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パ
ロ
デ
ィ
演
劇
か
ら
シ
ャ
ミ
ッ
ソ
ー
賞
ま
で

ｌ
言
語
文
化
の
越
境
と
接
触
に
関
す
る
私
の
研
究
履
歴
Ｉ

１
．
ウ
ィ
ー
ン
の
パ
ロ
デ
ィ
演
劇

私
の
専
門
は
ド
イ
ツ
文
学
で
あ
る
が
、
学
生
時
代
に
留
学
し
た
の
は
ド
イ
ツ
で
は
な
く
オ
ー
ス
ト
リ
ア
だ
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
オ
ー
ス
ト
リ
ア
も
ま
た
ド
イ
ツ
語
圏
だ
か
ら
で
あ
り
（
念
の
た
め
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
な
い
こ
と

を
強
調
し
て
お
く
）
、
こ
の
国
の
文
学
、
と
く
に
ウ
ィ
ー
ン
の
演
劇
に
つ
い
て
博
士
論
文
を
執
筆
し
た
の
は
、
い
ま

か
ら
十
年
以
上
前
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
頃
の
私
は
、
「
ド
イ
ッ
そ
の
も
の
」
を
真
正
面
か
ら
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
ど
こ
か
で
そ
れ
を
相
対
化
す
る

よ
う
な
、
斜
め
か
ら
の
視
点
を
維
持
し
た
ス
タ
ン
ス
で
研
究
を
行
な
い
た
い
と
考
え
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
パ

ロ
デ
ィ
文
学
ま
た
は
演
劇
へ
の
関
心
が
高
か
っ
た
。
ゲ
ー
テ
や
シ
ラ
ー
に
代
表
さ
れ
る
古
典
的
な
ド
イ
ツ
文
学
が
、

ウ
ィ
ー
ン
の
大
衆
演
劇
の
舞
台
で
は
ど
う
演
じ
ら
れ
た
の
か
。
実
際
に
上
演
さ
れ
た
作
品
を
読
み
、
当
時
の
演
劇

新
聞
な
ど
に
も
当
た
っ
て
わ
か
っ
た
事
実
は
、
芝
居
の
筋
が
世
俗
化
さ
れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
標
準
ド
イ

ツ
語
や
高
尚
な
文
体
、
詩
的
な
表
現
を
駆
使
し
て
書
か
れ
た
セ
リ
フ
も
ま
た
、
ウ
ィ
ー
ン
方
言
の
話
し
言
葉
へ
と

脱
パ
ト
ス
化
さ
れ
て
板
に
乗
せ
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

佐
藤
文
彦
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一
九
世
紀
前
半
の
ウ
ィ
ー
ン
で
は
、
こ
う
い
っ
た
。
ハ
ロ
デ
ィ
演
劇
が
さ
か
ん
に
上
演
さ
れ
た
。
。
ハ
ロ
デ
イ
の
対

象
は
同
時
代
の
ド
イ
ツ
文
学
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
や
は
り
お
堅
い
文
学
言
語
に
翻
訳
さ
れ
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
な

ど
、
い
わ
ゆ
る
世
界
文
学
も
ま
た
、
ウ
ィ
ー
ン
で
は
下
世
話
な
喜
劇
へ
と
格
下
げ
さ
れ
て
上
演
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
こ
う
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
が
人
気
を
博
し
た
の
か
。
私
が
出
し
た
結
論
は
、
真
面
目
な
文
学
を
。
ハ
ロ
デ
イ

し
た
大
衆
演
劇
が
ウ
ィ
ー
ン
で
好
ん
で
制
作
・
上
演
さ
れ
た
背
景
に
は
、
そ
う
す
る
こ
と
で
ド
イ
ツ
と
は
異
な
る

オ
ー
ス
ト
リ
ア
（
ウ
ィ
ー
ン
）
独
自
の
言
語
意
識
な
り
、
文
学
伝
統
を
形
成
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
、

一
般
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
（
ウ
ィ
ー
ン
）
の
文
学
が
ド
イ
ツ
文
学
の
世
界
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
一

九
世
紀
末
か
ら
二
○
世
紀
初
頭
の
世
紀
転
換
期
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
は

る
か
以
前
か
ら
、
ウ
ィ
ー
ン
大
衆
演
劇
の
作
り
手
や
受
け
手
は
、
文
学
的
な
改
ま
っ
た
言
葉
遣
い
で
は
現
実
社
会

