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マレビトの会は、「ヒロシマ―ナガサキ」シリーズ（2009－2010）、『マレビト・ライブ  Ｎ市民―緑下家の物語』

（2011）、『アンティゴネーへの旅の記録とその上演』（2012）といった近年の一連の作品を経て、2013年度から、

長期的な演劇プロジェクトに取り組んでいます。

このプロジェクトは、複数の作者がひとつの都市をテーマに戯曲を書き、その上演を行うことを繰り返し

ます。長崎、広島、福島をテーマに、現地取材、戯曲執筆、舞台上演を複数年にまたがって継続して行うことで、

被爆都市として語られる大文字の歴史ではなく、それぞれの都市の日常に流れる時間や内在するドラマを

戯曲として抽出し、舞台空間に立ち上げようとする試みです。2013 年度からは、長崎をテーマに、取材、執筆、

上演を行い、2015 年 8 月に東京、横浜、大阪、福岡、鹿児島といった国内に住む 7 名の作者が執筆してきた

戯曲 20 本（上演時間約 7 時間）を総集編として 3 日間にわたり上演しました。愛知公演ではこれらから

選んだ戯曲に、ドイツ・ライプツィヒから本プロジェクトに参加する新たな作者が長崎取材を経て書き下ろ

した戯曲を加え、2 日間にわけて上演します。海外からの視点を加えた本公演では新たな「長崎」が生成

されることでしょう。  ※『長崎を上演する』のアーカイヴと戯曲はマレビトの会web サイトからご覧いただけます。 http://www.marebito.org/

マレビトの会｜2003年、舞台芸術の可能性を模索する集団として設立。2009, 10年に被爆都市である広島・長崎をテーマとした「ヒロシマ―ナガサキ」シリーズ（『声紋都市―

父への手紙』、『PARK CITY』、『HIROSHIMA―HAPCHEON：二つの都市をめぐる展覧会』）を上演。2012年には、前年の3月に発生した震災と原発事故以後のメディアと社

会の関係性に焦点を当てた『アンティゴネーへの旅の記録とその上演』を発表した。｠2013年より、複数の作者がひとつの都市をテーマに戯曲（ドラマ）を書き、その上演を

行う長期的な演劇プロジェクトに取り組む。2013～2015年度にかけて『長崎を上演する』と題した上演会を実施。今後は、広島、福島へ対象を移し、プロジェクトを継続して

いく予定。「ヒロシマ―ナガサキ」シリーズ以降、集団創作に重きを置くとともに、展覧会形式での上演や、現実の街中での上演、インターネット上のソーシャルメディアを

用いた上演など、既存の上演形式にとどまらない、様々な演劇表現の可能性を追求している。｠

日独国際共同事業 ／ 愛知県芸術劇場 ミニセレ

マレビトの会 ― 『長崎を上演する』

アクセス｜
名古屋市営地下鉄東山線名城線「栄」駅下車 徒歩５分
（東改札口よりオアシス21地下連絡通路経由または2F連絡橋経由）

日時｜2016年3月26日（土）15:00-☆／27日（日）15:00-
☆終演後アフタートークを開催します。詳細はマレビトの会webサイトにてお知らせします。
※受付開始は開演30分前、開場は開演15分前です。整理券番号はございません。開場と同時にお入りいただけます。

会場｜愛知県芸術劇場 小ホール（愛知芸術文化センターB1） 〒461-8525 愛知県名古屋市東区東桜1-13-2

チケット料金（全席自由席）｜

◎一般＝前売券3,000円／当日券3,500円／2日通し券4,000円　◎学生＝前売券2,000円／当日券2,500円／2日通し券3,000円
※2日間通し券は限定枚数。お取り扱いは愛知県芸術文化センター内プレイガイド、マレビトの会のみ。　※学生チケットでご入場の際は学生証をご提示ください。　※車椅子でご来場の方は事前にお問い合わせください。
※前売り券が完売した場合、当日券を販売できない場合があります。　※未就学児のご入場はお断りします。

チケット発売｜2016年2月6日（土）

チケット取り扱い｜

マレビトの会
◯URL . . . . . . . . . . http://www.marebito.org/　

愛知芸術文化センター内プレイガイド（B2）
◯TEL . . . . . . . . . . 052-972-0430
※営業時間 10:00～19:00 （土日祝は18:00まで）
※月曜定休、祝日・振替休日の場合は翌日振替

チケットぴあ（Ｐコード448-065）
◯URL . . . . . . . . . . http://t.pia.jp/　◯TEL . . . . . . . . . . 0570-02-9999
※サークルＫ・サンクス、セブンイレブンでも購入できます。

