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は
じ
め
に

本
稿
で
と
り
あ
げ
る
劇
作
家
・
演
出
家
、
秋
浜
悟
史
（
一
九
三
九
―
二
〇
〇
五
）
は
、
日
本
の
戦
後
演
劇
を
牽
引
し
、
演
劇
教
師

と
し
て
様
々
な
実
践
活
動
を
行
っ
た
人
物
で
あ
る
。
東
北
地
方
の
方
言
を
駆
使
し
た
劇
作
品
が
有
名
で
あ
り
、「
日
本
の
ロ
ル
カ
」
と

も
称
さ
れ
る）

1
（

。
岩
波
映
画
で
記
録
映
画
の
シ
ナ
リ
オ
を
手
掛
け
な
が
ら
、
六
六
年
か
ら
劇
団
三
十
人
会
の
代
表
を
つ
と
め
、
同
年
『
ほ

ら
ん
ば
か
』
で
第
一
回
紀
伊
国
屋
演
劇
賞
を
受
賞
。
六
九
年
に
「『
幼
児
た
ち
の
後
の
祭
り
』
に
至
る
作
品
の
諸
成
果
」
が
認
め
ら
れ
、

岸
田
國
士
戯
曲
賞
を
受
賞
し
た
。
七
三
年
に
関
西
へ
移
住
し
て
か
ら
は
演
劇
教
育
者
と
し
て
の
人
間
像
を
色
濃
く
し
、
七
九
年
か
ら
五

年
に
一
度
、
知
的
障
害
者
施
設
あ
ざ
み
寮
・
も
み
じ
寮
で
行
わ
れ
る
演
劇
の
創
作
に
関
わ
っ
た
。
六
〇
年
代
後
半
、
日
本
で
活
躍
し
た

演
出
家
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
と
し
て
編
ま
れ
た
『
演
出
家
の
仕
事
―
六
〇
年
代
・
ア
ン
グ
ラ
・
演
劇
革
命
』
で
は
、
あ
ざ
み
・
も
み
じ
寮

が
彼
に
送
っ
た
感
謝
状
の
文
面
が
紹
介
さ
れ
て
い
る）

2
（

。
宝
塚
北
高
校
で
の
演
劇
教
育
を
ま
と
め
た
『
悟
史
の
さ
と
し
』
に
お
い
て
も
、

感
謝
状
の
文
面
と
同
様
、
教
え
子
た
ち
の
彼
に
対
す
る
敬
意
で
満
ち
て
お
り
、
戦
後
演
劇
で
培
っ
た
演
劇
の
実
践
的
知
を
、
教
育
の
観

「
役
者
子
ど
も
」
の
も
つ
想
像
力

―
―
秋
浜
悟
史
『
幼
児
た
ち
の
後
の
祭
り
』
と
『
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
劇
』
を
め
ぐ
っ
て
―
―

須　

川　
　
　

渡
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点
を
持
ち
込
み
な
が
ら
関
西
と
い
う
地
域
に
根
付
か
せ
た
こ
と
が
窺
え
る）

3
（

。

批
評
家
の
多
く
は
東
北
の
方
言
を
用
い
た
作
家
と
し
て
秋
浜
を
評
価
し
て
い
る
。
茨
木
憲
は
「
誰
も
が
と
ら
え
な
か
っ
た
種
類
の
東

北
の
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
で
あ
り
、
そ
し
て
最
も
東
北
的
な
東
北
で
、
同
時
に
そ
こ
に
日
本
の
民
族
的
な
背
骨
み
た
い
な
も
の
が
さ
ぐ
ら
れ

て
い
る
点
で
、
ま
こ
と
に
ユ
ニ
ー
ク
な
ド
ラ
マ
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
」）

4
（

と
、
述
べ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
東
北
の
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
に
依
拠
し
な
が
ら
書
か
れ
た
作
品
を
み
る
と
、『
英
雄
た
ち
』（
五
六
）
や
『
リ
ン
ゴ
の
秋
』

（
五
八
）
で
生
々
し
く
描
か
れ
た
東
北
の
世
界
は
、『
ほ
ら
ん
ば
か
』（
六
〇
）
や
『
冬
眠
ま
ん
ざ
い
』（
六
五
）
と
時
代
が
進
む
に
つ
れ

て
徐
々
に
内
面
の
世
界
に
入
り
込
ん
で
薄
れ
て
い
く
。
上
京
し
て
き
た
弟
と
砕
け
た
会
話
を
楽
し
も
う
と
し
た
際
、
す
で
に
故
郷
渋
民

の
言
葉
を
喋
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
事
に
気
付
い
た
秋
浜
は
「
ぼ
く
は
、
お
の
れ
の
言
葉
を
あ
や
つ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
な
が
く
国
で
は
生
き
て
い
な
い
か
ら
、
生
き
た
言
葉
を
失
っ
た
と
し
て
も
当
然
で
し
ょ
う
」）

5
（

と
同
郷
岩
手
の
劇
団
ぶ
ど
う
座

の
手
紙
の
中
で
吐
露
し
て
い
る
。
彼
は
岩
手
の
言
葉
を
自
由
に
駆
使
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
六
〇
年
代
後
半
は
故
郷
の
言
葉
と
は
違
う

方
法
を
模
索
し
て
い
た
。

彼
の
劇
作
品
は
、
劇
の
結
末
で
そ
れ
ま
で
構
築
さ
れ
た
作
品
世
界
が
、
既
成
概
念
に
と
ら
わ
れ
な
い
人
物
の
想
像
力
に
よ
っ
て
覆
さ

れ
る
構
造
を
持
つ
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、
秋
浜
の
初
期
作
品
に
は
、
し
ば
し
ば
白こ

痴け

と
い
う
、
社
会
的
疎
外
を
受
け
る
人
物
が
登
場

す
る
。『
ほ
ら
ん
ば
か
』
で
は
、
工
藤
充
年
と
い
う
大
学
出
の
青
年
が
、
村
人
か
ら
「
ほ
ら
ん
ば
か
」
と
呼
ば
れ
白
痴
の
扱
い
を
受
け

る
。
集
団
農
場
に
よ
る
生
活
向
上
を
図
ろ
う
と
村
の
青
年
た
ち
を
集
め
る
が
、
留
守
の
間
に
酪
農
家
乳
の
乳
牛
が
流
行
病
の
た
め
一
夜

で
全
滅
し
、
そ
れ
以
来
、
春
の
到
来
と
と
も
に
彼
に
は
牛
の
鳴
き
声
の
幻
聴
が
聞
こ
え
る
よ
う
に
な
る
。
同
じ
村
に
住
む
さ
ち
は
、
春

が
訪
れ
る
た
び
に
充
年
を
苦
し
め
る
幻
聴
の
狂
気
を
な
ん
と
か
癒
し
、
以
前
の
充
年
に
戻
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
さ
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ち
の
縁
談
を
め
ぐ
っ
て
、
痴
話
喧
嘩
を
し
、
工
藤
の
手
に
よ
っ
て
彼
女
は
あ
っ
け
な
く
絞
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
さ
ち
の
亡
骸
を
牛
舎
に

運
び
入
れ
放
火
し
た
充
年
は
、
燃
え
盛
る
牛
舎
の
火
焔
の
中
で
「
の
た
り
く
っ
た
り 

の
た
く
た
」
と
言
葉
を
絞
り
上
げ
る
。
は
る
か

遠
く
で
、
一
頭
の
牛
の
鳴
き
声
が
響
き
、
や
が
て
そ
れ
が
無
数
の
牛
の
鳴
き
声
と
な
っ
て
、
幕
と
な
る）

6
（

。
障
害
者
の
配
慮
が
整
う
に
つ

れ
、
彼
自
身
、
白
痴
と
い
う
言
葉
は
使
わ
な
く
な
る）

7
（

が
、
社
会
的
通
念
に
と
ら
わ
れ
な
い
人
物
の
感
性
が
現
実
を
打
破
す
る
と
い
う
構

図
は
、
秋
浜
が
演
劇
を
創
作
す
る
上
で
常
に
一
貫
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
彼
が
執
筆
し
た
『
幼
児
た
ち
の
後
の
祭
り
』（
六
八
）
と
、
知
的
障
害
者
施
設
あ
ざ
み
寮
・
も
み
じ
寮
の
関
係

者
た
ち
と
創
作
し
た
『
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
劇
』（
七
九
―
）
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
秋
浜
が
関
心
を
抱
い
た
幼
児
の
も
つ
特
性
が
、
彼
の

演
劇
観
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
六
七
年
、
紀
伊
国
屋
演
劇
賞
を
受
賞
し
た
際
、
秋
浜
は
「
求
心
的
に

自
分
の
生
ま
れ
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
故
郷
回
帰
性
が
自
分
の
傾
向
」
と
応
え
た
上
で
「
自
分
の
も
っ
と
も
伝
え
た
い
意
志
の
伝

達
を
妨
げ
る
肯
定
標
準
語
は
そ
れ
を
逆
手
に
使
う
場
合
以
外
に
は
使
い
た
く
な
い
。
幼
児
語
や
地
方
語
の
方
に
興
味
が
い
き
ま
す
」）

8
（

と

述
べ
て
い
る
。
秋
浜
の
幼
児
に
対
す
る
関
心
は
、
停
滞
す
る
状
況
を
打
ち
破
る
機
能
を
持
ち
、
七
〇
年
代
か
ら
始
め
た
彼
の
演
劇
教
育

に
お
い
て
も
、
俳
優
の
心
構
え
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
の
一
つ
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一　
『
幼
児
た
ち
の
後
の
祭
り
』

秋
浜
の
作
品
創
り
で
特
徴
的
な
の
は
、
自
ら
が
生
ま
れ
た
東
北
の
土
壌
や
岩
波
映
画
に
お
け
る
記
録
映
画
で
の
経
験
な
ど
、
演
劇
の

外
部
の
経
験
を
作
品
に
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
五
六
年
、
岩
波
映
画
製
作
所
に
入
社
し
た
秋
浜
は
、
六
一
年
に
幼
児
教
育
の

シ
ナ
リ
オ
『
と
も
だ
ち
』
の
製
作
に
参
加
し
た
。
六
八
年
に
は
、
重
症
心
身
障
害
児
施
設
び
わ
こ
学
園
の
療
育
活
動
を
記
録
し
た
映
画
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『
夜
明
け
前
の
子
ど
も
た
ち
』
の
脚
本
製
作
に
参
加
し
、
シ
ナ
リ
オ
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
を
す
る
中
で
あ
ざ
み
寮
と
関
わ
り
を
持
っ
た
。
記