や
人
間
の
心
情
を
正
し
く
写
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
文
学
言
語
に
絶
対
的
な
信
頼
を
寄
せ
る
の
は
も
は
や
時
代
遅

れ
だ
と
い
う
冷
め
た
言
語
認
識
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。

こ
の
時
点
で
の
私
の
関
心
は
、
ド
イ
ツ
語
圏
の
内
部
に
お
け
る
言
語
文
化
の
接
触
、
つ
ま
り
標
準
ド
イ
ツ
語
と

ウ
ィ
ー
ン
方
言
で
書
か
れ
た
文
学
間
の
相
互
作
用
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
い
ま
振
り
返
る
と
、
そ
の
後
の
研
究

の
方
向
性
は
こ
の
時
す
で
に
定
ま
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
そ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
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２
．
ド
ナ
ウ
文
化
圏

こ
う
し
て
私
は
ド
ナ
ウ
河
流
域
、
た
と
え
ば
ハ
ン
ガ
リ
ー
や
バ
ル
カ
ン
半
島
の
文
学
や
文
化
の
諸
相
を
調
べ
始

め
た
。
も
っ
と
も
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
や
セ
ル
ピ
ア
語
の
で
き
な
い
私
は
、
ド
イ
ツ
語
や
英
語
に
頼
る
し
か
な
か
っ

た
が
、
そ
れ
で
も
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
有
数
の
こ
の
大
河
に
つ
い
て
、
現
地
で
の
調
査
な
ど
を
行
な
う
過
程
で
、
ド
イ
ツ

語
圏
の
言
語
文
化
を
広
く
中
・
東
欧
の
文
化
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
視
点
、
流
域
全
体
を
包
括
す
る
ド
ナ
ウ
文
化

圏
の
ひ
と
つ
と
し
て
捉
え
る
視
点
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
つ
ま
り
「
ド
イ
ッ
そ
の
も
の
」
や
「
オ
ー
ス
ト

リ
ア
そ
の
も
の
」
を
絶
対
視
し
、
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
、
ド
イ
ツ
語
圏
で
消
費
さ
れ
る
言
語
文
化
だ
け
に
こ
だ
わ
っ

て
い
た
の
で
は
、
そ
の
背
後
や
全
体
に
あ
っ
た
も
の
が
見
え
な
く
な
る
こ
と
を
知
っ
た
。

ド
ナ
ウ
河
畔
に
位
置
す
る
都
市
と
は
、
上
流
か
ら
順
に
ウ
ィ
ー
ン
、
ブ
ダ
。
へ
ス
ト
、
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
で
あ
る
。

い
ま
で
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
国
の
首
都
と
し
て
、
異
な
る
言
語
を
国
語
に
し
て
い
る
が
、
い
ま
か
ら
わ
ず
か
一
○

○
年
前
ま
で
、
こ
れ
ら
の
諸
都
市
は
同
じ
ひ
と
つ
の
帝
国
内
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
ド
イ
ツ
語
が
支
配
言
語
だ
っ
た
。

ド
ナ
ウ
河
畔
の
こ
れ
ら
の
諸
都
市
に
チ
ェ
コ
の
プ
ラ
ハ
を
加
え
た
空
間
が
、
ド
ナ
ウ
文
化
圏
で
あ
る
。

こ
れ
ら
ハ
プ
ス
ル
ブ
ル
ク
帝
国
の
、
ド
ナ
ウ
河
流
域
の
諸
都
市
の
文
化
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
ド
イ
ツ
そ
の

を
意
味
し
た
。

日
本
に
帰
国
し
、
次
に
私
が
取
り
組
ん
だ
の
は
、
ド
イ
ツ
語
圏
の
歴
史
や
文
化
を
ド
イ
ツ
で
は
な
く
オ
ー
ス
ト

リ
ア
中
心
に
考
え
て
み
る
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
第
一
次
世
界
大
戦
期
ま
で
君
臨
し
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国

に
つ
い
て
再
考
す
る
と
同
時
に
、
こ
の
帝
国
が
ド
ナ
ウ
河
流
域
に
築
か
れ
て
い
た
事
実
に
改
め
て
注
目
す
る
こ
と
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３
．
日
独
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
童
話

そ
の
後
、
私
は
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
文
学
に
と
ど
ま
ら
ず
、
対
象
を
日
本
文
学
に
ま
で
広
げ
て
言
語
文
化