お問い合わせ｜マレビトの会

◯MAIL . . . . . . . . . . info@marebito.org　◯TEL . . . . . . . . . . 090-4496-3512（ナカヤマ）

作｜アイダミツル、 稲田真理、 遠藤幹大、 島田佳代、 谷岡紗智、 松田正隆、 三宅一平、 Helena Wölfl（ドイツ・ライプツィヒ大学演劇学研究所、 friendly fire）

演出｜松田正隆、 三宅一平、 山田咲　出演｜アイダミツル、 生実慧、 上村梓、 佐藤小実季、 島崇、 西山真来、 弓井茉那、 山科圭太、 　澤慎吾

照明｜木藤歩　舞台監督｜世古口善徳（愛知県芸術劇場）　制作｜中村みなみ、 中山佐代

協力｜Günther Heeg（ドイツ・ライプツィヒ大学演劇学研究所教授・所長）、 平田栄一朗（慶應義塾大学教授）

主催｜マレビトの会／愛知県芸術劇場　助成｜　　　　　　　　　　　　　　　　　、 芸術文化振興基金



　

演
劇
の
皮
膚
と
い
う
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
皮
膚
は
表

面
で
あ
る
が
、
感
触
を
と
も
な
い
、
限
り
な
く
薄
い
膜
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
厚
み
を
と
も
な
う
。

　

皮
膚
は
確
か
に
あ
る
。
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
皮
膚
が
生
ま
れ
る

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
厚
み
に
刺
激
さ
れ
、
生
み
出
さ
れ
る
よ

う
な
皮
膚
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
し
か
し
、
ゼ
ロ
の
厚
み
と
い

う
よ
う
な
想
像
上
の
こ
と
で
は
な
い
。
厚
み
は
演
劇
の
時
間
と
空

間
、
あ
る
い
は
舞
台
空
間
と
俳
優
の
身
体
、
そ
し
て
戯
曲
と
そ
の

上
演
の
狭
間
に
あ
っ
て
、
な
に
か
の
き
っ
か
け
で
皮
膚
の
感
触
を

産
む
。
表
面
で
あ
り
な
が
ら
も
厚
み
で
あ
る
こ
と
が
皮
膚
か
ら
の

知
覚
で
あ
る
。
皮
膚
で
あ
る
た
め
に
は
、
な
に
が
起
こ
れ
ば
い
い

の
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
厚
み
が
生
ま
れ
る
こ
と
、
厚
み
の
再

開
が
な
さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
契
機
は
ど
う
し
た
ら
訪
れ
る
の
か
。

　

俳
優
が
身
体
と
と
も
に
舞
台
空
間
に
現
れ
る
。
観
客
に
現
前
す

る
、
そ
の
感
触
と
厚
み
が
演
劇
の
皮
膚
で
あ
る
。
観
客
は
俳
優
が

出
て
来
た
と
認
識
す
る
。
劇
場
で
あ
り
舞
台
な
の
だ
、
俳
優
が
出

て
来
る
の
は
当
然
で
は
あ
る
が
、
そ
の
俳
優
に
演
劇
の
皮
膚
が
あ

る
こ
と
（
＝
あ
る
感
触
と
厚
み
が
あ
る
こ
と
）
は
、
俳
優
が
舞
台

上
に
お
い
て
認
識
（
あ
、
俳
優
さ
ん
な
ん
だ
な
、
と
か
、
そ
の
劇

の
登
場
人
物
と
し
て
認
識
）
さ
れ
る
こ
と
と
は
違
う
何
か
が
働
き

始
め
た
か
ら
だ
。
そ
の
違
う
何
か
の
働
き
は
、
観
客
の
そ
れ
ぞ
れ

に
特
異
な
身
体
が
あ
る
こ
と
に
も
対
応
し
て
い
る
。
私
た
ち
が
、

何
者
（
た
と
え
ば
観
客
と
い
う
立
場
や
社
会
的
な
人
格
等
）
で
あ

る
か
、
と
い
う
こ
と
と
は
別
に
こ
の
現
実
を
こ
の
身
体
で
生
き
て

い
る
と
い
う
逃
れ
よ
う
の
な
さ
、
み
た
い
な
も
の
と
関
係
し
て
い

る
と
思
え
る
の
だ
。

　

こ
の
現
在
の
現
実
か
ら
の
離
れ
よ
う
の
な
さ
は
、
こ
の
身
体
と

接
す
る
空
間
の
広
が
り
か
ら
の
離
れ
よ
う
の
な
さ
、
と
も
言
え
る
。

気
が
つ
け
ば
こ
の
身
体
が
私
の
身
体
だ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
、
こ