録
映
画
で
培
っ
た
幼
児
た
ち
と
の
交
流
は
、
劇
作
家
と
し
て
の
秋
浜
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
る
。

彼
が
抱
い
た
幼
児
へ
の
関
心
が
特
に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
の
が
、
一
九
六
八
年
に
劇
団
三
十
人
会
に
よ
っ
て
紀
伊
国
屋
ホ
ー
ル
で
上

演
さ
れ
た
『
幼
児
た
ち
の
後
の
祭
り
』
と
い
う
作
品
で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
学
生
運
動
か
ら
連
綿
と
活
動
を
続
け
る
「
幼
児
教
育
研
究
会
」
の
分
裂
を
描
い
た
物
語
で
あ
る
。
幼
児
教
育
研
究
会
の

メ
ン
バ
ー
は
、
エ
プ
ロ
ン
を
つ
け
た
「
か
あ
た
ん
」
と
い
う
人
物
の
も
と
、
し
り
と
り
や
電
車
ご
っ
こ
と
い
っ
た
遊
び
に
興
じ
彼
女
の

子
守
唄
に
の
せ
て
、
学
生
運
動
や
劇
団
の
稽
古
に
明
け
暮
れ
た
激
闘
の
学
生
時
代
を
振
り
返
る
。
研
究
会
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
社
長

は
、
メ
ン
バ
ー
の
良
と
衝
突
を
起
こ
し
や
が
て
会
を
解
散
さ
せ
て
し
ま
い
、
解
散
し
た
会
の
責
任
を
と
る
た
め
に
新
人
の
坂
巻
太
郎
が

リ
ー
ダ
ー
に
仕
立
て
あ
げ
ら
れ
る
。
や
が
て
坂
巻
は
、
研
究
会
の
や
り
方
に
苛
立
ち
、
放
火
を
実
行
し
て
会
を
脱
退
さ
せ
ら
れ
る
。

分
裂
と
存
続
を
繰
り
返
す
こ
の
集
団
は
、
同
時
代
の
全
学
共
闘
会
議
に
み
ら
れ
る
学
生
運
動
の
構
造
を
滑
稽
化
し
て
描
い
て
い
る
。

「
拡
大
す
る
ご
っ
こ
遊
び
へ
の
傾
斜
ぶ
り
か
ら
窺
う
と
、
彼
ら
の
背
景
に
は
演
劇
集
落
も
け
っ
し
て
無
縁
で
は
な
か
ろ
う
」）

9
（

と
ト
書
き

に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
リ
ー
ダ
ー
の
交
替
を
繰
り
返
す
集
団
は
、
当
時
秋
浜
が
所
属
し
た
劇
団
の
状
況
と
も
重
な
っ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。

実
際
に
幼
稚
園
で
集
録
し
た
子
ど
も
た
ち
の
声
が
高
ま
っ
て
幕
を
あ
け
る
劇
の
冒
頭
、
か
あ
た
ん
は
観
客
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
語

り
か
け
る
。

か
あ
た
ん　

…
…
ほ
、
か
、
に
、
質
問
あ
り
ま
せ
ん
か
。
…
…
な
い
。
ほ
ん
と
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
み
な
さ
ん
、
遠
慮
し
て
い



33 「役者子ども」のもつ想像力

る
の
か
な
。
そ
れ
と
も
お
口
を
忘
れ
て
き
た
の
か
な
。
ま
る
で
み
な
さ
ん
ま
で
が
子
ど
も
に
か
え
っ
た
み
た
い
、
…
…
（
誘
い

か
け
の
笑
い
）
そ
う
な
ん
で
す
ね
、
今
ま
で
子
ど
も
は
言
葉
で
言
わ
な
く
て
も
よ
か
っ
た
。
泣
き
ん
ぼ
、
わ
め
き
ん
ぼ
、
だ
ま

り
ん
ぼ
、
噛
み
つ
き
ん
ぼ
、
そ
う
し
て
子
ど
も
は
親
へ
自
分
を
表
現
し
て
た
ん
で
す
ね
。
で
も
家
庭
を
離
れ
た
ら
、
そ
れ
だ
け

で
は
だ
め
。
家
庭
と
、
こ
、
こ
、
は
、
子
ど
も
の
環
境
が
変
わ
っ
た
ん
で
す
ね
。
こ
こ
で
は
自
分
で
み
ん
な
や
っ
て
ゆ
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
み
ん
な
同
じ
、
…
…
（
ド
ン
と
踏
む
）
床
に
立
っ
て
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
じ
床
に
立
つ
た
め
に

は
、
お
と
も
だ
ち
と
い
う
関
係
が
大
切
に
な
る
。
集
団
の
な
か
で
生
き
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
言
葉
が
一
番
テ
コ
に
な
る
。

冒
頭
場
面
で
か
あ
た
ん
は
、
集
団
生
活
を
営
む
た
め
の
言
葉
の
必
要
性
を
、
何
も
言
わ
ぬ
観
客
を
子
ど
も
に
例
え
な
が
ら
語
り
か
け

る
。
し
か
し
そ
の
後
、「
で
き
な
い
。
口
が
つ
っ
か
え
て
し
ま
う
。（
略
）
集
団
の
中
で
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
言
葉
が
一
番
テ
コ
に

な
る
。
…
…
ど
う
し
て
、
こ
ん
な
こ
と
が
、
す
ら
り
言
え
て
し
ま
っ
た
ん
だ
ろ
う
。
さ
も
自
信
あ
り
げ
に
」
と
安
易
に
言
葉
を
話
す
こ

と
に
矛
盾
を
感
じ
始
め
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
集
団
に
お
い
て
語
ら
れ
る
言
葉
が
、
幼
児
の
話
す
言
葉
遊
び
の
中
で
対
比
的
に
示
さ
れ

る
。言

葉
の
対
比
は
、
作
品
に
繰
り
返
し
登
場
す
る
遊
び
の
中
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
遊
戯
の
よ
う
に
舞
っ
て
い
た
か
あ
た
ん
に
、
エ
プ

ロ
ン
で
揃
い
の
俳
優
連
が
襲
い
か
か
り
、
し
り
と
り
遊
び
が
始
ま
る
。
例
と
し
て
示
さ
れ
る
し
り
と
り
遊
び
は
、
次
の
よ
う
に
指
定
さ

れ
て
い
る
。

　

―
か
あ
た
ん
は
ト
ー
フ
だ
。
ト
ー
フ
、
ト
ー
フ
、
…
…
、

―
ト
ー
フ
。

―
フ
ネ
。（
と
尻
取
り
遊
び
へ
移
る
。
例
え
ば
、）
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―
ネ
ズ
ミ
。

―
ミ
ミ
ズ
。

―
ズ
ッ
ク
。

―
ク
ジ
ラ
。）

10
（

劇
作
品
の
中
に
幼
児
の
遊
び
を
取
り
入
れ
る
方
法
は
、
前
年
上
演
さ
れ
た
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
ご
っ
こ
』
で
既
に
み
ら
れ
た
。
の
ぼ

り
を
掲
げ
た
役
者
一
団
が
大
八
車
を
引
い
て
登
場
し
、『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
』
の
上
演
を
試
み
る
。
俳
優
た
ち
は
、
わ
ら
べ
歌
風
の
合

唱
に
合
わ
せ
て
ジ
ャ
ン
ケ
ン
を
行
い
、
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
や
イ
ス
メ
ー
ネ
ー
と
い
っ
た
配
役
を
決
め
て
い
る
。

『
幼
児
た
ち
の
後
の
祭
り
』
は
、
前
年
の
上
演
で
試
み
た
子
ど
も
の
遊
び
を
よ
り
展
開
さ
せ
た
も
の
と
い
え
る
。
し
り
と
り
遊
び
は

「

―
ヤ
カ
ン
。

―
ン
だ
、
ン
だ
。（
罰
則
）」
と
、
し
り
と
り
の
ル
ー
ル
に
そ
っ
て
続
け
ら
れ
る
。

　

―
ビ
ラ
。

―
ラ
ク
ダ
。

―
妥
協
。

―
な
に
、
そ
れ
。

―
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
だ
ろ
う
？

　

―
ダ
、
ダ
、
ラ
ク
ダ
の
ダ
ね
、
堕
落
。

―
い
じ
わ
る
。
変
な
言
葉
使
う
人
、
出
て
ゆ
け
。

　

―
ダ
ね
、
ダ
、
ダ
、
蛇
足
。

幼
児
教
育
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
は
子
ど
も
に
な
っ
て
ゲ
ー
ム
を
楽
し
み
、「
妥
協
」「
堕
落
」「
蛇
足
」
と
い
っ
た
言
葉
を
、「
変
な
言

葉
」
と
し
て
受
け
入
れ
な
い
。「
蛇
足
」
と
い
う
言
葉
は
、
ピ
ア
ノ
奏
者
の
伴
奏
に
合
わ
せ
た
「
あ
れ
は
蛇
足
に
す
ぎ
ぬ
の
か
、
蛇
足

が
た
か
ぶ
っ
て
い
た
だ
け
か
、
蛇
足
に
意
味
が
あ
っ
た
の
か
」
と
い
う
歌
に
つ
な
が
り
、
作
家
役
の
チ
ェ
コ
ブ
と
女
優
飯
縄
美
幸
に
よ

る
学
生
劇
団
の
回
想
場
面
へ
と
連
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
場
面
や
、
神
輿
を
か
つ
ぐ
子
ど
も
た
ち
の
「
ワ
ッ
シ
ョ
イ
」
と
い
う
声
が
、
実

際
に
収
録
さ
れ
た
学
生
デ
モ
の
「
ワ
ッ
シ
ョ
イ
」「
粉
砕
」「
反
対
」
に
ス
ラ
イ
ド
す
る
演
出
か
ら
分
か
る
よ
う
に）

11
（

、
こ
の
作
品
で
は
し
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ば
し
ば
子
供
の
遊
び
と
学
生
時
代
の
記
憶
が
錯
綜
し
て
展
開
す
る
。
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
、
良
の
提
案
に
よ
り
、
電
車
ご
っ
こ
を
し
始

め
る
場
面
に
も
同
様
の
重
ね
合
わ
せ
が
見
ら
れ
る
。

　

