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自
文
化
接
触
演
劇
と
再
文
脈
化
の
手
法

―
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
演
出
『
ス
ペ
ー
ド
の
女
王
』
を
題
材
に
―

永 

田　

靖

キ
ー
ワ
ー
ド
：
異
文
化
接
触
／
自
文
化
接
触
／
上
演
分
析
／
身
体
技
法
／
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド

一　

異
文
化
接
触
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
理
論

　

文
化
接
触
の
演
劇
史
を
編
も
う
と
す
る
時
）
1
（

、
そ
れ
が
今
日
的
な
課
題
と
し
て
積
極
的
に
演
劇
理
論
上
の
争
点
の
一
つ
に
な
っ
て
来
た

の
は
お
よ
そ
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
こ
と
と
言
っ
て
よ
い
が
、
こ
の
現
象
自
体
は
演
劇
史
を
繙
け
ば
古
代
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
続
く
も
の
で

あ
る
。
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
『
バ
ッ
カ
ス
』『
ペ
ル
シ
ャ
人
』
か
ら
始
ま
り
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
期
や
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
に
は
古
代
ロ
ー
マ
の

喜
劇
や
悲
劇
の
題
材
や
モ
チ
ー
フ
が
盛
ん
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
古
典
悲
劇
に
お
い
て
も
同
様

で
、
例
え
ば
一
七
五
五
年
に
コ
メ
デ
ィ
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
が
初
演
し
た
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
『
シ
ナ
の
孤
児
』
は
中
国
元
代
の
作
家
紀
君
祥
の

元
曲
『
趙
氏
孤
児
』
を
翻
案
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
族
を
皆
殺
し
に
な
っ
た
趙
氏
の
孤
児
が
復
讐
を
遂
げ
る
物
語
で
あ
る
。
ま
た
一
九
世

紀
に
は
古
代
ア
ッ
シ
リ
ア
王
の
最
後
を
描
い
た
バ
イ
ロ
ン
『
サ
ル
ダ
ナ
パ
ロ
ス
』
を
嚆
矢
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
」
上
演
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の
数
々
は
、
一
九
世
紀
全
体
と
し
て
向
か
う
写
実
的
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
傾
向
へ
の
舵
を
切
る
も
の
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

圏
の
表
象
の
エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム
を
、
ジ
オ
ラ
マ
の
醸
し
出
す
視
覚
的
豊
穣
さ
と
相
俟
っ
て
決
定
的
に
印
象
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
二
〇
世

紀
初
頭
以
降
に
い
か
に
こ
れ
ら
の
文
化
接
触
の
演
劇
が
広
く
展
開
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
の
詳
述
は
こ
こ
で
は
必
要
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ

は
現
代
演
劇
に
お
い
て
も
引
き
続
き
主
要
な
演
劇
潮
流
の
一
つ
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
傾
向
を
改
め
て
見
渡
す
と
そ
こ
に
は
単
に
他
国
文
化
と
の
い
わ
ゆ
る
異
文
化
接
触
ば
か
り
で
は
な
く
、
自
国
文
化
と
の
遭
遇

を
契
機
に
し
て
い
る
例
も
豊
富
に
見
る
事
が
で
き
る
。
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
い
わ
ゆ
る
「
伝
統
主
義
」
と
呼
ぶ
一
連
の

作
品
に
お
い
て
、
自
国
の
古
い
時
代
の
様
式
的
な
演
劇
や
芸
術
が
制
作
の
源
泉
と
さ
れ
（
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
、
エ
ブ
レ
イ
ノ
フ
、
ウ
イ
リ

ア
ム
・
ポ
ー
ル
他
）、
ま
た
近
代
国
家
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
イ
の
源
泉
と
し
て
自
国
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
発
見
と
結

び
つ
き
（
ロ
シ
ア
・
バ
レ
エ
団
、
ア
ベ
イ
座
他
）、
ま
た
民
族
意
識
の
高
揚
の
た
め
に
自
文
化
の
称
揚
が
行
わ
れ
て
行
く
（
国
立
ユ
ダ
ヤ

劇
場
他
）。
ま
た
二
〇
世
紀
後
半
期
以
降
の
い
わ
ゆ
る
レ
イ
ト
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
時
代
に
は
、
一
種
の
近
代
批
判
と
し
て
自
国
の

文
化
の
古
層
に
立
ち
返
る
一
連
の
作
品
が
生
み
出
さ
れ
て
行
っ
た
（
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
、
ピ
ー
タ
ー
・
シ
ュ
ー
マ
ン
、
鈴
木
忠
志
、
林
懐
民

他
）
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

異
文
化
摂
取
の
演
劇
、
あ
る
い
は
よ
り
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
用
語
で
「
イ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
演
劇
」
と
呼
び
倣
わ
さ
れ
る
諸

傾
向
に
つ
い
て
は
す
で
に
数
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
「
自
文
化
接
触
」
の
演
劇
に
つ
い
て
は
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
。
異
文
化
接
触
の
演
劇
に
つ
い
て
の
理
論
的
な
論
及
は
、
一
九
七
〇
年
代
よ
り
活
発
化
す
る
と
見
て
良
い
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・

シ
ェ
ク
ナ
ー
『
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
理
論
』（
一
九
七
七
）
で
は
、
シ
ェ
ク
ナ
ー
が
そ
の
後
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
」
に
転

回
し
て
い
く
研
究
方
法
を
最
初
の
形
で
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
異
文
化
摂
取
の
考
察
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ

る
非
西
欧
の
儀
礼
や
祭
式
の
形
式
に
も
関
心
を
示
し
、
理
論
的
に
も
実
践
的
に
も
西
欧
的
な
「
劇
場
演
劇
」
か
ら
の
脱
却
を
目
指
し
た
。

2



自文化接触演劇と再文脈化の手法

例
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
少
数
民
族
テ
ィ
ウ
ィ
族
の
、
若
者
の
共
同
体
へ
の
帰
属
意
識
の
確
認
を
行
う
一
種
の
成

年
儀
礼
の
一
つ
と
ア
ラ
ン
・
カ
プ
ロ
ー
が
一
九
六
七
年
に
行
っ
た
、
六
五
〇
の
氷
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
市
内
二
〇
カ
所
で
同
時
に
積
み
上
げ
る

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
スFluids

と
を
比
較
対
照
さ
せ
て
い
る
）
2
（

。
と
も
に
テ
キ
ス
ト
中
心
的
な
演
劇
概
念
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
登
場
人
物
の

観
念
が
欠
如
し
て
お
り
、
演
技Play

が
遊
戯Play

に
留
ま
ら
ず
、
固
定
化
し
た
西
欧
中
心
的
な
演
劇
を
そ
の
文
脈
か
ら
切
り
離
し
た
上

で
、
新
し
い
概
念
の
中
で
再
文
脈
化
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
の
前
後
か
ら
演
劇
実
践
に
お
い
て
は
、
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク

や
、
ア
リ
ア
ー
ヌ
・
ム
ヌ
ー
シ
ュ
キ
ン
な
ど
の
作
品
で
非
西
欧
、
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
の
伝
統
演
劇
の
文
化
的
摂
取
が
行
わ
れ
て
い
く
。
こ

れ
ら
の
実
験
を
理
論
的
に
補
完
し
た
の
が
パ
ト
リ
ス
・
パ
ヴ
ィ
ス
で
あ
ろ
う
。
パ
ヴ
ィ
ス
は
こ
の
時
期
文
化
接
触
の
問
題
を
上
演
分
析
理

論
と
重
ね
合
わ
せ
る
考
察
を
続
け
、
理
論
面
で
大
き
な
影
響
を
持
っ
た
。
そ
れ
を
も
っ
と
も
端
的
に
示
す
も
の
は
有
名
な
「
砂
時
計
モ
デ

ル
」
で
あ
る
）
3
（

。
こ
こ
で
は
、
異
文
化
を
源
泉
（
ソ
ー
ス
）
と
し
て
摂
取
し
、
自
文
化
に
吸
収
さ
れ
観
客
（
タ
ー
ゲ
ッ
ト
）
に
伝
え
ら
れ
る

過
程
を
「
演
出
」
と
し
て
扱
い
、
修
正
行
為
と
し
て
の
「
演
出
」
に
詳
細
な
検
討
を
加
え
た
。
ソ
ー
ス
文
化
た
る
異
文
化
は
ち
ょ
う
ど
砂

時
計
の
上
か
ら
落
ち
る
砂
の
よ
う
に
、
様
々
な
修
正
を
加
え
ら
れ
て
行
き
、
最
終
的
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
文
化
と
な
る
。
こ
の
観
点
に
立
っ
て

パ
ヴ
ィ
ス
は
文
化
を
定
義
し
て
述
べ
て
い
る
。「
舞
台
に
移
さ
れ
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
要
素
は
、
生
き
た
も
の
で
あ
れ

命
の
な
い
も
の
で
あ
れ
、
同
様
の
決
定
を
被
る
。
意
味
の
あ
る
全
体
性
の
中
に
書
き
込
ま
れ
、
改
変
さ
れ
、
育
成
さ
れ
る
。
上
演
の
テ
キ

ス
ト
は
こ
れ
ら
の
決
定
の
多
く
の
痕
跡
と
し
て
の
無
数
の
沈
殿
物
を
含
む
）
4
（

」。

　

上
演
に
つ
い
て
の
古
典
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
劇
テ
キ
ス
ト
に
は
特
権
性
な
地
位
が
与
え
ら
れ
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
そ
れ
を
「
舞

台
の
言
語
」
に
「
翻
訳
」
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
場
合
、
劇
テ
キ
ス
ト
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
価
値
的
に
等
価
で
あ

り
、
い
わ
ば
内
容
と
形
式
と
は
同
一
の
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
現
代
で
は
こ
の
種
の
考
え
方
は
ほ
ぼ
否
定
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ユ
ベ

ル
ス
フ
ェ
ル
ド
に
よ
れ
ば
、
そ
の
「
翻
訳
」
の
過
程
で
は
劇
テ
キ
ス
ト
の
あ
ら
ゆ
る
隙
間
や
沈
黙
を
埋
め
よ
う
と
す
る
無
意
識
が
働
く

3



と
い
う
）
5
（

。
劇
テ
キ
ス
ト
を
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
転
化
し
て
行
く
時
に
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
イ
に
よ
れ
ば
「
サ
ブ
テ
キ
ス
ト
」
と
呼
ば
れ

る
、
せ
り
ふ
で
表
現
さ
れ
な
い
水
面
下
の
「
劇
」
を
読
解
し
て
い
く
こ
と
は
、
演
出
者
や
演
技
者
に
と
っ
て
な
か
ば
必
須
と
見
な
さ
れ
て

来
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
サ
ブ
テ
キ
ス
ト
を
余
す
こ
と
な
く
す
べ
て
埋
め
て
い
く
こ
と
が
正
当
だ
と
い
う
理
解
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
こ

で
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
劇
、
フ
ラ
ン
ス
古
典
主
義
劇
、
あ
る
い
は
歌
舞
伎
や
能
な
ど
歴
史
的
に
コ
ー
ド
化
さ
れ
て
い
る
劇
テ
キ
ス
ト
の
読

解
を
特
権
化
す
る
傾
向
に
あ
る
う
え
に
、
さ
ら
に
そ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
全
体
性
を
目
指
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
何
を
捨
象
す
る
べ
き

か
と
い
う
選
択
は
あ
ま
り
関
心
を
持
た
れ
な
い
。
結
果
的
に
テ
キ
ス
ト
内
部
に
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
純
粋
性
や
無
償
性

を
保
証
し
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
る
。

　

劇
テ
キ
ス
ト
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
の
間
は
等
価
で
は
な
く
、「
舞
台
の
言
語
」
は
視
覚
的･

聴
覚
的
、
ま
た
音
楽
的
な
記
号
と
し
て

意
味
を
構
成
し
、
そ
れ
は
テ
キ
ス
ト
を
超
え
て
い
く
。
同
時
に
、
劇
テ
キ
ス
ト
の
無
数
の
、
微
細
で
リ
ア
ル
な
詩
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
構
造

は
消
え
去
る
か
、
受
け
取
ら
れ
ず
に
終
わ
る
こ
と
も
あ
る
。
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
実
際
的
な
体
系
の
中
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で

あ
る
。
本
来
、
テ
キ
ス
ト
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
関
係
は
安
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。
ユ
ベ
ル
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
こ
の
よ
う
な
劇
テ
キ

ス
ト
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
を
、
い
き
な
り
参
照
さ
せ
る
の
は
無
理
が
あ
る
と
し
て
、
両
者
の
間
に
中
間
的
な
「
第
二
の
テ
キ
ス
ト
」
を

導
入
し
て
解
消
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
第
二
の
テ
キ
ス
ト
と
は
、
完
成
さ
れ
た
劇
テ
キ
ス
ト
と
、
ま
た
完
成
さ
れ
た
上
演
テ
キ
ス
ト
（
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
）
と
の
間
に
あ
る
媒
介
的
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
こ
の
「
第
二
の
テ
キ
ス
ト
」
は
、
多
様
な
様
相
を
し
て
お
り
、
具
体
的

な
形
を
と
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
場
合
に
よ
っ
て
は
必
ず
し
も
ま
と
ま
っ
た
形
を
と
る
と
ら
な
い
も
の
も
あ
る
。
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
分
か

り
や
す
い
の
は
演
出
台
本
で
あ
り
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
＝
リ
ヒ
テ
は
、
歴
史
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
演
劇
の
試
み
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
演
劇
の
根

底
的
な
転
回
の
、
そ
の
原
動
力
と
し
て
演
出
台
本
が
あ
っ
た
こ
と
を
議
論
し
て
い
る
）
6
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ユ
ベ
ル
ス
フ
ェ
ル
ド
の
議
論
を

