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多
和
田
葉
子
の
文
学
営
為
は
、
そ
れ
自
体
が
〈
翻
訳=trans-

late=über-setzen

〉
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本

（
語
）
と
ド
イ
ツ
（
語
）、
あ
る
い
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
間
、
書
き
言
葉
と
話

し
言
葉
と
視
覚
言
葉
の
間
、
音
と
意
味
と
像
の
間
等
々
、
い
ろ
ん
な
言
葉

の
間
を
、
確
信
犯
の
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
、
テ
ィ
ル
・
オ
イ
レ
ン
シ
ュ
ピ
ー

ゲ
ル
の
よ
う
に
行
っ
た
り
、
来
た
り
…
…
し
か
も
、
そ
の
こ
と
自
体
が

「
レ
ク
チ
ュ
ー
ル
＝
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
＝
文
学
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
だ
っ

た
り
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
お
よ
そ
「
翻
訳
不
可
能
」
で
も
あ
る
。
そ
こ
に

は｢

日
本｣

な
ど
と
い
う
国
境
は
な
い
。
そ
ん
な
多
和
田
葉
子
文
学
の
位

相
を
、
こ
こ
で
は
舞
台
や
朗
読
な
ど
を
中
心
に
す
え
て
、「
エ
ク
ソ
フ
ォ

ニ
ー
／
母
語
の
外
に
出
る
旅
」
と
い
う
視
点
か
ら
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み

た
い
。

言
葉
と
文
学
を
産
み
出
す
境
界
域

　

そ
の
土
壌
と
な
っ
た
前
提
は
、
と
り
あ
え
ず
二
つ
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
ひ
と
つ
目
は
、
多
和
田
葉
子
自
身
が
作
家
に
な
ろ
う
と
い
う
思
い
を

抱
き
つ
つ
、〈
書
く
＝
自
ら
の
言
葉
に
出
会
う
〉
た
め
に
お
そ
ら
く
は
意

志
的
に
、
外
国
と
い
う
異
界
に
身
を
置
く
こ
と
を
選
び
取
っ
た
こ
と
。
し

か
も
早
稲
田
大
学
で
は
ロ
シ
ア
文
学
を
専
攻
し
た
の
に
、
二
二
才
の
時
に

住
み
着
い
た
の
は
殆
ど
言
葉
の
分
か
ら
な
い
ド
イ
ツ
だ
っ
た
。
よ
く
分
か

ら
な
い
ド
イ
ツ
語
の
な
か
で
暮
ら
す
こ
と
で
母
語
の
日
本
語
も
次
第
に

自
然
破
壊
さ
れ
、
そ
の
う
ち
別
の
外
国
語
と
し
て
甦
っ
て
き
て
、
同
時
に

言
葉
は
穴
だ
ら
け
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
せ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
ド
イ
ツ

語
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

ド
イ
ツ
語
で
な
く
て
も
い
い
。
私
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
母
語
で
書

き
つ
つ
、
別
の
言
語
で
も
書
く
と
い
う
こ
と
。
二
つ
の
言
語
で
書
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
言
葉
と
い
う
織
物
の
な
か
に
私
は
た
え
ず
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル

を
発
見
す
る
。
こ
の
言
葉
の
な
い
穴
の
中
か
ら
、
文
学
が
生
ま
れ
て
く
る

の
だ

1
。

　

ふ
た
つ
目
は
、
他
と
比
較
し
て
の
こ
と
で
は
な
い
の
だ
が
、
少
な
く
と

も
日
本
に
比
べ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
で
は
「
聞
く
文
化
」
が
と
て
も
い
い
形
で

生
き
続
け
て
い
る
、
と
い
う
印
象
が
あ
る
。
ラ
ジ
オ
劇
の
伝
統
は
い
ま
な

お
健
在
で
、
現
在
も
本
に
負
け
な
い
く
ら
い
に
朗
読
の
Ｃ
Ｄ
や
ヴ
ィ
デ
オ

が
売
れ
て
い
る
と
い
う
し
、
何
よ
り
詩
人
や
作
家
自
身
に
よ
る
朗
読
会
が

ご
く
普
通
に
、
か
つ
あ
ち
こ
ち
で
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
。
多
和
田
葉
子 

も
ド
イ
ツ
で
作
家
デ
ビ
ュ
ー
し
て
以
来
、
あ
ち
こ
ち
の
都
市
で
す
で
に

日
本
か
ら
の
「
エ
ク
ソ
フ
ォ
ニ
ー
」
─
多
和
田
葉
子
の
文
学
営
為
の
位
相
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六
百
回
を
越
え
る
朗
読
会
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
。

　

そ
の
両
者
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
の
、
多
和
田
葉
子
自
身
の
興
味
深
い
叙

述
が
あ
る
。

　

一
九
八
二
年
、
ド
イ
ツ
に
渡
っ
て
初
め
の
頃
、
詩
を
た
く
さ
ん
書
い

た
。
わ
た
し
は
そ
れ
ま
で
は
小
説
を
書
い
て
い
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
ド
イ

ツ
に
着
い
て
、
日
本
語
の
分
か
る
人
が
ま
わ
り
に
ひ
と
り
も
い
な
く
な
っ

て
し
ま
う
と
、
そ
れ
ま
で
小
説
ら
し
い
と
思
っ
て
い
た
小
説
の
流
れ
な
ど

と
い
う
も
の
は
無
意
味
に
感
じ
ら
れ
た
。
詩
を
書
く
し
か
な
い
、
詩
を
書

か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
、
と
い
う
気
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
日
本
語
で

あ
る
。
そ
し
て
、
本
を
出
す
と
、
す
ぐ
に
朗
読
会
を
す
る
は
め
に
な
っ

た
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
で
は
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
、
本
を
出
せ
ば
み
ん
な

朗
読
会
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
小
説
家
で
も
朗
読
す
る
し
、
な
ん

と
推
理
小
説
の
部
分
朗
読
な
ど
と
い
う
も
の
も
あ
る
く
ら
い
だ
か
ら
、
物

書
き
に
と
っ
て
は
逃
れ
ら
れ
な
い
運
命
だ
っ
た
の
だ
。
初
め
は
自
分
が
日

本
語
で
書
い
た
詩
を
日
本
語
で
朗
読
し
て
、
ド
イ
ツ
語
は
訳
者
の
ペ
ー

タ
ー
・
ペ
ル
ト
ナ
ー
に
読
ん
で
も
ら
う
と
い
う
朗
読
形
式
だ
っ
た
。
そ
の

う
ち
ド
イ
ツ
語
訳
も
自
分
で
朗
読
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
か
ら
自
分
で

ド
イ
ツ
語
も
書
く
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
日
本
語
の
理
解
で
き
る
人
な

ど
、
ド
イ
ツ
の
観
客
の
中
に
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
そ
う
い
う
空
気
の
中

で
読
ん
で
い
る
と
、
意
味
を
忘
れ
て
、
声
が
響
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
自

体
の
不
思
議
さ
に
改
め
て
気
が
つ
く
。
自
分
の
書
い
た
日
本
語
だ
か
ら

意
味
が
分
か
ら
な
い
は
ず
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
分
か
ら
な
い
人
た
ち

の
耳
に
か
こ
ま
れ
て
い
る
と
、
つ
ら
れ
て
、
意
味
が
分
か
ら
な
く
な
る
。 

　

意
味
を
抜
き
に
し
た
言
語
と
い
う
の
は
、
ず
い
ぶ
ん
と
奇
妙
な
演
劇
で

あ
る
。
自
分
で
も
、
変
だ
、
変
だ
、
と
思
い
な
が
ら
朗
読
し
て
い
く
。［
中

略
］
で
も
、
意
味
が
消
え
て
物
理
的
現
象
に
な
っ
た
言
語
に
は
滑
稽
な
ほ

ど
感
動
的
な
響
き
が
あ
っ
た
。

　

朗
読
を
聞
い
て
い
る
人
た
ち
は
、
次
に
ど
ん
な
言
葉
が
来
る
の
か
知
ら

な
い
。
だ
か
ら
、
わ
た
し
の
口
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
、
そ
こ
か
ら
出
て
く

る
も
の
を
待
っ
て
い
る
。
わ
た
し
が
言
葉
を
吐
く
と
、
そ
れ
が
、
鳥
の
よ

う
に
空
間
に
出
て
、
ぽ
こ
っ
と
イ
メ
ー
ジ
が
湧
く
。
そ
ん
な
時
は
、
手
品

の
よ
う
だ
と
思
う
。
ゆ
っ
く
り
と
出
す
と
、イ
メ
ー
ジ
は
ゆ
っ
く
り
湧
く
。

間
を
置
け
ば
、
そ
の
間
に
イ
メ
ー
ジ
が
薄
れ
て
消
え
て
し
ま
う
こ
と
も
あ

る
し
、
勝
手
に
ふ
く
ら
ん
で
い
く
こ
と
も
あ
る
。「
間
（
ま
）」
が
「
場
」

に
な
る

2
。

　

実
は
ド
イ
ツ
で
出
た
多
和
田
葉
子
の
最
初
の
単
行
本
は
、
ド
イ
ツ
語
と

出
会
っ
て
い
る
さ
な
か
に
日
本
語
で
書
か
れ
た
。
し
か
も
一
九
八
七
年
に

刊
行
さ
れ
た
そ
の
散
文
詩
集„ N

ur da w
o du bist ist nichts

／ 

あ
な
た

の
い
る
と
こ
ろ
だ
け
何
も
な
い“

3
は
、
面
白
い
こ
と
に
、
多
和
田
葉
子 

に
よ
っ
て
日
本
語
で
書
か
れ
た
一
九
の
詩
と
一
つ
の
短
篇
が
ド
イ
ツ
人

の
ペ
ー
タ
ー
・
ペ
ル
ト
ナ
ー
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
さ
れ
、
そ
れ
が

表
紙
や
目
次
も
含
め
て
、
日
独
両
語
の
合
わ
せ
鏡
に
な
っ
て
い
る
。
完
全

な
二
言
語
の
、
二
つ
の
根
っ
こ
を
も
っ
た
、
原
作
者
と
翻
訳
者
の
共
同
作

業
に
よ
る
、
ピ
ン
ク
の
挿
入
ペ
ー
ジ
や
重
ね
る
と
別
の
詩
が
見
え
て
く
る

セ
ル
ロ
イ
ド
板
の
お
ま
け
ま
で
つ
い
た
、
い
わ
ば
二
重
の
本
。
目
次
の
後

の
「
は
じ
め
に
又
は
使
用
説
明
書
」
に
は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。　

　

め
く
る
こ
と
と
め
ぐ
る
こ
と
、
め
ぐ
む
こ
と
と
め
ぐ
り
あ
う
こ
と
の
関

係
に
心
を
め
ぐ
ら
せ
な
が
ら
、
こ
の
奇
妙
な
本
、
横
文
字
に
挟
ま
れ
な
が

ら
、
そ
の
狭
間
を
上
か
ら
下
へ
雨
と
降
る
日
本
語
の
文
字
の
イ
ラ
ス
ト
と
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し
て
の
役
割
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
と
い
う
仮
面
、
詩
は
一
篇
ご
と
に
ド

イ
ツ
語
訳
に
追
い
か
け
ら
れ
、
訳
さ
れ
る
時
間
に
書
か
れ
る
時
間
は
ぬ
か

れ
、
ぬ
き
か
え
し
、
又
、
小
説
は
ド
イ
ツ
語
訳
と
左
右
か
ら
睨
み
合
い
、

し
か
も
一
方
は
前
か
ら
後
へ
、
も
う
一
方
は
後
か
ら
前
へ
語
ら
れ
る
、
ふ

た
つ
の
テ
キ
ス
ト
は
ひ
と
つ
の
穴
を
は
さ
ん
で
向
か
い
合
う
二
枚
の
何
も

映
さ
な
い
鏡
、
め
く
り
続
け
る
う
ち
に
本
そ
の
も
の
が
ひ
と
つ
の
穴
に

な
っ
て
し
ま
う
本
当
の
対
訳
詩
集
を
夢
み
な
が
ら
、
で
き
あ
が
っ
た
〈
こ

れ
〉
を
あ
な
た
に
贈
り
ま
す

4
。

　