子
ど
も
の
電
車
の
お
通
り
だ
、
レ
ー
ル
へ
乗
っ
て
は
い
る
け
ど
、
レ
ー
ル
に
し
ば
ら
れ
た
ら
、
レ
ー
ル
違
反
。

　

あ
っ
ち
へ
む
い
た
ら
あ
っ
ち
へ
ゆ
け
、
こ
っ
ち
へ
む
い
た
ら
こ
っ
ち
へ
ゆ
け
、
気
の
む
く
ま
ま
に
走
る
け
ど
、

　

う
し
ろ
む
き
に
は
進
め
な
い
、
子
ど
も
の
電
車
の
お
通
り
だ
。

　

子
ど
も
の
電
車
の
お
通
り
だ
、
レ
ー
ル
へ
乗
っ
て
は
い
る
け
ど
、
レ
ー
ル
に
し
ば
ら
れ
た
ら
、
レ
ー
ル
違
反
。）

12
（

　

電
車
は
脱
線
し
、
大
学
の
時
計
台
の
鐘
の
音
が
聞
こ
え
る
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
も
、
子
ど
も
の
遊
び
は
学
生
運
動
の
歌
に
連
な

る
。
子
ど
も
と
学
生
時
代
の
記
憶
が
ダ
ブ
ル
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
描
か
れ
な
が
ら
も
、「
当
然
、
幼
児
と
は
ち
が
う
段
階
へ
化
け
る
必
要

が
あ
る
」
と
の
指
定
か
ら
、
俳
優
た
ち
は
幼
児
と
解
散
問
題
に
ゆ
れ
る
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
を
明
確
に
演
じ
分
け
る
必
要
が
あ
っ
た
事

が
分
か
る
。

坂
巻
太
郎
が
リ
ー
ダ
ー
を
降
り
、
明
確
な
目
的
を
失
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
研
究
会
は
活
動
を
続
け
る
。
か
あ
た
ん
は
研
究
会
の

メ
ン
バ
ー
に
「
自
然
現
象
や
身
振
り
な
ど
を
そ
れ
ら
し
い
音
で
あ
ら
わ
す
」
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
会
話
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
そ
れ
は
、

子
ど
も
の
よ
ろ
こ
ぶ
表
現
法
で
あ
り
、
具
体
的
な
物
事
と
直
に
結
び
つ
い
て
い
る
。「
べ
ら
べ
ら
、
ぺ
ら
ぺ
ら
」「
ぼ
そ
ぼ
そ
、
ぼ
そ

ぼ
そ
」「
ぶ
つ
く
さ
、
う
ろ
ち
ょ
ろ
」「
つ
ん
。」「
ぴ
ょ
こ
ぴ
ょ
こ
。」「
ぼ
や
り
ぼ
や
ぼ
や
、
ふ
わ
り
ふ
わ
ふ
わ
。」
と
自
ら
の
創
作
し

た
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
メ
ン
バ
ー
は
会
話
を
試
み
る
。
し
り
と
り
の
場
面
同
様
、
こ
こ
で
も
幼
児
語
に
見
合
わ
な
い
言
葉
は
退
け
ら
れ
て
い
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る
。
作
家
役
の
チ
ェ
コ
ブ
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
遊
び
に
興
じ
る
メ
ン
バ
ー
に
う
ま
く
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

か
あ
た
ん　

…
…
さ
あ
、
チ
ェ
コ
ブ
も
オ
ノ
マ
ト
ペ
ご
っ
こ
へ
入
り
な
さ
い
。
…
…
は
に
か
ま
な
い
で
、
き
ょ
そ
き
ょ
そ
し
な
い

で
、
さ
ば
さ
ば
す
る
す
る
。

チ
ェ
コ
ブ　

の
ど
。

か
あ
た
ん　

の
ど
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
じ
ゃ
な
い
わ
。

チ
ェ
コ
ブ　

い
が
ら
っ
ぽ
い
、
言
葉
の
骨
、
ひ
っ
か
か
っ
て
、
軋
っ
て
、
鳴
っ
て
、
腐
っ
て
、
赤
錆
び
た
。（
一
言
一
言
苦
労
し

て
発
音
し
、
く
た
び
れ
る
）

お
念　

こ
の
人
、
ほ
と
ん
ど
唖
よ
。
失
語
症
ら
し
い
、
意
識
的
な
。）

13
（

秋
浜
の
作
品
は
六
〇
年
安
保
に
対
す
る
挫
折
を
し
ば
し
ば
投
影
し
、
そ
の
挫
折
か
ら
人
間
の
激
し
い
狂
熱
を
ど
の
よ
う
に
取
り
戻
す

か
が
主
題
に
な
っ
て
い
る
。
幼
児
語
に
反
す
る
言
葉
は
、
す
で
に
力
を
持
た
な
く
な
っ
た
集
団
の
主
義
や
思
想
に
置
き
換
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
他
人
の
模
倣
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
チ
ェ
コ
ブ
の
言
葉
は
、
力
を
持
た
な
い
主
義
や
思
想
と
同
様
、
物
事
を
難
解
に
捉
え
る

事
で
、
前
に
進
む
こ
と
の
で
き
な
く
な
っ
た
状
況
を
あ
る
種
自
虐
的
に
示
し
て
い
る
。

リ
ー
ダ
ー
の
交
代
を
繰
り
返
し
、
沈
滞
を
続
け
る
幼
児
教
育
研
究
会
は
、
再
入
会
し
た
坂
巻
が
「
問
答
無
用
」
と
い
う
言
葉
を
つ
ぶ

や
い
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
急
転
を
迎
え
る
。「
問
答
無
用
。
…
…
さ
あ
、
次
は
ど
ん
な
手
だ
、
び
く
と
も
し
な
い
ぞ
、
坂
巻
太
郎
ご

と
き
に
む
し
ば
ま
れ
は
し
な
い
ぞ
。
問
答
無
用
。
問
答
無
用
！
」
と
絶
叫
す
る
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
の
良
に
対
し
て
、
坂
巻
太
郎
は
急
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に
噛
み
付
こ
う
と
す
る
。

良
（
振
り
は
な
そ
う
と
し
て
も
が
く
）　

暴
力
は
や
め
ろ
。
気
が
ち
が
っ
た
の
か
！

坂
巻　

冷
静
で
す
よ
。
ぼ
く
は
、
ず
っ
と
噛
み
つ
き
た
か
っ
た
ん
だ
。
次
は
だ
れ
だ
！

　
　

坂
巻
太
郎
、
お
念
へ
噛
み
つ
く
。

お
念　

あ
っ
、
助
け
て
！

坂
巻　

お
い
し
い
。
す
ば
ら
し
い
。
う
れ
し
く
て
顔
の
印
刷
が
ず
れ
て
し
ま
い
そ
う
だ
。
ぼ
く
は
や
っ
と
、
人
間
に
な
れ
る
！

チ
ェ
コ
ブ　

つ
い
に
発
見
し
た
ぞ
。
ぼ
く
た
ち
の
集
ま
り
の
、
と
こ
し
え
に
新
鮮
な
触
れ
合
い
。
つ
い
に
、
ぼ
く
た
ち
は
と
こ
し

え
に
戦
闘
的
に
な
れ
る
。
な
か
よ
く
、
や
っ
て
ゆ
こ
う
、
カ
ミ
カ
ミ
ご
っ
こ
。
は
じ
め
に
、
カ
ミ
カ
ミ
あ
り
き
！）

14
（

研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
も
相
手
か
ま
わ
ず
噛
み
付
こ
う
と
す
る
。
こ
の
場
面
に
お
け
る
「
カ
ミ
カ
ミ
ご
っ
こ
」
と
呼
ば
れ
る
ご
っ
こ
遊

び
は
、
そ
れ
ま
で
繰
り
返
さ
れ
た
幼
児
の
遊
び
を
越
え
て
、
原
初
的
な
狂
熱
を
伴
っ
た
行
為
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
結
末
は
論
理
的
に
飛
躍
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
劇
的
な
統
一
性
を
も
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
矢
代
静
一
は
、
岸
田
國
士
戯
曲
賞

の
選
考
過
程
に
お
い
て
「「
幼
児
ご
っ
こ
」
と
最
後
の
「
カ
ミ
カ
ミ
ご
っ
こ
」
そ
う
い
う
発
想
自
体
ぼ
く
に
は
ど
う
も
分
か
ら
な
い
の

だ
」
と
端
的
に
こ
の
場
面
を
批
判
し
て
い
る）

15
（

。
そ
の
一
方
、
渡
辺
保
は
同
年
上
演
さ
れ
た
石
澤
秀
二
演
出
の
イ
オ
ネ
ス
コ
『
禿
の
女
歌

手
』
と
比
較
し
な
が
ら
、『
禿
の
女
歌
手
』
が
言
葉
に
対
す
る
一
種
の
拒
否
反
応
を
作
品
の
中
心
に
据
え
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
の

「
カ
ミ
カ
ミ
ご
っ
こ
」
を
人
間
の
側
か
ら
の
言
葉
の
絶
縁
行
為
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
こ
こ
で
絶
縁
さ
れ
る
言
葉
と
は
、
集
団
に
お
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い
て
沈
滞
す
る
主
義
や
思
想
だ
け
で
な
く
、
新
劇
的
リ
ア
リ
ズ
ム
に
お
け
る
台
詞
を
も
指
し
示
し
て
い
る
。
渡
辺
は
「
と
に
か
く
こ
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
は
言
葉
に
あ
ら
わ
す
こ
と
の
で
き
ぬ
と
い
う
点
で
、
ま
さ
に
反
社
会
的
で
あ
る
、
未
来
的
で
あ
る
が
、
同
時
に
か
み
合
う

と
い
う
結
合
に
お
い
て
共
有
さ
れ
、
社
会
的
な
ひ
ろ
が
り
の
あ
る
体
験
」
と
カ
ミ
カ
ミ
ご
っ
こ
を
捉
え
、
新
劇
と
も
不
条
理
演
劇
と
も

違
う
「
言
葉
に
な
ら
ぬ
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
感
じ
、
非
リ
ア
リ
ズ
ム
的
な
様
式
と
し
て
の
可
能
性
を
見
出
し
て
い
る）

16
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
停
滞
す
る
状
況
を
打
破
す
る
傾
向
は
、
こ
れ
以
前
か
ら
、
秋
浜
の
劇
構
造
に
内
在
し
て
い
た
。
秋
浜
の
作
品
で