の
越
境
や
接
触
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
手
始
め
に
取
り
組
ん
だ
の
が
、
一
九
二
○
～
三
○
年
代

の
ド
イ
ツ
と
日
本
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
童
話
の
比
較
研
究
で
あ
る
。

こ
の
時
代
、
ド
イ
ツ
で
も
日
本
で
も
、
虐
げ
ら
れ
た
労
働
者
階
級
の
子
弟
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
の
必
要
性
を

訴
え
る
児
童
文
学
が
流
行
し
た
。
こ
れ
ら
の
文
学
は
既
存
の
（
同
時
代
の
）
児
童
文
学
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
と
否
定

し
つ
つ
も
、
先
行
す
る
文
学
伝
統
、
す
な
わ
ち
誰
も
が
知
っ
て
い
る
童
話
や
民
話
を
自
ら
の
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ

の
た
め
に
再
利
用
す
る
こ
と
は
多
々
あ
っ
た
。

と
く
に
私
が
注
目
し
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
童
話
で
あ
る
と
こ
ろ
の
グ
リ
ム
童
話
や
「
桃
太
郎
」
を
時
事

的
・
政
治
的
に
改
変
、
す
な
わ
ち
パ
ロ
デ
ィ
化
し
た
作
品
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
ド
イ
ツ
で
の
グ
リ
ム
童
話
の
書

き
換
え
を
知
っ
た
日
本
の
作
家
が
そ
の
手
法
を
取
り
入
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
二
一
世
紀
の
今
日
、
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
革
命
童
話
の
あ
ま
り
に
強
い
政
治
色
を
い
っ
た
ん
抜
き
に
し
て
、
正
統
な
国
民
童
話
を
書
き
換
え
た
作
品

と
し
て
再
読
す
れ
ば
、
そ
れ
は
広
義
の
パ
ロ
デ
ィ
文
学
、
規
範
的
な
国
民
（
児
童
）
文
学
の
伝
統
の
継
承
と
刷
新

を
試
み
た
実
験
文
学
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
童
話
の
本
当
の
敵
は
資
本
主
義
社
会
で
は

も
の
」
に
こ
だ
わ
り
が
ち
な
従
来
の
ド
イ
ツ
文
学
研
究
の
相
対
化
を
図
る
試
み
は
、
先
述
の
パ
ロ
デ
ィ
文
学
へ
の

関
心
と
と
も
に
、
私
の
研
究
の
大
き
な
柱
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
。
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な
く
、
硬
直
し
た
文
学
史
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
私
は
主
張
し
た
。

４
．
ド
イ
ツ
教
養
小
説
の
日
本
に
お
け
る
修
業
時
代

ド
イ
ツ
文
学
と
日
本
文
学
の
接
触
に
よ
っ
て
生
じ
る
、
い
わ
ば
化
学
反
応
へ
の
関
心
は
、
い
ま
で
は
私
の
研
究

の
み
な
ら
ず
、
教
育
に
と
っ
て
も
大
き
な
位
置
を
占
め
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
際
に
念
頭
に
あ
る
の

は
「
ド
イ
ッ
そ
の
も
の
」
を
ず
ら
し
て
考
え
て
み
た
い
と
い
う
か
ね
て
か
ら
の
欲
求
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
て
み

ゲ
ー
テ
の
「
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
の
修
業
時
代
』
は
世
界
文
学
史
上
、
教
養
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

を
確
立
し
た
と
い
わ
れ
る
古
典
で
あ
る
。
こ
の
小
説
で
展
開
さ
れ
る
男
性
主
人
公
の
社
会
化
は
、
女
性
や
子
ど
も

を
従
属
的
な
地
位
に
置
く
こ
と
で
確
立
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
他
方
、
「
ア
ル
プ
ス
の
少
女
ハ
イ
ジ
』
は
男
勝
り

な
女
の
子
が
大
人
の
男
た
ち
を
手
な
ず
け
る
小
説
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
そ
の
男
た
ち
は
、
母
親
不
在

の
状
態
で
ひ
と
り
娘
（
ま
た
は
孫
）
を
育
て
て
お
り
、
そ
の
点
で
彼
ら
は
母
性
的
機
能
を
担
っ
た
存
在
と
い
え
る
。

そ
う
考
え
る
と
こ
れ
ら
一
一
作
品
の
主
人
公
の
成
長
過
程
は
対
照
的
で
、
後
者
は
前
者
か
ら
始
ま
っ
た
教
養
小
説
の