遊
び
心
と
悪
戯
心
に
あ
ふ
れ
た
言
葉
の
絵
本
の
よ
う
な
〈
こ
れ
〉
は
、

し
か
し
二
言
語
と
二
文
化
の
狭
間
に
立
つ
と
い
う
、
そ
の
後
の
多
和
田
葉

子
文
学
の
構
成
原
理
の
宣
言
の
書
と
も
言
え
た
。
愉
快
な
の
は
、
巻
頭
言

の
よ
う
に
置
か
れ
た
「Touristen: 

ツ
ー
リ
ス
ト
」
と
題
す
る
三
行
詩
で
、

日
独
両
語
で
表
と
裏
か
ら
「Eigentlich  darf m

an es niem
andem

 sagen/ 
aber Europa/ gibt es nicht: 

本
当
は
言
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
だ
け
れ
ど
／

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ん
て
／
な
い
」。〈
子
供
〉
が
発
見
し
た
こ
と
を
驚
い
て

こ
っ
そ
り
打
ち
明
け
る
よ
う
な
、
で
も
た
し
か
に
地
名
の
命
名
な
ど
、〈
大

人
〉
の
恣
意
だ
。
こ
の
本
も
、
日
本
で
な
ら
読
者
は
ど
う
想
定
さ
れ
て
い

る
の
か
と
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
す
で
に
ド
イ
ツ
で
数
版
を
重
ね
て
売
れ

続
け
て
い
る
と
い
う
。
ち
な
み
に
ド
イ
ツ
で
の
多
和
田
葉
子
の
本
は
い
ず

れ
も
宝
石
箱
か
玩
具
箱
の
よ
う
に
カ
ラ
フ
ル
で
美
し
く
、
読
む
の
も
開
く

の
も
楽
し
い
。

　

ド
イ
ツ
で
の
二
冊
目
の
本
は
一
九
八
九 

年
のD

as Bad

（
浴
）

5
。
舌

を
奪
わ
れ
て
沈
黙
を
強
い
ら
れ
る
ド
イ
ツ
在
住
の
日
本
女
性
の
〈
私
〉
の

語
り
に
よ
る
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
ル
な
六
〇
頁
の
短
篇
小
説
だ
が
、
多
和
田
葉

子
が
日
本
語
で
書
い
た
も
の
が
ペ
ル
ト
ナ
ー
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
訳
だ
け

で
出
版
さ
れ
た
。
い
わ
ば
オ
リ
ジ
ナ
ル
（
原
作
）
出
版
の
な
い
翻
訳
文
学

だ
。
そ
し
て
九
〇
年
に
ハ
ン
ブ
ル
ク
文
学
奨
励
賞
を
受
賞
し
、
九
一
年
に

は
ド
イ
ツ
（
語
）
で
自
ら
書
い
た
表
題
作
を
含
む
散
文
詩
集W

o Europa 
anfängt

（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
始
ま
る
と
こ
ろ
）が
刊
行
さ
れ
、同
時
に
日
本（
語
）

で
『
か
か
と
を
な
く
し
て
』
が
群
像
新
人
賞
を
受
賞
し
て
日
本
デ
ビ
ュ
ー

も
果
た
す
。
九
三
年
に
は
、
ド
イ
ツ
（
語
）
で
小
説Ein G

ast

（
客
）
刊

行
、
秋
に
は
戯
曲D

ie K
ranichm

aske, die bei N
acht strahlt

（
夜
光
る
鶴

の
仮
面
）が
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
市
立
劇
場
で
初
演
さ
れ
、さ
ら
に
日
本（
語
）

で
『
犬
婿
入
り
』
が
芥
川
賞
を
受
賞
、『
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
傷
口
』
が

河
出
書
房
新
社
か
ら
刊
行
と
、
ド
イ
ツ
（
語
）
と
日
本
（
語
）
の
双
方
で

同
時
並
行
的
に
、
し
か
も
多
ジ
ャ
ン
ル
で
そ
れ
ぞ
れ
に
高
い
評
価
を
受
け

る
と
い
う
、
あ
の
稀
有
な
作
家
「
多
和
田
葉
子
」
が
誕
生
・
確
立
し
て
い

く
こ
と
と
な
る
。
日
独
双
方
で
出
版
さ
れ
た
単
行
本
は
、
そ
れ
ぞ
れ
す
で

に
何
十
冊
に
お
よ
ぶ
だ
ろ
う
。
最
近
は
自
ら
英
語
で
も
書
い
て
い
る
。

　

多
和
田
葉
子
の
一
九
九
六
年
の
ド
イ
ツ
語
版Talism

ann

（
お
守
り
）

と
い
う
本
の
中
に„Von der M

uttersprache zur Sprachm
utter“

（
母

語
か
ら
語
母
へ
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
が
あ
る

6
。
外
国
語
の
中
で
暮
ら
し

て
い
く
中
で
、
母
語
と
の
境
界
域
、
つ
ま
り
穴
に
は
ま
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
モ
グ
ラ
で
は
な
い
が
、
母
語
が
語
母
に
ひ
っ
く
り
返
っ
て
い
く
。

M
uttersprache

＝
母
語
と
い
う
ド
イ
ツ
語
は
あ
る
が
、Sprachm

utter

と

い
う
ド
イ
ツ
語
は
存
在
し
な
い
。
多
和
田
葉
子
自
身
の
造
語
な
の
だ
が
、

語
を
産
み
出
す
母
、
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
第
II
部
』
に
出
て
く
る
生

命
の
根
源
の
象
徴
、„M

ütter“

（
母
た
ち
）
の
国
も
思
わ
せ
て
、
書
く
こ

と
は
産
む
こ
と
と
い
う
、
多
和
田
葉
子
文
学
の
源
泉
も
透
か
し
だ
す
。
そ

の
語
母
が
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
し
な
が
ら
、
物
（
対
象
）
と
音
と
文
字
と

意
味
と
用
法
の
間
で
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
出
没
す
る
境
界
域
が
つ
く
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ら
れ
て
い
く
と
い
う
…
…
。

　

と
も
あ
れ
多
和
田
葉
子
文
学
は
、
そ
う
い
っ
た
「
日
本
（
語
）
文
学
／

ド
イ
ツ
（
語
）
文
学
」
の
範
疇
を
ね
じ
れ
の
中
で
超
え
て
い
く
。
日
独
両

語
の
作
品
で
日
独
両
方
に
読
者
や
研
究
者
が
い
て
、
そ
の
両
者
の
翻
訳
を

通
し
て
同
時
的
に
多
く
の
国
に
も
読
者
が
い
る
、
と
い
う
だ
け
で
は
な

い
。
作
品
そ
の
も
の
が
ま
す
ま
す
ク
ロ
ス
・
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
、
ク
ロ
ス
・
カ

ル
チ
ャ
ー
、
ク
ロ
ス
・
ジ
ャ
ン
ル
に
な
っ
て
い
く
の
だ
。

　
「
境
界
を
耕
す
」
と
題
し
た
朗
読
会
が
二
〇
〇
〇
年
に
一
橋
大
学
で
催

さ
れ
た
折
り
に
、
多
和
田
葉
子
は
「
ド
イ
ツ
に
住
む
積
極
的
な
理
由
」
を

問
わ
れ
て
、
何
よ
り
言
葉
に
驚
く
面
白
さ
を
あ
げ
た
。
本
人
が
意
図
し
な

い
と
こ
ろ
で
他
人
が
び
っ
く
り
し
た
り
、
笑
っ
た
り
、
そ
れ
は
子
供
の
言

葉
で
大
人
が
驚
い
て
世
界
が
動
く
感
じ
に
似
て
い
る
と
い
う
。
言
葉
の
物

理
的
な
力
、
暴
力
と
い
う
か
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
か
、
子
供
で
な
い
身
で

そ
う
い
う
も
の
を
喚
起
で
き
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
外
国
語
、
外
国
人
で

は
な
い
か
、
と
。
ド
イ
ツ
で
は
ド
イ
ツ
語
で
も
の
を
見
る
異
邦
人
の
ま
な

ざ
し
を
も
つ
「
私
」
が
、「
自
分
で
な
い
自
分
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
」、

ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
感
じ
で
、「
皆
が
知
っ
て
い
る
ド
イ
ツ
を
宇
宙
人
の
よ

う
に
異
な
っ
た
風
に
書
く
」、
そ
れ
が
双
方
に
と
っ
て
面
白
い
の
だ
ろ
う
、

と
。
対
し
て
日
本
語
で
日
本
に
向
け
て
書
く
と
き
に
は
そ
う
い
う
こ
と
は

意
識
せ
ず
、
自
閉
的
に
自
分
と
言
葉
だ
け
が
向
か
い
合
う
感
じ
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
、
と
も
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
朗
読
会
を
「
境
界
を
耕
す
」
と

題
し
た
の
は
、
自
分
は
境
界
を
越
え
た
い
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
橋
を
架

け
た
い
の
で
も
な
い
、
境
界
を
越
え
て
分
か
っ
て
し
ま
う
と
は
両
方
の
言

語
が
貧
し
く
な
る
こ
と
で
は
な
い
の
か
、
む
し
ろ
境
界
地
帯
そ
の
も
の
に

留
ま
っ
て
、
両
方
の
言
語
や
文
化
が
そ
の
ま
ま
複
雑
に
ゆ
た
か
な
も
の
と

し
て
そ
こ
に
あ
る
こ
と
を
楽
し
み
、
耕
し
た
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
、
と
。

　

一
九
九
六
年
に
多
和
田
葉
子
は
ド
イ
ツ
で
シ
ャ
ミ
ッ
ソ
ー
賞
を
受
賞

し
た
。
こ
れ
は
一
九
八
五
年
に
設
定
さ
れ
た
、
毎
年
一
人
の
ド
イ
ツ
語
で

書
く
す
ぐ
れ
た
非
ド
イ
ツ
人
作
家
に
与
え
ら
れ
る
賞
な
の
だ
が
、
本
当
は

そ
う
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
ら
れ
た
く
は
な
い
、
文
学
は
ど
こ
で
生
ま

れ
た
何
国
人
で
、
何
語
で
話
す
か
と
い
う
よ
う
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

決
め
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と

い
う
語
な
ど
引
き
ず
っ
て
生
き
て
い
き
た
く
は
な
い
、
と
言
う
。
む
し
ろ

『
影
を
な
く
し
た
男
』
の
作
家
で
あ
る
シ
ャ
ミ
ッ
ソ
ー
に
ち
な
ん
で
、
そ

ん
な
〈
影
〉
な
ど
す
っ
き
り
な
く
し
て
い
き
た
い
の
だ
、
と
。
母
語
の
文

学
か
ら
語
母
の
文
学
へ
。

翻
訳
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
意
識
化
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
化

　

そ
う
い
う
境
界
域
と
い
う
は
ざ
ま
に
立
つ
こ
と
を
選
び
取
っ
た
多
和
田

葉
子
の
文
学
の
ま
な
ざ
し
が
何
よ
り
〈
翻
訳
〉
に
向
け
ら
れ
る
の
は
、
納

得
で
き
る
こ
と
だ
。
主
人
公
が
あ
る
テ
ク
ス
ト
を
前
に
翻
訳
の
語
義
の「
向

こ
う
側
に
渡
す
」
と
「
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
す
る
」
と
い
う
両
極
の
い
ず