は
、
狂
気
を
演
じ
る
登
場
人
物
が
結
末
で
そ
れ
ま
で
構
築
し
て
い
た
作
品
世
界
を
破
壊
し
蝕
ん
で
ゆ
く
様
が
描
か
れ
る
。
た
と
え
ば

『
し
ら
け
お
ば
け
』（
六
七
）
で
は
、
白
癖
童
子
と
呼
ば
れ
る
喜
枝
と
喜
作
が
、
突
然
、
劇
の
終
盤
で
自
衛
隊
の
土
地
買
収
に
消
極
的
な

リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
工
藤
真
実
を
刺
殺
し
て
し
ま
う
。『
リ
ン
ゴ
の
秋
』（
五
八
）
に
お
い
て
愚
鈍
を
装
う
精
華
店
の
主
人
谷
松
や
『
冬
眠

ま
ん
ざ
い
』（
六
五
）
に
お
け
る
ト
ト
と
ユ
キ
な
ど
、
集
団
の
外
か
ら
は
み
出
し
た
人
物
は
常
に
秋
浜
作
品
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
。

『
幼
児
た
ち
の
後
の
祭
り
』
に
は
、
一
見
す
る
と
疎
外
さ
れ
た
人
物
は
登
場
し
な
い
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
カ
ミ
カ
ミ
ご
っ

こ
と
称
す
る
ご
っ
こ
遊
び
が
劇
を
急
転
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、
幼
児
の
持
つ
想
像
力
が
既
定
の
価
値
観

に
と
ら
わ
れ
な
い
表
象
と
し
て
描
か
れ
る
。
沈
滞
す
る
社
会
を
切
り
開
く
手
法
と
し
て
、
幼
児
の
話
す
言
葉
や
遊
び
が
重
要
な
伏
線
と

し
て
用
い
ら
れ
た
こ
の
作
品
は
、
東
北
の
言
葉
か
ら
脱
却
し
つ
つ
も
、
彼
の
演
劇
理
念
に
通
底
す
る
価
値
観
の
打
破
を
捉
え
る
上
で
重

要
で
あ
る
。

七
三
年
、
劇
団
三
十
人
会
は
解
散
し
、
秋
浜
は
関
西
に
移
る
。
次
章
で
は
、
あ
ざ
み
・
も
み
じ
寮
の
寮
生
と
共
同
し
て
創
作
し
た

『
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
劇
』
の
製
作
を
追
い
な
が
ら
、
秋
浜
の
方
法
論
の
変
遷
を
辿
る
。
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二　

ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
劇
に
お
け
る
俳
優
と
し
て
の
寮
生

こ
の
章
で
は
、
七
九
年
か
ら
ほ
ぼ
五
年
に
一
度
、
約
八
十
人
の
あ
ざ
み
・
も
み
じ
寮
の
寮
生
と
創
作
し
た
群
衆
劇
を
取
り
上
げ
る
。

あ
ざ
み
寮
は
、
滋
賀
県
庁
に
勤
め
て
い
た
糸
賀
一
雄
ら
が
創
設
し
た
近
江
学
園
が
枝
分
か
れ
し
て
一
九
五
三
年
に
滋
賀
県
大
津
市
に

創
設
さ
れ
た
。
糸
賀
は
そ
の
目
的
を
知
的
障
害
児
と
称
さ
れ
る
女
児
の
た
め
の
保
護
と
教
育
の
施
設
と
し
、「
従
来
知
的
障
害
児
の
う

ち
特
に
女
児
に
つ
い
て
は
、
各
種
の
事
情
の
た
め
、
そ
の
将
来
の
社
会
的
自
立
を
考
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
対
策
も

常
に
後
ま
わ
し
に
さ
れ
る
傾
向
」
に
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る）

17
（

。
児
童
・
成
人
の
一
貫
施
設
と
し
て
、
生
活
と
職
業
の
指
導
を
も
と
に
発

足
し
、
六
九
年
に
県
下
初
の
授
産
施
設
と
し
て
現
在
拠
点
を
置
い
て
い
る
滋
賀
県
湖
南
市
に
も
み
じ
寮
が
創
設
さ
れ
る
に
お
よ
ん
で
、

更
生
施
設
あ
ざ
み
寮
も
同
地
に
移
転
し
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
り
男
性
も
入
居
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
施
設
に
入
居
す
る
寮
生
は
農
耕
・
園
芸
・
炊
事
・
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
（
外
部
か
ら
の
受
注
）
と
い
っ
た
日
々
の
生
活
に
加
え
、
織

物
や
焼
き
物
な
ど
を
行
う
。
織
物
や
焼
き
物
は
、
外
部
で
も
高
く
評
価
さ
れ
、
そ
の
作
品
は
ボ
ー
ダ
レ
ス
・
ア
ー
ト
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
Ｎ

Ｏ
Ｍ
Ａ
な
ど
、
県
内
の
美
術
館
に
も
展
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
作
品
の
一
部
は
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
・
ア
ー
ト
や
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ

ト
の
文
脈
で
海
外
の
個
展
に
も
出
品
さ
れ
る
。
寮
生
が
制
作
す
る
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
巨
大
な
人
形
は
、
兵
庫
県
立
ピ
ッ
コ
ロ
劇

団
や
宝
塚
北
高
校
が
舞
台
美
術
や
小
道
具
と
し
て
用
い
て
お
り
、
演
劇
の
分
野
に
お
い
て
も
交
流
が
行
わ
れ
て
い
る
。

秋
浜
と
あ
ざ
み
・
も
み
じ
寮
の
関
係
で
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
篤
志
的
な
奉
仕
と
し
て
で
は
な
く
、
彼
の
演
劇
的
関
心
と
一
致
し
た

事
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
寮
生
と
の
出
会
い
を
回
想
す
る
秋
浜
は
、
年
齢
的
に
は
成
人
を
迎
え
な
が
ら
も
奔
放
な
寮
生
の
姿
を
「
発

達
が
大
層
ゆ
っ
く
り
し
て
い
て
、
い
わ
ゆ
る
大
人
に
達
す
る
に
は
程
遠
く
、
子
ど
も
の
ま
ま
を
保
ち
続
け
て
い
る
」）

18
（

と
捉
え
た
。
あ
ざ
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み
寮
で
の
経
験
は
、
彼
の
演
劇
的
関
心
で
あ
る
幼
児
教
育
の
延
長
線
に
あ
っ
た
。

七
三
年
に
関
西
に
拠
点
を
移
し
た
秋
浜
は
、
毎
年
行
わ
れ
る
あ
ざ
み
・
も
み
じ
寮
の
ひ
な
ま
つ
り
劇
を
観
る
た
め
に
た
び
た
び
施
設

を
訪
れ
た
。『
夜
明
け
前
の
子
ど
も
た
ち
』
で
音
響
を
務
め
た
大
野
松
雄
が
ひ
な
ま
つ
り
劇
に
参
加
、
大
野
の
提
案
に
よ
り
、
秋
浜
は

あ
ざ
み
寮
二
五
周
年
の
た
め
の
脚
本
を
創
作
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
劇
は
「
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
の
冒
険
」
を
冠
に
つ
け
、
二
〇
〇
一
年

ま
で
秋
浜
が
脚
本
を
書
き
、
以
降
教
え
子
の
内
藤
裕
敬
が
作
・
演
出
を
務
め
て
い
る
。

作
品
を
検
討
す
る
前
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、『
幼
児
た
ち
の
後
の
祭
り
』
と
は
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
形
態
が
著
し
く
異
な

る
こ
と
で
あ
る
。
発
達
心
理
学
の
研
究
者
で
あ
る
田
中
昌
人
の
協
力
に
よ
り
、
寮
生
た
ち
の
発
達
に
着
目
し
な
が
ら
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
劇

は
創
作
さ
れ
た
。「
本
当
は
こ
の
人
に
見
せ
た
い
ん
だ
と
い
う
場
所
を
き
め
て
、
そ
こ
か
ら
あ
ま
り
よ
そ
見
は
し
な
い
」）

19
（

と
秋
浜
自
身

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
程
度
顔
見
知
り
の
、
特
に
寮
生
の
親
族
や
福
祉
の
関
係
者
に
む
け
て
書
か
れ
た
。
上
演
は
石
部
中
学
校
体

育
館
（
一
九
七
九
）、
大
津
市
民
会
館
大
ホ
ー
ル
（
一
九
八
四
）、
あ
ざ
み
寮
・
も
み
じ
寮
体
育
館
（
一
九
八
九
）、
野
洲
文
化
ホ
ー
ル

（
一
九
九
四
）、
栗
東
芸
術
文
化
会
館
さ
き
ら
大
ホ
ー
ル
（
二
〇
〇
一
、二
〇
〇
六
）
と
、
あ
ざ
み
・
も
み
じ
寮
に
馴
染
み
の
あ
る
滋
賀

県
の
施
設
で
上
演
さ
れ
た
。

当
時
あ
ざ
み
寮
の
寮
長
だ
っ
た
糸
賀
房
の
提
案
で
選
ば
れ
た
『
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
』
は
、
古
く
か
ら
少
年
文
庫
な
ど
で
親
し
ま
れ
た
中

世
の
義
賊
の
物
語
で
あ
る
。「
古
今
東
西
の
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
、
ヨ
コ
書
き
も
村
山
知
義
の
脚
本
も
ナ
ナ
メ
読
み
し
た
」）

20
（

秋
浜
は
従
来
の

ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
参
照
し
な
が
ら
、
あ
ざ
み
・
も
み
じ
寮
の
た
め
に
新
し
い
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
像
を
提
示
す
る
。

秋
浜
の
製
作
プ
ロ
セ
ス
を
検
討
す
る
た
め
に
、
改
作
し
た
『
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
の
冒
険
の
冒
険
』
の
あ
ら
す
じ
を
参
照
し
よ
う
。
舞
台

は
十
二
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
。
ノ
ッ
チ
ン
ガ
ム
城
の
近
く
で
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
は
王
の
森
の
鹿
を
盗
み
、
お
尋
ね
も
の
と
な
っ
て
し
ま
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う
。
な
ら
ず
者
た
ち
の
助
け
に
よ
っ
て
鹿
の
腹
に
隠
れ
る
こ
と
の
で
き
た
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
は
、
な
ら
ず
者
た
ち
の
誘
い
で
、
シ
ャ
ー