伝
統
を
反
転
さ
せ
た
ア
ン
チ
教
養
小
説
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
こ
ま
で
は
ド
イ
ツ
語
圏
の
内
部
に
お
け
る
言
語
文
化
の
接
触
、
つ
ま
り
一
八
世
紀
末
の
ド
イ
ツ
と
一
九
世
紀

末
の
ス
イ
ス
で
書
か
れ
た
小
説
同
士
の
相
互
作
用
に
関
す
る
話
で
あ
る
。
そ
こ
に
私
は
日
本
文
学
を
重
ね
て
み
た
。

具
体
的
に
は
二
○
世
紀
末
に
書
か
れ
た
松
浦
理
恵
子
『
親
指
Ｐ
の
修
業
時
代
」
を
並
べ
て
み
た
。
そ
の
考
察
は
別

たは
し、 弓

○T●
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の
と
こ
ろ
で
発
表
し
た
の
で
こ
こ
で
は
結
論
だ
け
を
述
べ
る
と
、
『
マ
イ
ス
タ
ー
』
と
『
ハ
イ
ジ
』
で
は
男
女
間
に

お
け
る
支
配
・
被
支
配
の
力
関
係
が
逆
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
『
親
指
Ｐ
』
の
主
人
公
は
両
性
具
有
や
同
性
愛
を
体

験
す
る
こ
と
で
、
男
女
関
係
そ
の
も
の
を
無
化
す
る
に
い
た
る
。
つ
ま
り
『
マ
イ
ス
タ
ー
』
が
規
定
し
、
『
ハ
イ
ジ
』

が
否
定
し
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
と
い
う
も
の
が
、
け
つ
き
よ
く
の
と
こ
ろ
男
女
の
共
依
存
・
共
犯
関
係
の
産
物
に

す
ぎ
な
い
こ
と
が
暴
露
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
考
察
を
通
じ
て
私
は
、
二
○
○
年
以
上
前
に
ド
イ
ツ
で
成
立
し
た
教
養
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
は
る
か

遠
い
日
本
で
見
出
し
た
ひ
と
つ
の
到
達
点
を
跡
づ
け
た
。
言
語
文
化
の
接
触
、
越
境
に
よ
る
変
容
の
典
型
例
と
し

て
、
い
ま
で
は
「
ド
イ
ツ
文
学
史
」
の
授
業
で
も
話
題
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
高
校
か
ら
招
か
れ
た
出
張
講
義
で

話
し
た
こ
と
は
な
い
。
『
マ
イ
ス
タ
ー
』
と
『
ハ
イ
ジ
』
に
つ
い
て
ま
で
な
ら
話
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
『
親
指
Ｐ
』

は
内
容
が
内
容
だ
け
に
自
主
規
制
し
て
し
ま
う
の
だ
。
だ
け
ど
文
学
（
の
研
究
）
と
は
、
ど
こ
か
で
反
社
会
的
な

も
の
で
あ
る
。
と
く
に
異
な
る
言
語
文
化
が
接
触
し
て
散
ら
さ
れ
る
火
花
は
、
危
険
な
場
合
す
ら
あ
る
。
そ
の
こ

と
を
ど
う
や
っ
て
大
学
生
や
高
校
生
に
伝
え
る
か
。
研
究
と
教
育
の
両
輪
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
の
は
難
し
い
。

５
．
日
本
（
語
）
で
し
か
読
ま
れ
な
い
ド
イ
ツ
文
学

言
語
文
化
の
越
境
と
接
触
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
高
校
生
向
け
の
話
題
が
あ
る
。
も
と
も
と
大
学
一
年
生
相
手

の
講
義
で
話
し
て
い
た
内
容
を
、
社
会
人
向
け
の
公
開
講
座
や
高
校
で
の
出
張
講
義
に
ま
で
拡
大
し
た
。
そ
れ
は

ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
セ
「
少
年
の
日
の
思
い
出
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
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戦
後
六
○
年
以
上
に
わ
た
っ
て
中
学
国
語
教
科
書
に
採
録
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
の
小
説
が
ド
イ
ツ
で
は
ま
っ
た

く
知
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
を
知
る
日
本
人
は
少
な
い
。
「
少
年
の
日
の
思
い
出
」
が
発
表
さ
れ
る
二
○
年
前

に
書
か
れ
た
よ
く
似
た
小
説
「
ク
ジ
ャ
ク
ヤ
マ
マ
ュ
」
な
ら
、
ド
イ
ツ
の
ヘ
ッ
セ
全
集
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
文

