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本
論
文
は
サ
ラ
・
ケ
イ
ン
（Sarah K

ane
）
の
『
渇
望
』（Crave, 1998

）

に
お
け
る
言
表
行
為
の
性
質
を
分
析
し
、
こ
の
作
品
の
再
評
価
を
行
う
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

ケ
イ
ン
は
、
ア
レ
ッ
ク
ス
・
シ
ア
ー
ズ
（A

leks Sierz

）
が
提
唱
し
た
「
イ

ン
・
ヤ
ー
・
フ
ェ
イ
ス
演
劇
」（In-yer-face theatre

）
の
作
家
の
筆
頭
に
挙

げ
ら
れ
、戯
曲
と
し
て
実
験
的
な
作
品
を
執
筆
し
て
き
た
と
さ
れ
て
い
る
。「
イ

ン
・
ヤ
ー
・
フ
ェ
イ
ス
」
と
は
、
倫
理
的
な
タ
ブ
ー
を
侵
犯
し
、
シ
ョ
ッ
キ
ン

グ
な
描
写
を
行
う
こ
と
が
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
ケ
イ
ン
の
作

品
の
中
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
演
劇
界
を
騒
然
と
さ
せ
た
デ
ビ
ュ
ー
作
『
爆
破
さ

れ
』（Blasted, 1995

）
か
ら
『
フ
ェ
ー
ド
ラ
の
愛
』（Phaedra ’s Love, 

1996

）、『
浄
化
さ
れ
』（Cleansed, 1998

）
が
「
イ
ン
・
ヤ
ー
・
フ
ェ
イ
ス
」

的
と
言
え
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
『
渇
望
』、
さ
ら
に
遺
作
と
な
っ
た
『4.48

サ
イ
コ
シ
ス
』（4.48 Psychosis, 1999

、
以
下
『
サ
イ
コ
シ
ス
』）
※
注
１
に
対
し

て
は
、
戯
曲
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
詩
に
近
い
と
い
う
評
価
が
多
く
、
実
験
的

で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
テ
ク
ス
ト
の
形
式
あ
る
い
は
言
葉
の
音
楽
性
に
重
点
が

置
か
れ
て
い
る
。
本
論
は
『
渇
望
』
に
お
け
る
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
を
分
析
し
、

演
劇
と
し
て
の
上
演
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
ケ

イ
ン
が
こ
の
作
品
に
お
い
て
達
成
し
た
こ
と
の
意
味
を
問
い
直
す
も
の
で
あ
る
。

本
論
文
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
分
析
の
前
提
と
な
る
作
品

の
特
徴
、
執
筆
か
ら
初
演
ま
で
の
経
緯
お
よ
び
作
品
に
対
す
る
過
去
の
言
説
を

把
握
す
る
。
次
に
、
登
場
人
物
の
描
か
れ
方
に
着
目
し
、
作
品
に
お
け
る
語
り

の
主
体
、
つ
ま
り
登
場
人
物
と
俳
優
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
の
後
で
語
り
の

内
容
で
あ
る
台
詞
の
性
質
か
ら
、
こ
の
作
品
が
持
つ
語
り
の
方
向
性
と
そ
の
対

象
に
お
け
る
特
異
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
そ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
、

『
渇
望
』
に
お
け
る
語
り
が
演
劇
的
行
為
と
し
て
持
つ
効
果
に
つ
い
て
論
じ
る
。

な
お
、
本
論
に
お
け
る
英
語
文
献
の
翻
訳
は
一
次
資
料
、
二
次
資
料
共
に
拙
訳

を
用
い
て
お
り
、
引
用
の
後
に
出
典
の
文
献
名
が
な
い
ま
ま
ペ
ー
ジ
番
号
の
み

誰
が
、
誰
に
対
し
て
、
い
か
に
語
る
の
か

│
│ 

サ
ラ
・
ケ
イ
ン
『
渇
望
』
に
見
ら
れ
る
演
劇
言
語
の
変
容
に
関
す
る
一
考
察 

│
│
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か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

０
‐
１
．
作
品
概
要

『
渇
望
』
は
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｍ
と
い
う
四
人
の
登
場
人
物
の
台
詞
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
た
、
四
十
五
ペ
ー
ジ
の
比
較
的
短
い
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
台

詞
は
断
片
化
さ
れ
て
い
る
か
、
前
後
の
関
係
を
決
定
し
難
く
、
作
品
に
は
論
理

的
に
展
開
し
て
い
く
よ
う
な
統
一
さ
れ
た
筋
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
台
詞
が

発
さ
れ
る
時
と
場
、
お
よ
び
そ
れ
を
発
す
る
人
物
の
設
定
に
関
し
て
も
、
詳
細

な
情
報
は
一
切
な
い
。
ト
書
き
は
数
箇
所
の
み
に
見
ら
れ
る
が
、
例
え
ば
「（
Ａ

が
話
す
の
を
止
め
る
ま
で
小
声
で
）」（170
、
強
調
お
よ
び
斜
体
マ
マ
）
な
ど
、

台
詞
に
関
す
る
指
示
だ
け
で
あ
り
、
発
話
以
外
の
行
為
を
指
示
し
た
り
、
状
況

や
登
場
人
物
の
心
理
描
写
を
表
す
も
の
は
な
い
。

「
渇
望
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
は
、
何
を
「
渇
望
」
し
て
い
る
の
か

は
明
ら
か
で
は
な
い
。「
渇
望
」（crave

）
と
い
う
単
語
が
作
中
に
お
い
て
登

場
す
る
の
は
以
下
の
引
用
部
分
だ
け
で
あ
る
。

Ｃ　

わ
た
し
が
渇
望
す
る
の
は
白
黒
の
上
の
白
、
で
も
わ
た
し
の
思
考
は

華
々
し
い
極
彩
色
の
中
を
駆
け
巡
る
、
わ
た
し
を
突
き
刺
し
て
起
こ

し
、
い
つ
も
不
可
視
性
の
あ
た
た
か
い
毛
布
を
払
い
の
け
て
、
わ
た

し
の
精
神
を
無
の
中
で
窒
息
さ
せ
て
や
る
っ
て
喚
く
。（174

）

こ
こ
で
Ｃ
が
「
渇
望
」
し
て
い
る
の
は
、「
極
彩
色
」
に
彩
ら
れ
た
思
考
と
対

比
さ
れ
る
「
白
黒
の
上
の
白
」
で
あ
り
、
分
節
不
可
能
な
世
界
に
置
か
れ
た
登

場
人
物
が
、
単
純
明
快
な
世
界
を
「
渇
望
」
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で

き
る
。
ま
た
、
白
黒
の
映
画
や
写
真
に
お
け
る
白
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
光
の
隠

喩
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
、
作
品
の
最
後
の
部
分
で
は
「
自
由
落

下
」「
光
の
中
へ
」「
眩
し
い
白
い
光
」（‘Free-falling ’ 

‘Into the light ’ 

‘Bright w
hite light ’

、200

）
と
い
う
台
詞
も
語
ら
れ
る
た
め
、
光
の
隠
喩
で

あ
る
と
い
う
考
え
は
あ
る
程
度
の
説
得
力
を
持
ち
う
る
だ
ろ
う
。
過
去
の
批
評

や
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、「
渇
望
」
さ
れ
る
の
は
愛
や
解
放
で
あ
る
と
い
う

指
摘
も
見
ら
れ
る
。）1
（

こ
の
よ
う
に
「
渇
望
」
の
対
象
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

し
か
し
ひ
た
す
ら
語
り
続
け
る
四
人
の
姿
は
、
何
か
を
「
渇
望
」
し
て
い
る
と

呼
ぶ
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
。

作
品
の
冒
頭
部
分
は
以
下
で
あ
る
。

Ｃ　

あ
な
た
と
は
終
わ
り
。

Ｂ　

わ
た
し
の
遺
書
を
読
み
ま
す
、
こ
ん
な
も
の
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
し
て

や
れ
、
そ
し
て
お
前
の
く
そ
っ
た
れ
な
残
り
の
人
生
の
間
ず
っ
と
つ

き
ま
と
っ
て
や
る
。

Ｃ　

彼
が
つ
い
て
く
る
。

Ａ　

何
が
望
み
な
の
？

Ｂ　

死
ぬ
こ
と
。

Ｃ　

ど
こ
か
町
の
外
で
、
わ
た
し
は
お
母
さ
ん
に
言
っ
た
、
あ
な
た
と
は

終
わ
り
。
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Ｂ　

違
う
そ
う
じ
ゃ
な
い
。

Ｃ　

も
し
あ
な
た
を
失
う
こ
と
な
く
あ
な
た
か
ら
自
由
に
な
れ
た
ら
。

Ａ　

し
ば
し
ば
そ
れ
は
不
可
能
だ
。（155

）

作
品
の
最
初
の
台
詞
は
Ｃ
の
「
あ
な
た
と
は
終
わ
り
」（‘Y

ou ’re dead to 

m
e ’

、
直
訳
す
れ
ば
「
あ
な
た
は
私
に
と
っ
て
死
ん
で
い
る
」）
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
作
品
冒
頭
か
ら
死
と
終
末
を
強
調
し
、
全
体
に
漂
う
絶
望
的
な
雰
囲
気

と
虚
無
感
を
喚
起
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
既
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、台
詞
の
前
後
の
連
関
は
不
明
瞭
で
あ
る
。さ
ら
に
、「
あ
な
た
と
は
終
わ
り
」