ウ
ッ
ド
の
森
に
住
む
「
お
も
ろ
い
組
」
と
出
会
い
、
リ
ー
ダ
ー
を
決
め
る
た
め
に
仲
間
を
探
す
こ
と
に
な
る
。
リ
ト
ル
・
ジ
ョ
ン
と
出

会
っ
た
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
は
力
較
べ
に
勝
っ
て
彼
を
仲
間
に
加
え
る
。
竪
琴
を
奏
で
る
吟
遊
詩
人
ア
ラ
ン
に
出
会
っ
た
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
達

は
、
ア
ラ
ン
の
婚
約
者
が
お
城
の
王
子
と
結
婚
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
話
を
聞
い
て
、
姫
を
救
い
に
ノ
ッ
チ
ン
ガ
ム
城
に
向
か
う
。
姫
は

ア
ラ
ン
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
、
森
の
大
宴
会
が
行
わ
れ
る
。
一
方
、
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
は
闘
い
の
傷
を
負
い
、
森
の
奥
の
花
園
に
逃
げ
込

む
。
花
づ
く
り
の
名
人
で
あ
る
花
園
お
ば
さ
ん
に
出
会
い
、
彼
女
と
服
を
交
換
す
る
こ
と
で
、
王
の
家
来
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
。
し

か
し
、
矢
で
射
ら
れ
た
傷
が
家
来
に
ば
れ
て
し
ま
い
、
捕
ま
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
の
恰
好
を
し
た
花
園
お
ば
さ
ん
が

登
場
し
、
あ
ち
こ
ち
か
ら
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
の
恰
好
を
し
た
若
者
た
ち
が
名
乗
り
を
あ
げ
る
。
ど
れ
が
本
当
の
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
が
分
か
ら

な
い
王
た
ち
と
緑
色
の
服
を
来
た
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
達
の
闘
い
が
始
ま
る
。
形
勢
は
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
側
に
傾
き
、「
森
の
服
に
き
が
え
る

と
、
心
も
体
も
あ
ら
わ
れ
て
少
し
は
ま
し
な
人
間
に
生
ま
れ
変
わ
る
」
と
い
う
呼
び
か
け
の
も
と
、
王
達
も
戦
争
を
下
り
て
マ
ン
ト
を

脱
ぎ
、
皆
が
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
に
な
っ
て
幕
切
れ
と
な
る）

21
（

。

従
来
の
物
語
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
お
も
ろ
い
組
や
花
園
お
ば
さ
ん
と
い
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
登
場
人
物
、
森
の
大
宴
会
の
場
面
な

ど
、
そ
れ
ま
で
の
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
要
素
が
加
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
荒
唐
無
稽
で
は
あ
る
が
、
勧
善
懲
悪
の
物
語

で
は
な
く
、
身
分
や
階
級
に
関
わ
ら
ず
誰
も
が
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
、
即
ち
憧
れ
の
存
在
に
な
れ
る
物
語
へ
と
改
作
し
て
い
る
。
そ
れ
は

様
々
な
背
景
を
持
つ
寮
生
た
ち
へ
向
け
た
劇
作
家
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
も
読
み
取
れ
る
。

こ
の
試
み
が
興
味
深
い
の
は
、
秋
浜
の
作
劇
法
を
左
右
し
た
あ
ざ
み
・
も
み
じ
寮
の
寮
生
自
身
が
、
実
際
に
俳
優
と
し
て
出
演
し
て

い
る
と
い
う
事
に
あ
る
。
秋
浜
は
年
齢
的
に
は
成
人
を
迎
え
な
が
ら
も
彼
ら
が
持
つ
幼
児
と
し
て
の
ふ
る
ま
い
に
惹
か
れ
な
が
ら
、
あ
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ざ
み
・
も
み
じ
寮
と
交
流
を
続
け
た
。
だ
が
、
俳
優
と
し
て
寮
生
を
み
る
際
、
前
章
で
捉
え
た
の
と
は
異
な
る
特
徴
を
彼
ら
に
感
じ

と
っ
て
い
る
。

秋
浜
は
、
七
九
年
『
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
の
冒
険
の
冒
険
』
以
前
に
、
あ
ざ
み
・
も
み
じ
寮
の
内
部
だ
け
で
行
わ
れ
て
き
た
、
ひ
な
ま
つ

り
劇
の
い
く
つ
か
の
場
面
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
、
俳
優
と
し
て
の
寮
生
の
ふ
る
ま
い
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　

な
に
を
や
ら
せ
た
っ
て
主
役
に
な
っ
て
し
ま
う
子
ど
も
も
い
る
（
略
）
彼
女
が
去
年
の
月
見
の
宴
の
劇
遊
び
で
、
竹
取
物
語

の
月
よ
り
の
使
者
を
し
た
。
ほ
ん
の
ち
ょ
い
役
。
歌
を
う
た
っ
て
、
先
生
が
ペ
ダ
ル
踏
む
二
人
乗
り
自
転
車
に
の
せ
て
退
場
す

る
だ
け
。
そ
の
間
際
に
拍
手
が
き
た
。
子
ど
も
は
足
を
ふ
ん
ば
っ
て
ブ
レ
ー
キ
か
け
て
拍
手
に
こ
た
え
た
。
小
が
ら
な
先
生
が

い
く
ら
自
転
車
を
漕
ご
う
と
し
て
も
、
渾
身
の
力
ふ
る
っ
て
び
く
と
も
し
な
い
。
わ
れ
ん
ば
か
り
の
大
声
援
、
子
ど
も
の
大
見

得
、
ア
ン
コ
ー
ル
の
歌
を
う
た
い
ま
す
。
結
局
、
男
の
先
生
四
人
が
自
転
車
か
つ
ぎ
、
子
ど
も
ミ
コ
シ
に
乗
っ
た
王
様
の
よ
う

に
大
歓
呼
の
中
を
月
へ
帰
っ
た
。）

22
（

秋
浜
が
彼
ら
に
惹
か
れ
た
の
は
、
社
会
的
通
念
と
い
う
よ
り
も
、
演
劇
の
約
束
事
そ
の
も
の
に
囚
わ
れ
な
い
姿
勢
に
あ
っ
た
。
本
来

「
月
よ
り
の
使
者
」
の
役
を
演
じ
る
彼
女
は
、
歌
を
歌
っ
て
自
転
車
で
退
場
す
る
と
い
う
行
為
の
み
を
舞
台
上
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
拍
手
に
こ
た
え
、
も
う
一
度
歌
を
歌
う
と
い
う
即
興
的
な
行
為
は
「
月
よ
り
の
使
者
」
と
い
う
劇
人
物
を

ま
っ
と
う
に
演
じ
た
事
に
よ
る
拍
手
で
は
な
く
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
し
て
の
彼
女
そ
の
も
の
に
対
す
る
拍
手
で
あ
る
。
他
に
も
秋
浜
は
、

台
本
に
本
来
指
定
さ
れ
て
い
な
い
台
詞
を
即
興
で
つ
な
げ
る
例
や
、
木
こ
り
役
の
寮
生
が
本
来
樹
の
丸
物
だ
け
を
刈
る
べ
き
な
の
に
舞
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台
に
設
置
さ
れ
た
他
の
セ
ッ
ト
ま
で
壊
し
て
し
ま
っ
た
例
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
劇
人
物
と
し
て
で
は
な
く
、
役
を
演
じ
る
俳
優
そ
の

も
の
の
有
様
に
言
及
し
、
総
じ
て
舞
台
度
胸
の
よ
い
寮
生
を
「
天
性
の
役
者
」
と
称
し
て
い
る
。

寮
生
の
奔
放
な
気
質
は
、
本
来
幼
児
が
皆
持
つ
も
の
と
秋
浜
は
述
べ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
幼
児
を
捉
え
る
一
方
で
、
七
九
年

の
上
演
後
、
児
童
が
演
じ
る
劇
に
見
ら
れ
な
い
要
素
に
触
れ
て
い
る
。
ふ
だ
ん
児
童
劇
を
見
た
時
に
感
じ
る
台
詞
や
動
き
を
強
制
的
に

指
導
さ
せ
ら
れ
る
様
子
に
戸
惑
い
を
覚
え
て
い
た
秋
浜
だ
が
、
寮
生
た
ち
に
は
そ
れ
ら
と
違
っ
た
手
ご
た
え
が
あ
っ
た
こ
と
が
発
言
か

ら
読
み
と
れ
る
。

子
ど
も
た
ち
と
い
っ
て
も
あ
く
ま
で
成
人
だ
と
い
う
こ
と
が
目
処
と
な
る
と
き
に
、
生
き
て
い
く
う
え
に
ど
う
し
て
も
必
要
な
何

か
（
台
詞
―
筆
者
注
）
で
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
覚
え
る
こ
と
と
揃
え
る
こ
と
が
、
今
回
の
劇
で
は
、
子
ど
も
た
ち
が
事

務
的
に
覚
え
た
り
、
揃
え
た
り
す
る
こ
と
と
は
違
う
、
何
か
意
欲
と
い
っ
た
も
の
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で

す
ね
。）

23
（

八
十
人
の
寮
生
た
ち
は
、
台
詞
を
覚
え
ら
れ
る
寮
生
か
ら
、
お
う
む
返
し
な
ら
言
え
る
寮
生
、
喋
る
こ
と
の
出
来
な
い
寮
生
ま
で

様
々
な
背
景
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
彼
ら
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
合
わ
せ
て
台
詞
を
割
り
振
る
必
要
が
あ
っ
た
。
秋
浜
の
発
言

は
、
台
本
に
書
か
れ
た
台
詞
を
、
寮
生
た
ち
が
い
か
に
消
化
し
て
発
話
す
る
か
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
着
目
し
た
も
の
と
い
え
る
。

『
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
の
冒
険
の
冒
険
』
の
上
演
台
本
を
み
る
と
、
寮
生
に
合
わ
せ
て
、
様
々
な
レ
ベ
ル
で
台
詞
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
た
と
え
ば
、
寮
の
中
で
も
「
な
に
が
な
ん
で
も
丸
暗
記
で
き
て
し
ま
う
天
才
」
と
称
さ
れ
て
い
る
寮
生
に
は
、
次
の
よ
う
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に
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
の
英
文
の
台
詞
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

　
T
ales of Robin H

ood and his m
erry m

en in Sherw
ood Forest, like the old fairy tales, never die but and 

told again and again . T
here is as enchantm

ent in them
 w

hich never fades, and still has the pow
er to 

carry people aw
ay

.