庫
本
で
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
、
一
九
三
一
年
に
地
方
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
だ
け
の
「
少
年
の
日
の
思

い
出
」
は
、
日
本
で
も
っ
と
よ
く
読
ま
れ
る
ド
イ
ツ
文
学
で
あ
り
な
が
ら
、
日
本
（
語
）
で
し
か
読
ま
れ
な
い
ド

イ
ツ
文
学
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
翻
訳
に
よ
る
言
語
文
化
の
越
境
と
い
う
問
題
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

し
か
し
私
の
関
心
は
、
初
稿
「
ク
ジ
ャ
ク
ヤ
マ
マ
ュ
」
と
改
稿
さ
れ
た
「
少
年
の
日
の
思
い
出
」
の
相
違
に
あ

る
。
両
者
は
多
く
の
点
で
一
致
す
る
が
、
タ
イ
ト
ル
は
じ
め
、
い
く
つ
か
の
点
で
決
定
的
な
書
き
換
え
が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
後
年
、
書
き
換
え
る
こ
と
で
成
功
し
た
個
所
も
あ
る
が
、
概
し
て
初
稿
の
ほ
う
が
完
成
度
が
高
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
私
の
見
解
で
あ
る
。

こ
の
結
論
に
達
す
る
ま
で
の
詳
細
な
分
析
は
す
で
に
論
文
と
し
て
発
表
し
て
い
る
の
で
、
関
心
の
あ
る
向
き
は

そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。
た
だ
ひ
と
つ
だ
け
、
こ
の
場
で
述
べ
て
お
き
た
い
の
は
、
ウ
ィ
ー
ン
の
パ
ロ
デ
ィ
演

劇
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
私
の
研
究
は
、
つ
ね
に
先
行
す
る
作
品
や
文
学
伝
統
、
あ
る
い
は
正
統
と
目
さ
れ
る
言
語

文
化
を
揺
り
動
か
し
て
み
た
い
、
そ
れ
ら
を
疑
っ
て
か
か
る
態
度
を
評
価
し
た
い
と
い
う
意
識
に
貫
か
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
や
っ
て
行
き
着
い
た
先
が
、
日
本
の
国
語
教
育
の
現
場
で
し
か
読
ま
れ
て
い
な
い
、

あ
る
い
は
日
本
の
中
学
国
語
教
材
の
古
典
と
化
し
た
ド
イ
ツ
の
文
学
作
品
の
新
た
な
読
み
の
可
能
性
を
提
示
す
る

こ
と
だ
っ
た
。
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こ
の
賞
に
名
を
冠
す
る
シ
ャ
ミ
ッ
ソ
ー
と
は
、
い
ま
か
ら
二
○
○
年
以
上
前
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ド
イ
ツ
に
亡
命

し
、
母
語
で
は
な
い
ド
イ
ツ
語
で
創
作
を
行
な
っ
た
作
家
で
あ
る
。
代
表
作
は
小
説
『
ペ
ー
タ
ー
・
シ
ュ
レ
ミ
ー

ル
の
不
思
議
な
物
語
』
。
日
本
で
は
『
影
を
な
く
し
た
男
』
と
い
う
邦
題
で
知
ら
れ
て
い
る
。

一
九
八
五
年
以
降
、
シ
ャ
ミ
ッ
ソ
ー
賞
は
シ
ャ
ミ
ッ
ソ
ー
同
様
、
ド
イ
ツ
語
が
母
語
で
は
な
い
も
の
の
、
ド
イ

ツ
語
で
創
作
を
行
な
う
作
家
に
授
与
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
越
境
作
家
と
し
て
現
代
ド
イ
ツ
文
学
に
寄
与
す
る
存

在
、
ド
イ
ツ
語
が
母
語
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
、
母
語
話
者
の
無
自
覚
性
や
優
位
性
を
揺
さ
ぶ
る
よ
う
な
、
母
語
話

６
．
シ
ャ
ミ
ッ
ソ
ー
賞
作
家
の
ド
イ
ツ
語
文
学

そ
れ
に
味
を
占
め
た
私
は
、
ド
イ
ツ
語
と
日
本
語
の
両
言
語
で
創
作
を
行
な
っ
て
い
る
多
和
田
葉
子
に
つ
い
て

授
業
で
話
し
た
り
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
発
表
し
た
り
し
た
の
ち
、
論
文
を
一
本
書
い
た
。
そ
の
際
に
重
視
し
た
の

