
Ｏ
嗽
稀

０
器
¨

翻
訳
と
方
言

映
画
の
吹
き
替
え
翻
訳
に
見
ら
れ
る
日
米
の
方
言
観
―
―

ダ

ニ
エ
ル

・
ロ
ン
グ

朝
日
　
祥
之

り
や
南
部
方
言
を
売
り
物
に
し
て
い
る
コ
メ
デ
ィ
ァ
ン
が
多

い
。
日

本
で
も
関
西
弁
を
使
う
コ
メ
デ
ィ
ァ
ン
が
大
勢
い
る
。
こ
こ
で
共
通

し
て
い
る
こ
と
は
、
本
人
が
出
身
地
の
方
言
を
使

っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
時
に
よ
っ
て
は
そ
れ
を
誇
張
し
て
い
る
こ
と
も
ぁ
る
が
、
こ

れ
は
自
分

「本
来
」
の
し
ゃ
べ
り
方
で
あ
る
。

そ
の

一
方
、
役
者
が
他
の
方
言
を
使

っ
て
演
じ
る
こ
と
も
ぁ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
も
、
日
本
で
も
、
「方
言
指
導
」
が

一
つ
の
職
業
と
し
て
成
り

立
っ
て
い
る
ぐ
ら
い
、
方
一百
と
で
？
も
の
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ァ
に
頻
繁
に

登
揚
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
に
使
わ
れ
る
方

言
は

一
つ
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
ぃ
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
テ
レ
ビ
番
組
か
ら
の
例
を
考
え
よ
う
。　
一
九
九
七
年

か
ら
放
送
し
て
い
る

「
サ
ゥ
ス
　
パ
ー
ク
」
は
大
入
向
け
の
ア
ニ
メ

『
日本籠も ノシフ年37

ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
数
年
前
に
筆
者

（ロ
ン
グ
）
が
ァ
メ
リ
カ
映

画
の
日
本
語
吹
き
替
え
版
で
、
黒
人
の
登
場
人
物
は
み
ん
な
東
北
弁

で
話
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
ま
た
、
老
人
が
登
場
す
る
と
人

種
に
関
係
な
く
広
島
弁
を
し
ゃ
べ
る
。
こ
う
し
た
映
画
を
見
て
、

「
な
ぜ
ア
フ
リ
ヵ
系
の
ア
メ
リ
カ
人
は
日
本
の
東
北
弁
を
話
す
の

か
」
、
そ
し
て

「な
ぜ
人
が
年
を
取
る
と
広
島
弁
に
な
っ
て
し
ま
ぅ

¨
”
軒
轟
樺
［
嚇
¨
岬
叶
¨
ず

“
“
』
剌
卸
聞
い

二 ら
¨
Ⅷ
剤
同
期
脚

本
論
は
日
常
的
な
経
験
と
そ
れ
に
対
す
る
さ
さ
い
な
疑
問
か
ら
生

―――-66-―――
―――-67-―――

fll,](と 方|:

番
組
で
あ
る
。
登
場
す
る
四
人
の
母
親
の
性
格
は
、
対
照
的
で
あ
る
。

そ
し
て
、
舞
台
は
西
部
の
コ
ロ
ラ
ド
州
と
な
っ
て
い
る
が
、
な
ぜ
か

違

っ
た
訛
り
で
英
語
を
話
し
て
い
る
。
中
西
部
の
訛
り
で
話
す
二
人

の
母
の
う
ち
、　
一
人
は
し

っ
か
り
し
て
い
る
ま
じ
め
な
人
、
も
う

一

人
は
男
好
き

の
米
婚
の
母
で
あ
る
。　
一
方
、
お
節
介
な
ユ
ダ
ヤ
人
の

母
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
訛
り
、
貧
困
に
あ
え
ぐ
無
知
な
母
は
南
部
訛
り

で
し
ゃ
べ
る
。
そ
の
上
、
毎
週
ア
メ
リ
カ
全
土
に
住
む
数
万
人
の
視

聴
者
が
こ
の
番
組
を
見
て
そ
の
ユ
ー
モ
ア
を
理
解
し
て
い
る
こ
と

は
、
視
聴
者
が
こ
れ
ら
の
固
定
観
念

（る
ア
レ
オ
タ
イ
プ
）
を
容
認
し

て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
方
言
で
し
ゃ
べ
る
こ
と
は
知
的
障
害
の
表
れ
だ

と
い
う
清
在
的
意
識
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
日
本
で
も
放
送
さ
れ
る

「ザ
　
シ
ン
プ
ツ
ン
ズ
」
と
い
う
コ
メ
デ
ィ
で
、
大
人
並
み
に
優
れ
た

能
力
を
持
つ
小
学
生
の
リ
サ
が
、
自
分
は
大
人
に
な
る
と
頭
が
極
端
に

悪
く
な
る
先
天
性
の
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
と
心
配
す
る
エ
ピ
ツ
ー
ド

が
あ

っ
た
。
こ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
普
段
、
標
準
米
語
に
近
い
と
さ
れ

て
い
る
中
西
部
共
語
を
話
し
て
い
る
が
、
先
々
脳
細
胞
が
減
少
し
た
自

分
を
想
像
す
る
シ
ー
ン
で
は
、
そ
の
将
来
の
自
分
は
な
ぜ
か
著
し
い
南

部
訛
り
に
変
わ
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
ジ
ョ
ー
ク
だ
と
一百
え
る
が
、
そ
の

共
に
あ
る
考
え
方
を
明
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「南
部
の
人
が
南