）
24
（　

劇
の
序
盤
、
上
手
か
ら
登
場
し
て
ア
ナ
ウ
ン
ス
を
始
め
る
彼
女
の
台
詞
は
観
客
に
意
味
を
伝
達
す
る
と
い
う
役
割
は
そ
れ
ほ
ど
果
た

し
て
い
な
い
。
事
実
、「
ス
ト
ッ
プ
。
ジ
ャ
ス
タ
モ
ー
メ
ン
ト
。
な
に
も
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
で
か
っ
こ
つ
け
な
く
て
も
」
と
、
狂
言
回

し
を
つ
と
め
る
道
化
に
と
め
ら
れ
る
。
彼
女
は
、
終
盤
に
花
園
お
ば
さ
ん
と
し
て
再
度
登
場
し
、
早
口
言
葉
を
朗
誦
す
る
。

わ
た
し
は
、
花
づ
く
り
の
名
人
だ
。
春
で
も
秋
で
も
、
も
ち
ろ
ん
ま
冬
だ
っ
て
、
ど
ん
な
花
で
も 

色
こ
き
ま
ぜ
て
、
さ
く

ら
・
サ
ル
ビ
ア
・
さ
る
す
べ
り
、
な
ん
で
も
咲
き
ま
す
。
咲
か
せ
ま
す
。
ま
つ
ば
ぼ
た
ん
ま
つ
ば
ぼ
た
ん 

三
ま
つ
ば
ぼ
た
ん 

合
わ
せ
て 

ま
つ
ば
ぼ
た
ん 

六
ま
つ
ば
ぼ
た
ん 
や
ぐ
る
ま
ぎ
く 

や
ぐ
る
ま
ぎ
く 

三
や
ぐ
る
ま
ぎ
く 

合
わ
せ
て 

や
ぐ
る
ま
ぎ

く 

六
や
ぐ
る
ま
ぎ
く）

25
（

。

秋
浜
は
「
セ
リ
フ
を
自
分
の
も
の
と
し
て
し
ゃ
べ
ら
な
い
で
も
舞
台
は
成
立
す
る
ん
で
す
よ
ね
。
つ
ま
り
、
意
味
が
わ
か
ら
ず
に

喋
っ
て
も
成
立
す
る
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
」）

26
（

と
述
べ
て
い
る
。
日
本
語
だ
と
好
奇
心
を
わ
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
け
れ
ど
、
英
語
や
ア



45 「役者子ども」のもつ想像力

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
は
、
そ
の
言
葉
に
対
す
る
新
鮮
な
響
き
が
あ
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
劇
の
進
行
の
た
め
の
台
詞
の
ほ
と
ん
ど
は
劇
団

三
十
人
会
の
俳
優
で
あ
っ
た
伊
藤
惣
一
演
じ
る
道
化
が
お
こ
な
い
、
俳
優
と
し
て
の
寮
生
に
関
し
て
は
、
い
か
に
し
て
台
詞
を
発
話
す

る
か
に
、
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
一
般
的
に
俳
優
は
、
作
品
に
登
場
す
る
劇
人
物
を
演
じ
よ
う
と
す
る
が
、
こ
の
作
品
に
お
い
て

は
、
俳
優
に
合
わ
せ
て
劇
人
物
が
作
ら
れ
る
。

そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
上
演
台
本
か
ら
参
照
し
よ
う
。
ロ
ビ
ン
・
フ
ッ
ド
と
リ
ト
ル
・
ジ
ョ
ン
が
対
決
す
る
場
面
に
は
い
く
つ
か
の
台
詞

が
書
き
加
え
ら
れ
た
。
ロ
ビ
ン
・
フ
ッ
ド
と
リ
ト
ル
・
ジ
ョ
ン
は
あ
ざ
み
・
も
み
じ
寮
の
寮
生
、
狂
言
回
し
の
道
化
は
伊
藤
惣
一
が
演

じ
た
。（
傍
線
部
は
主
な
改
訂
行
）

ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド　

お
れ
の
方
が
強
い
ぞ
。
だ
れ
に
も
負
け
た
こ
と
が
な
い
。
こ
こ
は
お
れ
が
先
だ
。

道
化　

あ
ん
た
、
リ
ト
ル
・
ジ
ョ
ン
に
は
簡
単
に
負
け
ま
す
よ
。

ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド　

ま
さ
か
。

道
化　

ま
さ
か
ね
え
。
じ
ゃ
二
人
し
て
橋
の
真
ん
中
で
力
く
ら
べ
し
た
ら
。

ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド　

の
ぞ
む
と
こ
ろ
だ
。
一
戦
に
及
ぼ
う
。
こ
の
こ
し
ぬ
け
！　

か
え
れ
。

リ
ト
ル
・
ジ
ョ
ン　

こ
し
ぬ
け
！　

か
え
れ
。）

27
（

　

ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
の
「
の
ぞ
む
と
こ
ろ
だ
。
一
戦
に
及
ぼ
う
。
こ
し
ぬ
け
」
の
後
に
「
か
え
れ
」
と
い
う
台
詞
が
加
え
ら
れ
、
ロ
ビ
ン

フ
ッ
ド
に
続
く
リ
ト
ル
・
ジ
ョ
ン
の
台
詞
が
「
こ
し
ぬ
け
」
か
ら
「
か
え
れ
」
に
改
訂
さ
れ
て
い
る
。
リ
ト
ル
・
ジ
ョ
ン
役
の
寮
生
は
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普
段
の
生
活
で
「
こ
し
ぬ
け
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
な
い
た
め
、
台
詞
を
う
ま
く
言
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
寮
生
が
普
段
の
生

活
で
使
う
「
か
え
れ
」
な
ら
言
え
る
こ
と
に
合
わ
せ
て
、
台
詞
が
書
き
変
え
ら
れ
た
。
本
来
、
こ
の
後
力
く
ら
べ
を
す
る
の
だ
か
ら
、

こ
の
改
訂
は
場
面
と
し
て
は
辻
褄
が
合
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
秋
浜
は
「
か
え
れ
」
と
言
え
た
事
に
対
し
て
「
よ
し 

言
え
た 

う
ま

い
！
」
と
リ
ト
ル
・
ジ
ョ
ン
役
の
寮
生
を
励
ま
し
な
が
ら
、
台
詞
の
改
訂
を
行
っ
て
い
る
。
同
様
、「
お
れ
も
ほ
し
い
」
が
「
く
れ
ー
」

に
、「（
仲
間
に
）
な
る
な
る
」
が
「
な
る
で
ー
」
と
い
う
台
詞
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
台
詞
が
言
え
た
こ
と
に
周
り
の
職
員
や
役
者
も

拍
手
し
、
そ
の
後
、
リ
ト
ル
・
ジ
ョ
ン
に
は
、
川
に
落
ち
た
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
に
対
す
る
道
化
の
「
リ
ト
ル
・
ジ
ョ
ン
の
勝
ち
」
と
い
う

台
詞
の
あ
と
に
「
勝
ち
」
と
い
う
台
詞
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
を
、
職
員
の
石
原
繁
野
は
回
想
し
て
い
る）

28
（

。

言
葉
す
く
な
で
も
場
面
が
成
立
す
る
の
は
、
一
つ
に
道
化
や
物
語
を
進
行
す
る
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
が
相
手
役
を
つ
と
め
て
い
る
か
ら

だ
ろ
う
。
吟
遊
詩
人
ア
ラ
ン
が
、
自
分
の
婚
約
者
が
結
婚
さ
せ
ら
れ
る
と
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
に
打
ち
明
け
る
場
面
は
次
の
よ
う
な
デ
ィ
ア

ロ
ー
グ
で
進
め
ら
れ
た
。

ア
ラ
ン　

え
ん
え
ん
、
お
ん
お
ん
（「
夢
だ
う
つ
つ
だ
」
の
感
じ
）

ロ
ビ
ン　

よ
う
こ
そ
、
客
人
。
話
を
聞
か
な
い
う
ち
か
ら
、
も
ら
い
泣
き
し
ま
し
た
よ
。

ア
ラ
ン　

あ
ん
あ
ん
。（「
ま
ぼ
ろ
し
だ
」
の
感
じ
）

ロ
ビ
ン　

か
わ
い
そ
う
に
。
ぜ
ひ　

お
ち
か
ら
に
な
り
ま
し
ょ
う
、
し
て
、
こ
と
の
し
だ
い
は
？

ア
ラ
ン　

し
く
し
く
、
ち
ー
ん
（「
し
か
じ
か
」
の
感
じ
）

ロ
ビ
ン　

し
か
じ
か
、
ち
ー
ん
か
、
わ
か
っ
た
、
よ
く
ぞ
う
ち
あ
け
て
く
だ
さ
れ
た
義
に
よ
っ
て
お
た
す
け
も
う
そ
う）

29
（

。
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ア
ラ
ン
の
発
す
る
台
詞
は
、
前
章
で
み
ら
れ
た
、
泣
く
さ
ま
を
あ
ら
わ
す
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
あ
る
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
は
、
ロ
ビ
ン

フ
ッ
ド
が
ア
ラ
ン
の
発
し
た
言
葉
を
理
解
し
た
と
い
う
意
味
合
い
で
成
立
し
て
い
る
。
秋
浜
は
、
舞
台
で
台
詞
を
言
う
こ
と
の
で
き
な

い
多
く
の
寮
生
を
リ
ト
ル
・
ジ
ョ
ン
や
ア
ラ
ン
と
い
っ
た
物
語
の
中
心
人
物
に
据
え
て
い
る
。
即
興
ス
タ
イ
ル
で
行
わ
れ
る
「
ま
い
こ

さ
ん
の
踊
り
」
や
「
太
陽
の
花
嫁
」
と
い
う
歌
の
披
露
、
カ
ル
メ
ン
、
西
遊
記）

30
（

等
の
演
芸
も
、
舞
台
上
で
言
葉
を
発
す
る
事
の
で
き
な

い
寮
生
の
た
め
の
場
面
だ
と
思
わ
れ
る
。

秋
浜
の
試
み
は
、
し
ば
し
ば
物
語
世
界
よ
り
も
劇
の
外
部
で
寮
生
が
使
用
す
る
言
葉
が
尊
重
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
ア
ラ
ン
の
婚
約
者