と
い
う
台
詞
の
「
あ
な
た
」
が
、
他
の
登
場
人
物
を
指
す
と
も
、
観
客
を
指
す

と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
台
詞
の
宛
先
も
ま
た
明
ら
か
で

は
な
い
。

ま
た
、
こ
の
Ｃ
の
台
詞
を
含
む
い
く
つ
か
の
台
詞
は
作
中
で
繰
り
返
し
語
ら

れ
、
そ
れ
は
常
に
同
じ
人
物
に
よ
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
事
実
、
反
復
や
韻

は
作
品
の
随
所
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ケ
イ
ン
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、

「『
渇
望
』
は
、
作
品
が
示
す
内
容
以
上
の
も
の
だ
。
私
は
と
て
も
慎
重
に
異
な

る
形
式
を
探
し
た
。
い
か
に
し
て
詩
が
ド
ラ
マ
的
で
あ
り
得
る
か
を
見
つ
け
た

か
っ
た
。
そ
れ
は
意
識
的
な
形
式
と
言
葉
と
リ
ズ
ム
と
音
楽
の
実
験
だ
」
と
述

べ
て
お
り
、）2
（

『
渇
望
』
を
テ
ク
ス
ト
の
形
式
と
言
葉
の
音
楽
性
を
重
視
し
た
作

品
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

言
葉
の
音
楽
性
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
の
は
、
長
さ
に
違
い
が
つ
け
ら
れ
た
間

と
「
イ
エ
ス
」
と
「
ノ
ー
」
の
反
復
で
あ
る
。
作
中
に
は
沈
黙
を
指
示
す
る
、

い
わ
ば
楽
譜
に
お
け
る
休
符
に
あ
た
る
ト
書
き
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
「
拍
（A

 

beat

）」、「
間
（A
 pause

）」、「
沈
黙
（A

 silence

）」
の
３
種
類
に
分
け
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
関
す
る
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
恐
ら
く
沈
黙

の
長
さ
の
違
い
を
表
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
、
い
く
つ
か
の
種
類
に

分
け
ら
れ
た
沈
黙
を
用
い
る
手
法
は
ピ
ン
タ
ー
（H

arold Pinter

）
に
よ
る

も
の
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
い
る
。）3
（

ま
た
、
以
下
の

よ
う
な
「
イ
エ
ス
」
と
「
ノ
ー
」
の
反
復
は
何
度
か
作
中
に
現
れ
る
。

Ａ　

イ
エ
ス
。

Ｃ　

ノ
ー
。

Ｂ　

ノ
ー
。

Ｍ　

イ
エ
ス
。

Ａ　

イ
エ
ス
。

Ｍ　

イ
エ
ス
。

Ｃ　
（
短
い
一
音
の
叫
び
を
発
す
る
。）

拍

Ｃ　
（
短
い
一
音
の
叫
び
を
発
す
る
。）

Ｂ　
（
短
い
一
音
の
叫
び
を
発
す
る
。）

Ｍ　
（
短
い
一
音
の
叫
び
を
発
す
る
。）

Ｂ　
（
短
い
一
音
の
叫
び
を
発
す
る
。）

Ａ　
（
短
い
一
音
の
叫
び
を
発
す
る
。）

Ｍ　
（
短
い
一
音
の
叫
び
を
発
す
る
。）
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Ｃ　
（
短
い
一
音
の
叫
び
を
発
す
る
。）（186-7

）

こ
こ
で
は
「
イ
エ
ス
」
と
「
ノ
ー
」
が
、「
一
音
の
叫
び
」
に
と
っ
て
代
わ
ら

れ
る
こ
と
で
よ
り
音
楽
性
と
リ
ズ
ム
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
イ
エ
ス
」

と
「
ノ
ー
」
の
並
び
に
関
し
て
、
ケ
イ
ン
は
初
演
前
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
公
演
（
後

述
の
０
‐
２
．「
執
筆
か
ら
初
演
ま
で
の
経
緯
お
よ
び
作
品
に
関
す
る
言
説
」

を
参
照
）
で
思
い
つ
い
た
と
述
べ
て
い
る
。

ヴ
ィ
ッ
キ
ー
（
フ
ェ
ザ
ー
ス
ト
ー
ン
、
初
演
お
よ
び
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
公
演

の
演
出
家
）
は
リ
ズ
ム
を
編
曲
し
て
い
て
、
そ
れ
を
聞
い
て
音
楽
性
に
関

し
て
も
っ
と
や
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
気
づ
い
た
。「
イ
エ
ス
、
ノ
ー
、

イ
エ
ス
、
ノ
ー
」（163

）
の
部
分
は
そ
の
リ
ズ
ム
を
聞
い
て
い
て
突
然
閃

い
て
、
そ
し
て
「
ど
う
し
た
ら
こ
れ
で
最
大
限
に
で
き
る
だ
ろ
う
？
」
と

思
っ
た
。）4
（

ケ
イ
ン
が
述
べ
る
よ
う
に
、
リ
ズ
ム
や
反
復
な
ど
の
音
楽
性
は
、
作
品
に
お
い

て
「
最
大
限
」
に
生
か
さ
れ
て
お
り
、
単
に
「
イ
エ
ス
」、「
ノ
ー
」
と
叫
び
だ

け
で
は
な
く
韻
を
用
い
た
も
の
も
描
か
れ
て
い
る
。

Ｂ　

幻
。

Ｍ　

喪
失
。

Ｃ　

苦
痛
。

Ａ　

喪
失
。

Ｂ　

獲
得
。

Ｍ　

喪
失
。

Ｃ　

光
。（192

）

こ
の
部
分
に
お
い
て
言
葉
は
、
共
通
の
音
（「
苦
痛
（pain

）」
と
「
獲
得

（gain

）」
な
ど
）
を
通
じ
た
パ
ラ
デ
ィ
グ
マ
的
な
反
復
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

論
理
的
展
開
を
失
っ
た
作
品
に
お
い
て
、
反
復
が
そ
れ
に
代
わ
る
作
品
の
構
成

原
理
と
な
っ
て
い
る
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
『
渇
望
』
は
、
必
ず
し
も
難
解
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
語
ら
れ

る
言
葉
の
一
文
一
文
は
短
く
、
文
構
造
は
単
純
で
あ
り
、
簡
潔
で
意
味
を
と
り

易
い
と
さ
え
言
え
る
。
こ
の
作
品
を
分
か
り
難
く
し
て
い
る
の
は
、
文
脈
や
統

一
性
の
欠
落
で
あ
る
。
四
人
の
台
詞
の
連
な
り
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
は
構
成
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
並
び
に
論
理
的
な
前
後
関
係
は
見
ら
れ
ず
、
ま
た
語
り
か

け
の
対
象
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
登
場
人
物
間
で
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
か
否
か

と
い
う
こ
と
も
は
っ
き
り
し
な
い
（
こ
の
点
に
関
し
て
は
本
稿
第
二
節
で
取
り

上
げ
る
）。
語
り
の
内
容
に
は
統
一
性
が
欠
け
て
い
る
、
作
品
に
散
見
さ
れ
る

虚
無
感
や
絶
望
感
か
ら
、
精
神
的
苦
痛
お
よ
び
そ
の
原
因
で
あ
る
内
的
世
界
に

お
け
る
統
合
不
可
能
な
状
態
を
描
い
た
作
品
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
先

に
挙
げ
た
「
白
黒
」
と
「
極
彩
色
」
の
対
比
に
ひ
き
つ
け
て
言
う
な
ら
ば
、
作

品
を
構
成
す
る
要
素
は
白
黒
で
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
が
全
体
と
し
て
「
極
彩
色
」

の
世
界
を
生
み
出
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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０
‐
２
．
執
筆
か
ら
初
演
ま
で
の
経
緯
お
よ
び
作
品
に
関
す
る
言
説

『
渇
望
』
は
最
初
、
ペ
イ
ン
ズ
・
プ
ラ
ウ
（Paines Plough

）
と
い
う
劇
作

家
協
会
が
昼
食
の
時
間
に
開
催
し
て
い
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
為
に
書
か
れ
た
。

こ
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
は
そ
の
都
度
指
名
さ
れ
た
劇
作
家
が
小
品
を
発
表
す
る
と

い
う
も
の
で
、
都
合
が
悪
く
な
っ
た
別
の
劇
作
家
の
代
わ
り
に
ケ
イ
ン
が
作
品

を
書
く
こ
と
に
な
り
、
四
人
の
俳
優
を
選
ん
で
二
十
分
程
度
の
作
品
を
発
表
し

た
。
こ
の
時
ケ
イ
ン
は
、『
爆
破
さ
れ
』
の
暴
力
描
写
に
よ
っ
て
「
サ
ラ
・
ケ

イ
ン
」
と
い
う
名
前
に
対
し
て
生
じ
て
い
た
偏
見
を
避
け
る
た
め
に
、
あ
え
て

マ
リ
ー
・
ケ
ル
ヴ
ェ
ド
ン
（M

arie K
elvedon

）
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
用

い
た
。
好
評
だ
っ
た
そ
の
作
品
に
ケ
イ
ン
は
手
を
加
え
、
一
九
九
八
年
八
月
十

三
日
、
ヴ
ィ
ッ
キ
ー
・
フ
ェ
ザ
ー
ス
ト
ー
ン
（V

icky Featherstone

）
の
演

出
に
よ
っ
て
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
お
け
る
フ
リ
ン
ジ
作
品

