
じ
て
、Beer

の
エ
コ
セ

ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
理
論
を
改
め
て
振
り
返
り
た
い
。
通
常
セ
ノ

グ
ラ
フ
ァ
ー
は
、
空
間
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
か
ら
デ
ザ
イ
ン
を
始
め
、

素
材
、
色
、
質
感
の
選
定
に
取
り
組
む
が
、
そ
れ
は
常
に
事
前

に
提
示
さ
れ
た
劇
場
空
間
と
関
連
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
従

来
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
、
素
材
は
空
間
構
成
や
デ
ザ
イ
ン
に
適
合

し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
素
材
の
選
択
は
制
限

さ
れ
る
。
し
か
し
、
エ
コ
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
で
は
、
テ
キ
ス
ト

の
テ
ー
マ
と
つ
な
が
る
素
材
が
、
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
開
始
点

で
あ
り
、
素
材
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
た
空
間
が
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
展
開
す
る
た
め
の
土
台
と
な
る
。
具
体
的
に

は
、
何
も
な
い
空
間
・
会
場
か
ら
デ
ザ
イ
ン
を
始
め
る
の
で
は

な
く
、
素
材
選
び
が
デ
ザ
イ
ン
の
出
発
点
と
な
る
。
も
し
素
材

選
び
が
デ
ザ
イ
ン
プ
ロ
セ
ス
の
最
初
の
位
置
に
あ
り
優
先
順
位

が
高
け
れ
ば
、
セ
ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
は
、
い
つ
も
は
使
用
を
検
討

し
な
い
珍
し
い
素
材
（
今
回
の
私
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て

は
デ
ジ
タ
ル
素
材
）
も
含
め
、
素
材
を
幅
広
く
選
ぶ
チ
ャ
ン
ス

が
増
え
る
だ
ろ
う
。

　

先
に
述
べ
た
素
材
優
先
の
手
法
は
、
公
演
会
場
の
選
定
に
も

拡
張
で
き
る
。
私
は
、
会
場
の
歴
史
や
構
造
と
い
っ
た
特
徴
を

用
い
、
そ
こ
に
モ
ー
シ
ョ
ン
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
や
自
然
の
音
を

図 3：「Tree people」サイトスペシフィックパフォー
マンス（大島 , 2023）



105

エコセノグラフィーの可能性

104

セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
素
材
と
し
て
加
え
た
。
こ
う
し
て
、
Ｖ
Ｒ

や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
、
サ
ウ
ン
ド
な
ど
、
こ
れ

ま
で
あ
ま
り
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
デ
ジ
タ
ル
素
材
を
使
っ

た
空
間
演
出
の
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
を
考
案
し
た
。
劇
場
空
間
に

当
て
は
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
制
約
を
捨
て
る
こ
と
で
、

表
現
手
段
の
選
択
に
お
け
る
固
定
観
念
を
取
り
払
い
、
デ
ジ
タ

ル
技
術
と
い
う
新
し
い
表
現
方
法
で
初
め
て
デ
ザ
イ
ン
に
取
り

組
む
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
の
経
験
か
ら
、
私
は
セ
ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
の
役
割
を
拡
張
す

る
可
能
性
に
気
づ
い
た
。
セ
ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
が
、
プ
ロ
デ
ュ
ー

サ
ー
や
演
出
家
と
と
も
に
公
演
会
場
の
決
定
に
も
積
極
的
に
参

加
し
、
会
場
選
択
を
も
自
ら
の
創
造
の
一
部
と
な
る
よ
う
な
新

た
な
共
創
モ
デ
ル
が
生
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
セ

ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
が
上
演
作
品
や
会
場
を
決
定
し
た
後
に
参
加
し
、

あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
条
件
の
中
で
デ
ザ
イ
ン
す
る
と
い
う

従
来
の
業
界
の
方
法
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
上

演
会
場
の
選
択
は
、
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
創
造
的
な
プ
ロ
セ
ス

の
一
部
と
考
え
る
べ
き
な
の
だ
。

『
エ
ミ
リ
ア
・
ガ
ロ
ッ
テ
ィ
』

上
演
の
た
め
の
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー

　

こ
の
作
品
は
、
東
京
を
拠
点
と
す
る
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
・

マ
タ
ー
ズ
に
よ
っ
て
２
０
２
３
年
10
月
に
製
作
、
上
演
さ
れ
た
。

こ
の
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
今
回
新
し
い
試
み
と
し
て
環
境

の
持
続
可
能
性
に
取
り
組
ん
だ
。
私
は
カ
ン
パ
ニ
ー
か
ら
セ
ッ

ト
・
衣
裳
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
オ
フ
ァ
ー
を
受
け
た
際
、
演
劇

の
作
り
手
が
、
気
候
変
動
と
い
う
緊
急
事
態
に
何
ら
か
の
ア
ク

シ
ョ
ン
を
起
こ
す
こ
と
の
重
要
性
を
説
明
し
た
。
そ
れ
を
受
け

て
、
カ
ン
パ
ニ
ー
、
参
加
す
る
キ
ャ
ス
ト
、
ス
タ
ッ
フ
が
こ
の

プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
持
続
可
能
な
挑
戦
に
協
力
す
る
こ
と
に
同

意
し
た
。
私
は
、
キ
ャ
ス
ト
と
ス
タ
ッ
フ
に
環
境
リ
テ
ラ
シ
ー

に
つ
い
て
の
基
本
的
な
レ
ク
チ
ャ
ー
を
行
っ
て
こ
の
課
題
に
つ

い
て
の
理
解
を
チ
ー
ム
で
共
有
し
た
。

　
『
エ
ミ
リ
ア
・
ガ
ロ
ッ
テ
ィ
』
と
い
う
古
典
戯
曲
は
、
ド
イ
ツ

の
哲
学
者
、
劇
作
家
、
作
家
で
あ
る
レ
ッ
シ
ン
グ
（
１
７
２
９

―
１
７
８
１
）
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
。
こ
の
戯
曲
は
、
貴
族
に

よ
る
政
治
体
制
内
の
不
正
を
批
判
し
た
レ
ッ
シ
ン
グ
の
政
治
的

視
点
（Ryder, 1972

）
に
基
づ
い
て
お
り
、
支
配
階
級
か
ら
の

理
不
尽
な
要
求
に
屈
せ
ず
、
自
分
た
ち
の
意
志
と
自
由
を
守
る

た
め
に
死
力
を
尽
く
し
て
戦
う
市
民
た
ち
の
姿
が
描
か
れ
て
い

る
。
悲
劇
は
、無
垢
な
少
女
エ
ミ
リ
ア
の
結
婚
式
当
日
に
起
こ
る
。

彼
女
の
婚
約
者
は
、
権
力
と
地
位
を
利
用
し
て
彼
女
を
自
分
の

も
の
に
し
よ
う
と
す
る
公
爵
の
部
下
に
よ
り
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。

婚
約
者
の
死
を
知
っ
た
彼
女
は
、
公
爵
に
支
配
さ
れ
る
人
生
よ

り
、
自
分
の
父
親
に
殺
さ
れ
る
こ
と
を
決
意
す
る
。

　

今
回
の
上
演
に
は
、
森
鴎
外
（
１
８
６
２
―
１
９
２
２
）
に

よ
る
古
風
な
日
本
語
訳
を
使
用
し
て
い
る
。
こ
の
ド
イ
ツ
の
古

典
を
上
演
す
る
に
あ
た
り
、
演
出
家
で
あ
る
木
内
は
、
現
代
の

観
客
が
集
中
し
て
意
味
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
あ
え
て
馴
染

み
の
な
い
森
鴎
外
翻
訳
の
古
風
な
言
葉
遣
い
を
選
ん
だ
。
こ
の

よ
う
な
意
図
的
な
言
語
様
式
の
選
択
を
す
る
こ
と
で
、
異
化
的

効
果
に
よ
り
言
葉
に
込
め
ら
れ
た
根
本
的
な
意
味
が
強
調
さ
れ

る
と
い
う
の
が
目
的
だ
。
ま
た
木
内
は
同
時
に
、
言
葉
に
頼
ら

ず
に
感
情
を
表
現
す
る
よ
う
俳
優
た
ち
に
求
め
た
。
通
常
、
俳

優
が
登
場
人
物
の
感
情
の
流
れ
を
表
現
す
る
た
め
に
は
、
書
か

れ
た
台
本
の
言
葉
を
ど
う
伝
え
る
か
に
重
き
を
置
き
が
ち
で
あ

る
。
し
か
し
、
言
葉
を
話
す
こ
と
は
、
体
の
動
き
、
姿
勢
、
表

情
、
他
の
俳
優
と
の
関
係
の
中
で
俳
優
を
取
り
巻
く
時
間
や
空

間
と
並
ん
で
、
俳
優
の
表
情
を
伝
え
る
ツ
ー
ル
の
ひ
と
つ
に
過

ぎ
な
い
。
俳
優
に
と
っ
て
、
馴
染
み
の
な
い
古
風
な
言
葉
を
用

い
て
い
か
に
豊
か
な
感
情
の
表
現
に
取
り
組
む
か
と
い
う
こ
と

も
、
こ
の
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
挑
戦
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
芝
居
の
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
写
実
的
な
描
写
に
縛
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
演

出
家
の
木
内
か
ら
の
希
望
は
、
平
均
台
の
よ
う
な
オ
ブ
ジ
ェ
の

集
合
体
を
使
っ
て
、
床
面
に
大
き
な
四
角
い
フ
レ
ー
ム
を
構
築

し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
解
体
す
る
過
程
を
描
く
こ
と
だ
っ
た
。
こ

れ
ら
の
オ
ブ
ジ
ェ
は
、
特
定
の
瞬
間
に
俳
優
に
よ
っ
て
動
か
さ

れ
、
例
え
ば
十
字
架
や
家
の
構
造
と
い
っ
た
象
徴
的
な
イ
メ
ー

ジ
を
作
り
出
す
。
フ
レ
ー
ム
が
崩
れ
て
い
く
と
い
う
視
覚
的
メ

タ
フ
ァ
ー
は
、
市
民
に
よ
る
社
会
秩
序
の
崩
壊
を
表
現
で
き
る

と
考
え
た
。

　

私
の
興
味
と
最
初
の
直
感
は
、
古
い
日
本
家
屋
の
解
体
の
際

に
回
収
さ
れ
た
古
木
を
使
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
こ
で
ま
ず
、
長

野
県
に
あ
る
古
木
の
専
門
店
、
山
翠
社
を
訪
ね
実
際
の
素
材
を

確
認
し
た
（
図
４
）。
古
木
は
通
常
、
長
さ
３
．
６
メ
ー
ト
ル
か
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ら
５
メ
ー
ト
ル
、
幅
は
15
セ
ン
チ
か
ら
30
セ
ン
チ
で
あ
り
樹
齢

は
１
０
０
年
近
い
も
の
が
多
い
と
い
う
。
古
木
の
特
徴
は
（
１
）

一
本
一
本
が
個
性
的
で
、
色
、
質
感
、
重
さ
、
大
き
さ
が
異
な
る
、

（
２
）
通
常
、
建
築
目
的
で
使
用
さ
れ
る
穴
や
特
徴
が
あ
る
こ
と
、

（
３
）材
料
の
経
年
変
化
で
あ
る（
図
５
）。
こ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
、

古
木
は
新
し
い
材
料
を
使
用
し
た
際
の
印
象
と
は
大
き
く
異
な

る
と
考
え
、
フ
レ
ー
ム
の
素
材
に
古
木
を
使
う
こ
と
に
し
た
。

　

第
２
の
ス
テ
ッ
プ
は
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
た
め
の
空
間
を

理
解
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
演
出
家
、テ
ク
ニ
カ
ル
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー

と
と
も
に
公
演
会
場
の
す
み
だ
パ
ー
ク
創
を
訪
れ
、
古
木
を
使
っ

起
こ
っ
て
い
る
場
所
を
写
実
的
に
表
す
も
の
で
は
な
い
。
従
っ

て
、
幕
開
き
の
最
初
の
絵
が
こ
の
作
品
の
中
に
お
け
る
セ
ノ
グ

ラ
フ
ィ
ー
の
表
現
の
ル
ー
ル
を
観
客
に
提
示
す
る
重
要
な
場
面

で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、最
初
に
第
１
幕
に
取
り
か
か
っ
た
。

第
１
幕
の
注
目
す
べ
き
シ
ー
ン
は
、
公
爵
と
画
家
が
２
枚
の
女
性

の
肖
像
画
を
め
ぐ
っ
て
会
話
す
る
場
面
で
あ
る
。
ま
ず
初
め
に
公

爵
の
恋
人
の
肖
像
画
が
紹
介
さ
れ
る
。
公
爵
は
恋
人
へ
の
興
味
を

失
っ
た
た
め
、
恋
人
の
肖
像
画
を
裏
返
し
に
し
て
乱
暴
に
扱
う
。

次
に
画
家
が
エ
ミ
リ
ア
の
肖
像
画
を
見
せ
る
と
、
侯
爵
は
彼
女
の

美
し
さ
に
感
嘆
し
、
そ
の
肖
像
画
に
心
を
奪
わ
れ
る
。

　

こ
の
場
面
は
、
公
爵
に
と
っ
て
の
女
性
の
存
在
を
肖
像
画
と

い
う
形
で
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
、
女
性
は
取

り
替
え
可
能
で
、
収
集
可
能
な
オ
ブ
ジ
ェ
な
の
だ
。
そ
れ
は
他

の
民
衆
に
対
す
る
扱
い
と
も
同
じ
で
、
彼
の
権
威
の
も
と
で
は
、

個
々
の
市
民
の
運
命
は
た
だ
の
紙
切
れ
の
よ
う
な
も
の
だ
。

　

蔑
視
さ
れ
る
人
々
の
存
在
を
表
現
す
る
た
め
に
、
私
は
白
い

布
で
覆
わ
れ
た
オ
ブ
ジ
ェ
や
役
者
を
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
使
っ

た
（
図
８
）。
覆
わ
れ
た
家
具
と
彫
像
の
よ
う
な
ポ
ー
ズ
を
と
る

俳
優
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
私
は
観
客
が
美
術
館
の
裏
庭

や
倉
庫
を
思
い
浮
か
べ
る
よ
う
な
空
間
を
作
り
出
す
こ
と
を
提

案
し
た
。
そ
れ
は
ま
る
で
２
人
の
女
性
の
肖
像
画
の
よ
う
だ
っ

た
。
美
術
品
の
よ
う
に

扱
わ
れ
た
人
々
は
、
そ

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
覆

い
隠
さ
れ
、
権
力
に
抑

圧
さ
れ
て
い
た
。
古
木

で
構
成
さ
れ
や
フ
レ
ー

ム
は
空
間
の
中
心
的
な

存
在
で
、
部
屋
の
境
界

図 8：『エミリア・ガロッティ』のスケッ
チモデル（大島 , 2023）

た
長
尺
の
オ
ブ
ジ
ェ
を
使
用
す
る
ア
イ
デ
ア
と
、
オ
ブ
ジ
ェ
を

と
り
囲
む
空
間
を
検
証
し
た
。
私
た
ち
は
細
く
切
っ
た
布
を
使
っ

て
オ
ブ
ジ
ェ
を
組
み
合
わ
せ
て
構
成
す
る
フ
レ
ー
ム
の
寸
法
を

検
討
し
た
。
当
初
は
３
．
６
メ
ー
ト
ル
の
正
方
形
を
空
間
に
配

置
し
た
が
（
図
６
）
演
出
も
私
も
こ
の
正
方
形
は
小
さ
す
ぎ
る

と
感
じ
た
の
で
、
１
．
５
倍
の
長
さ
の
５
．
４
メ
ー
ト
ル
の
正

方
形
を
試
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
５
．
４
メ
ー
ト
ル
（
図
７
）

の
方
が
、
正
方
形
の
内
と
外
に
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
に
適
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
こ
の
分
析
に

基
づ
き
、
私
は
こ

の
寸
法
を
デ
ザ
イ

ン
に
採
用
し
た
。

　

第
３
段
階
は
、

ス
ケ
ッ
チ
モ
デ
ル

を
作
る
こ
と
だ
っ

た
。
フ
レ
ー
ム
の

主
な
要
素
は
抽
象

的
で
、
物
語
が

図 5：古木のさまざまな色と特徴（大島 , 2023）

図 7：すみだパーク創の中   5.4m四方（大島 , 2023）

図 6：すみだパーク創の中   3.6m四方（大島 , 2023）

図 4：倉庫の古木（大島 , 2023）
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線
を
説
明
す
る
役
割
を
果
た
し
た
。

　

こ
の
作
品
で
使
用
さ
れ
る
白
い
布
は
、
業
務
用
ダ
ス
タ
ー
と

し
て
販
売
さ
れ
て
い
た
中
古
の
シ
ー
ツ
を
再
利
用
し
た
。
こ
れ

ら
は
綿
１
０
０
パ
ー
セ
ン
ト
の
天
然
素
材
で
生
分
解
性
が
高
い
。

ま
た
、
終
了
後
も
様
々
な
用
途
に
再
利
用
で
き
る
可
能
性
を
秘

め
て
い
る
。

　

第
４
の
ス
テ
ッ
プ
は
、
詳
細
な
模
型
を
作
る
こ
と
だ
っ
た
（
図

９
、
10
）。
模
型
を
作
る
過
程
で
、
古
木
の
色
が
劇
場
の
床
と
の

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
弱
い
と
感
じ
た
の
で
、
薄
い
ベ
ニ
ヤ
板
で
作
っ

た
白
い
床
を
追
加
し
た
。
こ
れ
は
色
の
類
似
性
を
解
決
す
る
た

め
だ
け
で
な
く
、
メ
イ
ン
の
演
技
エ
リ
ア
と
ス
タ
ン
バ
イ
時
の

俳
優
の
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
の
間
に
、
も
う
ひ
と
つ
明
確
な
空
間

を
作
り
出
し
た
。
新
品
の
ベ
ニ
ヤ
板
の
使
用
に
よ
る
環
境
へ
の

影
響
を
軽
減
す
る
た
め
、
中
古
合
板
を
売
買
す
る
業
者
を
探
し

た
。
上
演
後
、
使
用
し
た
中
古
の
ベ
ニ
ヤ
は
販
売
店
に
返
却
す

る
か
、
他
の
セ
ッ
ト
の
材
料
と
し
て
再
利
用
で
き
る
可
能
性
が

あ
る
。
塗
装
に
つ
い
て
は
、
環
境
へ
の
負
荷
が
少
な
い
エ
コ
塗

料
を
使
用
す
る
予
定
だ
。

　

ま
た
、
劇
場
の
後
方
に
は
、
中
古
の
シ
ー
ツ
で
作
っ
た
大
き

な
白
い
カ
ー
テ
ン
を
取
り
付
け
た
。
こ
れ
は
第
３
幕
の
冒
頭
で

落
と
さ
れ
、
公
爵
の
離
宮
の
シ
ー
ン
に
変
わ
る
（
図
１１
〜
１３
）。

実
際
の
上
演
を
振
り
返
っ
て

　

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
の
私
の
主
な
目
標
は
、
再
利
用
や
リ

サ
イ
ク
ル
な
ど
、
上
演
後
の
再
利
用
も
可
能
な
持
続
可
能
な
素

材
を
使
用
す
る
こ
と
で
、
視
覚
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
に

応
用
さ
れ
る
素
材
の
「
モ
ノ
の
力
」（Bennet, 2010, p.4

）
を

舞
台
美
術
に
活
用
す
る
可
能
性
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
素

材
そ
の
も
の
が
、
ど
の
よ
う
に
舞
台
上
の
人
間
の
身
体
や
観
客

す
こ
と
も
で
き
る
し
、
家
具
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
も
可
能
と

し
た
。
古
木
の
重
さ
や
大
き
さ
は
、
そ
れ
を
操
る
役
者
に
と
っ

て
時
に
困
難
を
も
た
ら
す
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
の
不
安
感
が
俳
優
の
身
体
性
と
強
い
結
び
つ
き
を
生
み
、
戯

曲
の
設
定
を
超
え
た
市
民
の
抑
圧
を
表
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た

と
振
り
返
る
。

　

床
板
と
白
い
シ
ー
ツ
で
包
ん
だ
オ
ブ
ジ
ェ
は
、
実
際
の
上
演

で
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
舞
台
奥
に
額
縁

が
点
在
し
た
形
で
吊
ら
れ
た
。
冒
頭
の
肖
像
画
の
表
現
は
古
木

に
腰
掛
け
た
俳
優
が
フ
レ
ー
ム
に
よ
り
縁
取
ら
れ
る
と
い
う
演

図 9、10：エミリア・ガロッティの模型写真
（縮尺：1:30）（大島 , 2023）

図 11、12、13：トランスレーション・マターズ
『エミリア・ガロッティ』上演写真（大島 , 2023）

と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
検
証
す

る
。
個
々
の
古
木
は
、
過
去
の
人
々
の
生
活
の
痕
跡
や
、
樹
木

や
人
間
の
年
齢
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
時
間
軸
を
内
包
し
て
い
る
。

特
に
、
他
の
古
木
と
つ
な
が
る
た
め
に
作
ら
れ
た
ラ
ン
ダ
ム
な

穴
（
ほ
ぞ
穴
）
は
、
特
別
な
個
性
と
特
徴
を
与
え
て
い
る
。
こ

の
穴
は
過
去
の
機
能
的
な
目
的
が
作
り
出
し
た
形
で
あ
り
、
意

図
的
に
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
で
は
生
ま
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
古
典
劇
の
上
演
で
用
い
ら
れ
た
古
風
な
日
本
語
を

使
う
こ
と
と
古
木
の
経
年
変
化
は
、
メ
デ
ィ
ア
は
異
な
る
に
せ
よ

共
通
し
た
審
美
性
を
生
み
出
す
効
果
が
あ
っ
た
と
感
じ
て
い
る
。

　

古
木
の
オ
ブ
ジ
ェ
の
活
用

は
、
空
間
の
柔
軟
性
を
生
み

出
し
た
。
空
間
演
出
の
す
べ

て
の
要
素
は
断
片
化
さ
れ
て

お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
位
置
で

組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
可
能

で
あ
っ
た
。
古
木
は
通
路
、

家
の
構
造
、
十
字
架
な
ど
、

特
定
の
空
間
を
象
徴
的
に
示
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が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
素
材
そ
の
も
の
の
持
つ
意
味
合
い
や

物
理
的
・
歴
史
的
な
個
性
を
舞
台
演
出
の
一
部
と
し
て
取
り
入

れ
、
空
間
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
よ
り
も
素
材
が
優
先
さ
れ
る
よ
う
な

デ
ザ
イ
ン
の
過
程
を
辿
れ
ば
、
素
材
選
択
が
デ
ザ
イ
ン
の
最
初

の
ス
テ
ッ
プ
と
な
り
、
セ
ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
に
よ
る
素
材
選
択
の

自
由
度
が
拡
張
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

持
続
可
能
な
作
品
を
求
め
る
声
の
高
ま
り
を
受
け
て
、
セ
ノ

グ
ラ
フ
ァ
ー
に
よ
る
、
セ
ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
の
た
め
の
素
材
の
開

発
や
研
究
が
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
セ
ノ
グ
ラ

フ
ァ
ー
、
大
学
研
究
者
か
ら
な
る
産
学
協
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「StuFF

」
で
は
、環
境
に
優
し
い
新
素
材
の
情
報
を
収
集
し
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
で
詳
細
な
情
報
を
公
開
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
例

は
、ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
のR

eset Scenery

の
取
り
組
み
で
あ
る
。

R
eset Scenery

は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
グ
ラ
ス
ゴ
ー
を
拠
点
と

し
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
内
で
使
用
さ
れ
た
廃
棄
予
定
の
大
道
具

を
回
収
し
、
自
社
の
倉
庫
に
ス
ト
ッ
ク
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
使

用
済
み
大
道
具
を
必
要
な
劇
場
、
映
画
撮
影
会
社
、
Ｃ
Ｍ
製
作

会
社
な
ど
に
貸
出
、
再
販
売
を
行
な
っ
て
い
る
。
リ
セ
ッ
ト
・

シ
ー
ナ
リ
ー
社
の
ク
ッ
ク
代
表
は
、
今
後
は
中
古
セ
ッ
ト
を
デ

ザ
イ
ン
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
再
び
デ
ザ
イ
ン
プ
ロ
セ
ス
の
常

識
に
な
る
と
考
え
て
い
る
（C

ook, 2023

）。
中
古
セ
ッ
ト
の
貸

出
販
売
だ
け
で
な
く
、
倉
庫
の
隣
に
若
手
セ
ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
の

た
め
の
ス
タ
ジ
オ
ス
ペ
ー
ス
を
設
け
る
予
定
で
あ
る
。
ス
タ
ジ

オ
と
大
道
具
の
倉
庫
が
隣
接
す
る
環
境
を
生
み
出
す
こ
と
に
よ

り
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
倉
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
る
使
用
済
み
の
セ
ッ

ト
に
簡
単
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
新
し

い
創
作
環
境
づ
く
り
は
、
こ
れ
ま
で
の
全
て
を
ゼ
ロ
か
ら
デ
ザ

イ
ン
す
る
手
法
か
ら
、
現
存
す
る
素
材
を
活
用
し
な
が
ら
デ
ザ

イ
ン
す
る
と
い
う
素
材
優
先
の
デ
ザ
イ
ン
手
法
へ
の
転
換
を
促

す
手
が
か
り
と
な
り
う
る
。

　

こ
う
し
た
新
た
な
取
り
組
み
は
、
セ
ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
が
業
界

内
で
、
よ
り
積
極
的
に
素
材
と
の
関
わ
り
を
提
唱
す
る
き
っ
か

け
と
な
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
私
は
単
に
デ
ザ
イ
ン
の
手
法
と

し
て
素
材
の
循
環
使
用
を
取
り
入
れ
た
り
、
持
続
可
能
な
基
準

の
取
り
決
め
に
従
っ
て
デ
ザ
イ
ン
し
た
り
と
い
う
だ
け
で
は
、

素
材
と
セ
ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
の
間
の
関
係
を
抜
本
的
に
変
革
す
る

に
は
不
十
分
だ
と
主
張
す
る
。
そ
こ
で
私
は
、
素
材
の
循
環
使

用
と
い
う
ア
イ
デ
ア
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
、「
芸
術
の
終
わ
り

－

自
然
へ
の
回
帰
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
提
案
す
る
。
こ
の

コ
ン
セ
プ
ト
は
、
環
境
に
配
慮
し
た
エ
シ
カ
ル
な
ア
ー
ト
作
品

を
創
作
す
る
た
め
の
実
用
的
な
解
決
策
を
見
出
す
こ
と
に
と
ど

ま
ら
な
い
。
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
、
芸
術
の
重
要
な
観
点
を
形
成

す
る
次
の
よ
う
な
問
い
を
提
起
す
べ
き
で
あ
る

－

「
芸
術
作
品

が
そ
の
目
的
を
果
た
し
た
と
き
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
手
元
を
離

れ
た
素
材
は
ど
の
よ
う
に
自
然
に
還
る
の
だ
ろ
う
か
？
」。
こ
の

考
え
方
は
、
セ
ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
物
理
的
な
素
材
を
使
用
す
る
す
べ
て
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

に
適
用
で
き
る
。

　

従
来
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
創
作
は
、
作
品
を
完
成
さ
せ
た
時

点
が
終
わ
り
と
さ
れ
て
き
た
。
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
材
料
が
抽

出
さ
れ
る
自
然
は
、
一
般
的
に
芸
術
の
範
疇
に
含
ま
れ
な
い
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
傑
作
と
さ
れ
る
美
術
品
は
保
存
さ
れ
、
保

管
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
の
技
術
の
発
展
や
芸
術
の
延
命
に
こ
れ

ま
で
多
く
の
努
力
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
反
対
に
、
芸
術
が
そ

の
役
割
を
終
え
た
後
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
テ
ー
マ
は
も
っ
と

議
論
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
文
化
と
自
然
が
対
立
す
る
の
で
は

な
く
、
表
裏
一
体
で
あ
る
時
代
を
迎
え
る
に
は
、
芸
術
が
自
然

出
に
発
展
し
、
そ
の
表
現
は
空
中
に
配
置
さ
れ
た
フ
レ
ー
ム
と

リ
ン
ク
し
て
い
る
。

　

今
回
使
用
さ
れ
た
す
べ
て
の
素
材
は
元
の
持
ち
主
に
返
却
さ

れ
る
か
、
再
利
用
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
た
。
従
っ
て
、
今
回
の

セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
お
け
る
材
料
循
環
利
用
に
つ
い
て
は
理
想

的
な
形
で
達
成
さ
れ
た
と
言
え
る
。
こ
れ
は
、
カ
ン
パ
ニ
ー
と

素
材
提
供
者
そ
し
て
使
用
後
の
素
材
の
受
け
渡
し
先
、
三
者
が

環
境
へ
の
持
続
可
能
な
取
り
組
み
を
理
解
し
、
協
力
し
た
こ
と

に
よ
り
実
現
可
能
と
な
っ
た
。

セ
ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
の
今
後
の
役
割
と
貢
献

　

持
続
可
能
な
制
作
に
向
け
た
動
き
が
加
速
す
る
に
つ
れ
、
舞

台
美
術
家
の
責
任
と
業
界
内
で
の
貢
献
は
大
き
く
な
っ
て
い
く

と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
持
続
可
能
な
制
作
を
達
成
す
る
た
め

に
削
減
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
３
つ
の
重
要
な
要
素
（
素
材
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
、
交
通
）
の
ひ
と
つ
で
あ
る
素
材
の
消
費
を
大
き

く
占
め
て
い
る
の
が
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
だ
か
ら
だ
。

こ
れ
ま
で
は
、
セ
ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
は
、
機
能
性
、
耐
久
性
、
予

算
に
基
づ
き
、
デ
ザ
イ
ン
案
に
沿
っ
た
素
材
を
選
択
す
る
こ
と
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か
ら
借
用
し
た
素
材
が
自
然
に
還
る
過
程
も
含
め
て
、
芸
術
を

再
定
義
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
芸
術
の
終
わ
り
」
は
、
芸
術
に
お
け
る
時
間
の
定
義
を
拡
大

す
る
。
芸
術
作
品
は
、
３
つ
の
異
な
る
時
間
を
含
む
べ
き
で
あ

る

－

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
よ
る
創
作
の
時
間
、
芸
術
が
存
在
す
る

時
間
、
芸
術
の
中
に
流
れ
る
素
材
の
時
間
。
芸
術
の
中
に
素
材

そ
の
も
の
の
力
を
取
り
入
れ
る
た
め
に
は
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た

ち
は
、
素
材
が
存
在
す
る
時
間
は
自
分
自
身
の
人
生
の
時
間
よ

り
も
さ
ら
に
長
く
、
自
ら
の
創
造
過
程
の
前
後
の
時
間
を
認
識

す
る
必
要
が
あ
る
。
人
新
世
に
生
き
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
、
時

間
の
地
層
に
含
ま
れ
る
素
材
の
力
を
表
現
に
生
か
し
、
表
現
の

終
わ
り
を
認
識
し
、
自
然
に
還
る
プ
ロ
セ
ス
を
も
創
作
に
組
み

入
れ
る
必
要
が
あ
る
と
強
調
し
て
お
き
た
い
。

結
論

　

今
日
の
演
劇
は
、
私
た
ち
の
未
来
を
考
え
る
た
め
の
メ
ッ
セ

ン
ジ
ャ
ー
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
こ
の
大
雑
把

だ
が
重
要
な
問
い
が
生
ま
れ
た
の
は
、
演
劇
の
上
演
後
に
廃
棄

さ
れ
る
大
量
の
舞
台
装
置
に
つ
い
て
考
え
始
め
た
と
き
だ
っ
た
。

バ
ラ
バ
ラ
に
さ
れ
、
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
、
積
み
上
げ
ら
れ
た
舞

台
装
置
の
風
景
は
、
以
前
の
輝
い
て
い
た
舞
台
の
姿
と
は
対
照

的
に
、
異
常
で
悲
劇
的
な
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
廃
棄
さ
れ

た
素
材
は
、
私
が
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
創
作
す
る
方
法
に
つ
い

て
、
受
け
入
れ
が
た
い
何
か
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
く
れ

た
。
こ
の
舞
台
装
置
の
墓
場
か
ら
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
っ

た
こ
と
が
、
こ
の
研
究
の
最
初
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

　

本
論
文
で
は
、Beer

の
エ
コ
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
参
考
に
、

新
唯
物
論
の
哲
学
的
概
念
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
セ
ノ
グ
ラ

フ
ィ
ー
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
手
法
を
探
求
し
た
。Beer

は
新

唯
物
論
概
念
を
拡
張
し
、
人
間
と
人
間
以
外
の
存
在
と
の
間
に

公
平
な
関
係
を
確
立
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
、
自
然
の

一
部
と
し
て
織
り
込
ま
れ
、
相
互
尊
重
を
育
む
必
要
が
あ
る
と

述
べ
て
い
る
。
彼
女
は
こ
の
哲
学
的
概
念
を
、
舞
台
芸
術
の
実

践
に
応
用
し
て
い
る
（Beer, 2016

）。

　
Beer

の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
た
こ
と
で
、
エ
コ
セ
ノ

グ
ラ
フ
ィ
ー
に
つ
い
て
貴
重
な
洞
察
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

エ
コ
マ
テ
リ
ア
リ
ズ
ム
の
物
質
的
で
先
進
的
な
手
法
を
試
す
こ

と
で
、
私
は
こ
れ
ま
で
使
っ
た
こ
と
の
な
い
新
し
い
メ
デ
ィ
ア

に
創
造
性
を
広
げ
た
。
さ
ら
に
、
サ
イ
ト
ス
ペ
シ
フ
ィ
ッ
ク
な

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
お
い
て
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
空
間
そ
の
も

の
が
歴
史
や
文
化
の
階
層
化
さ
れ
た
意
味
を
包
含
し
て
い
る
こ

と
に
気
づ
い
た
。
こ
れ
ら
の
場
所
が
持
つ
固
有
の
意
味
を
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
観
客
に
直
接
テ
ー
マ

を
届
け
る
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と

な
っ
た
。

　
『
エ
ミ
リ
ア
・
ガ
ロ
ッ
テ
ィ
』
の
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
案
で
は
、

戯
曲
の
テ
ー
マ
に
関
連
す
る
２
つ
の
素
材
を
主
に
採
用
し
た
。

１
つ
目
は
、
独
特
の
美
し
さ
を
持
つ
木
材
で
あ
る
「
古
木
」
で

あ
り
、
経
年
変
化
に
よ
り
す
で
に
機
能
を
失
っ
た
穴
が
無
造
作

に
開
い
て
お
り
、
私
た
ち
の
知
ら
な
い
誰
か
の
人
生
を
思
い
起

こ
さ
せ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
白
い
布
で
あ
り
、
死
と
処
女
性

と
い
う
戯
曲
の
文
脈
と
の
比
喩
的
な
つ
な
が
り
を
描
い
て
い
る
。

こ
の
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
で
は
、
総
合
的
な
物
質
の
意
味
に
よ
っ

て
脚
本
の
外
側
か
ら
物
語
を
観
客
に
語
り
か
け
る
こ
と
に
な
る
。

最
後
に
、
私
は
「
芸
術
の
終
焉
―
自
然
へ
の
回
帰
」
と
い
う
コ

ン
セ
プ
ト
を
提
案
す
る
こ
と
で
、
芸
術
の
範
囲
の
再
定
義
を
試

み
た
。
私
は
、
こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
芸
術
を
創
作
す
る
上
で
の

新
し
い
規
範
と
な
り
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
倫
理
的
責
任
の
範
囲

を
拡
張
す
る
と
主
張
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
考
察
と
実
践
を
通
じ
て
、
舞
台
芸
術
の
美
的
発
展

と
持
続
可
能
な
未
来
は
相
互
に
関
連
し
て
い
る
と
確
信
し
た
。

環
境
へ
の
配
慮
は
表
現
の
自
由
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
個
々
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
美
的
創
意
工
夫
を
触
媒
す
る

も
の
で
あ
る
。
創
作
に
お
け
る
グ
リ
ー
ン
・
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー

メ
ー
シ
ョ
ン
は
、
演
劇
の
未
来
に
お
い
て
、
環
境
の
持
続
可
能

性
と
芸
術
の
発
展
の
両
面
で
利
点
と
な
る
だ
ろ
う
。
環
境
の
持

続
可
能
性
を
追
求
す
る
こ
と
は
、
演
劇
の
進
化
に
お
け
る
次
の

シ
フ
ト
の
始
ま
り
に
過
ぎ
な
い
。
物
質
性
、
現
象
性
、
時
間
性

に
焦
点
を
当
て
、
環
境
危
機
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
演
劇
人
は

世
界
の
現
状
に
挑
戦
す
る
作
品
を
創
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

セ
ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
が
、
人
間
と
人
間
以
外
の
存
在
と
の
関
係
と

い
う
概
念
を
、
創
造
的
、
想
像
的
、
探
究
的
に
創
作
に
取
り
入

れ
る
と
き
、
演
劇
の
将
来
の
発
展
に
お
い
て
主
導
的
な
役
割
を

果
た
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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三
代
目
猿
之
助
の
〈
離
見
の
見
〉

　

ス
ー
パ
ー
歌
舞
伎
『
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
』
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
せ
り
ふ
で
あ
る
。
劇
中
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
猿
之
助
自
身
が
シ
ン
ク
ロ
す

る
こ
の
せ
り
ふ
は
、「
天
翔
け
る
心
」
を
『
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
』
の
テ
ー
マ
と
し
て
明
確
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
し
て
、「
何
か
途
方

も
な
い
大
き
な
も
の
」
を
追
い
求
め
て
創
造
し
た
猿
之
助
の
ス
ー
パ
ー
歌
舞
伎
は
演
劇
史
に
新
た
な
る
一
ペ
ー
ジ
を
刻
ん
だ
。

　

し
か
し
、
や
み
く
も
に
「
何
か
途
方
も
な
い
大
き
な
も
の
」
を
追
い
求
め
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

