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田
中
　
美
保
子

は
じ
め
に

二
〇
二
一
年
の
年
末
に
イ
ギ
リ
ス
の
シ
ア
タ
ー
・
バ
イ
・
ザ
・
レ
イ

ク
︵Th

eatre by the Lake

︶
で
上
演
さ
れ
た
、
フ
ィ
リ
ッ
パ
・
ピ
ア
ス

︵Philippa Pearce

︶
原
作 Tom’s M

idnight G
arden

︵1958
︶
の
舞
台
は
、

非
常
に
斬
新
で
画
期
的
な
演
出
で
聴
衆
を
魅
了
し
た
。
そ
の
斬
新
な
翻
案

手
法
に
注
目
し
て
、
本
稿
で
は
文
学
作
品
の
翻
訳
と
翻
案
／
ア
ダ
プ
テ
ー

シ
ョ
ン
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。︵
本
稿
は
、
二
〇
二
二
年
三
月
二
十

一
日
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
さ
れ
た
明
治
学
院
大
学
言
語
文
化
研
究
所

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
筆
者
の
行
な
っ
た
発
表
﹁
選
択
と
断
念
の
は
ざ
ま
か

ら
:Philippa Pearce, Tom’s M

idnight G
arden

の
翻
案
を
手
が
か
り
に

考
え
る
﹂
を
元
に
稿
を
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。︶

一　

用
語
に
つ
い
て
：「
翻
案
」「
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
」と「
翻
訳
」「
翻
案
」

本
論
に
入
る
前
に
、
用
語
に
つ
い
て
整
理
・
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ

れ
に
は
、
二
〇
二
一
年
に
佐
藤
美
希
が
発
表
し
た
意
欲
的
な
論
考
﹁
文
学

作
品
の
﹃
翻
案
﹄
と
﹃
翻
訳
﹄
を
再
考
す
る
﹂
が
参
考
に
な
る
。
佐
藤
が
言

う
通
り
、﹁
翻
案
／
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
研
究
﹂
は
﹁
近
年
日
本
で
活
発

に
な
っ
て
き
た
﹂
が
、
依
然
と
し
て
﹁
翻
案
﹂﹁
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
﹂
の

厳
密
な
定
義
づ
け
や
、﹁
翻
訳
﹂
と
﹁
翻
案
﹂
の
使
い
分
け
は
定
着
し
て
い

る
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
る
。
そ
も
そ
も
﹁﹃
翻
訳
﹄
と
﹃
翻
案
﹄
を
差

異
化
す
る
基
準
は
極
め
て
曖
昧
﹂︵
佐
藤  

七
十
二
︶
で
あ
る
と
い
う
の
も
、

佐
藤
の
言
う
通
り
で
あ
る
。
佐
藤
は
、
こ
れ
ら
を
包
括
す
る
ル
フ
ェ
ー
ヴ

ル
︵Andre Lefevere

︶
の
﹁
書
き
換
え
︵rew

riting

︶﹂
と
い
う
捉
え
方
や
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
る
﹁
︵
文
学
作
品
の
︶
生
き
延
び
た
生
命
﹂
と
そ
の
要
因

 
Philippa Pearce, Tom’s M

idnight G
arden

の
翻
案
を
手
が
か
り
に
考
え
る

選
択
と
断
念
の
は
ざ
ま
か
ら
：
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を
考
察
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
な
ど
を
紹
介
し
て
定
義
づ
け
に
迫
ろ
う
と
試
み

て
い
る
︵
七
十
一
︱
九
十
六
︶。
佐
藤
に
よ
る
と
、
小
説
か
ら
映
像
化
や

舞
台
化
し
た
メ
デ
ィ
ア
横
断
型
の
翻
案
を
﹁
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
﹂
と
称

し
、
同
じ
書
記
テ
ク
ス
ト
の
改
作
で
あ
る
﹁
翻
案
﹂
と
分
け
て
用
い
る
こ

と
が
多
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
と
く
に
、
近
年
盛
ん
に
日
本
で
も
研
究

さ
れ
て
い
る
の
は
前
者
で
あ
り
、
数
年
に
わ
た
り
開
催
さ
れ
て
き
た
本
研

究
所
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
そ
の
流
れ
に
寄
与
し
て
い
る
試
み
と
言
え
よ
う
。

一
方
、
本
研
究
所
の
二
〇
二
二
年
三
月
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
、﹁
翻

案
﹂﹁
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
﹂
の
定
義
付
け
や
﹁
翻
訳
﹂
と
﹁
翻
案
﹂
の
捉

え
方
は
、
講
演
者
や
提
題
者
に
任
さ
れ
て
い
る
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
も

そ
も
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
英
語
タ
イ
ト
ル“Translation Adaptation 

Intertextuality”

に
併
置
さ
れ
た
日
本
語
タ
イ
ト
ル
が
﹁
時
代
を
映
す
ア

ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
﹂
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の

三
つ
の
用
語
の
厳
密
な
使
い
分
け
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
他
の
発
表
内
容

で
も
、﹁
翻
案
﹂
と
﹁
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
﹂
の
使
い
分
け
は
明
確
に
な
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
全
体
の
意
図
と

し
て
、
そ
う
し
た
定
義
づ
け
を
試
み
よ
う
と
い
う
目
論
見
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
昨
年
度
の
基
調
講
演
者
で
あ
る

山
本
史
郎
の
ス
タ
ン
ス
に
も
よ
く
表
れ
て
い
る
。
山
本
は
、
言
語
学
者
の

ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
︵Rom

an Jakobson

︶
が
一
九
五
九
年
に
提
唱
し
た
翻
訳

の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
﹁
言
語
内
翻
訳
︵intralingual translation

︶﹂﹁
言

語
間
翻
訳
︵interlingual translation

︶﹂﹁
記
号
法
間
翻
訳
︵intersem

iotic 
translation

︶﹂
を
引
い
て
、﹁
言
語
間
翻
訳
と
記
号
法
間
翻
訳
が
、﹃
意
味

の
転
移
﹄
と
い
う
視
点
か
ら
統
一
的
に
分
析
で
き
る
﹂︵
山
本 

三
︶
と
す

る
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
半
世
紀
以
上
経
た
現
在
で
も
な
お
有
効
な
視

点
で
あ
る
。
今
年
度
の
筆
者
の
発
表
も
、
こ
の
山
本
の
姿
勢
を
踏
襲
し
、

﹁
翻
訳
﹂
と
﹁
翻
案
﹂
の
差
異
を
定
義
づ
け
る
こ
と
よ
り
も
、
翻
訳
で
あ
れ

翻
案
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
﹁
翻
訳
行
為
﹂
と
捉
え
、
ど
の
営
み
に

も
多
か
れ
少
な
か
れ
つ
き
も
の
の
﹁
選
択
と
断
念
﹂
と
い
う
行
為
と
、
そ

の
行
為
の
は
ざ
ま
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
を
試

み
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
も
、
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
英
語
の 

“adaptation”

の
訳
語
と
し
て
、﹁
翻
案
﹂
と
﹁
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
﹂
を
同

義
的
に
用
い
、
と
き
に
、﹁
翻
案
／
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
﹂
と
併
記
す
る