踏
ま
え
れ
ば
、
上
演
は
直
接
劇
テ
キ
ス
ト
を
具
体
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、
劇
テ
キ
ス
ト
を
上
演
に
差
し
向
け
る
た
め
に
様
々
な
解
釈
や

4



自文化接触演劇と再文脈化の手法

修
正
が
施
さ
れ
て
行
き
、
最
終
的
に
上
演
と
い
う
一
過
的
な
形
を
と
る
よ
う
に
な
る
。

　

先
述
の
パ
ヴ
ィ
ス
の
異
文
化
摂
取
の
「
演
出
」
の
理
論
は
、
ユ
ベ
ル
ス
フ
ェ
ル
ド
の
「
第
二
の
テ
キ
ス
ト
」
を
よ
り
詳
細
に
論
じ
た
も

の
と
考
え
て
よ
い
。
し
か
し
こ
の
第
二
の
テ
キ
ス
ト
の
様
態
は
、
い
わ
ゆ
る
異
文
化
接
触
の
場
合
と
、
自
文
化
接
触
の
場
合
と
で
は
、
い

さ
さ
か
異
な
る
様
相
を
呈
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
異
文
化
が
自
文
化
に
と
っ
て
「
他
」
で
あ
る
の
は
、
自
文
化
に
と
っ
て
馴
染
み

の
な
い
文
化
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
化
、
つ
ま
り
自
文
化
化
す
る
際
に
は
自
文
化
の
理
解
の
方
法
や
観
念
に
沿
わ
せ
て
、

い
わ
ば
自
文
化
の
網
の
目
の
中
に
回
収
し
て
い
く
作
業
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
異
文
化
摂
取
の
演
劇
を
ポ
ス
ト
植
民
地
主
義
の
立
場

か
ら
根
底
的
に
批
判
し
た
の
は
イ
ン
ド
の
演
劇
理
論
家
ル
ス
ト
ム
・
バ
ル
ー
チ
ャ
で
あ
る
が
）
7
（

、
パ
ヴ
ィ
ス
も
こ
の
点
に
つ
い
て
は
自
覚

的
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
あ
る
文
化
は
基
本
的
に
国
家
の
特
質
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
。
そ
れ
は
時
に
は
文
化
的
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
と
は
対
立
す
る
こ
と
が
あ
る
。
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
文
化
は
時
々
に
お
い
て
は
い
か
に
も
強
力
な
の
で
外
部
の
文
化
を
、
否
定
的
な
意

味
で
吸
収
し
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
関
心
に
従
っ
て
そ
の
文
化
を
変
形
す
る
こ
と
が
あ
る
）
8
（

。」
但
し
、
パ
ヴ
ィ
ス
の
場
合
に
は
ソ
ー
ス
文
化

の
設
定
が
理
論
上
純
粋
に
他
者
で
あ
る
文
化
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
文
化
接
触
を
考
え
た
場
合
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
文
化
の

側
に
度
合
い
の
差
は
あ
る
も
の
の
ソ
ー
ス
文
化
に
つ
い
て
な
に
が
し
か
の
知
識
や
理
解
、
も
し
く
は
誤
解
等
何
ら
か
の
繋
が
り
を
有
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
場
合
、
ソ
ー
ス
と
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
異
な
る
文
脈
に
あ
る
の
で
は
な
く
同
じ
文
脈
で
あ
る
こ
と
が
少
な
く

な
い
。
こ
の
両
者
の
差
異
を
最
大
限
に
仮
定
し
た
の
が
パ
ヴ
ィ
ス
の
理
論
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
論
で
は
こ
れ
ら
の
差
異
を
最
小
限
の
も

の
と
想
定
し
、
異
文
化
摂
取
で
は
な
く
、
自
文
化
摂
取
の
様
相
を
考
察
し
た
い
。

　

し
か
し
こ
こ
で
は
一
般
化
を
急
ぐ
こ
と
な
く
、
一
九
三
五
年
に
初
演
さ
れ
た
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
演
出
オ
ペ
ラ
『
ス
ペ
ー
ド
の
女
王
』
を

題
材
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
。
こ
の
作
品
を
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
文
化
接
触
の
演
劇
を
考
え
る
際
に
は
基
本
的
に
二
〇
世
紀
前
半

期
か
ら
の
継
続
性
を
踏
ま
え
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
西
欧
演
劇
と
ア
ジ
ア
演
劇
と
の
接
触
を
考
え
る
場
合
に
は
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド

5



の
実
践
は
最
適
な
事
例
で
あ
る
こ
と
の
両
点
を
勘
案
す
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
恰
好
の
例
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
メ

イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
演
出
台
本
）
9
（

を
主
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
で
、「
演
出
」
を
ソ
ー
ス
と
そ
の
修
正
、
修
正
と
そ
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
関
係
の

往
還
と
し
て
考
え
、
自
文
化
接
触
の
有
り
様
を
両
者
の
質
的
差
異
に
即
し
て
解
き
明
か
し
た
い
。
そ
の
こ
と
が
他
で
も
な
く
自
文
化
接
触

の
理
論
を
示
唆
す
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
同
時
に
、
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
『
ス
ペ
ー
ド
の
女
王
』
の
演
出
上
の
特
徴
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
も
繋
が
る
と
思
わ
れ
る
。

二
―
一　
『
ス
ペ
ー
ド
の
女
王
』
の
「
プ
ー
シ
キ
ン
化
」

　

メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
演
出
の
オ
ペ
ラ
『
ス
ペ
ー
ド
の
女
王
』
は
、
一
九
三
五
年
一
月
二
五
日
、
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
・
マ
ー
ル
イ
・
オ
ペ
ラ

劇
場
で
初
演
さ
れ
、
好
評
を
博
し
、
二
年
半
に
わ
た
っ
て
九
一
回
の
上
演
が
行
わ
れ
た
）
10
（

。
例
え
ば
こ
れ
に
先
立
つ
上
演
の
、
一
九
〇
四
年

マ
リ
イ
ン
ス
キ
イ
劇
場
で
の
『
ス
ペ
ー
ド
の
女
王
』
公
演
が
た
っ
た
一
四
回
で
打
ち
切
り
に
さ
れ
て
い
る
）
11
（

こ
と
か
ら
も
、
こ
の
上
演
が
い

か
に
評
判
に
な
っ
た
か
が
理
解
で
き
る
。
例
え
ば
、
音
楽
評
論
家
グ
ラ
ー
ベ
は
書
い
て
い
る
。「
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
『
ス
ペ
ー
ド
の
女

王
』
の
初
演
は
、
こ
の
オ
ペ
ラ
の
古
典
が
そ
の
尽
き
る
こ
と
の
な
い
芸
術
的
な
源
泉
で
あ
る
こ
と
を
ま
た
し
て
も
示
す
も
の
に
な
っ
た
。

メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
は
そ
の
上
演
に
よ
っ
て
こ
の
オ
ペ
ラ
を
文
学
的
源
泉
に
戻
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
つ
ま
り
プ
ー
シ
キ
ン
の
『
ス
ペ
ー

ド
の
女
王
』
に
戻
し
、「
プ
ー
シ
キ
ン
の
小
説
よ
り
さ
ら
に
魅
惑
的
な
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
イ
の
音
楽
の
魅
力
で
満
ち
満
ち
た
も
の
に
す
る
」

こ
と
を
目
標
と
し
た
。
基
本
的
に
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
は
こ
の
目
的
を
達
成
で
き
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
ら
の
芸
術
的
な
大
胆
さ
に

よ
っ
て
『
ス
ペ
ー
ド
の
女
王
』
を
「
プ
ー
シ
キ
ン
化
」
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
）
12
（

。」
ま
た
、
音
楽
学
者
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
も
述
べ
て

い
る
。「『
ス
ペ
ー
ド
の
女
王
』
は
世
界
の
音
楽
思
想
の
傑
出
し
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
四
五
年
間
に
わ
た
る
歴
史
の
中
、
舞
台
芸

術
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
中
で
ふ
さ
わ
し
い
場
所
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
ソ
ビ
エ
ト
の
芸
術
文
化
の
中
で
も
決
定
的
な
位
置
を

6
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占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
広
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
台
本
作
者
の
モ
デ
ス
ト
・
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
イ
（
作
曲
家
の
弟
）
は

プ
ー
シ
キ
ン
の
原
典
か
ら
離
れ
た
シ
ナ
リ
オ
と
テ
キ
ス
ト
を
書
い
た
。
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
作
曲
家
の
芸
術
創

造
の
埒
外
で
行
わ
れ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、『
ス
ペ
ー
ド
の
女
王
』
の
音
楽
を
プ
ー
シ
キ
ン
の
小
説
に
近
づ
け
る
こ
と
が
必
要

で
、
そ
の
時
に
だ
け
、
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
断
言
に
よ
れ
ば
、
こ
の
天
才
的
な
オ
ペ
ラ
の
内
容
の
充
実
と
深
み
を
純
粋
化
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
）
13
（

。」

　

こ
れ
ら
の
批
評
に
お
い
て
上
演
は
激
賞
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
と
も
に
従
来
の
オ
ペ
ラ
が
プ
ー
シ
キ
ン
の
原
作
か
ら
離
れ
て
お
り
、
メ

イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
上
演
が
そ
れ
を
プ
ー
シ
キ
ン
の
原
作
に
戻
す
の
に
力
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
メ
イ
エ
ル
ホ
リ

ド
本
人
が
、
一
九
三
五
年
の
初
演
の
前
に
行
わ
れ
た
講
演
で
か
な
り
明
確
に
語
っ
て
い
る
。「
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
イ
の
『
ス
ペ
ー
ド
の
女

王
』
の
ど
こ
に
プ
ー
シ
キ
ン
の
精
神
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
オ
ペ
ラ
の
シ
ナ
リ
オ
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
モ
デ
ス
ト
・
チ
ャ
イ

コ
フ
ス
キ
イ
の
書
い
た
リ
ブ
レ
ッ
ト
で
し
ょ
う
か
。（
中
略
）
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
イ
の
『
ス
ペ
ー
ド
の
女
王
』
を
「
プ
ー
シ
キ
ン
化
」
す

る
た
め
に
私
た
ち
は
モ
デ
ス
ト
・
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
イ
の
リ
ブ
レ
ッ
ト
の
解
体
暴
露
か
ら
始
め
ま
し
た
。
フ
セ
ボ
ロ
シ
ス
キ
イ
が
指
導
し

て
い
た
帝
国
劇
場
の
言
い
な
り
に
な
っ
た
モ
デ
ス
ト
の
リ
ブ
レ
ッ
ト
の
で
す
。
私
た
ち
の
努
力
は
何
よ
り
も
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
イ
の
名
声

を
復
権
さ
せ
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
イ
は
作
曲
し
て
い
る
時
に
は
プ
ー
シ
キ
ン
の
ド
ラ
マ
に
集
中
し
て
い
た
の
で
す

が
、
モ
デ
ス
ト
と
フ
セ
ボ
ロ
シ
ス
キ
イ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
聞
き
入
れ
て
、
作
品
を
台
無
し
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
）
14
（

。」

　

こ
こ
で
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
は
『
ス
ペ
ー
ド
の
女
王
』
を
「
プ
ー
シ
キ
ン
化
」
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
同
時
に
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ

イ
の
音
楽
に
つ
い
て
は
敬
意
を
抱
い
て
い
る
こ
と
は
確
認
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
モ
デ
ス
ト
の
書
い
た
リ
ブ
レ
ッ
ト
を
批

判
的
に
理
解
し
て
い
て
、
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
イ
の
音
楽
に
つ
い
て
は
、
そ
の
中
に
プ
ー
シ
キ
ン
的
な
も
の
を
見
出
せ
る
と
考
え
て
い
る
。

そ
れ
は
プ
ー
シ
キ
ン
の
原
作
の
み
を
ソ
ー
ス
と
し
て
考
え
て
い
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
モ
デ
ス
ト
の
書
い
た
リ
ブ
レ
ッ
ト
も
ま
た
ソ
ー
ス

7



と
し
て
見
な
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。

　

ま
ず
プ
ー
シ
キ
ン
原
作
『
ス
ペ
ー
ド
の
女
王
）
15
（

』
の
梗
概
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
の
作
品
は
デ
カ
ブ
リ
ス
ト
の
乱
の
後
一
八
三
四
年
、

自
由
主
義
的
空
気
が
圧
殺
さ
れ
た
時
代
の
暗
い
雰
囲
気
が
む
せ
か
え
る
よ
う
に
塗
り
こ
め
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。
全
体
は
六
場
と
エ
ピ

ロ
ー
グ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
の
最
初
に
は
短
い
エ
ピ
グ
ラ
フ
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

近
衛
騎
兵
士
官
ナ
ル
ー
モ
フ
家
で
、
興
味
を
人
一
倍
示
す
も
一
人
だ
け
ト
ラ
ン
プ
賭
博
に
参
加
し
な
い
工
兵
ゲ
ル
マ
ン
は
、
伯
爵
夫
人

が
必
勝
の
三
枚
の
カ
ー
ド
の
秘
密
を
知
っ
て
い
る
と
聞
き
、
そ
の
こ
と
が
頭
か
ら
離
れ
な
く
な
る
。
伯
爵
夫
人
の
館
に
は
、
リ
ザ
ヴ
ェ
ー

タ
と
い
う
養
女
が
い
る
が
、
そ
の
身
の
肩
身
の
狭
さ
を
嘆
き
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
あ
る
時
、
館
の
下
か
ら
自
分
を
見
つ
め
る
男
に
気
が

つ
き
、
徐
々
に
心
を
奪
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
当
の
ゲ
ル
マ
ン
で
、
ゲ
ル
マ
ン
は
リ
ザ
ヴ
ェ
ー
タ
に
近
づ
き
、
伯
爵
夫
人
か
ら
三