の
ひ
と
つ
と
し
て
『
渇
望
』
が
初
演
さ
れ
た
。
初
演
の
記
録
映
像
は
公
開
さ
れ

て
い
な
い
が
批
評
や
先
行
研
究
の
記
述
か
ら
、
舞
台
上
に
机
が
並
べ
ら
れ
、
俳

優
が
客
席
の
方
を
向
い
て
座
り
、「
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
形
式
」
で
演
出
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。）5
（

ま
た
、
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
ノ
ー
ト
に
よ
る
と
全
体
は
四

十
分
程
で
あ
り
、
か
な
り
の
速
さ
で
俳
優
が
話
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い

る
。）6
（

『
爆
破
さ
れ
』、『
フ
ェ
ー
ド
ラ
の
愛
』、『
浄
化
さ
れ
』
が
賛
否
両
論
を
引

き
起
こ
し
た
の
に
対
し
、『
渇
望
』
の
初
演
は
概
ね
好
評
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は

前
者
の
三
作
品
に
見
ら
れ
た
過
激
な
暴
力
描
写
が
、
こ
の
作
品
に
は
ほ
と
ん
ど

見
ら
れ
な
い
こ
と
が
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

批
評
の
多
く
は
作
品
に
お
け
る
詩
的
傾
向
や
音
楽
性
を
評
価
し
て
い
る
。
だ

が
、『
渇
望
』
に
対
す
る
詳
細
な
分
析
・
考
察
を
行
っ
た
先
行
研
究
は
少
な
く
、

そ
の
中
に
は
遺
作
と
な
っ
た
『
サ
イ
コ
シ
ス
』
と
の
共
通
点
を
指
摘
す
る
も
の

が
散
見
さ
れ
る
。
ソ
ー
ン
ダ
ー
ス
（graham

 Saunders

）
は
、『
渇
望
』
に

お
け
る
登
場
人
物
が
Ａ
と
Ｃ
、
Ｂ
と
Ｍ
と
い
う
２
組
の
ペ
ア
を
構
成
し
て
い
る

こ
と
、
ま
た
台
詞
に
韻
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ス
ト
ー
リ
ー
が
論
理

的
展
開
を
失
っ
て
い
る
こ
と
を
、ベ
ケ
ッ
ト
（Sam

uel Beckett

）
の
『
ゴ
ド
ー

を
待
ち
な
が
ら
』（w

aiting for godot, 1952

）
※
注
２
と
の
共
通
点
と
し
て
指
摘
し

て
い
る
。
シ
ア
ー
ズ
は
『
渇
望
』
に
つ
い
て
テ
ク
ス
ト
の
内
容
と
初
演
の
概
要

を
説
明
し
た
後
、「
し
か
し
、『
渇
望
』
が
戯
曲
と
い
う
よ
り
も
詩
で
は
な
い
か

と
い
う
問
題
は
残
る
。
ど
ん
な
に
初
演
の
舞
台
―
四
つ
の
回
転
椅
子
に
座
る
四

人
の
登
場
人
物
―
を
絵
と
し
て
う
ま
く
描
写
し
よ
う
と
、
そ
れ
は
言
葉
に
比
べ

た
ら
瑣
末
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。）7
（

こ
の
「
戯
曲
よ
り
も
詩
で

あ
る
」
と
い
う
指
摘
は
、『
サ
イ
コ
シ
ス
』
の
分
析
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
見

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

『
渇
望
』
が
演
劇
的
か
否
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
以
下
の
ソ
ー
ン
ダ
ー

ス
と
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
ケ
ニ
ヨ
ン
（M

el K
enyon

）
の
対
話
が
示
唆
的
で
あ

る
（「
Ｍ
Ｋ
」
が
ケ
ニ
ヨ
ン
、「
Ｇ
Ｓ
」
が
ソ
ー
ン
ダ
ー
ス
で
あ
る
）。

Ｍ
Ｋ　
（
略
）
ま
た
同
時
に
サ
ラ
は
、
ど
の
戯
曲
も
、﹇
演
劇
以
外
の
﹈
他

の
い
か
な
る
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
再
生
産
（
複
製
）
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
が
サ
ラ
自
身
と

彼
女
が
他
の
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
と
っ
た
関
係
に
つ
い
て
物
語
っ
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て
い
る
と
思
う
。

Ｇ
Ｓ　

ラ
ジ
オ
も
？

Ｍ
Ｋ　

ダ
メ
だ
っ
た
。
ラ
ジ
オ
作
品
と
し
て
『
渇
望
』
を
や
り
た
が
っ
て

い
る
人
も
い
た
け
ど
、
彼
女
は
頑
な
で
、
態
度
は
ほ
と
ん
ど
は
っ

き
り
し
て
い
た
。

Ｇ
Ｓ　

そ
れ
は
残
念
だ
、『
渇
望
』
は
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
と
し
て
も
完
璧
に

機
能
す
る
と
思
っ
た
の
に
。

Ｍ
Ｋ　

私
も
そ
う
思
う
、
け
れ
ど
不
思
議
な
意
味
で
、
サ
ラ
が
そ
れ
を
許

さ
な
か
っ
た
態
度
を
と
て
も
気
に
入
っ
て
も
い
る
。
登
場
人
物
の

身
体
的
な
存
在
が
あ
ま
り
に
全
面
的
に
必
要
だ
か
ら
。）8
（

こ
こ
で
ケ
ニ
ヨ
ン
は
登
場
人
物
の
身
体
的
な
存
在
が
必
要
だ
と
言
っ
て
い
る
が
、

そ
の
理
由
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
初
演
の
演
出
を
務
め
た
フ
ェ

ザ
ー
ス
ト
ー
ン
も
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、
以
下
の
よ
う
に
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
の

可
能
性
を
否
定
し
て
い
る
。

こ
れ
（『
渇
望
』）
を
声
に
関
す
る
作
品
だ
と
言
っ
た
時
、
人
々
が
互
い
に

行
う
身
体
的
な
動
き
を
見
せ
る
必
要
は
な
い
―
立
ち
現
れ
る
の
は
感
情
的

な
動
き
だ
。
だ
か
ら
こ
れ
は
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
で
は
あ
り
え
な
い
―
絶
対
に
、

箱
か
ら
出
て
く
る
声
で
作
ら
れ
る
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、

劇
場
で
目
の
前
か
ら
聞
こ
え
る
声
に
関
す
る
作
品
だ
か
ら
。
劇
場
内
が
暗

闇
で
あ
る
こ
と
は
可
能
だ
け
ど
、
観
客
は
そ
こ
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

そ
し
て
人
々
は
そ
こ
に
い
る
た
め
だ
け
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）9
（

フ
ェ
ザ
ー
ス
ト
ー
ン
は
、
声
を
持
っ
て
語
る
人
間
が
現
前
し
、
観
客
と
相
対
す

る
必
要
性
ゆ
え
に
、
こ
の
作
品
が
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
で
は
な
く
演
劇
で
あ
る
と
し

て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
「
私
は
『
渇
望
』
が
身
体
的
な

側
面
も
備
え
る
べ
き
一
篇
の
詩
だ
と
は
思
わ
な
い
―
彼
ら
は
闇
の
中
の
四
つ
の

声
で
あ
っ
て
―
そ
し
て
彼
ら
は
た
だ
語
る
た
め
だ
け
に
存
在
し
て
い
る
が
、
そ

れ
は
人
々
が
聞
き
、
悲
し
む
か
ら
だ
」
と
も
語
っ
て
い
る
。）10
（

こ
こ
で
フ
ェ
ザ
ー

ス
ト
ー
ン
が
、
登
場
人
物
た
ち
を
「
た
だ
語
る
た
め
だ
け
」
の
存
在
で
あ
る
と

し
て
い
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
や
は
り
そ
の
具
体
的
な
理
由
は

述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
論
で
は
ま
ず
、
な
ぜ
こ
の

作
品
の
登
場
人
物
に
身
体
、
す
な
わ
ち
俳
優
が
必
要
と
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う

問
題
か
ら
考
察
す
る
。

１
．
俳
優
の
必
要
性

『
渇
望
』
に
お
け
る
登
場
人
物
の
身
体
性
は
希
薄
で
あ
る
。
性
別
、
年
齢
、

外
見
の
特
徴
や
動
き
な
ど
、
従
来
の
戯
曲
に
お
い
て
、
特
に
自
然
主
義
的
な
戯

曲
作
品
に
お
い
て
細
か
く
指
示
さ
れ
て
い
た
こ
れ
ら
の
描
写
は
ほ
と
ん
ど
見
ら

れ
な
い
。
戯
曲
の
中
で
は
語
る
こ
と
し
か
行
わ
な
い
登
場
人
物
た
ち
は
、
身
体

的
存
在
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
声
の
み
の
存
在
に
近
く
、
ソ
ー
ン
ダ
ー
ス
を
筆

頭
に
批
評
家
た
ち
が
ベ
ケ
ッ
ト
の
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
や
『
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
』
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（N
ot I, 1972

、
初
演1973

年
）
を
連
想
す
る
こ
と
は
当
然
だ
と
言
え
る
。
し

か
し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
ケ
ニ
ヨ
ン
と
フ
ェ
ザ
ー
ス
ト
ー
ン
は
ラ
ジ
オ
ド

ラ
マ
と
し
て
の
可
能
性
を
否
定
し
、
俳
優
の
身
体
が
必
要
だ
と
語
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。
こ
こ
で
は
、
登
場
人
物
の
身
体
性
を
担
う
俳
優
の
必
要