こ
と
と
す
る
。

翻
訳
行
為
に
焦
点
を
当
て
た
代
表
的
な
理
論
に
、
ス
コ
ポ
ス
理
論
＊
１

が
あ
る
。
発
表
で
は
、
ま
ず
、
同
理
論
の
日
本
に
お
け
る
一
人
者
で
あ
る

藤
濤
文
子
の
図
︵
六
十
七
︶
を
借
り
て
、﹁
翻
訳
﹂
と
﹁
翻
案
﹂
の
位
置
付

け
を
紹
介
し
た
。
こ
の
図
で
は
、
翻
訳
行
為
を
縦
軸
に
と
り
、
上
端
を
起

点
志
向
、
下
端
を
目
標
志
向
と
し
て
い
る
。
全
部
で
十
項
目
に
整
理
さ
れ

た
翻
訳
行
為
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
起
点
志
向
に
近
い
も
の
は
﹁
複
写
﹂、

目
標
志
向
に
近
い
も
の
は
﹁
創
造
・
創
作
﹂
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
縦
軸
の

上
に
い
く
ほ
ど
原
作
／
原
文
寄
り
、
下
に
い
く
ほ
ど
原
作
／
原
文
か
ら
離

れ
た
翻
訳
行
為
と
な
り
、﹁
翻
案
﹂
は
、
一
番
下
、
つ
ま
り
、
原
作
／
原

文
か
ら
最
も
離
れ
た
、
創
作
に
近
い
行
為
と
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
ど
の
翻
訳
も
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
単
一
の
行
為
だ
け
で
成

立
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
、
つ
ね
に
選
択
と
断
念
を
繰
り
返
す
こ
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と
に
な
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
す
る
と
、
問
わ
れ
る
の
は
、
何

を
選
択
し
、
断
念
す
る
か
と
い
う
点
に
な
る
。
こ
れ
を
念
頭
に
お
い
て
、

Tom’s M
idnight G

arden

を
例
に
考
察
す
る
。

二　

原
作
と
受
容

・
原
作
に
つ
い
て

分
析
の
対
象
と
す
る
作
品
の
原
作
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
作
者
は
、
イ

ギ
リ
ス
の
児
童
文
学
作
家
フ
ィ
リ
ッ
パ
・
ピ
ア
ス
︵1920‒2006

︶
で
、

緻
密
な
描
写
力
や
隙
の
な
い
構
成
力
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
現
代
イ
ギ
リ

ス
を
代
表
す
る
作
家
で
あ
る
。
寡
作
な
が
ら
、
今
回
取
り
上
げ
るTom’s 

M
idnight G

arden 

︵1958

︶
は
、﹁
戦
後
イ
ギ
リ
ス
児
童
文
学
の
金
字

塔
﹂＊
２

と
言
わ
れ
る
ほ
ど
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
。

こ
の
作
品
の
概
要
に
つ
い
て
、
邦
訳
書
版
元
の
岩
波
書
店
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
は
、
以
下
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

友
だ
ち
も
な
く
退
屈
し
て
い
た
ト
ム
は
,
真
夜
中
に
古
時
計
が
十

三
も
時
を
打
つ
の
を
聞
き
,
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
庭
園
に
誘
い

だ
さ
れ
て
,
ふ
し
ぎ
な
少
女
と
友
だ
ち
に
な
り
ま
す
。
歴
史
と
幻

想
を
巧
み
に
織
り
ま
ぜ
た
傑
作
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
。

本
国
イ
ギ
リ
ス
の
児
童
文
学
最
高
の
賞
と
言
わ
れ
る
カ
ー
ネ
ギ
ー
賞
を

受
賞
、
多
く
の
国
の
言
語
に
訳
さ
れ
た
。
ま
た
、
日
英
両
国
と
も
に
、
一

線
で
活
躍
中
の
批
評
家
や
研
究
者
が
こ
ぞ
っ
て
称
賛
し
、
そ
の
後
の
児
童

文
学
研
究
や
創
作
活
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
い

わ
ば
、
世
界
中
で
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
で
あ
り
、﹁
現
代
の
古
典
﹂
と
言
わ
れ

る
現
代
イ
ギ
リ
ス
児
童
文
学
の
代
表
的
作
品
で
あ
る
。

こ
の
作
品
で
は
、﹁
時
が
人
間
に
及
ぼ
す
不
思
議
﹂﹁
人
と
人
の
繋
が
り

と
は
﹂﹁
人
間
に
と
っ
て
本
当
の
魔
法
と
は
？
﹂
と
い
っ
た
、
普
遍
的
と
も

言
え
る
哲
学
的
な
テ
ー
マ
が
追
求
さ
れ
て
い
る
。
筋
書
き
や
描
写
の
魅
力

に
加
え
、
こ
う
し
た
人
間
の
生
き
方
や
存
在
に
対
す
る
根
源
的
な
問
い
か

け
を
す
る
思
想
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
多
く
の
人
の
心
を
揺
さ

ぶ
り
、
世
界
的
な
広
が
り
と
評
価
と
人
気
を
不
動
の
も
の
に
し
た
。
次
の

瀬
田
貞
二
の
文
章
が
そ
の
特
徴
を
端
的
に
言
い
得
て
い
る
。

⋮
⋮
こ
の
よ
う
に
哲
学
的
な
問
題
を
形
象
化
し
よ
う
と
し
た
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
は
か
つ
て
存
在
し
な
か
っ
た
。

　
﹁
時
﹂
の
本
質
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
ト
ム
の
行
動
を
追
い
な

が
ら
、
作
者
は
子
ど
も
の
心
理
に
わ
け
い
り
、
そ
し
て
感
情
の
ひ

だ
の
す
み
ず
み
ま
で
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
と
ら
え
て
い
る
。
そ
の

た
め
こ
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
、
幼
年
時
代
に
固
有
の
心
理
的
・
感

情
的
真
実
を
示
し
、
同
時
に
人
間
に
と
っ
て
、﹁
成
長
﹂
の
意
味

す
る
も
の
を
も
示
す
と
い
う
複
雑
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
イ
ギ
リ
ス
の
大
人
の
文
学
が
一
八
世
紀
末
以
来
、
文
学
の
重
要

な
主
題
の
ひ
と
つ
と
し
て
追
及
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
こ
の
作
品
は
、
子
ど
も
の
た
め
の

0

0

0

0

0

0

0

文
学
で
あ
る
と
同
時
に
、
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子
ど
も
に
つ
い
て
の

0

0

0

0

0

0

0

0

文
学
と
も
な
り
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ピ
ア
ス
は
、
子
ど
も
の
た
め
の
文
学
の
有
力
な
領
域
の
ひ
と
つ

で
あ
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
用
い
て
、
子
ど
も
に
つ
い
て
の
文
学
を

も
つ
く
り
出
し
た
の
だ
が
、
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
子
ど
も
に
つ

い
て
の
文
学
の
書
き
手
た
ち
の
思
い
及
ば
な
か
っ
た
新
し
い
方
法

で
あ
っ
た
。

︵
瀬
田 

一
九
〇
︶

こ
う
し
た
コ
メ
ン
ト
か
ら
、
こ
の
作
品
が
児
童
文
学
の
金
字
塔
と
評
さ

れ
る
所
以
が
よ
く
わ
か
る
。
テ
ー
マ
・
表
現
技
法
・
思
想
・
時
代
な
ど
が

見
事
に
調
和
し
結
実
し
た
作
品
と
言
え
よ
う
。
本
書
に
よ
っ
て
、
児
童
文

学
の
魅
力
に
目
覚
め
、
ま
だ
黎
明
期
に
あ
っ
た
児
童
文
学
の
研
究
や
、
創

作
、
翻
訳
や
編
集
、
司
書
な
ど
の
道
に
導
か
れ
た
者
は
、
本
国
で
も
日
本

で
も
数
知
れ
ず
存
在
す
る
。

・
日
本
に
お
け
る
受
容

日
本
で
は
、
一
九
六
七
年
に
翻
訳
書
が
出
版
さ
れ
た
。
翻
訳
者
は
当
時

静
岡
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
英
文
学
者
の
高
杉
一
郎
で
、﹃
ト
ム
は