れ
で
も
た
ち
す
く
ん
で
し
ま
う
短
編
『
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
傷
口
』

7
は
、

翻
訳
行
為
の
可
能
性
・
不
可
能
性
そ
の
も
の
が
テ
ー
マ
だ
し
、
師
で
あ
る

亀
鏡
の
下
で
真
理
を
探
す
た
め
に
家
出
し
て
き
た
女
た
ち
の
学
校
の
物

語
を
梨
水
と
い
う
少
女
が
語
る
不
思
議
な
小
説
『
飛
魂
』

8
は
、
意
識
的

に
た
く
さ
ん
の
表
意
文
字
で
あ
る
漢
字
を
駆
使
し
た
文
字
通
り
形
象
的

な
テ
ク
ス
ト
で
、
漢
字
の
意
味
性
が
た
ち
の
ぼ
る
固
有
名
詞
だ
け
で
も

こ
れ
を
ど
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
に
翻
訳
で
き
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
に
や
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———　日本　文化の交差点として　———

に
や
し
て
し
ま
う
。
ま
る
で
多
和
田
葉
子
が
音
声
文
字
で
あ
る
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
と
、
形
象
文
字
（
漢
字
）
の
抑
圧
で
あ
っ
た
言
文
一
致
運
動
の
双

方
に
、
わ
ざ
と
挑
戦
と
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
悪
戯
を
し
て
み
せ
て
い
る
か
の

よ
う
だ
。

　

ち
な
み
に
最
初
に
日
本
語
で
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
多
和
田
葉
子
自

身
が
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
殆
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。

ド
イ
ツ
語
で
書
く
と
き
は
ド
イ
ツ
語
を
具
体
的
な
も
の
と
し
て
つ
か
ん

で
積
み
重
ね
て
い
く
が
、
自
分
で
書
い
た
日
本
語
を
訳
す
ド
イ
ツ
語
は
自

分
の
な
か
に
な
い
か
ら
だ
と
。
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
た
も
の
は
い
く
つ
か

自
ら
和
訳
し
て
い
る
が
、
そ
の
と
き
に
は
翻
訳
と
い
う
形
で
な
く
、
別
の

作
品
に
書
き
直
す
と
い
う
試
み
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
ド

イ
ツ（
語
）の
旅
行
記
風
エ
ッ
セ
イIm

 Bauch des G
otthards

は
日
本（
語
）

で
は
四
倍
の
長
さ
の
短
篇
集
『
ゴ
ッ
ト
ハ
ル
ト
鉄
道
』
に
姿
を
変
え
た
。

前
述
の
「
本
当
は
言
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
だ
け
れ
ど
／
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な

ん
て
／
な
い
」
の
詩
は
同
題
の
ド
イ
ツ
語
の
エ
ッ
セ
イ
と
な
っ
て
ド
イ

ツ
で
の
評
論
集Talism

an

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
本
に
は
一
つ
だ

け
、短
篇
「
辞
書
の
村
」
が
日
独
両
語
の
対
訳
で
（
独
訳
は
ペ
ル
ト
ナ
ー
）、

「
本
の
中
の
本
」
と
し
て
真
ん
中
に
挿
入
さ
れ
て
い
た
。
後
述
す
る
戯
曲

TILL

は
、日
本（
語
）で
は『
ふ
た
く
ち
男
』と
い
う
小
説
集
に
変
身
し
た
。

　

あ
る
い
は
一
橋
大
学
で
の
朗
読
会
で
披
露
さ
れ
ド
イ
ツ
で
出
版
さ
れ

た
本
に
収
録
さ
れ
て
い
るD

reizehn

＝
13 

9
は
、
前
半
が
ド
イ
ツ
語
で
途

中
か
ら
日
本
語
に
ス
ラ
イ
ド
し
て
い
く
。
し
か
も
言
葉
遊
び
は
両
言
語
に

わ
た
り
、
日
本
語
に
も
ド
イ
ツ
語
に
も
な
い
造
語
が
あ
ふ
れ
、
文
法
的
に

は
正
し
い
が
意
味
あ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
つ
く
ら
な
い
シ
ュ
ー
ル
レ
ア

ル
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
読
者
を
異
化
的
な
言
葉
の
世
界
に
導
い
て
い
く
。
こ

れ
は
後
述
の
高
瀬
ア
キ
の
ピ
ア
ノ
と
の
デ
ュ
オ
で
朗
読
さ
れ
、
二
〇
〇
三

年
の
ド
イ
ツ
で
の
Ｃ
Ｄdiagonal

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
多
和
田
葉
子

自
身
が
そ
も
そ
も
正
し
い
ド
イ
ツ
語
を
書
こ
う
と
は
考
え
て
い
な
い
、
不

思
議
だ
な
を
再
現
で
き
る
自
分
の
外
国
語
を
つ
く
っ
て
、
二
つ
の
言
語
が

出
会
う
広
さ
と
深
さ
の
大
き
さ
を
探
り
た
い
の
だ
、
言
葉
は
究
極
的
に
分

か
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
そ
こ
に
在
る
も
の
だ
か
ら
、
と
も
語
っ
て
い

た
が
、
こ
れ
は
も
う
翻
訳
す
る
こ
と
自
体
が
不
可
能
あ
る
い
は
無
意
味
と

い
う
か
、〈
翻
訳
〉
は
読
み
手
が
勝
手
に
ど
う
ぞ
、
と
い
う
世
界
だ
。
悔

し
か
っ
た
ら
ド
イ
ツ
語
あ
る
い
は
日
本
語
を
学
ん
で
か
ら
自
在
に
そ
こ

で
お
遊
び
下
さ
い
な
、
た
だ
し
言
葉
が
分
か
っ
て
も
分
か
ら
な
く
て
も
ど

う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
よ
、
と
。
さ
ま
ざ
ま
な
境
界
が
、「
本

当
は
言
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
だ
け
れ
ど
／
境
界
な
ん
て
／
な
い
」
と
で

も
言
い
た
げ
に
、〈
語
母
〉
を
通
底
し
て
〈
境
母
〉
と
も
い
う
べ
き
も
の

に
も
自
在
に
溶
解
し
て
い
く
よ
う
な
の
だ
。

　　

一
九
九
七
年
の
夏
学
期
に
多
和
田
葉
子
は
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大

学
で
詩
学
の
講
義
を
し
た
が
、
そ
れ
が
ド
イ
ツ
（
語
）
の
評
論
集

Verw
andlungen

（
変
身
）

10
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
銀
色
に
朱
色
で

ド
イ
ツ
語
の
タ
イ
ト
ル
が
書
か
れ
た
こ
の
本
の
表
と
裏
の
表
紙
に
は
、
平

仮
名
で
「
ご
う
も
ん
」、「
ひ
ひ
ょ
う
し
よ
う
」、「
は
し
ゃ
ぐ
」、「
く
し
ゃ

み
」、「
し
ゅ
っ
ぱ
ん
」、「
で
ん
き
」
と
い
う
銀
の
濃
淡
の
ひ
ら
が
な
文
字

が
影
絵
の
よ
う
に
刷
り
込
ま
れ
て
い
て
、
日
独
の
言
語
と
文
化
を
往
還
す

る
ポ
エ
タ
・
ド
ク
ト
ゥ
ス
な
ら
で
は
の
考
察
（
第
一
の
講
義
「
鳥
の
声
あ
る

い
は
異
質
性
の
問
題
」、
第
二
の
講
義
「
亀
の
甲
文
字
あ
る
い
は
翻
訳
の
問
題
」、

第
三
の
講
義
「
魚
の
顔
あ
る
い
は
変
身
の
問
題
」）
と
相
ま
っ
て
、
こ
れ
も
味

わ
い
深
い
本
だ
。
と
く
に
翻
訳
の
問
題
を
扱
っ
た
第
二
の
講
義
の
な
か

で
、
彼
女
は
こ
う
も
考
察
し
て
い
る
。
言
葉
と
文
字
は
互
い
に
自
律
し
た
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存
在
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
人
間
の
思
考
や
身
体
、
対
象
を
も
っ
た
日
常

生
活
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
生
を
生
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
作
家
と

は
、
自
分
の
テ
ク
ス
ト
を
書
く
の
で
は
な
く
、
言
葉
と
文
字
が
隠
さ
れ
た

世
界
の
呪
縛
を
解
き
、
そ
れ
を
見
え
る
よ
う
に
す
る
メ
デ
ィ
ア
（
媒
体
）

な
の
だ
。
つ
ま
り
文
学
作
品
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
（
起
源
）
と
み
な
さ
れ
る
の

で
は
な
く
、
あ
る
テ
ク
ス
ト
を
文
字
に
固
定
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
す

で
に
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
原
テ
ク
ス
ト
の
〈
翻
訳
〉
で
あ
っ
て
、
そ
の

オ
リ
ジ
ナ
ル
（
起
源
）
の
原
テ
ク
ス
ト
は
、
書
き
手
自
身
も
な
か
な
か
辿

り
着
け
な
い
場
所
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
こ
れ
は
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
の
翻
訳
論
と
も
通
底
す
る
も
の
だ

11
。

　

多
和
田
葉
子
文
学
が
実
験
・
実
践
し
て
い
る
の
は
、
い
わ
ば
そ
う
い
う

広
義
・
狭
義
の
〈
翻
訳
〉
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
意
識
化
、
そ
の
意
図
的
な

パ
ー
ソ
ナ
ル
化
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
化
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
自
分

の
言
葉
と
い
う
の
は
や
は
り
、
他
者
の
翻
訳
や
解
釈
を
通
し
て
で
な
く
、

自
ら
が
翻
訳
や
解
釈
の
作
業
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
生
成
し
て

く
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、宮
沢
賢
治
の
「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」

に
お
け
る
、
鹿
の
言
葉
と
嘉
十
の
言
葉
と
語
り
手
の
言
葉
、
そ
れ
ぞ
れ
の

言
の
葉
の
間
を
風
が
媒
介
し
耳
が
聞
い
た
プ
ロ
セ
ス
こ
そ
が
〈
翻
訳
〉
な

の
だ
、
と
小
森
陽
一
が
読
ん
だ
こ
と
と
も
重
な
っ
て
く
る
。
小
森
陽
一
の

言
葉
を
借
り
れ
ば
、
翻
訳
者
と
は
「
語
る
も
の
と
語
ら
れ
る
も
の
の
分
裂

と
憑
依
と
い
う
病
の
体
現
者
」
で
あ
り
、
翻
訳
と
は
「
二
項
対
立
の
間
に

潜
在
的
に
存
在
す
る
第
三
項
」
＝
境
界
地
帯
を
耕
す
作
業
だ

12
。
分
裂
と

憑
依
が
、
語
る
も
の
と
語
ら
れ
る
も
の
の
双
方
に
お
い
て
新
し
い
テ
ク
ス

ト
へ
の
変
容
を
促
す
。

　