性
に
つ
い
て
考
察
し
、『
渇
望
』
が
上
演
を
拒
ん
で
い
る
作
品
な
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
上
演
を
前
提
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
。『

渇
望
』
の
台
詞
は
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｍ
の
四
人
に
あ
る
程
度
均
等
に
配
分
さ

れ
て
い
る
。
登
場
人
物
た
ち
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
一
文
字
の
み
で
示
さ
れ
る
名

前
し
か
持
た
な
い
が
、
各
々
が
ど
う
い
う
人
物
で
あ
る
か
を
推
測
す
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
自
身
も
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

私
に
と
っ
て
Ａ
は
常
に
老
い
た
男
性
、
Ｍ
は
老
い
た
女
性
、
Ｂ
は
若
い
男

性
で
、
Ｃ
は
女
性
。
明
記
は
し
な
い
こ
と
に
し
た
。
登
場
人
物
た
ち
が
言

う
こ
と
が
と
て
も
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
る
と
思
っ
た
か
ら
。
例
え
ば
、
男

の
人
が
「
起
き
た
時
、
生
理
が
始
ま
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
」（156
）

と
い
う
台
詞
を
言
う
の
は
変
で
し
ょ
う
。
し
か
も
男
の
人
が
、
ど
れ
だ
け

子
ど
も
が
欲
し
い
か
を
ず
っ
と
語
り
続
け
る
の
は
と
て
も
変
だ
と
思
う
。

で
も
他
方
で
は
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
あ
り
得
る
こ
と
だ
。）11
（

ケ
イ
ン
が
作
品
の
中
で
明
示
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
登
場
人
物
た
ち
の
性
別
や

年
齢
の
決
定
は
受
容
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。『
浄
化
さ
れ
』
の
カ
ー
ル

（Carl

）
と
グ
レ
イ
ス
（Grace

）
の
よ
う
に
性
別
が
入
れ
替
わ
る
例
も
あ
る
た

め
、）12
（

登
場
人
物
た
ち
の
性
別
を
断
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の

断
定
は
本
論
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
重
要
な
の
は
、
性
別
や

年
齢
を
、
断
定
で
は
な
く
推
測
す
る
程
度
に
は
登
場
人
物
た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
の

個
人
性
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。）13
（

こ
の
個
人
性
の
提
示
は
特
に
作
品
の
前
半
に
顕
著
で
あ
る
。
Ｍ
は
子
ど
も
を

欲
し
が
り
、「
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
」
と
い
う
個
人
名
を
挙
げ
て
、
誰
か
に
呼
び
か

け
て
い
る
。
Ｂ
は
母
親
を
欲
し
が
り
、
自
分
の
鼻
が
折
れ
曲
が
っ
て
お
り
そ
れ

が
父
親
か
ら
の
遺
伝
で
あ
る
こ
と
を
語
る
。
ま
た
、
Ｍ
と
Ｂ
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ

か
ら
、
Ｍ
は
Ｂ
よ
り
年
齢
が
年
上
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
Ａ
は
自
称
小
児
愛

者
で
あ
り
、
他
の
登
場
人
物
よ
り
は
比
較
的
長
い
台
詞
が
多
い
。

Ａ　

そ
し
て
か
く
れ
ん
ぼ
を
し
て
あ
な
た
に
わ
た
し
の
服
を
あ
げ
て
あ
な

た
の
靴
が
好
き
だ
と
言
っ
て
あ
な
た
が
お
風
呂
に
入
っ
て
い
る
間
階

段
に
座
っ
て
あ
な
た
の
首
を
マ
ッ
サ
ー
ジ
し
て
あ
な
た
の
足
に
キ
ス

し
て
あ
な
た
と
手
を
つ
な
い
で
ご
飯
を
食
べ
に
出
て
あ
な
た
が
わ
た

し
の
ご
飯
を
食
べ
て
も
わ
た
し
は
気
に
し
な
い
で
ル
デ
ィ
の
店
で
あ

な
た
と
待
ち
合
わ
せ
し
て
そ
の
日
の
出
来
事
に
つ
い
て
話
し
て
あ
な

た
の
手
紙
を
タ
イ
プ
し
て
あ
な
た
の
箱
を
運
ん
で
あ
な
た
の
被
害
妄

想
を
笑
っ
て
あ
な
た
が
聞
か
な
い
よ
う
な
音
楽
の
テ
ー
プ
を
渡
し
て

映
画
の
名
作
を
見
て
駄
作
を
見
て
ラ
ジ
オ
の
内
容
に
文
句
つ
け
て
あ

な
た
が
寝
て
い
る
時
に
写
真
を
撮
っ
て
（
略
）
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こ
の
引
用
部
分
は
一
部
で
あ
り
、
実
際
に
は
こ
の
よ
う
な
や
や
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク

気
味
の
「
あ
な
た
」
へ
の
愛
の
言
葉
が
ず
っ
と
続
い
て
い
る
。
Ｃ
は
、
他
の
人

物
と
比
べ
る
と
、
最
初
か
ら
個
人
性
が
希
薄
だ
と
言
え
る
が
、「
起
き
た
時
、

生
理
が
始
ま
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
」
と
い
う
先
の
台
詞
は
Ｃ
の
も
の
で

あ
る
た
め
、
女
性
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
登

場
人
物
は
他
の
登
場
人
物
と
は
あ
る
程
度
区
別
さ
れ
た
個
人
性
を
持
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
作
品
の
後
半
に
な
る
と
個
人
の
属
性
を
示
す
台
詞
は
少
な
く
な
る

と
同
時
に
、
登
場
人
物
に
よ
ら
ず
台
詞
が
反
復
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
（
例
え
ば
、

Ｃ
は
Ｍ
の
よ
う
に
「
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
」
と
誰
か
に
呼
び
か
け
、
Ｍ
は
Ｃ
の
台
詞

で
あ
っ
た
「
わ
た
し
は
あ
な
た
の
お
母
さ
ん
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
台
詞
を
言
う
）

ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
み
な
し
得
る
や
り
と
り
も
少
な
く
な
る
。
ま
た
四
人
と
も
不

在
の
「
彼
女
」
に
対
す
る
想
い
を
語
る
よ
う
に
な
る
。）14
（

さ
ら
に
、
句
読
法
も
独

特
の
も
の
と
な
り
（
台
詞
の
終
わ
り
に
ピ
リ
オ
ド
で
は
な
く
コ
ン
マ
が
つ
け
ら

れ
た
り
、
何
も
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
り
す
る
）、
ま
る
で
一
つ
の
台
詞
を
複
数

の
人
物
が
分
担
し
て
い
る
よ
う
に
表
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

Ａ　

わ
た
し
は
い
る
は
ず
の
場
所
に
い
な
け
れ
ば
。

Ｂ　

わ
た
し
を

Ｃ　

行
か

Ｍ　

せ
て
（189

）

ケ
イ
ン
が
「
句
読
法
は
話
し
方
を
指
示
す
る
た
め
に
用
い
て
お
り
、
文
法
に
準

じ
て
は
い
な
い
」（154

）
と
自
ら
注
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
引
用
部
分
で

は
明
ら
か
に
「
わ
た
し
を
行
か
せ
て
」（‘LET

 M
E GO

’

）
と
い
う
一
文
を
Ｂ
、

Ｃ
、
Ｍ
の
三
人
で
分
担
し
て
お
り
、
登
場
人
物
た
ち
の
個
人
性
の
境
界
が
自
明

で
は
な
く
な
り
、
あ
る
全
体
の
一
部
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
よ
う
な
、（
辛
う
じ
て
で
は
あ
る
が
）
各
々
が
個
人
性
を
持
っ
た
状
態

か
ら
そ
れ
を
喪
失
し
て
ゆ
く
過
程
は
、『
渇
望
』
と
共
通
点
の
多
い
ケ
イ
ン
の

最
初
期
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
作
品
お
よ
び
『
サ
イ
コ
シ
ス
』
に
は
見
ら
れ
な
い
点
で

あ
る
。
モ
ノ
ロ
ー
グ
作
品
で
あ
る
『
コ
ミ
ッ
ク
・
モ
ノ
ロ
ー
グ
』（Com

ic 

M
onologue, 1991

）、『
彼
女
が
言
っ
た
こ
と
』（W

hat She Said, 1991

）、

『
飢
え
』（Starved, 1992

）
に
描
か
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
言

葉
は
『
渇
望
』
に
も
見
ら
れ
、
扱
わ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
に
も
共
通
点
が
多
い
。）15
（

し
か
し
、
全
て
最
初
か
ら
最
後
ま
で
女
性
の
一
人
語
り
で
あ
り
、
そ
の
形
式
に

変
化
は
な
い
。『
サ
イ
コ
シ
ス
』
で
は
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
パ
ー
ト
と
そ
れ
以
外
の

パ
ー
ト
が
大
ま
か
に
で
は
あ
る
が
分
か
れ
て
お
り
、
そ
も
そ
も
作
品
の
最
初
か

ら
登
場
人
物
（
と
呼
び
う
る
存
在
）
の
個
人
性
が
曖
昧
で
あ
る
た
め
、『
渇
望
』

の
よ
う
に
登
場
人
物
た
ち
が
存
在
と
し
て
変
質
す
る
経
過
が
表
現
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
Ｃ
の
「
わ
た
し
の
個
性
は
ど
こ
へ
行
っ
た
の
？
」（194

）
と

い
う
台
詞
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、『
渇
望
』
に
お
け
る
四
人
の
登
場
人
物
の
存