１
９
７
７
年
に
猿
之
助
は
史
上
最
年
少
で
責
任
あ
る
立
場
、
一
枚
看
板
の
座
頭
と
し
て
海
外
歌
舞
伎
公
演
に
臨
み
、
１
９
８
１
年
、
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未
発
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カ
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タ
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大
学
大
学
院
の
修
士
論
文
「
現
代
演
劇
に
お
け
る
持
続
可
能
な
舞
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、
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グ
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献
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の
分
析
」
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大
島
）
を
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部
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集
、
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
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三
代
目
猿
之
助
の
〈
離
見
の
見
〉

猿
翁
ア
ー
カ
イ
ブ
に
み
る
三
代
目
市
川
猿
之
助
の
世
界 

　
　

第
八
回
フ
ォ
ー
ラ
ム

三
代
目
猿
之
助
〈
二
代
目
猿
翁
〉
が
京
都
芸
術
大
学
に
寄
贈
し
た
貴
重
な
歌
舞
伎
関
係
資
料
を
も
と
に
三
代
目
猿
之
助
の
軌
跡
を
た
ど
る

フ
ォ
ー
ラ
ム
。
第
八
回
は
２
０
２
３
年
９
月
に
春
秋
座
（
京
都
芸
術
劇
場
）
に
て
開
催
。
こ
こ
で
は
そ
の
講
義
を
採
録
す
る
。

私
は
普
通
の
人
が
追
わ
ぬ
も
の
を
必
死
に
追
い
か
け
て
き
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
れ
は
何
か
、
よ
く
分
か
ら
ぬ
。
何
か
途
方
も

な
い
大
き
な
も
の
を
追
い
求
め
て
、
私
の
心
は
絶
え
ず
天
高
く
天
翔
け
て
い
た
。
天
翔
け
る
心
、
そ
れ
が
私
だ
。

〈
企
画
者
の
こ
と
ば
〉

レ
ク
チ
ャ
ー
採
録
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私
は
１
９
８
４
（
昭
和
59
）
年
４
月
に
松
竹
株
式
会
社
に
入
り
ま
し
て
、
最
初
の
仕
事
が
そ
の
年
の
７
月
の
歌
舞
伎
座
。
猿
翁
さ
ん
と

の
お
仕
事
で
し
た
。
で
す
の
で
来
年
は
猿
翁
さ
ん
と
仕
事
を
は
じ
め
て
40
年
だ
っ
た
の
で
す
が
突
然
、
旅
立
た
れ
て
し
ま
い
、
と
て
も
残

念
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

猿
翁
さ
ん
は
天
下
一
の
花
形
役
者
で
素
晴
ら
し
い
舞
台
を
作
り
続
け
た
人
気
俳
優
で
す
が
、
演
出
家
と
し
て
の
猿
翁
さ
ん
は
、
ご
自
分

が
出
て
い
る
作
品
の
あ
ら
ゆ
る
ス
タ
ッ
フ
、
周
り
の
方
に
面
白
く
な
い
と
こ
ろ
は
な
い
か
、
取
っ
た
方
が
い
い
と
こ
ろ
は
な
い
か
と
聞
き
、

さ
ら
に
芝
居
を
し
て
い
る
間
に
も
次
の
作
品
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
と
い
う
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
ご
覧
い
た
だ
く
『
牡
丹
景
清
』
は
私
が
初
め
て
お
芝
居
作
り
に
参
加
し
た
思
い
出
の
興
行
で
ご
ざ
い
ま
す
。
元
々
は
明
治
か

ら
大
正
時
代
ま
で
愛
知
県
の
刈
谷
を
本
拠
と
し
て
活
躍
し
た
嵐あ
ら
し
り
ん
か

鱗
花
と
い
う
親
方
に
よ
る
旅
一
座
、「
鱗
花
芝
居
」
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
で

歌
舞
伎
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
生
き
る
〜
猿
翁
さ
ん
の
魅
力　

岡
崎
哲
也

１
９
８
３
年
と
立
て
続
け
に
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
駆
け
巡
っ
た
。

　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ワ
シ
ン
ト
ン
、
シ
カ
ゴ
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
、
オ
タ
ワ
、
ベ
ル
リ
ン
、
パ
リ
、
ミ
ラ
ノ
、
ボ
ロ
ー
ニ
ア
、
レ
ッ
ジ
ョ
・

エ
ミ
リ
ア
、
ロ
ン
ド
ン
、
ウ
イ
ー
ン
と
各
都
市
に
お
け
る
観
客
席
か
ら
の
反
応
は
、
三
十
代
の
猿
之
助
に
と
っ
て
大
い
な
る
刺
激
と
な
っ

た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

猿
之
助
は
海
外
の
舞
台
に
立
つ
こ
と
で
多
く
の
収
穫
を
得
た
。

　
　

１　

テ
ン
ポ
ア
ッ
プ
の
必
要
性

　
　

２　

ド
ラ
マ
性
の
あ
る
作
品
の
上
演

　
　

３　

上
演
時
間
の
短
縮

　

い
ず
れ
も
、
こ
ん
に
ち
の
歌
舞
伎
が
か
か
え
る
課
題
で
あ
り
、
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
50
年
も
以
前
に
す
で
に
猿
之

助
の
視
野
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

歌
舞
伎
に
な
じ
み
の
な
い
大
衆
に
い
か
に
お
も
し
ろ
く
み
て
も
ら
う
か
。
そ
う
い
う
意
識
を
持
つ
感
覚
を
海
外
で
学
ん
だ
。
外
か
ら
内

を
み
る
、
猿
之
助
の
〈
離
見
の
見
〉
の
開
眼
で
あ
る
。

　

第
八
回
と
な
る
今
回
は
、「
三
代
目
猿
之
助
の
〈
離
見
の
見
〉」
を
テ
ー
マ
に
、
観
客
を
意
識
し
な
が
ら
時
代
に
応
じ
て
歌
舞
伎
を
革
新

し
続
け
た
「
猿
之
助
歌
舞
伎
」
の
舞
台
世
界
を
ひ
も
解
い
て
み
た
い
。

田
口
章
子
（
企
画
／
京
都
芸
術
大
学
教
授
）

三
代
目
市
川
猿
之
助
（
二
代
目
市
川
猿
翁
）

１
９
３
９
（
昭
和
14
）
年
生
ま
れ
。
つ
ね
に
「
時
代
と
と
も
に
生
き
る
歌
舞
伎
」
を
め
ざ
し
、
伝
統
の
継
承
と
創
造
に
全
身
全

霊
を
か
け
て
走
り
続
け
て
い
る
。「
猿
翁
十
種
」
を
は
じ
め
と
す
る
家
の
芸
の
継
承
は
も
と
よ
り
、『
義
経
千
本
桜
』『
加
賀
見
山

再
岩
藤
』
な
ど
の
古
典
歌
舞
伎
の
再
創
造
、『
菊
宴
月
白
浪
』『
競
伊
勢
物
語
』
な
ど
の
古
劇
の
復
活
、
さ
ら
に
は
『
ヤ
マ
ト
タ

ケ
ル
』
や
『
新
・
三
国
志
』
シ
リ
ー
ズ
な
ど
の
ス
ー
パ
ー
歌
舞
伎
の
創
造
ま
で
、
パ
ワ
フ
ル
な
活
動
は
み
ご
と
な
芸
術
的
完
成

を
見
せ
る
。
現
代
歌
舞
伎
に
多
彩
で
豊
穣
な
成
果
を
も
た
ら
し
て
き
た
演
劇
活
動
の
中
か
ら
「
三
代
猿
之
助
四
十
八
撰
」
を
制

定
し
た
。
歌
舞
伎
に
か
け
る
熱
い
思
い
と
革
新
的
な
発
想
は
、
三
代
目
市
川
猿
之
助
が
育
て
た
弟
子
た
ち
に
も
確
実
に
受
け
継

が
れ
て
い
る
。
２
０
１
２
（
平
成
24
）
年
新
橋
演
舞
場
に
お
い
て
、
祖
父
が
名
乗
っ
た
猿
翁
の
名
を
二
代
目
と
し
て
襲
名
し
た
。

京
都
芸
術
大
学
で
は
、
平
成
5
年
に
芸
術
学
部
教
授
、
２
０
０
０
〜
２
０
０
５
（
平
成
12
〜
17
）
年
副
学
長
に
就
任
。
集
中
講

義
で
は
学
生
に
歌
舞
伎
の
実
技
実
演
指
導
も
行
な
っ
た
。
同
大
の
春
秋
座
に
は
徳
山
詳
直
前
理
事
長
と
と
も
に
劇
場
の
構
想
・

設
計
か
ら
関
わ
る
。
初
代
芸
術
監
督
と
し
て
、
杮
落
し
公
演
の
『
日
本
振
袖
始
』
は
じ
め
、
数
々
の
舞
台
を
企
画
し
出
演
し
た
。
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し
た
。
猿
翁
さ
ん
は
芝
居
の
情
熱
と
い
う
の
は
庶
民
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
あ
る
と
、
岐
阜
で
地
芝
居
を
さ
れ
て
い
る
松
本
団だ
ん
し
ょ
う

升
さ
ん
の
元
へ

地
芝
居
の
型
な
ど
を
習
い
に
行
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
あ
る
時
、
地
芝
居
に
伝
わ
っ
て
い
た
台
本
が
手
に
入
り
、
団
升
さ
ん
と
相
談
し

て
歌
舞
伎
座
で
や
っ
て
み
よ
う
と
、
四
代
目
市
川
段
四
郎
さ
ん
を
中
心
と
し
て
上
演
し
た
の
が
、
こ
ち
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
。

【
映
像
】「
景
清
と
三
保
谷
が
牡
丹
の
花
を
手
に
順
番
に
踊
る
」

　

悪
七
兵
衛
景
清
は
段
四
郎
さ
ん
、
島
人
重
作
実
は
秩
父
庄
司
重
忠
は
五
代
目
中
村
歌
六
さ
ん
、
三
保
谷
四
郎
国
俊
三
代
目
中
村
歌
昇(

現

在
、
又
五
郎)

さ
ん
で
す
。
牡
丹
の
花
が
乱
れ
咲
く
日ひ

ゅ
う
が
じ
ま

向
嶋
に
い
る
景
清
の
元
に
重
忠
が
訪
れ
、
懐か

い
じ
ゅ
う柔

し
て
頼
朝
方
に
付
け
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。

　
『
義
経
千
本
桜
』
の
「
吉
野
山
」
の
道
行
き
で
、
忠
信
と
静
御
前
が
錣し
こ
ろ
び引

（
屋
島
の
合
戦
で
、
悪
七
兵
衛
景
清
と
三
保
谷
四
郎
が
力
を

競
い
合
っ
た
際
、
景
清
が
兜
の
錣
を
引
き
ち
ぎ
っ
た
と
い
う
伝
説
）
の
「
軍
い
く
さ

物
語
」
を
踊
る
場
面
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
実
際
に

三み
ほ
の
や

保
谷
が
登
場
し
、
景
清
と
「
軍
物
語
」
を
踊
り
ま
す
。
義
太
夫
の
文
句
は
「
吉
野
山
」
と
同
じ
で
、
語
っ
て
い
る
の
は
若
き
日
の
葵
太

夫
さ
ん
で
す
。

　

こ
こ
に
亀
治
郎
時
代
の
四
代
目
が
扮
す
る
景
清
の
娘
・
人ひ
と
ま
る丸

が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
実
は
人
丸
を
枷か
せ

に
景
清
を
源
氏
方
に
取
り
入
れ
よ

う
と
い
う
重
忠
の
思
惑
で
す
。
こ
こ
の
節
は
『
奥
州
安
達
原
』
三
段
目
の
安
倍
貞さ
だ
と
う任

と
娘
・
お
君
の
場
面
と
全
く
同
じ
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

最
初
、
は
る
ば
る
会
い
に
来
た
人
丸
に
親
子
と
名
乗
ら
な
か
っ
た
景
清
も
、
娘
に
す
が
り
つ
か
れ
て
ホ
ロ
リ
と
く
る
と
こ
ろ
で
す
。
い
か

に
も
地
芝
居
の
感
じ
が
出
て
い
ま
す
ね
。

　

鱗
花
一
座
の
お
弟
子
さ
ん
た
ち
は
普
段
は
農
業
に
従
事
し
て
い
て
、
旅
は
畑
仕
事
が
な
い
時
に
い
た
し
ま
す
。
で
す
か
ら
非
常
に
味
付

け
の
濃
い
、
英
語
で
い
う
と
ア
ー
シ
ー
（earthy

）
な
歌
舞
伎
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
を
初
め
て
歌
舞
伎
座
で
や
っ
た
と
い
う
の
が
、
い

か
に
も
猿
翁
さ
ん
ら
し
い
で
す
ね
。

　

続
い
て
重
忠
と
三
保
谷
が
踊
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
『
奥
州
安
達
原
』
三
段
目
の
宗
任
と
貞
任
の
振
り
と
同
じ
で
す
。
江
戸
時
代
か
ら
大

正
時
代
ま
で
地
方
の
お
客
様
は
こ
う
い
う
節
を
よ
く
ご
存
知
で
し
た
し
、
派
手
な
の
で
好
ま
れ
た
よ
う
で
す
ね
。
踊
り
終
え
て
四
人
が
決

ま
り
ま
す
。
景
清
と
重
忠
が
一
礼
し
、
景
清
と
人
丸
が
土
手
に
上
が
り
、
再
び
四
人
で
決
ま
る
と
幕
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

地
芝
居
の
『
源
平
咲
分
牡
丹
』
に
は
先
ほ
ど
の
軍
物
語
は
入
っ
て
お
り
ま
せ
ん
で
、
猿
翁
さ
ん
が
歌
舞
伎
座
で
上
演
す
る
に
は
少
し
物

足
り
な
い
と
付
け
足
さ
れ
ま
し
た
。

　

最
初
は
ご
自
分
も
出
よ
う
か
と
思
わ
れ
た
の
で
す
が
、
昼
の
部
は
他
に
『
蚤の
み
と
り
お
と
こ

取
男
』、『
金き
ん
の
ざ
い
さ
る
し
ま
だ
い
り

幣
猿
島
郡
』、
夜
の
部
は

『
極き
わ
め
つ
き
ひ
と
り
た
び
ご
じ
ゅ
う
さ
ん
つ
ぎ

付
獨
道
中
五
十
三
駅
』
と
出
ず
っ
ぱ
り
で
す
の
で
、
序
幕
の
『
牡
丹
景
清
』
は
演
出
家
と
し
て
勤
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

続
い
て
ご
覧
い
た
く
の
は
、
同
じ
年
の
１
９
８
４
（
昭
和
59
）
年
10
年
、『
菊
き
く
の
え
ん
つ
き
み
の
し
ら
な
み

宴
月
白
浪
』
で
す
。『
四
谷
怪
談
』
な
ど
を
書
い
た
四
世

鶴
屋
南
北
、
通
称
・
大
南
北
が
三
代
目
菊
五
郎
の
た
め
に
作
っ
た
『
忠
臣
蔵
』
の
パ
ロ
デ
ィ
で
す
。
主
人
公
は
『
忠
臣
蔵
』
で
は
悪
役
と

し
て
登
場
す
る
斧
定
九
郎
。
実
は
義
士
で
、
斧
親
子
は
忠
義
者
だ
っ
た
と
い
う
話
で
す
。
討
ち
入
り
が
上
手
く
い
っ
た
の
で
斧
親
子
の
出

る
幕
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
も
し
討
ち
入
り
が
上
手
く
い
か
な
か
っ
た
ら
、
自
分
た
ち
で
46
人
集
め
て
再
び
討
ち
入
り
を
す
る
予
定

だ
っ
た
と
い
う
南
北
ら
し
い
発
想
の
お
芝
居
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
斧
定
九
郎
が
良
い
人
だ
っ
た
と
い
う
の
が
南
北
ら
し
い
で
す
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
良
い
男
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
例
の

初
代
・
中
村
仲
蔵
が
定
九
郎
を
や
っ
た
の
が
１
７
８
０
年
代
、
天
明
の
頃
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
お
芝
居
が
作
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
２
、

30
年
後
で
す
か
ら
、
定
九
郎
は
す
っ
か
り
二
枚
目
が
や
る
役
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
定
九
郎
が
鉄
砲
に
打
た
れ
て
死
ん
で
お
ら

ず
、
後
日
譚
の
主
人
公
に
し
た
の
が
南
北
と
三
代
目
菊
五
郎
の
知
恵
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

新
た
な
台
本
は
松
竹
の
常
務
を
勤
め
ら
れ
た
奈
河
彰
輔
さ
ん
が
猿
翁
さ
ん
と
一
緒
に
お
書
き
に
な
り
ま
し
た
。
全
部
上
演
す
る
と
７
〜

８
時
間
か
か
る
芝
居
を
５
時
間
に
短
く
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
初
日
は
22
時
50
分
ぐ
ら
い
ま
で
か
か
り
ま
し
た
。
で
す
が
、
お
客
さ
ん
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は
帰
ら
な
か
っ
た
で
す
ね
。
い
い
時
代
で
す
。
と
は
い
え
毎
日
、
終
わ
る
の
は
22
時
15
分
ぐ
ら
い
で
し
た
。
今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と

で
す
ね
。
先
日
、
中
車
さ
ん
が
再
演
さ
れ
た
た
時
は
石
川
耕
士
先
生
が
随
分
、
短
く
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

こ
の
舞
台
の
前
の
月
は
京
都
南
座
で
猿
之
助
の
す
べ
て
（
１
９
８
７
（
昭
和
62
）
年
９
月
「
市
川
猿
之
助
奮
闘  

九
月
大
歌
舞
伎
」）
と

い
う
昼
夜
出
ず
っ
ぱ
り
の
興
行
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
『
菊
宴
月
白
浪
』
の
稽
古
は
舞
台
が
終
わ
っ
た
後
、
八
坂
神
社
様
と
安
井
金

毘
羅
宮
様
の
社
務
所
を
借
り
て
約
２
週
間
稽
古
を
い
た
し
ま
し
た
。
全
出
演
者
、
地
方
さ
ん
ま
で
全
員
、
22
時
か
ら
翌
朝
２
時
ま
で
稽
古

を
い
た
し
ま
し
た
。
当
時
、
返
し
忘
れ
て
し
ま
っ
た
出
前
の
メ
ニ
ュ
ー
を
今
だ
に
持
っ
て
い
ま
す
。
夜
中
に
う
ど
ん
や
お
蕎
麦
、
ト
ー
ス

ト
を
持
っ
て
き
て
く
れ
る
お
店
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。

【
映
像
】『
菊
宴
月
白
浪
』「
忠
臣
蔵
後
日
譚
（
甘
縄
禅
覚
寺
塩
谷
判
官
墓
前
）」

　

花
道
か
ら
黒
紋
付
き
に
浪
人
笠
、
手
桶
を
持
っ
た
猿
翁
さ
ん
の
斧
定
九
郎
が
登
場
し
ま
し
た
。
討
ち
入
り
か
ら
１
年
半
た
ち
、

高た
か
な
わ
せ
ん
が
く
じ

輪
泉
岳
寺
、
芝
居
で
は
甘あ
ま
な
わ
ぜ
ん
が
く
じ

縄
禅
覚
寺
と
申
し
ま
す
が
、
そ
こ
に
あ
る
四
十
七
士
の
墓
参
り
に
や
っ
て
き
ま
す
。
花
道
の
七
三
で
笠
を
取

る
と
拍
手
が
お
こ
り
ま
し
た
ね
。

　

墓
参
り
を
し
て
い
る
定
九
郎
の
と
こ
ろ
に
高
野
家
と
塩
冶
家
を
再
興
さ
せ
る
と
い
う
話
が
届
き
ま
す
。
そ
の
条
件
と
し
て
高
野
の
家
に

あ
る
家
宝
・
菅
家
の
正
筆
、
塩
冶
家
の
家
宝
・
花は
な
が
た
み筐

の
短
刀
を
献
上
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
映
像
】「
伊
皿
子
町
斧
九
郎
兵
衛
閑
居
」

　

少
し
映
像
を
飛
ば
し
ま
す
。
こ
こ
は
定
九
郎
と
父
・
九
郎
兵
衛
が
住
ん
で
い
る
家
で
す
。
定
九
郎
は
白
装
束
で
座
っ
て
お
り
ま
す
。
塩

治
判
官
の
弟
・
縫
之
助
が
家
宝
の
短
刀
を
紛
失
し
て
し
ま
い
、
そ
の
身
代
わ
り
と
し
て
定
九
郎
が
切
腹
を
す
る
と
い
う
芝
居
を
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。
定
九
郎
が
腹
を
切
る
と
思
っ
た
ら
上
使
に
来
て
い
る
高
野
の
侍
を
切
り
、
意
外
な
展
開
に
な
り
ま
す
。

【
映
像
】「
定
九
郎
が
上
使
を
切
り
、
刀
を
右
胸
元
に
構
え
て
見
得
を
す
る
。
そ
の
後
、
庭
の
蜂
の
巣
に
向
か
っ
て
刀
を
投
げ
る
と
巻
物
が

落
ち
て
く
る
」

　

な
ん
と
蜂
の
巣
に
忍
術
秘
法
を
記
し
た
小
野
家
の
家
宝
の
一い
ち
か
ん巻

が
隠
し
て
あ
り
、
見
つ
け
る
と
い
う
、
バ
カ
バ
カ
し
い
と
い
え
ば
バ
カ

バ
カ
し
い
話
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
一
巻
は
持
っ
て
い
る
と
大
概
の
こ
と
は
叶
う
と
い
う
も
の
で
、
後
に
あ
っ
ち
に
行
っ
た
り
、
こ
っ
ち
へ
行
っ
た
り
、
敵
の
方
へ
渡
っ

た
り
も
い
た
し
ま
す
。

　

実
は
高
野
、
塩
治
両
家
の
宝
物
は
二
つ
と
も
行
方
不
明
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
定
九
郎
は
両
方
と
も
高
野
家
へ
取
ら
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
高
野
家
は
山
名
と
い
う
家
が
後
見
人
と
な
っ
て
お
り
、そ
の
山
名
の
倅
が
高
野
の
家
に
養
子
に
行
っ

て
お
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
か
ら
山
名
館
と
い
う
所
に
二
つ
の
宝
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
山
名
館
へ
忍
び
込
む
の
に
は
、

こ
の
忍
術
の
一
巻
が
必
要
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

当
時
、
私
は
澤
㵼
屋
さ
ん
に
突
然
、
呼
ば
れ
ま
し
て
「
２
、３
日
の
う
ち
に
宝
物
二
つ
と
巻
き
物
が
誰
の
手
に
、
ど
こ
の
場
で
ど
う
渡

る
か
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
を
作
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
私
が
最
初
に
命
じ
ら
れ
た
仕
事
が
そ
れ
で
し
た
。
２
、３
日
と
言
わ

れ
ま
し
た
が
、
私
も
生
意
気
で
す
か
ら
徹
夜
を
し
て
翌
日
ま
で
に
作
っ
て
い
き
ま
し
た
ら
、「
あ
ん
た
好
き
だ
ね
」
と
こ
う
言
っ
て
い
た

だ
き
ま
し
て
、
そ
れ
か
ら
係
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

【
映
像
】「
斧
九
郎
兵
衛
が
話
し
始
め
る
」

　

さ
て
、定
九
郎
は
親
に
切
腹
を
し
ろ
と
言
い
ま
す
。
お
客
さ
ん
か
ら
笑
い
が
出
ま
し
た
ね
。
こ
の
辺
、実
に
南
北
は
飛
ん
で
い
ま
す
よ
ね
。

実
は
お
父
さ
ん
は
討
ち
入
り
に
出
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
端
か
ら
腹
を
切
る
つ
も
り
で
い
た
の
で
す
。
で
す
が
、
な
ん
と
な
く
１
年

半
経
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
真
相
を
明
か
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
、猿
翁
さ
ん
が
ご
覧
に
な
っ
た
ら「
こ
の
場
面
は
長
い
ね
」

と
お
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
ね
。

　

父
・
九
郎
兵
衛
を
演
じ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
は
三
代
目
河
原
崎
権
十
郎
さ
ん
で
す
が
、
猿
翁
さ
ん
は
権
十
郎
さ
ん
を
と
て
も
慕
っ
て
い

ら
し
て
、『
河
内
山
』
や
『
実
盛
物
語
』
は
山
崎
屋
さ
ん
か
ら
丁
寧
に
ご
伝
授
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
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さ
て
、
お
父
さ
ん
は
腹
を
切
っ
て
果
て
ま
す
。
そ
し
て
例
の
忍
術
の
一
巻
が
手
に
入
っ
た
の
で
山
名
館
に
二
つ
の
お
宝
を
盗
み
取
る
た

め
に
夜
討
ち
に
入
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

【
映
像
】「
山
名
の
殿
様
が
持
っ
た
槍
に
火
が
付
き
、
衝
立
に
火
が
移
る
」

　

こ
の
場
面
は
ス
ー
パ
ー
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
で
、
猿
翁
さ
ん
は
こ
れ
を
な
さ
り
な
が
ら
毎
日
、
後
の
ス
ー
パ
ー
歌
舞
伎
に
使
う
よ
う
な
大
仕

掛
け
の
舞
台
転
換
を
お
考
え
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
本
火
な
の
で
本
当
に
怖
か
っ
た
の
で
す
が
、
無
事
に
ひ
と
月
終
わ
り
ま
し
た
。

火
が
付
い
た
衝
立
の
後
ろ
か
ら
定
九
郎
が
セ
リ
上
が
り
ま
す
。
定
九
郎
が
着
て
い
る
半
纏
の
袖
口
に
は
、『
忠
臣
蔵
』
で
討
ち
入
り
の
時

に
義
士
が
着
て
い
る
半
纏
と
同
じ
〝
雁が
ん
ぎ木

〞
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
ま
す
。
定
九
郎
と
山
名
の
お
殿
様
と
打
ち
合
い
ま
す
。
こ
の
山
名
の

お
殿
様
は
亡
く
な
ら
れ
た
六
代
目
片
岡
芦ろ
え
ん燕

さ
ん
で
す
。
定
九
郎
が
お
殿
様
の
腰
に
付
い
て
い
る
錦
の
袋
を
奪
い
、
刺
し
殺
し
ま
し
た
。

袋
の
中
に
は
高
野
家
の
お
宝
「
菅
家
の
正
筆
」
が
入
っ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
で
お
宝
ゲ
ッ
ト
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

【
映
像
】「
定
九
郎
は
一
巻
を
改
め
、
再
び
丁
寧
に
巻
き
戻
し
て
錦
の
布
に
包
む
」

　

澤
瀉
屋
は
本
当
に
芝
居
が
丁
寧
な
方
で
す
ね
。

【
映
像
】「
定
九
郎
の
手
下
た
ち
が
花
筐
の
短
刀
を
探
し
て
い
る
」

　

屋
敷
に
あ
る
と
思
っ
て
い
た
短
刀
が
な
い
。
ど
う
や
ら
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
ら
し
い
と
な
り
ま
す
。
ま
ず
は
正
筆
が
手
に
入
っ
た
の
で
、

先
に
味
方
を
全
員
逃
が
し
、
一
人
残
っ
て
敵
と
立
ち
回
り
を
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
ち
ぎ
っ
て
は
投
げ
、
ち
ぎ
っ
て
は
投
げ
の
大
立
ち
回
り

に
な
る
の
で
す
が
、
こ
の
場
面
が
大
変
、
難
儀
い
た
し
ま
し
た
。
相
手
方
の
侍
の
刀
が
全
部
、
仕
掛
け
物
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、
忍
術
で

火
が
付
く
の
で
す
。

【
映
像
】「
一
巻
を
咥
え
た
定
九
郎
が
、
敵
の
刀
を
指
を
さ
す
と
火
が
付
く
」

　

こ
の
仕
掛
け
は
小
道
具
さ
ん
が
大
変
、
苦
労
し
て
特
殊
技
術
の
ア
ト
リ
エ
・
カ
オ
ス
さ
ん
と
一
緒
に
作
り
ま
し
た
。
今
日
は
割
と
全
部

の
刀
に
火
が
点
い
て
い
ま
す
ね
。
で
す
が
点
か
な
い
日
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
そ
う
す
る
と
澤
㵼
屋
は
大
変
な
お
か
ん
む
り
で
、
幕
間
に
呼

ば
れ
て
「
今
日
は
な
ん
な
の
。
打
率
４
割
じ
ゃ
な
い
。
火
が
点
か
な
い
な
い
と
僕
が
馬
鹿
に
見
え
る
か
ら
、
困
る
ん
だ
よ
」
と
ご
機
嫌
が

悪
か
っ
た
で
す
ね
。

【
映
像
】「
敵
が
倒
れ
て
い
る
中
、
ス
モ
ー
ク
が
出
て
、
定
九
郎
が
セ
リ
下
が
る
」

　

ス
モ
ー
ク
が
出
ま
し
て
、
お
屋
敷
が
屋
台
崩
し
（
舞
台
の
建
物
が
崩
れ
た
り
倒
れ
た
り
す
る
仕
掛
け
）
に
な
り
ま
す
。
歌
舞
伎
座
で
古

典
の
芝
居
を
行
う
場
合
、
お
屋
敷
の
高
さ
は
12
尺
な
の
で
す
が
、
こ
の
時
は
20
尺
も
あ
り
ま
す
。 

非
常
に
タ
ッ
パ
が
高
い
で
す
ね
。
こ
れ

は
前
の
歌
舞
伎
座
で
す
か
ら
で
き
た
ん
で
す
ね
。
し
か
し
道
具
を
飾
っ
た
お
屋
敷
を
屋
台
崩
し
す
る
の
は
本
当
に
大
変
で
、
大
道
具
さ
ん

が
な
ん
と
か
や
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

【
映
像
】「
屋
敷
に
火
が
回
り
、
敵
が
逃
げ
惑
う
」

　

お
屋
敷
が
火
事
に
な
り
ま
す
。
後
の
ス
ー
パ
ー
歌
舞
伎
の
火
事
の
場
面
は
こ
れ
を
な
さ
り
な
が
ら
、
ど
の
く
ら
い
効
果
的
に
演
出
で
き

る
か
を
演
出
家
の
目
で
、
離
見
の
見
で
ご
覧
に
な
っ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。　

　

も
う
本
火
は
使
え
ま
せ
ん
か
ら
照
明
と
音
を
凝
ら
し
、
火
が
燃
え
て
い
る
よ
う
に
工
夫
し
ま
し
た
。
ち
ゃ
ん
と
燃
え
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
と
言
わ
れ
ま
し
た
の
で
、
初
め
て
や
っ
た
に
し
て
は
上
出
来
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

館
が
ガ
タ
ガ
タ
壊
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
の
後
、
定
九
郎
が
花
道
の
七
三
か
ら
セ
リ
上
が
る
の
で
す
が
、
そ
の
時
間
稼
ぎ
の
た
め
に

も
舞
台
で
は
派
手
に
屋
台
崩
し
を
し
た
り
、
逃
げ
ま
ど
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
の
も
全
て
、
何
秒
か
か
る
か
計
っ
て
く
れ
と
言

わ
れ
ま
し
た
ね
。

【
映
像
】「
七
三
の
セ
リ
か
ら
定
九
郎
が
登
場
す
る
」

　

拵こ
し
ら
え
が
盗
賊
の
も
の
に
変
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
澤
㵼
屋
は
幕
外
が
大
好
き
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
た
っ
ぷ
り
い
た
し
ま
す
。
傘
を
持
っ

た
若
い
者
二
人
と
の
絡
み
が
か
か
り
、
開
い
た
傘
の
後
ろ
で
拵
え
替
え
を
し
て
い
ま
す
。

　

附
け
打
ち
の
バ
タ
バ
タ
と
い
う
音
が
入
り
ま
し
て
、
い
つ
も
の
『
忠
臣
蔵
』
五
段
目
、
山
崎
街
道
の
斧
定
九
郎
の
姿—

黒
紋
付
に
白
献
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上
の
帯
、
尻
か
ら
げ
を
し
た
姿
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
花
道
を
通
っ
て
幕
と
な
り
ま
す
。
初
代
仲
蔵
が
作
っ
た
五
段
目
の
定
九
郎
の
な
り

で
花
道
を
入
る
幕
切
れ
で
す
が
、
澤
㵼
屋
は
と
て
も
い
い
気
持
ち
で
芝
居
が
で
き
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
代
わ
り
、「
そ

の
前
が
、
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
っ
と
し
て
な
い
と
ダ
メ
だ
か
ら
ね
」
と
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
猿
翁
さ
ん
は
い
わ
ゆ
る
、
安
っ
ぽ
い
と

い
う
意
味
の“

ち
ゃ
ち”

な
も
の
が
お
嫌
い
な
ん
で
す
よ
ね
。「
か
け
る
と
こ
ろ
は
お
金
を
か
け
て
く
れ
」
と
お
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
。
で

す
か
ら
猿
翁
さ
ん
は
い
つ
も
「
ち
ゃ
ち
郎ろ

兵べ

衛え

で
は
困
る
か
ら
さ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

【
映
像
】「
両
国
柳
橋
」

　

続
い
て
両
国
柳
橋
の
場
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
場
面
の
前
に
、
定
九
郎
に
仕
え
て
い
た
下
部
与
五
郎
が
、
実
は
敵
方
の
高
野
師
直
の
ご

落ら
く
い
ん胤

と
い
う
こ
と
が
分
か
り
、
与
五
郎
は
定
九
郎
の
女
房
・
加
古
川
を
殺
し
、
塩
谷
家
の
お
宝
・
花
筐
の
短
刀
を
奪
う
と
い
う
く
だ
り
が

ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
う
と
は
知
ら
な
い
定
九
郎
が
８
月
の
花
火
の
日
に
隅
田
川
の
ほ
と
り
に
や
っ
て
き
ま
す
。
女
房
も
行
方
不
明
に
な
り
、
相
変
わ
ら
ず

刀
の
行
方
も
分
か
ら
な
い
。
ど
う
し
よ
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

　

花
火
が
上
が
り
ま
す
。
ゴ
ー
ン
と
鐘
が
鳴
り
、
ヒ
ュ
ー
ド
ロ
ド
ロ
と
い
う
陰
囃
子
が
鳴
り
ま
す
。
こ
こ
に
人
魂
と
共
に
先
代
の
門
之
助

さ
ん
扮
す
る
加
古
川
の
幽
霊
が
登
場
し
ま
す
。
定
九
郎
は
女
房
が
殺
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
ま
せ
ん
の
で
、な
ん
だ
か
気
持
ち
悪
い
な
と
思
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
人
魂
の
こ
と
を
歌
舞
伎
用
語
で
に
焼し
ょ
う
ち
ゅ
う
び

酎
火
と
申
し
ま
す
が
、
と
に
か
く
澤
㵼
屋
の
芝
居
は
本
火
が
多
い
ん
で
す
。

も
ち
ろ
ん
全
部
、
事
前
に
消
防
署
へ
お
届
け
し
て
許
可
を
取
る
の
で
す
が
、 

や
は
り
本
当
の
火
を
使
い
ま
す
の
で
都
度
、
苦
労
が
ご
ざ
い

ま
す
。

　

加
古
川
の
霊
が
消
え
、
定
九
郎
は
今
の
幽
霊
が
女
房
だ
と
気
が
付
き
ま
す
。
そ
こ
に
雨
が
降
っ
て
き
て
、
今
の
右
團
次
さ
ん
の

角か
く

兵べ

衛え

獅じ

子し

が
登
場
し
ま
す
。
こ
れ
は
『
忠
臣
蔵
』
五
段
目
の
イ
ノ
シ
シ
の
パ
ロ
デ
ィ
で
す
ね
。
そ
こ
へ
パ
ン
ッ
！ 

と
音
が
鳴
り
花
火
が

上
が
り
ま
す
。
こ
れ
は
勘
平
が
打
つ
鉄
砲
の
音
を
利
か
せ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
南
北
の
趣
向
で
す
。

　

再
び
綺
麗
な
加
古
川
が
出
て
き
た
と
思
っ
た
ら
、
ま
た
消
え
て
花
火
が
上
が
り
ま
す
。
今
で
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
な
電
飾
機
材
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
当
時
は
豆
電
球
み
た
い
な
の
で
作
る
の
で
、
こ
の
花
火
も
随
分
苦
労
し
ま
し
た
。
当
時
と
し

て
は
よ
く
で
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
加
古
川
の
幽
霊
が
焼
酎
火
と
共
に
現
れ
、
消
え
ま
す
。

　

今
度
は
花
火
が
上
が
る
中
、
下
手
か
ら
上
手
へ
と
綺
麗
な
加
古
川
が
宙
乗
り
い
た
し
ま
す
。『
加か
が
み
や
ま
ご
に
ち
の
い
わ
ふ
じ

賀
見
山
再
岩
藤
』
の
よ
う
に
、
屋や
た
い
な
か

台
中

の
宙
乗
り
と
い
う
の
は
江
戸
の
昔
か
ら
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
後
が
面
白
い
ん
で
す
。
加
古
川
が
上
手
に
行
っ
て
消
え
ま
し
た
。
再
び
上
手

側
か
ら
加
古
川
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
１
、２
サ
イ
ズ
小
さ
い
加
古
川
な
ん
で
す
。
い
わ
ゆ
る
〝
遠と
お
み見

（
遠
近
法
）〞
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

熊
谷
、
敦
盛
の
『
一
い
ち
の
た
に
ふ
た
ば
ぐ
ん
き

谷
嫩
軍
記 

陣
門
・
組
打
』
の
中
で
遠
見
と
い
っ
て
子
役
さ
ん
が
や
る
場
面
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
の
加
古
川
は
当
時
の

亀
治
郎
さ
ん
、
今
の
四
代
目
さ
ん
で
す
。
そ
し
て
定
九
郎
の
後
ろ
を
通
り
す
ぎ
、
定
九
郎
の
見
得
で
決
ま
る
と
幕
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
本
を
作
る
打
ち
合
わ
せ
を
し
て
い
る
時
に
、
突
然
、「
遠
見
に
し
よ
う
。
亀
が
い
る
か
ら
亀
に
さ
せ
よ
う
」
と
言
っ
て
い
と
も

簡
単
に
決
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
演
出
家
と
し
て
の
猿
翁
さ
ん
は
ず
っ
と
打
ち
合
わ
せ
を
し
て
い
る
中
で
、
そ
う
い
う
こ
と
を
ふ
っ
と

お
考
え
に
な
る
ん
で
す
よ
ね
。

　