の
こ
と
か
ら
は
な
る
ほ
ど
逃
れ
ら
れ
な
い
。
ま
さ
に
、
こ
の
事
態

は
受
動
的
で
あ
る
。
疲
れ
た
身
体
だ
っ
た
ら
、
そ
の
疲
れ
は
身
体

と
と
も
に
持
続
す
る
。
急
に
ぷ
っ
つ
り
と
、
身
体
と
空
間
の
接
地

面
や
疲
労
の
持
続
が
消
え
去
る
こ
と
は
な
い
。
ま
ず
は
こ
の
身
体

の
ま
わ
り
の
空
間
か
ら
身
体
は
動
き
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

さ
っ
き
ま
で
の
過
去
の
疲
労
は
身
体
の
う
ち
に
引
き
ず
る
よ
う
に

残
っ
て
い
る
。

　

演
劇
の
皮
膚
と
は
、
こ
の
逃
れ
よ
う
の
な
さ
が
何
か
と
結
び
つ

き
変
容
し
て
、
は
じ
め
て
生
ま
れ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
逃

れ
よ
う
の
な
さ
を
肯
定
的
に
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ

「
こ
の
身
体
」
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
の
か
。
こ
の
身
体
と
現
在

の
空
間
の
絶
対
的
な
結
び
つ
き
を
自
由
に
解
放
し
た
い
と
思
う
の

は
頭
の
中
の
働
き
で
あ
る
。
身
体
に
頭
を
沈
め
る
よ
う
に
し
て
身

体
で
思
考
す
れ
ば
、
こ
の
受
動
的
な
事
態
が
「
促
し
」
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
は
し
な
い
か
。
つ
ま
り
、
あ
る
表
現
の
再
開
の
契
機
が

生
ま
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
「
こ
の
身
体
」
と
い

う
受
動
性
を
経
な
け
れ
ば
生
じ
な
い
事
態
で
は
な
い
の
か
。
こ
の

逃
れ
よ
う
の
な
さ
を
、
別
の
「
逃
れ
よ
う
」
と
し
て
積
極
的
に
評

価
で
き
は
し
な
い
か
。

　

そ
れ
は
、
た
と
え
ば
見
え
る
こ
と
と
見
え
な
い
こ
と
の
関
わ
り
に

よ
っ
て
も
起
こ
る
、
と
仮
定
し
て
み
る
。
俳
優
が
舞
台
上
に
あ
る
と

し
て
、
あ
る
登
場
人
物
と
し
て
電
車
に
乗
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
れ
ば
、
観
客
は
そ
れ
を
電
車
に
乗
っ
て
い
る
人
物
と
し
て
認
識
す

る
。
見
え
る
こ
と
は
舞
台
の
上
の
俳
優
で
あ
り
、
見
え
な
い
こ
と

は
電
車
に
乗
る
人
物
の
像
で
あ
る
が
、
演
技
を
媒
介
し
て
見
え
な

い
像
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
だ
が
、
俳
優
は
戯
曲
上
の

時
空
間
と
舞
台
上
の
時
空
間
の
両
方
に
あ
る
と
い
う
、
あ
の
何
度

も
演
劇
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
き
た
問
題
の
こ
と
で
も
あ
る
。

　

俳
優
の
身
体
は
、
観
客
の
目
の
前
に
あ
り
な
が
ら
、
俳
優
は
戯

曲
の
世
界
を
登
場
人
物
と
し
て
生
き
て
い
る
。
演
技
は
、
電
車
に

乗
る
人
物
を
模
倣
し
再
現
す
る
。
し
か
し
、
演
劇
の
皮
膚
と
は
、

見
え
る
こ
と
（
上
演
・
再
現
）
に
よ
っ
て
見
え
な
い
も
の
が
像
（
演

劇
の
約
束
事
）
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
表
象
（representation

）

の
こ
と
で
は
な
い
。

　

俳
優
の
身
体
そ
の
も
の
に
と
も
な
う
感
触
と
厚
み
が
見
え
な
い

像
の
ほ
う
へ
と
移
植
さ
れ
る
過
程
で
、
も
う
ひ
と
つ
の
演
劇
の
皮

膚
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
移
植
の
プ
ロ
セ
ス
は
目
に
見
え
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
俳
優
と
登
場
人
物
の
狭
間
に
生
き
も
の
の
よ
う
に
生

息
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
生
き
も
の
の
よ
う
に
生
息
す
る
も
の
は
、

俳
優
で
も
な
く
登
場
人
物
で
も
な
い
、
極
め
て
貧
弱
な
受
肉
現
象

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
俳
優
の
身
体
が
登
場
人
物
の
像
の
ほ
う
へ
帰
属
す
る