真
夜
中
の
庭
で
﹄
と
い
う
訳
題
で
岩
波
書
店
が
出
版
し
た
。
こ
の
訳
出
に

は
、
原
作
の
出
版
か
ら
九
年
を
経
て
い
る
が
、
日
本
で
は
児
童
文
学
の
創

作
や
研
究
が
本
格
的
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
日
が
浅
い
時
期
で

あ
っ
た
＊
３

こ
と
を
考
え
る
と
、
決
し
て
遅
い
出
版
と
は
言
え
ま
い
。
そ

も
そ
も
、
本
書
は
、
戦
後
の
経
済
が
安
定
し
て
き
た
時
期
に
、
そ
れ
ま

で
の
文
庫
版
に
加
え
て
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
岩
波
の
愛
蔵
版
︵
つ
ま

り
、
ハ
ー
ド
バ
ッ
ク
︶
児
童
書
の
草
分
け
で
あ
り
︵
瀬
田 

五
十
三
︶、
岩

波
書
店
と
し
て
こ
の
訳
書
の
出
版
に
は
特
別
に
力
を
入
れ
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。
本
書
の
翻
訳
出
版
の
き
っ
か
け
は
、
英
語
圏
で
当
時
大
き

な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
Ｊ
・
Ｒ
・
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ド
︵J. R

. Tow
nsend

︶
の

W
ritten for C

hildren (1965)

︵
邦
題
﹃
子
ど
も
の
本
の
歴
史
﹄︶
の
訳
出
を

進
め
て
い
た
高
杉
一
郎
が
、
同
書
の
中
で
、
こ
の
作
品
が
﹁
戦
後
の
最
高

傑
作
﹂
と
評
さ
れ
て
い
た
の
を
受
け
、
岩
波
書
店
に
勧
め
た
ら
し
い
＊
４
。

そ
の
と
き
以
来
、
現
在
の
少
年
文
庫
版
ま
で
一
貫
し
て
、
表
紙
に
は
、
原

書
と
同
じ
ア
イ
ン
ツ
ィ
ヒ
の
イ
ラ
ス
ト
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。︵
カ
バ
ー

デ
ザ
イ
ン
の
変
化
や
イ
ラ
ス
ト
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
翻
訳
研
究
の
題
材

に
な
る
。
こ
こ
で
は
詳
し
く
立
ち
入
ら
な
い
が
、
カ
バ
ー
の
装
画
に
も
岩

波
の
原
作
尊
重
の
姿
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お

く
。︶筆

者
は
こ
の
作
品
の
日
本
に
お
け
る
受
容
の
実
態
に
つ
い
て
、
二
〇
〇

七
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
に
か
け
て
調
査
研
究
し
、
分
析
の
結
果
を
表
に
ま

と
め
た
︵Tanaka 441 -43

︶。
こ
の
表
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
作

品
の
翻
訳
出
版
が
一
九
六
七
年
、
そ
の
後
十
数
年
経
過
し
た
一
九
八
〇
年

代
ご
ろ
か
ら
、
日
本
語
で
書
か
れ
た
児
童
文
学
作
品
に
﹁
︵
裏
︶
庭
﹂﹁
ド

ア
﹂﹁
真
夜
中
﹂﹁
時
﹂
を
扱
っ
た
も
の
が
、
一
気
に
増
え
て
い
る
。
日
本

に
お
い
て
も
、
こ
の
作
品
が
少
な
か
ら
ぬ
イ
ン
パ
ク
ト
を
及
ぼ
し
た
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
、
美
智
子
上
皇
后
が
一
九
九
〇
年
に
渡
英
し
た

折
、
ロ
ン
ド
ン
で
主
宰
し
た
晩
餐
会
に
、
こ
の
作
品
を
愛
読
し
て
い
た
上
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皇
后
自
ら
所
望
さ
れ
、
児
童
文
学
作
家
と
し
て
唯
一
招
か
れ
た
の
が
原
作

者
の
ピ
ア
ス
だ
っ
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
八
年
の
日
生
劇
場
・
文
学
座
協

賛
の
日
生
劇
場
開
場
四
十
五
周
年
記
念
の
特
別
公
演
の
演
目
と
し
て
も
本

作
が
選
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
も
、
こ
の
作
品
が
日
本
で
人
気

を
保
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
岩
波
の
翻
訳
版
は
、
現
在
で
も

版
を
重
ね
続
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
依
然
と
し
て
人
気
は
お
と
ろ
え
て

い
な
い
、
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
日
本
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
実
態
は
、

本
国
イ
ギ
リ
ス
で
の
こ
の
作
品
に
対
す
る
依
然
と
し
て
高
い
評
価
や
人
気

に
ひ
け
を
と
ら
な
い
。
本
国
で
も
、
児
童
劇
専
門
の
ユ
ニ
コ
ー
ン
劇
場

︵U
nicorn Th

eatre

︶
が
ロ
ン
ド
ン
に
出
来
た
と
き
の
こ
け
ら
落
と
し
で

こ
の
作
品
が
選
ば
れ
上
演
さ
れ
て
い
る
。

・
英
米
に
お
け
る
受
容

こ
の
作
品
の
主
な
﹁
翻
訳
﹂
や
﹁
翻
案
／
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
﹂
を
整
理

す
る
と
、
次
の
よ
う
な
一
覧
︵
図
１
︶
に
な
る
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
時
の
ス

ラ
イ
ド
か
ら
転
載
す
る
。
活
字
に
よ
る
翻
訳
以
外
に
も
、
こ
れ
ま
で
に
公

表
さ
れ
た
主
な
も
の
を
メ
デ
ィ
ア
別
に
時
系
列
で
整
理
し
て
あ
る
。

ま
ず
、
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
主
な
も
の
と
し
て
、
六
種
類
の
翻
案

／
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
作
品
が
あ
る
。
①
一
九
八
九
年
に
Ｂ
Ｂ
Ｃ
放
送
が

放
映
し
た
テ
レ
ビ
番
組
版
、
②
一
九
九
九
年
に
ア
メ
リ
カ
の
航
空
会
社
が

機
内
映
画
用
に
製
作
し
、
後
に
一
般
に
も
公
開
さ
れ
た
映
画
版
、
③
二

〇
〇
〇
年
、
二
〇
〇
二
年
、
二
〇
〇
三
年
に
主
だ
っ
た
劇
場
で
上
演
さ

れ
た
劇
場
版
で
あ
る
。
劇
場
版
は
い
ず
れ
も
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ウ
ッ
ド

︵D
avid W

ood

︶
脚
本
で

あ
る
。
一
方
、
高
杉
一
郎

の
翻
訳
以
外
に
日
本
で
発

表
さ
れ
た
主
だ
っ
た
翻
案

／
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
作

品
に
は
、
④
二
〇
〇
八
年

に
日
生
劇
場
と
文
学
座
の

協
賛
で
上
演
さ
れ
た
舞

台
︵
日
生
劇
場
版
︶
が
あ

る
。
こ
れ
は
、
日
本
独
自

の
脚
本
・
演
出
を
高
瀬

久
男
が
手
が
け
て
い
る
が
、

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ウ
ッ
ド

の
イ
ギ
リ
ス
版
を
参
考
に

し
た
こ
と
が
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
に
散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
⑤
二
〇
二
一
年
に
シ
ア
タ
ー
・