こ
こ
で
少
し
、
こ
ぼ
れ
話
を
い
た
し
ま
す
と
、
小
さ
い
加
古
川
の
霊
が
来
て
、
柝き

が
入
り
ま
す
ね
。 

あ
る
日
、
大
道
具
が
最
初
の
チ
ョ

ン
で
（
澤
㵼
屋
が
見
得
を
す
る
前
に
）
幕
に
し
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
。
私
は
一
階
の
一
番
後
ろ
に
あ
る
監
事
室
に
い
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は

大
変
だ
！ 

ど
う
や
っ
て
謝
っ
て
も
収
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。
私
は
演
出
助
手
と
い
う
肩
書
き
で
芝
居
の
２
週
間
の
稽
古
に
も
付
き
合
っ
て
い

ま
す
が
、
私
は
ま
だ
入
社
６
か
月
目
で
し
て
、
支
配
人
に
一
緒
に
謝
り
に
行
っ
て
も
ら
お
う
か
、 

制
作
の
役
員
に
一
緒
に
行
っ
て
も
ら
お

う
か
と
考
え
ま
し
た
。
ま
ず
大
道
具
の
責
任
で
は
あ
り
ま
す
が
、
全
て
私
ど
も
の
責
任
で
す
。

　

し
か
も
「
違
う
違
う
」
と
い
っ
て
閉
め
た
幕
を
再
び
開
け
て
、
ま
た
閉
め
た
ん
で
す
。 

だ
か
ら
非
常
に
み
っ
と
も
な
い
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
て
、「
僕
の
芝
居
を
な
ん
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
だ
」
と
お
怒
り
は
二
乗
、
三
乗
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
次
の
幕
ま
で
20
分
ぐ
ら
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い
の
幕
間
が
あ
る
の
で
す
が
拵
え
変
え
を
す
る
間
、
ず
っ
と
怒
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
い
や
、
こ
の
時
は
怒
り
ま
し
た
ね
。

【
映
像
】「
専
蔵
寺
大
屋
根
」

　

大
詰
め
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。
い
よ
い
よ
定
九
郎
と
敵
に
な
っ
た
与
五
郎
が
専
蔵
寺
の
屋
根
の
上
で
一
騎
打
ち
と
な
り
ま
す
。

定
九
郎
は
凧
に
乗
っ
た
宙
乗
り
で
上
が
り
、
再
び
下
り
て
く
る
ん
で
す
ね
。
宙
乗
り
の
行
っ
て
来
い
、
ダ
ブ
ル
ヘ
ッ
ダ
ー
と
い
う
の
を
初

め
て
い
た
し
ま
し
た
。
途
中
で
凧
が
ポ
ン
ッ
と
外
れ
て
、
落
ち
る
よ
う
な
仕
掛
け
を
い
た
し
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
お
客
さ
ん
は
宙
乗
り

が
壊
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
、
わ
っ
と
驚
く
ん
で
す
よ
。
実
は
体
に
ワ
イ
ヤ
ー
を
付
け
て
い
て
定
九
郎
は
傘
を
広
げ
て
降
り
て
き

ま
す
。
着
地
す
る
場
所
を
我
々
は
よ
く
船
付
き
場
と
よ
く
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
特
設
の
着
地
場
を
作
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
後
は
、
た
だ
ご
覧
く
だ
さ
い
。
５
時
間
、
芝
居
し
た
後
の
大
立
ち
回
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
与
五
郎
の
手
に
忍
術
の
一
巻
が
渡
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
忍
術
を
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
度
は
専
蔵
寺
も
屋
台
崩
し
に
な
り
ま
す
。
切
り
か
か
っ
て
く
る
与
五
郎
に
定
九
郎

が
瓦
を
投
げ
ま
す
。
こ
の
瓦
も
色
々
作
り
ま
し
て
、
ウ
レ
タ
ン
と
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
を
足
し
た
よ
う
な
も
の
で
す
が
、
よ
く
飛
び
ま
す
ね
。

蹴
る
は
投
げ
る
わ
で
、
も
う
最
高
で
す
ね
。
客
席
に
も
よ
く
飛
び
ま
し
て
毎
日
２
、
30
枚
回
収
し
ま
し
た
。

【
映
像
】「
定
九
郎
が
瓦
を
叩
く
と
火
が
出
る
」

　

あ
、
今
日
は
外
し
ち
ゃ
い
ま
し
た
ね
。
火
が
出
る
の
が
ち
ょ
っ
と
遅
か
っ
た
で
す
ね
。
こ
こ
も
「
な
ん
で
ポ
ン
と
瓦
を
打
っ
た
時
に
火

が
出
な
い
」
と
う
る
さ
い
ん
で
す
よ
ね
。
反
対
側
の
瓦
を
叩
く
と
鳩
が
３
羽
飛
び
出
し
ま
し
た
。 

こ
の
鳩
は
湘
南
動
物
と
い
う
動
物
プ
ロ

ダ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
借
り
ま
し
て
、
毎
日
、
テ
グ
ス
を
付
け
て
飛
ば
す
ん
で
す
。
夜
の
22
時
を
回
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
鳩
も
大
変
で
す
よ
ね
。

定
九
郎
が
棒
を
投
げ
る
と
、
与
五
郎
が
持
っ
て
い
た
一
巻
が
落
ち
て
術
が
溶
け
、
定
九
郎
が
反
撃
し
ま
す
。
そ
こ
に
９
代
目
澤
村
宗
十
郎

さ
ん
の
女
達
金
笄
の
お
か
る
が
登
場
し
、
与
五
郎
に
切
り
か
か
り
ま
す
。

【
映
像
】「
定
九
郎
が
与
五
郎
を
押
さ
え
つ
け
、
お
か
る
が
刺
し
て
決
ま
る
」

　

大
団
円
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

【
映
像
】「
屋
根
の
上
に
捕
り
手
が
ズ
ラ
リ
と
並
び
、
そ
の
前
に
定
九
郎
を
真
ん
中
に
三
人
が
決
ま
る
」

　

後
ろ
に
は
捕
り
手
が
大
勢
出
ま
し
て
「
御
用
」
と
書
い
た
提
灯
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
提
灯
に
ご
注
目
を
。
定
九
郎
の
「
ま
ず
本
日

は
こ
れ
ぎ
り
」
と
い
う
切
り
口
上
に
な
る
と
提
灯
が
く
る
り
と
回
っ
て
、一
文
字
づ
つ
「
あ
」「
り
」「
が
」「
と
」「
う
」「
ご
」「
ざ
」「
い
」「
ま
」

「
し
」「
た
」「
又
」「
の
」「
御
」「
来
」「
場
」「
を
」「
お
」「
待
」「
ち
」「
し
」「
て
」「
お
」「
り
」「
ま
」「
す
」
と
変
わ
り
ま
す
。
こ
の

字
の
数
だ
け
捕
り
手
を
出
し
て
く
れ
と
い
う
ん
で
、
急
遽
、
剣
友
会
の
方
に
お
願
い
し
ま
し
た
。
本
当
に
渾
身
の
舞
台
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
ぼ
れ
話
を
い
た
し
ま
す
と
、
先
ほ
ど
鳩
が
３
羽
出
ま
し
た
で
し
ょ
。
あ
れ
も
執
念
の
３
羽
な
ん
で
す
。
場
所
が
浅
草
寺
（
専

蔵
寺
）
だ
か
ら
幕
切
れ
に
20
数
羽
の
鳩
を
放
っ
て
く
れ
と
言
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
湘
南
動
物
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
様
か
ら
鳩
を
20
数
羽
を

借
り
て
き
ま
し
た
。
そ
の
鳩
に
テ
グ
ス
を
付
け
て
舞
台
稽
古
で
放
っ
た
瞬
間
、
バ
タ
バ
タ
ー
と
飛
ん
だ
の
は
い
い
の
で
す
が
、 

全
鳩
が
組

ん
ず
解
れ
つ
に
な
り
ま
し
て
。
鳩
も
び
っ
く
り
し
た
と
思
い
ま
す
よ
。
籠
に
入
れ
ら
れ
、歌
舞
伎
座
の
奥
で
随
分
待
た
さ
れ
ま
し
た
か
ら
ね
。

た
ま
に
糸
が
切
れ
て
屋
根
裏
に
入
っ
ち
ゃ
っ
た
り
し
ま
し
て
ね
。
さ
す
が
に
鳩
で
す
か
ら
言
う
こ
と
を
聞
い
て
く
れ
な
い
ん
で
す
。

　

そ
れ
で
私
と
今
、
歌
舞
伎
座
の
社
長
を
な
さ
っ
て
い
る
先
輩
の
安
孫
子
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
み
ん
な
で
朝
の
４
時
ぐ
ら
い
で
し
た
か
、

「
澤
㵼
屋
さ
ん
、
こ
こ
ま
で
や
っ
て
い
た
だ
い
て
申
し
訳
な
い
の
で
す
が
、
最
後
が
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
に
な
る
と
お
客
様
に
申
し
訳
な
い
の
で
、

鳩
だ
け
は
ご
勘
弁
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
言
っ
た
ら
「
し
ょ
う
が
な
い
ね
。
じ
ゃ
あ
さ
捕
り
手
の
〝
御
用
〞
を
こ
う
や
っ
て
」

と
先
ほ
ど
の
仕
掛
け
を
言
わ
れ
ま
し
て
。
最
初
、
澤
㵼
屋
は
御
用
提
灯
だ
け
に
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
で
す
が
そ
の
晩
、
小
道

具
さ
ん
と
ボ
タ
ン
を
押
す
と
提
灯
が
ぐ
る
っ
と
回
る
と
い
う
仕
掛
け
を
作
り
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
ら
澤
㵼
屋
が
一
言
で
す
よ
。「
み
ん
な
僕
の
言
う
こ
と
を
聞
く
の
に
さ
、
鳩
だ
け
な
ん
で
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
の
か
な
」。

こ
れ
、
名
言
で
す
よ
ね
（
笑
）。
し
か
も
、
し
み
じ
み
僕
の
目
を
見
て
「
安
い
鳩
を
買
っ
て
き
ち
ゃ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
？ 

鳩
に
も
お
金

を
か
け
な
き
ゃ
ダ
メ
だ
よ
、
岡
崎
さ
ん
」
っ
て
言
わ
れ
ま
し
て
ね
（
笑
）。
で
す
が
、
そ
の
く
ら
い
の
太
い
神
経
で
な
い
と
歌
舞
伎
座
の
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座
頭
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
映
像
を
観
な
が
ら
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
思
い
ま
し
た
。
ほ
ん
と
に
懐
か
し
い
。
約
40
年
前
の
話
で
、

し
か
も
入
社
半
年
の
僕
が
な
ん
で
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
居
ら
れ
た
の
か
。
ほ
ん
と
に
幸
せ
で
す
ね
。

　

最
後
は
、
私
が
演
出
家
と
し
て
の
猿
翁
さ
ん
の
作
品
の
中
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
舞
台
で
す
。
後
に
奥
様
に
な
ら
れ
る
藤
間
紫
さ
ん
が

主
演
さ
れ
た
『
西
太
后
』
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
れ
は
亡
く
な
っ
た
永
山
会
長
の
肝
入
り
で
、
１
９
９
５
（
平
成
７
）
年
に
松
竹

１
０
０
年
記
念
と
し
て
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
作
品
で
す
。
猿
翁
さ
ん
が
中
国
清
朝
の
最
後
の
、
悪
女
と
も
烈
女
と
も
言
わ
れ
て

い
る
大
女
帝
・
西
太
后
の
生
涯
を
藤
間
紫
さ
ん
で
や
ろ
う
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
菱
沼
彬
晁
さ
ん
と
い
う
中
国
文
学
の
専
門
家
に
お
調
べ
い

た
だ
い
た
ら
、
河
北
省
の
承し
ょ
う
と
く徳

に
清
朝
の
皇
帝
が
避
暑
に
行
く
「
避
暑
山
荘
」
と
い
う
世
界
遺
産
に
な
っ
て
い
る
離
宮
が
あ
り
ま
す
。
そ

こ
で
西
太
后
が
天
下
を
取
る
ま
で
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
が
あ
り
（
孫
徳
民
さ
ん
が
若
き
日
の
西
太
后
を
モ
デ
ル
に
書
い
た
『
懿い

き

ひ

貴
妃
』)

そ

の
後
の
二
幕
、
三
幕
を
新
し
く
孫
徳
民
さ
ん
に
書
い
て
い
た
だ
い
て
や
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
演
出
家
と
し
て
の
猿
翁
さ
ん
の
目
で
す
。

【
映
像
】「
序
幕
」

　

ご
観
い
た
だ
い
て
い
る
の
は
西
太
后
が
実
権
を
握
る
ま
で
を
描
い
た
序
幕
の
最
後
、
西
太
后
の
反
対
者
で
あ
る
四
代
目
市
川
段
四
郎
さ

ん
が
演
じ
る
粛
し
ゅ
く
じ
ゅ
ん

順
が
処
刑
さ
れ
て
し
ま
う
場
面
で
す
。
こ
の
作
品
に
は
歌
舞
伎
、
新
派
、
新
劇
、
小
劇
場
演
劇
、
新
喜
劇
が
総
出
で
い
た

し
ま
し
た
。
脚
本
を
書
か
れ
た
の
は
石
川
耕
士
先
生
で
ご
ざ
い
ま
す
。
後
に
は
歌
舞
伎
の
皆
さ
ん
だ
け
で
猿
翁
さ
ん
、
紫
さ
ん
と
で
な
さ

い
ま
し
た
。
こ
れ
は
私
が
大
好
き
な
芝
居
で
す
。
紫
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
か
ら
、
な
か
な
か
上
演
で
き
な
い
の
で
す
が
、
ぜ
ひ
も

う
一
度
や
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
最
後
は
ツ
ケ
の
打
ち
上
げ
で
、
引
っ
張
り
の
見
得
（
複
数
の
登
場
人
物
が
一
枚
の
絵
に
な
る

よ
う
に
見
得
を
し
、
同
時
に
極
ま
る
）
に
な
り
ま
す
。

【
映
像
】「
西
太
后
が
李
蓮
英
に
話
し
て
い
る
」

　

皇
帝
と
の
間
に
で
き
た
子
供
（
皇
太
子
）
が
夜
の
悪
い
遊
び
を
し
て
病
気
を
も
ら
っ
て
し
ま
い
、
余よ
め
い
い
く
ば
く

命
幾
許
も
な
い
と
分
か
っ
た

場
面
で
す
。

　

石
川
先
生
の
お
書
き
に
な
っ
た
脚
本
は
本
当
に
真ま

山や
ま

青せ
い
か果

に
通
ず
る
史
劇
と
し
て
骨
の
太
い
本
で
す
。
李り
れ
ん
え
い

蓮
英
（
西
太
后
に
半
世
紀
以

上
仕
え
た
宦
官
）
は
風
間
杜
夫
さ
ん
が
お
勤
め
に
な
っ
て
い
ま
す
。
西
太
后
は
皇
太
子
を
看
病
し
て
も
せ
ん
な
い
こ
と
だ
。「
ま
だ
ま
だ

歩
み
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
泣
き
な
が
ら
言
い
、
パ
ッ
と
気
を
変
え
て
花
道
に
入
り
ま
す
。
こ
こ
を
観
て
猿
翁
さ
ん
は
「
紫
さ
ん
は
歌

舞
伎
が
で
き
る
唯
一
の
女
優
だ
」
と
い
つ
も
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
紫
さ
ん
し
か
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
気
持
ち
で
石
川
耕
士

先
生
も
本
を
書
い
て
く
だ
さ
り
、
澤
㵼
屋
も
演
出
を
さ
れ
ま
し
た
。
非
常
に
長
い
芝
居
で
す
が
実
に
深
く
て
い
い
話
で
す
。 

【
映
像
】「
西
太
后
と
李
蓮
英
が
二
人
き
り
で
話
す
」

　

次
の
場
面
で
す
。
次
々
と
政
敵
を
毒
殺
し
、
西
太
后
が
さ
ら
に
次
を
行
く
し
か
な
い
と
政
治
的
野
望
に
燃
え
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

行
く
手
を
遮
る
も
の
は
許
さ
ぬ
と
先
帝
の
第
一
王
妃
、
東
の
方
（
東
太
后
）
を
毒
殺
し
よ
う
と
言
い
ま
す
。（
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
）
音

楽
は
全
部
、
加
藤
和
彦
先
生
が
作
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

【
映
像
】「
赤
い
布
を
使
い
西
太
后
と
李
蓮
英
の
背
景
が
燃
え
る
よ
う
な
演
出
に
な
る
」

　

布
一
枚
と
照
明
で
燃
え
る
よ
う
な
演
出
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
布
の
素
材
、
明
か
り
の
当
た
り
方
だ
け
で
幕
が
切
れ
る
ほ
ど
の
効
果
が
得

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
猿
翁
さ
ん
が
常
に
考
え
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
す
ね
。

　
『
菊
宴
月
白
浪
』
の
山
名
館
が
１
９
８
４
（
昭
和
59
）
年
、「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
」
の
初
演
が
先
ほ
ど
石
川
先
生
が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、

１
９
８
６
（
昭
和
61
）
年
で
す
か
ら
、
猿
翁
さ
ん
は
、
こ
う
い
っ
た
舞
台
手
法
を
完
全
に
手
の
内
に
納
め
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

【
映
像
】

　

そ
れ
で
は
最
後
の
場
面
、
故
宮
の
太た
い
わ
で
ん
和
殿
の
場
面
で
す
。
舞
台
装
置
は
亡
く
な
ら
れ
た
金
井
大
道
具
の
金
井
俊
一
郎
会
長
、
当
時
社
長

さ
ん
が
ご
子
息
の
勇
一
郎
君
と
作
っ
た
も
の
で
す
。
大
道
具
の
一
番
後
ろ
の
大
和
殿
を
描
い
た
特
殊
な
絨
毯
の
よ
う
な
幕
は
、
ウ
ィ
ー
ン

の
ハ
ン
ス･

シ
ャ
ー
ヴ
ァ
ノ
ッ
ホ
さ
ん
と
い
う
舞
台
美
術
家
の
工
房
に
特
注
し
ま
し
た
。
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澤
㵼
屋
さ
ん
は
１
９
８
０
年
代
に
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
サ
ヴ
ァ
リ
ッ
シ
ュ
さ
ん
と
い
う
指
揮
者
の
方
か
ら
の
リ
ク
エ
ス
ト
で
、
リ
ヒ
ャ

ル
ト
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
オ
ペ
ラ
『
影
の
な
い
女
』
を
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
演
出
さ
れ
ま
し
た
。
10
年
ほ
ど
前
ま
で
上
演
さ
れ
て
い
ま
し
て
、

東
京
で
も
名
古
屋
で
も
上
演
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
ご
縁
で
オ
ペ
ラ
の
方
々
と
国
際
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
こ
の
幕
は

非
常
に
高
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
こ
ま
で
来
る
と
こ
ち
ら
も
後
に
は
引
け
ま
せ
ん
の
で
ね
。
ま
た
「
ち
ゃ
ち
郎
兵
衛
な
ら
困
る
」
と
言
わ

れ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
ね
（
笑
）。

　

さ
て
西
太
后
の
後
ろ
に
、
西
太
后
の
た
め
に
死
ん
で
い
っ
た
、
あ
る
い
は
西
太
后
に
関
わ
っ
た
人
が
一
人
づ
つ
サ
ス
ラ
イ
ト
に
照
ら
さ

れ
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。
こ
の
舞
台
に
出
ら
れ
た
俳
優
さ
ん
は
風
間
杜
夫
さ
ん
の
他
に
村
井
国
夫
さ
ん
、中
村
歌
六
さ
ん
、内
田
朝
雄
さ
ん
、

篠
井
英
介
さ
ん
、
菅
原
謙
次
さ
ん
、
新
喜
劇
の
小
島
慶
四
郎
さ
ん
、
市
川
猿
弥
さ
ん
、
そ
し
て
東
太
后
に
小
山
明
子
さ
ん
と
い
う
大
変
贅

沢
な
顔
ぶ
れ
で
し
た
。

　

ラ
ス
ト
は
石
川
先
生
が
お
書
き
に
な
っ
た
西
太
后
の
名
台
詞
を
言
い
切
っ
て
、ぐ
っ
と
下
か
ら
上
へ
睨
み
、一
段
、一
段
、玉
座
に
向
か
っ

て
黄
金
の
階
段
を
上
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
李
蓮
英
を
横
に
置
い
て
、
玉
座
に
座
り
『
毛け
ぞ
り剃

』
の
毛け

ぞ

り

く

え

も

ん

剃
九
右
衛
門
が
い
た
し
ま
す
よ
う
な

汐
見
の
見
得
の
よ
う
な
大
き
な
見
得
で
決
ま
っ
て
緞
帳
が
降
り
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
『
西
太
后
』
は
猿
翁
さ
ん
の
主
演
作
で
は
な
い
で
す
が
「
猿
之
助
四
十
八
撰
」
の
特
別
編
と
し
て
ノ
ミ
ネ
ー
ト
し
た
い
ぐ
ら
い
の
力
作

で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

猿
翁
さ
ん
は
、と
に
か
く
常
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
。
考
え
に
考
え
る
け
れ
ど
、先
ほ
ど
石
川
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
芝
居
を
始
め
た
ら
、

お
客
様
を
な
ん
と
し
て
も
こ
っ
ち
へ
巻
き
込
む
と
い
う
情
熱
。
本
当
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
付
き
の
人
間
発
電
所
の
よ
う
な
方
で
、
そ
し
て

あ
れ
だ
け
の
お
芝
居
が
で
き
る
い
い
男
で
、
素
晴
ら
し
い
俳
優
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

そ
ん
な
こ
と
で
私
の
パ
ー
ト
は
こ
れ
で
お
開
き

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
２
０
２
３
年
9
月
23
日
、
京
都
芸
術
大
学 

京
都
芸
術
劇
場 

春
秋
座
に
て
）

　

今
日
は
こ
う
し
て
、
太
田
省
吾
ゆ
か
り
の
京
都
芸
術
大
学
と
い
う
場
所
で
、
タ
デ
ウ
シ
ュ
・
カ
ン
ト
ル
の
舞
台
に
も
と
づ
く
ア
ン
ジ
ェ
イ
・

ヴ
ァ
イ
ダ
の
映
画
を
見
て
い
た
だ
き
、
ま
た
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
の
は
、
と
て
も
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
新
里

直
之
さ
ん
を
始
め
と
し
て
、
舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
の
皆
さ
ん
の
ご
尽
力
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

僕
は
こ
こ
に
二
通
り
の
役
割
で
来
て
お
り
ま
す
。
一
つ
に
は
、
字
幕
を
書
い
た
人
間
と
し
て
ご
説
明
を
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
昔
は
、

大
学
の
授
業
な
ど
で
も
ほ
と
ん
ど
説
明
は
せ
ず
、
見
せ
っ
ぱ
な
し
で
終
わ
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
心
境
の
変
化
と
い
う
か
歳
を
と
っ
た
せ

い
か
、
も
し
か
す
る
と
余
計
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
解
説
を
し
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
と
最
近
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

も
う
一
つ
は
、
た
ま
た
ま
タ
デ
ウ
シ
ュ
・
カ
ン
ト
ル
、
太
田
省
吾
、
ア
ン
ジ
ェ
イ
・
ヴ
ァ
イ
ダ
―
―
こ
れ
は
亡
く
な
っ
た
順
番
に
挙
げ
た

の
で
す
が
―
―
こ
の
３
人
と
生
前
わ
ず
か
な
が
ら
も
接
触
が
あ
っ
た
者
と
し
て
、
生
き
残
り
と
し
て
、
ま
た
原
作
舞
台
の
初
演
を
観
た
証

人
、
目
撃
者
と
し
て
な
ど
と
、
言
い
方
は
色
々
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
役
割
で
す
。

　

実
は
僕
は
舞
台
の
記
録
映
像
を
見
る
の
が
嫌
い
で
す
。
演
劇
は
生
で
見
る
こ
と
し
か
せ
ず
、
映
画
も
映
画
館
で
見
た
い
し
―
―
そ
れ
が

劇
場
用
で
作
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
劇
場
で
、
テ
レ
ビ
用
で
あ
れ
ば
テ
レ
ビ
で
も
い
い
の
で
す
け
れ
ど
も
―
―
音
楽
も
生
で
聴
き
た
い
と
い

タ
デ
ウ
シ
ュ
・
カ
ン
ト
ル
の
降
霊
会
『
死
の
教
室
』

　

も
と
い
『
今
は
亡
き
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
た
ち
』
―
上
映
後
レ
ク
チ
ャ
ー
―

関
口
時
正

　
稀
有
な
舞
台
に
も
と
づ
く
稀
有
な
映
画

レ
ク
チ
ャ
ー
採
録
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う
主
義
な
の
で
す
。
じ
ゃ
あ
今
し
が
た
ご
覧
い
た
だ
い
た
も
の
は
何
か
と
い
う
と
、
映
画
で
す
。
何
回
見
て
も
、
こ
れ
は
映
画
と
し
て
作

ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
タ
デ
ウ
シ
ュ
・
カ
ン
ト
ル
と
ア
ン
ジ
ェ
イ
・
ヴ
ァ
イ
ダ
の
稀
有
な
合
作
・
共
同
作
品
だ
な
と
、
し
み
じ
み
と

感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

題
名
で
す
が
、
日
本
で
は
『
死
の
教
室
』
と
い
う
残
念
な
訳
が
流
通
し
て
い
ま
す
。
誤
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
語
呂
が
良
い
の
で
す
。

し
か
し
『
死
の
教
室
』
と
は
何
か
？　

よ
く
考
え
て
み
る
と
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
な
と
首
を
傾
げ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
教
室
と
い
う

場
が
死
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
す
。
英
語
で “

T
he dead class” 

で
す
が
、
こ
の “

class” 

と
い
う
の
は
集
合
名
詞
で
「
ク

ラ
ス
メ
イ
ト
た
ち
」
で
す
。
つ
い
最
近
ま
で
僕
は
『
死
ん
だ
学
級
』
と
言
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
も
や
は
り
お
か
し
い
の
で
、
結
局
、

昨
日
の
京
都
市
立
芸
術
大
学
で
の
上
映
会
か
ら
『
今
は
亡
き
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
た
ち
』
と
言
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
副
題
で
す
が
、
１
９
７
５

年
11
月
15
日
に
舞
台
の
初
演
が
あ
っ
た
そ
の
時
点
で
す
で
に
「
降
霊
会
（seans

）」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
降
霊
術
に
よ
っ

て
霊
媒
が
死
者
と
の
交
流
の
仲
立
ち
を
し
て
く
れ
る
の
が
降
霊
会
で
す
が
、
こ
の
副
題
は
ヴ
ァ
イ
ダ
の
映
画
に
も
引
き
つ
が
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
50
年
前
の
映
像
で
す
。
忘
れ
る
と
い
け
な
い
の
で
先
に
申
し
上
げ
ま
す
が
、
ア
ン
ジ
ェ
イ
・
ヴ
ァ
イ
ダ
は
、
こ
の
カ
ン
ト
ル
の

初
演
の
舞
台
を
二
度
見
て
「
こ
れ
は
す
ご
い
。
自
分
が
知
っ
て
い
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
演
劇
の
全
て
を
超
越
し
て
い
る
、
凌
駕
し
て
い
る
」
と

言
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
10
歳
年
上
の
カ
ン
ト
ル
に
か
け
あ
っ
て
、「
た
ま
た
ま
自
分

は
今
、
ク
ラ
ク
フ
で
『
大
理
石
の
男
』
と
い
う
劇
映
画
を
撮
っ
て
い
る
。
機
材
、
設
備
、
ス
タ
ッ
フ
、
全
部
揃
っ
て
い
る
か
ら
映
画
を
撮

ら
せ
て
く
れ
」
と
頼
ん
だ
。
３
日
間
で
撮
影
し
た
と
い
う
の
で
す
が
、
何
と
も
信
じ
難
い
話
で
す
。
映
画
の
プ
ロ
が
、
優
れ
た
ス
タ
ッ
フ

と
と
も
に
、
35
ミ
リ
カ
メ
ラ
と
カ
ラ
ー
フ
ィ
ル
ム
な
ど
非
常
に
い
い
機
材
を
使
い
、
周
到
な
段
取
り
で
、
舞
台
以
外
の
場
景
も
含
め
て
シ
ー

ム
レ
ス
に
作
っ
て
い
る
。
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
も
見
事
な
の
は
当
然
で
、有
名
な
映
画
を
た
く
さ
ん
残
し
た
非
常
に
素
晴
ら
し
い
撮
影
監
督
（
エ

ド
ヴ
ァ
ル
ト
・
ク
ウ
ォ
シ
ン
ス
キ Edw

ard K
łosiński, 1943 -2008

）
が
撮
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、そ
れ
を
デ
ジ
タ
ル
修
復
し
て
、

非
常
に
良
い
画
質
で
こ
う
や
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
３
種
類
の
台
詞

　

僕
は
１
９
７
５
年
に
映
画
の
素
材
と
な
っ
た
舞
台
の
世
界
初
演
を
見
た
わ
け
で
す
が
、
批
評
家
や
研
究
者
で
は
な
い
当
時
の
平
均
的
な

ポ
ー
ラ
ン
ド
人
観
客
が
、
そ
の
舞
台
を
見
な
が
ら
何
を
聞
き
取
っ
た
か
、
何
を
見
た
か
、
何
を
思
い
出
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
解
説
で
き

る
と
思
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
、
映
画
を
今
ご
覧
に
な
ら
れ
た
ば
か
り
で
す
の
で
、
ご
自
身
の
了
解
内
容
と
比
較
対
照
す
る
こ
と
は
可
能

で
し
ょ
う
。

　

聞
こ
え
て
く
る
言
葉
あ
る
い
は
台
詞
は
、
三
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
つ
は
、
平
均
的
な
観
客
に
も
意
味
が
わ
か
る
、
し

か
も
自
分
の
経
験
に
参
照
す
る
こ
と
が
可
能
な
言
葉
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
す
。
そ
こ
に
は
、
小
学
校
時
代
の
授
業
を
思
い
起
こ
さ
せ
る

言
葉
や
金
言
成
句
、
こ
と
わ
ざ
な
ど
が
含
ま
れ
ま
す
。
こ
の
映
画
の
冒
頭
は
、
列
王
記
と
か
エ
レ
ミ
ヤ
書
と
か
、
旧
約
聖
書
の
引
用
か
ら

始
ま
り
ま
す
。「
ソ
ロ
モ
ン
王
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
は
？
」
と
問
わ
れ
た
子
ど
も
た
ち
が
、
て
ん
で
に
人
差
し
指
と
中
指
を
二
本

そ
ろ
え
て
挙
げ
ま
す
が
、
こ
れ
は
答
が
分
っ
て
発
言
を
求
め
る
生
徒
が
す
る
合
図
で
す
。
日
本
で
は
馴
染
み
の
な
い
ボ
デ
ィ
ー
・
ラ
ン
ゲ
ー

ジ
で
す
が
、
平
均
的
な
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
話
者
は
誰
で
も
こ
れ
を
見
る
と
、
い
き
な
り
初
め
か
ら
小
学
校
の
授
業
に
引
き
込
ま
れ
ま
す
。
や

が
て
歴
史
の
授
業
と
思
わ
れ
る
質
問
が
連
続
し
ま
す
。
そ
の
う
ち
に
音
声
学
の
話
が
始
ま
っ
て
、
僕
ら
も
知
ら
な
い
よ
う
な
―
―
日
本
語

で
も
知
ら
な
い
し
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
で
も
普
通
の
人
は
使
わ
な
い
よ
う
な
―
―
口
の
中
の
器
官
を
表
す
専
門
用
語
や
、
そ
れ
を
ど
う
動
か

す
と
こ
う
い
う
音
に
な
っ
て
と
い
う
話
に
な
る
。
で
も
こ
れ
は
全
部
理
解
可
能
で
す
。

　

二
番
目
に
、
か
な
り
量
が
多
く
て
大
変
な
の
が
、
個
々
の
セ
ン
テ
ン
ス
や
語
彙
は
理
解
で
き
る
け
れ
ど
も
、
な
ぜ
そ
れ
が
そ
の
場
面
で

発
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
台
詞
の
数
々
で
す
。
第
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
言
葉
が
構
成
す
る
よ
う
な
小
学
校
の
授
業
で
は
ど
う
も

な
さ
そ
う
で
、
何
や
ら
別
の
、
大
人
の
お
芝
居
の
引
用
を
し
て
い
る
ら
し
い
言
葉
が
た
く
さ
ん
登
場
し
ま
す
。
こ
れ
は
―
―
現
在
で
も

１
９
７
５
年
の
段
階
で
も
―
―
有
名
と
は
言
え
な
い
あ
る
文
学
作
品
か
ら
の
引
用
で
す
。
大
事
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
言
葉
が
何
か
ら
の
引
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用
な
の
か
、
平
均
的
な
観
客
に
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
わ
か
ら
な
い
か
ら
困
る
。
つ
ま
り
な
ぜ
こ
う
い
う
言
葉

が
舞
台
上
で
発
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
、
と
疑
問
に
思
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
そ
の
種
本
と
な
っ
た
の
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
で
両
大
戦
間
期

に
活
躍
し
た
画
家
で
あ
り
劇
作
家
で
あ
る
ヴ
ィ
ト
カ
ツ
ィ
（W

itkacy 

/ Stanis ław
 Ignacy W

itkiew
icz, 1885 -1939

）
が
書
い
た
戯
曲

『
ト
ゥ
モ
ル
・
ム
ズ
ゴ
ー
ヴ
ィ
チ
』（Tum

or M
ózgow

icz, 1921

発
表
・

初
演
）
で
す
。
た
ま
た
ま
去
年
の
夏
、
京
都
の
劇
団
「
地
点
」
が
ヴ
ィ

ト
カ
ツ
ィ
の
戯
曲
『
水
鶏
（
く
い
な
）』
を
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
リ
ー

デ
ィ
ン
グ
と
い
う
か
た
ち
で
上
演
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た

が
、
そ
ん
な
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
日
本
で
彼
の
作
品
に
お
目
に
か

か
る
こ
と
は
め
っ
た
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
か
ら
三
つ
目
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
、
響
き
や
音
が
面
白
い
、

言
語
の
よ
う
で
い
て
言
語
で
は
な
い
、
そ
う
い
う
パ
ラ
ラ
ン
ゲ
ー
ジ

と
い
う
か
、
擬
似
言
語
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
舞
台
全
編
を
何
が
支
配
し
て
い
る
の
か
、
何
が
最
大
の
動
力

な
の
か
、僕
は
ず
っ
と
考
え
て
い
る
の
で
す
が
、ひ
と
つ
言
え
る
の
は
、

意
味
で
は
な
い
響
き
の
優
越
と
い
う
こ
と
で
す
。
言
葉
に
は
韻
律
が

あ
る
の
で
―
―
韻
と
律
、
こ
の
律
に
リ
ズ
ム
を
含
め
て
も
い
い
か
と

スライド１

思
い
ま
す
け
れ
ど
も
―
―
そ
の
原
理
が
支
配
的
で
あ
る
。
初
め
か
ら
最
後
ま
で
、
徹
底
し
て
音
の
論
理
、
響
き
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
あ
る
。

パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
一
例
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
（
ス
ラ
イ
ド
１
）。

　

最
初
の
ソ
ロ
モ
ン
王
の
と
こ
ろ
で
先
生
役
が
、「
ソ
ロ
モ
ン
王
に
つ
い
て
君
た
ち
何
を
知
っ
て
い
る
か
ね
？
」
と
尋
ね
、「
寵
愛
さ
れ
た
」

と
い
う
答
が
提
示
さ
れ
ま
す
。
次
に
「
誰
を
寵
愛
さ
れ
た
？
」
―
―
「
多
く
の
女
達
を
」
と
い
う
問
答
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
「
…
ど
ん

な
女
達
を
？
」
と
問
わ
れ
た
時
の
答
え “

M
oa...bitki”

/ “
Am

m
o...nitki”

/ “
Idu...m

ejki”
/ “

I C
he

…tejki

…”
/ “

SYD
O

-N
IT

K
I, 

AM
M

O
-N

IT
K

I ”
/ “

ID
U

-M
EJK

I I C
H

E -T
EJK

I”
/ “

AM
M

O
-N

IT
K

I”

‥
‥
が
、
し
だ
い
に
節
を
つ
け
て
歌
わ
れ
る
よ
う
に
、

言
葉
が
た
ち
の
ぼ
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
冒
頭
の
場
面
で
す
ね
。
ユ
ダ
ヤ
音
楽
で
ニ
グ
ン（nigun

）と
言
わ
れ
る
、言
葉
と
も
何
と
も
言
え
な
い
、

間
投
詞
の
よ
う
な
も
の
を
連
続
し
て
音
楽
に
乗
せ
て
い
く
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
連
想
し
ま
す
。
こ
の
後
に
、
ち
ょ
う
ど
渦
を
巻

く
よ
う
な
音
の
流
れ
に
乗
っ
て
ユ
ダ
ヤ
的
な
「
ア
イ
ナ
・
ニ
ン
ナ
・
ア
イ
ナ
・
ニ
ン
ナ
」
と
い
う
悲
し
み
、
嘆
き
の
身
振
り
も
続
き
ま
す
。

　

こ
れ
は
ほ
ん
の
一
例
で
す
け
れ
ど
も
、
子
ど
も
た
ち
が
面
白
が
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
す
。
と
こ
ろ
が
日
本
語
の
字
幕
を
見
て
も
面

白
く
も
何
と
も
な
い
。「
モ
ア
ブ
人
の
女
た
ち
、
ア
ン
モ
ン
人
の
女
た
ち
」
な
ど
と
訳
し
て
も
、
音
響
的
な
楽
し
み
が
全
く
失
わ
れ
て
い
る
。

カ
ン
ト
ル
の
こ
の
舞
台
が
持
つ
力
は
、
こ
う
し
た
音
や
響
き
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
秘
密
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
今
日
も
見
な
が
ら
つ
く
づ
く
思
っ
た
の
は
、
字
幕
が
敗
北
せ
ざ
る
を
得
な
い
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
で
す
。
特
に
こ
の
映
画
で
は
ポ