事
態
が
定
着
す
る
と
、
俳
優
の
演
技
は
電
車
に
乗
る
人
物
と
い
う

意
味
情
報
を
伝
達
す
る
手
段
と
な
る
。
そ
の
と
き
演
劇
の
皮
膚
も

失
わ
れ
、
あ
の
、
ふ
て
ぶ
て
し
い
登
場
人
物
と
し
て
の
役
者
の
演

技
が
舞
台
上
を
席
巻
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
が
劇
場
の
舞
台
だ

と
し
て
も
、
俳
優
の
演
技
が
吊
り
革
を
握
る
仕
草
を
す
れ
ば
、
ど

う
や
ら
電
車
の
中
ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
は
皮
膚
の
厚
み
も
受
肉
現
象
も
な
い
。
そ
れ
は
、
上
演
す
る

側
か
ら
の
ひ
と
つ
の
記
号
の
伝
達
と
、
そ
れ
の
観
客
の
想
像
を
通

し
た
読
み
取
り
で
し
か
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、ど
う
し
た
ら
受
肉（incarnation

）が
起
き
る
の
か
。

　

受
肉
現
象
と
は
、「
促
し
」「
逃
れ
よ
う
」
と
す
る
働
き
で
あ
る
。

受
肉
現
象
は
、
俳
優
で
も
な
く
登
場
人
物
で
も
な
い
、
判
断
の
つ

き
が
た
い
存
在
の
持
続
が
舞
台
上
で
推
移
す
る
と
き
に
起
こ
っ
て

い
る
。「
こ
れ
は
何
々
で
あ
る
」
と
認
識
で
き
そ
う
で
で
き
な
い
。

舞
台
上
の
約
束
事
が
破
綻
し
、
吊
り
革
を
握
る
仕
草
を
し
て
い
る

に
は
し
て
い
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
う
と
も
言
え
な
い
と
い

う
こ
と
と
な
り
、
演
技
の
記
号
と
し
て
の
読
み
取
り
に
失
敗
し
て

い
る
。
そ
ん
な
と
き
に
起
こ
る
。
だ
が
、
舞
台
上
で
進
行
す
る
事

態
は
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
認
め
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
。「
こ
れ
は
何
々
で
あ
る
」
と
認
識
（
言
葉
に

し
て
説
明
）
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
舞
台
で
進
行
す
る
こ

と
を
、
こ
れ
は
こ
れ
と
し
て
見
続
け
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

「
こ
れ
は
こ
れ
と
し
て
」
ひ
と
ま
ず
は
見
続
け
る
と
き
に
、
演
劇

の
皮
膚
が
生
成
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
こ
で
は
一
体
な
に
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
。

　

そ
れ
は
次
の
よ
う
な
事
態
と
似
て
は
い
な
い
か
。
雑
踏
で
誰
か

を
見
か
け
る
。
見
覚
え
の
あ
る
人
の
よ
う
だ
が
誰
か
は
思
い
出
せ

な
い
。
会
っ
た
こ
と
も
な
い
人
の
よ
う
だ
が
知
り
合
い
の
よ
う
な

気
が
す
る
。
見
覚
え
の
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
の
人
が
誰
だ

と
特
定
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
、
今
見
て
い
る
光
景
が
以
前
見
た

メ
ー
ジ
を
通
し
て
観
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
考
え
方
も
あ

る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
観
客
に
植
え
付
け
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
（
戯

曲
と
そ
の
上
演
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
）
と
舞
台
上
の
出

来
事
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
演
劇
が
成
り
立
つ
、
と
い
う
こ
と
だ
。

し
か
し
、
演
劇
の
皮
膚
は
、
観
客
の
脳
内
を
起
点
と
し
た
イ
メ
ー

ジ
の
働
き
に
よ
っ
て
舞
台
上
に
投
映
さ
れ
る
像
で
は
な
い
。
す
で

に
イ
メ
ー
ジ
に
浸
透
さ
れ
た
観
客
が
舞
台
上
の
出
来
事
を
観
る
と

い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
演
劇
が
私
た
ち
に
及
ぼ
す
ス
ペ
ク
タ
ク
ル

化
と
い
う
悪
弊
か
ら
は
ど
う
し
て
も
逃
れ
ら
れ
な
い
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
場
所
の
問
題
で
は
な
い
の
だ
。
舞
台
上
で
も
頭
の

中
で
も
な
い
、
ま
さ
し
く
理
念
的
な
あ
り
か
た
で
演
劇
の
皮
膚
が

も
た
ら
す
知
覚
は
生
成
す
る
の
で
あ
る
。
あ
え
て
所
在
を
語
る
な

ら
、
登
場
人
物
も
絵
も
、
舞
台
上
の
な
に
も
な
い
空
間
の
下
に
あ

る
の
だ
。
要
す
る
に
見
え
な
い
し
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
も
見
え
て