バ
イ
・
ザ
・
レ
イ
ク
︵
以
下T

BT
L)

の
舞
台
が
あ
る
。
こ
れ
も
、
デ
イ
ヴ

ィ
ッ
ド
・
ウ
ッ
ド
の
脚
本
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

映
画
や
舞
台
の
ほ
か
に
、
も
う
一
つ
、
⑥
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・
ノ
ヴ
ェ
ル

へ
の
翻
案
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
ず
、
二
〇
一
五
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
、
イ

ー
デ
ィ
ス
︵Edith

︶
に
よ
る
作
画
で
フ
ラ
ン
ス
語
版
が
出
さ
れ
た
後
、
そ

れ
が
イ
ギ
リ
ス
に
逆
輸
入
さ
れ
る
形
で
翌
年
に
イ
ギ
リ
ス
で
出
さ
れ
た
。

こ
の
イ
ギ
リ
ス
版
の
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・
ノ
ヴ
ェ
ル
の
吹
き
出
し
の
英
語
は
、
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ほ
ぼ
原
作
の
セ
リ
フ
を
採
用
し
て
い
る
。

・
読
者
の
反
応
の
日
英
の
異
同

次
に
、
こ
の
作
品
の
書
記
テ
ク
ス
ト
に
関
し
て
、
原
作
と
翻
訳
書
の
日

英
両
国
で
の
受
け
止
め
ら
れ
方
の
違
い
を
確
認
す
る
。
前
出
の
筆
者
の
調

査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
反
応
を
端
的
に
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
四

点
が
抽
出
で
き
る
＊
５
。

１　

想
像
力
を
捉
え
る
文
章
の
美
し
さ
と
克
明
な
描
写
力

２　

読
み
手
に
驚
き
や
感
動
を
与
え
る
力

３　

憧
れ
を
誘
う
舞
台
設
定
︵
ビ
ク
ト
リ
ア
朝
英
国
の
屋
敷
・
美

し
い
庭
園
︶

４　

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
へ
の
礼
賛
と
目
覚
め
︵
子
ど
も
の
文
学
の
新

し
い
表
現
形
式
︶

１
と
２
は
日
英
に
共
通
し
て
い
る
が
、
３
と
４
は
イ
ギ
リ
ス
の
読
者
に

は
見
ら
れ
な
い
日
本
特
有
の
反
応
で
あ
る
。
３
と
４
は
訳
出
の
さ
れ
方
や
、

当
時
の
日
本
の
児
童
文
学
状
況
と
も
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
単
純
に
は
比

較
で
き
な
い
要
素
が
あ
る
も
の
の
、
実
は
日
本
で
は
、
こ
の
点
こ
そ
が
、

こ
の
作
品
が
人
気
を
得
て
、
そ
の
後
の
日
本
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
児
童
文

学
作
品
の
受
容
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
要
素
と
し
て
見
逃
す
こ
と
は

で
き
な
い
点
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
こ
れ
ら
は
、
英
語
圏
の
評
価
や
コ

メ
ン
ト
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
︵Tanaka  237‒70

︶。

三　

具
体
例
か
ら

こ
こ
で
、
論
点
を
絞
る
た
め
に
、
日
英
両
国
の
読
者
が
共
通
し
て
惹
か

れ
た
二
点
、
つ
ま
り
、
原
書
と
翻
訳
に
共
通
す
る
、
上
掲
の
１
と
２
に
注

目
し
て
考
え
て
み
る
。
こ
れ
ら
二
点
は
、
相
互
に
支
え
合
っ
て
い
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
文
章
の
美
し
さ
や
描
写
力
は
、
映
画
や
舞
台
の
翻
案
／
ア

ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
は
ど
う
再
現
し
得
る
の
か
。
ま
た
、
読
み
手
に
驚
き

や
感
動
を
与
え
る
力
は
ど
の
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？　

こ
れ
ら
が
よ
く
表
れ
て
い
る
、
二
つ
の
場
面
﹁
ド
ア
を
通
り
抜
け
る
場
面
﹂

と
﹁
ス
ケ
ー
ト
で
川
を
下
る
場
面
﹂
を
取
り
上
げ
て
比
べ
て
み
る
。

・
ド
ア
を
通
り
抜
け
る
場
面

原
作
で
は
相
当
な
分
量
が
こ
の
部
分
の
描
写
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
に
配
布
し
た
資
料
で
は
、
原
文
も
翻
訳
文
も
Ａ
４
版
二

ペ
ー
ジ
を
超
え
る
分
量
で
、
読
み
通
す
の
に
も
そ
れ
な
り
の
時
間
を
要
す

る
箇
所
で
あ
る
。
原
作
者
は
、
こ
れ
だ
け
の
分
量
を
費
や
し
、
一
つ
一
つ

の
動
作
や
、
ト
ム
の
身
体
感
覚
や
感
情
に
い
た
る
ま
で
、
微
に
入
り
細
に

入
り
筆
を
尽
く
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
読
者
に
、
こ
れ
が
作
り
物
で

は
な
い
こ
と
を
着
実
に
伝
達
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が

読
者
に
と
っ
て
リ
ア
ル
な
世
界
と
な
る
た
め
に
必
要
な
筆
力
が
余
す
と
こ

ろ
な
く
発
揮
さ
れ
た
好
例
と
言
え
よ
う
。

該
当
箇
所
す
べ
て
を
掲
載
す
る
に
は
長
過
ぎ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
、
そ

の
中
か
ら
、
ド
ア
を
通
り
抜
け
る
瞬
間
の
描
写
だ
け
に
絞
っ
て
引
用
し
て
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お
く
。 

Tom
 glared at the door that once m

ore w
as his barrier. 

O
nce m

ore, w
ithout hope, he raised his hand to the latch and 

pressed it. As usual, he could not m
ove it: his fingers seem

ed 
to have no substance. T

hen, in anger, he pressed w
ith all 

im
aginable m

ight: he knitted his brow
s, and brought all his 

w
ill to bear upon the latch, until he felt that som

ething had 
to happen. It did: his fingers began to go through the latch, 
as though the latch, and not his fingers, now, w

ere w
ithout 

substance. H
is fingers w

ent through the ironw
ork of the latch 

altogether, and his hand fell back into place by his side.
 

[ . . . ]
 

D
eliberately he set his side against the door, shoulder, hip 

and heel, and pressed. At first, nothing gave, either of him
self 

or the door. Yet he continued the pressure, w
ith still greater 

force and greater determ
ination; and gradually he becam

e 
aw

are of a strange sensation, that at first he thought w
as a 

num
bness all dow

n his side – but no, it w
as not that.

 
‘I’m

 going through,’ Tom
 gasped, and w

as seized w
ith 

alarm
 and delight.