は
、
多
和
田
が
シ
ャ
ミ
ッ
ソ
ー
賞
な
る
現
代
ド
イ
ツ
の
文
学
賞
を
受
賞
し
た
唯
一
の
日
本
人
作
家
だ
と
い
う
事
実

大
学
の
先
生
は
中
学
校
の
教
科
書
に
載
っ
て
い
た
小
説
を
こ
う
や
っ
て
読
み
解
く
の
だ
、
と
い
う
技
あ
る
い
は

芸
を
披
露
す
る
と
、
大
学
生
ま
た
は
高
校
生
の
反
応
は
こ
ち
ら
が
驚
く
ほ
ど
よ
い
。
そ
ん
な
時
、
私
は
教
育
と
研

究
の
成
果
が
一
致
し
た
瞬
間
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
『
親
指
Ｐ
』
で
は
刺
激
が
強
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、

素
材
に
よ
っ
て
は
ド
イ
ツ
と
日
本
の
言
語
文
化
の
接
触
に
よ
る
変
容
を
例
示
す
る
こ
と
は
、
比
較
文
学
教
育
の
魅

力
的
な
教
材
に
な
り
う
る
こ
と
に
最
近
よ
う
や
く
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
。

は
、
多
一

で
あ
る
。
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者
と
は
異
な
る
言
語
感
覚
で
ド
イ
ツ
語
に
つ
い
て
考
え
る
存
在
を
正
当
に
評
価
す
る
賞
と
い
え
る
。

シ
ャ
ミ
ッ
ソ
ー
賞
受
賞
後
の
多
和
田
が
日
本
語
と
ド
イ
ツ
語
で
発
表
し
た
小
説
『
旅
を
す
る
裸
の
眼
』
を
、
私

は
シ
ャ
ミ
ッ
ソ
ー
の
代
表
作
と
比
較
し
て
み
た
。
そ
し
て
多
和
田
の
小
説
の
主
人
公
が
「
影
を
な
く
し
た
男
」
で

は
な
く
、
「
影
を
見
つ
け
た
女
」
に
な
る
こ
と
を
論
拠
に
、
両
作
品
の
。
ハ
ロ
デ
イ
的
関
係
を
指
摘
し
た
。
そ
の
成
果

は
こ
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
に
執
筆
し
て
い
る
同
僚
た
ち
と
の
共
著
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
宣
伝
め
い
て
恐
縮
だ

が
、
ぜ
ひ
と
も
そ
ち
ら
も
手
に
取
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

７
．
お
わ
り
に

以
上
が
こ
れ
ま
で
に
私
が
行
な
っ
た
、
言
語
文
化
の
越
境
ま
た
は
接
触
に
関
す
る
比
較
研
究
の
成
果
の
一
端
で

あ
る
。
今
後
こ
れ
ら
の
研
究
を
さ
ら
に
ど
う
展
開
さ
せ
て
い
く
の
か
、
腹
案
が
な
い
と
い
え
ば
嘘
に
な
る
が
、
あ

る
と
断
言
で
き
る
ほ
ど
の
意
志
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
私
に
と
っ
て
ド
イ
ツ
と
日
本
の
言
語

文
化
を
関
連
さ
せ
る
研
究
は
、
同
僚
や
学
生
か
ら
の
刺
激
に
よ
っ
て
推
し
進
め
ら
れ
る
部
分
が
大
き
い
か
ら
で
あ

る
。
ひ
と
り
で
考
え
る
に
は
手
に
余
る
と
い
う
か
、
共
同
研
究
の
一
環
と
し
て
切
瑳
琢
磨
し
た
い
課
題
の
ひ
と
つ

ま
た
、
こ
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
の
書
名
に
は
合
致
し
な
い
の
で
記
さ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
研
究
と
は
ま
た
別

に
、
ド
イ
ツ
文
学
の
内
部
で
、
こ
ち
ら
は
ひ
と
り
で
考
え
て
い
る
テ
ー
マ
も
あ
る
。
い
ず
れ
両
者
が
一
致
す
る
こ

と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
面
は
同
僚
た
ち
と
の
比
較
文
学
の
研
究
お
よ
び
教
育
と
、
私
ひ
と
り
で
取
り
組

で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
ブ
ッ
ク
．
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ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ド
イ
ツ
文
学
の
研
究
お
よ
び
教
育
と
、
両
方
を
並
行
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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