は
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
「
下
に
あ
る
」
と
い
う
感
覚
が
、

自
律
し
た
物
事
の
生
成
を
導
き
出
す
。
空
間
上
の
ど
こ
に
も
帰
属

し
な
い
イ
メ
ー
ジ
（
見
え
る
像
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、

演
劇
の
皮
膚
）
は
理
念
的
な
存
在
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
し

か
も
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
戯
曲
の
情
報
に
よ
っ
て
直
接
与
え
ら
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
視
覚
の
外
に
あ
っ
て
、
舞
台
空
間
の
下
に
あ

る
と
い
う
感
覚
が
生
み
出
す
自
由
な
動
き
そ
の
も
の
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
生
き
も
の
の
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
と
結
び
つ

く
契
機
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
受
肉
現
象
を
産
み
出
す
動
き
、
行
為

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

　

普
段
、私
た
ち
は「
行
為
」を
目
的
へ
の
手
段
と
し
て
も
ち
い
る
。

「
食
べ
る
」
と
い
う
行
為
は
、
た
と
え
ば
空
腹
を
満
た
す
目
的
で

行
う
の
だ
。
そ
の
行
為
は
目
的
に
従
属
し
て
い
る
。

　

で
は
、
演
劇
で
は
「
食
べ
る
」
行
為
は
ど
う
な
る
の
か
。
そ
れ

は
観
客
に
見
せ
る
た
め
に
あ
る
。「
食
べ
る
」
行
為
を
「
見
せ
る
」

と
い
う
こ
と
は
、ど
う
い
う
こ
と
か
。「
食
べ
る
」
を
再
・
呈
示
（
表

象
）
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
、
ス
パ
ゲ
ッ

テ
ィ
を
、
フ
ラ
ン
ス
料
理
を
、
口
へ
と
運
ぶ
動
き
を
模
倣
し
て
行

う
。
そ
の
口
へ
と
運
ぶ
も
の
に
見
合
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
マ
イ
ム（
も

の
ま
ね
の
身
振
り
）
等
か
ら
、
総
合
し
て
、
な
に
を
食
べ
て
い
る

の
か
が
観
客
に
認
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
か
。
当
た
り
前
だ
が
、
俳
優
は
空

腹
を
満
た
す
目
的
へ
の
手
段
と
し
て
「
食
べ
る
」
行
為
を
す
る
の

で
は
な
い
。
か
と
言
っ
て
単
に
、
な
に
か
を
食
べ
て
い
る
こ
と
が

観
客
に
わ
か
れ
ば
い
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ま
ざ

ま
な
行
為
の
積
み
重
ね
を
見
せ
る
こ
と
で
俳
優
が
演
じ
る
登
場
人

物
の
お
か
れ
た
状
況
を
呈
示
す
る
こ
と
。
そ
の
と
き
、「
行
為
を

見
せ
る
」
こ
と
は
登
場
人
物
の
お
か
れ
た
「
状
況
の
呈
示
」
に
寄

与
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
状
況
を
見
せ
る
と
い
う
目
的

の
た
め
の
単
な
る
手
段
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
ダ
ン
ス
や

パ
ン
ト
マ
イ
ム
と
ま
で
は
い
か
な
い
ま
で
も
、
演
劇
に
お
い
て
も

発
話
と
同
様
、
俳
優
の
所
作
、
身
振
り
、
立
ち
振
る
舞
い
は
と
て

も
重
要
な
構
成
要
素
な
の
で
あ
る
。

　

演
劇
に
お
い
て
「
行
為
」
は
、
そ
の
行
為
自
体
を
ど
の
よ
う
に

見
せ
る
の
か
、と
い
う
こ
と
で
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
食
べ
る
」

こ
と
を
表
象
し
て
は
い
る
も
の
の
、
ほ
ん
と
う
に
は
食
べ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、そ
の
食
べ
よ
う
が
、「
食
べ
る
の
呈
示
」

の
仕
方
が
問
題
と
な
る
。
つ
ま
り
舞
台
上
の
行
為
自
体
が
ど
の
よ

う
に
見
ら
れ
る
の
か
が
目
的
と
な
る
こ
と
。
そ
れ
が
演
劇
の
美
学

的
な
判
断
基
準
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
行
為
は
手
段
で
は
な
く
、

そ
の
行
為
の
呈
示
自
体
が
目
的
な
の
で
あ
る
。
ほ
ん
と
う
に
食
べ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
が
よ
し
と
さ
れ
れ
ば
、
リ
ア
ル
な
食