で
あ
る
姫
が
無
理
に
王
子
と
結
婚
さ
せ
ら
れ
る
場
面
で
は
、
貴
婦
人
役
の
寮
生
が
「
わ
た
し　

四
月
に
も
う
一
度
、
結
婚
し
ま
す
の
」

と
台
詞
を
言
う
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
は
、
貴
婦
人
役
の
「
四
月
に
も
う
一
度
」
と
い
う
情
報
は
物
語
と
関
係
し
な
い
た
め
、
や
や
こ

の
台
詞
は
唐
突
に
思
え
る
。
秋
浜
は
貴
婦
人
役
の
寮
生
の
台
詞
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
わ
た
し
、
こ
ん
ど
、
結
婚
し
ま
す
の
」
の
セ
リ
フ
が
、
覚
え
ら
れ
て
、
恥
ず
か
し
い
け
ど
、
小
声
で
な
ら
舞
台
の
人
前
で
言

え
る
よ
う
に
な
っ
た
子
ど
も
が
い
ま
し
た
。
結
婚
と
い
う
大
事
件
に
興
味
が
持
て
る
よ
う
に
な
っ
た
三
〇
歳
で
し
た
。
そ
れ
が
言

え
た
と
い
う
の
で
、
翌
年
の
寮
生
劇
で
は
「
わ
た
し
、
ま
た
、
結
婚
し
ま
す
の
」
の
セ
リ
フ
に
発
展
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
1
年

た
っ
て
の
セ
リ
フ
は
、
指
で
数
え
て
、「
わ
た
し
、
四
が
つ
に
、
け
っ
こ
ん
し
ま
す
の
」。
三
年
が
か
り
で
こ
の
子
の
思
春
期
は
、

数
へ
の
関
心
ま
で
芽
生
え
さ
せ
ま
し
た
。
抽
象
概
念
へ
の
ス
タ
ー
ト
で
す
。
そ
の
後
、
足
し
算
引
き
算
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
、
カ
ラ
オ
ケ
は
名
人
ク
ラ
ス
で
す）

31
（

。
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つ
ま
り
、
こ
の
場
で
は
、
貴
婦
人
と
い
う
劇
人
物
よ
り
も
数
字
を
数
え
る
と
い
う
彼
女
の
行
為
そ
の
も
の
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。

ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
劇
は
、
毎
年
行
わ
れ
る
ひ
な
ま
つ
り
劇
と
関
わ
り
な
が
ら
、
寮
生
の
発
達
を
確
か
め
る
場
と
し
て
機
能
し
た
。

寮
生
と
ス
タ
ッ
フ
を
中
心
と
し
た
顔
見
知
り
の
共
同
体
に
よ
る
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
劇
は
、
そ
れ
ま
で
書
か
れ
た
秋
浜
作
品
と
は
直
接
的

な
関
連
を
見
出
し
が
た
い
。
し
か
し
、
彼
の
幼
児
に
対
す
る
考
え
方
は
、
既
成
の
枠
組
を
打
破
す
る
と
い
う
意
味
で
、
六
十
年
代
か
ら

変
わ
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
が
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
劇
で
培
っ
た
、「
発
達
の
緩
や
か
な
子
ど
も
た
ち
」
と
の
経
験
は
、
七
十
年
代

よ
り
本
格
的
に
取
り
組
ん
だ
、
彼
の
演
劇
教
育
を
裏
付
け
る
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
い
る
。

秋
浜
の
演
劇
教
育
に
関
す
る
言
説
を
た
ど
る
と
、
演
劇
を
創
造
す
る
上
で
俳
優
が
子
ど
も
に
か
え
る
つ
も
り
で
役
に
取
り
組
む
事
を

「
役
者
子
ど
も
」
と
呼
ん
で
称
揚
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
①
少
年
役
者
、
若
衆
歌
舞
伎
俳
優
。
②
役
者
は
芸
以
外
に
は
う
と
く
て
、
子

ど
も
の
よ
う
に
世
間
知
ら
ず
だ
と
い
う
た
と
え
。
③
し
か
し
私
に
は
、
役
者
は
子
ど
も
に
か
え
ら
ね
ば
、
子
ど
も
の
気
持
ち
で
、
と
い

う
教
訓
」
と
定
義
さ
れ）

32
（

、
彼
の
俳
優
教
育
の
中
核
を
担
っ
て
い
る
。

特
に
自
我
が
芽
生
え
一
通
り
の
社
会
性
が
身
に
つ
き
、
文
字
を
通
し
て
学
習
す
る
以
前
の
状
況
を
保
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
四
・
五
歳

の
頃
を
理
想
に
挙
げ
、
文
字
に
束
縛
さ
れ
な
い
、
人
の
働
き
の
範
囲
の
広
い
子
ど
も
心
が
再
生
す
る
こ
と
を
役
者
に
希
望
す
る
。

　

な
ろ
う
と
思
え
ば
、
何
に
で
も
な
れ
る
。
生
き
る
の
が
、
楽
し
い
。
何
で
も
、
や
る
こ
と
が
恥
ず
か
し
く
な
い
。
好
奇
心
の
か

た
ま
り
。
4
・
5
歳
頃
ま
で
の
子
ど
も
に
か
え
る
つ
も
り
で
。「
役
者
子
ど
も
」
と
は
よ
く
言
っ
た
も
ん
だ）

33
（

。

彼
は
、
あ
ざ
み
・
も
み
じ
寮
の
寮
生
が
舞
台
上
で
ふ
る
ま
う
天
真
爛
漫
な
姿
に
、
言
う
ま
で
も
な
く
役
者
と
し
て
の
理
想
像
を
み
て
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い
る
。
寮
の
中
で
「
子
ど
も
」
と
呼
ば
れ
る
寮
生
た
ち
に
対
し
て
、
秋
浜
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
が
子
ど
も
た
ち
（
寮
生
―
筆
者
注
）
を
「
子
ど
も
た
ち
」
と
呼
ぶ
の
は
、
子
ど
も
た
ち
が
羨
ま
し
い
か
ら
、
可
能
な
ら
そ
こ
へ

も
ど
り
た
い
か
ら
で
あ
る
。
劇
の
た
め
に
も
、
子
ど
も
で
あ
る
こ
と
が
、
な
ん
ぼ
か
す
ば
ら
し
い
か
。
役
者
子
ど
も
は
、
自
明
の

理
だ
ろ
う
。）

34
（

秋
浜
の
演
劇
教
育
は
、
言
葉
の
ア
ク
セ
ン
ト
や
身
体
創
り
を
重
視
し
な
が
ら
も
、
幼
児
の
よ
う
な
既
成
概
念
に
囚
わ
れ
な
い
姿
勢
を

強
調
し
た
。
そ
の
指
導
は
、
い
わ
ゆ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
的
な
作
品
を
演
じ
る
方
法
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
た
。
演
出
家
の
神
澤
和
明
は
、

秋
浜
の
演
劇
の
教
育
の
仕
方
に
つ
い
て
「
自
分
を
解
放
す
る
こ
と
を
学
ん
だ
人
た
ち
が
、
今
度
は
「
役
」
を
演
じ
る
場
合
、
自
分
の
等

身
大
と
は
違
う
人
物
を
表
現
す
る
場
合
に
、
齟
齬
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
多
い
」）

35
（

と
述
べ
て
い
る
。
秋
浜
は
、
羞
恥
心
や
固
定

観
念
か
ら
解
き
放
た
れ
る
俳
優
の
基
礎
的
な
心
構
え
を
据
え
た
も
の
の
、
具
体
的
に
役
を
演
じ
る
上
で
の
方
法
論
に
つ
い
て
は
明
確
な

体
系
づ
け
を
行
わ
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
劇
の
製
作
プ
ロ
セ
ス
を
み
る
と
、
寮
生
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
軸
に
一
般
的
な
役
を
演
じ
る
事
と

は
違
っ
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
形
態
を
模
索
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
発
達
の
緩
や
か
な
子
ど
も
た
ち
が
繰
り
広
げ
る
「
思
い
通
り
に
な

ら
な
い
即
興
劇
」
は
、
製
作
の
形
態
こ
そ
違
う
も
の
の
、
新
劇
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
を
、
幼
児
の
持
つ
奔
放
な
ふ
る
ま
い
を
用
い
て
切
り

開
い
た
秋
浜
の
六
十
年
代
の
作
品
と
共
通
す
る
姿
勢
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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お
わ
り
に

秋
浜
は
戦
後
新
劇
を
出
発
と
し
な
が
ら
も
六
〇
年
代
後
半
、
岩
手
の
言
葉
と
は
別
の
方
法
で
新
劇
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
先
を
切
り
開
こ

う
と
し
た
。
既
成
の
価
値
観
に
囚
わ
れ
な
い
登
場
人
物
を
作
品
の
中
心
に
据
え
る
秋
浜
に
と
っ
て
、
幼
児
へ
の
関
心
は
彼
が
駆
使
し
た

東
北
の
言
葉
と
同
様
、
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
新
劇
の
プ
ロ
か
ら
演
劇
を
知
ら
な
い
ア
マ
チ
ュ
ア
へ
交
友
関
係
が
移
行
し
て
も
、
幼

児
の
持
つ
想
像
力
へ
の
関
心
は
一
貫
し
て
お
り
、
演
劇
の
枠
組
に
と
ら
わ
れ
な
い
奔
放
な
役
者
を
好
ん
だ
。

彼
が
あ
ざ
み
・
も
み
じ
寮
と
行
っ
た
試
み
は
毎
年
、
寮
内
で
演
じ
ら
れ
る
ひ
な
ま
つ
り
劇
に
も
大
き
な
変
化
を
与
え
て
い
る
。
七
九

年
の
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
劇
以
降
、
ひ
な
ま
つ
り
劇
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
は
お
と
ぎ
話
な
ど
の
既
成
の
物
語
か
ら
、
寮
生
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
を

題
材
に
す
る
創
作
劇
に
変
化
す
る
。
現
在
ま
で
職
員
の
手
に
よ
っ
て
続
け
ら
れ
る
ひ
な
ま
つ
り
劇
は
、
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
劇
同
様
、
寮
生

の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
活
か
す
形
で
創
作
さ
れ
て
お
り
、
寮
で
生
活
す
る
上
で
必
ず
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
死
生
観
や
集
団
の
あ
り
方

を
問
い
直
し
て
い
る
。

秋
浜
の
形
成
し
た
演
劇
観
の
変
遷
は
、
社
会
福
祉
の
理
念
が
重
視
さ
れ
は
じ
め
た
日
本
の
戦
後
史
と
も
対
応
す
る
。
秋
浜
と
あ
ざ