リ
フ
ォ
ニ
ー
が
も
の
す
ご
く
重
要
な
の
で
す
。
元
の
舞
台
も
そ
う
で
す
。
今
日
僕
が
考
え
て
い
た
の
は
、
も
し
日
本
語
の
演
劇
で
４
〜
５

人
が
独
立
し
た
台
詞
を
言
っ
た
時
に
ど
の
程
度
、
そ
れ
ぞ
れ
明
瞭
さ
を
保
っ
て
観
客
に
届
き
得
る
の
か
、
聞
こ
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
こ
で
耳
に
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
は
、
ず
っ
と
聞
い
て
い
て
、
４
〜
５
人
の
言
葉
は
み
ん
な
聞
き
取
れ
る
。
役
者
の
声
の
質
や
技
術

も
あ
る
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
果
た
し
て
そ
れ
が
日
本
語
で
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
今
日
は
演
劇
の
関
係
者
が
多
く
お
集
ま
り
な
の

で
、
そ
う
い
う
疑
問
を
投
げ
か
け
て
お
き
ま
す
。
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何
が
聞
こ
え
、
何
が
見
え
、
何
が
思
い
出
さ
れ
た
の
か
？

　

映
画
の
最
初
の
方
に
出
て
く
る
、
歴
史
の
授
業
風
の
場
面
で
聞
か

れ
る
言
葉
を
ス
ラ
イ
ド
２
に
並
べ
て
み
ま
し
た
。
ど
れ
も
、
子
ど
も

に
と
っ
て
は
、
言
葉
の
響
き
が
謎
め
い
て
い
て
、
面
白
い
も
の
ば
か

り
で
す
。
三
つ
目
の
「
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
文
字
を
覚
え
る
練
習
」
と
い

う
の
は
、
僕
ら
が
知
っ
て
い
る
ロ
ー
マ
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
覚

え
る
た
め
に
歌
を
歌
う
の
に
似
た
よ
う
な
も
の
で
す
。
続
い
て
「
カ

ペ
ー
の
頭
は
い
つ
落
ち
た
か
」
と
質
問
し
て
い
ま
す
。「
カ
ペ
ー
の
頭
」

は
、
こ
れ
も
子
ど
も
が
聞
く
と
「
グ
ウ
ォ
ヴ
ァ
・
カ
ペ
タ
（G

łow
a 

K
apeta

）」
っ
て
何
だ
ろ
う
、
面
白
い
な
と
な
り
ま
す
。
カ
ペ
ー
と
い

う
の
は
元
々
フ
ラ
ン
ス
語
で
、
カ
ペ
ー
王
朝
な
ど
と
い
う
の
で
す
が
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
語
に
す
る
と
単
語
が
変
化
し
て
「
カ
ペ
タ
」
に
な
り
ま

す
。
そ
の
奇
妙
な
響
き
の
カ
ペ
タ
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
子
ど
も
た

ち
に
は
わ
か
ら
な
い
。
僕
の
解
釈
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
帰
結
と

し
て
断
頭
台
で
処
刑
さ
れ
た
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
血
を
引
く
、
ル
イ

16
世
と
い
う
王
様
の
頭
で
す
。
彼
は
「
市
民
カ
ペ
ー
（Le citoyen 

C
apet

）」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
。
カ
エ
サ
ル
が
殺
さ
れ
た
日
を
よ

く「
イ
ー
デ
ィ
・
マ
ル
ツ
ォ
ー
ヴ
ェ
」と
言
い
ま
す
。
こ
の
マ
ル
ツ
ォ
ー

スライド２

ヴ
ェ
は
「
３
月
の
」
と
い
う
普
通
の
形
容
詞
だ
か
ら
わ
か
り
ま
す
が
、
イ
ー
デ
ィ
は
女
の
子
の
名
前
の
イ
ー
ダ
の
複
数
形
と
し
か
聞
こ
え

な
い
の
で
謎
で
す
。「
3
月
の
イ
ー
ダ
達
」
と
は
何
な
の
？
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
イ
ー
デ
ィ
の
語
源
は
ラ
テ
ン
語
で
「
月

の
中
日
」
を
指
すIdus

で
あ
っ
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
や
女
性
の
名
前
と
は
関
係
が
な
い
。
こ
の
衝
突
が
子
ど
も
に
は
面
白
い
。

　

そ
れ
か
ら
、
字
幕
で
は
「
王
妃
ボ
ナ
の
暗
殺
」
と
し
て
い
ま
す
が
、「
王
妃
ボ
ナ
は
死
ん
だ
よ
」
と
い
う
、「
そ
れ
は
誰
で
も
知
っ
て
い

る
当
た
り
前
の
こ
と
だ
よ
」
と
い
う
意
味
の
成
句
と
し
て
も
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
句
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
16
世
紀
に
ポ
ー

ラ
ン
ド
の
王
様
の
と
こ
ろ
に
嫁
い
で
き
た
イ
タ
リ
ア
人
の
ミ
ラ
ノ
公
女
ボ
ナ
・
ス
フ
ォ
ル
ツ
ァ
（Bona Sforza, 1494 -1557

）
の
こ
と
で

―
―
こ
の
人
は
毒
殺
さ
れ
る
の
で
す
が
―
―
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
で
「
ク
ル
ロ
ー
ヴ
ァ
・
ボ
ナ
・
ウ
マ
ル
ワ
」
と
発
音
し
た
だ
け
で
、
セ
ン
テ

ン
ス
の
音
だ
け
で
も
、
子
ど
も
は
面
白
く
感
じ
る
。
律
も
面
白
い
し
、
軽
く
韻
も
踏
ん
で
い
る
。

　

そ
れ
か
ら
ラ
テ
ン
語
の
フ
レ
ー
ズ
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
カ
ン
ト
ル
自
身
が
ギ
リ
シ
ア
語
と
ラ
テ
ン
語
の
教
師
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。

日
本
に
来
た
時
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
喋
っ
て
い
ま
し
た
け
ど
…
…
。
ハ
ン
ニ
バ
ル
率
い
る
カ
ル
タ
ゴ
軍
が
攻
撃
し
て
き
た
こ
と
を
ロ
ー
マ
軍

側
で
語
り
伝
え
た
有
名
な
句
、「
ハ
ン
ニ
バ
ル
、
門
前
に
」
は
危
機
が
迫
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
す
。“H

annibal ante portas!”

―

―
き
わ
め
て
響
き
の
い
い
言
葉
で
、
僕
自
身
、
何
度
も
繰
り
返
し
た
く
な
る
、
快
感
が
あ
り
ま
す
。
か
と
思
え
ば
カ
ピ
ト
リ
ウ
ム
と
は

ロ
ー
マ
の
丘
で
す
が
、「
カ
ピ
ト
リ
ウ
ム
の
ガ
チ
ョ
ウ
」
と
い
う
の
は
、
ガ
リ
ア
人
が
フ
ラ
ン
ス
人
を
攻
め
て
き
た
時
に
ガ
ー
ガ
ー
鳴
い

て
知
ら
せ
た
と
い
う
逸
話
か
ら
来
た
成
句
で
す
。
誰
で
も
知
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
古
代
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
に
ま
つ
わ
る
常
識
で
す
が
、

こ
れ
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
で
言
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
も
、
子
ど
も
に
と
っ
て
ガ
チ
ョ
ウ
は
よ
く
知
っ
て
い
て
、
親
し
み
が
あ
り
、
そ
の
鳴

き
声
も
わ
か
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
カ
ピ
ト
リ
ウ
ム
と
い
う
外
国
語
を
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
化
し
て
さ
ら
に
形
容
詞
に
し
た
「
カ
ピ
ト
リ
ン
ス

キ
ェ
」
と
い
う
、
可
笑
し
な
単
語
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
る
。「
サ
イ
は
投
げ
ら
れ
た
！
」「
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ス
、
お
前
も
か
」
な
ど
は
、
日

本
で
も
有
名
で
す
。「
ガ
リ
ア
は
三
つ
に
分
か
た
れ
…
」（『
ガ
リ
ア
戦
記
』）
や
「
時
は
逃
げ
る
、ポ
ス
ト
ゥ
ム
ス
よ
」（
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
『
カ

ル
ミ
ナ
』
II

－

14
）
は
ラ
テ
ン
語
の
台
詞
で
す
。
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そ
し
て
、
さ
っ
き
申
し
上
げ
た
音
声
学
の
授
業
が
始
ま
り
（
ス
ラ

イ
ド
3
）、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま “

fum
cekaka

…”

と
い
う
無
意
味
な

音
の
連
続
に
な
だ
れ
込
ん
だ
か
と
思
う
と
、
子
ど
も
た
ち
が
み
ん
な

変
顔
づ
く
り
を
始
め
ま
す
。
お
互
い
に
変
顔
を
見
せ
合
い
、笑
い
合
い
、

手
足
を
引
っ
張
り
あ
う
。
子
ど
も
た
ち
は
、
言
葉
だ
け
で
は
な
く
身

体
で
戯
れ
、
時
に
は
残
酷
で
、
時
に
は
い
や
ら
し
い
、
大
人
に
は
で

き
な
い
、
予
測
不
能
な
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
動
き
方
を
し
ま
す
。

　

カ
ン
ト
ル
は
60
歳
の
時
に
こ
の
舞
台
を
作
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

た
ぶ
ん
、
僕
の
想
像
で
は
、
も
う
人
生
を
振
り
返
っ
て
い
る
。
も
う

先
は
長
く
な
い
と
思
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
―
―
そ
う
い
う
心
境

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
１
９
７
５
年
の
段
階
で
60
歳
と
い
う
こ
と
は
、

当
時
の
社
会
主
義
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
平
均
寿
命
を
見
れ
ば
わ
か
り
ま
す

け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
に
若
く
は
な
い
。
も
う
高
齢
者
で
す
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
驚
く
ほ
ど
、
子
ど
も
の
感
性
を
彼
が
保
存
し
て
い
て
、

子
ど
も
が
面
白
い
と
思
う
も
の
を
彼
自
身
が
面
白
が
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
カ
ン
ト
ル
の
顔
を
見
て
も
わ
か
る
の
で
す
。

　

そ
う
す
る
う
ち
に
古
新
聞
を
読
む
男
が
現
れ
、
ボ
ス
ニ
ア
の
サ
ラ

イ
ェ
ヴ
ォ
で
パ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
皇
位
継
承
者
が
妻
と
と
も
に
殺

さ
れ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
を
読
み
上
げ
る
。
い
わ
ゆ
る
サ
ラ
イ
ェ
ヴ
ォ

スライド３

事
件
で
す
ね
。
そ
う
し
て
始
ま
っ
た
第
一
次
世
界
大
戦
の
結
果
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
再
び
独
立
主
権
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら

れ
て
い
た
の
で
、
大
戦
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
事
件
で
し
た
。
し
か
し
、
映
画
の
中
で
は
ま
だ
ド
イ
ツ
語
で
オ
ー
ス

ト
リ
ア
国
歌
が
歌
わ
れ
る
こ
と
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
小
学
校
は
パ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝

ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
内
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
や
が
て
26
分
頃
、
ヴ
ィ
ト
カ
ツ
ィ
の
戯
曲
『
ト
ゥ
モ
ル
・
ム
ズ
ゴ
ー
ヴ
ィ
チ
』

か
ら
の
引
用
、
第
二
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
言
葉
の
洪
水
、
つ
ま
り
、
急
に
小
学
校
の
授
業
と
は
か
け
離
れ
た
よ
う
な
台
詞
を
子
ど
も
た
ち
が

語
り
始
め
ま
す
。

　

そ
れ
が
ま
た
も
う
一
度
子
ど
も
た
ち
の
戯
れ
に
戻
っ
て
、「
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
と
は
？
」
と
い
う
質
問
が
あ
り
、
そ
れ
に
挑
発
さ
れ
た
子

ど
も
た
ち
は
す
ぐ
に
肝
臓
を
連
想
し
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
神
話
の
中
で
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
は
ゼ
ウ
ス
の
下
し
た
罰
と
し
て
コ
ー
カ
サ

ス
の
岩
山
に
縛
り
つ
け
ら
れ
、
鳥
に
よ
っ
て
永
遠
に
肝
臓
を
啄
ま
れ
つ
づ
け
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
面
白
い
話
だ
か
ら
よ
く
覚
え
て
い
る
。

肝
臓
と
い
う
言
葉
自
体
に
も
強
く
反
応
す
る
。
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
が
何
か
と
い
う
よ
り
も
、
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
と
く
れ
ば
肝
臓
だ
と
い
う
発
想

で
す
。
次
に
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
鼻
。
こ
れ
は
日
本
で
も
有
名
で
す
。
そ
れ
か
ら
世
界
の
臍
と
い
う
言
い
方
も
面
白
い
。
大
人
だ
と
、
言
葉

本
来
の
あ
り
の
ま
ま
の
イ
メ
ー
ジ
を
忘
却
し
て
い
て
、
す
べ
て
を
機
能
や
意
味
で
解
釈
し
て
し
ま
う
け
れ
ど
も
、
子
ど
も
は
そ
う
で
は
な

い
。
子
ど
も
に
は
「
臍
」
と
い
う
そ
の
も
の
の
生
々
し
い
感
覚
と
「
世
界
」
と
い
う
も
の
を
結
び
つ
け
る
こ
と
の
驚
き
が
あ
る
。
だ
か
ら

世
界
の
臍
を
探
す
。「
ア
キ
レ
ス
の
踵
（
か
か
と
）」
―
―
僕
は
字
幕
を
終
始
「
腱
」
と
し
て
い
る
の
で
、
ち
ょ
っ
と
反
省
し
て
い
ま
す
。

も
し
直
せ
る
機
会
が
あ
れ
ば
「
踵
」
と
「
腱
」
の
両
方
を
表
示
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
な
ぜ
な
ら
日
本
語
で
は
「
ア
キ
レ
ス
腱
」
と
い
う

比
喩
を
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
で
は
「
ア
キ
レ
ス
の
踵
」
と
言
う
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
、踵
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
は
ピ
ェ
ン
タ
（pięta

）
で
す
が
、あ
と
か
ら
出
て
く
る
自
動
車
の
ギ
ア
の
「
5
速
」
は
ピ
ョ
ン
タ
（piąta

）

で
す
。
こ
こ
に
も
語
呂
合
わ
せ
の
遊
戯
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
前
に
「
ピ
ェ
ン
タ
／
か
か
と
」
と
い
う
単
語
自
体
が
面
白
い
。
聞
い
て

も
発
音
し
て
も
面
白
い
。
踵
を
持
ち
上
げ
ら
れ
て
み
ん
な
に
か
ら
か
わ
れ
る
子
ど
も
が
登
場
し
ま
す
が
、
踵
と
い
う
の
は
凄
く
魅
力
的
な
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場
所
な
の
で
す
。
イ
ヴ
は「
ア
ダ
ム
の
肋
骨
」か
ら
作
ら
れ
た
と
い
う
旧
約
聖
書
の
話
。
そ
れ
か
ら「
針
の
耳
」。
こ
れ
は
説
明
が
必
要
で
す
。

耳
は
身
体
の
一
部
位
で
す
が
、
実
は
日
本
語
で
針
の
穴
と
い
う
と
こ
ろ
を
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
は
針
の
耳
と
言
い
ま
す
。
だ
か
ら
子
ど
も
は
面

白
が
る
。
そ
こ
に
ラ
ク
ダ
を
通
す
と
い
う
話
。
ラ
ク
ダ
が
針
の
穴
を
通
る
の
は
難
し
い
と
い
う
の
は
、
福
音
書
で
イ
エ
ス
が
言
う
言
葉
に

あ
り
ま
す
。
続
い
て
ラ
ク
ダ
と
い
う
単
語
自
体
の
語
形
変
化
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
れ
は
ま
る
で
文
法
の
授
業
の
一
場
面
で
す
。
ポ
ー
ラ
ン

ド
語
で
は
一
つ
の
単
語
が
6
つ
に
も
7
つ
に
も
形
を
変
え
ま
す
。
活
用
・
語
形
変
化
の
遊
び
で
す
。
ラ
ク
ダ
に
続
い
て
指
（palec

）
と
い

う
単
語
を
変
化
さ
せ
る
場
面
が
来
ま
す
。Palec, palca, palcem

…
。

　

し
ば
ら
く
し
て
ま
た
『
ト
ゥ
モ
ル
・
ム
ズ
ゴ
ー
ヴ
ィ
チ
』
か
ら
の
引
用
が
あ
り
ま
す
が
、
今
度
は
元
々
の
テ
ク
ス
ト
が
解
体
さ
れ
て
い

ま
す
。
解
体
さ
れ
、
反
復
さ
れ
、
吃
音
の
よ
う
に
扱
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
こ
の
戯
曲
か
ら
ひ
っ
ぱ
っ
て
き
た
春
と
か
、
花
が
咲
い
て
い

る
と
か
、
蝶
々
と
か
、
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
出
て
き
ま
す
。
季
節
は
5
月
な
の
で
す
が
、
な
ぜ
か
み
ん
な
白
い
ハ
ン
カ
チ
を
持
っ
て
悲

し
み
に
暮
れ
て
登
場
し
ま
す
。
こ
れ
も
な
か
な
か
僕
ら
に
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
が
「
5
月
の
祝
言
、
墓
支
度
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
り

ま
す
。
5
月
に
結
婚
し
て
は
い
け
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
よ
く
な
い
こ
と
が
す
ぐ
起
き
る
。
誰
か
が
死
ぬ
と
い
う
こ
と
で
す
。
葬
式
で
の

会
話
、
こ
れ
も
子
ど
も
ら
し
く
な
い
会
話
が
ず
っ
と
続
く
。
大
人
た
ち
の
会
話
の
真
似
で
す
。

　

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
死
者
の
姓
名
が
、
３
分
間
に
わ
た
っ
て
延
々
と
読
み
上
げ
ら
れ
ま
す
。
実
は
11
月
１
日
、

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
「
万
聖
節
」
と
い
う
も
の
を
祝
い
ま
す
。
す
べ
て
の
聖
人
の
日
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
か
つ
て
教
会
が
こ
う

い
う
日
を
制
定
し
た
理
由
は
、
こ
の
時
期
に
元
々
あ
っ
た
民
間
信
仰
の
「
万
霊
節
」
つ
ま
り
「
死
者
の
日
」
と
い
う
異
教
の
慣
習
を
自
ら

の
シ
ス
テ
ム
の
内
部
に
取
り
組
む
た
め
で
し
た
。
こ
の
こ
ろ
教
会
に
行
く
と
、
そ
の
1
年
の
間
に
教
区
で
亡
く
な
っ
た
物
故
者
の
名
前
が

読
み
上
げ
ら
れ
る
。
舞
台
で
読
み
上
げ
ら
れ
る
名
前
は
ど
れ
も
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
あ
り
得
る
名
前
な
の
で
、
も
し

か
し
た
ら
カ
ン
ト
ル
の
実
際
の
知
り
合
い
の
名
前
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
3
分
間
も
聞
い
て
い
て
観
客
が「
お
や
？
」と
思
う
の
は
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
貴
族
、士
族
に
典
型
的
な
名
前
―
―
た
と
え
ば
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
と
か
シ
マ
ノ
フ
ス
キ
と
か
、「
ス
キ
（ski

）」
と
か
「
ィ

チ
（icz

）」
で
終
わ
る
苗
字
―
―
が
一
つ
も
出
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
出
て
く
る
の
は
農
民
の
名
前
ば
か
り
で
す
。
日
本
で
も
明

治
維
新
に
な
っ
て
身
近
な
も
の
か
ら
名
字
を
考
え
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
、
マ
ム
シ
（żm

ija

）
と
い
う
名
詞
と
か
、
静
か

な
（cichy

）
と
い
う
形
容
詞
と
か
、あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
手
近
な
も
の
か
ら
発
想
さ
れ
た
農
民
の
名
前
し
か
出
て
こ
な
い
の
が
不
思
議
で
す
。

そ
う
し
た
即
物
的
な
姓
に
は
微
笑
ま
し
い
も
の
が
多
い
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
ま
た
『
ト
ゥ
モ
ル
・
ム
ズ
ゴ
ー
ヴ
ィ
チ
』
か
ら
の
引
用
。

　

次
に
舞
台
が
が
ら
り
と
変
わ
り
、
ク
ラ
ク
フ
市
の
か
つ
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
地
区
カ
ジ
ミ
ェ
シ
ュ
の
広
場
に
ひ
と
り
坐
り
こ
ん
だ
女
優
、
マ

リ
ア
・
ス
タ
ン
グ
レ
ッ
ト
＝
カ
ン
ト
ル
（M

aria Stangret -K
antor, 1929 -2020

）
が
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
の
子
守
唄
《
干
し
葡
萄
と
ア
ー

モ
ン
ド
》
を
歌
い
ま
す
。
初
演
が
あ
っ
た
、
ク
ラ
ク
フ
市
街
中
心
の
ク
シ
シ
ュ
ト
フ
ォ
リ
宮
か
ら
30
分
は
歩
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
こ

ろ
で
す
が
、
そ
こ
に
か
つ
て
、
中
世
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
町
と
は
別
に
ユ
ダ
ヤ
人
の
町
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
い
ち
ば
ん
大
き
な
広
場
を
中

心
と
す
る
町
民
・
市
民
の
い
る
町
が
ま
ず
あ
り
、
そ
の
南
に
国
王
の
城
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
南
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
保
護
・
厚
遇
し
た
カ

ジ
ミ
ェ
シ
ュ
大
王
（K

azim
ierz III W

ielki, 1310 -1370

）
が
造
成
し
た
町
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
子
守
唄
は
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
な
の
で
、

一
般
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
意
味
が
分
か
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
な
り
に
有
名
な
曲
の
よ
う
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
ま
た
『
ト
ゥ
モ
ル
・
ム
ズ
ゴ
ー
ヴ
ィ
チ
』
か
ら
の
引
用
が
あ
っ
て
、
最
後
はT

RU
M

F, T
RU

M
F, M

ISIA BELA
, M

ISIA
,  

K
A

SIA
, KO

N
FAC

ELA
, M

ISIA A
, M

ISIA B, M
ISIA

, K
A

SIA
, KO

N
FAC

E!

と
い
う
擬
似
言
語
の
い
わ
ば
コ
ー
ダ
で
終
わ
る
の
で

す
が
、MISIA

と
い
う
の
は
女
性
を
連
想
さ
せ
る
名
前
で
す
。BELA

と
い
う
の
は「
美
し
い
」と
い
う
言
葉
の
女
性
形
を
連
想
さ
せ
ま
す
。

K
A

SIA

と
い
う
の
は
実
際
に
あ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
名
前
で
す
。
キ
ャ
サ
リ
ン
（
英
語
）
や
カ
ト
リ
ー
ヌ
（
仏
語
）
に
該
当
す
る
カ
タ
ジ
ー

ナ
（K

atarzyna

）
の
愛
称
で
す
。KO

N
FAC

E

は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
ラ
テ
ン
語
の
「C

O
N

一
緒
に
」「FAC

ERE

作
る
・

す
る
」
を
連
想
す
る
。
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
そ
う
い
う
連
想
は
あ
る
。M

ISIA A

、M
ISIA B

は
ミ
ー
シ
ャ
A
、
ミ
ー
シ
ャ
B
と
も
聞

こ
え
る
。

　

膨
大
な
引
用
か
ら
見
れ
ば
ほ
ん
の
一
部
で
す
が
、『
ト
ゥ
モ
ル
・
ム
ズ
ゴ
ー
ヴ
ィ
チ
』
か
ら
ど
う
い
う
言
葉
が
輸
入
さ
れ
て
い
る
か
も
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ス
ラ
イ
ド
4
と
ス
ラ
イ
ド
5
で
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。「
毎
月
で
も
産
み
た
い
わ
」
と
い
う
台
詞
が
、
マ
リ
ア
・
ス
タ
ン
グ
レ
ッ
ト
が
分

娩
台
の
よ
う
な
も
の
で
足
を
開
い
て
い
て
、
そ
の
前
に
揺
り
か
ご
が
置
か
れ
た
場
面
で
聞
こ
え
る
の
は
偶
然
な
の
か
、
仕
組
ま
れ
た
も
の

な
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
太
平
洋
と
い
う
言
葉
も
、
テ
ィ
モ
ー
ル
と
い
う
具
体
的
な
地
名
も
出
て
き
ま
す
。
テ
ィ
モ
ー
ル
は
島
の
名
前
で

す
け
れ
ど
も
、
ヴ
ィ
ト
カ
ツ
ィ
が
第
一
次
世
界
大
戦
の
前
に
、
友
人
の
文
化
人
類
学
者
ブ
ロ
ニ
ス
ワ
フ
・
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
（Bronisław

 

M
alinow

ski, 1884 -1942

）
と
一
緒
に
民
族
学
、
人
類
学
の
調
査
に
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
め
ざ
し
て
出
か
け
た
時
の
経
験
が
か
な
り
強
烈
だ
っ

た
よ
う
で
、
こ
こ
に
も
そ
う
し
た
反
映
が
感
じ
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
一
般
の
観
客
が
連
想
す
る
こ
と
の
域
を
出
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
さ
っ
き
申
し
上
げ
た
よ
う
な
、
解
体
さ
れ
て
並
べ
替
え
、
反
復
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
が
字
幕
で
は
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
（
ス
ラ

イ
ド
5
）。
も
ち
ろ
ん
現
実
に
は
も
っ
と
言
葉
数
が
多
く
、
こ
の
2
倍
、
3
倍
も
聞
こ
え
て
い
る
の
で
す
が
、
日
本
語
字
幕
で
は
悲
し
い

こ
と
に
最
大
で
も
こ
の
程
度
し
か
表
示
で
き
ま
せ
ん
。

スライド４

スライド５
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有
機
的
な
舞
台
と
有
機
的
な
経
験

　

ス
ラ
イ
ド
６
に
は
、
お
手
元
に
あ
る
参
考
資
料
、「
私
の
カ
ン
ト
ル
」
と
い

う
少
々
気
恥
ず
か
し
い
、
感
傷
的
な
文
章
か
ら
一
節
を
引
き
ま
し
た
。
僕
は
こ

こ
で
「
有
機
的
な
経
験
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
経
験
と
い
う

の
は
１
９
７
６
年
の
１
月
30
日
に
『
死
の
教
室
』
も
と
い
『
今
は
亡
き
ク
ラ
ス

メ
イ
ト
た
ち
』
の
世
界
初
演
を
僕
が
見
た
時
の
こ
と
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ

れ
を
有
機
的
と
言
っ
て
い
る
こ
と
が
一
つ
の
ミ
ソ
で
す
。
僕
は
こ
こ
で
「
と
い

う
こ
と
は
舞
台
そ
の
も
の
が
も
つ
並
外
れ
た
有
機
性
の
証
左
で
あ
る
」
と
い
う

論
理
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
舞
台
が
有
機
的
だ
っ
た
か
ら
僕
の
経
験
も
有
機
的

だ
と
い
う
の
は
、
牽
強
附
会
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、「
あ
ら
ゆ
る
動
き
、
音

響
、
言
葉
が
対
等
な
資
格
で
、
痙
攣
と
反
復
の
中
、
有
機
的
な
全
体
を
構
成
し
、

そ
れ
ら
を
指
揮
す
る
演
出
家
自
身
は
、
自
ら
の
視
線
や
表
情
に
よ
っ
て
、
そ
し

て
何
よ
り
も
《
舞
台
上
に
》
存
在
し
つ
づ
け
る
こ
と
で
、
出
来
事
の
―
―
そ
の

夢
の
一
体
性
、
真
正
性
を
わ
れ
わ
れ
観
客
に
対
し
て
保
証
し
て
い
た
」
と
い
う
、

こ
の
論
理
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
い
ま
だ
に
僕
が
維
持
す
る
こ
と
の
で

き
る
主
張
で
す
。
僕
は
ず
っ
と
考
え
て
い
ま
す
。
も
し
「
有
機
的
」
と
い
う
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
体
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
、
と
。

　

ま
た
「
感
じ
た
の
は
夢
の
リ
ア
リ
テ
ィ
だ
っ
た
。
そ
の
夢
の
文
法
は
カ
ン
ト
ル

スライド６

自
身
で
あ
り
、ク
シ
シ
ュ
ト
フ
ォ
リ
宮
の
地
下
室
ギ
ャ
ラ
リ
ー
は
そ
の
脳
だ
っ
た
」
と
も
書
き
ま
し
た
。
こ
の
地
下
室
の
構
造
を
前
提
に
『
死

の
教
室
』
は
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
見
た
人
は
、僕
が
知
っ
て
い
る
か
ぎ
り
日
本
に
は
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
ク
シ
シ
ュ
ト
フ
ォ

リ
宮
で
は
１
９
７
５
年
か
ら
２
年
間
し
か
上
演
し
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
そ
の
あ
と
は
一
般
的
な
劇
場
の
舞
台
で
行
わ
れ
た
か
ら
で
す
。

　

道
徳
と
か
超
自
我
に
阻
害
さ
れ
て
い
な
い
、フ
ロ
イ
ト
の
言
っ
たId

やEs

に
近
い
、純
粋
な
子
ど
も
の
感
性
が
面
白
い
と
感
じ
る
も
の
、

そ
れ
を
き
ち
ん
と
保
存
し
た
り
再
生
で
き
た
り
す
る
と
い
う
の
は
簡
単
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
と
個
人
の
夢
の
リ
ア
リ
テ
ィ

は
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
。
こ
れ
は
カ
ン
ト
ル
の
夢
だ
と
言
い
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
お
か
つ
本
人
が
舞
台
に
居
続
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
よ
う
な
リ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
の
か
。
僕
の
言
う
舞
台
の
有
機
性
を
支
え
て
い
た
の
は
「
子
ど
も

の
感
性
」
と
「
夢
の
リ
ア
リ
テ
ィ
」
だ
っ
た
―
―
僕
の
仮
説
は
い
ま
の
と
こ
ろ
そ
ん
な
段
階
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
原
作
舞
台
の
初
演

　

さ
て
い
ま
一
度
、
原
作
、
つ
ま
り
演
劇
の
『
死
の
教
室
』
も
と
い
『
今
は
亡
き
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
た
ち
』
の
時
と
場
所
を
大
雑
把
に
見
て

お
く
と
、
初
演
は
１
９
７
５
年
11
月
15
日
、
16
日
、
17
日
。
演
出
家
は
タ
デ
ウ
シ
ュ
・
カ
ン
ト
ル
（Tadeusz K

antor, 1915 -1990

）。「
カ

ン
ト
ー
ル
」
と
伸
ば
す
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
で
「
カ
ン
ト
ル
」
で
、ア
ク
セ
ン
ト
は
「
カ
」
に
あ
り
ま
す
。
劇
団
名
は
「
ク

リ
コ
２
」
と
い
っ
て
、
戦
前
に
も
造
形
作
家
た
ち
が
集
ま
っ
て
や
っ
て
い
た
前
衛
的
演
劇
集
団
ク
リ
コ
と
い
う
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
た
の
を

継
承
し
た
名
称
で
す
。C

ricot

は
、「
こ
れ
は
サ
ー
カ
ス
だ
」と
い
う
ポ
ー
ラ
ン
ド
語To cyrk 

を
フ
ラ
ン
ス
語
的
に
読
ん
で（To circ

）ひ
っ

く
り
返
し
た
も
の
（C

ric ot 

↓ C
ricot

）
な
の
で
、
ク
リ
コ
ッ
ト
と
読
む
の
は
間
違
い
で
す
。
初
演
の
場
所
は
ク
ラ
ク
フ
市
と
い
う
ポ
ー

ラ
ン
ド
の
南
部
に
あ
る
京
都
の
よ
う
な
古
い
都
の
中
心
部
で
す
。
か
な
り
古
い
、
錬
金
術
師
が
住
ん
で
い
た
と
い
う
伝
説
も
残
る
建
物
の
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苔
む
し
た
地
下
室
。

　

こ
の
舞
台
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
大
き
く
Ⅰ
と
Ⅱ
に
分
け
る
と
す
る
と
、
Ⅰ
は
最
初
の
２
年
間
、
こ
の
地
下
室
で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で

す
。
つ
ま
り
幸
い
に
も
ヴ
ァ
イ
ダ
が
撮
影
し
て
お
い
て
く
れ
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
す
。
基
本
的
に
カ
ン
ト
ル
は
初
演
の
時
点
で
ポ
ー
ラ
ン

ド
人
、
つ
ま
り
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
話
者
以
外
の
観
客
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
あ
ま
り
に
も
評
判
が
良
く
て
、

77
年
以
降
、
外
国
に
出
か
け
だ
し
、
も
の
す
ご
い
数
の
公
演
を
こ
な
し
ま
す
。
な
ん
と
10
年
経
た
な
い
間
に
１
５
０
０
回
で
す
。「
ポ
ー

ラ
ン
ド
で
タ
デ
ウ
シ
ュ
・
カ
ン
ト
ル
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
常
に
外
国
に
い
る
か
ら
」
と
よ
く
聞
か
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
で
は
、
鈴

木
忠
志
が
始
め
た
１
９
８
２
年
の
第
一
回
利
賀
村
国
際
演
劇
祭
に
招
待
さ
れ
て
や
っ
て
い
る
。
太
田
省
吾
が
見
た
の
も
こ
の
時
で
す
。

　

こ
の
二
つ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
違
い
を
研
究
す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
ど
な
た
か
若
い
方
に
お
任
せ
し
ま
し
ょ
う
。

た
と
え
ば
ヴ
ァ
イ
ダ
の
映
画
に
は
記
録
さ
れ
て
い
る
文
法
の
授
業
が
Ⅱ
に
は
な
い
。
そ
れ
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
が
わ
か
ら
な
い
場
合
に
は
そ

の
面
白
さ
が
伝
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
１
９
８
６
年
５
月
、
１
５
０
０
回
目
の
公
演
の
の
ち
、

カ
ン
ト
ル
は
『
死
の
教
室
』
の
上
演
を
や
め
ま
す
。

　
太
田
省
吾
の
ポ
ー
ラ
ン
ド

　
『
死
の
教
室
』
が
初
演
さ
れ
た
１
９
７
５
年
11
月
の
直
前
に
、
太
田
省
吾
と
転
形
劇
場
が
初
め
て
の
外
国
公
演
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
４
都

市
を
回
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
体
験
が
殊
の
ほ
か
重
要
だ
っ
た
と
僕
は
考
え
ま
す
。『
死
の
教
室
』
の
初
演
が
始
ま
る
１
週
間

く
ら
い
前
に
、
転
形
劇
場
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
去
り
ま
し
た
。
く
わ
し
く
カ
レ
ン
ダ
ー
を
見
る
と
、
１
９
７
５
年
10
月
20
日
と
21
日
に
３
回
、

ヴ
ロ
ツ
ワ
フ
と
い
う
都
市
で
転
形
劇
場
が
『
飢
餓
の
祭
り
』
と
い
う
出
し
物
を
や
り
ま
す
。
僕
は
見
て
い
ま
せ
ん
。

　

太
田
省
吾
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
体
験
に
ま
つ
わ
る
、
彼
自
身
が
残
し
た
一
つ
の
と
て
も
大
事
な
証
言
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
―
―

　

私
の
演
劇
が
始
ま
っ
た
と
い
う
言
い
切
り
方
、
そ
し
て
遅
い
テ
ン
ポ
と
沈
黙
と
い
う
表
現
も
、
１
９
７
５
年
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ヴ
ロ
ツ

ワ
フ
と
い
う
町
で
得
た
体
験
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
上
の
詳
し
い
こ
と
は
言
語
化
さ
れ
て
い
な
い
。
太
田
省
吾
に
と
っ

て
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
い
う
の
は
ひ
と
つ
の
大
き
な
謎
だ
と
私
は
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
の
謎
を
解
く
手
が
か
り
は
も
は
や
な
い
よ
う
で
す
が
、

１
９
７
５
年
の
カ
ン
ト
ル
の
舞
台
と
そ
れ
を
基
に
ヴ
ァ
イ
ダ
が
作
っ
た
映
画
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
い
う
も
の
の
成
立
を
可
能
に

し
、
評
価
に
す
る
こ
と
の
で
き
た
世
界
で
あ
り
社
会
だ
っ
た
「
１
９
７
５
年
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
」
に
間
接
的
な
が
ら
も
触
れ
、
少
し
は
近
づ

く
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

ヴ
ロ
ツ
ワ
フ
と
は
聞
き
慣
れ
な
い
名
前
な
の
で
、
ス
ラ
イ
ド
７
で
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
が
現
在
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
の
首
都
、

ワ
ル
シ
ャ
ワ
で
す
ね
。
再
三
出
て
い
る
ク
ラ
ク
フ
と
い
う
の
は
南
に
あ
り
、
山
が
近
い
。
こ
こ
は
現
在
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
す
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ

の
リ
ヴ
ィ
ウ
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
で
は
ル
ヴ
フLw

ów

）。
ヴ
ロ
ツ
ワ
フ
は
こ
こ
で
す
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
、ボ
ヘ
ミ
ア
人
、ド
イ
ツ
人
な
ど
様
々

な
政
治
的
勢
力
が
入
れ
替
わ
り
立
ち
代
わ
り
統
治
し
た
町
で
す
。

こ
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
公
演
で
得
た
こ
と
か
ら
私
の
演
劇
が
始
ま
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
遅
い
テ
ン
ポ
と
沈
黙
に
よ
る
表
現
も
、
ヴ
ロ

ツ
ワ
フ
の
劇
場
の
袖
で
理
解
し
た
こ
と
か
ら
考
え
は
じ
め
、
進
め
た
こ
と
で
あ
り
、
わ
た
し
た
ち
人
間
に
と
っ
て
の
演
劇
の
意
味

を
演
劇
か
ら
考
え
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
世
界
に
生
ま
れ
、
生
き
る
人
間
の
生
か
ら
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
教
え
も
、

あ
の
高
速
分
離
の
中
か
ら
抽
出
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
思
う
。（「
ポ
ー
ラ
ン
ド
へ
の
演
劇
の
旅
」
１
９
９
９
年
）。
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転
形
劇
場
は
ヴ
ロ
ツ
ワ
フ
で
最
初
の
公
演
を
し
た
後
、
東
に
移
動
し
、
10