枚
の
カ
ー
ド
の
秘
密
を
聞
き
出
そ
う
と
企
む
。
つ
い
に
館
に
侵
入
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
伯
爵
夫
人
か
ら
聞
き
だ
そ
う
と
強
く
迫
る
と
、

伯
爵
夫
人
は
シ
ョ
ッ
ク
で
死
ん
で
し
ま
う
。
リ
ザ
ヴ
ェ
ー
タ
は
ゲ
ル
マ
ン
の
本
心
が
分
か
り
、
ゲ
ル
マ
ン
か
ら
は
離
れ
て
い
く
。
伯
爵
夫

人
の
葬
儀
の
晩
、
夢
の
中
で
伯
爵
夫
人
が
現
れ
て
、
カ
ー
ド
の
秘
密
を
教
え
る
が
、
リ
ザ
ヴ
ェ
ー
タ
と
結
婚
す
れ
ば
自
分
を
殺
し
た
罪
は

問
わ
な
い
と
告
げ
る
。
ゲ
ル
マ
ン
は
、
そ
の
カ
ー
ド
の
秘
密
を
カ
ー
ド
賭
博
に
使
い
、
大
金
を
掴
み
か
け
る
が
、
最
後
に
カ
ー
ド
を
引
き

間
違
え
て
、
す
べ
て
を
失
っ
て
し
ま
う
。
ゲ
ル
マ
ン
は
発
狂
し
、
リ
ザ
ヴ
ェ
ー
タ
は
平
凡
だ
が
幸
福
な
結
婚
を
す
る
。

　

こ
の
物
語
は
当
時
の
賭
博
の
流
行
を
背
景
に
し
て
い
る
が
、
ゲ
ル
マ
ン
の
代
表
す
る
新
興
階
級
と
旧
態
依
然
た
る
貴
族
階
級
と
の
意
識

の
対
立
も
背
後
に
は
存
在
す
る
。
ゲ
ル
マ
ン
は
ド
イ
ツ
人
で
あ
り
、
こ
の
ロ
シ
ア
社
会
の
中
で
は
何
の
よ
り
ど
こ
ろ
も
な
い
。
ま
し
て
や

工
兵
と
い
う
低
い
身
分
で
あ
り
、
世
襲
が
強
く
働
く
貴
族
社
会
の
中
で
そ
の
転
覆
と
自
身
の
出
世
を
夢
に
見
て
い
る
。
賭
博
は
好
き
で
蓄

財
意
識
に
駆
ら
れ
て
じ
っ
と
我
慢
し
て
い
る
が
、
必
勝
の
カ
ー
ド
の
秘
密
を
知
り
、
大
金
を
儲
け
て
こ
の
ロ
シ
ア
社
会
の
中
で
自
己
実
現

を
遂
げ
た
い
と
強
く
希
望
す
る
。
小
説
は
そ
の
野
心
と
挫
折
を
描
い
て
い
る
。

8
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で
は
こ
の
小
説
を
モ
デ
ス
ト
の
リ
ブ
レ
ッ
ト
は
ど
の
よ
う
に
描
い
た
の
か
。
ま
ず
時
代
を
プ
ー
シ
キ
ン
原
作
の
一
八
三
〇
年
代
で
は
な

く
、
一
八
世
紀
末
の
宮
廷
文
化
花
開
く
時
代
に
設
定
し
て
い
る
。
プ
ー
シ
キ
ン
で
は
、
伯
爵
夫
人
が
社
交
界
の
花
形
で
あ
っ
た
一
八
世
紀

末
と
の
時
代
差
は
重
要
な
要
因
で
あ
り
、
伯
爵
夫
人
を
一
八
世
紀
末
の
貴
族
文
化
の
遺
物
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
原
作
が
貴
族
文
化
全
般

へ
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
視
線
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
の
は
一
つ
に
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
モ
デ
ス
ト
版
で
は
一
八
世
紀
末
に
設

定
し
た
た
め
に
、
華
や
ぐ
貴
族
社
会
内
部
で
の
物
語
に
収
斂
し
て
い
る
印
象
は
否
め
な
い
。
ゲ
ル
マ
ン
も
し
が
な
い
工
兵
の
身
分
で
は
な

く
、
貴
族
社
会
と
つ
な
が
り
易
い
軽
騎
兵
に
身
分
を
格
上
げ
さ
れ
て
い
る
。
一
八
三
〇
年
代
の
、
社
会
転
覆
へ
の
暗
い
機
運
を
潜
在
的
に

秘
め
た
時
代
意
識
は
完
全
に
払
拭
さ
れ
て
い
る
。

　

他
の
人
物
の
造
型
も
プ
ー
シ
キ
ン
の
原
作
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
プ
ー
シ
キ
ン
で
は
最
終
場
で
三
枚
の
カ
ー
ド
で
大
勝
利
を
収
め
よ
う

と
す
る
ゲ
ル
マ
ン
の
勝
負
相
手
は
モ
ス
ク
ワ
か
ら
来
た
賭
博
師
の
チ
ェ
カ
リ
ン
ス
キ
イ
で
あ
る
が
、
モ
デ
ス
ト
版
で
は
チ
ェ
カ
リ
ン
ス
キ

イ
は
既
に
第
一
幕
か
ら
登
場
し
、
賭
博
者
で
は
な
く
ス
ー
リ
ン
の
友
人
で
あ
る
。
ま
た
モ
デ
ス
ト
版
で
は
リ
ザ
ヴ
ェ
ー
タ
が
改
名
さ
れ
て

リ
ー
ザ
と
な
っ
て
い
る
ば
か
り
か
、
ゲ
ル
マ
ン
と
の
恋
愛
を
軸
に
、
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
な
要
素
を
強
く
押
し
出
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
何

よ
り
も
モ
デ
ス
ト
版
で
は
エ
レ
ー
ツ
キ
イ
と
い
う
リ
ー
ザ
の
婚
約
者
が
新
た
に
創
造
さ
れ
、
婚
約
者
エ
レ
ー
ツ
キ
イ
が
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
リ
ー
ザ
は
ゲ
ル
マ
ン
に
心
を
許
し
、
ゲ
ル
マ
ン
に
裏
切
ら
れ
て
自
殺
し
て
果
て
る
。
つ
ま
り
モ
デ
ス
ト
版
で
は
恋
愛
も
ま
た
オ
ペ

ラ
の
主
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
。

　

で
は
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
は
こ
れ
を
ど
う
改
変
し
て
い
る
の
か
、
演
出
台
本
に
則
っ
て
モ
デ
ス
ト
版
と
比
較
し
つ
つ
、
冒
頭
場
面
を
見
て

み
よ
う
。
プ
ー
シ
キ
ン
の
原
作
で
は
冒
頭
は
ナ
ル
ー
モ
フ
家
の
賭
博
の
場
面
か
ら
始
ま
る
が
、
モ
デ
ス
ト
版
で
は
第
一
場
は
公
園
「
レ
ー

ト
ニ
イ
・
サ
ー
ト
（
夏
の
庭
）」、
つ
ま
り
戸
外
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
市
民
た
ち
が
散
歩
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、

子
供
た
ち
や
乳
母
た
ち
の
歌
が
ま
ず
歌
わ
れ
る
。
そ
の
中
で
ス
ー
リ
ン
、
ト
ム
ス
キ
イ
、
ゲ
ル
マ
ン
、
そ
し
て
リ
ー
ザ
と
伯
爵
夫
人
が
適
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宜
登
場
し
て
物
語
の
導
入
を
図
る
。
ほ
と
ん
ど
室
内
で
陰
鬱
に
展
開
す
る
『
ス
ペ
ー
ド
の
女
王
』
に
、
オ
ペ
ラ
的
な
華
や
か
さ
を
導
入
で

き
る
の
は
基
本
的
に
は
中
盤
の
舞
踏
会
の
場
面
以
外
に
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
モ
デ
ス
ト
版
は
当
時
の
オ
ペ
ラ
の
観
客
の
趣
向
に
合
わ
せ

て
、
冒
頭
を
明
る
い
陽
光
の
輝
く
公
園
に
設
定
し
て
、
そ
の
後
に
始
ま
る
劇
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
明
確
に
し
て
い
る
）
16
（

。

基
本
的
に
モ
デ
ス
ト
版
で
は
ゲ
ル
マ
ン
は
当
初
よ
り
リ
ー
ザ
に
恋
を
し
て
い
る
が
、
プ
ー
シ
キ
ン
の
原
作
で
は
そ
う
で
は
な
い
。
あ
く

ま
で
も
リ
ー
ザ
の
ゲ
ル
マ
ン
へ
の
恋
心
を
利
用
し
て
ゲ
ル
マ
ン
本
人
が
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
社
会
で
成
功
す
る
た
め
の
踏
み
台
に
す
る
に
過

ぎ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
で
は
、
第
一
幕
を
プ
ー
シ
キ
ン
の
原
作
に
従
っ
て
、
ナ
ル
ー
モ
フ
家
の
賭
博
場
に
戻
し
て
い

る
。
友
人
た
ち
と
夜
を
徹
し
て
ト
ラ
ン
プ
賭
博
を
し
た
そ
の
明
け
方
が
舞
台
で
あ
る
。
原
作
と
同
じ
よ
う
に
ゲ
ル
マ
ン
は
、
賭
博
を
じ
っ

と
見
て
い
る
が
自
ら
は
参
加
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
そ
の
ゲ
ル
マ
ン
の
登
場
場
面
を
見
て
み
よ
う
。

ト
ム
ス
キ
イ　

一
体
ど
う
し
た
ん
だ
。

ゲ
ル
マ
ン　

私
の
こ
と
か
？　

ど
う
も
し
や
し
な
い
。

ト
ム
ス
キ
イ　

病
気
な
の
か
？

ゲ
ル
マ
ン　

い
や
、
健
康
だ
。

ト
ム
ス
キ
イ　

君
は
変
わ
っ
た
な
。
一
体
ど
う
し
た
の
だ
。
昔
は
こ
ん
な
に
陰
気
じ
ゃ
な
か
っ
た
。
一
緒
に
飲
ん
だ
り
、
陽
気
だ
っ

た
。
今
は
ふ
さ
ぎ
こ
ん
で
、
陰
気
で
ま
る
で
悪
魔
が
住
み
着
い
た
み
た
い
だ
。
賭
け
事
に
だ
け
は
夢
中
で
、
一
晩
中
賭
博
場
に

は
い
る
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
。

①
ゲ
ル
マ
ン　

あ
あ
、
ト
ラ
ン
プ
は
謎
め
い
た
魅
力
で
私
を
興
奮
さ
せ
、
不
安
に
さ
せ
る
。
破
滅
的
な
情
熱
が
私
を
捉
え
て
離
さ
な

い
。
前
よ
り
私
は
幸
福
な
ん
だ
。
人
生
を
信
じ
、
愛
を
信
じ
て
い
る
。
恋
し
て
い
る
ん
だ
。
恋
を
。
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ト
ム
ス
キ
イ　

何
だ
っ
て
？　

恋
？　

誰
に
？　

②
ゲ
ル
マ
ン　

偶
然
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
名
は
知
ら
な
い
が
、
私
の
心
は
秘
密
め
い
た
興
奮
で
満
た
さ
れ
た
の
だ
。
夜
の
帳
に
耳
を
傾

け
、
愛
の
言
葉
を
こ
の
手
に
掴
も
う
。
彼
女
の
こ
と
を
思
い
だ
す
と
、
い
っ
そ
う
彼
女
を
愛
し
て
し
ま
う
。
生
ま
れ
た
夢
を
い
つ

く
し
み
、
幻
を
呼
び
覚
ま
し
、
夢
の
中
の
苦
し
み
と
妬
み
が
ま
る
で
現
の
よ
う
に
立
ち
昇
る
。
し
か
し
彼
女
の
姿
が
消
え
る
と
、

私
の
若
さ
も
消
え
去
っ
て
、
再
び
一
人
だ
け
残
さ
れ
る
。
私
の
陰
鬱
な
夢
と
と
も
に
一
人
残
さ
れ
て
し
ま
う
。
夜
毎
に
憂
鬱
が

襲
っ
て
く
る
。
あ
あ
、
彼
女
は
こ
ん
な
に
も
私
を
苦
し
め
る
。

ト
ム
ス
キ
イ　

君
は
ふ
さ
ぎ
の
虫
に
罹
っ
た
な
。
絶
望
し
て
い
る
の
か
。
か
ま
う
も
の
か
。
宴
会
で
回
し
飲
み
を
一
つ
や
れ
ば
、
若

さ
は
取
り
戻
せ
る
の
さ
。

ゲ
ル
マ
ン　

い
や
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
人
の
中
で
は
楽
し
み
を
探
そ
う
と
は
思
わ
な
い
。
苦
し
み
と
興
奮
で
一
杯
な
の
だ
。

ト
ム
ス
キ
イ　

じ
ゃ
あ
、
彼
女
に
申
し
込
ん
で
み
ろ
よ
。
そ
れ
が
一
番
の
薬
だ
。

③
ゲ
ル
マ
ン　

結
構
な
暇
つ
ぶ
し
さ
。
彼
女
は
私
に
は
何
も
興
味
は
な
い
。
私
の
運
命
は
破
滅
か
、
そ
れ
と
も
名
誉
か
。
こ
の
上
流
社

会
の
空
疎
な
闇
の
上
の
権
力
と
権
勢
を
私
は
一
体
全
体
勝
ち
取
れ
る
の
か
ど
う
か
、
誰
が
知
っ
て
い
よ
う
。
私
の
魂
だ
け
は
苦
し

み
を
知
っ
て
い
る
。
さ
よ
う
な
ら
平
安
。
さ
よ
う
な
ら
夢
。
さ
よ
う
な
ら
平
安
。
こ
れ
か
ら
私
は
遠
く
へ
行
く
。
そ
う
と
も
、
後