在
は
、
そ
も
そ
も
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
個
人
性
が
さ
ら
に
希
薄
に
な
り
、

個
々
の
人
格
と
し
て
の
統
一
性
を
失
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
個
人
性
の
喪
失



誰
が
、
誰
に
対
し
て
、
い
か
に
語
る
の
か

一
四
九

の
過
程
は
抽
象
的
で
あ
り
、
演
劇
と
い
う
必
然
的
に
具
体
性
を
帯
び
た
表
象
形

式
で
は
表
現
が
不
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
逆
説

的
で
は
あ
る
が
、
む
し
ろ
俳
優
の
存
在
を
も
っ
て
の
み
、
こ
の
過
程
は
表
現
さ

れ
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

作
品
前
半
で
登
場
人
物
た
ち
が
ま
だ
個
人
性
を
持
っ
て
い
る
時
、
俳
優
は
登

場
人
物
と
し
て
舞
台
上
に
い
る
、
す
な
わ
ち
そ
の
身
体
を
登
場
人
物
の
も
の
と

し
て
提
示
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
初
演
で
Ａ
を
演
じ
た
ア
ラ

ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（A

lan W
illiam

s

）
は
、
彼
の
身
体
性
を
Ａ
の
個
人
性

の
一
部
と
し
て
提
示
し
、
観
客
は
彼
と
Ａ
を
同
一
視
す
る
よ
う
に
促
さ
れ
る
。

し
か
し
、
作
品
後
半
に
な
り
Ａ
が
個
人
性
を
喪
失
し
て
も
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
身
体
が
持
っ
て
い
る
個
人
性
を
喪
失
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
俳
優
の
身
体
と
声
は
分
離
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
全
集
の

序
文
で
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
グ
レ
イ
グ
（D
avid Greig
）
は
『
渇
望
』
に
お

け
る
声
と
身
体
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

四
つ
の
声
は
ひ
と
つ
に
な
る
。
こ
の
効
果
は
舞
台
の
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て

も
複
製
さ
れ
る
。
圧
倒
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
出
す
四
つ
の
声
は
、
実
は
、

ひ
と
つ
の
個
体
の
人
生
の
内
か
ら
、
ま
た
外
か
ら
発
せ
ら
れ
る
声
で
あ
る

の
だ
が
、
し
か
し
舞
台
は
四
つ
の
物
理
的
に
現
実
の
身
体
に
占
め
ら
れ
て

い
る
。）16
（

グ
レ
イ
グ
が
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
声
が
単
数
で
も
複

数
で
も
あ
り
得
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
俳
優
の
生
身
の
身
体
は
個
々
に

ひ
と
つ
で
し
か
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
テ
ク
ス
ト
に
描

か
れ
て
い
る
声
と
俳
優
の
身
体
を
イ
コ
ー
ル
で
結
ぶ
こ
と
は
で
き
ず
、
舞
台
上

に
い
る
俳
優
は
自
分
が
演
じ
る
べ
き
登
場
人
物
に
対
し
て
統
一
の
と
れ
な
い
、

不
安
定
な
状
態
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
登
場
人
物
た
ち
も
個

人
と
し
て
の
統
一
性
を
失
い
、
他
の
人
物
た
ち
と
半
ば
融
合
す
る
よ
う
な
不
安

定
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
同
一
性
を
保
つ
こ
と
が
で
き

な
い
不
安
定
な
状
態
と
い
う
内
容
が
、
俳
優
と
登
場
人
物
の
同
一
化
を
妨
げ
る

こ
と
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
得
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
演
劇
に
お
け
る
俳
優
と
登

場
人
物
の
関
係
性
を
前
提
と
し
て
い
る
と
言
え
る
。

２
．
発
話
の
対
象

前
節
で
論
じ
た
の
は
い
わ
ば
作
品
に
お
け
る
発
話
の
主
体
に
関
す
る
問
題
で

あ
る
。
不
安
定
な
状
態
の
主
体
に
よ
る
語
り
は
、
そ
の
向
か
う
先
も
曖
昧
で
断

定
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
こ
の
こ
と
は
「
あ
な
た
と
は
終
わ
り
」
と
い
う
作
品

冒
頭
の
台
詞
か
ら
既
に
明
ら
か
で
あ
る
。「
あ
な
た
」
が
他
の
登
場
人
物
で
あ

る
の
か
観
客
で
あ
る
の
か
は
決
定
が
難
し
く
、
む
し
ろ
多
義
性
が
意
図
さ
れ
て

い
る
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
本
節
で
は
、
こ
の
よ
う
な
語
り
に
お
け
る

対
象
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
形
式
的
な
側
面
か
ら
作
品
に
つ
い
て
論
じ
る
。

『
サ
イ
コ
シ
ス
』
は
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
パ
ー
ト
と
そ
れ
以
外
の
パ
ー
ト
が
大
ま

か
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、）17
（

モ
ノ
ロ
ー
グ
作
品
は
全
て
が
一
人
の
語
り
で
あ
る
の



一
五
〇

に
対
し
、『
渇
望
』
に
お
け
る
発
話
は
、
通
常
の
戯
曲
の
あ
り
か
た
と
変
わ
る

と
こ
ろ
な
く
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
形
式
を
と
り
な
が
ら
も
、
内
容
に
お
い
て
は
し

ば
し
ば
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
不
可
能
性
を
逆
に
強
調
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

以
下
は
そ
の
具
体
例
で
あ
る
。

Ｍ　

ヒ
ー
ト
が
出
て
行
く
。

Ｃ　

ハ
ー
ト
が
出
て
行
く
。

Ｂ　

な
に
も
感
じ
な
い
、
な
に
も
。

　
　

な
に
も
感
じ
な
い
。

Ｍ　

そ
れ
っ
て
可
能
な
の
？

Ｂ　

え
？

Ａ　

わ
た
し
は
レ
イ
ピ
ス
ト
じ
ゃ
な
い
。

Ｍ　

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
？

間
。

Ｂ　

あ
ぁ
。

Ａ　

わ
た
し
は
ペ
ド
フ
ィ
リ
ア
だ
。

Ｍ　

わ
た
し
を
覚
え
て
る
？

間
。

Ｂ　

あ
ぁ
。（156

）

こ
こ
で
は
Ｍ
の
台
詞
を
Ｃ
が
パ
ラ
デ
ィ
グ
マ
的
に
変
換
し
つ
つ
反
復
し
た
後
、

Ｂ
と
Ｍ
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
が
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
（
Ｍ
が
Ｂ
を

「
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
」
と
呼
び
、
Ｂ
が
そ
れ
を
肯
定
す
る
な
ど
）
が
、
Ａ
に
よ
る

無
関
係
な
台
詞
が
挟
ま
れ
て
い
る
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
台
詞
で
あ
り
、

や
り
と
り
は
生
じ
て
い
な
い
よ
う
に
も
読
め
る
。
正
し
く
フ
ェ
ザ
ー
ス
ト
ー
ン

が
「
そ
こ
に
は
常
に
、
人
が
誰
に
向
か
っ
て
話
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に

関
し
て
多
く
の
可
能
性
が
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。）18
（

作
品
全
体

を
通
し
て
こ
の
よ
う
な
「
多
く
の
可
能
性
」
を
含
む
発
話
が
見
ら
れ
、
特
に
作

品
前
半
に
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
も
読
め
る
台
詞
の
並
び
が
多
い
。

佐
々
木
健
一
は
『
せ
り
ふ
の
構
造
』
の
中
で
演
劇
に
お
け
る
台
詞
の
類
型
化

を
試
み
、
そ
の
中
で
そ
の
対
象
に
関
し
て
興
味
深
い
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。）19
（

佐
々
木
は
、
台
詞
が
向
け
ら
れ
た
対
象
が
劇
中
人
物
に
向
い
て
い
る
か
観
客

（
あ
る
い
は
観
客
が
代
わ
る
存
在
、
神
な
ど
）
に
向
い
て
い
る
か
で
台
詞
を
大

き
く
二
分
で
き
る
と
し
て
い
る
。『
渇
望
』
に
お
け
る
言
葉
の
多
く
は
こ
の
対

象
を
一
義
的
に
決
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
引
用
部
分
が
ダ

イ
ア
ロ
ー
グ
と
も
そ
う
で
な
い
と
も
読
め
る
の
は
、
発
話
の
対
象
が
他
の
登
場

人
物
か
そ
れ
と
も
そ
れ
以
外
か
と
い
う
判
断
が
容
易
に
は
で
き
な
い
た
め
で
あ

る
。こ

の
よ
う
な
宛
先
が
不
明
確
な
台
詞
を
用
い
た
戯
曲
は
、
近
年
で
は
特
に
珍

し
く
な
い
。『
渇
望
』
が
特
異
な
の
は
、
他
の
登
場
人
物
と
観
客
の
両
方
に
向

け
ら
れ
う
る
と
い
う
可
能
性
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
演
劇
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
常
に
観
客
の
存
在
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
を
自
己
言
及
的
に

表
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
佐
々
木
に
よ
れ
ば
台
詞
が
向
け
ら
れ
た
対
象
は
、
直

接
的
に
は
登
場
人
物
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
て
も
、
最
終
的
に
は
観
客
に
言
葉
が