月
28
日
か
ら
30
日
に
か
け
て
３
回
、
ク
ラ
ク
フ
市
で
公
演
し
ま
す
。
こ
れ

を
僕
は
見
て
い
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
来
る
こ
と
も
知
ら
な
か
っ
た
。
僕
は

１
９
７
４
年
10
月
か
ら
ク
ラ
ク
フ
に
住
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
あ
る
夜
、
ク

ラ
ク
フ
公
演
が
す
べ
て
終
わ
っ
た
10
月
31
日
の
金
曜
日
、
太
田
省
吾
さ
ん
が

僕
の
家
を
来
訪
し
た
ん
で
す
ね
。
ど
う
や
ら
日
本
人
が
一
人
い
る
ら
し
い
と

い
う
こ
と
で
探
し
出
し
て
き
た
そ
う
で
す
。
ど
う
し
て
も
日
本
人
の
力
を
借

り
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
が
出
て
き
て
、
探
し
て
い
た
の
で
し
た
。
僕
と

太
田
さ
ん
の
初
対
面
が
そ
の
時
で
、
亡
く
な
る
ま
で
そ
れ
な
り
に
面
白
い
関

係
が
ず
っ
と
続
き
ま
し
た
。
僕
は
演
劇
の
人
間
で
も
な
い
し
、
研
究
も
し
な

け
れ
ば
批
評
も
し
な
い
の
で
す
が
、
太
田
さ
ん
と
は
何
か
通
じ
る
よ
う
な
も

の
を
―
―
こ
ち
ら
が
勝
手
に
で
す
が
―
―
感
じ
て
い
ま
し
た
。
比
較
文
学
と

か
文
学
概
論
と
い
っ
た
自
分
の
授
業
で
、
太
田
省
吾
の
最
初
の
本
『
飛
翔
と

懸
垂
』
巻
頭
に
あ
る
「
歌
舞
考
」
と
い
う
素
晴
ら
し
い
テ
ク
ス
ト
を
、
必
ず

と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
使
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。「
歌
舞
考
」に
添
え
て
、

そ
の
言
わ
ば
イ
ラ
ス
ト
と
し
て
、『
助
六
』
の
中
で
揚
巻
が
切
る
み
ご
と
な

啖
呵
を
録
音
で
学
生
に
聞
か
せ
た
り
し
た
も
の
で
す
。

　

11
月
１
日
、
彼
ら
は
次
の
町
ポ
ズ
ナ
ン
に
移
動
し
て
い
っ
た
。
太
田
さ
ん

も
こ
の
万
聖
節
の
時
期
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
意
味
を

スライド７

見
出
し
て
い
た
よ
う
で
、
他
の
エ
ッ
セ
イ
で
も
こ
の
季
節
に
つ
い
て
触
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
75
年
の
こ
と
で
、
や
が
て
77
年
に
『
小
町

風
伝
』
が
作
ら
れ
、
81
年
に
は
『
水
の
駅
』
が
東
京
で
初
演
さ
れ
ま
す
が
、
83
年
に
ま
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
へ
行
き
ま
す
。
５
月
28
日
〜
30
日
、

ワ
ル
シ
ャ
ワ
は
ユ
ダ
ヤ
人
劇
場
で
の
公
演
か
ら
、『
水
の
駅
』ヨ
ー
ロ
ッ
パ
巡
業
が
始
ま
り
ま
す
。
太
田
省
吾
自
身
が
ど
う
し
て
も
ワ
ル
シ
ャ

ワ
か
ら
『
水
の
駅
』
の
ツ
ア
ー
を
始
め
た
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
こ
に
も
僕
は
意
味
を
感
じ
ま
す
。
そ
の
頃
は
す
で
に
彼

の
名
も
随
分
知
ら
れ
て
い
た
せ
い
か
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
第
三
回
国
際
演
劇
祭
初
日
の
招
待
公
演
と
い
う
扱
い
で
し
た
。
さ
ら
に
時
代
は
過

ぎ
て
、
２
０
２
２
年
の
10
月
、
太
田
省
吾
が
最
初
に
国
外
公
演
を
し
た
ヴ
ロ
ツ
ワ
フ
で
、
金
世
一
（
キ
ム
・
セ
イ
ル
）
と
い
う
韓
国
人
の

演
出
家
が
『
水
の
駅
』
を
上
演
し
ま
し
た
。
こ
の
公
演
に
つ
い
て
は
少
し
私
も
ウ
ェ
ブ
記
事
を
書
い
て
い
ま
す
の
で
、
ご
関
心
あ
る
方
に

は
次
のU

RL

を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
「
キ
ム
・
セ
イ
ル
の
『
水
の
駅
』
を
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
観
る
」

　
　

https ://w
w

w.m
izunoeki.online /?page_id= 834　

　
「
ア
フ
タ
ー
ト
ー
ク
と
挿
入
歌
」　

　
　

https ://w
w

w.m
izunoeki.online /?page_id= 857　

　
ヴ
ァ
イ
ダ
の
映
画

　

ヴ
ァ
イ
ダ
に
戻
り
ま
す
。
ア
ン
ジ
ェ
イ
・
ヴ
ァ
イ
ダ
（Andrzej W

ajda, 1926 -2016

）
は
、
カ
ン
ト
ル
よ
り
10
歳
下
な
の
で
す
が
、

75
年
の
段
階
で
す
で
に
名
声
高
く
、
色
々
な
映
画
祭
で
賞
を
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
74
年
、
僕
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
住
み
始
め
た

こ
ろ
に
公
開
さ
れ
た
『
約
束
の
土
地
』
と
い
う
の
が
あ
り
、
こ
れ
も
デ
ジ
タ
ル
・
リ
マ
ス
タ
ー
版
が
あ
り
ま
す
。
何
年
か
前
に
東
京
の
ポ
ー

ラ
ン
ド
映
画
祭
で
そ
の
復
元
版
の
上
映
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、ヴ
ァ
イ
ダ
の
作
品
で
も
5
本
の
指
に
入
る
傑
作
だ
と
思
い
ま
す
。
は
っ
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き
り
申
し
上
げ
て
、僕
は
ヴ
ァ
イ
ダ
の
大
フ
ァ
ン
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も『
灰
と
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
』や『
地
下
水
道
』、『
約
束
の
土
地
』

な
ど
は
、
一
度
は
ご
覧
に
な
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

１
９
７
６
年
２
月
、
ヴ
ァ
イ
ダ
は
言
論
の
自
由
や
表
現
の
自
由
、
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
批
判
に
取
り
組
ん
だ
、
ほ
ぼ
社
会
主
義
体
制
批
判

と
読
め
る
よ
う
な
映
画
『
大
理
石
の
男
』
を
作
り
た
い
と
当
時
の
文
化
大
臣
ユ
ゼ
フ
・
テ
イ
フ
マ
（Józef Tejchm

a, 1927 -2021

）
と
交

渉
し
、
制
作
許
可
を
得
ま
す
。
テ
イ
フ
マ
は
理
解
の
あ
る
文
化
大
臣
で
、
日
本
風
に
言
え
ば
辞
表
を
懐
に
し
て
、
自
分
の
責
任
と
い
う
こ

と
で
い
い
か
ら
や
れ
と
言
っ
た
。
2
月
初
め
に
ゴ
ー
サ
イ
ン
が
出
た
の
で
、
ヴ
ァ
イ
ダ
は
当
時
と
し
て
は
最
高
の
、
世
界
水
準
の
機
材
と

ス
タ
ッ
フ
と
と
も
に
す
ぐ
ク
ラ
ク
フ
に
行
っ
て
撮
り
始
め
、
同
時
に
『
死
の
教
室
』
も
撮
っ
た
。
5
月
の
天
気
が
い
い
日
を
み
は
か
ら
っ

て
ク
ラ
ク
フ
が
見
下
ろ
せ
る
郊
外
の
丘
で
の
野
外
撮
影
も
含
め
て
撮
っ
た
。
で
す
か
ら
こ
の
年
に
で
き
た『
大
理
石
の
男
』と『
死
の
教
室
』

は
、
双
子
の
よ
う
な
関
係
の
映
画
作
品
で
し
た
。

　

ヴ
ァ
イ
ダ
の
『
死
の
教
室
』
に
は
、
元
の
舞
台
に
は
な
い
場
面
も
だ
い
ぶ
ん
入
っ
て
い
ま
す
。
最
初
の
方
に
出
て
く
る
舞
台
裏
、
暗
い

廊
下
と
か
お
手
洗
い
と
か
、
そ
う
い
う
情
景
で
す
ね
。
そ
こ
に
人
形
を
う
ま
く
配
置
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
ピ
ク
ニ
ッ
ク
・
シ
ー
ン
、

か
つ
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
地
区
カ
ジ
ミ
ェ
シ
ュ
で
の
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
の
子
守
唄
。
映
画
が
ご
専
門
の
方
に
伺
い
た
い
と
思
う
の
で
す
が
、
カ

メ
ラ
ワ
ー
ク
も
素
晴
ら
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
な
か
で
も
、
お
そ
ら
く
ヴ
ァ
イ
ダ
は
カ
ン
ト
ル
そ
の
も
の
を
撮
る
こ
と
が
大
事

だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
指
揮
者
で
あ
り
、
役
者
で
あ
り
―
―
僕
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
本
当
の
私
の
夢
で
す
」
と
観
客
に

信
じ
さ
せ
る
、
夢
を
見
る
本
人
と
し
て
の
存
在
―
―
様
々
な
役
割
を
に
な
う
存
在
の
カ
ン
ト
ル
は
、
時
と
し
て
突
き
放
し
た
眼
差
し
も
見

せ
る
。
そ
う
す
る
と
、
舞
台
上
の
奇
妙
な
立
体
感
と
い
う
か
自
律
感
を
、
混
沌
が
渦
巻
く
舞
台
を
、
彼
が
存
在
す
る
お
か
げ
で
、
わ
れ
わ

れ
観
客
も
客
観
視
で
き
る
。

　

ま
た
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
カ
ン
ト
ル
が
人
形
を
作
り
、
人
形
だ
け
で
は
な
く
小
道
具
の
す
べ
て
を
造
形
作
家
と
し
て
製
作
し
て
い

る
こ
と
で
す
。

　
時
代
を
俯
瞰
す
る

　　

ス
ラ
イ
ド
８
で
時
代
を
も
う
一
度
俯
瞰
し
ま
し
ょ
う
。
１
９
１
４
年
に
第
一
次

世
界
大
戦
が
始
ま
り
ま
す
。
カ
ン
ト
ル
が
生
ま
れ
た
の
は
大
戦
中
の
１
９
１
５
年

で
す
。
18
年
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
一
応
復
興
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
当
時
す
で
に

成
立
し
て
い
た
社
会
主
義
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
と
戦
争
を
続
け
、
そ
の
決
着
が
つ
く
の
は

21
年
で
す
。
当
時
カ
ン
ト
ル
は
6
歳
、
カ
ン
ト
ル
の
芝
居
に
は
戦
争
の
影
が
常
に

あ
る
。
カ
メ
ラ
の
よ
う
な
も
の
が
実
は
銃
で
あ
る
と
い
う
仕
掛
け
が
こ
の
舞
台
で

も
他
の
舞
台
で
も
出
て
く
る
し
、
掃
除
夫
が
モ
ッ
プ
の
よ
う
な
掃
除
道
具
を
振
り

回
す
と
、
凄
ま
じ
い
音
と
と
も
に
、
ま
る
で
死
神
が
登
場
し
た
か
の
よ
う
に
子
ど

も
た
ち
が
な
ぎ
倒
さ
れ
て
い
く
シ
ー
ン
も
あ
り
ま
す
。
ち
な
み
に
ヴ
ァ
イ
ダ
が
生

ま
れ
た
の
が
両
大
戦
間
期
の
中
間
点
、
１
９
２
６
年
で
す
。
39
年
９
月
１
日
に
ド

イ
ツ
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
侵
攻
が
あ
っ
て
第
二
次
世
界
大
戦
が
始
ま
る
。

　

こ
の
２
０
１
６
年
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
制
作
さ
れ
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
は
、
ヴ
ァ
イ
ダ
が
亡

く
な
る
半
年
く
ら
い
前
に
で
き
た
の
で
す
が
、
彼
は
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
て

よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
デ
ジ
タ
ル
修
復
版
に
僕
が
新
た
な
字
幕
を
付
け
た

も
の
を
今
日
は
ご
覧
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
。
僕
の
知
る
限
り
、
こ
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
は
、

日
本
国
内
に
は
僕
が
持
っ
て
い
る
こ
れ
一
枚
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

スライド８
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場
所
を
俯
瞰
す
る

　

も
う
一
度
場
所
の
お
さ
ら
い
で
す
け
れ
ど
も
、
ス
ラ
イ
ド
９
は
現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
地
図
で
す
。
こ
れ
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
、
こ
れ

が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
。
こ
れ
が
ド
ニ
プ
ロ
（
ド
ニ
エ
プ
ル
）
河
で
、
こ
れ
が
キ
ー
ウ
で
す
。
こ
の
濃
い
緑
色
で
塗
っ
た
地
域
が
ガ
リ
ツ
ィ
ア
で
す
。

イ
ベ
リ
ア
半
島
に
あ
る
ガ
リ
シ
ア
と
綴
り
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
、
発
音
は
言
語
に
よ
っ
て
違
う
の
で
す
が
、
日
本
で
ガ
リ
ツ
ィ
ア
と
言
っ
た

時
に
は
、
こ
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
一
番
北
の
自
治
区
の
よ
う
な
歴
史
上
の
地
方
を
指
し
ま
す
。
ス
ラ
イ
ド
10
は
そ
の
拡
大
図
で
す
。
カ

ン
ト
ル
が
生
ま
れ
育
ち
、９
歳
ま
で
住
ん
で
い
た
田
舎
町
が
ヴ
ィ
エ
ロ
ポ
ー
レ（W

ielopole

）で
す
。
ガ
リ
ツ
ィ
ア
の
首
都
リ
ヴ
ィ
ウ
と
、ポ
ー

ラ
ン
ド
の
古
都
ク
ラ
ク
フ
の
ほ
ぼ
中
間
地
点
に
あ
る
小
さ
な
町
で
す
。

　

最
後
に
、
故
郷
ヴ
ィ
エ
ロ
ポ
ー
レ
に
つ
い
て
カ
ン
ト
ル
が
言
っ
て
い
る
こ
と
で
締
め
く
く
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
カ
ン
ト
ル
の
作
品
に

は
ユ
ダ
ヤ
的
な
要
素
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
質
問
を
よ
く
い
た
だ
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
正
確
に
は
「
多
い
」
の
で
は
な
く
て
、
ポ
ー

ラ
ン
ド
文
化
と
「
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
る
」
と
表
現
さ
れ
る
べ
き
で
、『
死
の
教
室
』
も
そ
の
状
態
を
実
に
見
事
に
描
い
て
い
る
。
ロ
ー

マ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
も
の
と
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
ユ
ダ
ヤ
的
身
ぶ
り
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
的
な
身
ぶ
り
・
仕
草
・
表
現
が
、

ク
ラ
ス
メ
イ
ト
た
ち
の
中
で
も
同
居
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
地
中
海
文
明
に
由
来
す
る
も
の
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
も
の
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
的

な
も
の
、
ユ
ダ
ヤ
的
な
も
の
―
―
そ
れ
ら
が
分
か
ち
が
た
く
融
合
し
て
い
る
の
が
自
分
の
子
ど
も
時
代
だ
っ
た
し
、
自
分
た
ち
の
環
境
だ
っ

た
と
い
う
の
が
、
カ
ン
ト
ル
の
証
言
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ス
ラ
イ
ド
11
に
掲
げ
た
の
は
、
１
８
８
３
年
の
地
理
事
典
に
あ
る
ヴ
ィ
エ
ロ
ポ
ー
レ
と
い
う
項
目
で
す
。
ユ
ダ
ヤ
人
が
多
く
、
彼
ら
の

衣
裳
の
せ
い
で
、
外
観
上
シ
ュ
テ
ッ
ト
ル
、
つ
ま
り
ユ
ダ
ヤ
系
住
民
が
圧
倒
的
に
多
い
町
の
よ
う
に
見
え
る
と
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
住

民
人
口
１
０
２
３
人
の
内
、
ロ
ー
マ
ン
・
カ
ソ
リ
ッ
ク
は
５
５
８
人
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
４
６
５
人
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒

スライド９

スライド１０
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で
あ
る
農
民
は
町
の
外
で
生
活
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
街
中
で
は
基
本
的
に
町
民
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
方
が
目
立
つ
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
は
カ
ン
ト
ル
自
身
の
言
葉
で
す
（
ス
ラ
イ
ド
12
）。「
東
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
よ
く
あ
る
小
さ
な
町
だ
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ぜ
ひ

ご
記
憶
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
こ
の
ヴ
ィ
エ
ロ
ポ
ー
レ
の
よ
う
な
町
は
た
く
さ
ん
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。「
私
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

と
シ
ナ
ゴ
ー
グ
の
落
と
す
影
の
中
で
育
っ
た
」。
つ
ま
り
両
方
の
聖
堂
が
見
え
る
生
活
空
間
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
ロ
ー
マ
教
皇

ヨ
ハ
ネ
＝
パ
ウ
ロ
二
世
と
な
っ
た
カ
ロ
ル
・
ヴ
ォ
イ
テ
ィ
ワ
（K

arol W
ojtyła, 1920 -2005

）
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
語
っ
て
い
ま
し

た
。
彼
が
ロ
ー
マ
教
皇
に
な
っ
て
最
初
に
ヴ
ァ
チ
カ
ン
で
謁
見
し
た
の
は
幼
馴
染
み
の
ユ
ダ
ヤ
人
で
し
た
。
ヴ
ォ
イ
テ
ィ
ワ
の
生
ま
れ
故

郷
、
ヴ
ァ
ト
ヴ
ィ
ー
ツ
ェ
（W

adow
ice

）
と
い
う
町
も
ま
た
ヴ
ィ
エ
ロ
ポ
ー
レ
と
同
じ
よ
う
な
構
造
で
、
同
級
生
に
ユ
ダ
ヤ
人
も
い
た

し
、
大
家
さ
ん
も
ユ
ダ
ヤ
人
だ
っ
た
。
当
時
イ
タ
リ
ア
の
新
聞
が
驚
き
を
も
っ
て
報
じ
た
の
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
に
な
っ
た
人
間
が
シ
ナ
ゴ
ー

グ
に
行
っ
て
い
た
、
こ
れ
ま
で
の
イ
タ
リ
ア
人
教
皇
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
、
第
二
次
世
界
大

戦
よ
り
も
前
、
何
百
年
に
も
わ
た
っ
て
、
か
つ
て
の
《
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
》（
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
と
リ
ト
ア
ニ
ア
大
公
国
の
連
合
国
家
）

の
領
土
に
は
ユ
ダ
ヤ
人
が
き
わ
め
て
多
か
っ
た
。
そ
こ
は
世
界
で
1
番
ユ
ダ
ヤ
系
人
口
の
多
い
地
域
だ
っ
た
の
で
、
あ
る
意
味
で
は
当
然

な
の
で
す
。
カ
ン
ト
ル
が
「
共
生
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
こ
と
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

スライド１１

スライド１２
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こ
の
写
真
は
ヴ
ィ
エ
ロ
ポ
ー
レ
教
区
司
祭
館
、
カ
ン
ト
ル
の
生
ま
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
区
司
祭
館
で
す
（
ス
ラ
イ
ド
13
）。
タ
デ
ウ

シ
ュ
・
カ
ン
ト
ル
の
お
じ
さ
ん
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
祭
で
し
た
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
舞
台
で
使
用
さ
れ
て
い
た
音
楽
に
つ
い
て
の
ご
質
問
が
多
い
の
で
、
ス
ラ
イ
ド
14
で
ご
説
明
し
て
お
き
ま
す
。

こ
れ
は
《
ワ
ル
ツ
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
》
と
い
う
、
20
世
紀
の
初
め
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
作
曲
さ
れ
た
一
種
の
流
行
歌
で
す
。
こ
の
ワ
ル
ツ
の
使
い

方
も
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
抒
情
性
と
同
時
に
舞
台
上
の
グ
ロ
テ
ス
ク
や
カ
オ
ス
な
も
の
を
極
め
て
面
白
く
、
塩
梅
よ
く
配
置
し
て
い
ま
す
。

　

ま
だ
ま
だ
、
お
話
し
た
い
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
今
日
は
こ
こ
ま
で
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
２
０
２
３
年
12
月
22
日
、
京
都
芸
術
大
学 

映
像
ホ
ー
ル
に
て
）

スライド１３

スライド１４
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京
都
芸
術
大
学 

舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、
こ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る

ほ
か
に
も
、
大
学
と
社
会
を
多
面
的
に
つ
な
ぐ
こ
と
を
目
的
に
学
内
の
二
つ
の

劇
場
、
春
秋
座
とstudio21

を
擁
す
る
京
都
芸
術
劇
場
に
お
い
て
多
彩
な
事

業
を
実
施
し
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
は
京
都
芸
術
劇
場
公
式
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト

（https ://k -pac.org /

）
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

※
特
に
記
載
し
て
い
な
い
公
演
は
京
都
芸
術
大
学 

舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー

に
よ
る
主
催
公
演

大
学
開
学
30
周
年
記
念
・
劇
場
20
周
年
記
念
公
演

高
校
演
劇
コ
ン
ク
ー
ル
近
畿
大
会
優
秀
校

第
21
回

｢

春
秋
座｣

招
待
公
演
「
演
じ
る
高
校
生
」

一
月
三
〇
日
（
日
）
一
四
時
／
於
、
春
秋
座
／
大
谷
高
等
学
校
（
大
阪
）『
な

ん
て
ま
て
き
』
作

：

水
谷
紗
良
、
高
杉
学
／
兵
庫
県
立
伊
丹
高
等
学
校
『
晴
れ

の
日
、
曇
り
通
り
雨
』
作

：

古
賀
は
な
を
／
舞
台
＝
大
野
淳
一
郎
／
照
明
＝
小

山
陽
美
／
音
響
＝
才
木
美
里
／
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
＝
井
出
亮
（
舞
台
芸
術
研
究

セ
ン
タ
ー
）
／
制
作
＝
南
伸
隆
、後
藤
孝
典
（
以
上
、舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
）

京
都
芸
術
大
学 

舞
台
芸
術

研
究
セ
ン
タ
ー 

活
動
記
録

公
演
事
業

二
〇
二
一
年
度
（
一
〜
三
月
）

／
広
報
＝
藤
井
宏
水
（
舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
）
／
宣
伝
美
術
＝
桑
原
望
（
京

都
芸
術
デ
ザ
イ
ン
専
門
学
校 

コ
ミ
ッ
ク
イ
ラ
ス
ト
コ
ー
ス
）
／
主
催
＝
近
畿

高
等
学
校
演
劇
協
議
会
、
舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
／
後
援

：

京
都
市
教
育
委

員
会
、
京
都
新
聞

大
学
開
学
30
周
年
・
劇
場
20
周
年
記
念
公
演

渡
邊
守
章
追
善
公
演 

春
秋
座
―
能
と
狂
言

二
月
六
日
（
日
）
一
四
時
半
／
於
、春
秋
座
／
演
目
＝
能
『
弱
法
師
』、狂
言
『
武

悪
』、
演
目
解
説
／
出
演
＝
演
目
解
説

：

天
野
文
雄
、
狂
言

：

野
村
万
作
（
武

悪
）、
石
田
幸
雄
（
主
）、
深
田
博
治
（
太
郎
冠
者
）、
石
田
淡
朗
（
後
見
）、
能:

観
世
銕
之
丞
（
シ
テ
）、森
常
好
（
ワ
キ
）、野
村
裕
基
（
ア
イ
）
／
竹
市
学
（
笛
）、

大
倉
源
次
郎
（
小
鼓
）、
亀
井
広
忠
（
大
鼓
）、
赤
松
禎
友
、
鵜
澤
光
（
以
上
、

後
見
）、
大
槻
文
藏
、
浦
田
保
親
、
観
世
淳
夫
、
武
富
康
之
、
齋
藤
信
輔
、
安

藤
貴
康
、
大
槻
裕
一
、
上
野
雄
介
（
以
上
、
地
謡
）
／
追
悼
ト
ー
ク
「
渡
邊
守

章
先
生
と
『
春
秋
座
―
能
と
狂
言
』」
出
演
＝
大
倉
源
次
郎
、
亀
井
広
忠
、
観

世
銕
之
丞
、
野
村
万
作
（
特
別
出
演
）、
司
会
＝
天
野
文
雄
／
詞
章
整
理
・
現

代
語
訳
・
解
説
＝
天
野
文
雄
／
照
明
デ
ザ
イ
ン
＝
服
部
基
、照
明
オ
ペ
レ
ー
タ
ー

＝
三
澤
裕
史
（
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
カ
ン
パ
ニ
ー
あ
か
り
組
）
／
舞
台
監
督
＝
小
坂

部
恵
次
／
技
術
監
督
＝
大
田
和
司
（
舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
）、
舞
台
担
当

＝
大
野
淳
一
郎
、
照
明
担
当
＝
小
山
陽
美
、
音
響
担
当
＝
才
木
美
里
、
制
作
＝

川
原
美
保
、
井
川
萌
（
以
上
、
舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
）
／
宣
伝
美
術
＝
佐

藤
博
一
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
＝
井
川
萌
／
協
力
＝
銕
仙
会
、
万
作
の
会
、
空
中
庭

園
／
助
成
＝
文
化
庁
文
化
芸
術
振
興
費
補
助
金
（
劇
場
・
音
楽
堂
等
機
能
強
化

推
進
事
業
）
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
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大
学
開
学
30
周
年
記
念 

劇
場
開
場
20
周
年
記
念
公
演

京
都
芸
術
劇
場 

春
秋
座 

芸
術
監
督
プ
ロ
グ
ラ
ム

市
川
猿
之
助 

藤
間
勘
十
郎 

春
秋
座
花
形
舞
踊
公
演

二
月
一
九
日
（
土
）
一
一
時
、
一
五
時
半
、
二
〇
日
（
日
）
一
一
時
／
於
、
春

秋
座
／
演
目
＝
乗
合
船
恵
方
万
歳
、
猿
翁
十
種
の
内
『
小
鍛
冶
』、『
扇
売
高
尾
』

／
出
演
＝
市
川
猿
之
助
、
藤
間
勘
十
郎
、
中
村
歌
昇
、
中
村
壱
太
郎
、
中
村
種

之
助
、
市
川
段
一
郎
、
市
川
翔
乃
亮
、
市
川
笑
猿
、
中
村
蝶
三
郎
、
中
村
翫
政

／
振
り
付
け
＝
藤
間
勘
十
郎
／
常
磐
津

：

常
磐
津
初
勢
太
夫
、
常
磐
津
光
勢
太

夫
、
常
磐
津
秀
三
太
夫
（
以
上
、
浄
瑠
璃
）
常
磐
津
菊
寿
郎
、
常
磐
津
都
史
、

常
磐
津
三
之
祐
（
以
上
、
三
味
線
）、
／
竹
本

：

竹
本
葵
太
夫
、
竹
本
翔
太
夫
、

竹
本
拓
太
夫
（
以
上
、
浄
瑠
璃
）
／
鶴
澤
慎
治
、
鶴
澤
公
彦
、
鶴
澤
卯
太
吉
（
以

上
、
三
味
線
）
／
藤
舎
清
鷹
、
藤
舎
悦
芳
、
中
村
寿
鶴
、
望
月
正
浩
、
望
月
左
京
、

望
月
善
行
、
藤
舎
伝
生
（
以
上
、
鳴
物
）
／
部
長
＝
田
中
傳
左
衛
門
／
狂
言
方

＝
小
西
博
之
／
附
打
＝
岡
本
章
吾
／
美
術
＝
前
田
剛
／
照
明
＝
ピ
ー
エ
ー
シ
ー

ウ
エ
ス
ト
、
篠
部
拓
／
大
道
具
＝
た
つ
た
舞
台
／
小
道
具
＝
藤
浪
小
道
具
、
奥

村
文
彦
／
衣
裳
＝
松
竹
衣
裳
、
上
松
朋
美
、
宮
川
正
明
／
ヘ
ア
メ
イ
ク
＝
國
武

剛
／
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
＝
舘
野
佳
嗣
（
舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
）
／
制
作
＝

井
出
亮
、
南
伸
隆
／
制
作
助
手
＝
後
藤
孝
典
、
後
藤
禎
稀
／
広
報
＝
藤
井
宏
水

／
制
作
協
力

：TO
M

ABU
N

E

、
井
口
絵
里
子
／
協
力

：

松
竹
株
式
会
社
／

後
援
＝
京
都
新
聞

大
学
開
学
30
周
年
・
劇
場
20
周
年
記
念
公
演 

彩
吹
真
央
＆
京
フ
ィ
ル

レ
イ
ン
ボ
ー
コ
ン
サ
ー
トin

春
秋
座 

ス
ペ
シ
ャ
ル
ゲ
ス
ト
：
佐
藤
隆
紀
（L

E
 V

E
L

V
E

T
S

）

三
月
一
二
日
（
土
）
一
四
時
半
／
於
、
春
秋
座
／
出
演
＝
彩
吹
真
央
、
佐
藤
隆

紀
（LE V

ELV
ET

S

）
／
照
明
＝
小
山
陽
美
／
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
＝
舘
野
佳
嗣

／
広
報
＝
藤
井
宏
水
／
制
作
協
力
＝
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
京
都
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
室

内
合
奏
団
、（
株
）
オ
ー
ツ
ー
、
グ
ラ
ン
ア
ー
ツ
、SL -C

om
pan

大
学
開
学
30
周
年
・
劇
場
2 0
周
年
記
念

藤
田
貴
大
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
発
表
会
『
川
を
渡
る
』

三
月
二
六
日
（
土
）
一
二
時
、
一
六
時
、
二
六
日
（
日
）
一
二
時
／
於
、
春

秋
座 

特
設
客
席
／
出
演
（
五
十
音
順
・
い
ず
れ
も
京
都
芸
術
大
学
学
生
）
＝

映
画
学
科
・
長
谷
川
七
虹
、
舞
台
芸
術
学
科
・
服
部
天
音
、
保
井
岳
太
、
森
史

佳
、
情
報
デ
ザ
イ
ン
学
科
・
濱
田
優
希
、
美
術
工
芸
学
科
・
渡
邊
菜
央
／
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
参
加
者
（
五
十
音
順
）
＝
上
田
て
る
葉
、
梅
宮
さ
お
り
、
岡
本
和

男
、
楠
海
緒
、
桒
原
弘
子
、
小
原
藍
、
駒
井
彩
乃
、
佐
藤
拓
道
、
四
方
い
ず
み
、

四
方
み
も
り
、
菅
江
慧
、
高
田
果
鈴
、
高
谷
清
代
美
、
高
柳
寛
子
、
谷
田
あ
や

子
、
都
築
武
史
、
徳
永
愛
子
、
中
田
貞
代
、
仲
野
絵
真
、
仲
野
静
真
、
長
谷
川

七
虹
、
服
部
天
音
、
濱
田
優
希
、
原
田
涼
音
、
松
井
陽
、
松
坂
か
く
、
松
下
奈

央
、
宮
本
花
鈴
、
森
史
佳
、
保
井
岳
太
、
安
田
晋
、
山
田
マ
リ
、
渡
邊
菜
央
／

舞
台
進
行
＝
小
野
琉
空
（
舞
台
芸
術
学
科
）
／
音
響
助
手
＝
松
井
莉
子
（
舞
台

芸
術
学
科
）
／
映
像
＝
召
田
実
子
（
マ
ー
ム
と
ジ
プ
シ
ー
）
／
映
像
編
集
＝
森

田
諒
／
ア
シ
ス
タ
ン
ト
＝
的
場
裕
美
（
マ
ー
ム
と
ジ
プ
シ
ー
）
／
展
示
・
宣
伝

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
＝
伊
藤
優
利
（
情
報
デ
ザ
イ
ン
学
科
）
／
展
示
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

＝
山
田
ゆ
り
（
情
報
デ
ザ
イ
ン
学
科
）
／
制
作
＝
林
香
菜
、古
閑
詩
織
（
以
上
、

マ
ー
ム
と
ジ
プ
シ
ー
）、
井
出
亮
、
後
藤
孝
典
、
ア
ー
ト
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
学
科
・

小
寺
春
翔
、
毛
利
風
香
、
舞
台
芸
術
学
科
・
高
橋
菜
々
子
、
森
史
佳
、
保
井
岳

太
、
渡
部
愛
美
／
技
術
監
督
＝
大
田
和
司
／
企
画
協
力
＝
マ
ー
ム
と
ジ
プ
シ
ー

／
助
成
＝
文
化
庁
文
化
芸
術
振
興
費
補
助
金
（
劇
場
・
音
楽
堂
等
機
能
強
化
推

進
事
業
）
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会<

琉
球
舞
踊
と
組
踊 

春
秋
座
特
別
公
演

五
月
二
二
日
（
日
）
一
四
時
／
於
、
春
秋
座
／
演
目
＝
解
説
と
お
は
な
し
（
金

城
真
次
・
国
立
劇
場
お
き
な
わ
芸
術
監
督
）、第
一
部 

琉
球
舞
踊
『
か
ぎ
や
で
風
』

『
上
り
口
説
』『
瓦
屋
』『
取
納
奉
行
』 

喜
歌
劇
『
夜
半
参
』、
第
二
部 

組
踊
『
花

売
の
縁
』（
立
方
指
導

：

宮
城
能
鳳
、地
謡
指
導

：

西
江
喜
春
）
／
出
演
＝
（
順

不
同
）
嘉
数
道
彦
、
知
念
亜
希
、
廣
山
え
り
か
、
伊
波
留
依
、
上
原
崇
弘
、
新

垣
悟
、
佐
辺
良
和
、
玉
城
匠
、
渡
名
喜
苺
英
、
富
島
花
音
、
嘉
手
苅
林
一
／
地

謡
＝
西
江
喜
春
、
花
城
英
樹
、
玉
城
和
樹
、　

大
城
貴
幸
（
以
上
、
歌
三
線
）、

宮
里
秀
明
（
箏
）、
宮
城
英
夫
（
笛
）、
川
平
賀
道
（
胡
弓
）、
比
嘉
聰
（
太
鼓
）

／
監
修
＝
金
城
真
次
、
舞
台
監
督
＝
大
浜
暢
裕
、
美
術
＝
小
波
津
朋
子
、
舞
台

＝
山
内
昭
男
、
照
明
＝
香
村
葵
、
音
響
＝
比
嘉
輝
、
字
幕
操
作
＝
比
嘉
啓
和
、

制
作
＝
城
間
留
理
子
、
入
嵩
西
諭
、
展
示
＝
茂
木
仁
史
、
下
地
優
貴
子
、
広
報

･

宣
伝
＝
金
城
夕
子
、
豊
里
美
保
、
上
原
裕
子
（
以
上
、
公
益
財
団
法
人
国
立

劇
場
お
き
な
わ
運
営
財
団
）
／
企
画
＝
田
口
章
子
（
京
都
芸
術
大
学
芸
術
学
部

教
授
）、
技
術
監
督
＝
大
田
和
司
、
春
秋
座
劇
場
管
理
＝
大
野
淳
一
郎
、
小
山

陽
美
、
寺
坂
素
直
、
宣
伝
美
術
＝
井
川
萌
、
広
報
＝
藤
井
宏
水
、
後
藤
孝
典
、

制
作
＝
川
原
美
保
、井
川
萌
／
字
幕
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
＝
藤
原
彩
加
（Zim

aku+

）

／
主
催
＝
京
都
芸
術
大
学 

舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
、
公
益
財
団
法
人
国
立

二
〇
二
二
年
度

劇
場
お
き
な
わ
運
営
財
団
／
沖
縄
県
文
化
資
源
を
活
用
し
た
沖
縄
観
光
の
魅
力

ア
ッ
プ
支
援
事
業

京
舞
と
狂
言 v

o
l.3

～
井
上
安
寿
子 v

s. 