は
運
命
に
任
せ
よ
う
。

ト
ム
ス
キ
イ　

一
体
、
ど
う
し
た
の
だ
。
ゲ
ル
マ
ン
？　

何
て
名
誉
欲
の
強
い
や
つ
な
ん
だ
、
軍
技
師
な
ん
か
じ
ゃ
な
く
、
ま
る
で

バ
イ
ロ
ン
じ
ゃ
な
い
か
）
17
（

。

ゲ
ル
マ
ン
登
場
の
場
面
か
ら
ゲ
ル
マ
ン
の
台
詞
三
本
①
〜
③
に
モ
デ
ス
ト
版
と
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
傍
線
部
分
が
モ
デ
ス
ト
版
に
は

11



な
い
部
分
で
あ
る
。
台
詞
①
の
傍
線
部
で
は
、
賭
博
へ
の
謎
め
い
た
情
熱
に
つ
い
て
追
加
さ
れ
て
い
る
。
台
詞
②
で
は
、
モ
デ
ス
ト
版
に

強
く
出
て
い
る
他
の
男
へ
の
嫉
妬
心
が
完
全
に
削
除
さ
れ
て
い
る
。
台
詞
③
で
は
傍
線
部
の
権
力
欲
に
つ
い
て
歌
う
部
分
が
追
加
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
ゲ
ル
マ
ン
は
確
か
に
ト
ラ
ン
プ
の
魅
力
に
憑
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
同
時
に
既
に
リ
ー
ザ
に
恋
し
て
い

る
。
プ
ー
シ
キ
ン
の
原
作
に
戻
す
た
め
に
は
、
ゲ
ル
マ
ン
は
少
な
く
と
も
リ
ー
ザ
に
恋
し
て
い
て
は
い
け
な
い
。
む
ろ
ん
、
こ
の
部
分
の

ゲ
ル
マ
ン
を
、
ゲ
ル
マ
ン
の
嘘
と
取
る
見
方
も
あ
る
。
事
実
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
リ
ハ
ー
サ
ル
で
は
、
こ
の
点
を
捉
え
て
ゲ
ル
マ
ン
役
の

カ
ヴ
ァ
リ
ス
キ
イ
が
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
に
質
問
し
て
い
る
。「
カ
ヴ
ァ
リ
ス
キ
イ
／
（
尋
ね
る
）
ゲ
ル
マ
ン
は
恋
し
て
い
る
の
で
す
か
？　
　

メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
／
恋
し
て
い
る
と
し
よ
う
で
は
な
い
か
。
従
来
の
演
出
で
は
ゲ
ル
マ
ン
が
も
し
卑
劣
漢
で
ろ
く
で
な
し
だ
と
す
れ
ば
、

ピ
ン
カ
ー
ト
ン
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
怖
れ
を
抱
か
せ
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
だ
か
ら
我
々
は
い
く
ら
か
の
叙
情
性
を
残
そ
う
で

は
な
い
か
）
18
（

。」

　

メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
は
、
こ
こ
で
ゲ
ル
マ
ン
を
卑
劣
漢
だ
と
す
る
演
出
を
す
る
な
ら
、『
マ
ダ
ム
・
バ
タ
フ
ラ
イ
』
の
ピ
ン
カ
ー
ト
ン
の

よ
う
な
、
女
を
騙
す
悪
い
男
に
な
っ
て
し
ま
う
と
し
て
、
そ
れ
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
カ
ヴ
ァ
リ
ス
キ
イ
が
そ
も
そ
も
「
恋
し
て

い
る
の
か
」
と
聞
き
、
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
が
「
い
く
ら
か
の
叙
情
性
を
残
そ
う
で
は
な
い
か
」
と
答
え
て
い
る
そ
の
答
え
方
に
は
、
メ

イ
エ
ル
ホ
リ
ド
た
ち
は
、
こ
れ
が
プ
ー
シ
キ
ン
の
原
作
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
お
り
、
女
性
の
恋
心
を
踏
み
台
に
し
て

い
く
劇
が
オ
ペ
ラ
の
題
材
に
は
相
応
し
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う
認
識
が
勝
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド

は
『
ス
ペ
ー
ド
の
女
王
』
の
プ
ー
シ
キ
ン
ら
し
さ
は
そ
こ
に
は
な
い
、
つ
ま
り
ゲ
ル
マ
ン
が
リ
ザ
ヴ
ェ
ー
タ
に
恋
し
て
い
な
い
と
い
う
プ

ロ
ッ
ト
上
の
モ
チ
ー
フ
に
は
、
プ
ー
シ
キ
ン
ら
し
さ
は
な
い
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
は
何
に
プ
ー

シ
キ
ン
ら
し
さ
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
は
、
こ
の
場
面
の
俳
優
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
リ
ハ
ー
サ
ル
で
述
べ
て
い
る
。
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じ
ゃ
あ
、
次
の
演
技
だ
。
腰
を
か
け
る
。
ぎ
こ
ち
な
く
坐
る
、
手
足
を
広
げ
て
。（
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
、
肘
掛
け
椅
子
に
坐
っ
て

み
せ
る
。）
軍
服
を
脱
ぐ
。
こ
う
や
っ
て
坐
る
こ
と
で
プ
ー
シ
キ
ン
や
レ
ー
ル
モ
ン
ト
フ
を
真
似
て
み
せ
る
の
だ
。
こ
こ
で
は
伝
統

的
な
詩
の
中
の
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
雰
囲
気
を
示
す
必
要
が
あ
る
の
だ
。
あ
の
時
代
は
デ
カ
ブ
リ
ス
ト
の
乱
は
ど
こ
か
過
去
の
も
の
に

な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
彼
ら
は
皆
自
分
の
こ
と
を
エ
レ
ー
ツ
キ
イ
か
ト
ム
ス
キ
イ
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に
何

ら
か
の
・
・
も
し
も
体
の
姿
勢
で
こ
の
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
観
客
は
時
代
全
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
断

片
的
な
印
象
し
か
聞
き
取
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

私
た
ち
は
こ
の
上
演
を
絶
え
ず
柔
ら
か
い
も
の
に
し
て
い
こ
う
。
だ
か
ら
こ
こ
で
は
自
然
主
義
的
な
演
技
に
し
が
み
つ
く
の
は
よ

そ
う
。
皆
ト
ラ
ン
プ
に
夢
中
な
の
だ
が
、
皆
に
破
滅
と
上
昇
が
あ
り
、
人
生
を
破
壊
し
、
皆
自
分
の
運
命
を
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
を

舞
台
に
持
ち
込
ん
で
、
こ
こ
で
演
じ
て
い
る
。
全
体
的
に
は
ま
る
で
夢
の
中
だ
っ
た
よ
う
な
印
象
に
な
る
だ
ろ
う
。『
ス
ペ
ー
ド
の

女
王
』
は
プ
ー
シ
キ
ン
の
書
い
た
独
自
の
奇
跡
劇
だ
。
私
た
ち
は
何
か
奇
跡
で
も
な
く
、
夢
で
も
な
い
も
の
を
作
ろ
う
。
こ
れ
は

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
の
だ
。
こ
れ
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
い
う
印
象
で
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
違
う
よ
う
に
演
じ
な
け
れ

ば
い
け
な
い
の
だ
。
プ
ー
シ
キ
ン
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
魅
力
、
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
イ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
魅
力
、
サ
モ
ス
ー
ド
の
、

メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
、
グ
ロ
ホ
リ
ス
キ
イ
の
、
カ
ヴ
ァ
リ
ス
キ
イ
の
魅
力
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
。
私
た
ち
は
皆
で
そ

の
よ
う
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
印
象
を
作
り
出
そ
う
）
19
（

。

メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
が
ゲ
ル
マ
ン
役
の
カ
ヴ
ァ
リ
ス
キ
イ
に
は
実
に
細
か
な
動
き
に
ま
で
注
文
を
つ
け
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
以
上
の

こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
つ
ま
り
現
実
の
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
は
な
く
、
イ
メ
ー
ジ
の
中
の
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
を
こ
そ
演
出
し
よ
う
と
し
て
お
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り
、
上
演
全
体
を
異
化
的
に
突
き
放
し
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
充
填
さ
せ
た
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
べ
き
だ
と
読
む
事
が
で
き
る
。
プ
ー
シ
キ

ン
『
ス
ペ
ー
ド
の
女
王
』
で
は
、
周
知
の
よ
う
に
「
語
り
手
」
が
時
に
顔
を
出
し
、
読
者
に
直
接
語
り
か
け
る
こ
と
で
、
小
説
自
体
を
語

り
手
の
次
元
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
意
識
さ
せ
る
。
そ
の
こ
と
で
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
生
み
、
一
八
三
〇
年
代
と
い
う
時
代
を
相
対

化
さ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
分
か
る
の
は
、
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
は
必
ず
し
も
プ
ー
シ
キ
ン
の
「
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
」
を
固
定
的
に

扱
お
う
と
は
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
に
、
プ
ー
シ
キ
ン
の
原
作
の
持
つ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
強
調
す
る
よ
う
な
や
り
方

で
上
演
さ
れ
る
べ
き
で
、
プ
ー
シ
キ
ン
と
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
イ
、
指
揮
者
サ
モ
ス
ー
ド
や
演
じ
る
カ
ヴ
ァ
リ
ス
キ
イ
な
ど
の
魅
力
を
掛
け

合
わ
せ
た
混
合
物
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
距
離
が
あ
る
こ
と
の
効
果
を
求
め
て
い
る
。

　

革
命
後
の
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
ロ
シ
ア
古
典
作
品
に
対
す
る
姿
勢
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
い
る
。
特
に
二
〇
年
代
に
集
中
す
る
ロ
シ
ア
古
典

作
品
の
演
出
、
オ
ス
ト
ロ
フ
ス
キ
イ
『
森
林
』（
一
九
二
四
）、
ゴ
ー
ゴ
リ
『
検
察
官
』（
一
九
二
六
）、
グ
リ
ボ
エ
ド
フ
『
知
恵
は
悲
し
』

（
一
九
二
八
）
な
ど
を
思
い
起
こ
す
と
そ
こ
に
は
明
確
な
共
通
点
が
あ
る
。
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
場
面
や
身
体
的
行
動
を
ふ
ん
だ
ん
に

用
い
、
ま
た
音
楽
を
背
景
や
感
情
の
説
明
に
多
用
し
て
、
一
見
原
典
の
劇
テ
キ
ス
ト
に
は
忠
実
で
な
い
よ
う
な
再
構
成
を
し
て
い
く
こ

と
。
ま
た
一
九
世
紀
古
典
に
伝
統
的
な
五
幕
分
割
の
劇
を
、
数
に
し
て
一
五
〜
二
〇
の
比
較
的
多
く
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
切
断
し
て
、
そ
の

非
連
続
的
な
積
み
重
ね
で
劇
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
。
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
に
と
っ
て
ソ
ー
ス
た
る
原
典
に
敬
意
を
払
う
こ
と
は
、
原
典
の
物

語
の
プ
ロ
ッ
ト
を
そ
の
ま
ま
な
ぞ
る
こ
と
で
は
な
く
、
因
習
的
な
解
釈
に
覆
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
原
典
の
「
精
神
」
に
立
ち
戻
る
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
何
を
作
品
の
「
精
神
」
と
考
え
る
か
は
解
釈
に
よ
る
。

二
―
二　

時
間
の
交
差

　

プ
ー
シ
キ
ン
の
原
作
を
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
混
合
物
と
し
て
見
な
す
点
で
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
そ
の
構
成
の
時
間
性
で
あ
る
。
プ
ー
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シ
キ
ン
で
は
、「
語
り
手
」
が
し
ば
し
ば
顔
を
出
す
と
と
も
に
、
プ
ロ
ッ
ト
が
因
果
律
に
沿
っ
て
時
系
列
的
に
進
ん
で
い
く
の
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
原
作
で
は
第
二
場
の
プ
ロ
ッ
ト
が
典
型
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
リ
ザ
ヴ
ェ
ー
タ
が
通
り
の
下
か
ら
部
屋
に
い
る
自
分
を
眺
め

る
ゲ
ル
マ
ン
の
存
在
に
気
が
つ
く
と
こ
ろ
か
ら
、
徐
々
に
関
心
を
示
し
て
、
リ
ザ
ヴ
ェ
ー
タ
が
ゲ
ル
マ
ン
に
微
笑
む
、
つ
ま
り
心
を
許
す

ま
で
が
時
系
列
上
の
運
び
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
原
作
で
は
こ
の
場
の
時
間
は
、
大
き
く
五
つ
の
時
間
に
分
か
れ
て
い
る
。

　

リ
ザ
ヴ
ェ
ー
タ
は
ゲ
ル
マ
ン
の
存
在
に
気
が
つ
い
て
、
既
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
ゲ
ル
マ
ン
へ
の
関
心
は
ナ
ル
ー
モ
フ
を
ゲ
ル
マ
ン

と
同
じ
工
兵
と
思
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。（
こ
こ
で
「
語
り
手
」
が
登
場
し
、
リ
ザ
ヴ
ェ
ー
タ
の
境
遇
の
不
遇
を
語
り
、

親
密
さ
を
示
し
て
い
る
。）
次
に
前
場
で
あ
る
第
一
場
「
ナ
ル
ー
モ
フ
家
の
賭
博
の
場
面
」
の
二
日
後
、
つ
ま
り
第
一
の
時
間
よ
り
は
一

週
間
前
に
さ
ら
に
時
間
が
戻
る
。
こ
こ
で
リ
ザ
ヴ
ェ
ー
タ
が
初
め
て
家
の
下
か
ら
自
分
を
見
つ
め
て
い
る
ゲ
ル
マ
ン
の
存
在
に
気
が
つ