二
〇
〇
三
年
に
日
本
で
出
て
評
判
を
よ
ん
だ
多
和
田
葉
子
の
エ
ッ
セ

イ
集
『
エ
ク
ソ
フ
ォ
ニ
ー
／
母
語
の
外
へ
出
る
旅
』（
岩
波
書
店
）

13
は
、

一
言
で
い
う
と
、
そ
う
い
う
「
ク
レ
オ
ー
ル
文
学
」、「
越
境
者
の
文
学
」、

「
移
民
文
学
」、「
外
国
人
文
学
」
な
ど
、
創
作
者
本
人
で
は
な
い
他
人
か

ら
の
定
義
を
冠
さ
れ
て
き
た
多
和
田
葉
子
を
は
じ
め
と
す
る
母
語
で
は

な
い
言
語
で
創
作
を
行
う
作
家
を
、
新
し
い
視
点
、
つ
ま
り
、「
エ
ク
ソ

フ
ォ
ニ
ー
＝
母
語
の
外
に
出
て
書
く
」
と
い
う
創
作
す
る
行
為
か
ら
見
て

定
義
し
よ
う
（
あ
る
い
は
そ
う
い
っ
た
定
義
か
ら
解
放
さ
れ
よ
う
）
と
い
う

も
の
だ
ろ
う
。
母
語
で
は
な
い
言
語
の
選
択
に
い
た
っ
た
原
因
だ
け
で
は

な
く
、
そ
の
結
果
と
し
て
広
が
る
豊
か
な
現
実
、
あ
る
い
は
危
険
と
隣
り

合
わ
せ
で
あ
る
緊
張
感
に
あ
ふ
れ
た
創
作
行
為
そ
の
も
の
に
目
を
向
け

よ
う
と
し
て
い
る
点
で
、
こ
う
い
っ
た
主
題
を
扱
っ
て
い
る
他
の
本
に
対

す
る
、
一
種
の
挑
発
と
も
思
え
る
。「
旅
す
る
こ
と
と
住
む
こ
と
と
は
わ

た
し
の
中
で
は
も
は
や
相
対
的
な
も
の
」
と
語
る
彼
女
の
危
う
く
も
快
感

を
も
た
ら
す
綱
渡
り
の
よ
う
な
、
身
を
張
っ
た
創
作
行
為
の
舞
台
裏
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
演
劇
へ
の
接
近
の
プ
ロ
セ
ス

　

そ
う
い
う
多
和
田
葉
子
が
演
劇
に
近
づ
い
て
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
が
ま

た
、
あ
る
意
味
、
必
然
的
で
お
も
し
ろ
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
ド
イ
ツ

は
作
家
の
朗
読
会
と
い
う
の
が
頻
繁
に
あ
っ
て
、
多
和
田
葉
子
も
年
に

百
回
近
い
朗
読
会
を
や
る
と
い
う
が
、
観
客
の
前
で
テ
ク
ス
ト
を
朗
読

し
、
読
ん
で
聞
か
せ
、
そ
の
後
に
観
客
と
対
話
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ

自
体
が
演
劇
だ
。
ド
イ
ツ
中
を
回
っ
て
そ
う
い
う
朗
読
会
を
重
ね
る
う
ち

に
、
自
然
と
演
劇
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
最

初
は
一
九
九
三
年
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
グ
ラ
ー
ツ
の
シ
ュ
タ
イ
ア
ー
マ
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ル
ク
ト
演
劇
祭
で
、
多
和
田
葉
子
の
テ
ク
ス
ト
を
上
演
す
る
の
で
自
分
で

読
ん
で
く
れ
と
言
わ
れ
て
読
ん
だ
の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
ら
し
い
。（D

ie 

K
ranichm

aske, die bei N
acht strahlt

（
夜
光
る
鶴
の
仮
面
））。
こ
れ
が
楽
し

か
っ
た
の
で
、
一
人
で
朗
読
す
る
よ
り
は
い
ろ
ん
な
人
と
や
る
方
が
お

も
し
ろ
そ
う
と
、
戯
曲
を
書
き
始
め
た
と
い
う
。
一
九
九
七
年
に
はW

ie 
der W

ind im
 Ei

（
卵
の
中
の
風
の
よ
う
に
）
が
や
は
り
グ
ラ
ー
ツ
の
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
で
初
演
さ
れ
た
。

　TILL

（
テ
ィ
ル
）
やSancho Pansa

（
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
）
と
い
う
戯

曲
が
産
ま
れ
た
経
緯
も
示
唆
的
だ
。
劇
団
「
ら
せ
ん
舘
」
は
島
田
三
郎

が
主
宰
す
る
ド
イ
ツ
や
ス
ペ
イ
ン
な
ど
で
上
演
活
動
を
し
て
い
る
劇
団

で
、
ハ
ノ
ー
バ
ー
の
劇
団
と
組
ん
で
日
独
で
活
躍
す
る
多
和
田
葉
子
の
テ

ク
ス
ト
を
使
い
た
い
と
申
し
込
ん
だ
ら
、
そ
れ
な
ら
新
作
戯
曲
を
書
き
ま

し
ょ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
、
こ
れ
が
一
九
九
八
年
のTILL

だ
14

。

最
初
か
ら
日
独
の
劇
団
／
俳
優
が
ク
ロ
ス
す
る
の
を
前
提
に
多
和
田
葉

子
自
身
が
意
図
し
て
二
ヵ
国
語
で
書
い
た
戯
曲
で
あ
る
。
テ
ィ
ル
・
オ
イ

レ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
・
ツ
ア
ー
と
い
う
の
に
日
本
人
御
一
行
様
が
出
か
け

て
、
い
つ
し
か
ド
イ
ツ
中
世
の
世
界
に
ス
ラ
イ
ド
し
て
い
き
、
い
ろ
い
ろ

な
騒
ぎ
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
。
そ
の
こ
と
で
観
客
を
も
、
テ
ィ
ル
と
い

う
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
的
な
中
世
の
イ
タ
ズ
ラ
者
の
世
界
に
巻
き
込
ん
で

い
こ
う
と
い
う
も
の
。
さ
ら
に
面
白
い
の
は
、
ド
イ
ツ
で
も
日
本
で
も
上

演
時
に
字
幕
も
同
時
通
訳
も
つ
け
な
か
っ
た
こ
と
。
多
和
田
葉
子
自
身
、

ド
イ
ツ
に
初
め
て
行
っ
た
と
き
に
通
訳
も
翻
訳
も
な
く
、
ま
っ
た
く
の
言

葉
の
穴
に
落
ち
込
ん
だ
。
旅
を
す
る
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
穴
の
空
間
に

出
合
う
こ
と
だ
ろ
う
と
…
…TILL

そ
の
も
の
も
、
そ
う
い
う
多
和
田
葉

子
の
言
葉
の
位
相
と
関
係
し
て
い
よ
う
。

　

そ
の
次
がSancho Pansa

。
も
ち
ろ
ん
あ
の
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
を

転
換
さ
せ
た
も
の
で
、
サ
ン
チ
ョ
・

パ
ン
サ
が
そ
の
両
性
具
有
的
な
視
点

で
ロ
バ
か
ら
女
性
の
姿
に
変
え
ら
れ

て
い
る
。
だ
か
ら
基
本
的
に
女
優
だ

け
の
芝
居
。
し
か
も
多
和
田
葉
子
が

選
ん
だ
十
枚
の
画
を
も
と
に
し
な
が

ら
、中
世
か
ら
現
代
ま
で
の
世
界
が
、

ひ
っ
く
り
返
し
の
視
点
か
ら
立
ち
あ

が
っ
て
く
る
、
と
い
う
構
図
に
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
も
ら
せ
ん
舘
に
よ
る

上
演
で
、
日
本
で
は
日
本
人
と
ス
ペ

イ
ン
人
の
共
演
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
語

や
フ
ラ
メ
ン
コ
も
出
て
き
て
、
私
は
二
〇
〇
二
年
に
ベ
ル
リ
ン
で
も
再
演

を
見
た
の
だ
が
、
こ
の
と
き
は
さ
ら
に
ド
イ
ツ
人
も
加
わ
っ
て
の
共
演

で
、
多
和
田
葉
子
自
身
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
が
も
っ
と
出
て
き
て
、
い
ろ
ん

な
言
語
が
行
き
来
し
て
い
た
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
言
葉
に
よ
る
世
界
が
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
に
な
っ

て
い
く
経
緯
が
、
多
和
田
葉
子
に
お
い
て
は
境
界
を
耕
す
一
連
の
行
為
の

よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
多
和
田
葉
子
の
あ
り
方
そ
の
も
の

に
、
演
劇
的
な
可
能
性
と
い
う
も
の
が
し
っ
か
り
感
じ
と
れ
る
だ
ろ
う
。

多
言
語
化
し
て
い
く
と
、
舞
台
を
意
味
と
し
て
だ
け
把
握
し
て
い
る
人
は

誰
も
い
な
い
と
い
う
状
態
に
な
る
。
そ
こ
に
穴
が
で
き
る
。
必
ず
不
透
明

な
と
こ
ろ
が
出
て
く
る
。
そ
こ
で
言
葉
の
音
や
意
味
や
形
象
が
解
体
し
て

踊
り
だ
す
の
だ
…
…
。

多和田葉子作『Sancho Pansa』（「らせん館」）
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TILL

（
テ
ィ
ル
）
の
上
演
実
践
が
孕
む
位
相

　

日
独
両
語
混
在
で
書
か
れ
て
ド
イ
ツ
で
出
版
さ
れ
た
こ
の
戯
曲
は
、
ド

イ
ツ
の
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
演
劇
工
房
と
日
本
の
劇
団
ら
せ
ん
館
の
共
同
創

作
で
、
一
九
九
八
年
春
に
は
ド
イ
ツ
で
、
秋
に
は
日
本
で
、
日
独
を
中
心

に
し
た
多
国
籍
の
俳
優
に
よ
っ
て
日
独
両
語
の
同
等
の
混
在
で
、
し
か
も

い
ず
れ
も
同
時
通
訳
も
字
幕
も
な
し
の
、〈
翻
訳
劇
〉
な
ら
ぬ
、
意
図
的

に
〈
翻
訳
さ
れ
な
い
劇
〉
だ
。

　

い
わ
ゆ
る
狭
義
の
翻
訳
で
あ
る
二
言
語
間
翻
訳
に
お
い
て
も
、
翻
訳
者

に
許
さ
れ
る
範
囲
と
は
ど
こ
ま
で
か
、
そ
も
そ
も
裁
量
範
囲
が
存
在
す

る
の
か
と
い
う
問
い
を
も
た
ら
す
が
、
多
和
田
葉
子
文
学
に
顕
著
な
ク
ロ

ス
・
ジ
ャ
ン
ル
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
は
、
書
き
手
だ
か
ら
許
さ
れ
る
特

権
な
の
だ
ろ
う
か
。〈
翻
訳
〉
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
や
ヤ

コ
ブ
ソ
ン
が
何
を
語
ろ
う
と
も
、
翻
訳
の
理
論
と
実
践
の
間
の
「
傷
口
」

は
い
ま
な
お
途
方
も
な
く
大
き
い
。
い
か
に
原
文
に
誠
実
で
あ
ろ
う
と
し

て
も
な
お
、
翻
訳
は
翻
訳
者
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
た
解
釈
営
為
で
あ

る
こ
と
は
免
れ
え
な
い
。
何
で
も
分
か
っ
た
つ
も
り
で
等
号
（
＝
）
で
境

界
を
埋
め
て
し
ま
お
う
と
す
る
日
本
で
は
、
翻
訳
文
化
そ
の
も
の
が
個
々

人
の
〈
翻
訳
〉
作
業
を
阻
害
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
は
、
あ
る
い
は

TILL

（
テ
ィ
ル
）
の
上
演
実
践
が
暗
に
批
判
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
で

も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

上
演
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
も
二
ヶ
国
語
立
て
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
作
者
の

言
葉
に
は
こ
う
あ
っ
た
。

　

観
光
は
異
文
化
と
の
接
触
の
方
法
と
し
て
あ
ま
り
に
も
表
面
的
で
あ
る

た
め
、
ま
じ
め
に
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
私
た
ち
自
身
が
し
ば
し

ば
観
光
客
に
他
な
ら
な
い
の
に
、
観
光
客
を
軽
蔑
し
て
し
ま
う
。
観
光
客

は
常
に
他
者
だ
か
ら
。
世
界
を
〈
誤
解
〉
す
る
か
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
頼