誰
が
、
誰
に
対
し
て
、
い
か
に
語
る
の
か

一
五
一

届
く
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。）20
（

『
渇
望
』
は
、
発
話
の
対
象
を
テ
ク
ス
ト

の
中
で
は
固
定
せ
ず
に
そ
の
可
能
性
を
開
く
こ
と
で
、
時
に
不
意
に
観
客
に
語

り
か
け
、
聞
き
手
と
し
て
の
観
客
の
存
在
を
観
客
自
身
に
意
識
さ
せ
、
従
来
の

戯
曲
に
お
い
て
は
い
わ
ば
隠
さ
れ
て
い
た
演
劇
の
場
に
お
け
る
舞
台
と
観
客
の

間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
前
景
化
し
て
い
る
と
言
え
る
。

し
か
し
同
時
に
、
発
話
の
対
象
の
可
能
性
が
開
か
れ
す
ぎ
て
い
る
こ
と
は
、

逆
に
上
演
に
対
す
る
挑
戦
と
も
な
り
得
る
。
テ
ク
ス
ト
は
同
時
に
様
々
な
読
み

を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
上
演
は
そ
の
具
体
性
ゆ
え
に
あ
ら
ゆ

る
可
能
性
の
中
か
ら
選
択
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
指
向
の
対
象
に

お
け
る
複
数
の
可
能
性
か
ら
選
択
を
強
い
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
作
品
は
、

語
り
に
お
け
る
対
象
が
曖
昧
で
、
多
く
の
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
た
め
に
、
上

演
に
困
難
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
『
渇
望
』
や
『
サ
イ
コ

シ
ス
』
を
戯
曲
よ
り
も
詩
に
近
い
と
読
者
に
印
象
づ
け
る
原
因
の
一
つ
と
な
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
。

従
来
の
戯
曲
に
お
い
て
は
、
台
詞
が
向
け
ら
れ
た
対
象
は
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て

提
示
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、『
渇
望
』
は
ほ
と
ん
ど
非
限
定
的
に
そ
の
対
象

の
可
能
性
を
広
げ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
演
劇
に
お
け
る
複
雑
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
作
品
は
、
反
演
劇
的
と
さ

え
言
え
る
性
質
も
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
語
り
の
対
象
を
分
析
す
る
こ

と
で
、
こ
の
作
品
が
「
演
劇
の
た
め
の
テ
ク
ス
ト
」
と
し
て
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル

な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

３
．
語
り
と
い
う
仕
掛
け

こ
れ
ま
で
は
『
渇
望
』
に
お
け
る
発
話
の
主
体
と
対
象
に
つ
い
て
論
じ
て
き

た
。
そ
れ
は
こ
の
作
品
が
む
し
ろ
語
る
行
為
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
何
も
要
求
し

て
い
な
い
と
す
ら
言
え
る
ほ
ど
に
、
語
り
に
焦
点
を
当
て
た
作
品
だ
か
ら
で
あ

る
。
最
初
期
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
作
品
や
こ
の
後
に
書
か
れ
た
『
サ
イ
コ
シ
ス
』
も
、

性
質
や
形
式
は
異
な
る
が
し
か
し
、
台
詞
を
通
じ
た
語
り
に
よ
る
作
品
で
あ
り
、

ケ
イ
ン
は
演
劇
的
発
話
に
こ
だ
わ
り
続
け
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
も
そ
も
ケ
イ
ン
が
、
彼
女
の
作
品
に
お
け
る
特
徴
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら

れ
る
、
暴
力
的
な
行
為
を
舞
台
上
で
実
際
に
再
現
＝
表
象
す
る
こ
と
を
要
求
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
『
爆
破
さ
れ
』
以
降
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
モ
ノ
ロ
ー

グ
作
品
に
お
い
て
タ
ブ
ー
を
侵
犯
す
る
行
為
は
全
て
語
り
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て

い
た
。
す
な
わ
ち
、『
渇
望
』
は
彼
女
の
作
風
の
転
機
で
は
あ
る
が
、
新
た
な

展
開
を
見
せ
た
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
原
点
に
立
ち
返
っ
た
と
さ
え
言
え
る
。）21
（

『
渇
望
』
に
お
け
る
暴
力
的
、
あ
る
い
は
不
快
な
行
為
や
光
景
も
（
も
ち
ろ
ん

演
出
に
よ
っ
て
見
せ
る
こ
と
は
可
能
だ
が
）
ま
ず
語
り
に
よ
っ
て
い
る
。

Ａ　

街
か
ら
出
る
、
あ
る
い
は
街
に
入
る
方
か
も
し
れ
な
い
、
ど
っ
ち
か

は
見
る
方
に
よ
る
が
、
そ
の
高
速
道
路
の
す
れ
違
い
車
線
で
、
小
さ

な
黒
い
女
の
子
が
そ
こ
に
停
め
て
あ
っ
た
車
の
助
手
席
に
座
っ
て
い

る
。
彼
女
の
年
老
い
た
祖
父
が
ズ
ボ
ン
を
脱
ぐ
と
、
ア
レ
が
下
着
か
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ら
出
る
、
大
き
く
て
紫
の
。

Ｃ　

な
に
も
感
じ
な
い
、
な
に
も
。

　
　

な
に
も
感
じ
な
い
。

Ａ　

そ
し
て
彼
女
が
泣
き
叫
ん
だ
時
、
彼
女
の
父
親
が
後
部
座
席
か
ら
言

う
、
ご
め
ん
、
こ
の
子
い
つ
も
は
こ
う
じ
ゃ
な
い
ん
だ
け
ど
。

Ｍ　

以
前
こ
こ
に
来
た
こ
と
な
い
？

Ａ　

そ
し
て
彼
女
は
覚
え
て
い
ら
れ
な
い
の
に
忘
れ
ら
れ
な
い
。（158

）

こ
こ
に
描
か
れ
る
内
容
は
、
モ
ノ
ロ
ー
グ
作
品
以
降
『
渇
望
』
以
前
で
あ
れ
ば

恐
ら
く
登
場
人
物
の
身
に
、
劇
世
界
の
中
で
起
き
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ

れ
る
が
、
し
か
し
こ
こ
で
は
他
の
登
場
人
物
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
他
人
の
身
に

起
き
た
こ
と
と
し
て
伝
聞
の
形
式
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。
作
品
の
終
盤
で
Ｃ
は

「
わ
た
し
は
感
情
の
剽
窃
者
、
他
の
人
の
苦
痛
を
盗
ん
で
、
わ
た
し
自
身
の
も

の
と
し
て
包
み
込
む
そ
の
時
ま
で
」（195

）
と
言
う
。
こ
の
台
詞
か
ら
、
Ａ
を

筆
頭
に
登
場
人
物
た
ち
は
他
人
の
苦
痛
を
語
る
こ
と
で
自
分
の
も
の
に
し
よ
う

と
試
み
て
お
り
、
ま
た
自
分
の
も
の
と
し
て
語
っ
て
い
る
苦
痛
や
感
情
も
本
来

は
他
人
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

作
中
で
は
、
理
性
的
に
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
現
実
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

も
語
ら
れ
て
い
る
。

Ｂ　

見
て
。

Ｃ　

聞
い
て
。

Ｂ　

見
て
。
こ
の
鼻
。

Ｍ　

ど
う
し
た
の
。

Ｂ　

ど
う
思
う
？

Ｃ　

折
れ
て
る
。

Ｂ　

骨
折
し
た
こ
と
は
な
い
。

Ａ　

キ
リ
ス
ト
み
た
い
。

Ｂ　

で
も
パ
パ
は
あ
る
。
十
八
の
時
に
交
通
事
故
で
鼻
を
粉
砕
し
た
。
そ

れ
で
僕
は
こ
の
鼻
だ
。
遺
伝
的
に
は
不
可
能
だ
け
ど
、
で
も
そ
う
な

ん
だ
。
僕
た
ち
は
こ
う
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
思
っ
た
よ
り
速
く
、
可

能
だ
と
思
わ
れ
な
い
方
法
で
伝
え
る
。（162

）

こ
こ
で
Ｂ
は
、
本
来
遺
伝
す
る
は
ず
の
な
い
、
父
の
体
に
起
き
た
骨
折
が
自
分

に
遺
伝
し
た
と
述
べ
、
登
場
人
物
た
ち
に
と
っ
て
は
、
現
実
に
は
論
理
的
に
お

よ
そ
不
可
能
な
出
来
事
も
可
能
な
の
で
あ
り
、「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
と
い
う
言
葉

を
用
い
て
、
そ
れ
を
「
可
能
だ
と
思
わ
れ
な
い
方
法
」
で
伝
え
る
こ
と
が
彼
ら

の
役
割
だ
と
語
っ
て
い
る
。
作
中
で
は
こ
の
他
に
も
、
Ｍ
が
母
親
の
体
験
を
自

分
の
体
験
だ
と
錯
覚
し
た
こ
と
を
述
べ
た
後
に
「
わ
た
し
た
ち
は
こ
う
い
う

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
」（C, 159

）
と
い
う
台
詞
が
語
ら
れ
て
い
る
。
登
場

人
物
た
ち
は
、
本
来
、
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
他
者
の
経
験
を
自
ら
の

経
験
と
結
び
つ
け
、
そ
の
こ
と
を
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
と
し
て
、
別
の
誰
か
へ
と

「
伝
え
」
る
こ
と
を
自
ら
の
役
割
だ
と
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
Ｃ
の

台
詞
に
お
け
る
「
あ
な
た
」
も
、
誰
を
指
し
て
い
る
の
か
は
明
確
で
は
な
く
、



誰
が
、
誰
に
対
し
て
、
い
か
に
語
る
の
か
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す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
読
者
や
観
客
な
ど
の
受
容
者
も
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
登
場
人
物
た
ち
は
、
自
ら
が
不
可
能
な
出
来
事
を
経
験
し
た
こ
と