く
。
第
三
に
は
、
そ
の
二
日
後
。
リ
ザ
ヴ
ェ
ー
タ
は
馬
車
に
乗
ろ
う
と
す
る
と
き
に
ま
た
ゲ
ル
マ
ン
を
見
る
。
散
歩
か
ら
帰
る
時
に
も
ま

だ
玄
関
に
ゲ
ル
マ
ン
が
い
る
の
を
目
撃
す
る
。
さ
ら
に
第
二
の
時
間
の
七
日
後
、
リ
ザ
ヴ
ェ
ー
タ
が
ゲ
ル
マ
ン
に
微
笑
む
。
最
後
に
は
ま

た
第
二
の
時
間
と
同
じ
時
間
に
戻
る
。
ゲ
ル
マ
ン
が
ト
ラ
ン
プ
の
秘
密
に
頭
が
一
杯
に
な
り
街
を
歩
き
回
り
、
気
が
つ
く
と
伯
爵
夫
人
の

家
（
つ
ま
り
リ
ザ
ヴ
ェ
ー
タ
の
住
ん
で
い
る
家
）
に
い
て
、
見
上
げ
た
時
に
ふ
と
若
い
女
性
と
目
が
合
う
。

　

つ
ま
り
、
五
つ
の
時
間
（
時
間
的
に
は
四
つ
の
時
間
）
が
、
二
度
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
を
は
さ
ん
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
二

度
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
は
、
同
じ
一
人
の
語
り
の
視
点
で
は
な
く
、
リ
ザ
ヴ
ェ
ー
タ
と
ゲ
ル
マ
ン
と
に
分
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
時

間
一
」
と
「
時
間
三
」
の
時
系
列
が
明
確
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
因
果
関
係
の
論
理
に
は
必
ず
し
も
影
響
し
な
い
。
以
上
の
こ
と

で
、
こ
の
第
二
場
の
時
間
は
直
線
的
な
も
の
と
し
て
物
語
的
に
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
同
じ
場
面
に
複
数
の
時
間
が
交
差
し
錯
綜
す

る
よ
う
な
サ
ス
ペ
ン
ス
の
複
層
性
と
し
て
感
受
さ
れ
る
。

　

で
は
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
上
演
で
実
現
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
効
果
を
生
む
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
こ
の
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場
面
全
体
の
舞
台
装
置
に
つ
い
て
の
上
演
台
本
の
記
載
を
見
て
お
こ
う
。

　

舞
台
装
置
の
記
述
。
装
置
は
リ
ー
ザ
が
住
ん
で
い
る
家
の
断
面
で
あ
る
。
基
本
的
な
演
技
ス
ペ
ー
ス
は
同
じ
三
角
形
の
舞
台
で
あ

る
。
そ
れ
に
は
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
ツ
ィ
ア
（
構
成
物
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
観
客
席
に
相
対
し
て
運
河
の
柵
が
舞
台
前
面
に
あ
る
。

前
舞
台
の
部
分
は
街
路
と
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
運
河
の
岸
で
あ
る
。
下
手
の
前
舞
台
に
は
窓
が
あ
り
、
家
の
正
面
の
一
部
で
も
あ

る
よ
う
だ
。
三
角
形
の
基
本
演
技
ス
ペ
ー
ス
（
下
段
の
舞
台
）
は
家
の
玄
関
で
あ
る
。
上
手
に
は
壁
の
側
に
ソ
フ
ァ
、
そ
の
更
に
上

手
側
に
は
ド
ア
（
舞
台
へ
の
入
り
口
）
で
あ
る
。
上
手
側
の
壁
に
は
壁
灯
が
吊
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
壁
は
さ
ら
に
高
く
な
り
二
つ
の

大
き
な
窓
が
取
り
付
け
て
あ
る
。
そ
こ
か
ら
部
屋
が
見
え
る
。（
そ
れ
は
上
段
の
舞
台
で
あ
る
。）
左
側
の
窓
に
は
ク
ラ
ブ
サ
ン
（
鍵

盤
楽
器
）
が
置
い
て
あ
る
。
そ
こ
に
は
灯
が
置
い
て
あ
る
。
舞
台
の
中
央
に
は
中
段
の
舞
台
と
な
っ
て
お
り
、
構
成
物
で
リ
ー
ザ
の

部
屋
を
作
っ
て
い
る
。
小
さ
な
階
段
が
上
手
側
の
部
屋
と
結
ん
で
い
る
）
20
（

。

　

こ
の
舞
台
装
置
が
際
立
っ
て
特
異
な
点
は
、
舞
台
全
体
が
三
角
形
を
し
て
い
る
と
言
う
点
で
あ
る
。
中
央
奥
が
三
角
形
の
頂
点
部
分
で

あ
り
、
舞
台
の
上
手
下
手
に
向
か
っ
て
壁
や
幕
で
三
角
形
を
構
成
す
る
。
廻
り
舞
台
が
利
用
さ
れ
た
記
載
が
あ
る
の
で
、
場
面
転
換
の
素

早
さ
に
対
応
す
る
た
め
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
三
角
形
の
頂
点
部
分
を
隠
せ
ば
、
全
体
に
は
浅
い
舞
台
と
な
り
、
一
九
〇
五

年
以
後
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
が
繰
り
返
し
主
張
も
し
、
好
み
も
し
た
舞
台
に
近
い
も
の
と
な
る
。
観
客
席
に
張
出
す
よ
う
な
舞
台
で
、
舞
台

奥
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
舞
台
と
観
客
席
と
の
一
体
感
が
よ
り
生
じ
や
す
い
。

　

こ
の
舞
台
で
リ
ー
ザ
の
部
屋
は
上
記
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
舞
台
装
置
は
、
三
角
形
を
保
ち
な
が
ら
、
下
手
前
に
窓
枠
、

上
手
側
に
壁
と
ソ
フ
ァ
、
中
央
部
前
に
玄
関
、
中
央
部
奥
二
階
部
分
に
リ
ー
ザ
の
部
屋
、
上
手
奥
三
階
部
分
に
ク
ラ
ブ
サ
ン
の
お
い
て
あ

16
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る
部
屋
が
あ
り
、
そ
れ
を
螺
旋
系
の
階
段
が
中
央
か
ら
下
手
前
に
向
か
っ
て
設
置
さ
れ
、
舞
台
前
面
を
上
手
か
ら
下
手
に
観
客
席
と
平
行

し
て
運
河
と
そ
の
柵
が
走
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
舞
台
前
面
は
外
部
、
舞
台
下
手
前
が
外
部
、
舞
台
中
央
が
玄
関
で
内
部
だ
が
、
壁
側
は

外
部
、
中
央
の
リ
ー
ザ
の
部
屋
は
内
部
、
ク
ラ
ブ
サ
ン
の
あ
る
部
屋
か
ら
は
外
部
が
見
え
る
。
外
部
と
内
部
が
混
成
さ
れ
た
構
成
物
と

な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
舞
台
は
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
が
始
め
る
構
成
主
義
舞
台
を
基
本
的
な
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
。
こ
の
内
部
と
外

部
の
混
在
と
い
う
構
成
主
義
的
セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
理
念
と
実
践
は
す
で
に
二
〇
年
代
に
は
繰
り
返
し
実
験
さ
れ
て
い
る
し
、
三
〇
年
代

半
ば
で
も
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
構
成
主
義
芸
術
の
擁
護
者
と
し
て
批
評
活
動
を
盛
ん
に
行
っ
た
タ
ラ
ー
ブ
キ
ン
は
こ
の
舞
台
の
時
間

性
に
つ
い
て
「
千
年
に
も
わ
た
る
イ
コ
ン
の
伝
統
を
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
は
『
ス
ペ
ー
ド
の
女
王
』
に
用
い
て
い
る
。
一
連
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

の
装
置
の
構
成
が
こ
の
空
間
の
交
替
の
方
法
論
に
よ
っ
て
い
る
の
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
」
と
評
価
し
て
い
る
。
タ
ラ
ー
ブ
キ
ン

に
よ
れ
ば
、
古
代
ロ
シ
ア
の
イ
コ
ン
画
、
中
東
の
細
密
画
、
ア
ジ
ア
の
絵
画
な
ど
に
は
、
同
一
平
面
上
で
異
な
る
時
間
を
孕
む
作
品
世
界

を
描
い
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
『
ス
ペ
ー
ド
の
女
王
』
を
含
む
二
〇
〜
三
〇
年
代
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
の
革
新
性

を
論
じ
て
い
る
。
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
、
特
に
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
絵
画
は
非
西
欧
的
な
作
品
構
成
か
ら
逸
脱
し
て
、
題
材
は
も
と

よ
り
技
法
に
お
い
て
も
非
西
欧
文
化
の
そ
れ
を
吸
収
し
て
い
る
。
タ
ラ
ー
ブ
キ
ン
は
述
べ
て
い
る
「「
リ
ー
ザ
の
部
屋
」
で
観
客
は
一
連

の
部
屋
、
建
物
の
内
部
の
玄
関
、
そ
し
て
同
時
に
建
物
の
外
壁
（
そ
れ
は
窓
が
つ
い
て
い
て
舞
台
の
下
手
の
通
り
に
面
し
て
い
る
の
だ

が
）
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
前
舞
台
に
は
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
と
あ
る
運
河
の
歩
道
と
格
子
柵
ゲ
ル
マ
ン
が
、
リ
ー
ザ
の
方
に
向
か
う
時
、

運
河
に
沿
っ
て
歩
い
て
い
く
。
観
客
は
格
子
柵
の
こ
ち
ら
側
に
ゲ
ル
マ
ン
を
見
る
。
つ
ま
り
彼
の
向
こ
う
に
運
河
の
岸
を
見
る
だ
ろ
う
。

実
際
に
は
俳
優
は
伯
爵
夫
人
の
家
の
玄
関
の
広
間
を
歩
い
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
時
に
は
建
物
の
内
部
は
観
客
の
意
識
か
ら
は
ま
る
で
消

え
た
か
の
よ
う
に
な
る
）
21
（

。」
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こ
の
場
面
は
、
第
二
場
第
四
エ
ピ
ソ
ー
ド
「
リ
ー
ザ
の
部
屋
」
の
場
面
で
、
演
出
台
本
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

リ
ー
ザ
は
婚
約
者
が
あ
り
な
が
ら
、
ゲ
ル
マ
ン
の
こ
と
を
忘
れ
ら
れ
ず
、
不
安
と
恐
ろ
し
さ
で
胸
を
震
わ
せ
て
い
る
。
そ
こ
に
ゲ
ル
マ
ン

が
登
場
し
、
家
の
窓
か
ら
忍
び
込
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
リ
ー
ザ
が
ゲ
ル
マ
ン
を
見
つ
け
、
ひ
ど
く
驚
き
そ
の
場
に
凍
り
つ
く
場
面
で
あ
る
。

リ
ー
ザ
の
歌
詞
を
見
て
み
よ
う
。

リ
ー
ザ

ど
う
し
て
言
葉
の
な
い
涙
が
私
を
苦
し
め
る
の
？　

私
の
過
去
の
夢
想
、
私
は
あ
な
た
を
裏
切
っ
た
の
よ
。
私
の
過
去
の
夢
想
、
私

は
あ
な
た
を
裏
切
っ
た
の
よ
。
ま
た
こ
こ
に
い
る
わ
、
あ
の
奇
妙
な
男
。
ま
た
考
え
込
ん
で
悲
し
げ
に
、
陰
鬱
な
様
子
で
、
ま
る
で

物
言
わ
ぬ
注
射
の
よ
う
に
。
彼
は
不
安
げ
に
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
。
私
は
憂
鬱
と
恐
怖
で
彼
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
お
お
、

神
よ
。
私
は
怖
れ
て
い
ま
す
。
彼
に
は
何
が
必
要
な
の
？
な
ぜ
彼
は
見
つ
め
て
い
る
の
？　

胸
の
ざ
わ
め
く
よ
う
な
胸
騒
ぎ
が
す

る
。
震
え
が
止
ら
な
い
、
涙
が
止
ら
な
い
。
ど
う
し
て
言
葉
の
な
い
涙
が
私
を
苦
し
め
る
の
？　

私
の
過
去
の
夢
想
、
私
は
あ
な
た

を
裏
切
っ
た
の
よ
。
私
の
過
去
の
夢
想
、
私
は
あ
な
た
を
裏
切
っ
た
の
よ
。

（
ゲ
ル
マ
ン
、
通
る
。）

な
ん
て
辛
く
、
悲
し
い
の
で
し
ょ
う
。
夜
の
街
は
静
か
に
眠
っ
て
い
る
と
い
う
の
に
。
す
べ
て
が
ひ
っ
そ
り
し
て
い
る
。
奇
妙
な
客

は
消
え
た
。
お
お
、
聞
い
て
お
く
れ
、
夜
よ
。
私
の
魂
の
苦
し
み
を
お
前
に
だ
け
は
話
そ
う
。
夢
が
私
を
苦
し
め
、
夢
は
希
望
と
な

り
、
夢
は
愛
と
幸
福
を
私
に
囁
い
て
く
る
。
夜
よ
、
聞
い
て
お
く
れ
。
私
の
魂
は
え
も
い
わ
れ
ぬ
震
え
で
、
密
か
な
恐
怖
を
追
い
か

け
て
い
く
。
希
望
を
克
服
し
た
い
の
よ
、
で
も
奇
妙
な
思
い
に
す
べ
て
を
委
ね
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
夜
よ
、
捕
ま
え
て
お
く
れ
、

私
の
苦
し
み
を
。
捕
ま
え
て
お
く
れ
。
夜
よ
。（
ゲ
ル
マ
ン
、
窓
の
と
こ
ろ
に
現
れ
る
）
22
（

。）
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自文化接触演劇と再文脈化の手法

と
い
う
場
面
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
タ
ラ
ー
ブ
キ
ン
が
書
い
て
い
る
の
は
、
リ
ー
ザ
の
ア
リ
ア
の
最
中
に
、
ゲ
ル
マ
ン
が
運
河
脇
を
通
っ
て