茂
山
忠
三
郎
～

　

七
月
二
三
日
（
土
）
一
四
時
／
於
、
春
秋
座
／
演
目
＝
京
舞

：

上
方
唄
『
文

月
』、
義
太
夫
『
弓
流
し
物
語
』、
狂
言

：

『
禰
宜
山
伏
』『
那
須
語
』、
ト
ー
ク

（
茂
山
忠
三
郎
、
井
上
安
寿
子
、
聞
き
手

：

山
本
太
郎
・
ニ
ッ
ポ
ン
画
家
）
／

出
演
＝
井
上
安
寿
子
、
井
上
葉
子
（
以
上
、
京
舞
）、
茂
山
忠
三
郎
、
茂
山
良

倫
、
小
斉
平
真
路
、
岡
村
宏
懇
、
山
口
耕
道
（
以
上
、
狂
言
）
／
地
方
（
京
舞
）

＝
菊
原
智
子
、
菊
萠
文
子
、
竹
本
駒
之
助
、
竹
本
京
之
助
（
以
上
、
浄
瑠
璃
）、

鶴
澤
津
賀
寿
（
三
味
線
）、
望
月
晴
美
、
藤
舎
朱
音
、
望
月
美
沙
輔
（
以
上
、

囃
子
）
／
扇
制
作
＝
山
本
太
郎
／
「
京
舞
と
狂
言
」
春
秋
座
ク
ラ
ブ
メ
ン
バ
ー

＝
北
岡
明
子
、
今
野
菜
々
美
、
西
山
あ
ず
さ
、
野
山
愛
祈
、
三
隅
咲
希
、
森
一

樹
／TikTok

撮
影
チ
ー
ム
＝
笠
浪
萌
愛
、
新
里
小
春
、
山
野
愛
華
、
澤
井
夏
海
、

ス
ペ
シ
ャ
ル
サ
ン
ク
ス
＝
酒
井
洋
輔
／
舞
台
担
当(

京
舞)

＝
吉
田
治
、
高
橋

信
介(

以
上
、
高
橋
舞
台
装
置)

／
企
画
＝
田
口
章
子
、
制
作
＝
川
原
美
保
、

井
川
萌
、広
報
＝
藤
井
宏
水
、後
藤
孝
典
、宣
伝
美
術
＝
佐
藤
博
一
、パ
ン
フ
レ
ッ

ト
＝
井
川
萌
、
情
宣
写
真
＝
桂
秀
也
、
技
術
監
督
＝
大
田
和
司
、
照
明
デ
ザ
イ

ン
＝
小
山
陽
美
、
舞
台
担
当
＝
大
野
淳
一
郎
、
音
響
担
当
＝
寺
坂
素
直
、
舞
台

裏
管
理
＝
結
城
敏
恵
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
表
紙
イ
ラ
ス
ト
＝
今
野
菜
々
美

マ
ー
ム
と
ジ
プ
シ
ー
『c

o
c

o
o

n

』

七
月
三
〇
日(

土) 

一
八
時
、
三
一
日
（
日
）
一
三
時
／
於
、
春
秋
座
／
原
作

＝
今
日
マ
チ
子
（『cocoo

』
秋
田
書
店
）
／
作
・
演
出
＝
藤
田
貴
大
（
マ
ー

ム
と
ジ
プ
シ
ー
）
／
音
楽
＝
原
田
郁
子
／
出
演
＝
青
柳
い
づ
み
、
菊
池
明
明
、
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小
泉
ま
き
、
大
田
優
希
、
萩
原
綾
、
小
石
川
桃
子
、
佐
藤
桃
子
、
猿
渡
遥
、
須

藤
日
奈
子
、
高
田
静
流
、
中
島
有
紀
乃
、
仲
宗
根
葵
、
中
村
夏
子
、
内
田
健
司
、

尾
野
島
慎
太
朗
／
衣
装
＝suzuki takayuki

／
照
明
＝
南
香
織（LIC

H
T

-ER

）

／
音
響
＝
田
鹿
充
／
サ
ウ
ン
ド
エ
ン
ジ
ニ
ア
＝
東
岳
志
／
映
像
＝
召
田
実
子
／

ヘ
ア
メ
イ
ク
＝
池
田
慎
二
（Team

 Ikeda

）
／
舞
台
監
督
＝
森
山
香
緒
梨
、
熊

木
進
／
宣
伝
美
術
＝
川
名
潤
／
宣
伝
イ
ラ
ス
ト
＝
今
日
マ
チ
子
／
企
画
制
作
＝

合
同
会
社
マ
ー
ム
と
ジ
プ
シ
ー
／
制
作
＝
井
出
亮
、
藤
井
宏
水
／
後
援
＝
京
都

市
教
育
委
員
会

※
関
連
企
画
：
一
般
公
開
オ
ン
ラ
イ
ン
レ
ク
チ
ャ
ー
「
マ
ー
ム
と
ジ
プ
シ
ー

『c
o

c
o

o
n

』
を
つ
く
る
～
舞
台
に
立
ち
上
げ
る
」
　

七
月
一
四
日
（
木
）
一
七
時　

於
、・
オ
ン
ラ
イ
ン
／
講
師
＝
藤
田
貴
大
（
演

劇
作
家
／
マ
ー
ム
と
ジ
プ
シ
ー
主
宰
）

森
山
開
次
×
ひ
び
の
こ
づ
え
×
川
瀬
浩
介

L
IV

E
 B

O
N

E
 in

 

春
秋
座

八
月
二
一
日
（
日
）
一
四
時
／
於
、
春
秋
座
／
振
付
・
出
演
＝
森
山
開
次
／
衣

装
＝
ひ
び
の
こ
づ
え
／
音
楽
＝
川
瀬
浩
介
／
出
演
＝
安
藤
尚
之
、
柳
雄
斗
／

京
都
芸
術
大
学 

学
生
ダ
ン
サ
ー
＝
今
井
涼
平
、
榎
風
こ
と
は
、
葛
輪
夕
姫
奈
、

黄
詩　

、
佐
々
木
未
央
、
高
橋
夏
那
、
土
田
千
咲
、
等
々
力
静
香
、
中
西
眞
秀
、

服
部
天
音
、
原
田
涼
音
、
藤
井
琴
野
、
舞
台
監
督
＝
大
鹿
展
明
／
照
明
＝
櫛
田

晃
代
／
衣
装
助
手
＝
湯
本
真
由
美
（
ひ
び
の
こ
づ
え
事
務
所
）
／
制
作
協
力
＝

野
口
南
海
子
（
森
山
開
次
事
務
所
）
／
京
都
芸
術
大
学 

学
生
ス
タ
ッ
フ
／
舞

台
監
督
助
手
＝
小
野
流
空
／
音
響
助
手
＝
松
井
莉
子
／
映
像
操
作
＝
池
田
結
愛

／
衣
装
補
助
＝
池
田
真
結
、
杉
山
菜
野
、
松
浦
晃
仁
／
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
ア
シ

ス
タ
ン
ト
＝
牧
田
万
葉
／
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
像
制
作
＝
石
田
祥
太
郎
、
張

子
宜
、
三
木
温
人
／
宣
伝
美
術
＝
小
林
す
み
れ
／
制
作
＝
井
出
亮
、
藤
井
宏
水

／
制
作
助
手
＝
後
藤
禎
稀
／
広
報
＝
後
藤
孝
典
／
後
援
＝
京
都
市
教
育
委
員
会

／
助
成
＝
文
化
庁
文
化
芸
術
振
興
費
補
助
金
（
劇
場
・
音
楽
堂
等
機
能
強
化
推

進
事
業
）
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会

※
関
連
企
画
：
森
山
開
次
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ“

ダ
ン
ス
の
と
び
ら”

八
月
六
日
（
土
）
一
〇
時
半
、
七
日
（
日
）
一
〇
時
半
／
於
、
春
秋
座
／
講
師

＝
森
山
開
次
（
舞
踊
家
、
振
付
家
、
演
出
家
）

京
都
芸
術
劇
場 

春
秋
座 

芸
術
監
督
プ
ロ
グ
ラ
ム

市
川
猿
之
助 

春
秋
座 

特
別
舞
踊
公
演

九
月
二
日
（
金
）
一
一
時
、
一
五
時
半
、
三
日
（
土
）
一
一
時
、
一
五
時
半
、

四
日
（
土
）
一
一
時
／
於
、
春
秋
座
／
演
目
＝
猿
翁
十
種
の
内
『
独
楽
』『
御

目
見
得
』『
口
上
』『
戻
駕
色
相
肩
』
／
出
演
＝
市
川
猿
之
助
、
中
村
壱
太
郎
、

市
川
團
子
、
市
川
青
虎
、
市
川
段
之
、
市
川
猿
紫
、
市
川
段
一
郎
、
市
川
郁
治

郎
、
市
川
笑
猿
、
市
川
喜
介
、
市
川
三
四
助
、
市
川
右
田
六
、
中
村
光
／
振
付

＝
藤
間
勘
十
郎
／
常
磐
津

：

仲
重
太
夫
、
常
磐
津
三
代
太
夫
、
常
磐
津
松
重
太

夫
（
以
上
、
浄
瑠
璃
）、
常
磐
津
菊
寿
郎
、
常
磐
津
都
史
、
常
磐
津
三
之
祐
（
以

上
、
三
味
線
）、
／
鳴
物
＝
田
中
傳
次
郎
、
田
中
源
太
郎
、
田
中
佐
次
郎
、
中

村
寿
慶
、
藤
舎
華
生
／
部
長
＝
田
中
傳
左
衛
門
／
大
道
具
＝
た
つ
た
舞
台
／
小

道
具
＝
藤
浪
小
道
具
／
衣
裳
＝
松
竹
衣
裳
／
床
山
＝
東
京
鴨
治
床
山
、
光
峯
床

山
／
照
明
＝
篠
部
拓
、
ピ
ー
エ
ー
シ
ー
ウ
エ
ス
ト
／
舞
台
監
督
＝
井
口
祐
弘
／

附
打
＝
岡
本
章
吾
／
頭
取
＝
宮
城
純
一
／
製
作
＝
松
竹
株
式
会
社
演
劇
部 

橋

本
芳
孝
、
貞
網
仁
、
小
松
佳
徳
／
制
作
＝
井
出
亮
、
後
藤
孝
典
／
制
作
助
手
＝

後
藤
禎
稀
／
広
報
＝
藤
井
宏
水
／
製
作
＝
松
竹
株
式
会
社

 

【
記
録
映
像
配
信
】
市
川
猿
之
助 

春
秋
座 

特
別
舞
踊
公
演

有
料
配
信
期
間
＝
一
〇
月
一
四
日
（
金
）
一
七
時
〜
二
〇
日
（
木
）
／
出
演
＝

市
川
猿
之
助
、
中
村
壱
太
郎
、
市
川
團
子
、
市
川
青
虎
、
ほ
か

京
都
芸
術
劇
場 

春
秋
座 

芸
術
監
督
プ
ロ
グ
ラ
ム

９
月
「
市
川
猿
之
助
春
秋
座
特
別
舞
踊
公
演
」
関
連
企
画

第
三
回

　
ひ
と
つ
な
ぎ
の
会

九
月
四
日
（
日
）
一
五
時
／
於
、春
秋
座
／
演
目
＝
『
松
の
名
所
』『
供
奴
』『
那

須
与
一
弓
矢
誉
』『
静
と
知
盛
』『
七
福
神
』『
都
風
流
』『
山
姥
』『
藤
娘
』『
吉

原
雀
』『
独
楽
』『
連
獅
子
』
／
出
演
＝
市
川
段
一
郎
、
市
川
喜
太
郎
、
市
川
郁

治
郎
、
市
川
右
田
六
、
市
川
瀧
昇
、
市
川
三
四
助
、
市
川
笑
猿
、
市
川
翔
乃
亮
、

市
川
翔
三
、
市
川
卯
瀧
、
市
川
喜
介
、
下
村
青
、
市
瀬
秀
和
、
石
橋
正
高
、
花

ノ
本
以
津
輝
／
特
別
出
演
＝
市
川
猿
之
助
、
市
川
青
虎
／
主
催
＝
ひ
と
つ
な
ぎ

の
会
／
提
携
＝
京
都
芸
術
大
学 

舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
／
協
力
＝
松
竹
株

式
会
社

猿
翁
ア
ー
カ
イ
ブ
に
み
る
三
代
目
市
川
猿
之
助
の
世
界  

第
七

回
フ
ォ
ー
ラ
ム
〈
人
柄
〉

九
月
二
五
日
（
日
）
一
四
時
／
於
、
春
秋
座
／
ゲ
ス
ト
＝
石
川
耕
士
、
市
川
笑

三
郎
／
企
画
・
監
修
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
演
目
解
説
＝
田
口
章
子
／
映
像
＝
田
中

敏
之
（
広
報
課
）、
有
限
会
社
レ
ト
ロ
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
、
倉
田
修
次
／
制

作
＝
川
原
美
保
、
井
川
萌
、
チ
ラ
シ
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
デ
ザ
イ
ン
＝
井
川
萌
、

協
力
＝
松
竹
株
式
会
社
、
公
益
社
団
法
人
日
本
俳
優
協
会
、
株
式
会
社
キ
ノ
シ
・

オ
フ
ィ
ス

K
Y

O
T

O
 E

X
P

E
R

IM
E

N
T

 

京
都
国
際
舞
台
芸
術
祭 2

0
2

2
 

メ
ル
ツ
バ
ウ
、
バ
ラ
ー
ジ
・
パ
ン
デ
ィ
、
リ
シ
ャ
ー
ル
・
ピ
ナ
ス 

w
ith

 

志
賀
理
江
子

　B
ip

o
la

r

一
〇
月
八
日
（
土
）
一
九
時
、
九
日
（
日
）
一
九
時
／
於
、
春
秋
座
／
出
演
＝

メ
ル
ツ
バ
ウ
、
バ
ラ
ー
ジ
・
パ
ン
デ
ィ
、
リ
シ
ャ
ー
ル
・
ピ
ナ
ス
／
主
な
映
像

出
演
＝
有
村
麻
己
、
岩
間
智
紀
、
菊
池
聡
太
朗
、
工
藤
夏
海
、
栗
原
裕
介
、
齋

藤
陽
道
、
高
橋
学
、
中
村
友
紀
、
盛
山
麻
奈
美
／
映
像
制
作
・
ラ
イ
ブ
編
集
＝

志
賀
理
江
子
／
映
像
制
作
・
編
集
技
術
サ
ポ
ー
ト
＝
佐
藤
貴
宏
／
撮
影
補
助
＝

大
久
保
雅
基
、
栗
原
裕
介
、
千
葉
大
、
長
崎
由
幹
、
福
田
美
里
／
舞
台
監
督
＝

大
田
和
司
／
音
響
＝
西
川
文
章
、
深
見
北
斗
、
桐
原
ま
ど
か
／
照
明
＝
髙
田
政

義
（
Ｒ
Ｙ
Ｕ
）
／
技
術
協
力
＝
森
田
諒
／
制
作
＝
後
藤
孝
典
、
川
原
美
保
／
共

同
制
作
＝KYO

TO
 EX

PERIM
EN

T

、
京
都
芸
術
大
学 

舞
台
芸
術
研
究
セ

ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
／
共
催
＝
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流

基
金
／
主
催
＝KYO

TO
 EX

PERIM
EN

T

、
京
都
芸
術
大
学 

舞
台
芸
術
研

究
セ
ン
タ
ー

K
Y

O
T

O
 E

X
P

E
R

IM
E

N
T

 

京
都
国
際
舞
台
芸
術
祭 2

0
2

2
 

フ
ォ
ー
ス
ド
・
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト

『
も
し
も
時
間
を
移
動
で
き
た
ら
』
『
リ
ア
ル
・
マ
ジ
ッ
ク
』

『
も
し
も
時
間
を
移
動
で
き
た
ら
』 

一
月
二
〇
日
（
木
）
一
九
時
、二
二
日
（
土
）

一
四
時
／
於
、
春
秋
座 

特
設
客
席
／
新
脚
本
・
演
出
＝
テ
ィ
ム
・
エ
ッ
チ
ェ

ル
ス
／
出
演
・
コ
ラ
ボ
レ
ー
タ
ー
＝
タ
イ
ロ
ー
ン
・
ヒ
ュ
ー
ギ
ン
ズ
／
演
出
助

手
＝
ヘ
ス
タ
ー
・
チ
リ
ン
グ
ワ
ー
ス
／
照
明
デ
ザ
イ
ン
＝
ジ
ム
・
ハ
リ
ソ
ン
／

制
作
＝
ジ
ム
・
ハ
リ
ソ
ン
／
製
作
＝
テ
ィ
ム
・
エ
ッ
チ
ェ
ル
ス
、
フ
ォ
ー
ス
ド
・

エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
／
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
＝
タ
イ
ロ
ー
ン
・
ヒ
ュ
ー
ギ
ン

淯
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ズ
／
共
同
委
嘱
＝
ザ
・
ヤ
ー
ド
・
シ
ア
タ
ー
／
助
成
＝
リ
ン
カ
ー
ン
・
セ
ン
タ
ー

『
リ
ア
ル
・
マ
ジ
ッ
ク
』
一
〇
月
二
二
日
（
土
）
一
九
時
、
二
三
日
（
日
）

一
四
時
／
於
、
春
秋
座 

特
設
客
席
／
演
出
＝
テ
ィ
ム
・
エ
ッ
チ
ェ
ル
ス
／
考
案
・

出
演
＝
ジ
ェ
リ
ー
・
キ
リ
ッ
ク
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ウ
ド
ン
、
ク
レ
ア
・
マ
ー

シ
ャ
ル
／
ア
イ
デ
ア
提
供
＝
ロ
ビ
ン
・
ア
ー
サ
ー
、
キ
ャ
シ
ー
・
ナ
デ
ン
／
照

明
デ
ザ
イ
ン
＝
ジ
ム
・
ハ
リ
ソ
ン
／
美
術
＝
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ウ
ド
ン
／
制
作

＝
ジ
ム
・
ハ
リ
ソ
ン
／
音
響
技
術
＝
グ
レ
ッ
グ
・
ア
ケ
ン
ハ
ー
ス
ト
、
ダ
グ
・

カ
リ
ー
／
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
補
佐
＝
ア
ン
ナ
・
ク
ラ
ウ
ス
／
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
エ

レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
＆
サ
ウ
ン
ド
編
集
＝
ジ
ョ
ン
・
エ
イ
ヴ
リ
ー
に
よ
る
テ
ィ
ム
・

エ
ッ
チ
ェ
ル
ス ‘

G
rave’

ル
ー
プ
再
生
（
テ
レ
マ
ン
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
第
１

番 

変
ロ
長
調
」
ア
イ
シ
ャ
・
オ
ラ
ズ
バ
エ
ヴ
ァ
演
奏
よ
り
）
／
製
作
＝
フ
ォ
ー

ス
ド
・
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
／
共
同
製
作
＝PAC

T
 Zollverein Essen

、

H
AU

 H
ebbel am

 U
fer

劇
場
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ム
ゾ
ン
ト
ゥ
ル
ム
劇
場
、

Tanzquartier W
ien

、Attenborough C
entre for the C

reative Arts

、
サ

セ
ッ
ク
ス
大
学
、
ス
ポ
ル
デ
ィ
ン
グ
・
グ
レ
イ 

コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム–

オ
ン
・
ザ
・

ボ
ー
ド
、PS122 N

YC

、
ウ
ォ
ー
カ
ー
・
ア
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
、
ア
ン
デ
ィ
・

ウ
ー
ホ
ル
美
術
館
／
京
都
公
演
助
成
＝
文
化
庁
文
化
芸
術
振
興
費
補
助
金
（
国

際
芸
術
交
流
支
援
事
業
）
｜
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
、
グ
レ
イ

ト
ブ
リ
テ
ン･

サ
サ
カ
ワ
財
団
／
主
催
＝KYO

TO
 EX

PERIM
EN

T

KYO
TO

 EX
PERIM

EN
T

ス
タ
ッ
フ
／
舞
台
監
督
＝
小
林
勇
陽
／
日
本
語

字
幕
翻
訳
＝
山
田
カ
イ
ル
（
も
し
も
時
間
を
移
動
で
き
た
ら
）、辻
井
美
穂
（
リ

ア
ル
・
マ
ジ
ッ
ク
）
／
字
幕
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
＝
伊
藤
拓
也
／
制
作
＝
清
水
翼

（K
AN

K
AR

A Inc.

）
／
短
期
イ
ン
タ
ー
ン
＝
富
田
葉

立
川
志
の
輔 

独
演
会

一
一
月
五
日
（
土
）
一
五
時
、
六
日
（
日
）
一
四
時
、
七
日
（
月
）
一
八
時
／

於
、
春
秋
座
／
出
演
＝
立
川
志
の
輔
、
立
川
志
の
麿
、
立
川
志
の
大
／
五
日
『
一

目
上
が
り
』
志
の
大
、
六
日
『
牛
ほ
め
』
志
の
大
、
七
日
『
桃
太
郎
』
志
の
麿
、

五
日
―
七
日
『
ハ
ナ
コ
』『
帯
久
』
志
の
輔
／
舞
台
監
督
＝
鈴
木
政
憲
／
照
明

＝
阿
部
康
子
／
音
響
＝
枳
梖
敦
／
制
作
＝
西
須
久
子
（
シ
ノ
フ
ィ
ス
）
／
制
作

＝
井
出
亮
、
後
藤
禎
稀
／
後
援
＝
京
都
新
聞

鼓
童
ワ
ン
・
ア
ー
ス
・
ツ
ア
ー2

0
2

2

～
ミ
チ
カ
ケ

一
二
月
三
日(

土) 

一
三
時
、
四
日(

日) 

一
三
時
／
於
、
春
秋
座
／
演
出
＝

船
橋
裕
一
郎
／
音
楽
監
督
＝
住
吉
佑
太
／
出
演
者
＝
中
込
健
太
、
住
吉
佑
太
、

池
永
レ
オ
遼
太
郎
、
北
林
玲
央
、
米
山
水
木
、
小
平
一
誠
、
前
田
順
康
、
三
枝

晴
太
、
渡
辺
ち
ひ
ろ
、
小
野
田
太
陽
、
中
谷
憧
、
野
仲
純
平
、
小
川
蓮
菜
／
照

明
＝
増
子
顕
一
（S.L.S.

）
／
制
作
＝
井
出
亮
、
藤
井
宏
水
／
後
援
＝
京
都
市

教
育
委
員
会
、
京
都
新
聞
、
Ｋ
Ｂ
Ｓ
京
都
／
企
画
・
製
作
＝
北
前
船

『
「
さ
よ
う
な
ら
、
ご
成
功
を
祈
り
ま
す
」
―
―B

.R
.

ア
ン
ベ
ー

ド
カ
ル
博
士
が
１
９
３
６
年
ラ
ホ
ー
ル
市
の
カ
ー
ス
ト
撤
廃
協

会
の
招
待
に
応
じ
て
準
備
し
た
も
の
の
協
会
側
が
内
容
が
耐
え

難
い
と
判
断
し
招
待
を
撤
回
し
た
た
め
実
際
に
は
読
み
上
げ
ら

れ
な
か
っ
た
演
説
『
カ
ー
ス
ト
の
絶
滅
』
へ
の
応
答
』

一
二
月
一
〇
日
（
土
）
一
五
時
、
一
一
日
（
日
）
一
五
時
／
於
、
春
秋
座
／
共

同
演
出
・
構
成
＝
シ
ャ
ン
カ
ル
・
ヴ
ェ
ン
カ
テ
ー
シ
ュ
ワ
ラ
ン
、
和
田
な
が
ら

／
出
演
＝
ア
ニ
ル
ド
ゥ
・
ナ
ー
ヤ
ル
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
・
ニ
ー
ナ
サ
ム
、
武
田
暁

／
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ク
＝
森
山
直
人
／
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
＝
鶴
留
聡
子
、
川
原
美

保
／
舞
台
監
督
＝
大
田
和
司
／
照
明
＝
葛
西
健
一
／
音
響
・
サ
ウ
ン
ド
デ
ザ
イ

ン
＝
甲
田
徹
、滝
口
翔
／
字
幕
翻
訳
・
操
作
＝
鶴
留
聡
子
／
プ
ロ
セ
ス
オ
ブ
ザ
ー

バ
ー
＝
柴
田
隆
子
／
制
作
・
広
報
＝
藤
井
宏
水
、
制
作
助
手
＝
井
川
萌
／
春
秋

座
劇
場
管
理
＝
大
野
淳
一
郎
、
小
山
陽
美
、
寺
坂
素
直
、
舞
台
裏
管
理
＝
結
城

敏
恵
／
企
画
協
力
＝
山
田
せ
つ
子
／
出
典
＝
『
カ
ー
ス
ト
の
絶
滅
』（B.R

.

ア

ン
ベ
ー
ド
カ
ル
著
、
山
崎
元
一
・
吉
村
玲
子
訳
、
１
９
９
４
年
、
明
石
書
店
）

／
ポ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
ト
ー
ク

：

一
〇
日
出
演
＝ 

シ
ャ
ン
カ
ル
・
ヴ
ェ

ン
カ
テ
ー
シ
ュ
ワ
ラ
ン
、
和
田
な
が
ら
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
・
ニ
ー
ナ
サ
ム
、
司
会

＝
川
原
美
保
、
一
一
日
出
演
＝
シ
ャ
ン
カ
ル
・
ヴ
ェ
ン
カ
テ
ー
シ
ュ
ワ
ラ
ン
、

和
田
な
が
ら
、
武
田
暁
、
ア
ニ
ル
ド
ゥ
・
ナ
ー
ヤ
ル
、
司
会
＝
森
山
直
人
、
通

訳
＝
辻
井
美
穂
（
両
日
と
も
）
／
共
催
＝
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
／
共

同
制
作
＝
京
都
芸
術
大
学 

舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
際

交
流
基
金
／
広
報
協
力
＝KYO

TO
 EX

PERIM
EN

T

高
校
演
劇
コ
ン
ク
ー
ル
近
畿
大
会
優
秀
校

第
22
回
「
春
秋
座
」
招
待
公
演

「
演
じ
る
高
校
生
」

一
月
二
九
日
（
月
）
一
四
時
／
於
、
春
秋
座
／
出
演
・
演
目
＝
滝
川
第
二
高
等

学
校
（
兵
庫
）『
リ
セ
マ
達
』
作

：

い
ぐ
り
ん
と
そ
の
仲
間
達
／
大
阪
府
立
岸

和
田
高
等
学
校
『
オ
ド
リ
・
バ
リ
デ
・
ジ
ュ
ー
』
作

：

鈴
木
研
太
（
補
作

：

井

原
一
葉
）
／
舞
台
＝
大
野
淳
一
郎
／
照
明
＝
小
山
陽
美
／
音
響
＝
寺
坂
素
直
／

プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
＝
井
出
亮
／
制
作
＝
後
藤
孝
典
／
制
作
助
手
＝
出
尾
美
貴
、

平
川
博
理
（
以
上
、舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
）
／
宣
伝
美
術
＝
小
谷
涼
奈
（
京

都
芸
術
デ
ザ
イ
ン
専
門
学
校 

コ
ミ
ッ
ク
イ
ラ
ス
ト
コ
ー
ス
）
／
主
催
＝
近
畿

高
等
学
校
演
劇
協
議
会
、
京
都
芸
術
大
学 

舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
／
後
援

＝
京
都
市
教
育
委
員
会
、
京
都
新
聞

渡
邊
守
章
記
念 

春
秋
座
―
能
と
狂
言

二
月
四
日
（
土
）
一
四
時
／
於
、
春
秋
座
／
演
目
＝
能
『
隅
田
川
』、
狂
言
『
花

盗
人
』、
プ
レ
ト
ー
ク
／
出
演
＝
プ
レ
ト
ー
ク

：

片
山
九
郎
右
衛
門
、
天
野
文

雄
、狂
言

：

野
村
万
作
（
シ
テ
）、野
村
萬
斎
（
ア
ド
）、中
村
修
一
（
後
見
）、能:

観
世
銕
之
丞
（
シ
テ
）、安
藤
継
之
助
（
子
方
）、森
常
好
（
ワ
キ
）、舘
田
善
博
（
ワ

キ
ヅ
レ
）、
青
木
道
喜
、
安
藤
貴
康
（
以
上
、
後
見
）、
竹
市
学
（
笛
）、
大
倉

源
次
郎
（
小
鼓
）、
亀
井
広
忠
（
大
鼓
）、
片
山
九
郎
右
衛
門
、
味
方
玄
、
浦
田

保
親
、
片
山
伸
吾
、
橋
本
光
史
、
観
世
淳
夫
、
深
野
貴
彦
、
橋
本
忠
樹
（
以
上
、

地
謡
）
／
詞
章
整
理
・
現
代
語
訳
・
解
説
＝
天
野
文
雄
／
照
明
デ
ザ
イ
ン
＝
服

部
基
、
照
明
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
＝
三
澤
裕
史
（
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
カ
ン
パ
ニ
ー
あ
か

り
組
）
／
舞
台
監
督
＝
小
坂
部
恵
次
／
技
術
監
督
＝
大
田
和
司
、
舞
台
担
当
＝

大
野
淳
一
郎
、
照
明
担
当
＝
小
山
陽
美
、
音
響
担
当
＝
寺
坂
素
直
、
制
作
＝
川

原
美
保
、
井
川
萌
／
宣
伝
美
術
＝
佐
藤
博
一
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
＝
井
川
萌
／
協

力
＝
銕
仙
会
、
万
作
の
会

劇
作
家
・
松
原
俊
太
郎
「
草
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
『
イ
ン
ポ
ッ
シ
ブ
ル
・
ギ
ャ
グ
』

※
公
演
中
止

京
都
芸
術
劇
場 

春
秋
座 

芸
術
監
督
プ
ロ
グ
ラ
ム

猿
之
助
と
愉
快
な
仲
間
た
ち 

第
３
回
公
演

ナ
ミ
ダ
ド
ロ
ッ
プ
ス

三
月
一
九
日
（
日
）
一
一
時
、
一
五
時
半
／
於
、
春
秋
座
／
原
作
＝
鶴
屋
南
北

『
金
幣
猿
島
郡
』、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ー
ゴ
ー
『
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
・
ド
・
パ
リ
』
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／
脚
本
＝
藤
倉
梓
／
演
出
＝
市
川
青
虎
／
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
＝
市
川
猿
之
助

／
音
楽
＝
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ａ
／
出
演
（
五
十
音
順
）
＝
穴
井
豪
、
石
橋
正
次
、
石
橋
正

高
、
市
川
郁
治
郎
、
市
川
猿
之
助
、
市
川
喜
介
、
市
川
笑
猿
、
市
川
翔
三
、
市

川
翔
乃
亮
、
市
川
段
之
、
市
川
段
一
郎
、
市
川
三
四
助
、
市
瀬
秀
和
、
嘉
島
典

俊
、
下
川
真
矢
、
下
村
青
、
大
知
、
立
和
名
真
大
、
松
原
海
児
、
松
雪
泰
子
／

京
都
公
演
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
出
演
＝
等
々
力
静
香
、
中
島
優
佳
、
西
澤
秀
朗
、
森

史
佳
、
山
本
霞
（
京
都
芸
術
大
学
舞
台
芸
術
学
科
学
生
）
／
美
術
＝
尾
谷
由
衣

／
照
明
＝
須
賀
智
己
／
音
響
＝
藤
本
和
憲
／
衣
裳
デ
ザ
イ
ン
＝
杉
山
菜
野
（
京

都
芸
術
大
学
舞
台
芸
術
学
科
）
／
衣
裳
製
作
＝
杉
山
菜
野
／
伊
藤
万
由
子
／
西

川
葵
／
川
田
桃
寧
（
京
都
芸
術
大
学
舞
台
芸
術
学
科
）
／
振
付
・
ス
テ
ー
ジ
ン

グ
＝
穴
井
豪
／
ア
ク
シ
ョ
ン
＝
下
川
真
矢
／
ヘ
ア
メ
イ
ク
＝K

enichi

／
演
出

助
手
＝
大
川
亜
耶
、
大
知
／
照
明
操
作
＝
（
株
）
ピ
ー
エ
ー
シ
ー
ウ
エ
ス
ト
／

舞
台
監
督
＝
井
口
祐
弘
／
演
出
部
＝
鈴
木
剛
史
、
角
田
貴
司
／
大
道
具
製
作
＝

歌
舞
伎
座
舞
台
株
式
会
社
／
衣
裳
協
力
＝
京
都
芸
術
大
学
／
小
道
具
協
力
＝

藤
浪
小
道
具
株
式
会
社
／
大
道
具
協
力
＝
株
式
会
社
リ
ア
ル
ス
テ
ー
ジ
／
運

搬
＝
歌
舞
伎
座
舞
台
株
式
会
社
、
株
式
会
社
マ
イ
ド
／
宣
伝
美
術
・
撮
影
＝

ス
ー
パ
ー
ス
タ
ジ
オ
／
企
画
＝
猿
之
助
と
愉
快
な
仲
間
た
ち
／
制
作
＝
（
株
）

W
IST

ERIEN
C

E

／
制
作
協
力
＝
韻
夏

第
73
回 

京
お
ど
り in

 

春
秋
座

四
月
一
日
（
土
）
〜
九
日
（
日
）
一
二
時
半
、
一
四
時
二
〇
分
、
一
六
時
一
〇

分
／
於
、
春
秋
座
／
主
催
＝
宮
川
町
お
茶
屋
組
合
・
学
校
法
人 

東
山
女
子
学

園
／
協
力
＝
学
校
法
人
瓜
生
山
学
園 

京
都
芸
術
大
学

立
川
志
の
輔 

独
演
会

五
月
一
二
日
（
金
）
一
八
時
、
一
三
日
（
土
）
一
六
時
、
一
四
日
（
日
）
一
三

時
／
於
、
春
秋
座
／
出
演
＝
立
川
志
の
輔
、
立
川
志
の
麿
／
一
二
日
（
金
）『
狸

賽
』
志
の
麿
、
一
三
日
（
土
）
一
四
日
（
日
）『
真
田
小
僧
』
志
の
麿
、
一
二

日
（
金
）
〜
一
四
日
（
日
）『
た
け
の
こ
』『
ね
ず
み
』
志
の
輔
／
舞
台
監
督
＝

鈴
木
政
憲
／
照
明
＝
阿
部
康
子
／
音
響
＝
枳
梖
敦
／
制
作
＝
西
須
久
子
（
シ
ノ

フ
ィ
ス
）
／
制
作
＝
井
出
亮
、
出
尾
美
貴
／
後
援
＝
京
都
新
聞

イ
ン
バ
ル
・
ピ
ン
ト
『
リ
ビ
ン
グ
ル
ー
ム
』

　

五
月
二
六
日
（
金
）
一
九
時
、 

二
七
日
（
土
）
一
四
時
／
於
、
春
秋
座
特
設
客

席
／
振
付
・
衣
装
・
舞
台
美
術
・
壁
紙
デ
ザ
イ
ン
＝
イ
ン
バ
ル
・
ピ
ン
ト
／
出

演
＝
モ
ラ
ン
・
ミ
ュ
ラ
ー
、
イ
タ
マ
ー
ル
・
セ
ル
ッ
シ
／
オ
リ
ジ
ナ
ル
楽
曲
＝

マ
ヤ
・
ベ
ル
シ
ツ
マ
ン
／
照
明
デ
ザ
イ
ン
＝
タ
マ
ル
・
オ
ー
ル
／
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
＝
ダ
ニ
エ
ラ
・
ボ
コ
ー
ル
／
特
殊
小
道
具
＝
ニ
ル
・
ゼ
イ
リ
／
衣
裳
ア
シ
ス

タ
ン
ト
＝
リ
ナ
ッ
ト
・
ア
ハ
ロ
ン
ソ
ン
／
リ
ハ
ー
サ
ル
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
＝
デ
ィ

ナ
・
ズ
ィ
ヴ
／
舞
台
写
真
＝
ミ
カ
ル
・
シ
ェ
ル
ビ
ン
、
ダ
ニ
エ
ル
・
チ
チ
ク
／

テ
ク
ニ
カ
ル
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
＝
ボ
ア
ズ
・
ベ
ジ
ャ
・
ギ
ラ
ッ
ド
／
ス
テ
ー
ジ

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
＝
ネ
タ
・
ア
ミ
ッ
ト
・
モ
ル
ー
／
ポ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
ト
ー

二
〇
二
三
年
度

ク
（
両
日
）
出
演
＝
イ
ン
バ
ル
・
ピ
ン
ト
、
聞
き
手
＝
川
原
美
保
／
技
術
監
督

＝
大
田
和
司
、
舞
台
管
理
＝
大
野
淳
一
郎
、
照
明
管
理
＝
小
山
陽
美
、
音
響
管

理
＝
寺
坂
素
直
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
調
整
＝
佐
井
優
臣
、
舞
台
裏
管
理
＝
結
城

敏
恵
、
制
作
＝
川
原
美
保
、
井
川
萌
／
宣
伝
美
術
＝
外
山
央
、
衣
裳
管
理
＝
川

田
桃
寧
、
技
術
通
訳
＝
塚
本
玲
奈
、
ト
ー
ク
通
訳
＝
辻
井
美
穂
／
後
援
＝
イ
ス

ラ
エ
ル
大
使
館
、
協
力
＝
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー

追
悼
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
坂
本
龍
一
の
京
都
」

六
月
一
八
日
（
日
）
一
四
時
／
於
、
春
秋
座
／
出
演
＝
浅
田
彰
、
高
谷
史
郎
／

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
＝
岡
田
暁
生
、
岡
田
加
津
子
、
嘉
戸
浩
、
ウ
ス
ビ
・
サ
コ
、

仲
西
祐
介
、
名
和
晃
平
、
原
摩
利
彦
、
ル
シ
ー
ル
・
レ
イ
ボ
ー
ズ
／
司
会
＝
小

崎
哲
哉
／
主
催
＝
Ｉ
Ｃ
Ａ
京
都
＋
舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
／
企
画
協
力
＝

K
ab Inc. / K

AB Am
erica Inc.

シ
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
公
演
『
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
』

七
月
八
日
（
土
）
一
四
時
、
七
月
九
日
（
日
）
一
四
時
／
於
、
春
秋
座
／
作
＝

イ
ン
グ
マ
ー
ル
・
ベ
ル
イ
マ
ン
／
演
出
＝
藤
田
俊
太
郎
／
翻
訳
＝
肥
田
光
久
／

出
演
＝
大
竹
し
の
ぶ
／
美
術
＝
松
井
る
み
／
照
明
＝
日
下
靖
順
／
音
響
＝
加
藤

温
／
衣
装
＝
前
田
文
子
／
舞
台
監
督
＝
福
澤
諭
志
／
ス
テ
ー
ジ
ン
グ
＝
小
野
寺

修
二
／
ヘ
ア
メ
イ
ク
＝
佐
藤
裕
子
／
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
＝
北
村
明
子

※ 

関
連
企
画

：

イ
ン
グ
マ
ー
ル
・
ベ
ル
イ
マ
ン
作
『
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
』
京
都

公
演
記
念
『
鏡
の
中
の
女
』
特
別
上
映
＠
出
町
座　

六
月
二
三
日
（
金
）
〜
二
九
日
（
木
）
一
六
時
二
〇
分　

一
週
間
限
定
上
映
／

於
、
出
町
座
／
六
月
二
六
日
（
月
）
上
映
後
、
ア
フ
タ
ー
ト
ー
ク
／
出
演
＝
藤

田
俊
太
郎
（
演
出
家
、『
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
』
演
出
）

鼓
童
「
い
の
ち
も
や
し
て
」

七
月
一
五
日(

土) 

一
三
時
、
一
六
日(

日) 

一
三
時
／
於
、
春
秋
座
／
演
出

＝
池
永
レ
オ
遼
太
郎
／
出
演
者
＝
中
込
健
太
、
小
松
崎
正
吾
、
住
吉
佑
太
、
三

浦
康
暉
、
米
山
水
木
、
前
田
順
康
、
三
枝
晴
太
、
平
田
裕
貴
、
定
成
啓
、
新
山

萌
、
廣
嵜
一
馬
、
小
川
蓮
菜
／
照
明
＝
増
子
顕
一
（S.L.S.