る
か
、
あ
る
い
は
何
に
も
理
解
し
な
い
か
。
戯
曲
『
テ
ィ
ル
』
は
、
観
光

と
い
う
現
象
を
皮
肉
り
な
が
ら
も
、同
時
に
、新
し
い
世
界
に
ふ
れ
る
チ
ャ

ン
ス
と
し
て
の
旅
の
可
能
性
を
追
求
し
て
い
る
。［
中
略
］
知
識
と
し
て

の
異
文
化
を
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
等
を
通
し
て
消
費
す
る
の
で
な
く
、
よ
く
分

か
ら
な
い
も
の
を
観
察
し
た
り
、
触
っ
て
み
た
り
し
て
い
る
う
ち
に
、
そ

れ
ま
で
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
た
こ
と
ま
で
当
た
り
前
で
な
く
な
り
、

も
の
の
見
方
が
変
わ
っ
て
く
る
旅
。
不
安
で
未
知
の
世
界
で
こ
そ
、
異
文

化
で
あ
れ
自
文
化
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
自
分
の
感
情
に
お
い
て
で
あ
れ
、

人
は
、
新
し
い
も
の
を
発
見
で
き
る
の
だ

15
。

　　

わ
か
ら
な
い
コ
ト
や
コ
ト
バ
、
つ
ま
り
は
他
者
や
異
界
に
出
会
う
、
旅

と
は
本
来
そ
う
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
重
ね
て
多
和
田
葉
子
は
、
自

ら
が
ド
イ
ツ
で
暮
ら
し
始
め
た
と
き
に
体
験
し
た
よ
う
な
言
葉
が
生
ま

れ
て
く
る
穴
、
二
言
語
と
二
文
化
の
狭
間
と
い
う
境
界
域
を
、
意
図
的
に

舞
台
空
間
に
創
り
だ
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
戯
曲
の
冒
頭
に
い
わ

く
、　

こ
の
劇
は
五
幕
か
ら
な
り
、
物
語
ま
た
は
イ
メ
ー
ジ
部
分
は
日
本
語
で

書
か
れ
て
い
て
、
そ
の
ド
イ
ツ
語
訳
が
す
ぐ
後
に
続
く
。［
中
略
］
会
話

部
分
は
、
両
言
語
と
も
あ
え
て
翻
訳
を
つ
け
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
語
が
で

き
な
い
観
客
、
ま
た
は
日
本
語
が
で
き
な
い
観
客
に
と
っ
て
は
、
劇
の
一

部
は
謎
の
ま
ま
流
れ
て
い
く
。
そ
れ
で
も
、
音
楽
的
に
（
言
葉
の
リ
ズ
ム

そ
の
他
）
ま
た
は
映
像
的
に
、
そ
の
謎
へ
の
手
が
か
り
を
感
じ
さ
せ
る
よ

う
に

16
。
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謎
が
わ
か
り
た
く
な
っ
た
と
き
、
言
葉
は
本
当
に
必
要
な
の
か
、
必
要

だ
と
し
た
ら
そ
れ
は
ど
ん
な
言
葉
な
の
だ
ろ
う
。
言
葉
に
は
、
表
情
や
身

振
り
、
声
や
響
き
と
い
っ
た
身
体
性
も
含
ま
れ
よ
う
し
、
場
面
や
反
応
、

雑
音
や
音
楽
、
光
や
像
と
い
っ
た
も
の
も
随
伴
す
る
。
日
本
人
通
訳
は
職

業
的
な
仲
介
者
と
し
て
、
分
か
ら
な
い
こ
と
を
楽
し
む
の
で
な
く
説
明
し

よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
次
々
に
起
こ
る
不
条
理
な
出
来
事
に
次
第
に
機
能

不
全
に
陥
っ
て
い
く
。
情
報
や
知
識
、
他
人
の
通
訳
・
解
釈
で
は
埋
め
ら

れ
な
い
も
の
、
む
し
ろ
そ
う
い
う
も
の
に
遮
断
さ
れ
な
い
直
接
の
体
験
、

発
見
、
驚
き
を
喚
起
さ
れ
る
こ
と
で
、
観
客
も
と
も
に
、
自
前
で
言
葉
を

探
し
、
自
分
な
り
の
「
翻
訳
」
を
紡
い
で
い
く
し
か
な
い
、
そ
ん
な
地
平

に
直
面
さ
せ
ら
れ
る
。

　

そ
の
仕
掛
人
が
、
ド
イ
ツ
民
衆
伝
説
の
神
話
的
な
い
た
ず
ら
者
、
テ
ィ

ル
・
オ
イ
レ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
。
民
衆
本
を
基
に
自
由
に
解
釈
・
改
作

さ
れ
た
テ
ィ
ル
が
、
観
（
光
）
客

を
中
世
の
ド
イ
ツ
世
界
へ
と
誘
っ

て
い
く
。
緑
色
の
髪
と
目
を
も
ち
、

肛
門
と
口
の
二
つ
の
口
の
お
し
ゃ

べ
り
で
人
を
煙
に
ま
き
、
あ
ら
ゆ

る
風
景
と
境
界
を
く
ぐ
り
抜
け
る

テ
ィ
ル
は
、
そ
の
自
由
奔
放
な
行

為
で
す
べ
て
の
価
値
を
ひ
っ
く
り

か
え
す
、
い
わ
ば
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー

で
あ
る
。
創
造
者
で
破
壊
者
、
善

で
あ
る
と
と
も
に
悪
で
あ
る
と
い

う
両
義
性
を
そ
な
え
て
、
両
端
に

引
き
裂
か
れ
た
価
値
の
仲
介
者
と
し
て
の
役
割
を
に
な
い
、
そ
の
地
口
、

駄
洒
落
、
謎
か
け
で
既
成
の
身
分
秩
序
を
か
ら
か
い
、
多
次
元
を
自
由
に

往
還
し
て
世
界
の
隠
れ
た
貌か

お

を
顕
在
化
さ
せ
る
。
見
え
な
い
ワ
イ
ン
を
飲

ま
せ
た
り
、
単
語
を
尻
取
り
遊
び
の
よ
う
に
つ
な
げ
た
り
、
鍛
冶
屋
で
火

か
き
棒
も
鋏
も
金
槌
も
繋
げ
て
し
ま
っ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
の
パ
ン

を
作
り
出
し
た
り
。
悪
戯
の
迂
回
の
迷
路
は
、
い
っ
た
ん
は
ま
り
こ
ん
だ

ら
出
ら
れ
な
い
閉
じ
た
記
号
体
系
を
揺
る
が
す
。
テ
ィ
ル
は
、
そ
う
い
う

磁
場
の
乱
れ
を
行
為
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
い
る
の
だ
。
最
後
に
、
窓

を
突
き
破
っ
て
向
こ
う
側
に
去
る
。
こ
っ
ち
側
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
て

逃
げ
た
の
か
、
自
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
他
界
へ
突
き
抜
け
た
の
か
、
母
親

の
胎
内
、
語
母
の
世
界
に
戻
っ
た
の
か
、
不
明
の
ま
ま
に
―
。

　

テ
ィ
ル
の
悪
戯
を
面
白
が
る
の
が
、
テ
ィ
ル
の
日
本
版
と
も
い
う
べ
き

観
光
客
の
「
い
の
ん
ど
」
だ
。
通
訳
が
「
そ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
の
地

の
中
世
に
緑
の
髪
を
し
た
反
逆
児
が
生
ま
れ
た
と
い
う
伝
説
が
伝
わ
っ

て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
」
と
言
う
と
、
す
ぐ
さ
ま
「
そ
い
つ
、
お
れ
。

お
れ
、
そ
れ
。
い
つ
か
、
あ
い
つ
だ
っ
た
、
そ
い
つ
の
今
、
お
れ
の
今
、

昔
」
と
受
け
る

17
。「
い
の
ん
ど
」
と
は
、
テ
ィ
ル
の
原
名
デ
ィ
ル
を
辞

書
で
引
い
た
ら
そ
の
薬
草
の
和
名
に
「
い
の
ん
ど
」
と
あ
っ
た
の
で
そ

れ
を
使
っ
た
、
と
後
か
ら
多
和
田
葉
子
本
人
に
聞
い
て
知
っ
た
の
だ
が
、

『
今
昔
物
語
』
に
で
も
「
い
の
ん
ど
」
と
い
う
人
物
像
が
存
在
す
る
の
か

と
調
べ
て
み
た
り
し
た
も
の
だ
。
多
和
田
葉
子
文
学
に
は
そ
う
い
う
日
独

の
ク
ロ
ス
・
カ
ル
チ
ャ
ー
の
手
法
も
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
。
た
と
え

ばTill
の
本
に
と
も
に
収
録
さ
れ
た
、
こ
れ
は
ド
イ
ツ
語
だ
け
で
書
か
れ

た
ラ
ジ
オ
劇O

rpheus oder Izanagi

（
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
あ
る
い
は
イ
ザ
ナ
ギ
）

（
九
七
年
に
南
ド
イ
ツ
放
送
で
初
演
）
は
、
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
子
供
が
い
つ

か
ど
こ
か
で
イ
ザ
ナ
ギ
の
子
供
と
結
ば
れ
て
生
ま
れ
た
オ
ギ
を
め
ぐ
る

多和田葉子『TILL』（「らせん館」）
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お
話
だ
っ
た
り
。
の
み
な
ら
ず
、『
犬
婿
入
り
』
や
『
か
か
と
を
な
く
し

て
』
な
ど
の
よ
う
に
、
異
類
婚
姻
譚
（
動
物
と
結
婚
し
た
こ
と
が
タ
ブ
ー
を

破
る
こ
と
で
露
見
し
て
し
ま
う
民
話
）
が
蘇
生
し
て
現
代
に
移
し
か
え
ら
れ

る
手
法
に
も
お
よ
ぶ
。
他
者
や
異
界
は
遠
く
て
近
い
、
近
く
て
遠
い
こ
と

を
、
神
話
や
昔
話
に
内
在
す
る
想
像
力
を
い
ま
一
度
現
代
に
呼
び
戻
す
こ

と
で
透
か
し
だ
し
、
そ
こ
に
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
ル
で
ユ
ー
モ
ア
の
あ
ふ
れ
る

世
界
が
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
。

表
象
言
語
と
表
象
文
化
が
拓
く
可
能
性

　

TILL

の
日
本
上
演
に
先
立
っ
て
シ
ア
タ
ー
Ｘ
で
多
和
田
葉
子
の
講
演

会
が
催
さ
れ
た
が
、
そ
の
と
き
の
話
も
示
唆
的
だ
っ
た
。
言
葉
を
以
前
は

「
見
て
」
い
た
の
だ
が
、
ド
イ
ツ
語
に
出
会
っ
て
か
ら
は
「
聞
く
」
よ
う

に
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
で
は
ラ
ジ
オ
劇
や
朗
読
会
が
盛
ん
で
「
聞
く
文
化
」

が
あ
っ
て
、
自
分
も
す
で
に
三
百
回
近
く
朗
読
会
を
や
っ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
書
く
自
分
が
読
者
に
出
会
い
さ
ら
さ
れ
る
演
劇
的
な
行
為
だ
。
演
劇

で
は
も
っ
と
い
ろ
ん
な
他
者
に
さ
ら
さ
れ
、
自
分
の
中
の
対
話
性
も
増
幅

さ
れ
て
、
そ
ん
な
手
応
え
を
求
め
て
演
劇
へ
と
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
く
。

舞
台
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
見
え
聞
こ
え
て
き
て
、
意
味
へ
の
予
感
で

耳
が
お
化
け
に
な
り
そ
う
。
自
分
の
言
葉
が
台
本
か
ら
離
れ
て
い
く
の
が

楽
し
い
、
と
。
言
葉
を
身
体
言
語
と
空
間
言
語
に
戻
し
な
が
ら
、
舞
台
を

異
界
に
身
を
置
く
旅
の
場
に
す
る
演
劇
の
未
来
形
の
ひ
と
つ
が
、
こ
こ

に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
よ
り
テ
ク
ス
ト
を
〈
い
ま
、
こ
こ
、