リ
ー
ザ
の
家
の
玄
関
に
近
づ
く
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
タ
ラ
ー
ブ
キ
ン
は
、
続
け
て
い
る
。「
日
本
の
歌
舞
伎
で
は
、
あ
る
瞬
間
の
演
技

に
必
要
な
あ
れ
こ
れ
の
も
の
を
俳
優
に
持
っ
て
く
る
技
術
の
助
手
が
そ
の
観
客
を
当
惑
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
運
河
に
そ
っ
て
歩
き
な
が

ら
、
通
り
か
ら
窓
に
這
い
上
が
り
、
ゲ
ル
マ
ン
は
家
の
内
部
に
入
り
込
む
。
観
客
は
「
舞
台
装
置
の
交
替
」
な
し
に
こ
の
両
方
の
空
間
を

見
る
。
ち
ょ
う
ど
古
代
絵
画
を
見
る
よ
う
に
）
23
（

。」

　

タ
ラ
ー
ブ
キ
ン
は
ま
た
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
上
演
に
あ
る
こ
の
内
外
の
空
間
の
交
差
を
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
イ
の
「
貫
通
す
る
行
為
」

に
た
と
え
て
、
舞
台
空
間
の
構
成
の
中
に
も
「
貫
通
す
る
空
間
」
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
）
24
（

。
そ
こ
で
は
あ
る
「
空

間
」
が
他
の
空
間
を
通
し
て
目
に
入
り
、
あ
る
「
平
面
」
が
別
の
平
面
を
通
し
て
透
け
て
見
え
る
こ
と
が
そ
の
要
件
で
あ
り
、
映
画
の

オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
、
音
楽
の
和
音
と
並
べ
て
議
論
し
て
い
る
。

　

タ
ラ
ー
ブ
キ
ン
が
い
う
よ
う
に
、
こ
の
場
面
で
は
イ
コ
ン
絵
画
の
よ
う
な
多
時
間
性
が
実
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
多
空
間
性

が
実
現
さ
れ
て
い
る
と
見
た
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。
と
い
う
の
は
、
リ
ー
ザ
の
ゲ
ル
マ
ン
へ
の
底
知
れ
ぬ
不
安
を
表
明
す
る
ア
リ
ア
の
最
中

に
ゲ
ル
マ
ン
が
道
路
を
通
る
こ
と
は
、
リ
ー
ザ
の
歌
の
内
容
を
観
客
は
聞
く
が
、
ゲ
ル
マ
ン
は
聞
か
な
い
も
の
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
場
合
、
リ
ー
ザ
の
心
持
を
ゲ
ル
マ
ン
は
知
ら
な
い
が
観
客
は
知
っ
て
い
る
た
め
に
、
観
客
と
登
場
人
物
と
の
間

に
情
報
差
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
情
報
差
が
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
生
む
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
強
調
さ
れ
る
た
め
に
は
両
者
の

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
同
時
的
で
あ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
リ
ー
ザ
と
ゲ
ル
マ
ン
が
同
じ
舞
台
に
い
て
初
め
て
結
晶
す
る
ア
イ
ロ
ニ
ー
な

の
で
、
こ
こ
で
は
多
時
間
性
と
い
う
よ
り
、
多
空
間
性
が
実
現
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
の
場
面
で
、
メ
イ
エ
ル
ホ

リ
ド
は
、
プ
ー
シ
キ
ン
の
多
時
間
性
を
舞
台
の
約
束
事
の
性
質
に
よ
っ
て
多
空
間
的
に
再
編
し
て
い
る
。
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三　

文
脈
変
換
の
手
法
と
し
て
の
ビ
オ
メ
ハ
ニ
カ

　

で
は
俳
優
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。
異
文
化
接
触
の
演
劇
を
考
え
る
場
合
に
お
そ
ら
く
も
っ

と
も
単
純
で
な
い
の
は
演
技
、
も
し
く
は
身
体
技
法
で
あ
る
。
パ
ヴ
ィ
ス
は
先
述
し
た
異
文
化
摂
取
の
過
程
一
般
の
論
考
に
お
い
て
、
身

体
の
技
法
に
つ
い
て
も
定
義
し
て
述
べ
て
い
る
。
俳
優
は
自
ら
の
「
文
化
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
彼
ら
自
身
の
グ
ル
ー
プ
の
も
の
で
あ

り
、
演
出
（
ミ
ザ
ン
セ
ー
ヌ
）
を
準
備
す
る
間
に
彼
ら
が
身
に
つ
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
意
識
的
で
あ
る
か
な
し
か
に
関
わ

ら
ず
こ
の
文
化
受
容
の
過
程
は
伝
統
を
吸
収
し
、
と
り
わ
け
身
体
と
発
声
に
つ
い
て
の
、
ま
た
は
朗
唱
上
の
技
術
を
も
吸
収
す
る
。
俳
優

は
あ
る
文
化
に
属
す
る
た
め
に
、
そ
の
信
念
と
期
待
、
技
術
と
習
慣
な
ど
を
身
に
つ
け
て
お
り
、
そ
れ
ら
な
し
で
は
演
技
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
俳
優
は
こ
の
よ
う
に
し
て
「
身
体
技
法
」（
モ
ー
ス
）
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
、
身
体
と
上
演
に
そ
れ
ら
が
書
き
込
ま
れ
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
容
易
に
拭
い
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
）
25
（

。」
つ
ま
り
俳
優
は
上
演
に
際
し
て
何
ら
か
の
身
体
技
法
を
吸
収
し
て
い
く

が
、
そ
の
身
体
技
法
は
俳
優
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
パ
ヴ
ィ
ス
は
バ
ル
バ
を
援
用
し
て
そ
の
場
合
に
は
、
新
し
い
身
体
技

法
を
得
る
た
め
に
は
そ
れ
ま
で
身
に
つ
け
て
い
た
身
体
技
法
を
一
旦
拭
い
去
る
こ
と
が
必
要
）
26
（

だ
と
述
べ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
「
容
易
に
拭

い
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
す
れ
ば
、
異
文
化
摂
取
の
上
で
も
っ
と
も
時
間
の
か
か
る
、
も
っ
と
も
困
難
な
修
正
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
パ
ヴ
ィ
ス
は
続
け
て
、
そ
も
そ
も
身
体
技
法
に
関
す
る
文
化
は
「
社
会
的
遺
伝
」
と
呼
ば
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
一
度
そ
の

俳
優
の
身
体
技
法
と
し
て
獲
得
さ
れ
れ
ば
、「
あ
る
世
代
の
所
有
す
る
一
定
の
技
術
が
、
後
の
世
代
の
文
化
を
形
作
っ
て
い
る
精
神
や
組

織
を
決
定
し
て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
世
代
は
国
際
化
す
る
」
と
述
べ
、
他
方
で
コ
メ
デ
ィ
ア
・
デ
ラ
ル
テ
や
京
劇
な
ど
の
も
っ
と
も
強
度

に
コ
ー
ド
化
し
安
定
し
た
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
は
、「
俳
優
は
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
ス
タ
イ
ル
を
内
面
化
し
具
現
化
す
る
）
27
（

」
の
だ
と
い
う
。
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自文化接触演劇と再文脈化の手法

つ
ま
り
パ
ヴ
ィ
ス
が
自
ら
述
べ
る
よ
う
に
、
安
定
的
に
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
身
体
技
法
が
構
築
さ
れ
る
の
は
「
世
代
間
に
」
ま
た
が
る
ほ
ど

長
い
時
間
が
か
か
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
一
方
で
、
か
り
に
そ
れ
が
ソ
ー
ス
と
し
て
設
定
さ
れ
て
「
修
正
」
の
対
象
と
な
っ
た
場
合

に
、
短
期
間
で
は
そ
れ
ら
の
（
例
え
ば
コ
メ
デ
ィ
ア
・
デ
ラ
ル
テ
や
京
劇
な
ど
の
）
身
体
技
法
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
、
一
世
代
で
は
困

難
な
事
業
と
な
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
パ
ヴ
ィ
ス
の
異
文
化
摂
取
の
議
論
は
、
身
体
（
技
法
）
そ
の
も
の
を
ソ
ー
ス
と
し
て
同
定
す
る

観
点
が
希
薄
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
あ
く
ま
で
も
テ
キ
ス
ト
ベ
ー
ス
の
ソ
ー
ス
の
修
正
を
前
提
に
し
、
ソ
ー
ス
文
化
か
ら
タ
ー
ゲ
ッ
ト
文
化

へ
の
「
翻
訳
」
を
思
考
上
の
モ
デ
ル
と
し
て
読
む
べ
き
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
『
ス
ペ
ー
ド
の
女
王
』
の
場
合
、
ソ
ー
ス
と
し
て
存
在
す
る
の
は
プ
ー
シ
キ
ン
原
作
の
小
説
『
ス
ペ
ー
ド
の
女
王
』

で
あ
り
、
ソ
ー
ス
と
し
て
何
ら
か
の
身
体
技
法
を
同
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
身
体
的
な
ソ
ー
ス
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
モ
デ
ス
ト
版

の
オ
ペ
ラ
『
ス
ペ
ー
ド
の
女
王
』
に
お
け
る
身
体
技
法
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
一
般
的
な
オ
ペ
ラ
歌
手
の
身
に
つ
け
て
い
る
身
体
技
法
は

主
と
し
て
発
声
と
歌
唱
に
お
け
る
も
の
以
外
に
は
考
え
に
く
い
。
他
方
、
後
述
す
る
よ
う
に
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
が
俳
優
に
身
体
技
法
と
し

て
求
め
て
い
る
の
は
「
ビ
オ
メ
ハ
ニ
カ
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
身
体
技
法
と
は
世
代
に
渡
っ
て
構
築
さ
れ
安
定
し
た
も
の
は
伝

統
的
オ
ペ
ラ
歌
手
の
発
声
と
歌
唱
以
外
に
は
な
く
、
ビ
オ
メ
ハ
ニ
カ
は
そ
れ
を
修
正
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
そ
の
ま
ま
温
存
し
た

上
で
、
ビ
オ
メ
ハ
ニ
カ
の
導
入
を
企
て
て
い
る
。
つ
ま
り
ビ
オ
メ
ハ
ニ
カ
は
こ
の
上
演
に
お
け
る
「
タ
ー
ゲ
ッ
ト
」
と
し
て
構
造
化
さ
れ

て
い
る
。

　

こ
の
場
合
に
身
体
技
法
上
の
文
化
接
触
は
ど
の
よ
う
に
生
じ
、
上
演
に
差
し
向
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
前
節
と
同
じ
「
リ
ー
ザ
の
部

屋
」
の
部
分
か
ら
見
て
み
よ
う
。
こ
の
部
分
は
、
ま
ず
リ
ー
ザ
と
ポ
リ
ー
ナ
の
二
重
唱
か
ら
始
ま
る
。
先
ほ
ど
と
同
じ
舞
台
の
上
手
三
階

部
分
に
あ
る
ク
ラ
ブ
サ
ン
の
部
屋
で
の
場
面
で
あ
る
。
プ
ロ
ッ
ト
の
運
び
は
、
演
出
台
本
に
よ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。　

一
。
ま
ず
、

リ
ー
ザ
と
ポ
リ
ー
ナ
が
夕
暮
れ
時
の
林
と
川
辺
の
美
し
さ
を
歌
う
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
モ
デ
ス
ト
版
と
歌
詞
が
同
じ
で
あ
る
。　

二
。
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「
ポ
リ
ー
ナ
が
歌
う
時
に
、
リ
ー
ザ
は
真
ん
中
の
舞
台
に
下
り
る
。
考
え
込
み
な
が
ら
、
手
す
り
の
と
こ
ろ
に
近
寄
り
、
喜
び
の
な
い
人

生
に
憂
鬱
に
な
り
辛
さ
を
感
じ
て
い
る
。
そ
し
て
手
す
り
か
ら
離
れ
て
、
舞
台
奥
に
行
き
、
小
さ
な
机
に
近
寄
り
、
側
の
椅
子
に
腰
を
降

ろ
す
。
頭
を
垂
れ
、
顔
を
手
で
覆
い
、
机
に
寄
り
か
か
っ
て
泣
く
）
28
（

。」
ポ
リ
ー
ナ
の
歌
う
歌
が
、
悲
観
的
な
歌
だ
っ
た
の
で
、
リ
ー
ザ
の

気
持
ち
は
更
に
沈
み
こ
む
。
歌
詞
は
モ
デ
ス
ト
版
と
同
じ
で
次
の
通
り
。「
ポ
リ
ー
ナ　

大
切
な
お
友
達
よ
・
・
草
原
の
中
で
踊
り
歌
に

は
し
ゃ
ぎ
ま
わ
る
／
私
も
あ
な
た
と
同
じ
よ
う
に
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
に
生
き
て
／
林
や
野
原
の
喜
ば
し
い
朝
を
迎
え
る
／
黄
金
の
夢
の
中
の

愛
は
私
に
幸
せ
を
約
束
し
た　

で
も
喜
び
の
場
所
の
中
で
私
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
は
何
？
／
喜
び
の
場
所
の
中
で
？
／
お
墓
、
お
墓
、

お
墓
な
の
。」　

三
。「
ポ
リ
ー
ナ
、
自
分
の
ロ
マ
ン
ス
を
終
え
る
と
、
泣
い
て
い
る
リ
ー
ザ
を
見
つ
け
、
真
ん
中
の
舞
台
に
下
り
て
く
る
。

リ
ー
ザ
に
近
づ
き
、
彼
女
を
抱
く
。
伴
奏
者
、
立
ち
上
が
り
、
楽
譜
を
集
め
、
ポ
リ
ー
ナ
の
後
に
つ
い
て
真
ん
中
の
舞
台
に
下
り
て
く