を
語
り
、
受
容
者
と
の
間
に
も
、
そ
う
し
た
不
可
能
な
経
験
の
共
有
が
可
能
で

あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
作
品
に
お
け
る
語
る
行
為
は
、
必
ず
し
も
全
て
成
功
し
て
い
る
わ
け
で

も
な
い
し
、
そ
も
そ
も
成
功
が
目
指
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
と
さ
え
言
え

る
だ
ろ
う
。
Ｃ
の
「
あ
な
た
が
混
乱
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
る
の
は
わ
た

し
の
気
持
ち
が
混
乱
し
て
い
る
か
ら
」（165

）
と
い
う
台
詞
に
あ
る
よ
う
に
、

そ
う
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
そ
の
発
信
源
も
宛
先
も
不
明
確
で
あ
り
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
可
能
性
の
極
限
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

内
容
は
論
理
的
整
合
性
や
統
一
が
欠
落
し
て
お
り
、
断
片
的
で
無
意
味
に
反
復

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
登
場
人
物
＝
声
は
互
い
に
理
解
し
、
議
論
を
共
有
し
、
発

展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
登
場
人
物
は
ひ

た
す
ら
に
語
り
続
け
、
語
り
が
止
む
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
、
語
り
に
よ
っ
て

語
り
の
不
可
能
性
を
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
登
場
人
物
＝
声
は
、

筋
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
ま
た
個
人
性
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
統
一
性
を

も
っ
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
語
り
続
け
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
俳
優
も
ま
た
登
場
人
物
と
の
整
合
的
な
関
係
を
保
っ

た
ま
ま
語
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
く
。『
渇
望
』
と
は
、
現
実
に
は
あ

り
え
な
い
こ
と
を
経
験
し
、
不
可
能
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
試
み
る
登
場

人
物
の
姿
が
、
俳
優
を
通
し
て
受
容
者
に
提
示
さ
れ
、
受
容
者
が
そ
の
よ
う
な

お
よ
そ
自
分
の
も
の
と
し
て
考
え
得
な
い
状
況
を
し
か
し
自
分
の
も
の
と
す
る

こ
と
を
「
渇
望
」
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ケ
イ
ン
は
『
渇
望
』
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ま
す
ま
す
、
私
は
演
技
よ
り
も
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
方
が
面
白
く
、
戯
曲

よ
り
も
演
劇
の
方
が
魅
力
的
に
思
え
て
き
て
い
る
。
私
に
し
て
は
珍
し
い

こ
と
に
、
友
人
に
は
『
渇
望
』
は
読
む
前
に
観
る
よ
う
に
勧
め
た
、
と
い

う
の
も
私
は
こ
の
作
品
を
戯
曲
と
い
う
よ
り
も
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
た
め

の
テ
ク
ス
ト
だ
と
思
っ
て
い
る
か
ら
。）22
（

こ
こ
で
ケ
イ
ン
が
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」（perform

ance

）
と
い
う
言
葉
を

ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
て
い
る
の
か
、
戯
曲
の
「
上
演
」
の
こ
と
で
あ
る
の

か
身
体
芸
術
と
し
て
の
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・
ア
ー
ト
」
の
こ
と
で
あ
る
の
か

は
、
定
か
で
は
な
い
。
最
初
の
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
は
「
演
技
」（acting

）

に
対
す
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、つ
ま
り
模
倣
的
演
技
で
は
な
く
、〈
今
、

こ
こ
〉
で
行
わ
れ
る
出
来
事
と
し
て
の
側
面
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
だ
が
、
最
後
の
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
は
上
演
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

の
ど
ち
ら
で
も
意
味
が
通
じ
る
た
め
、
断
定
は
難
し
い
。
し
か
し
「
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
」
の
意
味
が
ど
ち
ら
で
あ
れ
、
重
要
な
の
は
、
ケ
イ
ン
が
戯
曲
よ
り
も

演
劇
に
惹
か
れ
て
お
り
、『
渇
望
』
を
読
む
よ
り
も
前
に
観
る
べ
き
対
象
と
し

て
と
ら
え
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ケ
イ
ン
は
、
戯
曲
に
は
な
く

演
劇
の
上
演
に
あ
る
、
作
品
と
受
容
者
の
直
接
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や

〈
今
、
こ
こ
〉
で
起
こ
る
と
い
う
性
質
に
重
き
を
置
い
て
こ
の
作
品
を
書
い
て
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い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
の
意
味
が
「
上
演
」
で
あ
っ

て
も
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・
ア
ー
ト
」
で
あ
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
『
渇
望
』
は
、
演
劇
と
し
て
の

上
演
を
前
提
と
し
た
仕
掛
け
を
用
い
て
書
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

仕
掛
け
は
、
具
体
性
を
欠
く
た
め
に
上
演
に
対
す
る
挑
戦
と
も
な
り
得
る
が
、

し
か
し
同
時
に
演
劇
に
お
け
る
語
り
が
複
雑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
介
し

て
行
わ
れ
る
こ
と
を
自
己
言
及
的
に
表
し
、
ま
た
語
り
に
よ
っ
て
受
容
者
に
直

接
働
き
か
け
よ
う
と
す
る
試
み
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

４
．
結
論
に
か
え
て

『
渇
望
』
は
こ
れ
ま
で
、
そ
の
詩
的
特
徴
が
主
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
演
劇
の

た
め
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
性
質
は
ほ
と
ん
ど
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
、
あ
る
い

は
、
戯
曲
と
し
て
は
実
験
的
で
あ
る
と
い
う
点
ば
か
り
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
偏
り
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
ケ
イ
ン
自
身
が
こ
の
作
品
を
「
い
か
に
し

て
詩
が
ド
ラ
マ
的
（dram
atic

）
で
あ
り
得
る
か
を
見
つ
け
」
る
た
め
に
書
き
、

「
意
識
的
な
形
式
と
言
葉
と
リ
ズ
ム
と
音
楽
の
実
験
」
を
行
っ
た
と
述
べ
た
こ

と
も
原
因
の
一
つ
だ
ろ
う
。

し
か
し
本
稿
に
お
い
て
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、『
渇
望
』
に
お
け
る
語
り
の

あ
り
方
を
詳
細
に
分
析
す
る
と
、
そ
こ
で
行
な
わ
れ
て
い
る
の
は
ド
ラ
マ
的
と

い
う
以
上
に
、
い
か
に
演
劇
的
（theatrical

）
で
あ
り
得
る
か
と
い
う
実
験

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
語
り
の
主
体
で
あ
る
登
場
人
物
た
ち
が
、
個
人
性

を
喪
失
し
て
存
在
と
し
て
曖
昧
に
な
っ
て
ゆ
く
様
は
、
登
場
人
物
に
同
一
化
す

る
こ
と
が
次
第
に
困
難
と
な
り
、
何
者
で
あ
る
の
か
が
不
鮮
明
に
な
っ
て
い
く

俳
優
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
描
き
出
さ
れ
る
。
ま
た
発
話
の
対
象
を
限
定
し
な

い
こ
と
で
、
演
劇
に
お
け
る
発
話
は
複
雑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
介
し
て

行
わ
れ
る
こ
と
を
前
景
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
語
り
の
主
体
と
対
象
に
お

け
る
特
異
な
性
質
は
、
演
劇
と
し
て
上
演
さ
れ
た
際
に
観
客
を
作
品
に
取
り
込

み
、
他
人
の
体
験
が
自
分
の
体
験
に
な
る
と
い
う
お
よ
そ
不
可
能
だ
と
思
わ
れ

る
こ
と
が
、
し
か
し
実
際
に
起
き
て
し
ま
う
こ
と
を
観
客
に
体
験
さ
せ
よ
う
と

す
る
試
み
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ケ
イ
ン
は
、
詩
的
な
言
語
の
み
を
用
い
な
が
ら
、
し
か
し
演
劇
な
ら
で
は
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
結
果
、
お
よ
そ
不
可

能
な
体
験
の
伝
播
と
呼
び
得
る
現
象
を
試
み
た
の
で
あ
り
、『
渇
望
』
は
い
わ

ば
演
劇
に
お
け
る
語
り
が
持
つ
力
を
最
大
限
に
生
か
し
た
作
品
だ
と
言
え
る
。

本
稿
は
は
じ
め
に
「
渇
望
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
何
を
渇
望
す
る
の
か
は
定
か

で
は
な
い
と
述
べ
た
。
だ
が
、
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
作
品
に
描
か
れ

る
登
場
人
物
た
ち
が
語
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
り
な
が
ら
尚
も
語
り
続
け
る
の

は
、
自
分
た
ち
の
不
可
能
な
体
験
、
統
一
さ
れ
な
い
思
考
、
成
立
し
な
い
ダ
イ

ア
ロ
ー
グ
が
、
受
容
者
自
身
の
不
可
能
な
体
験
と
し
て
逆
説
的
に
共
有
さ
れ
る

こ
と
を
「
渇
望
」
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
演
劇
的
な
発
話
を
焦
点
化
し
た
テ
ク
ス
ト
作
品
は
、
特
に
二

十
世
紀
末
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
演
劇
に
お
い
て
増
え
て
い
る
。
ケ
イ
ン
の
『
渇

望
』
は
そ
の
代
表
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
本
論
で
は
『
渇
望
』
の
テ
ク
ス
ト
分