我
々
〉
に
向
か
っ
て
解
き
放
す
演
劇
と
い
う
場
は
、多
層
の
実
践
的
な
〈
翻

訳
〉
が
ク
ロ
ス
す
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
遊
戯
の
空
間
な
の
だ
か
ら
。
そ
れ

は
、
ブ
レ
ヒ
ト
の
後
継
者
と
言
わ
れ
た
ハ
イ
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
が
揺
さ
ぶ

り
を
か
け
て
い
た
ベ
ク
ト
ル
と
も
共
振
す
る
だ
ろ
う
。
そ
う
い
え
ば
多
和

田
葉
子
の
修
士
論
文
は
ミ
ュ
ラ
ー
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
マ
シ
ー
ン
』
に
つ
い

て
だ
っ
た
し
、
博
士
論
文Spielzeug und Sprachm

agie

（
玩
具
と
言
葉
の

魔
術
）
は
そ
の
ミ
ュ
ラ
ー
や
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
語
論
も
飛
び
か
う
、
言
葉

の
玩
具
箱
の
よ
う
だ
。

　

そ
う
い
っ
た
こ
と
は
、
昨
今
つ
と
に
語
ら
れ
て
き
た
「
表
象
の
危
機
」、

「
歴
史
／
物
語
／
出
来
事
の
終
焉
」
と
い
っ
た
こ
と
と
も
関
連
し
て
く
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
文
学
で
あ
れ
芸
術
や
歴
史
で
あ
れ
、

表
象
再
現
さ
れ
た
も
の
が
完
結
し
た
作
品
や
世
界
像
と
し
て
一
方
的
に

手
渡
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
読
者
や
観
客
と
い
う
受
け
手
も
と
も
に
読
み
、

見
聞
き
し
経
験
す
る
創
造
者
に
な
る
こ
と
へ
の
、
テ
ク
ス
ト
を
媒
介
に

〈
翻
訳
〉
作
業
が
共
有
さ
れ
て
言
葉
が
生
成
す
る
境
界
域
で
物
語
や
歴
史

が
創
ら
れ
、
作
品
受
容
が
出
来
事
へ
と
回
路
を
逆
転
さ
せ
て
パ
フ
ォ
ー
マ

テ
ィ
ブ
な
場
と
な
る
こ
と
へ
の
転
換
、と
も
読
め
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
は
、

作
者
と
読
者
の
二
元
構
造
の
終
焉
。
多
和
田
葉
子
は
、
書
く
と
は
建
物
を

建
て
る
よ
う
な
も
の
、
そ
の
建
物
は
い
ろ
い
ろ
な
方
向
か
ら
入
れ
て
い
ろ

い
ろ
な
風
に
見
え
た
ほ
う
が
よ
り
生
命
力
は
強
い
、
ど
う
見
て
ど
う
翻

訳
・
解
釈
す
る
か
は
、
読
者
の
自
由
な
の
だ
、
と
言
う
。

　

言
語
や
文
化
、
ジ
ャ
ン
ル
や
時
空
の
境
界
地
帯
に
建
て
ら
れ
る
オ
ー
プ

ン
な
多
和
田
葉
子
文
学
の
建
物
は
、
ど
こ
で
生
ま
れ
何
語
で
話
す
何
国
人

か
と
い
う
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
も
は
ず
し
た
、
徹
底
し
て
自
由
な
個

人
の
自
在
な
読
み
が
集
う
場
を
志
向
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ

で
飛
び
か
う
の
は
も
ろ
も
ろ
の
言
の
葉
、
言
説
化
を
求
め
る
語
母
の
言

霊
、
さ
し
ず
め
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
戯
曲
『
テ
ン
ペ
ス
ト
』
の
精
霊
エ
ア

リ
エ
ル
だ
。「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
と
言
わ
れ
る
趨
勢
の
中
で
、
現
実
に
は
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個
々
人
は
従
来
の
紐
帯
か
ら
外
さ
れ
て
ア
ト
ム
化
し
、
し
か
も
膨
大
な
情

報
に
さ
ら
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
境
界
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
よ
う
。
そ
う
い

う
な
か
で
受
け
身
の
一
方
通
行
の
回
路
で
は
な
く
、
他
者
の
世
界
に
つ
な

が
り
う
る
個
有
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
コ
ー
ド
を
ど
う
育
む
か
が
、
切
実
な
問

題
に
も
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
境
界
地
帯
の
豊
か
さ
を
発
見

し
て
耕
し
、
そ
こ
で
個
々
人
が
そ
れ
ぞ
れ
翻
訳
の
器
官
と
な
っ
て
、
共
有

の
地
平
に
拓
か
れ
た
自
分
の
言
葉
や
経
験
を
紡
ぎ
だ
し
て
い
く
、
ク
レ

オ
ー
ル
化
が
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
地
平
で
起
こ
り
、
新
た
な
言
葉
や
文
化
が
そ

の
つ
ど
の
〈
私
〉
と
〈
あ
な
た
〉
の
間
に
生
成
し
て
は
、消
え
て
い
く
。〈
境

界
を
耕
す
〉
多
和
田
葉
子
の
文
学
営
為
の
位
相
に
は
、
そ
ん
な
表
象
言
語

と
表
象
文
化
の
拓
く
可
能
性
が
胚
胎
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
ブ
レ
・BRECH

T

』
―
高
瀬
ア
キ
と
の
ピ
ア
ノ
・
デ
ュ
オ

そ
の
多
和
田
葉
子
が
二
〇
〇
〇
年
頃
か
ら
ジ
ャ
ズ
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
高

瀬
ア
キ
と
い
っ
し
ょ
に
音
と
言
葉
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
始
め
た
。
ド

イ
ツ
が
中
心
だ
が
、
日
本
語
も
ド
イ
ツ
語
も
分
か
ら
な
い
人
々
の
た

く
さ
ん
住
む
フ
ラ
ン
ス
や
ア
メ
リ
カ
で
も
公
演
し
、
そ
し
て
二
〇
〇
一

年
か
ら
は
日
本
で
も
時
折
公
演
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ピ
ア
ノ
の
音

は
朗
読
の
伴
奏
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
、
交
わ
っ
た
り

離
れ
た
り
し
な
が
ら
進
ん
で
行
く
デ
ュ
オ
。
こ
れ
が
実
に
楽
し
い
。

私
が
最
初
に
聞
い
て
魅
了
さ
れ
た
の
が
、
二
〇
〇
一
年
の
チ
ェ
ー
ホ
フ

演
劇
祭
の
一
環
と
し
て
東
京
は
シ
ア
タ
ー
Ｘ
で
公
演
さ
れ
た
『
ピ
ア
ノ
の

か
も
め
／
声
の
か
も
め
』。
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
戯
曲
を
お
芝
居
と
し
て
や
る

と
い
う
の
で
は
な
く
、
演
劇
と
は
ま
た
別
の
形
で
チ
ェ
ー
ホ
フ
を
舞
台
に

乗
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
思
っ
て

取
り
組
み
始
め
た
ら
し
い
。
チ
ェ
ー
ホ

フ
を
読
ん
で
触
発
さ
れ
た
も
の
を
自
分

な
り
に
追
っ
た
り
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
亡

霊
と
対
話
し
て
聞
い
て
み
た
り
、
彼
の

言
葉
の
中
の
音
楽
性
を
探
し
た
り
、
ま

た
は
彼
の
同
時
代
の
ロ
シ
ア
の
作
曲
家

た
ち
の
音
を
文
学
を
と
り
ま
く
背
景
と

し
て
見
つ
め
直
し
て
み
た
り
。
本
人
い

わ
く
、
コ
ン
サ
ー
ト
と
演
劇
と
研
究
発

表
と
漫
才
が
い
っ
し
ょ
に
な
っ
た
よ
う
な
も
の
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
朗
読

と
い
う
よ
り
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
と
の
対
話
と
も
い
う
べ
き
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

で
、
そ
の
間
で
言
葉
が
動
く
空
間
を
作
り
出
す
試
み
な
の
だ
。

二
〇
〇
三
年
秋
に
同
じ
シ
ア
タ
ー
Ｘ
で
開
催
さ
れ
た
「
ブ
レ
ヒ
ト
的
ブ

レ
ヒ
ト
演
劇
祭
」
の
参
加
作
品
と
し
て
上
演
さ
れ
た
多
和
田
葉
子
＋
高
瀬

ア
キ
の
デ
ュ
オ
『
ブ
レ
・BRECH

T

』
も
抜
群
だ
っ
た
。
タ
イ
ト
ル
そ

の
も
の
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
言
葉
遊
び
で
も
あ
る
し
、
連
想
ブ
レ
ヒ

ト
ゲ
ー
ム
で
も
あ
る
し
、
他
の
言
葉
と
ど
ん
ど
ん
つ
な
が
っ
て
い
く
。
ぶ

れ
る
、
ず
れ
る
、
ス
イ
ン
グ
す
る
、
英
語
の
ブ
レ
イ
ク
、
ド
イ
ツ
語
の

brechen

に
も
つ
な
が
る
。
あ
る
い
は
「
プ
レ
」
に
も
。「
ポ
ス
ト
・
ブ
レ

ヒ
ト
演
劇
」
と
い
う
タ
ー
ム
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
「
プ
レ
・
ブ
レ

ヒ
ト
」
で
は
な
く
、「
ブ
レ
・
ブ
レ
ヒ
ト
」
だ
よ
、
と
で
も
い
う
よ
う
な
、

ポ
ス
ト
で
も
プ
レ
で
も
な
い
「
ぶ
れ
か
た
」
が
、
こ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

全
体
を
象
徴
し
て
い
よ
う
。

実
際
に
多
和
田
葉
子
の
テ
ク
ス
ト
の
そ
れ
ぞ
れ
に

19
、
ブ
レ
ヒ
ト
を

知
っ
て
い
れ
ば
「
あ
、そ
う
来
た
か
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
随
所
に
あ
っ
て
、

多和田葉子作『ピアノのかもめ・声のかもめ』
（シアターＸ、2001 年）
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分
か
っ
て
い
る
と
そ
の
掛
け
合
い
方
が
お
も
し
ろ
く
、
ブ
レ
ヒ
ト
と
対
話

す
る
と
か
、
ブ
レ
ヒ
ト
を
踏
ま
え
て
と
か
い
う
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
ブ
レ

ヒ
ト
を
乗
っ
取
っ
て
、「
ブ
レ
ヒ
ト
」
を
手
玉
に
と
り
な
が
ら
、
と
き
に

ひ
っ
く
り
返
し
て
ブ
レ
ヒ
ト
に
ア
カ
ン
ベ
エ
を
し
て
み
せ
て
い
る
、
み
た

い
な
遊
び
方
な
の
だ
。
多
和
田
葉
子
自
身
は
あ
ま
り
ブ
レ
ヒ
ト
に
好
意
を

も
っ
て
な
い
と
語
っ
て
い
た
が
、
だ
か
ら
逆
に
対
抗
の
テ
ン
シ
ョ
ン
が
高

く
て
、
私
に
は
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
と
き
よ
り
も
お
も
し
ろ
か
っ
た
。

例
え
ば
冒
頭
に
「
亡
命
者
の
対
話
」

20
と
い
う
の
が
あ
り
、
多
和
田
葉

子
自
身
も
自
分
を
亡
命
者
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
（
本
人
い
わ

く
「
私
の
は
政
治
亡
命
で
は
な
く
て
経
済
亡
命
な
の
よ
」）、
そ
う
い
う
「
亡

命
者
」
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
前
提
に
置
い
て
、
し
か
し
ブ
レ
ヒ
ト
の
場
合