(Pearce 52-53)
こ
の
箇
所
の
高
杉
一
郎
の
日
本
語
訳
は
、
単
語
と
文
法
、
い
ず
れ
の
レ

ベ
ル
で
も
、
か
な
り
原
文
に
忠
実
に
、
緻
密
な
描
写
を
過
不
足
な
く
再
現

し
て
い
る
。

　

ト
ム
は
、
こ
れ
ま
で
と
お
な
じ
よ
う
に
じ
ぶ
ん
の
ま
え
に
立
ち

は
だ
か
っ
て
い
る
ド
ア
を
に
ら
み
つ
け
た
。
そ
れ
か
ら
、
と
て
も

だ
め
だ
と
は
思
っ
た
が
、
も
う
一
ど
手
を
か
け
が
ね
の
と
こ
ろ
ま

で
の
ば
し
て
、
お
し
て
み
た
。
こ
れ
ま
で
と
お
な
じ
よ
う
に
、
か

け
が
ね
は
ビ
ク
と
も
し
な
か
っ
た
。
ま
る
で
、
ト
ム
の
指
が
か
ら

っ
ぽ
で
中
身
が
な
い
よ
う
な
感
じ
だ
っ
た
。
腹
を
た
て
た
ト
ム
は
、

あ
ら
ん
か
ぎ
り
の
力
を
ふ
り
し
ぼ
っ
て
、
か
け
が
ね
を
お
し
た
。

顔
を
し
か
め
な
が
ら
、
か
け
が
ね
を
お
し
あ
け
る
た
め
に
す
べ
て

の
意
志
の
力
を
集
中
し
た
。
す
る
と
、
な
に
か
が
お
こ
っ
た
よ
う

な
気
が
し
た
。
い
や
、
た
し
か
に
な
に
か
が
お
こ
っ
た
。
こ
ん
ど

は
、
じ
ぶ
ん
の
指
で
は
な
く
、
か
け
が
ね
の
方
が
か
ら
っ
ぽ
に
な

っ
て
中
身
が
な
く
な
っ
た
よ
う
に
、
ト
ム
の
指
が
か
け
が
ね
の
な

か
を
つ
き
ぬ
け
は
じ
め
た
の
だ
。
指
は
、
鉄
で
で
き
て
い
る
か
け

が
ね
ぜ
ん
た
い
の
な
か
を
つ
き
ぬ
け
て
、
ま
た
じ
ぶ
ん
の
か
ら
だ

の
そ
ば
ま
で
も
ど
っ
て
き
た
。

　
︵
中
略
︶

　

肩
、
腰
、
足
と
、
ト
ム
は
じ
ぶ
ん
の
か
ら
だ
の
側
面
を
ゆ
っ
く

り
と
ド
ア
に
あ
て
て
か
ら
、
お
し
て
み
た
。
は
じ
め
の
う
ち
は
、



選択と断念のはざまから

113

じ
ぶ
ん
の
か
ら
だ
も
、
ド
ア
も
、
ど
っ
ち
も
敗
け
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
ト
ム
は
、
あ
き
ら
め
ず
に
、
ま
す
ま
す
力
を
こ
め
て
お
し

つ
づ
け
た
。
そ
の
う
ち
に
、
だ
ん
だ
ん
へ
ん
な
感
じ
が
し
て
き
た
。

は
じ
め
、
ト
ム
は
じ
ぶ
ん
の
か
ら
だ
の
側
面
が
ぜ
ん
ぶ
し
び
れ
て

き
た
の
か
と
思
っ
た
が
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

　
﹁
つ
き
ぬ
け
て
る
ら
し
い
ぞ
！
﹂
び
っ
く
り
し
た
り
、
う
れ
し

か
っ
た
り
で
、
ト
ム
は
あ
え
ぎ
な
が
ら
い
っ
た
。

︵
高
杉 
七
十
︱
七
十
一
、
ル
ビ
は
省
略
︶

次
に
、
こ
の
部
分
に
該
当
す
る
場
面
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
翻
案
作
品
で
見

て
み
る
。
ま
ず
、
異
同
が
明
確
な
五
種
類
︵
図
１
の
①
②
③
④
⑥
︶
を
用

い
て
考
え
る
。

①
②
は
、
と
も
に
、
映
画
の
編
集
技
術
を
駆
使
し
て
、
主
人
公
の
ト
ム

役
の
子
役
の
少
年
が
実
際
に
ド
ア
を
く
ぐ
り
抜
け
た
よ
う
に
見
せ
て
い
る
。

①
は
映
像
効
果
を
使
い
つ
つ
も
、
原
作
と
同
じ
セ
リ
フ
を
言
わ
せ
、
子
役

の
表
情
も
時
間
を
か
け
て
見
せ
て
い
る
の
で
、
ト
ム
の
驚
き
や
戸
惑
い
が

よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
。
一
方
、
②
は
Ｓ
Ｆ
Ｘ
を
駆
使
し
た
場
面
に
な
っ
て

い
る
。
神
秘
的
な
音
楽
も
加
え
て
、
少
年
の
両
手
両
腕
が
ド
ア
か
ら
光
っ

て
出
て
く
る
仕
掛
け
で
、
Ｓ
Ｆ
映
画
さ
な
が
ら
の
演
出
で
あ
る
。
①
と
比

べ
て
よ
り
現
代
的
な
画
像
効
果
と
言
え
る
が
、
凝
っ
た
音
楽
や
映
像
の
割

に
、
印
象
に
残
ら
な
い
。
こ
れ
ら
に
対
し
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ウ
ッ
ド
や

高
瀬
久
男
の
劇
場
版
③
④
で
は
、
面
白
い
解
決
法
を
考
え
出
し
て
い
る
。

太
め
の
長
い
ゴ
ム
を
ド
ア
枠
の
上
下
に
張
り
、
そ
こ
を
役
者
が
通
り
抜
け

る
仕
掛
け
で
あ
る
。
ド
ア
を
通
り
抜
け
た
瞬
間
の
ト
ム
の
感
情
は
、
役
者

の
演
技
で
表
現
さ
れ
る
。
⑥
の
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・
ノ
ヴ
ェ
ル
版
も
、
ト
ム

の
様
子
や
感
情
を
丁
寧
に
描
い
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
演
劇
に
近
い
効

果
を
表
現
し
得
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
、
実
に
、
十
コ
マ
近
く
用
い
て
、

ト
ム
が
通
り
抜
け
る
前
、
途
中
、
後
の
様
子
を
丁
寧
に
描
い
て
い
る
。

こ
う
し
て
並
べ
て
み
る
と
、
原
作
と
の
距
離
と
い
う
点
で
も
っ
と
も
遠

い
印
象
を
与
え
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
版
映
画
②
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ

は
、
①
③
④
⑥
と
比
べ
て
み
る
と
、
こ
の
部
分
の
尺
が
短
い
こ
と
と
、
ト

ム
の
感
情
や
戸
惑
い
が
ま
っ
た
く
描
か
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
に
対
し
、
他
の
四
種
類
は
、
原
作
や
翻
訳
書
の
文
章
や
セ
リ
フ
、
設
定

を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
見
て
い
て
違
和
感
が
少

な
い
。
ま
た
、
原
作
の
文
章
の
美
し
さ
や
克
明
な
描
写
に
対
す
る
敬
意
や

愛
着
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
、
原
作
へ
の
愛
着
を
持
つ
者
の
期
待
を
裏
切
ら

な
い
。︵
た
だ
し
、
原
文
や
訳
文
を
読
ん
だ
と
き
に
感
じ
た
不
思
議
な
感

じ
、
そ
れ
を
自
分
が
、
今
、
追
体
験
し
て
い
る
！
と
い
う
感
覚
、
鳥
肌
が

た
つ
よ
う
な
実
感
を
こ
れ
ら
か
ら
得
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
。︶

一
方
、
②
は
原
作
の
設
定
や
筋
書
き
を
緩
用
し
た
う
え
で
、
Ｓ
Ｆ
Ｘ
を

駆
使
し
て
不
思
議
さ
を
演
出
し
て
い
る
が
、
い
か
に
も
嘘
っ
ぽ
く
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
感
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
版
で
は
、
原
作
で
は
十
歳
ぐ