べ
っ
ぷ
り
が
要
請
さ
れ
る
。
い
や
、
ほ
ん
と
う
に
食
べ
て
い
る
と

き
よ
り
も
、「
食
べ
る
」
行
為
が
前
景
化
さ
れ
、「
食
べ
る
」
が
ド

ラ
マ
チ
ッ
ク
に
問
題
提
起
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た

り
す
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
行
為
を
洗
練
さ
せ
る
こ
と
。
稽
古
を

通
し
て
、
俳
優
の
動
き
を
開
発
し
安
定
さ
せ
る
こ
と
。
ユ
ニ
ー
ク

な
演
技
の
仕
方
で
、「
食
べ
る
」
が
演
出
さ
れ
る
こ
と
。
ほ
と
ん

ど
の
演
劇
は
、
そ
う
い
う
「
行
為
の
見
せ
方
」
の
面
白
さ
を
主
題

と
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　

し
か
し
、
そ
れ
で
い
い
の
か
と
い
う
思
い
が
つ
き
ま
と
う
の
だ
。

「
食
べ
る
」
と
認
定
さ
れ
る
た
め
に
あ
る
「
食
べ
る
の
マ
イ
ム
」

の
こ
と
を
慎
重
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
演
劇
の
行
為
を
見
せ
る

こ
と
が
、
自
明
の
こ
と
と
な
っ
て
は
い
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
言

い
方
は
奇
妙
で
も
ど
か
し
い
の
だ
が
、
な
ぜ
、
演
劇
の
「
食
べ
る
」

は
こ
の
こ
と
自
体
、
食
べ
る
自
身
を
そ
う
ま
で
し
て
呈
示
し
よ
う

と
す
る
の
か
。「
食
べ
る
」
こ
と
へ
の
接
近
（
食
べ
る
こ
と
が
成

り
立
つ
こ
と
）
に
ば
か
り
目
を
奪
わ
れ
て
、
見
落
と
し
て
い
る
の

は
、
演
劇
の
「
食
べ
る
」
に
必
然
的
に
つ
き
ま
と
う
未
熟
さ
と
言

う
か
、「
食
べ
る
」
へ
の
至
ら
な
さ
と
言
う
か
、
食
べ
そ
こ
な
い

の「
食
べ
る
」な
の
で
あ
る
。
決
し
て「
食
べ
る
」に
到
達
し
な
い「
マ

イ
ム
」
の
ほ
う
を
感
じ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

経
験
上
（
日
常
の
食
べ
る
と
い
う
経
験
か
ら
）、
そ
こ
（
舞
台
）

で
行
わ
れ
て
い
る
「
食
べ
る
の
マ
イ
ム
」
は
「
食
べ
る
」
こ
と
と

し
て
認
知
し
う
る
の
だ
が
、
あ
ま
り
に
当
然
の
よ
う
に
し
て
「
食

べ
る
」
が
舞
台
上
で
実
現
で
き
て
い
な
い
（
そ
の
行
為
は
食
べ
ま

ね
に
す
ぎ
な
い
）
と
し
た
と
き
、
な
に
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
。

そ
れ
を
、
経
験
を
超
え
て
理
念
的
に
思
考
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

か
。
そ
の
よ
う
な
舞
台
空
間
を
呈
示
し
た
と
き
、
私
た
ち
の
感
覚

は
ど
う
な
る
の
か
。
そ
こ
で
生
成
さ
れ
る
も
の
は
な
に
か
。
言
い

方
を
か
え
る
と
、
戯
曲
上
の
人
物
や
出
来
事
は
、
舞
台
上
で
は
う

ま
く
実
現
で
き
な
い
が
、
そ
の
実
現
で
き
な
さ
を
真
っ
当
に
舞
台

上
で
呈
示
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
積
極
的
な
演
劇
表
現
と
し
て
あ

り
う
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
演
劇
は
、
反
・

実
現
が
な
さ
れ
る
表
現
な
の
で
は
な
い
か
。

　
「
食
べ
る
」
を
マ
イ
ム
す
る
と
い
う
こ
と
は
「
食
べ
る
」
を
「
食

べ
る
」
手
前
で
実
現
さ
せ
ず
、「
食
べ
る
」
が
現
前
し
な
い
で
「
食

べ
る
の
マ
イ
ム
」の
ま
ま
で
い
る
こ
と
な
の
だ
。
た
だ
し
、決
し
て
、

そ
の
「
食
べ
る
の
マ
イ
ム
」
が
上
手
に
洗
練
さ
れ
た
美
的
な
振
る

舞
い
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
美
的
な
も
の
と
し
て

そ
の
マ
イ
ム
は
成
就
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
。「
食
べ
る
の
マ
イ
ム
」