の
（
ナ
チ
ス
に
追
わ
れ
た
）
亡
命
者
と
い
う
存
在
を
ス
ポ
ン
と
逆
転
し
て

み
せ
る
。
自
分
が
菊
の
御
紋
の
入
っ
た
日
本
の
パ
ス
ポ
ー
ト
を
な
く
し
た

こ
と
を
契
機
に
、
ブ
レ
ヒ
ト
の
『
亡
命
者
と
の
対
話
』
に
も
そ
ん
な
話
が

あ
っ
た
っ
け
と
探
し
て
み
た
り
、
あ
ち
こ
ち
空
港
や
タ
ク
シ
ー
会
社
に
電

話
し
て
み
よ
う
と
し
て
、
自
分
の
詩
を
読
ん
で
く
れ
と
頼
ん
だ
運
転
手
の

こ
と
を
思
い
出
し
た
り
、
旅
に
行
か
せ
た
く
な
い
猫
ク
ン
が
食
べ
ち
ゃ
っ

た
の
か
な
と
思
っ
た
り
、
と
い
う
よ
う
な
ブ
レ
方
、
か
ら
か
い
方
が
、
ブ

レ
ヒ
ト
の
「
亡
命
者
」
の
悲
惨
さ
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
部
分
を
ス
ポ
ン

と
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
方
に
ひ
っ
く
り
返
し
て
し

ま
う
。
菊
の
御
紋
の
パ
ス
ポ
ー
ト
が
あ
ろ
う

が
無
か
ろ
う
が
私
は
私
な
ん
だ
と
い
う
、
パ

ス
ポ
ー
ト
が
い
っ
た
い
何
な
の
よ
、
と
い
う

よ
う
な
。

「
の
っ
ぺ
り
さ
ん
」
と
い
う
の
も
、
ブ
レ

ヒ
ト
の
『
コ
イ
ナ
さ
ん
の
話
』
の
中
に
出
て

く
る
「
ノ
ー
を
言
う
こ
と
を
学
ん
だ
男
の
話
」
と
い
う
の
が
下
敷
だ

21
。

コ
イ
ナ
さ
ん
が
暴
力
の
対
処
の
仕
方
に
つ
い
て
話
し
た
後
で
語
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
だ
が
、
あ
る
男
が
特
務
機
関
の
男
に
訪
問
さ
れ
て
オ
レ
の
言
う
こ

と
を
聞
け
と
言
わ
れ
る
。
そ
こ
で
言
う
と
お
り
に
し
て
贅
沢
三
昧
さ
せ
、

あ
げ
く
に
七
年
後
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
そ
の
と
き
に
初
め
て
そ
の
男

は
「
ノ
ー
」
と
言
っ
た
、
と
い
う
も
の
。
そ
の
特
務
機
関
の
男
が
「
の
っ

ぺ
り
さ
ん
」
に
姿
を
変
え
て
出
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
パ
ソ
コ
ン
の

ネ
ッ
ト
や
携
帯
サ
イ
ト
を
通
し
て
の
よ
う
に
、
顔
も
氏
素
性
も
分
か
ら
な

い
の
に
、
断
わ
り
も
な
く
当
た
り
前
の
顔
を
し
て
「
オ
レ
の
言
う
こ
と
を

聞
け
」
と
侵
入
・
侵
犯
し
て
く
る
「
の
っ
ぺ
り
さ
ん
」
は
、
情
報
化
社
会

で
向
こ
う
側
に
い
る
得
体
の
知
れ
な
い
シ
ス
テ
ム
の
よ
う
な
も
の
を
思

わ
せ
る
、
現
代
版
の
「
特
務
機
関
の
男
」
か
も
し
れ
な
い
。
こ
ち
ら
の
私

室
に
ず
か
ず
か
と
と
き
に
は
気
付
か
な
い
ま
ま
侵
入
し
て
く
る
情
報
も

無
断
侵
入
者
だ
。「
ノ
ー
」
を
言
え
な
い
う
ち
に
そ
の
「
の
っ
ぺ
り
さ
ん
」

が
次
第
に
姿
を
変
え
て
別
の
存
在
に
変
わ
っ
て
い
き
、
こ
ち
ら
は
い
つ
し

か
そ
れ
に
取
り
こ
ま
れ
て
い
く
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
ブ
ラ
ッ
ク
ユ
ー
モ

ア
的
な
恐
怖
感
も
お
ぼ
え
さ
せ
ら
れ
る
。

明
示
的
に
『
三
文
オ
ペ
ラ
』
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
、
使
わ
れ
て
い
た
音

楽
も
『
三
文
オ
ペ
ラ
』
と
い
う
の
も
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
誰
で
も
こ
れ
な

ら
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
も
の
を
、
パ
ロ
デ
ィ
化
で
は
な
く
、
そ
れ
を

使
っ
て
声
と
音
で
遊
ん
で
見
せ
る
。
言
葉
の
表
面
の
音
の
お
も
し
ろ
さ
も

圧
倒
的
だ
。
た
と
え
ば「
ポ
リ
ー
と
マ
ッ
ク
の
結
婚
式
」と
題
さ
れ
た
、「
こ

け

む
す

こ
け

で
ら

こ
け

こ
っ
か

国
家
公
務
員

コ
ッ
カ

イ
ン
…
…

御
結
婚

コ
ケ
コ
ッ
コ

コ
ケ
ッ
コ
ン

御
結
婚
」
な
ど

は
、爆
笑
。
結
婚
式
を
こ
れ
だ
け
か
ら
か
え
る
と
い
う
の
も
小
気
味
い
い
。

純
粋
に
舞
台
と
し
て
も
、
多
和
田
葉
子
と
高
瀬
ア
キ
の
対
照
の
妙
が
ま
た

多和田葉子・高瀬アキ
『ブレ・BRECHT』（2003 年）
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い
い
。
ア
キ
の
時
お
り
発
す
る
声
も
お
も
し
ろ
く
、
一
言
発
す
る
た
び
に

周
囲
の
み
ん
な
が
大
笑
い
だ
。
二
人
で
掛
け
合
漫
才
を
し
て
い
る
よ
う
。

高
瀬
ア
キ
が
ピ
ア
ノ
を
弾
き
な
が
ら
音
と
存
在
自
体
で
も
「
突
っ
こ
み
」

を
や
っ
て
い
て
、
そ
の
上
で
多
和
田
葉
子
が
「
呆
け
」
と
し
て
自
由
自
在

に
動
い
て
い
る
、
と
い
う
感
じ
が
あ
っ
た
。
高
瀬
の
ピ
ア
ノ
も
一
九
二
〇

年
代
の
音
を
い
ろ
い
ろ
取
り
入
れ
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
自
由
に
音
を
創
作

し
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。

 D
iagonal

―
言
葉
の
カ
ン
パ
ノ
ロ
ジ
ー

　

そ
う
い
う
多
和
田
葉
子
の
朗
読
と
高
瀬
ア
キ
の
ピ
ア
ノ
の
デ
ュ
オ
が
、

二
〇
〇
三
年
に
ド
イ
ツ
発
売
で
Ｃ
Ｄ
に
な
っ
た
の
がdiagonal

（
対
角
線
）

だ
22

。
多
和
田
葉
子
の
詩
や
散
文
、
そ
れ
か
ら
の
抜
粋
や
断
片
が
一
三
篇

選
ば
れ
て
、
実
に
絶
妙
な
音
声
詩
、
あ
る
い
は
朗
読
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に

な
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
語
と
日
本
語
と
、
記
号
と
像
と
、
ピ
ア
ノ
と
叫
び

と
ボ
ー
ル
や
ブ
ラ
シ
の
音
と
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
…
…
ま
さ
に
音
と
言
葉
の

カ
ン
パ
ノ
ロ
ジ
ー
だ
。『
ブ
レ
・BRECH

T

』
と
同
じ
デ
ュ
オ
な
の
だ
が
、

こ
れ
は
音
と
し
て
聞
け
る
Ｃ
Ｄ
な
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
う
い
う
方
向
か
ら

語
っ
て
み
よ
う
。

　

言
葉
に
は
意
味
の
歴
史
と
並
ん
で
音
の
歴
史
が
あ
る
。「
カ
ン
パ
ノ
ロ

ジ
ー
」
と
は
教
会
の
鐘
を
作
る
製
作
術
、
鐘
鳴
学
の
こ
と
。「
言
葉
の
カ

ン
パ
ノ
ロ
ジ
ー
」
は
、
け
っ
し
て
意
味
で
は
説
明
で
き
な
い
し
、「
文
体
」

と
い
う
の
と
も
ち
ょ
っ
と
違
う
、
韻
律
と
も
違
う
し
、
あ
る
種
の
音
の
響

き
で
、
そ
う
い
う
も
の
を
作
家
・
詩
人
は
固
有
の
声
と
し
て
持
っ
て
い

る
。
音
の
固
ま
り
方
の
違
い
か
、
余
韻
の
部
分
。
音
や
意
味
が
消
え
た
あ

と
の
、
た
な
び
く
反
響
の
部
分
。

作
家
・
詩
人
本
人
の
朗
読
会
で
は
、

そ
う
い
っ
た
も
の
が
身
体
的
・
生

理
的
に
も
伝
わ
っ
て
こ
よ
う
。
そ

う
い
う
作
家
・
詩
人
の
味
わ
い
深

い
朗
読
会
に
、
日
本
で
も
ド
イ
ツ

で
も
何
度
か
で
あ
っ
た
こ
と
は
あ

る
。だ
が
多
和
田
葉
子
の
場
合
は
、

そ
れ
に
ク
ロ
ス
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
、
ク

ロ
ス
カ
ル
チ
ャ
ー
、
ク
ロ
ス
フ
ォ

ン
、
オ
ム
ニ
フ
ォ
ン
、
エ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
の
部
分
が
加
わ
る
か
ら
、
実
に
自

在
に
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
に
な
る
。
多
和
田
葉
子
に
は
外
国
語
に
忠
実
で

あ
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
は
さ
ら
さ
ら
な
く
、
そ
う
し
た
言
語
ご
と
の
境
界

を
越
え
た
、
オ
ム
ニ
フ
ォ
ン
的
な
地
平
を
見
す
え
て
い
る
。
散
文
作
品
を

書
い
て
も
、
ど
れ
も
本
質
的
に
作
家
・
詩
人
な
の
だ
。
詩
人
だ
か
ら
そ
う

い
う
こ
と
が
鋭
敏
か
つ
命
が
け
で
で
き
る
。
ド
イ
ツ
語
と
日
本
語
の
間
で

さ
え
、
掛
け
こ
と
ば
や
連
想
や
オ
ノ
マ
ト
ペ
な
ど
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
ま

で
自
在
に
ス
ラ
イ
ド
し
て
い
く
。

　

例
と
し
て”Tam

a”

を
と
り
あ
げ
て
お
こ
う
。

た
ま

た
ま
た
ま　

た
ま
が
こ
ろ
が
る

ま
た　

た
ま
が　

あ
た
た
ま
る

た
ま
が　

い
つ
つ
で　

た
ま
ご

た
ま
ご　

あ
た
た
め
る

あ
た
ま　

あ
た
た
ま
る

多 和 田 葉 子・ 高 瀬 ア キ『diagonal』
（2003 年）
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た
ま
が
こ
ろ
が
る

あ　

た
ま
が　

こ
ろ
が
る

あ
た
ま
が　

こ
ろ
が
る

TA
M

A
 Schöne Edelsteine 

TA
M

A
 Perlen 

TA
M

A
 Etw

as Schönes W
ichtiges 

TA
M

A
 Etw

as R
undes w

ie zum
B

eispiel Spielbälle, G
eschosse.