ら
い
と
思
わ
れ
る
ト
ム
の
役
を
十
代
半
ば
の
男
子
が
演
じ
て
い
る
こ
と
に

無
理
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
中
年
に
な
っ
た
ト
ム
が
、
懐
か
し
い
家
が
壊
さ

れ
る
と
知
っ
て
そ
れ
を
見
に
く
る
と
い
う
独
自
の
設
定
に
変
え
ら
れ
て
お

り
、
い
き
な
り
家
の
解
体
シ
ー
ン
か
ら
始
ま
る
点
も
、
原
作
の
テ
ー
マ
を
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大
切
に
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
演
出
で
あ
る
。︵
当
然
な
が
ら
、
原
作

者
ピ
ア
ス
は
こ
の
出
来
上
が
り
に
落
胆
し
て
い
た
＊
６
︶。

ど
の
表
現
手
段
を
使
う
と
し
て
も
、
翻
案
の
製
作
者
の
腕
の
見
せ
ど
こ

ろ
は
、
原
作
の
思
想
や
感
動
を
い
か
に
読
者
に
伝
え
る
か
に
あ
る
は
ず
で

あ
る
。
今
見
た
例
で
は
、
い
ず
れ
も
、
ド
ア
を
通
り
抜
け
る
不
思
議
を
何

と
か
表
現
し
よ
う
と
、
製
作
者
は
工
夫
を
凝
ら
し
努
力
し
た
結
果
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
原
作
を
忠
実
に
引
用
し

た
、
セ
リ
フ
や
人
物
や
舞
台
の
設
定
が
あ
れ
ば
読
者
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感

じ
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
、
効
果
音
や
Ｓ
Ｆ
Ｘ
で
場
面
を
盛
り
上
げ

て
も
、
そ
れ
が
読
者
に
リ
ア
ル
に
響
く
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

・
ス
ケ
ー
ト
で
川
を
下
る
場
面

も
う
一
つ
、
ス
ケ
ー
ト
で
ケ
ム
川
を
イ
ー
リ
ー
ま
で
下
る
場
面
で
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
？

 
Th

ey skated on, and the thin, brilliant sun w
as beginning 

to set, and H
atty’s black shadow

 flitted along at their right 
hand, across the dazzle of the ice. Som

etim
es they skated 

on the m
ain river; som

etim
es they skated along the flooded 

w
ashes. O

nly the w
illow

s along the bank w
atched them

; and 
the ice hissed w

ith their passage.
 

T
hey had stopped talking or thinking – their legs and 

arm
s and bodies seem

ed to throw
 from

 side to side w
ith the 

precise, untiring regularity of clock pendulum
s – long before 

H
atty cried: ‘Look, Tom

 – the tow
er of Ely cathedral!’ 

(Pearce 183)

　

ふ
た
り
が
す
べ
り
つ
づ
け
て
い
く
と
、
光
の
弱
い
あ
か
い
太
陽

が
西
に
沈
み
は
じ
め
た
。
西
日
が
氷
に
反
映
し
て
キ
ラ
キ
ラ
し
て

い
る
な
か
を
、
ハ
テ
ィ
の
黒
い
影
が
さ
き
へ
さ
き
へ
と
走
っ
て
い

っ
た
。
ふ
た
り
は
、
あ
る
と
き
は
川
の
中
央
を
す
べ
り
、
ま
た
あ

る
と
き
は
川
岸
の
泥
地
に
あ
ふ
れ
た
水
が
凍
り
つ
い
た
上
を
す
べ

っ
て
い
っ
た
。
ふ
た
り
を
見
て
い
る
の
は
、
川
岸
の
ヤ
ナ
ギ
だ
け

だ
っ
た
。
す
べ
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
氷
は
シ
ュ
ー
シ
ュ
ー
と
い

う
音
を
た
て
た
。

　

ふ
た
り
は
話
す
こ
と
も
、
考
え
る
こ
と
も
や
め
て
し
ま
っ
た
。

た
だ
、
両
足
と
両
腕
と
胴
体
が
、
時
計
の
ふ
り
こ
の
よ
う
に
正
確

に
、
あ
き
る
こ
と
な
く
、
左
か
ら
右
へ
、
右
か
ら
左
へ
と
ゆ
れ
て

い
っ
た
。
ず
い
ぶ
ん
な
が
い
時
間
が
た
っ
て
か
ら
だ
っ
た
。
き
ゅ

う
に
ハ
テ
ィ
が
さ
け
び
声
を
あ
げ
た
。

　
﹁
ほ
ら
、
ト
ム
。
イ
ー
リ
ー
の
大
聖
堂
の
塔
が
見
え
る
わ
！
﹂

(

高
杉 

二
四
九)

原
文
は
、
ま
っ
た
く
無
駄
が
な
い
緻
密
な
文
章
で
、
ト
ム
と
ハ
テ
ィ
の

様
子
や
光
景
、
二
人
の
身
体
感
覚
を
活
写
し
て
い
る
。
高
杉
の
訳
文
も
そ

れ
を
見
事
に
生
き
生
き
と
再
現
し
て
い
る
。
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こ
の
場
面
に
あ
た
る
翻
案
／
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
版
で
の
再
現
方
法
に

は
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。
ま
ず
、
イ
ギ
リ
ス
︵
図
１
①
︶
と
ア
メ
リ
カ
︵
図

１
②
︶
の
映
画
版
は
、
ど
ち
ら
も
、
凍
て
つ
い
た
川
の
氷
上
で
役
者
た
ち

が
滑
る
様
子
を
実
写
し
て
い
る
点
が
共
通
し
て
い
る
。
製
作
者
の
涙
ぐ
ま

し
い
努
力
が
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
。
特
に
、
①
の
イ
ギ
リ
ス
版
で
は
、

現
場
で
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
し
た
上
で
フ
ィ
ル
ム
を
巧
み
に
編
集
し
た
ら
し

い
。
ス
ケ
ー
ト
を
始
め
た
場
面
と
、
し
ば
ら
く
滑
っ
て
い
っ
た
場
面
と
で

背
景
が
変
わ
っ
て
い
る
し
、
こ
の
直
前
に
は
、
川
沿
い
の
人
た
ち
と
の
や

り
と
り
な
ど
も
原
作
に
準
じ
て
入
れ
込
み
、
時
間
の
経
過
を
表
現
し
て
い

る
。
も
う
一
方
の
②
の
ア
メ
リ
カ
版
で
も
子
役
が
本
当
に
滑
っ
て
い
る
様

子
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
残
念
な
が
ら
役
者
の
演
技
そ
の
も

の
も
ス
ケ
ー
ト
の
技
術
も
決
し
て
巧
み
と
は
い
え
ず
、
見
て
い
て
危
な
っ

か
し
い
。
さ
ら
に
、
右
向
き
に
滑
っ
て
い
っ
た
と
思
っ
た
ら
、
左
向
き
に

戻
っ
て
く
る
な
ど
、
同
じ
背
景
を
往
復
し
て
い
る
の
が
露
骨
で
、
観
て
い

て
白
け
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
対
し
、
日
本
の
劇
場
版
で
は
、
役
者
た
ち
は

本
当
に
舞
台
上
で
ス
ケ
ー
ト
靴
を
着
用
し
、
滑
走
を
身
体
で
表
現
し
て
い

て
、
い
か
に
も
滑
っ
て
い
る
感
じ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
加
え
て
、
ス
ケ
ー