）
／
制
作
＝
藤
井

宏
水
／
後
援
＝
京
都
市
教
育
委
員
会
、
京
都
新
聞
／
企
画
・
製
作
＝
北
前
船

猿
翁
ア
ー
カ
イ
ブ
に
み
る
三
代
目
市
川
猿
之
助
の
世
界

第
八
回
フ
ォ
ー
ラ
ム

　
三
代
目
猿
之
助
の
〈
離
見
の
見
〉

　

九
月
二
三
日
（
土
・
祝
）
一
四
時
／
於
、
春
秋
座
／
ゲ
ス
ト
＝
石
川
耕
士
、
岡

崎
哲
也
／
企
画
・
監
修
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
演
目
解
説
＝
田
口
章
子
／
映
像
＝
田

中
敏
之
（
広
報
課
）、
有
限
会
社
レ
ト
ロ
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
、
倉
田
修
次
／

制
作
＝
川
原
美
保
、
井
川
萌
、
チ
ラ
シ
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
デ
ザ
イ
ン
＝
井
川
萌
、

協
力
＝
松
竹
株
式
会
社
、
公
益
社
団
法
人
日
本
俳
優
協
会
、
株
式
会
社
キ
ノ
シ
・

オ
フ
ィ
ス

演
芸
写
真
家 

橘
蓮
二
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス

『
春
風
亭
一
之
輔
×
桂
二
葉 

二
人
会
』

九
月
二
九
日
（
金
）
一
九
時
／
於
、春
秋
座
／
以
下
、／
出
演
＝
春
風
亭
一
之
輔
、

桂
二
葉
／
照
明
＝
小
山
陽
美
／
音
響
＝
寺
坂
素
直
／
舞
台
監
督
＝
大
野
淳
一
郎

／
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
＝
橘
蓮
二
／
制
作
＝
吉
田
和
睦
、
井
出
亮
、
後
藤
禎
稀

※ 

関
連
企
画
：
特
別
講
座
『
落
語
の
江
戸
と
上
方
』　

九
月
二
九
日
（
金
）

一
一
時
／
於
、
春
秋
座 

ホ
ワ
イ
エ
／
講
師
＝
宮
信
明
（
京
都
芸
術
大
学
芸
術

教
養
学
科
・
准
教
授
）
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※ 

関
連
企
画
：
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト

「
『
創
造
す
る
こ
と
』
～
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
表
現
と
は
」 

九
月
二
九
日
（
金
）
一
五
時
半
／
於
、
春
秋
座 

ホ
ワ
イ
エ
／
出
演
＝
桂
二
葉
、

橘
蓮
二
／
司
会
＝
安
藤
善
隆
（
舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
）

K
Y

O
T

O
 E

X
P

E
R

IM
E

N
T

 

京
都
国
際
舞
台
芸
術
祭 2

0
2

3

マ
リ
ア
ー
ノ
・
ペ
ン
ソ
ッ
テ
ィ /

 G
ru

p
o

 M
a

re
a

L
O

S
 A

Ñ
O

S

（
歳
月
）

一
〇
月
二
一
日
（
土
）
一
四
時
、
二
二
日
（
日
）
一
三
時
／
於
、
春
秋
座
／
テ

キ
ス
ト
・
演
出
＝
マ
リ
ア
ー
ノ
・
ペ
ン
ソ
ッ
テ
ィ
／
出
演
＝
マ
ル
セ
ロ
・
ス
ビ

オ
ッ
ト
、
マ
ラ
・
べ
ス
テ
リ
、
バ
ル
バ
ラ
・
マ
ソ
ー
、
パ
コ
・
ゴ
リ
ス
、
ジ
ュ

リ
ア
ン
・
ケ
ッ
ク
／
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
＝
デ
ィ
エ
ゴ
・
バ
イ
ナ
ー
／
美
術
・
衣

装
デ
ザ
イ
ン
＝
マ
リ
ア
ナ
・
テ
ィ
ラ
ン
テ
／
音
楽
＝
デ
ィ
エ
ゴ
・
バ
イ
ナ
ー
／

ア
ー
テ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
＝
フ
ロ
レ
ン
シ
ア
・
ヴ
ァ
ッ
サ
ー

／
照
明
＝
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
セ
ル
デ
ス
／
映
像
＝
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ボ
リ
ー
ニ
／

サ
ウ
ン
ド
エ
ン
ジ
ニ
ア
＝
エ
ル
ネ
ス
ト
・
フ
ァ
ラ
／
舞
台
ア
シ
ス
タ
ン
ト
＝

フ
ァ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
レ
ア
ト
／
大
道
具
＝
ゴ
ン
サ
ロ
・
コ
ル
ド
バ
・
エ

ス
テ
ベ
ス
／
照
明
操
作
＝
フ
ァ
ク
ン
ド
・
ダ
ビ
ド
／
音
響
操
作
＝
ガ
ブ
リ
エ
ル
・

ブ
ッ
ソ
／
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ク
＝
ア
ル
ヨ
ッ
シ
ャ
・
ベ
グ
リ
ッ
ヒ
／
ド
ラ
マ
ト
ゥ

ル
ク
（
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
・
カ
ン
マ
ー
シ
ュ
ピ
ー
レ
）
＝
マ
ル
テ
ィ
ン
・
バ
ル
デ
ス

＝
ス
タ
ウ
バ
ー
／
共
同
製
作
＝
ル
ー
ル
・
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
・

カ
ン
マ
ー
シ
ュ
ピ
ー
レ
、H

AU
 H

ebbel am
 U

fer

劇
場
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・

ム
ゾ
ン
ト
ゥ
ル
ム
劇
場
、
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
市
シ
ア
タ
ー
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク

ス
／
助
成
＝
ゲ
ー
テ
・
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ー
ト
／
舞
台
監
督
＝
夏
目
雅
也
／
音

響
＝
大
久
保
歩
（
Ｋ
Ｗ
Ａ
Ｔ
）
／
照
明
＝
葭
田
野
浩
介
（
Ｒ
Ｙ
Ｕ
）
／
映
像
技

術
＝
福
岡
想
、
大
納
奈
々
果
、
佐
井
優
臣
（
舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
）
／
衣

裳
管
理
＝
清
川
敦
子
／
日
本
語
字
幕
翻
訳
＝
岡
本
淳
子
（
大
阪
大
学
大
学
院
人

文
学
研
究
科
外
国
学
専
攻
准
教
授
）
／
字
幕
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
＝
ア
ル
グ
メ
ド
・

メ
ン
ド
サ
・
ア
ナ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
／
制
作
＝
後
藤
孝
典
、
藤
井
宏
水
／
京

都
公
演
助
成
＝
文
化
庁
文
化
芸
術
振
興
費
補
助
金
（
舞
台
芸
術
等
総
合
支
援
事

業
（
国
際
芸
術
交
流
支
援
））、
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
／
特
別

協
力
＝
ゲ
ー
テ
・
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ー
ト
大
阪
・
京
都
／
後
援
＝
ア
ル
ゼ
ン
チ

ン
共
和
国
大
使
館
／
主
催
＝KYO

TO
 EX

PERIM
EN

T

、
京
都
芸
術
大
学 

舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー

太
陽
劇
団
『
１
７
８
９
』

上
映 

＆
ア
リ
ア
ー
ヌ
・
ム
ヌ
ー
シ
ュ
キ
ン
と
の
ト
ー
ク

　

一
〇
月
二
九
日
（
日
）
一
三
時
／
於
、
春
秋
座
／
映
像
上
映
『
１
７
８
９
』

（
一
九
七
四
年
）
／
監
督
＝
ア
リ
ア
ー
ヌ
・
ム
ヌ
ー
シ
ュ
キ
ン
／
字
幕
翻
訳

＝
田
ノ
口
誠
悟
／
ト
ー
ク
＝
ア
リ
ア
ー
ヌ
・
ム
ヌ
ー
シ
ュ
キ
ン
、
聞
き
手

：

相
馬
千
秋
、
通
訳
＝
片
岡
文
子
／
主
催=

京
都
芸
術
大
学 

舞
台
芸
術
研
究

セ
ン
タ
ー
、
ロ
ー
ム
シ
ア
タ
ー
京
都
（
公
益
財
団
法
人
京
都
市
音
楽
芸
術

文
化
振
興
財
団
）
／
特
別
協
賛
＝
公
益
財
団
法
人
稲
盛
財
団
／KYO

TO
 

EX
PERIM

EN
T

提
携
プ
ロ
グ
ラ
ム

木
ノ
下
歌
舞
伎
『
勧
進
帳
』

一
一
月
四
日
（
土
）
十
四
時
、
一
九
時
／
五
日
（
日
）
一
四
時
／
於
、
春
秋
座 

特
設
客
席
／
監
修
・
補
綴
＝
木
ノ
下
裕
一
／
演
出
・
美
術
＝
杉
原
邦
生
／
出
演

＝
リ
ー
５
世
、
坂
口
涼
太
郎
、
高
山
の
え
み
、
岡
野
康
弘
、
亀
島
一
徳
、
重
岡
漠
、

大
柿
友
哉
／
音
楽
＝Taichi K

aneko

／
照
明
＝
髙
田
政
義
／
音
響
＝
星
野
大

輔
／
衣
装
＝
岡
村
春
輝
／
振
付
＝
北
尾
亘
／
演
出
助
手
＝
鈴
木
美
波
／
舞
台
監

督
＝
大
鹿
展
明
、
斎
藤
亮
介
／
ラ
ッ
プ
指
導
＝
板
橋
駿
谷
／
歌
唱
指
導
＝
都
乃

／
鳴
物
指
導
＝
田
中
傳
一
郎
／
振
付
ア
シ
ス
タ
ン
ト
＝
米
田
沙
織
／
照
明
操
作

＝
吉
嗣
敬
介
、
長
坂
有
紗
／
音
響
操
作
＝
今
里
愛
／
衣
裳
部
＝
亀
井
美
緒
／
大

道
具
＝
俳
優
座
劇
場
（
大
橋
哲
雄
）
／
運
搬
＝
植
松
ラ
イ
ン
（
西
村
春
美
）
／

リ
ア
ル
タ
イ
ム
音
声
ガ
イ
ド
ナ
レ
ー
タ
ー
＝
持
丸
あ
い
／
タ
ブ
レ
ッ
ト
字
幕
・

音
声
ガ
イ
ド
操
作
＝
佐
川
芽
生
、 

高
橋
さ
お
り
、
上
床
隆
大
／
鑑
賞
サ
ポ
ー
ト

＝
多
田
和
代
（
東
京
芸
術
劇
場
）
／
宣
伝
美
術
＝
外
山
央
／
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
＝
グ
ル
ー
プ
エ
コ
ー
、 

キ
ュ
ー
ブ
、
レ
ト
ル
、
吉
住
モ
ー
タ
ー
ス

／
文
芸
部
＝
稲
垣
貴
俊
／
制
作
進
行
＝
本
郷
麻
衣
、
清
水
翼
、
武
田
知
也
／
プ

ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
＝
内
藤
美
奈
子
（
東
京
芸
術
劇
場
）、 

木
ノ
下
裕
一
（
木
ノ
下

歌
舞
伎
）
／
制
作
＝
橋
本
奈
々
美
（
東
京
芸
術
劇
場
）
／
協
力
＝
Ｋ
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｏ
、

ゴ
ー
チ
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
、Baobab

、PAPALU
W

A

、
岩
澤
哲
野
／
照
明
協
力

＝
Ｒ
Ｙ
Ｕ
／
音
響
協
力
＝
Ｋ
Ａ
Ａ
Ｔ
神
奈
川
芸
術
劇
場
、
シ
ュ
ガ
ー
サ
ウ
ン
ド

／
鑑
賞
サ
ポ
ー
ト
協
力
＝
イ
ヤ
ホ
ン
ガ
イ
ド
／
制
作
協
力
＝
一
般
社
団
法
人
ベ

ン
チ
／
企
画
制
作
＝
東
京
芸
術
劇
場
、
木
ノ
下
歌
舞
伎
・
一
般
社
団
法
人
樹
来

舎
／
制
作
＝
井
出
亮
、
井
川
萌
、
芝
田
江
梨
（
舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
）

マ
ー
ム
と
ジ
プ
シ
ー
藤
田
貴
大
「
地
図
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」

一
二
月
二
日
（
土
）
一
三
時
／
京
都
芸
術
大
学
天
心
館
教
室
／
講
師

：

藤
田
貴

大
（
演
劇
作
家
・
マ
ー
ム
と
ジ
プ
シ
ー
主
宰
）

Ｋ
Ａ
Ａ
Ｔ
神
奈
川
芸
術
劇
場
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス

『
Ｓ
Ｈ
Ｅ
Ｌ
Ｌ
』

一
二
月
九
日(

土) 

一
五
時
、
一
〇
日(

日) 

一
三
時
開
演
／
於
、
春
秋
座
／

作
＝
倉
持
裕
／
演
出
＝
杉
原
邦
生
／
音
楽
＝
原
口
沙
輔
／
出
演
＝
石
井
杏
奈
、

秋
田
汐
梨
、
石
川
雷
蔵
、
水
島
麻
理
奈
、
成
海
花
音
、
北
川
雅
、
上
杉
柚
葉
、

キ
ク
チ
カ
ン
キ
、
香
月
彩
里
、
近
藤
頌
利
、
笠
島
智
、
原
扶
貴
子
、
岡
田
義
徳
、

藍
実
成
、
秋
山
遊
楽
、
植
村
理
乃
、
小
熊
綸
、
木
村
和
磨
、
古
賀
雄
大
、
出
口

稚
子
、
中
沢
凜
之
介
、
中
嶋
千
歩
、
浜
崎
香
帆
／
舞
台
美
術
＝
佐
々
木
文
美
／

照
明
＝
吉
本
有
輝
子
／
音
響
＝
稲
住
祐
平
／
衣
裳
＝
丁
瑩
／
ヘ
ア
メ
イ
ク
＝
国

府
田
圭
／
振
付
＝
北
川
結
、
仁
科
幸
／
演
出
助
手
＝
日
置
浩
輔
／
舞
台
監
督
＝

藤
田
有
紀
彦
／
制
作
進
行
＝ycom

ent

／
宣
伝
イ
ラ
ス
ト
＝
藍
に
い
な
／
宣

伝
美
術
＝
デ
ザ
イ
ン
太
陽
と
雲
／
宣
伝
写
真
＝
北
岡
稔
章
／
宣
伝
衣
装
＝
野
崎

菜
々
美
／
宣
伝
ヘ
ア
メ
イ
ク
＝
伏
屋
陽
子
（ESPER

）
／
Ｋ
Ａ
Ａ
Ｔ
神
奈
川

芸
術
劇
場 

劇
場
広
報
ア
ー
ト
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
＝
吉
岡
秀
典
／
Ｋ
Ａ
Ａ
Ｔ
神

奈
川
芸
術
劇
場 

芸
術
監
督
＝
長
塚
圭
史
／
制
作
＝
井
出
亮
、
藤
井
宏
水
／
後

援
＝
京
都
市
教
育
委
員
会
／
企
画
制
作
＝
Ｋ
Ａ
Ａ
Ｔ
神
奈
川
芸
術
劇
場

高
校
演
劇
コ
ン
ク
ー
ル
近
畿
大
会
優
秀
校

第
23
回
「
春
秋
座
」
招
待
公
演

「
演
じ
る
高
校
生
」

一
月
二
八
日
（
日
）
一
四
時
開
演
／
於
、
春
秋
座
／
出
演
・
演
目
＝
神
戸
常
盤

女
子
高
等
学
校
「
６
５
３

－

０
８
２
４
」
作

：

（
有
）
山
ヤ
百
貨
店
／
滝
川
第

二
高
等
学
校
「
風
は
西
か
ら
」
作

：

い
ぐ
り
ん
と
そ
の
仲
間
た
ち
（
生
徒
顧
問

創
作
）
／
舞
台
＝
大
野
淳
一
郎
／
照
明
＝
小
山
陽
美
／
音
響
＝
寺
坂
素
直
／
プ

ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
＝
井
出
亮
／
制
作
＝
後
藤
孝
典
／
制
作
助
手
＝
後
藤
禎
稀
、
平

川
博
理
／
宣
伝
美
術
＝
村
上
華
保
（
京
都
芸
術
デ
ザ
イ
ン
専
門
学
校 

コ
ミ
ッ

ク
イ
ラ
ス
ト
コ
ー
ス
）
／
主
催

：

近
畿
高
等
学
校
演
劇
協
議
会
、
京
都
芸
術
大

学 

舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
／
後
援

：

京
都
市
教
育
委
員
会
、
京
都
新
聞
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渡
邊
守
章
記
念 

春
秋
座
―
能
と
狂
言

二
月
三
日(

土) 

一
四
時
／
於
、
春
秋
座
／
演
目
＝
能
『
卒
都
婆
小
町 

一
度

之
次
第
』、
狂
言
『
隠
狸
』、
プ
レ
ト
ー
ク
／
出
演
＝
プ
レ
ト
ー
ク

：

片
山
九
郎

右
衛
門
、き
た
ま
り
、川
原
美
保
、狂
言

：

野
村
万
作
（
シ
テ
）、野
村
萬
斎
（
ア

ド
）、
能
：
観
世
銕
之
丞
（
シ
テ
）、
宝
生
常
三
（
ワ
キ
）、
舘
田
善
博
（
ワ
キ

ツ
レ
）、
竹
市
学
（
笛
）、
大
倉
源
次
郎
（
小
鼓
）、
亀
井
広
忠
（
大
鼓
）、
青
木

道
喜
、
片
山
伸
吾
（
以
上
、
後
見
）、
片
山
九
郎
右
衛
門
、
古
橋
正
邦
、
味
方
玄
、

分
林
道
治
、
観
世
淳
夫
（
地
謡
）、
橋
本
忠
樹
、
梅
田
嘉
宏
、
安
藤
貴
康
（
以
上
、

地
謡
）
／
詞
章
整
理
・
現
代
語
訳
＝
天
野
文
雄
／
舞
台
監
督
＝
小
坂
部
恵
次
、

大
田
和
司
／
照
明
デ
ザ
イ
ン
＝
藤
原
康
弘
／
制
作
＝
井
川
萌
、
芝
田
江
梨
、
川

原
美
保
／
協
力
＝
銕
仙
会
、
万
作
の
会
／
後
援
＝
京
都
市
教
育
委
員
会
／
令
和

五
年
度
京
都
府
文
化
芸
術
体
験
機
会
創
出
事
業

中
川
晃
教
＆
京
フ
ィ
ル 

ブ
リ
リ
ア
ン
ト
コ
ン
サ
ー
トin

春
秋
座

二
月
一
七
日
（
土
）
一
四
時
／
於
、春
秋
座
／
出
演
＝
中
川
晃
教
、牧
村
邦
彦
（
指

揮
）、
京
都
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
室
内
合
奏
団
（
演
奏
）
／
制
作
協
力
＝
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
京
都
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
室
内
合
奏
団
、（
株
）
オ
ー
ツ
ー
、（
株
）
ヴ
ォ

イ
ス
オ
ブ
ジ
ャ
パ
ン
／
技
術
監
督
＝
大
田
和
司
／
舞
台
監
督
＝
大
野
淳
一
郎
／

照
明
＝
金
地
春
香
、
小
山
陽
美
／
音
響
＝
才
木
美
里
、
神
家
洋
志
郎
／
ヘ
ア
メ

イ
ク
＝
松
本
ミ
キ
／
ス
タ
イ
リ
ス
ト
＝
Ｋ
Ａ
Ｚ
Ｕ(T

EN
10)

／
プ
ロ
デ
ュ
ー

サ
ー
＝
井
出
亮
／
制
作
助
手
＝
出
尾
美
貴
／
広
報
＝
藤
井
宏
水
、
後
藤
孝
典
／

宣
伝
美
術
＝
吉
羽
一
之
（Sim

ple H
ope

）
／
後
援
＝
京
都
新
聞

松
尾
ス
ズ
キ
・
リ
ア
ル
ワ
ー
ク
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

「
命
、
ギ
ガ
長
ス
z
z
z
（
ズ
ズ
ズ
）」

二
月
二
五
日
（
日
）
一
四
時
開
演
／
於
、
春
秋
座
／
作
・
演
出

：

松
尾
ス
ズ
キ

／
出
演
＝
末
松
萌
香
、
田
中
愛
乃
、
丹
野
琳
仁
、
藤
村
栞
那
、
松
浦
輝
海
、
三

井
春
花
、
八
上
心
寧
、
山
川
豹
真
／
サ
ポ
ー
ト
メ
ン
バ
ー
＝
等
々
力
静
香
／
演

出
補
＝
林
慎
一
郎
／
演
出
助
手
＝
入
江
拓
郎
、
山
田
翠
／
舞
台
監
督
＝
田
淵
恵

崇
／
演
出
部
＝
海
老
澤
美
幸
／
舞
台
美
術
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
＝
夏
目
雅
也
／
照

明
＝
脇
坂
就
二
／
音
響
＝
寺
坂
素
直
／
衣
装
＝
大
野
知
英
／
衣
装
ア
シ
ス
タ
ン

ト
＝
工
藤
亜
里
紗
／
ヘ
ア
メ
イ
ク
＝
須
山
智
未
／
ヘ
ア
メ
イ
ク
ア
シ
ス
タ
ン
ト

＝
井
上
玲
菜
／
記
録
＝
面
高
真
琴
、
土
澤
あ
ゆ
み
／
制
作
統
括
＝
安
藤
善
隆
／

制
作
＝
吉
田
和
睦
、
後
藤
孝
典
、
出
尾
美
貴
／
学
生
ス
タ
ッ
フ　

演
出
部
＝
八

上
心
寧
／
舞
台
美
術
＝
田
中
愛
乃
、
松
浦
輝
海
／
音
響
＝
田
中
愛
乃
、
丹
野
琳

仁
／
衣
装
・
ヘ
ア
メ
イ
ク
・
小
道
具
＝
末
松
萌
香
、
三
井
春
花
／
宣
伝
美
術
＝

山
川
豹
真
／
制
作
＝
藤
村
栞
那
／
広
報
宣
伝
＝
末
松
萌
香
、
三
井
春
花
、
山
川

豹
真
／
協
力
＝
大
人
計
画
、
白
水
社
、
株
式
会
社
ピ
ー
エ
ー
シ
ー
ウ
エ
ス
ト
、

安
藤
玉
恵
、
オ
ク
イ
シ
ュ
ー
ジ
、
笠
松
は
る
、
藤
森
み
わ
こ

公
開
連
続
講
座 

日
本
芸
能
史
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
と
芸
能
・
芸
道

〈
企
画
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
＝
田
口
章
子
〉

二
〇
二
二
年
度

レ
ク
チ
ャ
ー
・
研
究
会
等

前
期
（
全
一
四
回
）
四
月
一
八
日
〜
七
月
二
五
日

後
期
（
全
一
四
回
）
九
月
二
六
日
〜
二
〇
二
三
年
一
月
一
六
日

毎
回
月
曜
日
一
五
時
一
〇
分
／
於
、
春
秋
座

講
師
＝
諏
訪
春
雄
、
奥
村
旭
翠
、
淡
路
人
形
座
、
東
儀
秀
樹
、
藤
間
勘
十
郎
、

佐
伯
啓
思
、
田
名
網
敬
一
、
佐
藤
博
一
、
山
村
友
五
郎
、
田
口
章
子
、
沈
壽
官
、

山
本
太
郎
、
宝
生
和
英
、
壬
生
大
念
佛
講
、
千
宗
左
、
束
芋
、
池
坊
専
好
、
榛

名
由
梨
、
玉
岡
か
お
る
、
嘉
数
道
彦
、
木
ノ
下
裕
一
、
桂
吉
坊
、
森
川
裕
之
、

常
磐
津
都
㐂
蔵
、
常
磐
津
都
史
、
天
野
文
雄
、
井
上
八
千
代
、
茂
山
忠
三
郎

Ｋ
Ｐ
Ａ
Ｃ
レ
ク
チ
ャ
ー
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
シ
リ
ー
ズ

琉
球
舞
踊
と
組
踊
　
春
秋
座
特
別
公
演
　
関
連
企
画

国
指
定
重
要
無
形
文
化
財
・
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
登
録

沖
縄
伝
統
芸
能 

組
踊
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ 

　
　

四
月
二
八
日
（
木
）
第
一
部
〈
一
般
向
け
〉
一
四
時
半
、
第
二
部
〈
本
学
学
生

向
け
〉
一
七
時
／
於
、
楽
屋

講
師
＝
金
城
真
次
、
上
原
崇
弘
、
和
田
信
一

／
主
催
＝
公
益
財
団
法
人
国
立
劇
場
お
き
な
わ
運
営
財
団
、
京
都
芸
術
大
学 

舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー

京
都
芸
術
大
学
　
藝
術
学
舎
　
春
季

舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
提
供
連
続
オ
ン
ラ
イ
ン
講
座

少
し
だ
け
深
く
読
み
解
く
「
詩
劇
と
し
て
の
能
」
01

―
『
井
筒
』
の
す
べ
て
―

（
全
五
回
）
五
月
一
一
日
〜
七
月
六
日

毎
回
水
曜
日
一
九
時

講
師
＝
天
野
文
雄
、
第
四
回
ゲ
ス
ト
＝
片
山
九
郎
右
衛
門

公
開
講
座
「
伝
統
文
化
論
～
歌
舞
伎
か
ら
取
り
出
す
創
作
の
ヒ

ケ
ツ
～
」

講
師
＝
木
ノ
下
裕
一
、
聞
き
手
＝
田
口
章
子

後
期
（
全
七
回
）
九
月
二
七
日
〜
一
一
月
八
日

毎
回
火
曜　

一
三
時
半
／
於
、
京
都
芸
術
大
学N

A208

教
室

Ｋ
Ｐ
Ａ
Ｃ
レ
ク
チ
ャ
ー
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
シ
リ
ー
ズ

K
Y

O
T

O
 E

X
P

E
R

IM
E

N
T

京
都
国
際
舞
台
芸
術
祭 2

0
2

2
 

S
u

p
e

r
 K

n
o

w
le

d
g

e
 fo

r
 t

h
e

 F
u

t
u

r
e

 [
S

K
F

] 

「G
E

IS
T

」
に
聞
く
エ
ク
ス
ペ
リ
メ
ン
タ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク

の
現
在
形

九
月
二
九
日
（
木
）
一
八
時
／
於
、
春
秋
座
ロ
ビ
ー
・
舞
台
上
／
出
演
＝
石
川

琢
也
、
白
石
晃
一
、
城
一
裕
（
オ
ン
ラ
イ
ン
）、
日
野
浩
志
郎
、
聞
き
手
＝
塚

原
悠
也
、
川
原
美
保

Ｋ
Ｐ
Ａ
Ｃ
レ
ク
チ
ャ
ー
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
シ
リ
ー
ズ

K
Y

O
T

O
 E

X
P

E
R

IM
E

N
T

京
都
国
際
舞
台
芸
術
祭 2

0
2

2
 

S
u

p
er K

n
o

w
led

g
e fo

r th
e F

u
tu

re [S
K

F
]

写
真
家

　
志
賀
理
江
子
ト
ー
ク

一
〇
月
五
日
（
水
）
一
七
時
／
於
、
春
秋
座
／
出
演
＝
志
賀
理
江
子
、
聞
き
手

＝
竹
内
万
里
子

京
都
芸
術
大
学
　
藝
術
学
舎
　
秋
季

舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
提
供
連
続
オ
ン
ラ
イ
ン
講
座
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少
し
だ
け
深
く
読
み
解
く
「
詩
劇
と
し
て
の
能
」
02

―
『
山
姥
』
の
す
べ
て
―

（
全
五
回
）
一
〇
月
一
二
日
〜
一
二
月
一
四
日

毎
回
水
曜
日
一
九
時

講
師
＝
天
野
文
雄
、
第
三
回
ゲ
ス
ト
＝
観
世
銕
之
丞

Ｋ
Ｐ
Ａ
Ｃ
レ
ク
チ
ャ
ー
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
シ
リ
ー
ズ

「
演
じ
る
高
校
生
」
関
連
企
画

高
校
生
の
た
め
の
演
技
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

一
月
二
九
日
（
日
）
一
〇
時
四
五
分
／
於
、
京
都
芸
術
大
学
内
／
講
師
＝
平
井

愛
子
、
坂
川
慶
成

Ｋ
Ｐ
Ａ
Ｃ
レ
ク
チ
ャ
ー
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
シ
リ
ー
ズ

「
春
秋
座
―
能
と
狂
言
関
連
企
画
」

“

早
世
の
天
才”  

観
世
十
郎
元
雅
の
生
涯
と
作
風

一
月
一
六
日
（
月
）
一
七
時
／
於
、
京
都
芸
術
大
学
内N

A102
教
室
／
講
師

＝
天
野
文
雄

公
開
連
続
講
座

　
日
本
芸
能
史

日
本
芸
能
の
中
の
海
外
性
と
国
内
性

〈
企
画
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
＝
田
口
章
子
〉

前
期
（
全
一
四
回
）
四
月
一
七
日
〜
七
月
一
七
日

二
〇
二
二
年
度

後
期
（
全
一
四
回
）
九
月
二
五
日
〜
二
〇
二
四
年
一
月
一
五
日

毎
回
月
曜
日
一
四
時
五
〇
分

講
師
＝
諏
訪
春
雄
、
奥
村
旭
翠
、
田
口
章
子
、
馬
場
あ
き
子
、
大
倉
源
次
郎
、

秋
辺
日
出
男
、
桂
吉
坊
、
片
岡
真
実
、
山
村
友
五
郎
、
森
川
裕
之
、
天
野
文
雄
、

榛
名
由
梨
、
玉
岡
か
お
る
、
小
林
泰
三
、
池
坊
専
好
、
常
磐
津
都
㐂
蔵
、
常
磐

津
都
史
、
井
上
裕
久
、
山
田
せ
つ
子
、
金
城
真
次
、
井
上
八
千
代
、
森
脇
清
隆
、

鶴
澤
津
賀
寿
、
竹
本
京
之
助
、
木
ノ
下
裕
一
、
茂
山
忠
三
郎
、
壬
生
大
念
佛
講
、

東
儀
秀
樹

京
都
芸
術
大
学
　
藝
術
学
舎
　
春
季

舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
提
供
連
続
オ
ン
ラ
イ
ン
講
座

少
し
だ
け
深
く
読
み
解
く
「
詩
劇
と
し
て
の
能
」
03

―
『
融
』
の
す
べ
て
―

（
全
五
回
）
四
月
一
九
日
〜
六
月
一
四
日

毎
回
水
曜
日
一
九
時

講
師
＝
天
野
文
雄
、
第
四
回
ゲ
ス
ト
＝
大
槻
文
藏

京
都
芸
術
大
学
　
藝
術
学
舎
　
秋
季

舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
提
供
連
続
オ
ン
ラ
イ
ン
講
座

少
し
だ
け
深
く
読
み
解
く
「
詩
劇
と
し
て
の
能
」
04

―
『
葵
上
』
の
す
べ
て
―

（
全
五
回
※
三
回
以
降
中
止
）
一
〇
月
二
五
日
〜
一
一
月
八
日

毎
回
水
曜
日
一
九
時

講
師
＝
天
野
文
雄

機
関
誌
『
舞
台
芸
術
』
特
別
号

『
芸
術
を
誰
が
支
え
る
の
か
―
―
ア
メ
リ
カ
文
化
政
策
の
生
態
系
』

三
月
三
一
日
発
行
／
Ａ
５
版
３
６
０
頁
／
編
著
＝
橋
本
裕
介
／
編
・
発
行
＝
京

都
芸
術
大
学 

舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー

二
〇
二
二
年
度

出
版

舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
は
二
〇
一
三
年
度
よ
り
、
文
部
科
学
省
の
定
め
る
共

同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点
に
認
定
さ
れ
た
。
本
拠
点
で
は
、
本
学
研
究
者
が
中

心
と
な
っ
て
行
う
「
テ
ー
マ
研
究
」
と
、
学
外
の
研
究
者
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に

広
く
課
題
を
公
募
す
る
「
公
募
研
究
（
劇
場
実
験
型
・
リ
サ
ー
チ
支
援
型
）」

を
実
施
。
本
拠
点
の
活
動
理
念
で
あ
る
「
ラ
ボ
ラ
ト
リ
ー
機
能
」
に
関
わ
る
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、
様
々
な
劇
場
実
験
・
研
究
を
通
し
て
、
舞
台
芸
術
研
究

の
基
盤
強
化
お
よ
び
新
た
な
舞
台
芸
術
研
究
の
展
開
を
目
指
し
て
い
る
。

テ
ー
マ
研
究
　

老
い
を
巡
る
ダ
ン
ス
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー

研
究
代
表
者
＝
中
島
那
奈
子
（
ダ
ン
ス
研
究
・
ダ
ン
ス
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ク
）

平
泉
延
年
の
舞
「
老
女
」
の
視
察
（
非
公
開
）

一
月
二
〇
日
（
木
）、
二
一
日
（
金
）
／
於
、
岩
手
県
西
磐
井
郡
平
泉
町
・
毛

越
寺
及
び
平
泉
周
辺
／
参
加
者
＝
中
島
那
奈
子

劇
場
実
験
型
公
募

Ｇ
Ｅ
Ｉ
Ｓ
Ｔ
―
「
多
元
な
音
響
空
間
」
の
実
現
に
向
け
た
自
動

演
奏
楽
器
、
入
出
力
装
置
、
お
よ
び
作
曲
・
演
奏
法
の
開
発

研
究
代
表
者
＝
石
川
琢
也 

（
京
都
芸
術
大
学 

情
報
デ
ザ
イ
ン
学
科 

ク
ロ
ス

テ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
コ
ー
ス
専
任
講
師
）

劇
場
実
験
（
公
開
）

三
月
一
六
日
（
水
）、
一
七
日
（
木
）
／
於
、
春
秋
座
／
作
曲
＝
日
野
浩
志
郎

／
楽
器
開
発
＝
古
館
健
、
関
口
大
和
、
白
石
晃
一
、
城
一
裕
、
小
西
由
悟
／
舞

台
監
督
＝
大
田
和
司
、
大
鹿
典
明
／
美
術
＝
Ｏ
Ｌ
Ｅ
Ｏ
、
加
藤
博
美
／
ス
チ
ー

ル
撮
影
＝
井
上
嘉
和
／
映
像
撮
影
・
編
集
＝
小
西
小
多
郎
、
寺
本
遥
、
石
田
祥

太
郎
／
照
明
＝
藤
原
康
弘
、
杉
本
奈
月
／
音
響
＝
西
川
文
章
／
出
演
＝
中
川
裕

貴
、
鷲
尾
拓
海
、
上
栫
祐
人
、
木
村
幹
久
、
岩
山
夏
己
、
小
元
大
典
、
鎌
田
帆

夏
、
玄
済
一
、
合
田
直
生
／
研
究
代
表
・
制
作
＝
石
川
琢
也

共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点

舞
台
芸
術
作
品
の
創
造
・
受
容
の
た
め

の
領
域
横
断
的
・
実
践
的
研
究
拠
点

二
〇
二
一
年
度
（
二
〇
二
二
年
一
〜
三
月
）
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劇
場
実
験
型
公
募
（
二
〇
一
九
年
度
延
期
分
）

W
h

a
t is a

b
le-b

o
d

ied
?