る
。
ポ
リ
ー
ナ
、
リ
ー
ザ
と
別
れ
、
彼
女
に
キ
ス
し
、
下
手
に
退
場
。
ド
ア
を
通
っ
て
階
段
を
下
に
。
低
い
舞
台
に
下
り
て
い
く
。
伴

奏
者
は
そ
の
後
に
つ
い
て
行
く
。
下
の
舞
台
で
は
ポ
リ
ー
ナ
は
ソ
フ
ァ
の
と
こ
ろ
に
立
ち
止
ま
り
、
一
人
の
客
が
彼
女
に
帽
子
を
渡
し
、

コ
ー
ト
を
着
せ
る
。
そ
の
後
、
一
緒
に
リ
ー
ザ
に
挨
拶
し
て
、
最
初
は
ポ
リ
ー
ナ
、
次
に
客
が
退
場
。
上
手
の
ド
ア
に
。
リ
ー
ザ
、
一
人

残
り
、
同
じ
場
所
に
座
り
続
け
る
）
29
（

。」　

四
。「
ポ
リ
ー
ナ
の
退
場
後
、
中
央
の
ド
ア
（
真
ん
中
の
下
手
の
舞
台
）
か
ら
召
使
マ
ー
シ
ャ
が

登
場
。
手
に
お
盆
を
持
っ
て
い
る
。
何
歩
か
歩
い
て
立
ち
止
ま
る
。
お
盆
の
上
に
は
水
差
し
と
コ
ッ
プ
。
リ
ー
ザ
の
方
に
向
き
、
自
分
が

下
が
る
前
に
す
る
こ
と
は
な
い
か
と
尋
ね
る
。
リ
ー
ザ
、
マ
ー
シ
ャ
が
入
っ
て
く
る
の
を
知
っ
て
、
立
ち
上
が
り
、
手
す
り
の
と
こ
ろ
に

行
き
、
一
人
に
し
て
お
い
て
く
れ
る
よ
う
に
言
う
。
リ
ー
ザ
は
椅
子
に
座
り
、
考
え
込
む
。
マ
ー
シ
ャ
は
、
机
に
水
差
し
の
お
盆
を
置

き
、
部
屋
を
出
て
退
場
。
ク
ラ
ブ
サ
ン
の
あ
る
部
屋
に
上
が
り
、
そ
こ
を
通
り
抜
け
、
退
場
。
リ
ー
ザ
、
手
す
り
の
と
こ
ろ
で
一
人
）
30
（

。」

つ
ま
り
、
最
初
は
リ
ー
ザ
が
友
人
の
ポ
リ
ー
ナ
と
歌
を
歌
っ
て
楽
し
む
の
だ
が
、
歌
に
よ
っ
て
次
第
に
悲
し
い
気
分
に
な
っ
て
い
く
場
面

で
あ
る
。
こ
の
場
面
を
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
は
次
の
よ
う
に
演
出
し
て
い
る
。
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（
リ
ー
ザ
と
ポ
リ
ー
ナ
の
二
重
唱
で
始
ま
る
。
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
は
お
お
よ
そ
の
ミ
ザ
ン
セ
ー
ヌ
を
決
め
て
い
く
。
リ
ー
ザ
と
ポ

リ
ー
ナ
は
ピ
ア
ノ
の
側
に
立
ち
、
歌
う
。
ピ
ア
ノ
に
は
伴
奏
者
が
い
る
。
リ
ー
ザ
と
ポ
リ
ー
ナ
は
ロ
マ
ン
ス
を
歌
う
。
メ
イ
エ
ル
ホ

リ
ド
は
二
人
に
楽
譜
を
渡
す
よ
う
に
言
う
。
二
人
が
楽
譜
を
手
に
持
っ
て
、
見
な
が
ら
歌
え
る
よ
う
に
。）
一
人
が
楽
譜
の
端
を
持

ち
、
も
う
一
人
が
も
う
片
方
の
端
を
持
つ
の
が
い
い
だ
ろ
う
。
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
夜
に
つ
い
て
歌
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
出
さ
な

い
た
め
だ
。
楽
譜
を
見
る
の
は
、
美
し
い
体
の
動
き
が
出
る
し
、
楽
譜
を
追
う
目
の
動
き
も
、
具
体
的
に
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
か
何
か
を

歌
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
か
ら
ね
。
中
ほ
ど
で
ど
こ
か
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
ご
ら
ん
。
二
回
や
っ
て
も
い
い
く
ら
い
だ
。

め
く
れ
る
ペ
ー
ジ
の
風
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
。
ピ
ア
ノ
の
側
に
立
っ
て
、
楽
譜
を
ピ
ア
ノ
に
置
い
た
り
、
脇
に
置
い
て
。（
メ
イ

エ
ル
ホ
リ
ド
ポ
リ
ー
ナ
に
近
づ
き
、
楽
譜
の
置
き
方
や
動
か
し
方
を
や
っ
て
み
せ
る
。
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
は
何
回
か
そ
の
仕
草
を
繰

り
返
す
。
動
き
は
ど
れ
も
柔
ら
か
く
、
流
れ
る
よ
う
で
、
シ
ン
プ
ル
だ
。）（
中
略
）
ポ
リ
ー
ナ
は
す
ぐ
に
歩
い
て
は
い
け
な
い
。
ポ

リ
ー
ナ
は
振
り
返
り
、
後
の
方
を
見
て
、
ゆ
っ
く
り
歩
き
始
め
る
ん
だ
。
ポ
リ
ー
ナ
は
顔
に
微
笑
み
を
浮
か
べ
て
歩
く
。
で
も
歩
き

方
は
ゆ
っ
く
り
と
。
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
だ
。
歩
き
方
は
ゆ
っ
く
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
雰
囲
気
は
先
取
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
後
に
行
く
の
が
早
す
ぎ
る
と
こ
の
音
楽
の
雰
囲
気
に
入
れ
な
い
の
だ
。「
も
う
休
む
時
間
で
す
よ
」
と
言
う
、
す
る
と
素
早
く

立
ち
去
る
の
だ
。
あ
な
た
の
動
き
と
は
異
な
る
性
格
の
音
楽
が
つ
い
て
く
る
が
、
つ
ま
り
対
位
法
的
に
な
る
べ
き
な
の
だ
）
31
（

。

つ
ま
り
、
観
客
を
歌
に
同
化
さ
せ
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
歌
っ
て
い
る
」
と
い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
提
示
す
る
こ
と

を
目
指
し
て
い
る
。
続
け
て
メ
イ
ル
ホ
リ
ド
は
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
歌
う
歌
手
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
提
示
す
る
ば
か
り
で
は
な

く
、
音
楽
と
対
位
法
的
に
な
る
よ
う
に
と
求
め
て
い
る
。
対
位
法
的
に
と
い
う
の
は
音
楽
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
同
化
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
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の
違
い
を
鮮
明
に
し
つ
つ
、
互
い
に
反
応
し
あ
う
状
態
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
普
通
に
考
え
ら
れ
て
い
る
演
技
と
歌
の
関
係
と
は
著

し
く
異
な
る
。
例
え
ば
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
イ
が
演
出
し
た
同
じ
『
ス
ペ
ー
ド
の
女
王
』（
一
九
二
八
）
の
同
じ
場
面
の
演
出
台
本
を

見
て
み
よ
う
。

リ
ー
ザ
は
考
え
込
ん
で
い
る
。
リ
ー
ザ
は
、
坐
っ
て
い
る
ポ
リ
ー
ナ
の
後
ろ
に
立
つ
。
そ
の
後
、
ポ
リ
ー
ナ
の
手
を
握
り
、
椅
子
の

縁
に
腰
を
降
ろ
す
。
第
三
の
歌
詞
の
後
、
リ
ー
ザ
は
離
れ
、
考
え
深
げ
に
悲
し
げ
に
奥
の
小
部
屋
に
移
る
。
こ
れ
ら
の
動
き
は
す

べ
て
音
楽
の
リ
ズ
ム
と
テ
ン
ポ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
こ
の
動
き
は
リ
ー
ザ
の
雰
囲
気
を
く
っ
き
り
と
示
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
他
の
娘
た
ち
の
快
活
さ
と
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
つ
け
て
）
マ
ー
シ
ャ
は
階
段
の
側
に
い
る
。
こ
の
場
面
の
間
中
、
マ
ー
シ
ャ
は
ほ
と

ん
ど
音
楽
に
沿
っ
て
、
椅
子
を
後
に
動
か
し
、
果
物
を
机
に
置
き
、
絨
毯
を
ま
っ
す
ぐ
に
す
る
。
娘
た
ち
は
歌
う
ポ
リ
ー
ナ
の
廻
り

に
集
ま
り
、
歌
い
終
わ
る
と
彼
女
の
廻
り
を
取
り
囲
み
、
彼
女
に
キ
ス
し
て
、
も
っ
と
歌
っ
て
欲
し
い
と
頼
む
。
し
か
し
リ
ー
ザ
は

そ
れ
に
は
加
わ
ら
ず
、
奥
の
小
部
屋
の
幕
の
前
に
考
え
込
ん
で
立
つ
。
ポ
リ
ー
ナ
の
ロ
マ
ン
ス
の
間
、
リ
ー
ザ
は
さ
ら
に
悲
し
げ
に

な
り
、
ほ
と
ん
ど
泣
き
な
が
ら
化
粧
机
の
方
に
移
り
、
涙
が
落
ち
て
い
る
の
に
気
が
つ
か
な
い
。
ポ
リ
ー
ナ
、
歌
を
終
え
て
、
リ
ー

ザ
の
方
に
走
り
寄
り
、
キ
ス
し
て
、
抱
き
し
め
て
囁
く
）
32
（

。

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
イ
の
演
出
は
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
そ
れ
と
鋭
く
対
立
す
る
。
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
演
出
は
、
歌
手
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
を
同
化
を
誘
引
す
る
た
め
の
も
の
に
は
せ
ず
、
機
会
あ
る
ご
と
に
距
離
を
生
む
よ
う
に
し
て
い
た
。
他
方
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
イ
の

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
音
楽
の
リ
ズ
ム
と
テ
ン
ポ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
動
き
と
同
調
さ
せ
る
ば
か
り
か
、
歌
手
の
気
分
と
も
同
一
化
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
両
者
の
演
技
思
想
の
違
い
を
思
い
起
こ
せ
ば
容
易
に
説
明
が
つ
く
。
た
だ
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
場
合
、
こ
の
よ
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う
な
対
位
法
的
な
音
楽
の
処
理
は
、
自
身
の
演
技
論
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
続
け
て
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
は
話
し
て
い
る
。

（
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
、
リ
ー
ザ
に
「
ど
う
し
て
言
葉
の
な
い
涙
が
・
・
」
の
歌
の
動
き
を
つ
け
る
。
リ
ー
ザ
、
歌
い
、
メ
イ
エ
ル
ホ

リ
ド
が
動
い
て
み
せ
る
。）
頭
を
傾
け
る
前
に
は
「
ア
ト
カ
ー
ス
」
を
必
要
と
す
る
。
こ
れ
は
一
般
的
な
舞
台
の
規
範
で
、
あ
ら
ゆ

る
表
現
的
な
動
き
に
と
っ
て
は
、
ア
ト
カ
ー
ス
の
徴
が
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ア
ト
カ
ー
ス
の
徴
に
は
こ
と
な
る
思
想

が
付
け
加
え
ら
れ
る
。
こ
ん
な
風
に
坐
っ
て
頭
を
傾
け
て
も
よ
い
。（
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
、
示
す
。
坐
っ
て
、
た
だ
頭
を
下
に
う
つ

む
け
る
。）
音
楽
と
の
関
係
で
は
少
し
遅
ら
せ
て
よ
い
。（
示
す
。
頭
を
う
つ
む
け
る
前
に
う
し
ろ
に
投
げ
や
っ
て
か
ら
下
に
う
つ
む

け
る
。）
ア
ト
カ
ー
ス
は
音
楽
と
い
っ
し
ょ
で
も
よ
い
、
頭
を
傾
け
る
の
は
和
音
が
す
で
に
出
た
後
だ
。
そ
の
ほ
う
が
む
し
ろ
い
い

か
も
し
れ
な
い
）
33
（

。

こ
こ
で
述
べ
て
い
る
「
ア
ト
カ
ー
ス
」
と
は
、
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
演
技
論
ビ
オ
メ
ハ
ニ
カ
の
基
本
的
な
構
造
の
一
部
を
さ
す
言
葉
で
あ

る
。
ビ
オ
メ
ハ
ニ
カ
は
、
俳
優
の
体
を
形
式
的
に
利
用
す
る
演
技
論
で
、
コ
メ
デ
ィ
ア
・
デ
ラ
ル
テ
や
東
洋
演
劇
（
歌
舞
伎
や
京
劇
）
な

ど
の
演
技
論
を
土
台
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
日
常
的
な
動
き
を
強
調
し
デ
フ
ォ
ル
メ
す
る
非
現
実
的
な
動
き
を
し
て

い
る
。
た
だ
や
み
く
も
に
非
現
実
的
な
動
き
を
行
う
の
で
は
な
く
、
あ
る
法
則
性
に
基
づ
く
運
動
を
基
礎
に
し
て
い
る
。
メ
イ
エ
ル
ホ
リ

ド
は
あ
ら
ゆ
る
動
き
は
リ
ズ
ム
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
程
に
、
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
演
技
論
で
音
楽
的
リ
ズ
ム
は
重
要
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
は
音
楽
を
演
劇
に
と
っ
て
基
本
的
な
要
素
と
見
な
し
て
い
る
。
劇
中
の
音
楽
が
、
物
語
と
は
異
な
る
次
元