み
・
も
み
じ
寮
が
出
会
っ
た
の
は
、
六
十
年
に
知
的
障
害
者
福
祉
法
、
七
十
年
に
障
害
者
基
本
法
が
制
定
さ
れ
、
法
的
な
整
備
が
整
い

な
が
ら
も
、
障
害
児
療
育
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
が
ま
だ
手
探
り
の
段
階
に
あ
っ
た
時
期
と
い
え
る
。
自
ら
の
演
劇
的
関
心
を
寮
生

と
の
実
践
活
動
と
結
び
つ
け
な
が
ら
演
劇
理
念
を
形
成
し
、
関
西
に
広
く
そ
の
理
念
を
浸
透
さ
せ
た
秋
浜
の
試
み
は
、
二
分
さ
れ
が
ち

な
劇
作
品
と
演
劇
に
よ
る
社
会
的
実
践
活
動
を
結
ぶ
可
能
性
を
示
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



51 「役者子ども」のもつ想像力

注（
1
） 

長
岡
輝
子
「
秋
浜
さ
ん
へ
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
」『
劇
団
三
十
人
会
第
二
四
回
公
演 

リ
ン
ゴ
の
秋
・
ほ
ら
ん
ば
か
』
一
九
七
二
年

（
2
） 「
あ
な
た
は
四
半
世
紀
に
わ
た
る
『
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
劇
』
の
指
導
と
交
流
を
通
し
て
寮
生
に
演
じ
る
こ
と
と
生
き
る
こ
と
の
楽
し
さ
を
教
え

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
み
ん
な
が
主
役
を
合
言
葉
に
寮
生
さ
ん
は
今
日
も
輝
い
て
い
ま
す
」（『
演
出
家
の
仕
事
―
六
〇
年
代
・
ア
ン
グ
ラ
・
演

劇
革
命
』
日
本
演
出
者
協
会
＋
西
堂
行
人
編
、
れ
ん
が
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
二
六
四
頁
）

（
3
） 『
悟
史
の
さ
と
し
―
秋
浜
悟
史
の
演
劇
教
育
―
』
秋
津
シ
ズ
子
編
、
兵
庫
県
立
宝
塚
北
高
等
学
校
、
二
〇
〇
六
年

（
4
） 

茨
木
憲
「
秋
浜
悟
史
の
こ
と 

三
十
人
会
の
こ
と
」『
劇
団
三
十
人
会
第
一
二
回
公
演 

し
ら
け
お
ば
け
・
ほ
ら
ん
ば
か
』
上
演
パ
ン
フ
レ
ッ 

ト
、
一
九
六
七
年
、
一
一
頁

（
5
） 

秋
浜
悟
史
か
ら
川
村
光
夫
へ
の
書
簡
。
劇
団
ぶ
ど
う
座
の
上
演
記
録
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
一
九
六
八
年
三
月
か
ら
八
月
の
間
に
届
け
ら 

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
劇
団
ぶ
ど
う
座
の
こ
の
当
時
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
を
越
え
る
民
話
劇
」（『
演
劇
学
論
叢
』
第

十
号
、
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
演
劇
学
研
究
室
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。

（
6
） 

秋
浜
悟
史
「
ほ
ら
ん
ば
か
」『
秋
浜
悟
史 

一
幕
劇
集 

英
雄
た
ち
』
レ
ク
ラ
ム
社
、
一
九
七
九
年

（
7
） 

秋
浜
は
「
私
自
身
「
白
痴
」
な
る
語
は
、
決
し
て
口
に
し
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
態
度
は
障
害
児
た
ち
の
ま
わ
り
を
多
く
う
ろ
つ
く
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
、
科
学
と
し
て
学
ん
だ
、
と
い
っ
て
も
よ
い
」
と
述
べ
て
い
る
。（
秋
浜
悟
史
「
あ
と
が
き
」『
秋
浜
悟
史 

一
幕
劇
集 

英
雄
た

ち
』
一
六
八
頁
）

（
8
） 「
顔
」『
日
本
読
書
新
聞
』
一
九
六
七
（
昭
和
四
二
）
年
二
月
一
三
日

（
9
） 

秋
浜
悟
史
「
幼
児
た
ち
の
あ
と
の
祭
り
」『
し
ら
け
お
ば
け 

秋
浜
悟
史
作
品
集
』
一
九
六
八
年
、
一
一
五
頁

（
10
） 

同
掲
書
、
一
一
八
頁

（
11
） 

同
掲
書
、
一
四
九
頁

（
12
） 

同
掲
書
、
一
三
七
頁

（
13
） 

同
掲
書
、
一
六
九
頁

（
14
） 

同
掲
書
、
一
七
六
頁
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（
15
） 「
第
十
四
回
《
新
劇
》
岸
田
戯
曲
賞
選
考
合
評
」、『
新
劇
』
一
九
六
八
年
一
一
月
号
、
白
水
社
、
五
二
頁
。
審
査
に
あ
た
っ
た
の
は
矢
代
他
、

山
崎
正
和
、
宮
本
研
、
八
木
柊
一
郎
、
福
田
善
之
。
候
補
作
は
、
秋
浜
の
他
に
唐
十
郎
『
由
比
正
雪
』、
堂
本
正
樹
『
日
本
へ
の
白
い
道
』、
徳

丸
勝
博
『
傀
儡
子
』、
滝
嘉
秋
『
奇
妙
な
三
角
形
』、
ふ
じ
た
あ
さ
や
『
ヒ
ロ
シ
マ
に
つ
い
て
の
涙
に
つ
い
て
』、
齋
藤
憐
『
赤
目
』
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。

（
16
） 
渡
辺
保
「
白
鴎
い
ま
い
ず
こ
」『
新
劇
』
一
九
六
八
年
一
二
月
号
、
白
水
社
、
二
八
頁

（
17
） 

三
浦
了
「
あ
ざ
み
寮
・
も
み
じ
寮
の
あ
ゆ
み
」『
報
告
書
二 

共
に
生
き
る 

―
あ
ざ
み
寮
・
も
み
じ
寮
の
五
〇
年
・
三
五
年
―
』
社
会
福
祉
法

人
大
木
会
、
二
〇
〇
四
年
、
九
―
二
五
頁

（
18
） 

秋
浜
悟
史
「
私
の
人
生
教
科
書
」『
報
告
書
二 

共
に
生
き
る 

―
あ
ざ
み
寮
・
も
み
じ
寮
の
五
〇
年
・
三
五
年
―
』、
一
七
〇
頁

（
19
） 「
座
談
会 

ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
の
冒
険
を
振
り
返
っ
て
」『
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
た
ち
の
青
春
―
あ
る
知
的
障
が
い
者
施
設
・
三
〇
年
間
の
演
劇
実
践

記
録
―
』
中
川
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
一
八
頁

（
20
） 

秋
浜
悟
史
「
天
性
の
役
者
た
ち
」『
テ
ア
ト
ロ
』
一
九
七
九
年
九
月
号
、
一
〇
五
頁

（
21
） 

秋
浜
悟
史
『
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
の
冒
険
の
冒
険
』
上
演
台
本
、
あ
ざ
み
・
も
み
じ
寮
所
蔵
、
一
九
七
九
年

（
22
） 

秋
浜
悟
史
「
天
性
の
役
者
た
ち
」、
一
〇
五
頁

（
23
） 「
座
談
会 

ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
の
冒
険
を
振
り
返
っ
て
」
一
八
頁

（
24
） 

秋
浜
悟
史
『
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
の
冒
険
の
冒
険
』
上
演
台
本
、
四
頁

（
25
） 

同
掲
書
、
四
二
頁

（
26
） 「
座
談
会 

ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
の
冒
険
を
振
り
返
っ
て
」、
一
八
頁

（
27
） 

秋
浜
悟
史
『
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
の
冒
険
の
冒
険
』
上
演
台
本
、
一
九
頁

（
28
） 

石
原
繁
野
「
八
十
三
人
で
劇
を
し
ま
し
た
」『
報
告
書
二 

共
に
生
き
る 

―
あ
ざ
み
寮
・
も
み
じ
寮
の
五
〇
年
・
三
五
年
―
』、
一
七
五
頁

（
29
） 

秋
浜
悟
史
『
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
の
冒
険
の
冒
険
』
上
演
台
本
、
三
二
頁

（
30
） 

同
掲
書
、
三
八
―
三
九
頁
。

（
31
） 『
悟
史
の
さ
と
し
―
秋
浜
悟
史
の
演
劇
教
育
―
』、
一
四
六
頁
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（
32
） 

同
掲
書
、
八
三
頁

（
33
） 

同
掲
書
、
八
四
頁

（
34
） 

秋
浜
悟
史
「『
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
の
冒
険
の
冒
険
ま
た
冒
険
』
の
周
辺
か
ら
」『
文
化
座
機
関
紙
』
一
九
八
四
年
十
月
号

（
35
） 
神
澤
和
明
「
秋
浜
悟
史
さ
ん
、
教
育
者
と
し
て
の
」『
悲
劇
喜
劇
』
二
〇
〇
六
年
一
月
号
、
早
川
書
房
、
六
八
頁

 

（
大
学
院
博
士
後
期
課
程
学
生
）
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SUMMARY

The imagination of ‘the actors like children’

――Akihama Satoshi’s Yojitachi no Ato no Matsuri, Robin Hood――

Wataru SUGAWA

This paper discusses how enormous is influence of children’s 
characteristic on theatrical idea of AKIHAMA Satoshi (1939-2005) who is 
a Japanese dramatist, a director and a teacher of theatre. I examine this 
theory through the performance and creation of Yoji Tachi no Ato no 
matsuri (Infants have done 1968) and the series of Robin Hood (1979-). 
He created Robin Hood with mentally challenged and disabled persons 
from ‘Azami and Momiji ryo’ vocational aid centers in Shiga prefecture.

In most of Akihama’s dramas, theatrical structures are destroyed 
by atypical characters at the end of the dramas. In the infants have 
done, he used childish dialog and children’s play as the important means 
revitalizing Japanese stagnating society. 

In the series of Robin Hood, Akihama identified performers who 
were free from theatrical orders with ‘curious children’, and called them 
‘the actors like children’. They became one of most important elements 
of good actor’s attitude of mind in his 70’s theatrical education. 

キーワード：秋浜悟史,  『幼児たちの後の祭り』,  新劇,  あざみ寮・もみじ
寮,  障害者演劇