―
身
体
表
現
に
お
け
る“

健
常”

な
体
に
つ
い
て
の
考
察
を
通
し
た
ダ
ン
ス
の
恊
働
制
作

研
究
代
表
者
＝
田
中
み
ゆ
き （
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
）

第
一
回
研
究
会
（
非
公
開
）

二
月
二
〇
日
（
日
）
／
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
／
森
田
か
ず
よ
、
児
玉
北
斗
、
ヴ
ィ

ン
セ
ン
ト
・
モ
リ
セ
ッ
ト
、
田
中
み
ゆ
き

第
二
回
研
究
会
（
非
公
開
）

三
月
七
日
（
月
）
／
オ
ン
ラ
イ
ン
併
用
／
於
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
ス
タ
ジ
オ
東
京

／
参
加
者
＝
森
田
か
ず
よ
、
児
玉
北
斗
、
田
中
み
ゆ
き
、
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
・
モ

リ
セ
ッ
ト
、
青
山
真
也

第
三
回
研
究
会
（
非
公
開
）

二
〇
二
二
年
四
月
一
四
日
（
木
）
※
延
期
実
施
／
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
／
参
加
者

＝
森
田
か
ず
よ
、
児
玉
北
斗
、
田
中
み
ゆ
き

第
四
回
研
究
会
（
非
公
開
）

二
〇
二
二
年
五
月
二
九
日
（
日
）
※
延
期
実
施
／
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
／
参
加
者

＝
田
中
み
ゆ
き
、
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
・
モ
リ
セ
ッ
ト
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ラ
ン
ク
ト
・

ブ
ノ
ワ

リ
サ
ー
チ
支
援
型
公
募
Ⅰ

罵
倒
の
作
法
―
求
め
ら
れ
る
怒
り
と
憎
し
み
の
表
現
形
式
を

巡
っ
て

研
究
代
表
者
＝
木
村
悠
介
（
演
出
家
）

オ
ン
ラ
イ
ン
・
レ
ク
チ
ャ
ー
・
シ
リ
ー
ズ
「
罵
倒
の
作
法
」
（
公
開
）

二
月
二
三
日
（
水
）
／
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
／
参
加
者
＝
木
村
悠
介
、
げ
い
ま
き
ま
き

デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
詩
人
・
金
時
鐘
を
読
む
（
公
開
）

三
月
一
四
日
（
月
）
／
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
／
参
加
者
＝
木
村
悠
介
、磯
和
武
明
、

山
村
麻
由
美

リ
サ
ー
チ
支
援
型
公
募
Ⅱ

演
劇
に
お
け
る
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
：

集
団
創
作
の
プ
ロ
セ
ス
と
作
品
の
構
造
を
め
ぐ
っ
て

研
究
代
表
者
＝
松
尾
加
奈
（
東
京
藝
術
大
学
教
育
研
究
助
手
）、
楊
淳
婷
（
東

京
藝
術
大
学
特
任
助
教
）

高
山
明
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
非
公
開
）

二
月
一
六
日
（
水
）
／
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
／
参
加
者
＝
松
尾
加
奈
、
楊
淳
婷
、

高
山
明

フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
・
レ
ロ
イ
と
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
（
非
公
開
）

二
月
／
於
、
東
京
藝
術
大
学
千
住
キ
ャ
ン
パ
ス
、
世
田
谷
区
内
の
音
楽
室
な
ど

／
参
加
者
＝
松
尾
加
奈
、
楊
淳
婷
、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
・
レ
ロ
イ

リ
サ
ー
チ
支
援
型
公
募
Ⅲ

振
動
は
最
小
の
ダ
ン
ス
で
あ
る

研
究
代
表
者
＝
神
村
恵
（
ダ
ン
サ
ー
・
振
付
家
）
／
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン

バ
ー
＝
砂
連
尾
理
（
ダ
ン
サ
ー
・
振
付
家
）、
津
田
道
子
（
美
術
家
）

「
振
動
は
最
小
の
ダ
ン
ス
で
あ
る
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

二
月
二
六
日
（
金
）
／
於
、
森
下
ス
タ
ジ
オ
（
東
京
都
江
東
区
）
／
参
加
者
＝

神
村
恵
、
砂
連
尾
理
、
津
田
道
子

テ
ー
マ
研
究
　

老
い
を
巡
る
ダ
ン
ス
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー

研
究
代
表
者
＝
中
島
那
奈
子
（
ダ
ン
ス
研
究
・
ダ
ン
ス
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ク
）

集
中
研
究
会
（
非
公
開
）

四
月
一
日
（
金
）
〜
三
日
（
日
）
／
オ
ン
ラ
イ
ン
併
用
／
京
都
芸
術
大
学 

千

秋
堂
二
階
／
参
加
者
＝
中
島
那
奈
子
、
児
玉
北
斗
、
髙
林
白
牛
口
二
、
平
井
優

子
、
森
山
直
人
、
メ
ン
フ
ァ
ン
・
ワ
ン
、
天
野
文
雄
、
岩
井
優
、
田
代
啓
希
、

辻
井
美
穂
、
西
原
多
朱
、
長
澤
慶
太
（
事
務
局
）、
新
里
直
之
（
事
務
局
）

メ
ン
フ
ァ
ン
・
ワ
ン
氏
を
迎
え
た
滞
在
制
作
（
非
公
開
）

八
月
一
三
日
（
土
）
〜
二
二
日
（
月
）
／
於
、
人
間
座
ス
タ
ジ
オ
（
京
都
市
左

京
区
）、
京
都
芸
術
大
学 

千
秋
堂
二
階
／
参
加
者
＝
中
島
那
奈
子
、
児
玉
北
斗
、

高
林
白
牛
口
二
、
平
井
優
子
、
森
山
直
人
、
メ
ン
フ
ァ
ン
・
ワ
ン
、
辻
井
美
穂
、

岩
井
優
、
田
代
啓
希
、
西
原
多
朱
、
天
野
文
雄
、
新
里
直
之
（
事
務
局
）、
伊

藤
彩
里
（
事
務
局
）

シ
ョ
ー
イ
ン
グ
『
型
の
向
こ
う
へ
／E

ncountering H
istories 

』
（
公
開
）

八
月
二
一
日
（
日
）
／
於
、
京
都
芸
術
大
学 

千
秋
堂
二
階
／
参
加
者
＝
中
島

那
奈
子
、
児
玉
北
斗
、
高
林
白
牛
口
二
、
平
井
優
子
、
森
山
直
人
、
メ
ン
フ
ァ

ン
・
ワ
ン
、
辻
井
美
穂
、
岩
井
優
、
田
代
啓
希
、
西
原
多
朱
、
天
野
文
雄
、
新

里
直
之
（
事
務
局
）、
伊
藤
彩
里
（
事
務
局
）、
奥
田
知
叡

最
終
研
究
会
『
型
の
向
こ
う
へ
／
声
の
レ
ゾ
ナ
ン
ス
』
（
公
開
）

二
〇
二
三
年
三
月
一
一
日
（
土
）
／
於
、
京
都
府
庁
旧
本
館
旧
議
場
／
参
加
者

＝
中
島
那
奈
子
、
児
玉
北
斗
、
高
林
白
牛
口
二
、
平
井
優
子
、
森
山
直
人
、
西

原
多
朱
、
守
屋
友
樹
、
中
村
彩
世
、
京
響
コ
ー
ラ
ス
、
小
玉
洋
子
、
辻
本
圭
、

二
〇
二
二
年
度

天
野
文
雄
、
新
里
直
之
（
事
務
局
）、
伊
藤
彩
里
（
事
務
局
）、
奥
田
知
叡

劇
場
実
験
型
公
募

ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
・
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
〈
誘
導
の
振
付
〉

研
究
代
表
者
＝
ハ
ラ
サ
オ
リ
（
振
付
家
、
ダ
ン
サ
ー
）

プ
レ
リ
サ
ー
チ
（
非
公
開
）

六
月
〜
一
二
月
隔
月
／
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
／
参
加
者
＝
ハ
ラ
サ
オ
リ
、
筆
谷
亮

也ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
（
非
公
開
）

一
二
月
／
参
加
者
＝
ハ
ラ
サ
オ
リ
、
筆
谷
亮
也
、
佐
々
木
正
人
、
内
野
儀

テ
ク
ニ
カ
ル
プ
ラ
ン
の
検
討
（
非
公
開
）

二
〇
二
三
年
一
月
／
参
加
者
＝
ハ
ラ
サ
オ
リ
、
筆
谷
亮
也

劇
場
実
験
（
非
公
開
）

二
月
五
日
（
日
）
〜
八
日
（
水
）、
一
四
日
（
火
）
〜
一
五
日
（
水
）
／
於
、

春
秋
座
／
参
加
者
＝
ハ
ラ
サ
オ
リ
、
筆
谷
亮
也
、
小
西
小
多
郎
、
益
田
さ
ち
、

中
津
文
花
、
大
田
和
司
、
伊
地
知
彩
光
、
山
﨑
佳
奈
子

シ
ョ
ー
イ
ン
グ
『
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
・
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
〈
誘
導
の
振
付
〉
』

（
限
定
公
開
）

二
〇
二
三
年
二
月
一
六
日
（
木
）
／
於
、
春
秋
座
／
参
加
者
＝
ハ
ラ
サ
オ
リ
、

筆
谷
亮
也
、
小
西
小
多
郎
、
益
田
さ
ち
、
中
津
文
花
、
大
田
和
司
、
佐
々
木
正

人
、
川
崎
陽
子
、
伊
地
知
彩
光
、
井
上
嘉
和
、
石
田
祥
太
郎
、
山
﨑
佳
奈
子
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劇
場
実
験
型
公
募
（
二
〇
二
〇
年
度
延
期
分
）

多
層
化
手
法
に
よ
る
音
楽
詩
劇
の
創
作
と
上
演

～
ア
ク
ー
ス
モ
ニ
ウ
ム
を
中
心
と
し
た
音
楽
と
映
像
、
言
葉
の

融
合
～

研
究
代
表
者
＝
檜
垣
智
也
（
作
曲
家
、
東
海
大
学
准
教
授
）

映
像
素
材
、
音
声
素
材
の
収
録
（
非
公
開
）

四
月
三
〇
日
（
土
）
／
於
、ス
タ
ジ
オ
・
ピ
オ
テ
ィ
ー
タ　

音
楽
ス
タ
ジ
オ
（
東

京
都
杉
並
区
）
／
参
加
者
＝
七
里
圭
、
藤
田
恵
美
、
檜
垣
智
也
、
西
原
多
朱
、

吉
増
剛
造

「
言
葉
と
庭
の
響
き
」

電
子
音
響
詩
劇
ワ
ー
ク
・
イ
ン
・
プ
ロ
グ
レ
ス
公
開
収
録
（
公
開
）

五
月
二
二
日
（
日
）
／
於
、
な
が
ら
の
座
・
座 
イ
ベ
ン
ト
ス
ペ
ー
ス
（
滋
賀

県
大
津
市
）
／
参
加
者
＝
吉
増
剛
造
、
檜
垣
智
也
、
七
里
圭
、
高
橋
哲
也
、
西

原
多
朱
、
藤
田
恵
美
、
牛
山
泰
良
、
永
松
ゆ
か
、
椎
名
亮
輔

映
像
素
材
の
収
録
（
非
公
開
）

八
月
二
五
日
（
木
）
〜
二
八
日
（
日
）
／
於
、
宮
城
県
石
巻
市
内
／
参
加
者
＝

七
里
圭
、
西
原
多
朱

投
影
・
音
響
実
験
・
装
置
配
置
テ
ス
ト
（
非
公
開
）

一
二
月
二
六
日
（
月
）
／
於
、
春
秋
座
／
参
加
者
＝
檜
垣
智
也
、
七
里
圭
、
高

橋
哲
也
、
牛
山
泰
良
、
大
田
和
司

音
楽
素
材
（
ピ
ア
ノ
）
収
録

二
〇
二
三
年
二
月
二
〇
日
（
月
）
／
於
、
東
海
大
学
湘
南
キ
ャ
ン
パ
ス 

ス
タ

ジ
オ
・
ソ
ナ
ー
レ
（
神
奈
川
県
平
塚
市
）
／
参
加
者
＝
檜
垣
智
也
、
法
貴
彩
子

劇
場
実
験
　
音
楽
詩
劇
（
サ
ウ
ン
ド
オ
ペ
ラ
）

『
石
巻
ハ
、
ハ
ジ
メ
テ
ノ
、
紙
ノ
声
、
…
…
』
（
公
開
）

二
〇
二
三
年
二
月
二
四
日
（
金
）
〜
二
七
日
（
月
）
／
於
、
春
秋
座
／
参
加
者

＝
吉
増
剛
造
、
檜
垣
智
也
、
七
里
圭
、
高
橋
哲
也
、
西
原
多
朱
、
藤
田
恵
美
、

牛
山
泰
良
、
永
松
ゆ
か
、
椎
名
亮
輔
、
長
尾
裕
介
、
天
野
知
亜
紀
、
田
代
啓
希
、

鳥
井
雄
人
、
田
中
聡
、
藤
田
恵
実
、
大
田
和
司

リ
サ
ー
チ
支
援
型
公
募
Ⅰ

「
明
日
の
寓
話
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
―
人
間
と
非
人
間
の
新
し
い
ナ

ラ
テ
ィ
ブ
の
創
作
に
向
け
て

研
究
代
表
者
＝
佐
藤
朋
子
（
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
）

ゲ
ス
ト
ト
ー
ク
（
公
開
）

六
月
二
五
日
（
土
）
／
於
、
城
崎
国
際
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
（
Ｋ
Ｉ
Ａ
Ｃ
）
エ
ン

ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
／
参
加
者
＝
佐
藤
朋
子
、
逆
巻
し
と
ね

オ
ー
プ
ン
ト
ー
ク
（
公
開
）

一
一
月
五
日
（
土
）
／
於
、
城
崎
国
際
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
（
Ｋ
Ｉ
Ａ
Ｃ
） 

ス
タ

ジ
オ
１
／
参
加
者
＝
佐
藤
朋
子
、
高
橋
綾

 

リ
サ
ー
チ
支
援
型
公
募
Ⅱ

「
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
／
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
に
お
け
る
身
体

と
空
間

研
究
代
表
者
＝
楊
い
く
み
（
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
作
家
、
美
術
家
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
リ
サ
ー
チ
（
非
公
開
）

七
月
二
六
日
（
火
）
〜
八
月
一
八
日
（
木
）
／
於
、
ベ
ル
リ
ン
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
・

各
会
場
、
美
術
館
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ド
ク
メ
ン
タ 
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各
会
場
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア 

ビ

エ
ン
ナ
ー
レ2022 “

M
ilk of D

ream
s” 

及
び
各
会
場
、
ブ
ル
ス
・
ド
ゥ
・
コ
メ

ル
ス
、
オ
ル
セ
ー
美
術
館
、
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
ー
セ
ン
タ
ー
／
参
加
者
＝
楊
い
く
み

リ
サ
ー
チ
支
援
型
公
募
Ⅲ

「
近
代
的
な
個
の
輪
郭
を
ほ
ど
く
演
技
体

～
『a

b

さ
ん
ご
』
を
経
由
し
て
、
劇
作
論
を
し
た
た
め
る
～
」

研
究
代
表
者
＝
西
尾
佳
織
（
劇
作
家
、
演
出
家
、
鳥
公
園
主
宰
）

三
浦
雨
林
チ
ー
ム
・
ワ
ー
ク
イ
ン
プ
ロ
グ
レ
ス
（
公
開
）

五
月
九
日
（
月
）、
一
一
日
（
水
）
／
於
、
森
下
ス
タ
ジ
オ 

Ｃ
ス
タ
ジ
オ
（
東

京
都
江
東
区
）
／
参
加
者
＝
西
尾
佳
織
、
三
浦
雨
林
、
佐
山
和
泉
、
新
田
佑
梨
、

ス
テ
ィ
ー
ブ
・
コ
ル
ベ
イ
ユ

和
田
な
が
ら
チ
ー
ム
・
ワ
ー
ク
イ
ン
プ
ロ
グ
レ
ス
（
公
開
）

七
月
二
日
（
土
）、三
日
（
日
）
／
於
、Social K

itchen

／
参
加
者
＝
西
尾
佳
織
、

和
田
な
が
ら
、
金
子
仁
司
、
古
川
友
紀
、
山
城
大
督

蜂
巣
も
も
チ
ー
ム
・
ワ
ー
ク
イ
ン
プ
ロ
グ
レ
ス
（
公
開
）

八
月
二
七
日
（
土
）、
二
八
日
（
日
）
／
於
、
お
ぐ
セ
ン
タ
ー
二
階
／
参
加
者

＝
西
尾
佳
織
、
蜂
巣
も
も
、
鈴
木
正
也
、
藤
善
麻
夕
帆
、
清
水
寛
二

テ
ー
マ
研
究
Ⅰ

舞
台
芸
術
を
用
い
た
〈
他
者
〉
と
の
対
話
の
場
の
構
築
と
継
続

―
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
を
巡
る
二
つ
の
創
作
を
通
し
て

研
究
代
表
者
＝
岡
田
蕗
子
（
演
劇
研
究
者
、
京
都
芸
術
大
学
舞
台
芸
術
学
科
専

任
講
師
）／
研
究
メ
ン
バ
ー
＝
筒
井
潤（
劇
作
・
演
出
、dracom

）、山
﨑
達
哉（
大

阪
大
学
中
之
島
芸
術
セ
ン
タ
ー
）、
髙
安
美
帆
（
エ
イ
チ
エ
ム
ピ
ー
・
シ
ア
タ
ー

カ
ン
パ
ニ
ー
）、
小
田
康
徳
（
N
P
O
法
人
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
と
そ
の
保
存

二
〇
二
三
年
度

を
考
え
る
会
理
事
長
、
大
阪
電
気
通
信
大
学
名
誉
教
授
）、
阪
田
愛
子
（
制
作
）

学
習
会
と
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
（
非
公
開
）

四
月
八
日
（
土
）
／
於
、
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
集
会
場
・
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地

（
大
阪
府
大
阪
市
）
／
参
加
者
＝
小
田
康
徳
、
岡
田
祥
子
、
山
﨑
達
哉
、
筒
井
潤
、

髙
安
美
帆
、
阪
田
愛
子
、
岡
田
蕗
子

キ
ッ
ク
オ
フ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
（
非
公
開
）

六
月
一
一
日
（
日
）
／
於
、
大
阪
大
学
中
之
島
セ
ン
タ
ー
セ
ミ
ナ
ー
室
（
大
阪

府
大
阪
市
）
／
参
加
者
＝
岡
田
蕗
子
、
阪
田
愛
子
、
髙
安
美
帆
、
筒
井
潤
、
山

﨑
達
哉

劇
場
実
験
　
出
演
者
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン

一
〇
月
二
六
日
（
木
）・
二
七
日
（
金
）・
二
九
日
（
日
）
／
於
、
京
都
芸
術
大

学
内
／
参
加
者
＝
岡
田
蕗
子
、
筒
井
潤
、
髙
安
美
帆
、
阪
田
愛
子

劇
場
実
験
　
墓
地
の
上
演
（
公
開
）

二
〇
二
四
年
三
月
九
日
（
土
）・
一
〇
日
（
日
）
／
於
、 studio21

／
参
加
者

＝
岡
田
蕗
子
、
筒
井
潤
、
山
﨑
達
哉
、
髙
安
美
帆
、
小
田
康
徳
、
阪
田
愛
子
、

片
山
寛
都
、
熊
澤
洋
介
、
七
面 

鳥
子
、
保
井
岳
太
、
倉
茂
駿
、
ジ
ュ
リ
太
郎
、

ワ
タ
ナ
ベ
モ
モ
コ
、
北
方
こ
だ
ち
、
川
島
玲
子
、
福
岡
想
、
中
村
詩
お
り

テ
ー
マ
研
究
Ⅱ

次
世
代
舞
台
音
響
『
イ
マ
ー
シ
ブ
オ
ー
デ
ィ
オ
』
の
可
能
性
に

つ
い
て

研
究
代
表
者
＝
大
久
保
歩
（
舞
台
音
響
家
、
京
都
芸
術
大
学
舞
台
芸
術
学
科
教

授
）
／
研
究
メ
ン
バ
ー
＝C

hristopher Plum
m

er

（
音
響
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
シ

ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
、
ミ
シ
ガ
ン
工
科
大
学
美
術
・
舞
台
芸
術
学
部
教
授
）、

石
丸
耕
一
（
東
京
都
歴
史
文
化
財
団 

東
京
芸
術
劇
場 

）、
押
谷
征
仁
（
滋
賀
県
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立
芸
術
劇
場
び
わ
湖
ホ
ー
ル
舞
台
技
術
部
）、
金
子
彰
宏
（
兵
庫
県
立
芸
術
文

化
セ
ン
タ
ー
、
日
本
音
響
家
協
会
西
日
本
支
部
支
部
長
）、
土
肥
昌
史
（
ロ
ー

ム
シ
ア
タ
ー
京
都
、
日
本
舞
台
音
響
家
協
会
研
修
育
成
委
員
長
）、
原
英
夫
（
京

都
芸
術
大
学
舞
台
芸
術
学
科
客
員
教
授
、
劇
団
四
季
）、
半
澤
公
一
（
有
限
会

社
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
、
舞
台
音
響
家
）、
山
口
哲
（
株
式
会
社
メ
デ
ィ
ア
・
イ

ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン　

ソ
フ
ト
販
売
者
）

キ
ッ
ク
オ
フ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
（
非
公
開
）

八
月
一
四
日
／
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
／
参
加
者
＝
大
久
保
歩
、
石
丸
耕
一
、
押
谷

征
仁
、
金
子
彰
宏
、
土
肥
昌
史
、
山
口
哲

イ
マ
ー
シ
ブ
オ
ー
デ
ィ
オ
ソ
フ
ト
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｔ
習
熟
実
験

八
月
二
〇
日
〜
一
月
三
〇
日
ま
で
随
時
／
於
、
有
限
会
社
ク
ワ
ッ
ト
事
務
所
内

／
参
加
者
＝
大
久
保
歩

劇
場
実
験
　
次
世
代
舞
台
音
響
『
イ
マ
ー
シ
ブ
オ
ー
デ
ィ
オ
』
の
可
能
性
に

つ
い
て
（
公
開
）

二
〇
二
四
年
二
月
六
日
（
火
）・
七
日
（
水
）
／
於
、
春
秋
座
／
参
加
者
＝
大

久
保
歩
、C

hristopher Plum
m

er

、
石
丸
耕
一
、
押
谷
征
仁
、
金
子
彰
宏
、

土
肥
昌
史
、
山
口
哲
、H

ugo Larin

、TroisM
iles

（Tom
m

y
、
松
井
優
、

RISA

）

二
〇
二
三
年
度
劇
場
実
験
型
公
募

蘇
る
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
：
薄
井
憲
二
バ
レ
エ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
同
時
代
的
／
創
造
的
探
究

研
究
代
表
者
＝
関
典
子
（
ダ
ン
サ
ー
、
神
戸
大
学
准
教
授
、
薄
井
憲
二
バ
レ
エ
・

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
）
／
研
究
メ
ン
バ
ー
＝
鈴
木
晶
（
法
政
大
学

名
誉
教
授
）、
斎
藤
慶
子
（
大
阪
公
立
大
学
特
任
講
師
）、
本
橋
弥
生
（
京
都
芸

術
大
学
教
授
）、
山
中
透
（
作
曲
家
、D

J

）、
竹
内
祥
訓
（
映
像
作
家
、V

J

）、

佐
藤
一
紀
（
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
）、
三
浦
栄
里
子
（
ピ
ア
ニ

ス
ト
、
兵
庫
県
立
芸
術
文
化
セ
ン
タ
ー
）、
後
藤
俊
星
（
薄
井
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・

ア
シ
ス
タ
ン
ト
、
貞
松
・
浜
田
バ
レ
エ
団
）、
鷲
尾
華
子
（
衣
裳
家
、H

AN
A 

D
ESIG

N
 RO

O
M

）、工
藤
聡
（
振
付
家
、映
像
作
家
）、金
子
彰
宏
（
音
響
家
、

舞
台
監
督
、
兵
庫
県
立
芸
術
文
化
セ
ン
タ
ー
）、
三
浦
あ
さ
子
（
照
明
家
）、
若

林
絵
美
（
薄
井
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
、Petit G

R
AC

E

）、
福
島

尚
子
（
高
知
県
立
美
術
館
）

第
一
回
研
究
会
（
非
公
開
）

六
月
二
三
日
／
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
／
参
加
者
＝
関
典
子
、
鈴
木
晶
、
山
中
透
、

斎
藤
慶
子
、
三
浦
栄
里
子
、
本
橋
弥
生
、
佐
藤
一
紀
、
金
子
彰
宏
、
後
藤
俊
星
、

若
林
絵
美

第
二
回
研
究
会
（
非
公
開
）

七
月
一
四
日
／
於
、
兵
庫
県
立
芸
術
文
化
セ
ン
タ
ー　

薄
井
憲
二
バ
レ
エ
・
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
（
兵
庫
県
西
宮
市
）
／
参
加
者
＝
関
典
子
、
三
浦
栄
里
子
、
本
橋

弥
生

第
三
回
研
究
会
（
非
公
開
）

七
月
二
六
日
／
於
、
兵
庫
県
立
芸
術
文
化
セ
ン
タ
ー
／
参
加
者
＝
関
典
子
、
山

中
透
、
三
浦
栄
里
子
、
若
林
絵
美

第
四
回
研
究
会
（
非
公
開
）

九
月
二
八
日
／
於
、
兵
庫
県
立
芸
術
文
化
セ
ン
タ
ー
／
オ
ン
ラ
イ
ン
併
用
／
参

加
者
＝
関
典
子
、
鈴
木
晶
、
山
中
透
、
斎
藤
慶
子
、
三
浦
栄
里
子
、
佐
藤
一
紀
、

金
子
彰
宏
、
三
浦
あ
さ
子
、
若
林
絵
美

第
五
回
研
究
会
（
非
公
開
）

一
一
月
一
七
日
／
於
、
兵
庫
県
立
芸
術
文
化
セ
ン
タ
ー
／
オ
ン
ラ
イ
ン
併
用
／

参
加
者
＝
関
典
子
、
三
浦
栄
里
子
、
本
橋
弥
生
、
後
藤
俊
星
、
鷲
尾
華
子

劇
場
実
験
　
蘇
る
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
―
薄
井
憲
二
バ
レ
エ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
同
時
代
的
／
創
造
的
探
究
―
（
公
開
）

二
〇
二
四
年
一
月
二
〇
日
（
土
）
／
於
、
春
秋
座
／
参
加
者
＝
関
典
子
、
鈴
木

晶
、
斎
藤
慶
子
、
本
橋
弥
生
、
山
中
透
、
竹
内
祥
訓
、
佐
藤
一
紀
、
三
浦
栄
里

子
、
後
藤
俊
星
、
鷲
尾
華
子
、
工
藤
聡
、
金
子
彰
宏
、
三
浦
あ
さ
子
、
若
林
絵

美
、
福
島
尚
子

リ
サ
ー
チ
支
援
型
公
募
Ⅰ

「h
y

steria

」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト—

〈
女
性
〉
の
身
体
へ
の
眼
差

し
を
転
じ
る
リ
サ
ー
チ
・
ダ
ン
ス
の
試
み

研
究
代
表
者
＝
松
本
奈
々
子
（
チ
ー
ム
・
チ
ー
プ
ロ
共
同
主
宰
、
振
付
、
パ

フ
ォ
ー
マ
ー
）

第
一
回
「
み
る
み
ら
れ
る
研
究
会
」
（
非
公
開
）

四
月
二
三
日
（
日
）
／
於
、YAU

 ST
U

D
IO

（
東
京
都
千
代
田
区
）
／
参
加

者
＝
宮
下
寛
司
、
安
倍
大
智
、
西
本
健
吾
、
松
本
奈
々
子

第
二
回
「
み
る
み
ら
れ
る
研
究
会
」
（
非
公
開
）

五
月
二
一
日
（
日
）
／
於
、YAU

 ST
U

D
IO

／
参
加
者
＝
宮
下
寛
司
、
安
倍

大
智
、
西
本
健
吾
、
松
本
奈
々
子

第
三
回
「
み
る
み
ら
れ
る
研
究
会
」
（
非
公
開
）

七
月
八
日
（
土
）
／
於
、YAU

 ST
U

D
IO

／
参
加
者
＝
宮
下
寛
司
、安
倍
大
智
、

西
本
健
吾
、
松
本
奈
々
子

《
ブ
ギ
ウ
ギ
・
Ｓ
》
の
た
め
の
９
日
間
（
公
開
）

五
月
二
七
日
（
土
）
〜
六
月
四
日
（
日
）、
三
〇
日
（
金
）
／
於
、YAU

 

ST
U

D
IO

／
参
加
者
＝
西
本
健
吾
、
松
本
奈
々
子
、
安
倍
大
智
、
宮
下
寛
司
、

中
屋
敷
南
、
穴
山
香
菜
、
藤
崎
春
花

民
俗
学
的
想
像
力
を
辿
る
（
非
公
開
）

七
月
二
一
日
（
金
）
〜
二
三
日
（
日
）
／
於
、
岩
手
県
遠
野
市
／
参
加
者
＝
松

本
奈
々
子
、
西
本
健
吾

撮
影
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
関
係
を
研
究
・
開
発
す
る
研
究
会
（
一
部
公
開
）

一
〇
月
九
日
（
月
）
〜
二
二
日
（
日
）
／
於
、YAU

 ST
U

D
IO

／
参
加
者
＝

松
本
奈
々
子
、
斎
藤
英
理
、
内
山
真
菜
美
、
西
本
健
吾
、
木
村
玲
奈

リ
サ
ー
チ
支
援
型
公
募
Ⅱ

ア
ッ
ピ
ア
演
出
『
オ
ル
フ
ェ
オ
と
エ
ウ
リ
デ
ィ
ー
チ
ェ
』

(

１
９
１
３
）
を
モ
デ
リ
ン
グ
す
る

研
究
代
表
者
＝
横
田
宇
雄
（
京
都
大
学
博
士
後
期
課
程
、
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス

劇
場
史
）
／
研
究
メ
ン
バ
ー
＝
久
松
夕
香
（
ネ
ザ
ー
ラ
ン
ド
ダ
ン
ス
シ
ア
タ
ー
、

照
明
家
）、
森
裕
子
（
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
サ
ー
カ
ス
、
ダ
ン
サ
ー
）、
フ
ラ
ン
ク
・

ゲ
ス
ラ
ー
（
ヘ
レ
ラ
ウ
祝
祭
劇
場
、企
画
監
修
）、バ
ー
ト
・
ソ
ネ
ン
ベ
ル
グ
（
ヘ

レ
ラ
ウ
祝
祭
劇
場
、
制
作
）

リ
サ
ー
チ
支
援
型
公
募
Ⅲ

環
境
配
慮
型
の
舞
台
芸
術
創
作
た
め
の
、
国
内
の
舞
台
芸
術
と

環
境
に
つ
い
て
の
基
礎
調
査
及
び
英
国
他
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
サ
ス

テ
ィ
ナ
ブ
ル
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
実
例
調
査

研
究
代
表
者
＝
大
島
広
子
（
舞
台
美
術
家
、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
大
学
修
士
課
程
演

劇
専
攻
在
籍
）
／
研
究
メ
ン
バ
ー
＝Paddy D

illon

（T
heatre G

reen Book 

C
o -ordinator

）、
藤
井
実
（
国
立
研
究
開
発
法
人
、
国
立
環
境
研
究
所 

社
会

シ
ス
テ
ム
領
域 

シ
ス
テ
ム
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
研
究
室 

室
長
）
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執
筆
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

宮
信
明
（
み
や 

の
ぶ
あ
き
）

京
都
芸
術
大
学
准
教
授
。
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
助
手
・
助
教
・
講
師
を
経

て
、
２
０
２
２
年
よ
り
現
職
。
著
書
・
論
文
に
『
落
語
と
メ
デ
ィ
ア
』（
早
稲

田
大
学
演
劇
博
物
館
、
２
０
１
６
年
）、『
昭
和
の
落
語
名
人
列
伝
』（
淡
交
社
、

２
０
１
９
年
）、「
從
「
日
常
」
到
「
非
日
常
」
―
―
寄
席
的
「
近
代
化
」
與
技

藝
之
變
化
―
―
」（
台
北
芸
術
大
学
戯
劇
学
院
『
戯
劇
学
刊
』
２
０
１
９
年
１

月
号
）、「
三
題
噺
―
―
「
小
三
治
」「
江
戸
落
語
」「
脱
構
築
」
―
―
」（『
ユ

リ
イ
カ
』
２
０
２
２
年
１
月
号
）
な
ど
。

越
智
雄
磨
（
お
ち
・
ゆ
う
ま
）

東
京
都
立
大
学
准
教
授
（
舞
台
芸
術
研
究
、
身
体
論
）。
著
書
に
、『
コ
ン
テ
ン

ポ
ラ
リ
ー
・
ダ
ン
ス
の
現
在—

—

ノ
ン
・
ダ
ン
ス
以
後
の
地
平
』（
国
書
刊
行
会
、

２
０
２
０
年
）、
編
著
に
『W

ho D
ance? 

振
付
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
』（
早

稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
、２
０
１
５
年
）、論
文
に
、「Antibody

と
し
て
の
ダ
ン
ス—

—

コ
ン
タ
ク
ト
・
ゴ
ン
ゾ
『
訓
練
さ
れ
て
い
な
い
素
人

の
た
め
の
振
付
コ
ン
セ
プ
ト
』
三
部
作
を
巡
っ
て
」（『
舞
踊
學
』、２
０
２
０
年
）

な
ど
が
あ
る
。

奥
田
知
叡
（
お
く
だ
・
と
も
あ
き
）

演
出
家
。
京
都
芸
術
大
学
大
学
院
芸
術
文
化
領
域
修
士
2
年
。
劇
場
創
造
ア
カ

デ
ミ
ー
11
期
修
了
。
国
際
演
劇
協
会
日
本
セ
ン
タ
ー
、
能
楽
学
会
に
所
属
。
三

人
之
会
主
宰
。
能
に
関
す
る
論
考
に
「
武
智
演
出
「
綾
の
鼓
」
の
再
評
価
―
能

技
法
を
用
い
た
三
島
『
近
代
能
楽
集
』
の
上
演
意
義
―
」(

『
能
と
狂
言
』
21
号
、

２
０
２
３
年)

、
京
都
芸
術
大
学
大
学
院
に
て
優
秀
賞
を
受
賞
し
た
修
士
論
文

「
能
技
法
を
用
い
た
三
島
由
紀
夫
『
近
代
能
楽
集
』
上
演
の
研
究
―
能
の
現
代

演
劇
化
に
つ
い
て
―
」(

２
０
２
４
年)

が
あ
る
。  

横
田
宇
雄
（
よ
こ
た
・
た
か
お
）

18
世
紀
フ
ラ
ン
ス
劇
場
研
究
。
京
都
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
。
パ
リ
第
10

大
学
大
学
院
（
演
劇
学
）
に
て
修
士
号
を
取
得
後
、
公
益
財
団
法
人
静
岡
県
舞

台
芸
術
セ
ン
タ
ー
に
専
属
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
勤
務
。
株
式
会
社
ス
タ
ッ
ク
ピ
ク

チ
ャ
ー
ズ
を
経
て
、
在
日
フ
ラ
ン
ス
大
使
館
／
ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
・
フ
ラ
ン
セ

日
本
―
ヴ
ィ
ラ
九
条
山
に
勤
務
。
日
仏
演
劇
協
会
実
行
委
員
。

大
島
広
子
（
お
お
し
ま
ひ
ろ
こ
）

舞
台
美
術
家
、
グ
リ
ー
ン
・
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
。
セ
ン

ト
ラ
ル
・
セ
ン
ト
・
マ
ー
テ
ィ
ン
ズ
美
術
学
校
、
シ
ア
タ
ー
デ
ザ
イ
ン
コ
ー
ス

卒
業
。
２
０
１
０
年

－ 

11
年
、
文
化
庁
新
進
芸
術
家
海
外
研
修
員
と
し
て
ド
イ

ツ
、
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
の
劇
場
に
て
研
鑽
を
積
む
。
第
43
回
伊
藤
熹
朔
賞
奨
励
賞

を
ま
つ
も
と
芸
術
館
主
催
「
ユ
ビ
ュ
王
」
衣
裳
で
受
賞
。
２
０
２
３
年
ラ
ン
カ

ス
タ
ー
大
学
「
社
会
、
政
治
、
環
境
変
化
の
た
め
の
演
劇
」
修
士
コ
ー
ス
に
お

い
て
、
文
化
芸
術
に
お
け
る
持
続
可
能
な
取
り
組
み
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
を

行
う
。

岡
崎
哲
也
（
お
か
ざ
き
・
て
つ
や
）

松
竹
株
式
会
社
取
締
役
常
務
執
行
役
員
、
日
本
演
劇
協
会
理
事
。
１
９
６
１
年

東
京
生
ま
れ
。
3
歳
か
ら
歌
舞
伎
座
で
育
つ
。
１
９
８
３
年
慶
応
義
塾
大
学
経

済
学
部
卒
。
１
９
８
４
年
松
竹
株
式
会
社
入
社
、長
く
歌
舞
伎
の
製
作
に
従
事
。

現
在
、
取
締
役
常
務
Ｃ
Ｆ
Ｏ
兼
演
劇
本
部
顧
問
。(

公
財)

東
京
交
響
楽
団
理

事
長
。(

公
財)

日
本
演
劇
協
会
理
事
。(

公
社)

国
際
演
劇
協
会
日
本
セ
ン
タ
ー

理
事
。
川
崎
哲
男
の
筆
名
で
『
藤
戸
』『
鴨
川
を
ど
り
』
な
ど
歌
舞
伎
、
舞
踊

の
脚
本
、演
出
、多
数
。『
壽
三
升
景
清
』
で
第
43
回
大
谷
竹
次
郎
賞
。
季
刊
『
ス

テ
レ
オ
サ
ウ
ン
ド
』
誌
に
「
レ
コ
ー
ド
芸
術
を
聴
く
悦
楽
」
を
連
載
中
。

田
口
章
子
（
た
ぐ
ち
・
あ
き
こ
）

京
都
芸
術
大
学
教
授
。
文
学
博
士
。
研
究
領
域
は
近
世
演
劇
を
中
心
と
し
た
古

典
芸
能
。
２
０
０
２
年
度
よ
り
毎
年
「
公
開
連
続
講
座　

日
本
芸
能
史
」
の
企

画
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
行
う
。
１
９
９
９
年
『
江
戸
時
代
の
歌
舞
伎
役
者
』

で
芸
術
選
奨
文
部
大
臣
新
人
賞
。
そ
の
他
の
著
書
に
『
ミ
ー
ハ
ー
歌
舞
伎
』『
お

ん
な
忠
臣
蔵
』『
21
世
紀
に
読
む
日
本
の
古
典　

東
海
道
四
谷
怪
談
』『
歌
舞
伎

と
人
形
浄
瑠
璃
』『
二
代
目
市
川
團
十
郎
』『
歌
舞
伎
ギ
ャ
ラ
リ
ー
50
』『
元
禄

上
方
歌
舞
伎
復
元
』『
歌
舞
伎
か
ら
江
戸
を
読
み
直
す

－

恥
と
情

－

』『
八
代
目

坂
東
三
津
五
郎
空
前
絶
後
の
人
』『
日
本
を
知
る
〈
芸
能
史
〉（
上
巻
・
下
巻
）』

『
歌
舞
伎
を
知
れ
ば
日
本
が
わ
か
る
』『
ア
ニ
メ
と
日
本
文
化
』（
新
典
社
）
な
ど
。

関
口
時
正
（
せ
き
ぐ
ち
・
と
き
ま
さ
）

東
京
大
学
仏
文
学
科
卒
。
東
京
外
国
語
大
学
名
誉
教
授
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
文
化
専

攻
。
著
書
に
『
白
水
社
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
辞
典
』（
共
編
）、『
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
他
者
』

（
み
す
ず
書
房
）、
訳
書
に
イ
ヴ
ァ
シ
ュ
キ
ェ
ヴ
ィ
ッ
チ
作
『
尼
僧
ヨ
ア
ン
ナ
』

（
岩
波
文
庫
）、『
ヤ
ン
・
コ
ッ
ト　

私
の
物
語
』（
み
す
ず
書
房
）、
ミ
ツ
キ
ェ
ー

ヴ
ィ
チ
作『
バ
ラ
ー
ド
と
ロ
マ
ン
ス
』、同『
祖
霊
祭 

ヴ
ィ
リ
ニ
ュ
ス
篇
』、『
ヴ
ィ

ト
カ
ツ
ィ
の
戯
曲
四
篇
』、ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
作
『
ブ
ル
グ
ン
ト
公
女
イ
ヴ
ォ

ナ
』、
プ
ル
ス
作
『
人
形
』（
以
上
は
未
知
谷
刊
）、
シ
リ
ー
ズ
『
シ
ョ
パ
ン
全

書
簡
』（
訳
者
代
表
・
岩
波
書
店
）
な
ど
。



編
集
委
員

安
藤
善
隆
、
河
田 

学
、
平
井
愛
子
、
宮 

信
明

編
集

：

佐
藤
和
佳
子
、
土
澤
あ
ゆ
み

装
丁
・
本
文
デ
ザ
イ
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勇
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京
都
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大
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台
芸
術
研
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０
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２
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