の
ま
ま
の
持
続
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
と
き
、「
食
べ
る
の
マ
イ
ム
」

は
「
食
べ
る
」
と
「
マ
イ
ム
」
に
分
離
し
、
食
べ
る
と
い
う
意
味

の
ほ
う
は
脱
色
さ
れ
、
マ
イ
ム
は
舞
台
空
間
に
少
し
ず
つ
意
味
を

失
い
な
が
ら
推
移
す
る
。
そ
れ
で
も
「
マ
イ
ム
」
は
「
食
べ
る
」

か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
「
食
べ
る
の
マ
イ
ム
」

は
ゆ
ら
ぎ
、
振
動
し
て
い
る
。

　

マ
イ
ム
は
「
長
崎
を
上
演
す
る
」
に
お
け
る
重
要
な
構
成
要
素

の
一
つ
、
俳
優
と
登
場
人
物
を
超
越
し
た
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
地
と
図
の
よ
う
に
上
演
空
間
と
相
互
に
関
係
し
合
い
、
そ

こ
を
特
異
な
場
所
に
創
造
す
る
の
で
あ
る
。
俳
優
の
動
き
は
「
食

べ
る
」「
飲
む
」「
歩
く
」「
す
わ
る
」「
立
つ
」「
話
す
」「
見
る
」「
祈
る
」

等
の
動
詞
へ
（
あ
る
い
は
美
し
い
も
の
へ
）
と
認
定
す
る
視
覚
の

み
に
支
配
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
審
判
の
い
る
「
い
ま
・

こ
こ
」
と
い
う
凝
固
し
た
現
在
時
に
還
元
さ
れ
な
い
で
、
行
為
を

厚
み
の
感
触
を
と
も
な
う
イ
メ
ー
ジ
の
空
間
の
ほ
う
へ
差
し
出
す

マ
イ
ム
の
棲
む
場
所
。
そ
こ
こ
そ
が
演
劇
の
皮
膚
の
生
成
の
場
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

演
劇
に
は
、
三
つ
の
面
（
二
つ
の
位
相aspect

と
一
つ
の
局

面phase

）
が
あ
る
。
一
つ
は
、
上
演
時
の
舞
台
に
お
い
て
、
俳

優
と
観
客
に
現
前
す
る
空
間
と
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
接
地
面
。
も

う
ひ
と
つ
は
俳
優
の
演
技
に
よ
っ
て
で
き
る
戯
曲
上
の
イ
マ
ジ
ナ

リ
ー
な
面
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
静
的
な
面(

位
相aspect)

が
接
触
し
た
と
き
に
走
る
亀
裂
面(

局
面phase)

が
三
つ
目
で
あ

る
。
こ
の
現
在
の
空
間
に
お
け
る
私
た
ち
の
接
地
面
に
対
し
て
差

し
障
り
を
与
え
る
よ
う
に
俳
優
＝
登
場
人
物
が
振
る
舞
う
こ
と
。

そ
の
振
る
舞
い（
動
き
）で
二
つ
目
の
面
を
投
入
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
動
的
な
亀
裂
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
劇
で
あ
り
、
厚
み
で
あ
り
、

演
劇
の
皮
膚
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
じ
る
や
再
度
、
三
つ
目
の
亀
裂

面
を
生
み
厚
み
は
持
続
し
自
己
増
殖
し
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
そ
れ
は

す
な
わ
ち
、
あ
る
局
面
（phase

）
の
発
生
、
劇
の
時
間
が
生
じ

る
こ
と
で
も
あ
る
。

『
ド
ゥ
ル
ー
ズ
・
知
覚
・
イ
メ
ー
ジ―

映
像
生
態
学
の
生
成
』（
せ
り
か
書
房
）

か
ら
抜
粋
し
た
テ
キ
ス
ト
に
加
筆
し
た
も
の
で
す
。

光
景
に
思
え
る
既
視
感
。
こ
れ
ら
は
、
今
急
に
顔
を
出
し
た
過
去

が
、
自
分
の
記
憶
の
中
で
し
っ
か
り
と
支
え
を
持
た
な
い
と
き
に

起
こ
る
宙
づ
り
の
よ
う
な
出
来
事
で
あ
る
。
見
か
け
た
人
を
誰
々

と
、
眼
前
の
光
景
を
何
々
と
特
定
は
で
き
な
い
が
確
か
に
過
去
の

こ
と
だ
っ
た
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
と
き
に
、
こ
の
事
態
は
起