で
観
客
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
で
き
る
こ
と
を
理
解
し
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
観
客
に
特
定
の
反
応
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
理
解

し
て
い
る
。
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
と
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
イ
の
著
し
く
異
な
る
点
は
、
観
客
に
対
す
る
態
度
で
あ
り
、
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
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こ
の
よ
う
な
態
度
と
は
逆
に
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
イ
で
は
観
客
に
比
較
的
自
由
な
裁
量
権
を
与
え
て
い
る
。
も
と
も
と
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ

ス
キ
イ
が
観
客
席
と
舞
台
と
を
画
然
と
分
断
し
て
考
え
た
の
に
対
し
て
、
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
は
舞
台
と
観
客
席
と
は
不
可
分
に
結
び
つ
い

て
お
り
、
観
客
は
第
四
の
創
造
者
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
音
楽
の
使
い
方
で
は
む
し
ろ
一
般
の
演
劇
や
映
画
の
使
い
方
と

は
異
な
り
、
観
客
に
常
に
注
意
を
喚
起
さ
せ
る
た
め
に
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
音
楽
と
を
同
調
さ
せ
ず
、
衝
突
さ
せ
る
の
を
怖
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

　

メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
演
技
論
に
は
、
俳
優
の
側
か
ら
音
楽
に
近
づ
く
方
法
の
一
つ
で
あ
る
「
リ
ズ
ム
」
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
の
中
心
的
な
リ
ズ
ム
は
、
三
つ
の
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て
い
て
、「
ア
ト
カ
ー
ス
、
パ
ス
ィ
ル
、
ト
ー
チ
カ
」
と
い
う
構
成
に
な
っ

て
い
る
。
ア
ト
カ
ー
ス
は
、
ロ
シ
ア
語
で
は
「
拒
否
」
と
い
う
意
味
だ
が
、
そ
の
意
味
は
あ
ま
り
こ
こ
で
は
反
映
さ
れ
ず
、
意
味
的
に
は

「
逆
」
に
近
い
。
こ
れ
は
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
す
前
の
俳
優
の
準
備
の
こ
と
で
あ
る
。
飛
び
上
が
る
前
の
助
走
や
ボ
ー
ル
を
投
げ
る
前
の

振
り
か
ぶ
る
動
作
な
ど
を
さ
す
。
い
わ
ば
身
振
り
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
あ
る
。
パ
ス
ィ
ル
と
は
「
送
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
ア

ク
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
で
あ
る
。
ア
ト
カ
ー
ス
で
示
唆
さ
れ
た
こ
と
の
現
実
的
な
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
の
ト
ー
チ
カ
は
、｢

点｣

と

い
う
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
一
連
の
ア
ク
シ
ョ
ン
の
最
終
点
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
最
終
点
は
次
の
ア
ク
シ
ョ
ン
へ
の
ア
ト
カ
ー
ス
に
繋

が
っ
て
い
く
。
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
で
は
、
こ
の
ア
ト
カ
ー
ス
、
パ
ス
ィ
ル
、
ト
ー
チ
カ
と
い
う
サ
イ
ク
ル
が
舞
台
の
動
き
に
一
定
の
法
則

性
を
与
え
る
も
の
と
な
り
、
ま
た
俳
優
や
演
出
家
の
間
で
の
共
通
の
「
言
語
」
と
し
て
機
能
す
る
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、

主
と
し
て
俳
優
の
訓
練
に
お
い
て
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
の
上
演
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
ノ
リ
ス
・
ホ
ー
ト
ン
は
三
〇
年
代
に
モ
ス
ク
ワ
で
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
上
演
を
見
て
批
評
を
残
し
て
い
る
）
34
（

。
こ
こ
で
は
、

チ
ェ
ホ
フ
『
結
婚
申
込
』
で
水
を
飲
む
演
技
を
す
る
俳
優
イ
リ
イ
ン
ス
キ
イ
の
動
き
が
明
確
に
「
ア
ト
カ
ー
ス
、
パ
ス
ィ
ル
、
ト
ー
チ

カ
」
に
な
っ
て
い
る
。
イ
リ
イ
ン
ス
キ
イ
は
ひ
き
つ
け
の
発
作
持
ち
の
男
の
役
を
演
じ
て
い
る
が
、
胸
の
辺
り
を
掴
ん
で
発
作
を
起
こ
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す
。
音
楽
が
始
ま
る
と
、
胸
を
掴
み
な
が
ら
、
片
手
で
テ
ー
ブ
ル
の
コ
ッ
プ
に
手
を
伸
ば
す
。
こ
こ
ま
で
が
ア
ト
カ
ー
ス
。
そ
し
て
そ
の

ま
ま
コ
ッ
プ
を
持
ち
上
げ
る
と
コ
ッ
プ
を
口
に
持
っ
て
行
き
、
水
を
飲
み
干
す
。
こ
れ
が
パ
ス
ィ
ル
。
そ
し
て
音
楽
が
止
っ
て
、
イ
リ
イ

ン
ス
キ
イ
が
襟
を
正
し
て
コ
ッ
プ
を
テ
ー
ブ
ル
に
戻
す
。
こ
こ
で
ト
ー
チ
カ
。
こ
の
よ
う
に
、
水
を
飲
む
と
い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
リ

ズ
ム
に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
技
法
に
よ
り
舞
台
上
の
日
常
生
活
上
の
行
為
が
固
有
の
運
動
性
と
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
構

造
化
さ
れ
て
い
く
。

　

同
様
に
『
ス
ペ
ー
ド
の
女
王
』
に
お
い
て
も
、
従
来
の
オ
ペ
ラ
に
は
な
い
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
に
固
有
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
律
動
性
が

も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
イ
の
音
楽
の
リ
ズ
ム
と
必
ず
し
も
合
致
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
つ
ま
り
こ
こ
で
音
楽
と
演
技
の
リ
ズ
ム
は
同
調
せ
ず
衝
突
し
て
い
る
が
、
言
い
換
え
れ
ば
ビ
オ
メ
ハ
ニ
カ
の
文
脈
に
チ
ャ
イ
コ
フ
ス

キ
イ
の
音
楽
が
置
き
直
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四　

結
論

　

以
上
、
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
演
出
台
本
に
拠
っ
て
『
ス
ペ
ー
ド
の
女
王
』
の
演
出
の
様
態
を
検
討
し
て
き
た
が
、
プ
ー
シ
キ
ン
の
原
作

『
ス
ペ
ー
ド
の
女
王
』
を
ソ
ー
ス
と
し
て
持
っ
た
こ
の
上
演
は
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
ソ
ー
ス
を
プ
ー
シ
キ
ン
の
小
説
に
お
い
て
は
い
る

が
、
同
時
に
モ
デ
ス
ト
の
リ
ブ
レ
ッ
ト
も
そ
の
ま
ま
ソ
ー
ス
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
多
く
の
場
面
で
は
、
モ
デ
ス
ト

の
セ
リ
フ
や
構
成
が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
お
り
、
全
体
に
テ
キ
ス
ト
は
一
新
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
時
代
の
設
定
を
原
作

の
一
八
三
〇
年
代
に
戻
し
、
モ
デ
ス
ト
が
新
た
に
付
け
加
え
た
リ
ー
ザ
の
婚
約
者
を
抹
消
す
こ
と
や
、
プ
ー
シ
キ
ン
の
原
作
に
あ
る
陰
鬱

さ
を
十
分
引
き
出
す
こ
と
に
は
成
功
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
ゲ
ル
マ
ン
が
冒
頭
か
ら
リ
ー
ザ
に
恋
し
て
い
る
設
定
は
モ
デ
ス
ト
の
創
作
そ
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の
ま
ま
で
、
プ
ー
シ
キ
ン
の
原
作
の
精
神
か
ら
は
い
ま
だ
離
れ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
プ
ー
シ
キ
ン
の
原
作
の
持
つ

多
時
間
的
な
属
性
に
対
し
て
は
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
一
般
の
形
式
と
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
こ
の
時
代
の
舞
台
の
明
瞭
な
徴
で
あ
る

三
角
形
の
舞
台
装
置
と
大
き
く
曲
が
る
螺
旋
階
段
と
い
う
形
式
性
に
よ
っ
て
、
多
空
間
性
と
い
う
質
的
修
正
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
特
筆
し
て
お
く
べ
き
は
舞
台
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
お
い
て
、
ビ
オ
メ
ハ
ニ
カ
の
律
動
性
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
舞
台
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

性
を
あ
え
て
強
調
し
、
演
技
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
る
内
容
ば
か
り
で
は
な
く
、
演
技
そ
の
も
の
を
提
示
す
る
意
識
が
強
く
伺
え
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
は
演
技
を
音
楽
と
対
位
法
的
に
利
用
す
る
思
想
に
繋
が
る
も
の
で
、
こ
の
時
代
の
オ
ペ
ラ
に
お
い
て
も
音
楽
の
対
位
法
的
な

使
用
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
斬
新
な
試
み
と
し
て
記
憶
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
な
に
よ
り
も
そ
れ
は
リ
ズ
ム
を
演
技
に
埋
め
込
む
こ
と

と
分
か
ち
が
た
い
も
の
と
し
て
あ
り
、
そ
の
こ
と
で
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
は
異
化
的
な
演
技
実
践
の
、
例
え
ば
ブ
レ
ヒ
ト
の
先
駆
者
と
し
て

見
な
せ
る
こ
と
を
こ
の
上
演
台
本
と
リ
ハ
ー
サ
ル
記
録
は
示
し
て
い
る
。

　

ま
た
こ
こ
で
は
パ
ヴ
ィ
ス
の
説
明
す
る
異
文
化
摂
取
の
過
程
と
は
異
な
り
、
こ
の
場
合
「
演
出
」
は
単
線
的
に
実
践
さ
れ
て
い
く
の
で

は
な
い
。
そ
も
そ
も
ソ
ー
ス
は
複
数
（
プ
ー
シ
キ
ン
、
モ
デ
ス
ト
、
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
イ
）
設
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ソ
ー
ス
に
お
け
る

身
体
技
法
の
点
で
、「
拭
い
さ
る
べ
き
身
体
技
法
」
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
た
め
に
、
身
体
的
ソ
ー
ス
に
対
す
る
修
正
は
ほ
と
ん
ど
な
く

タ
ー
ゲ
ッ
ト
（
ビ
オ
メ
ハ
ニ
カ
）
に
よ
る
置
き
換
え
（「
再
文
脈
化
」）
が
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
メ
イ
エ
ル
ホ
リ

ド
の
オ
ペ
ラ
『
ス
ペ
ー
ド
の
女
王
』
は
特
殊
な
例
と
言
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
現
在
一
般
化
し
て
い
る
「
伝
統
演
劇
の
現
代

化
」
の
問
題
を
考
え
る
際
に
は
有
効
と
な
ろ
う
。
つ
ま
り
ソ
ー
ス
と
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
の
間
に
質
的
差
異
が
希
薄
な
（
多
く
の
場
合
自
文
化

接
触
に
近
い
）
場
合
に
、
そ
こ
に
生
じ
る
の
は
パ
ヴ
ィ
ス
的
「
翻
訳
」
を
モ
デ
ル
に
し
た
修
正
で
は
な
く
、
例
え
ば
熟
練
や
洗
練
と
い
う

一
種
の
「
上
書
き
」、
あ
る
い
は
本
論
で
議
論
し
た
身
体
技
法
上
の
文
脈
の
置
き
換
え
と
い
う
の
が
望
ま
し
い
。
こ
れ
ら
の
議
論
は
西
欧

演
劇
に
お
い
て
は
約
束
性
の
強
い
諸
ジ
ャ
ン
ル
（
バ
レ
エ
、
オ
ペ
ラ
、
コ
メ
デ
ィ
ア
・
デ
ラ
ル
テ
等
）、
あ
る
い
は
伝
統
演
劇
が
多
く
維
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自文化接触演劇と再文脈化の手法

持
さ
れ
て
い
る
ア
ジ
ア
で
の
演
劇
の
文
化
接
触
を
考
察
す
る
時
に
は
と
り
わ
け
そ
の
一
助
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
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SUMMARY

Intra-cultural Theatre and its Approach of Re-contextualization: 
On the Queen of Spades by Meyerhold

Yasushi Nagata

Inter-cultural theatre practices and its theory have explored new ideas of 
theatre studies in general recently. As previous researches have traced Inter-cul-
tural performance theories have based on cultural semiology of theatre analysis 
and translation studies. While this has encouraged Inter-cultural performance 
analysis after 1980’s, it has been criticized for its Euro-centricity from a view-
point of post-colonialism or Asian based researches. It seems these researches 
have expanded non-European theatre and performance studies, which often 
suggested possibilities of not Inter-cultural performance theory, but Intra-cul-
tural one. This paper will discuss to make inadequacies plain of Inter-cultural 
performance theory and explore an Intra-cultural concept of theatre research. 

Here this paper analyzes the production note of Vsevolod Meyerhold, 
which described his rehearsal process on a production of Tchaikovsky’s opera 
the Queen of Spades in 1935. As the note suggested the production was a trial to 
“Back to Pushkin”, innovating conventional direction of the opera, its distorted 
modification of Pushkin’s original short story. Though a theatre theorist Patrice 
Pavis has discussed processes of Inter-cultural theatre direction as ‘Translation 
of Source culture into Target culture’, this paper will make clear not only its 
complicated process of this ‘translation’, but there included even inverse process 
of it in this Intra-cultural theatre production. And also this paper will discuss 
that physical absorption of other culture is missing from nearly all of the Pavis’ 
translation concept. As an acting method of Meyerhold, Biomexanics, is one of 
the central factors on this production, the physical and rhythmical modification 
of players should be researched. This paper will examine how a methodology of 
acting should be re-contextualized in Intra-cultural performance and would be 
oriented  in Inter-cultural production in general as well. 
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