ト
の
目
的
地
で
あ
る
イ
ー
リ
ー
大
聖
堂
の
写
真
を
ス
ク
リ
ー
ン
に
遠
景
と

し
て
投
射
し
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
イ
ー
リ

ー
周
辺
の
景
色
や
大
聖
堂
を
知
ら
な
い
日
本
の
聴
衆
の
た
め
に
は
親
切
で

あ
る
。

こ
の
場
面
で
も
、
先
の
例
で
示
し
た
ド
ア
を
通
り
抜
け
る
場
面
同
様
の

傾
向
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
②
の
ア
メ
リ
カ
の
映
画
版
が
、
リ
ア
リ

テ
ィ
を
出
そ
う
と
最
も
努
力
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
リ
ア
リ
テ
ィ

の
再
現
と
い
う
意
味
で
、
も
っ
と
も
原
作
か
ら
遠
い
、
と
い
う
事
実
で
あ

る
。

四 「
翻
案
」
で
目
指
す
も
の

次
に
、
図
１
⑤
の
シ
ア
タ
ー
・
バ
イ
・
ザ
・
レ
イ
ク
︵
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｌ
︶
の
例

を
考
え
る
。
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｌ
は
、
イ
ギ
リ
ス
北
部
の
ケ
ズ
イ
ッ
ク
と
い
う
町
に

あ
る
劇
団
で
、
そ
こ
が
二
〇
二
一
年
十
一
月
か
ら
翌
年
一
月
ま
で
、
ク
リ

ス
マ
ス
公
演
と
し
てTom’s M

idnight G
arden

を
上
演
し
た
。
オ
ン
ラ
イ

ン
で
同
時
配
信
さ
れ
た
た
め
、
日
本
で
観
る
こ
と
が
叶
っ
た
の
は
幸
運
で

あ
っ
た
。

こ
の
公
演
も
、
ロ
ン
ド
ン
の
ユ
ニ
コ
ー
ン
劇
場
と
同
様
に
脚
本
は
デ
イ

ヴ
ィ
ッ
ド
・
ウ
ッ
ド
の
も
の
で
あ
る
が
、
登
場
人
物
、
舞
台
装
置
な
ど
は
、

か
な
り
大
胆
に
独
自
の
脚
色
に
な
っ
て
い
る
。

十
三
時
に
現
れ
る
庭
、
そ
こ
で
遊
ぶ
子
ど
も
た
ち
、
凍
て
つ
い
た
川
、

ス
ケ
ー
ト
や
ド
ア
を
通
り
抜
け
る
場
面
︱
い
ず
れ
も
、
舞
台
装
置
は
非

常
に
簡
素
な
う
え
、
子
役
は
全
く
起
用
し
て
い
な
い
。
庭
は
、
舞
台
下
手

に
し
つ
ら
え
た
、
人
間
の
背
丈
よ
り
大
き
な
花
︵
ら
し
き
も
の
︶
を
象
っ

た
道
具
一
つ
の
み
で
表
現
さ
れ
、
ス
ケ
ー
ト
の
場
面
は
、
何
の
小
道
具
も

な
い
舞
台
上
で
、︵
ス
ケ
ー
ト
靴
も
履
い
て
い
な
い
︶
役
者
が
滑
る
動
作

を
す
る
だ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
真
夜
中
の
庭
に
通
じ
る
ド
ア
は
、
右
記
の
大
き
な
花
と
並
ん
で
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つ
く
ら
れ
た
背
の
高
い
柵
の
よ
う
な
も
の
で
近
景
と
遠
景
の
役
者
を
区
切

り
、
そ
の
柵
の
間
か
ら
覗
き
込
ん
だ
り
、
柵
を
超
え
て
入
っ
て
き
た
り
す

る
こ
と
で
表
現
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
見
て
い
て
不
思
議
な
こ
と
が
お
き
る
。
い
つ
の
ま
に
か
、

舞
台
に
い
る
の
は
、
紛
れ
も
な
い
少
年
と
少
女
に
な
り
、
少
年
ト
ム
と
少

女
ハ
テ
ィ
の
切
な
い
気
持
ち
が
痛
い
ほ
ど
響
い
て
く
る
。
そ
し
て
、
イ
ー

リ
ー
ま
で
ス
ケ
ー
ト
で
滑
っ
て
行
き
、
十
三
時
の
庭
と
現
在
と
を
ト
ム
と

共
に
行
き
来
し
て
い
る
自
分
に
気
が
付
く
。
オ
ン
ラ
イ
ン
で
観
た
筆
者
で

さ
え
、
幕
が
下
り
た
と
き
、
原
作
を
読
み
終
わ
っ
た
と
き
に
お
と
ら
ぬ
深

い
感
動
と
幸
福
感
に
包
ま
れ
た
。
類
似
の
感
動
を
表
明
す
る
コ
メ
ン
ト
が

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
散
見
さ
れ
て
い
た
＊
７
。
そ
の
中
の
一
つ
は
、
次
の

よ
う
に
端
的
に
そ
の
魅
力
を
表
現
し
て
い
る
。

 
T

BT
L alw

ays do som
ething special but this tim

e they 
created m

agic. Actual m
agic.

︵N
orthern Arts Review

 3 D
ec. 2021

︶

正
に
そ
う
な
の
だ
。
本
当
に
、
そ
こ
に
は
確
か
な
魔
法
の
世
界
が
あ
り
、

観
客
は
、
魔
法
が
現
実
に
な
る
瞬
間
を
舞
台
上
の
ト
ム
や
ハ
テ
ィ
と
と
も

に
追
体
験
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｌ
の
芸
達
者
な
役
者
た
ち
の
お
か
げ
だ
け
だ
ろ
う

か
？答

え
は
否
で
あ
る
。
こ
の
舞
台
が
、
独
自
の
芸
術
に
な
り
え
た
の
は
、

こ
れ
ま
で
の
翻
案
よ
り
も
大
胆
に
、﹁
選
択
と
断
念
﹂
を
行
な
っ
た
結
果
、

道
具
立
て
も
セ
リ
フ
も
、
役
者
個
人
の
個
性
ま
で
も
徹
底
し
て
そ
ぎ
と
っ

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
可
能
に
な
っ
た
よ
う
に
思
え
る
の
だ
。

ス
ー
ザ
ン
・
バ
ズ
ネ
ッ
ト
︵Susan Bassnett

︶
ら
が
言
う
よ
う
に
、﹁
選

択
と
断
念
︵loss and gain

︶﹂
は
﹁
翻
訳
﹂
や
﹁
翻
案
﹂
の
宿
命
で
あ
る

︵Bassnett  30‒31

︶。
特
に
、
映
画
や
舞
台
へ
の
﹁
翻
案
／
ア
ダ
プ
テ
ー

シ
ョ
ン
﹂
は
、
一
、
二
時
間
と
い
う
枠
の
中
に
収
め
る
必
要
が
あ
る
分
、

書
記
テ
ク
ス
ト
の
翻
訳
以
上
に
厳
し
い
﹁
選
択
と
断
念
﹂
と
い
う
葛
藤
を

迫
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｌ
の
公
演
は
、
そ
の
﹁
選
択
と

断
念
﹂
の
取
捨
選
択
が
成
功
し
た
好
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
意
外
に
思
え

る
黒
人
俳
優
達
の
起
用
も
、
役
者
を
も
テ
ー
マ
を
伝
達
す
る
象
徴
的
装
置

に
変
え
る
仕
掛
け
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
、
観
客
は
役
者
の
個
性
を
忘
れ

て
演
技
そ
の
も
の
に
集
中
で
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
お
か
げ
で
、
観
客
は
、

舞
台
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
魔
法
の
世
界
に
没
頭
で
き
た
。
何
よ
り
も
、
各