誰
が
、
誰
に
対
し
て
、
い
か
に
語
る
の
か

一
五
五

析
に
留
ま
っ
た
が
、
ゲ
ル
ダ
・
ポ
シ
ュ
マ
ン
（Gerda Poschm

ann

）
が
呼

ぶ
と
こ
ろ
の
「
も
は
や
劇
的
で
は
な
い
演
劇
テ
ク
ス
ト
」（der nicht m

ehr 

dram
atisch theatertext

）
の
文
脈
に
、）23
（

ケ
イ
ン
の
後
期
作
品
の
位
置
づ
け

を
行
う
こ
と
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
ま
た
、
戯
曲
に
お
い
て
も
上
演
作

品
に
お
い
て
も
近
年
、
語
り
の
形
式
や
そ
の
効
果
に
重
点
を
置
い
た
作
品
が
増

加
し
て
い
る
。
現
代
演
劇
に
お
け
る
語
り
の
質
の
変
容
と
、
ケ
イ
ン
が
演
劇
的

な
発
話
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
見
て
い
た
可
能
性
に
は
少
な
か
ら
ず
関
係

が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
今
後
必
要
と
さ
れ
る
研

究
課
題
で
あ
る
。

注

（
１
）　

概
論
的
に
『
渇
望
』
を
論
じ
て
い
る
シ
ア
ー
ズ
と
ソ
ー
ン
ダ
ー
ス
以
外
に
、
こ
の
作

品
に
お
け
る
愛
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
代
表
的
な
の
は
エ
ー
レ
ン
・
フ
ォ
ア
ダ

イ
ス
（Ehren Fordyce

）
で
あ
り
、
登
場
人
物
間
に
も
「
渇
望
」
の
主
体
と
対
象
に

な
る
や
り
と
り
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る
（Sarah K

ane in Context, 107
）。

（
２
）　A

bout K
ane, 94.

（
３
）　

ケ
イ
ン
の
作
品
に
見
ら
れ
る
ピ
ン
タ
ー
の
作
品
が
も
た
ら
し
た
影
響
に
関
し
て
は
多

く
の
研
究
者
が
指
摘
し
て
い
る
が
、
沈
黙
に
関
し
て
は
、
Ｗ
．
Ｂ
．
ワ
ー
ゼ
ン
（W

. B. 

W
orthen

）
が
『
サ
イ
コ
シ
ス
』
を
中
心
的
に
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
。

（
４
）　A

bout K
ane, 78.

（
５
）　

映
像
資
料
が
公
開
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
机
の
並
べ
方
は
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
。

デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
ノ
ー
ト
に
は
左
か
ら
Ａ
、
Ｃ
、
Ｍ
、
Ｂ
と
い
う
文
字
が
四
角
に
囲

ま
れ
、
横
一
列
に
並
ん
で
い
る
メ
モ
が
あ
っ
た
が
、
舞
台
上
に
こ
の
よ
う
に
机
が
並
べ

ら
れ
て
い
た
も
の
を
示
す
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。

（
６
）　

デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
ノ
ー
ト
は
ブ
リ
ス
ト
ル
大
学
（Bristol U

niversity

）
の
演
劇

資
料
館
（T

heatre Collection

）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
を
参
照
。

（
７
）　In-yer-face T

heatre, 118.

（
８
）　Love m
e, 150.

（
９
）　Ibid, 132.

（
10
）　Ibid, 132.

（
11
）　

‘D
ram
a w
ith Balls ’

（
12
）　
『
浄
化
さ
れ
』
の
第
18
場
に
お
い
て
、
グ
レ
イ
ス
は
自
称
医
者
の
テ
ィ
ン
カ
ー
（T

in-

ker

）
の
移
植
手
術
に
よ
り
カ
ー
ル
の
性
器
を
付
け
ら
れ
る
（145-6

）。
こ
の
他
に
も

『
浄
化
さ
れ
』
に
お
い
て
は
、
男
性
で
あ
る
は
ず
の
ロ
ビ
ン
（Robin

）
が
グ
レ
イ
ス

の
服
を
着
さ
せ
ら
れ
、
テ
ィ
ン
カ
ー
に
「
女
」
と
呼
ば
れ
る
場
面
（Scene 15, 141

）

や
、
男
性
器
を
失
っ
た
カ
ー
ル
が
グ
レ
イ
ス
の
服
を
着
て
い
る
場
面
（149

）
な
ど
が

あ
る
。

（
13
）　

本
論
に
お
け
る
「
個
人
性
」
と
は
、
一
般
的
な
意
味
で
の
人
格
と
し
て
の
個
別
性
の

こ
と
で
あ
る
。

（
14
）　

こ
の
不
在
の
「
彼
女
」
の
存
在
は
『
飢
え
』
と
『
サ
イ
コ
シ
ス
』
に
も
描
か
れ
て
い

る
。

（
15
）　

例
え
ば
『
渇
望
』
に
あ
る
虫
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
（175

）
は
『
飢
え
』
で
も
語
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。『
渇
望
』
と
モ
ノ
ロ
ー
グ
作
品
の
共
通
点
に
関
し
て
は
、
レ
ベ
ラ
ト
（D

an 

Rebellato

）
が
『
サ
ラ
・
ケ
イ
ン
・
イ
ン
・
コ
ン
テ
ク
ス
ト
』
の
中
で
詳
細
に
述
べ

て
い
る
。

（
16
）　

‘Introduction ’, Com
plete Plays, xiv.

（
17
）　
『
サ
イ
コ
シ
ス
』
の
全
て
の
パ
ー
ト
が
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
か
そ
う
で
な
い
か
の
断
定
を
可

能
に
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
例
え
ば
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
パ
ー
ト
の
形
式
を
持
ち
な
が

ら
も
、
恐
ら
く
一
人
の
人
物
に
よ
る
語
り
が
続
い
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
パ
ー
ト
も
あ

る
（214-15

）
が
、
そ
の
部
分
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
は
論
点
か
ら
外
れ
る
た
め
に
、

本
論
で
は
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
く
に
留
め
る
。

（
18
）　Love m

e, 130.

（
19
）　

劇
中
人
物
間
で
交
わ
さ
れ
、
詩
的
で
ひ
と
つ
の
台
詞
を
分
か
ち
合
っ
て
い
る
か
の
よ



一
五
六

う
に
対
立
の
な
い
相
互
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
「
デ
ュ
オ
」
は
作
中
に
散
見

さ
れ
る
。
登
場
人
物
か
ら
観
客
あ
る
い
は
観
客
が
代
わ
る
存
在
に
対
し
て
一
方
位
的
に

行
わ
れ
る
「
モ
ノ
ロ
ー
グ
」、「
傍
白
」
は
（
ど
ち
ら
で
あ
る
か
と
い
う
判
断
が
詩
情
の

有
無
に
よ
る
た
め
に
『
渇
望
』
に
お
い
て
は
区
別
し
難
い
が
）
作
品
に
お
け
る
言
葉
の

大
半
が
こ
れ
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
以
外
で
考
え
ら
れ
る
の
は
「
デ
ィ
ア

ロ
ー
グ
」（
劇
中
人
物
間
で
行
わ
れ
る
相
互
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
劇
的

効
果
を
持
つ
）
と
「
事
件
報
告
」（
劇
中
人
物
間
で
行
わ
れ
る
一
方
位
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
で
あ
り
、
詩
情
効
果
を
持
つ
）
だ
が
、
登
場
人
物
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
よ
り
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開
す
る
こ
と
が
な
い
作
品
で
あ
る
た
め
に
「
劇
的
効
果
」
が

あ
る
と
は
言
い
難
く
、
ま
た
「
事
件
報
告
」
に
近
い
台
詞
は
見
ら
れ
る
が
、
登
場
人
物

間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
断
定
で
き
ず
、
詩
情
効
果
に
関
し
て
も
は
っ
き
り
と

は
言
え
な
い
た
め
に
こ
の
二
つ
の
類
型
に
関
し
て
は
疑
問
が
残
る
。

（
20
）　

こ
の
こ
と
は
佐
々
木
も
前
提
と
し
て
述
べ
て
い
る
（「
序
論
」、『
せ
り
ふ
の
構
造
』）。

最
近
の
も
の
で
は
、
ユ
ベ
ル
ス
フ
ェ
ル
ト
（A

nne U
bersfeld

）
が
演
劇
に
お
け
る

二
層
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。（R

eading T
heatre, 162

）

（
21
）　

ケ
イ
ン
が
『
渇
望
』
に
お
い
て
モ
ノ
ロ
ー
グ
作
品
へ
立
ち
返
っ
た
と
い
う
指
摘
は
レ

ベ
ラ
ト
も
行
っ
て
い
る
（Sarah K

ane in Context, 38

）

（
22
）　

‘D
ram
a w
ith Balls ’

（
23
）　

ポ
シ
ュ
マ
ン
は
ハ
イ
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
（H

einer M
üller

）
を
筆
頭
に
、
ド
イ
ツ
現

代
戯
曲
の
中
で
新
た
に
登
場
し
て
き
た
潮
流
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
演
劇

の
た
め
に
書
か
れ
て
は
い
る
が
も
は
や
戯
曲
の
形
式
に
よ
ら
ず
、
ま
た
劇
的
と
も
言
え

な
い
テ
ク
ス
ト
を
「
演
劇
テ
ク
ス
ト
」
と
読
ん
で
い
る
。
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１　

初
演
は
二
〇
〇
〇
年

※
注
２　

初
演
は
一
九
五
三
年