G
lühbirnen, Eier, H

oden, Tränen,
Linsen oder Puppiellen 
TA

M
A

 Seele 
TA

M
A

 G
eister der D

inge, die 
den M

enschen Schutz und H
ilfe 

bieten. O
der Seelen der 

M
enschen, die den K

örper ver-
Lassen. Sie können unterw

egs 
auch m

it anderen Seelen
zusam

m
entreffen. Sie leben 

nach dem
 Tod des M

enschen 
w

eiter. M
an m

uss versuchen, sie m
ög-

lichst im
 K

örper zu behalten

23.

　

意
味
の
わ
か
ら
な
い
日
本
語
ひ
ら
が
な
の
絵
面
と
し
て
見
た
だ
け
で

も
、
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
語
を
音
と
し
て
読
ん
で
み
て
も
、
そ
れ
が
音
と

し
て
も
意
味
と
し
て
も
い
ろ
ん
な
掛
け
こ
と
ば
と
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
韻

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
が
、
日
本
語
は
ド
イ
ツ
語
に
意

味
と
音
に
お
い
て
ず
ら
さ
れ
て
、「
た
ま
＝Tam

a

＝Edelsteine/

宝

石
＝ Perlen/

真
珠 

＝ Etw
as Schönes W

ichtiges/

美
し
く
大
事
な
も

の
＝ Etw

as R
undes/

丸
い
も
の w

ie zum
 B

eispiel Spielbälle/

球, 
G

eschosse/

胎. G
lühbirnen/

電
球, Eier/

卵, H
oden/

睾
丸, Tränen/

涙, Linsen/

水
晶
体 oder Puppiellen/

瞳 

＝ Seele/

魂 

＝ G
eister der 

D
inge/

霊
魂
…
…
」
と
、
言
葉
遊
び
で 

展
開
し
て
い
く
。
し
か
も
そ
の

様
が
、
多
和
田
葉
子
の
朗
読
と
高
瀬
ア
キ
の
ピ
ア
ノ
の
デ
ュ
オ
で
、
こ
れ

ま
た
掛
け
合
い
な
が
ら
、
遊
び
つ
つ
、Spielbälle/

球
の
よ
う
に
転
が
っ

て
い
く
の
だ
。

　

パ
フ
ォ
ー
マ
ー
と
し
て
も
多
和
田
葉
子
は
マ
イ
ス
タ
ー
で
あ
る
。「
語

り
」
や
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
観
客
が
共
有
で
き
る

楽
し
さ
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
朗
読
で
も
即
興
で
も
な
い
。
も
ち
ろ

ん
本
人
が
書
い
た
テ
ク
ス
ト
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
語
っ
て
い
る
の
だ
が
、

そ
れ
は
「
再
現
」
で
は
な
い
。
つ
ま
り
再
現
し
た
ら
違
う
も
の
に
な
っ
て

そ
こ
に
現
存
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。
彼

女
ら
し
い
遊
び
方
は
あ
る
。
ボ
ー
ル
や
羽
を
持
っ
て
き
た
り
、
ク
ル
ミ
を

持
っ
て
き
て
音
を
出
し
た
り
、
楽
し
い
な
と
思
う
。
で
も
そ
れ
を
真
似
す

れ
ば
そ
う
な
る
も
の
で
も
な
い
。「
あ
れ
ら
は
ド
イ
ツ
の
エ
コ
シ
ョ
ッ
プ

で
買
っ
て
き
た
の
」
と
言
わ
れ
て
、
そ
の
辺
り
で
似
た
よ
う
な
も
の
を

買
っ
て
く
れ
ば
い
い
も
の
で
も
な
い
ん
だ
と
思
っ
た
も
の
だ
。
何
か
を

使
っ
て
の
遊
び
方
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
も
、
遊
び
方
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

よ
う
な
も
の
を
も
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
楽
し
い
の
か
。
ハ
イ
ナ
ー
・
ミ
ュ

ラ
ー
も
よ
く
自
分
の
テ
ク
ス
ト
を
自
分
で
朗
読
し
た
も
の
だ
が
、
そ
う
い

う
と
き
に
テ
ク
ス
ト
を
自
分
で
お
も
し
ろ
が
っ
て
ク
ス
ク
ス
と
い
う
笑

い
声
ま
で
聞
こ
え
て
き
た
り
し
た
。
ミ
ュ
ラ
ー
演
出
の
舞
台
で
も
、
よ
く

ミ
ュ
ラ
ー
自
身
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
産
ま
れ
て
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く
る
テ
ク
ス
ト
の
身
体
性
と
い
う
か
、
自
己
言
及
性
と
他
者
性
の
ね
じ
れ

と
い
う
か
、
ち
ょ
っ
と
違
う
位
相
が
そ
こ
に
生
起
す
る
。
多
和
田
葉
子
の

語
り
も
、
上
手
い
と
か
下
手
と
い
う
以
前
に
、
聞
い
て
い
て
と
て
も
伝

わ
っ
て
く
る
も
の
が
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
あ
る
種
の
明
確
な
対
話

的
な
関
係
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。
演
劇
も
こ
れ
が
「
演
劇
」

だ
と
い
う
固
定
形
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
へ
の
い
ろ
ん
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の

仕
方
が
多
層
的
に
な
っ
て
く
る
と
、
従
来
「
演
劇
」
と
い
わ
れ
て
い
た
も

の
と
は
違
う
地
平
が
多
様
に
現
存
し
て
く
る
の
だ
ろ
う
に
と
思
う
。　
　

　

多
和
田
葉
子
は
「
先
頭
走
者
」
と
し
て
、
類
例
の
な
い
こ
と
を
い
ろ
い

ろ
や
っ
て
見
せ
て
く
れ
て
い
る
の
だ
。
言
葉
の
紡
ぎ
手
・
送
り
手
と
し
て
、

パ
フ
ォ
ー
マ
ー
と
し
て
も
。
詩
で
語
っ
た
り
、
散
文
や
対
話
で
や
っ
て
み

た
り
。
歌
っ
て
い
る
の
か
、
語
っ
て
い
る
の
か
、
朗
読
し
て
い
る
の
か
、

読
ん
で
い
る
の
か
。
一
つ
の
作
品
の
中
に
も
、
詩
・
散
文
・
韻
文
・
評
論

な
ど
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
境
界
な
く
入
っ
て
い
た
り
す
る
し
、
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
の
と
き
も
、
い
ろ
ん
な
ス
タ
イ
ル
を
使
い
わ
け
て
い
る
。「
分
か

ら
な
い
こ
と
」
の
持
つ
意
味
、
よ
ろ
ず
分
か
っ
て
し
ま
っ
た
ら
つ
ま
ら
な

く
な
っ
て
し
ま
う
は
ず
だ
し
、
む
し
ろ
分
か
ら
な
い
こ
と
の
お
も
し
ろ
さ

と
い
う
よ
う
も
の
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
た
ら
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
場

で
伝
え
て
い
け
る
の
だ
ろ
う
。
ラ
イ
ブ
の
舞
台
と
い
う
場
は
絶
対
に
必
要

だ
。
そ
こ
に
載
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
が
、
ぜ
ん
ぜ
ん
違
っ
て
く
る
。

　

舞
台
と
い
う
立
つ
場
所
が
あ
っ
て
、
限
ら
れ
た
空
間
で
、
こ
れ
か
ら
自

分
た
ち
が
や
る
こ
と
は
現
実
か
ら
ま
っ
た
く
遮
断
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
う

い
う
前
提
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
見
え
て
く
る
も
の
、
聞
こ
え
て
く
る
も
の

が
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
こ
で
生
ま
れ
る
あ
る
種
の
、
受
け
手
の
側
の
緊
張

感
み
た
い
な
も
の
が
、
内
容
を
超
え
た
別
の
よ
ろ
こ
び
を
作
り
出
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。「
の
っ
ぺ
り
さ
ん
」
と
違
っ
て
、
舞
台
は
ラ
イ
ブ
で

人
間
同
士
が
自
発
的
に
出
会
う
共
有
空
間
だ
か
ら
、
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
で
な

い
顔
が
ど
う
や
っ
て
そ
こ
に
出
現
で
き
て
い
く
か
だ
。

　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　

＊

　

個
人
に
お
い
て
言
葉
や
詩
や
音
楽
が
生
ま
れ
て
く
る
ポ
イ
エ
ー
シ
ス

（
創
造
）
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
、
人
間
が
集
団
で
社
会
を
構
成
し
て
、
そ
の

社
会
を
ど
う
や
っ
て
運
営
し
て
い
く
か
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
を
、
統
一

的
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
越
境
性
を
多
和
田
葉
子
文
学
は
孕
ん
で
い
る

の
で
は
な
い
か
。
自
ら
が
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
に
動
点
と
な
っ
て
越
境

し
て
い
け
る
多
和
田
葉
子
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
視
点
を
ひ
っ
く
り
返

す
テ
ィ
ル
、
よ
ろ
ず
の
境
界
を
は
ず
し
て
媒
介
さ
せ
る
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー

な
の
だ
ろ
う
。
二
つ
の
言
語
と
文
化
の
狭
間
に
立
ち
続
け
る
と
は
、
双
方

の
豊
か
さ
を
生
き
る
こ
と
で
あ
り
つ
つ
、
両
極
に
も
引
き
裂
か
れ
か
ね
な

い
。
そ
の
危
い
状
況
を
逆
手
に
と
っ
て
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
に
や
っ
つ
け

る
、
言
葉
の
実
験
は
余
裕
が
あ
る
か
ら
や
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
切
羽

詰
ま
っ
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
状
況
の
中
か
ら
出
て
く
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
遊

び
な
の
だ
、
と
も
多
和
田
葉
子 

は
語
っ
て
い
た
。
彼
女
は
や
は
り
、
パ

イ
オ
ニ
ア
と
し
て
の
位
相
を
面
白
が
っ
て
悪
戯
す
る
、
テ
ィ
ル
・
オ
イ
レ

ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
な
の
だ
。
さ
ま
ざ
ま
な
権
力
関
係
の
力
学
の
中
で
、
し

か
し
て
な
お
、
母
語
か
ら
語
母
へ
と
通
底
し
、
境
界
の
随
所
に
遍
在
す
る

エ
ア
リ
エ
ル
へ
と
、
二
一
世
紀
の
言
語
は
向
か
っ
て
い
け
る
の
だ
ろ
う

か
。
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【
付
記
】

　

本
論
の
原
型
は
、
二
〇
〇
九
年
春
に
ド
イ
ツ
でTübinger Stauffenburg 

Verlag 
社
か
らC

hristine Ivanovic

編
で
刊
行
さ
れ
る
多
和
田
葉
子
文
学
へ
の

叢
書Transform

ing Texts/ Text Transform
ationen 

へ
の
寄
稿
で
あ
る
。
日
独

英
米
他
の
書
き
手
に
よ
っ
て
多
和
田
葉
子
文
学
が
さ
ま
ざ
ま
な
視
角
か
ら
語
ら

れ
る
各
論
考
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
な
る
こ
と
を
意
図
し
て
書
か
れ
た
。
ゆ

え
に
ま
さ
に
総
論
で
、
筆
者
自
身
の
日
本
語
の
文
章
を
部
分
的
に
使
っ
て
も
い

る
が
、昨
年
の
〈
表
象
の
ポ
リ
テ
イ
ク
ス
〉特
集
号
の
と
き
と
同
様
に
、日
独（
語
）

双
方
で
の
発
表
も
一
興
か
と
、〈
日
本
〉
を
特
集
テ
ー
マ
と
す
る
今
回
の
「
総
合

文
化
研
究
」
誌
に
日
本
語
版
と
し
て
収
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
本

来
は
ド
イ
ツ
人
向
け
に
書
か
れ
た
も
の
な
の
で
、
本
誌
で
の
掲
載
に
当
た
っ
て

は
多
少
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
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