こ
る
。
現
在
の
流
れ
の
中
に
あ
る
者
が
、
現
在
の
出
来
事
を
過
去

の
特
定
の
記
憶
と
再
認
で
き
ず
に
、
け
れ
ど
も
そ
れ
を
確
か
に
過

去
と
感
じ
な
が
ら
見
届
け
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
な
ん
と
も
言
え

な
い
感
触
に
、
現
前
す
る
主
観
の
生
の
感
覚
と
は
違
う
も
う
ひ
と

つ
の
生
の
厚
み
を
覚
え
る
と
き
、
そ
れ
こ
そ
が
演
劇
の
皮
膚
に
さ

わ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

私
の
身
体
が
世
界
と
の
接
地
面
に
直
面
し
て
離
れ
ら
れ
な
い
こ

と
。
こ
れ
が
現
在
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
の
接
地
面
が
揺
る

が
さ
れ
る
事
態
、
そ
れ
が
皮
膚
の
出
現
で
あ
る
。

　

ひ
と
り
の
俳
優
が
な
に
も
な
い
舞
台
空
間
の
あ
る
宙
空
に
向
け

て
指
差
し
「
こ
の
絵
は
ど
こ
の
風
景
で
す
か
」
と
問
う
。
相
手
役

の
俳
優
が
「
セ
ー
ヌ
川
で
す
」
と
応
え
る
。
舞
台
空
間
に
、
壁
に

か
か
っ
た
絵
が
現
れ
る
。
セ
リ
フ
の
情
報
か
ら
、
セ
ー
ヌ
川
の
絵

が
出
現
す
る
。
舞
台
空
間
に
戯
曲
の
空
間
が
立
ち
上
が
る
。
し
か

し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
俳
優
の
演
技
（
セ
リ
フ
と
仕
草
）
と

と
も
に
表
象
さ
れ
た
戯
曲
の
空
間
、
壁
に
か
か
っ
た
セ
ー
ヌ
川
の

絵
で
は
な
い
。
俳
優
が
、
現
在
時
の
舞
台
の
接
地
面
（
い
ま
、
俳

優
も
観
客
も
そ
こ
を
生
き
て
い
る
）
に
戯
曲
上
の
空
間
の
接
地
面

を
上
書
き
す
る
よ
う
に
も
た
ら
す
こ
と
が
重
要
な
の
だ
。
俳
優
の

側
か
ら
す
れ
ば
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
観
客
の
ほ
う
か
ら
は
、

戯
曲
上
の
空
間
は
見
え
な
い
。
い
ま
、
舞
台
上
の
空
間
に
は
何
も

な
い
の
だ
。
セ
ー
ヌ
川
の
絵
は
現
在
見
え
て
い
る
も
の
の
完
全
な

る
下
書
き
で
し
か
な
く
、
舞
台
の
宙
空
の
下
に
あ
る
と
し
か
言
い

よ
う
が
な
い
。
そ
れ
で
も
、
同
時
に
俳
優
は
確
信
を
持
っ
て
そ
の

宙
空
に
向
け
て
「
こ
の
絵
は
ど
こ
の
風
景
で
す
か
」
と
あ
た
か
も

壁
に
か
か
っ
た
絵
が
あ
る
ご
と
く
に
言
う
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、

絵
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
俳
優
＝
登
場
人
物
は
ど
こ
に
い
る
の
か
。

　

絵
は
戯
曲
上
の
空
間
に
あ
り
、
俳
優
は
登
場
人
物
と
し
て
は
戯

曲
上
に
あ
り
、
身
体
と
し
て
は
舞
台
空
間
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

俳
優
は
戯
曲
の
世
界
と
舞
台
上
の
両
方
を
二
重
に
生
き
て
い
る
。

な
に
か
、
お
さ
ま
り
の
つ
い
た
よ
う
な
真
っ
当
な
解
答
だ
け
れ
ど

も
、
演
劇
に
と
も
な
う
こ
の
よ
う
な
配
置
を
言
い
当
て
た
つ
も
り

に
な
っ
て
も
仕
方
の
な
い
こ
と
な
の
だ
。
何
処
と
も
の
の
所
在
を

問
う
の
で
は
な
く
、
こ
の
特
殊
な
配
置
の
あ
り
よ
う
に
よ
っ
て
、

な
に
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
を
問
う
ほ
う
が
い
い
。

　

あ
る
い
は
、
舞
台
上
に
は
俳
優
の
身
体
に
よ
る
動
き
と
発
話
が

あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
そ
れ
ら
の
情
報

に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
、
観
客
の
頭
の
中
に
受
容
さ
れ
た
戯
曲
の
イ

演
劇
の
皮
膚

松
田
正
隆