自
の
想
像
力
を
思
い
思
い
に
働
か
せ
て
舞
台
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
か

ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
い
く
ら
他
者
の
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
ん
だ
ん
に

視
覚
的
に
示
さ
れ
て
も
、
そ
れ
を
受
け
止
め
る
側
が
、
自
ら
の
頭
を
使
っ

て
い
っ
た
ん
思
い
め
ぐ
ら
せ
る
作
業
が
な
い
こ
と
に
は
、
受
け
止
め
手
に

と
っ
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
想
像
力
に
よ
っ
て
獲
得
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
こ
れ
は
、
原
作
の
緻
密
な
言
葉
の
積
み
重
ね
と

は
ま
っ
た
く
逆
の
手
法
、
つ
ま
り
、
徹
底
的
に
削
ぎ
落
と
す
こ
と
に
よ
る
、

不
思
議
さ
の
再
現
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
作
に
劣
ら

ぬ
効
果
を
演
出
で
き
た
こ
と
に
、
新
鮮
な
驚
き
を
覚
え
た
。
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結
びこ

う
し
て
見
て
く
る
と
、﹁
選
択
と
断
念
﹂
の
は
ざ
ま
に
見
え
る
も

の
︱
そ
れ
は
、
観
客
や
読
者
の
︵
人
間
の
、
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
︶

想
像
力
に
対
す
る
深
い
信
頼
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
徹
底

し
て
選
択
し
、
削
ぎ
落
と
し
て
異
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
の
本
質

を
描
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
し
て
、
観
客
や
読
者
は
、
信
頼
し
て
託

さ
れ
る
こ
と
で
、
言
葉
を
信
頼
し
、
想
像
力
を
た
っ
ぷ
り
働
か
せ
て
楽
し

む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

リ
ア
リ
テ
ィ
の
描
出
、
想
像
力
に
訴
え
る
工
夫
、
感
動
を
与
え
る
力
を

う
ま
く
再
現
で
き
た
と
き
、
翻
案
／
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
作
品
も
自
立
し

た
芸
術
と
な
り
う
る
。
そ
し
て
、
そ
の
翻
案
／
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
作
品

が
原
作
に
負
け
ぬ
感
動
を
伝
え
る
こ
と
に
成
功
し
、
独
自
の
芸
術
性
を
持

ち
得
た
と
き
、
そ
れ
は
、
原
作
の
魅
力
や
文
学
性
を
逆
照
射
す
る
こ
と
に

な
る
。
と
り
わ
け
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
作
品
は
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
描
出
が
成

否
の
重
要
な
鍵
を
握
る
表
現
形
式
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
翻
案
／
ア
ダ

プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
も
も
っ
と
も
難
易
度
が
高
い
、
作
家
の
真
価
が
問

わ
れ
る
分
野
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
を
自
覚
し
た
本
物
の
翻
案
／
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
作
品
が
多
く
生

ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
本
稿
の
結
び
と
し
た
い
。

註１
.
ス
コ
ポ
ス
理
論
は
﹁
機
能
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
﹂
と
呼
ば
れ
る

翻
訳
理
論
。
フ
ェ
ア
メ
ー
ア
︵H

ans Verm
eer

︶
ら
に
よ
っ
て
提
唱

さ
れ
た
も
の
で
、﹁
ス
コ
ポ
ス
﹂
と
は
ギ
リ
シ
ャ
語
の
﹁
目
標
﹂﹁
意

図
さ
れ
た
機
能
﹂（Skopos

︶
と
い
う
言
葉
か
ら
来
て
い
る
。

２
.
Ｊ
・
Ｒ
・
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ド
、
フ
レ
ッ
ド
・
イ
ン
グ
リ
ス
ら
ほ
か
。

３
.
定
説
で
は
、
日
本
児
童
文
学
の
本
格
的
ス
タ
ー
ト
は
、
一
九
五
九
年

と
さ
れ
て
い
る
︵
佐
藤
宗
子
、
宮
川
健
郎
ら
ほ
か
。︶

４
.
筆
者
の
高
杉
一
郎
へ
の
対
面
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
よ
り
。
ニ
〇
〇
六
年
九

月
五
日

５
.
拙
著Aspects of the Translation and Reception of British C

hildren’s 
Fantasy Literature in Postw

ar Japan, pp. 237‒259

を
参
照
。

６
.
筆
者
訪
問
時
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
会
話
の
中
で
は
あ
る
が
、﹁
映
画

化
を
許
可
し
た
こ
と
を
後
悔
し
て
い
る
﹂
と
嘆
い
て
い
た
。

７
.
こ
こ
に
引
用
し
たN

orthern Arts Review

の
ほ
か
、N

ew
s &

 Star 
w

ith Th
e C

um
berland N

ew
s (3 D

ec. 2021); N
orth W

est End U
K ( 7 

D
ec. 2021) 

な
ど
。

引
用
文
献
一
覧

•
分
析
対
象
と
し
た
書
記
テ
ク
ス
ト
・
映
像

Pearce, Philippa. Tom
’s M

idnight G
arden. O

xford U
niversity Press, 

1958; Puffi
n edition, 1976.

高
杉
一
郎
訳
﹃
ト
ム
は
真
夜
中
の
庭
で
﹄
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
。
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高
瀬
久
男︵
脚
本
・
演
出
︶﹃
日
生
・
文
学
座
劇
場　

ト
ム
は
真
夜
中
の
庭
で
﹄ 

二
〇
〇
八
年
八
月
九
日
︱
十
一
日
。

C
arol, W

illard. director, Tom’s M
idnight G

arden, 1999. (Am
erican air 

film
)

Edith, illustration and script, Tom
’s M

idnight G
arden. O

xford 
U

niversity Press, 2016.
Secom

be, C
hristine. director, Tom’s M

idnight G
arden, 1989. (BBC

) 
W

ood, D
avid. director and script, Tom’s M

idnight G
arden.  Th

eatre by 
the Lake, 29 D

ec. 2021. ( online)

•
そ
の
他

佐
藤
美
希
﹁
文
学
作
品
の
﹃
翻
案
﹄
と
﹃
翻
訳
﹄
を
再
考
す
る
﹂﹃
札
幌
大
学

研
究
紀
要
﹄
第
一
号
、
二
〇
二
一
年
十
月
。

瀬
田
貞
二
ほ
か
﹃
英
米
児
童
文
学
史
﹄
研
究
社
、
一
九
七
七
年
、
五
十
三
、

一
九
〇
ペ
ー
ジ
。

﹃
ト
ム
は
真
夜
中
の
庭
で
﹄︵
日
生
劇
場
＋
文
学
座 
フ
ァ
ミ
リ
ー
ス
テ
ー
ジ 

公
演
パ
ン
フ
レ
ッ
ト) 

文
学
座
、
二
〇
〇
八
年
。

藤
濤
文
子
﹃
翻
訳
行
為
と
異
文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
︱
機
能
的

翻
訳
理
論
の
諸
相
﹄
松
籟
社
、
二
〇
〇
七
年
、
六
十
七
ペ
ー
ジ
。

山
本
史
郎
﹁
文
学
テ
ク
ス
ト
か
ら
映
像
テ
ク
ス
ト
へ
︱
表
現
媒
体
を
超

え
た
﹁
翻
訳
﹂
は
ど
う
評
価
す
る
の
か
？
﹂﹃
言
語
文
化
﹄
第
三
十
九
号
、

明
治
学
院
大
学
言
語
文
化
研
究
所
、
二
〇
二
二
年
三
月
、
三
︱
十
六
ペ

ー
ジ
。
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