部
訛
り
を
使

つ
て
い
る
の
は
、
彼
ら
は
無
柿
だ̈
か
ら
だ
」
と
い
う
因
果

関
係
が
こ
の
考
え
方
の
背
景
に
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

一

こ
う
し
た
方
言
に
対
す
る
意
識
は
言
語
学
者
に
と

っ
て
未
開
拓

の
領
域
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
方
言
学
者
、
変
異
理
論
の
言
語
学

者
、
そ
し
て
社
会
心
理
学
者
は
、
昔
か
ら
こ
う
し
た
課
題
を
追
究

し
て
い
る
。
方
言
意
識
を
調
べ
る
方
法
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
、
質
問

票
を
使

っ
た
面
接
、
テ
ー
プ
聞
か
せ
の
実
験
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
で

あ

っ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
現
れ
る
方
言

の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

一
般
人
の
方
言

意
識
を
解
明
す
る
方
法
を
提
案
し
た
い
。

本
稿
は
、
映
画
の
セ
リ
フ
に
見
ら
れ
る
あ
る
登
場
人
物
の
方
言

の
使

い
方
、
脚
本
で
の
方
言
使
用
の
意
義
、
役
割
、
位
置
付
け
を

材
料
に
、
言
語
意
識
、
殊
に
方
言
の
よ
う
な
言
語
的
変
異
に
対
す

る
人
々
の
意
識
を
研
究
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
四
つ
の

映
画

∩
風
と
共
に
よ
り
ぬ
」
「
バ
ッ
ク
　
ト
ゥ
ー
　
ザ
　
フ
ユ
ー
チ

ャ
ー
」
「
星
の
ｌｉ
■
様
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
ヘ
行
く
」
「
マ
イ
　
フ
ェ
ア
　
レ

デ
ィ
」
）
に
注
目
し
、
登
場
人
物

の
日
本
語
と
英
語
の
セ
リ
フ
に

見
ら
れ
る
方
言
的
特
徴
を
挙
げ
る

（注
１
）。

図
１
に
示
す
よ
う
に
、
こ
の
特
徴
が
、
登
場
人
物
の
背
景
と
の
か

か
わ
り
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
出
し
て
い
る
か

を
、
英
語
と
日
本
語
の
場
合
に
お

い
て
説
明
　
比
較
す
る
。
例
え

ば
、
あ
る
映
画
に
登
場
す
る
無
教
養
の
田
舎
者
は
原
作
で
南
部
訛
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り
の
英
語
を
話
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
南
部
方
言
は
無
教
養
の

円
舎
者
が
話
す
言
葉
で
あ
る
」
と
示
唆
し
て
い
る
。
日
本
語
の
方

言
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
調
べ
る
た
め
に
は
、
そ
の
方
言
が
ど
う

い
う
登
場
人
物
に
使
わ
れ
て
い
る
か
を
調
べ
れ
ば
よ
い
。
日
本
語

吹
き
替
え
版
で
、
こ
の
無
教
養
の
田
舎
者
は
東
北
弁
を
使
わ
さ
れ

て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
日
本
で

「
東
北
弁
は
無
教
養
の
田
舎
者

が
話
す
言
葉
で
あ
る
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
ぁ
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
ず
、
日
舎
に
住
む
黒
人
の
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
「
風
と

共
に
去
り
ぬ
」
に
登
場
す
る
里
人̈
の
使
用
人
達

（プ
リ
シ
ー
、
マ

ミ
ー
、
ポ
ー
ク
）
に
注
目
す
る
。
プ
リ
シ
ー
は
、
成
人
は
し
た
も

の
の
、
子
供

っ
ぱ
い
面
が
多
く
残

っ
て
お
り
、
知
的
で
は
な
い
が
、

自
分
が
使
用
人
で
あ
り
な
が
ら
わ
が
ま
ま
を
主
人
に
対
し
て
言

っ

て
い
る
。
強
が

っ
て
い
る

一
方
で
、
何
事
に
も
、
た
じ
ろ
い
で
し

ま
う
気
が
弱
い
面
も
あ
る
。

マ
ミ
ー
は
、
プ
リ
シ
ー
と
は
正
反
対

の
性
格
の
持
ち
主
で
、
気
が
強
く
、
世
話
好
き
で
、
自
我
の
強

い

中
年
女
性
で
あ
る
。
ポ
ー
ク
は
穏
や
か
で
、
心
が
広
く
、
献
身
的

で
、
頼
り
に
さ
れ
や
す

い
中
年
の
男
性
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
戦

火
を
逃
れ
て
、
自
分
の
家
に
帰

っ
て
き
た
主
人
公
ス
カ
ー
レ
ッ
ト

と
プ
リ
シ
ー
が
、
久
し
ぶ
り
に
、

マ
ミ
ー
や
ポ
ー
ク
と
再
会
す
る

が
、
何
も
か
も
が
変
わ

っ
て
し
ま

っ
た
現
実
に
絶
望
す
る
場
面
を

取
り
上
げ
る
。
彼
ら
の
セ
イ
フ
の

一
部
を
挙
げ
る
と
、

プ
リ
シ
ー

「牛
な
ん
て
い
ら
ね
え
で
す
よ
。
も
う
す
ぐ
な
の

に
。
お
ら
、
牛
が
恐

い
だ
も
ん
。
」

ポ
ー
ク

「納
屋
な
ん
ざ
、
も
う
ね
え
で
す
よ
。
北
軍
が
焚
き

木
に
し
ち
ま

い
ま
し
た
。
」

マ
ミ
ー

「
は
い
、
燃
や
さ
ね
え
も
ん
は
盗
み
ま
し
た
。
若
る

図 1 登場人物 と方言イメージの関係

英語の原作映画 日本語の吹き替え版

登場人177Jの特徴

(例 :教養のない田合者 )

登場人物の特徴

(例 :教養のない田舎者 )

日本語の

方言に対する

イメージ(?)

英 .・の方言に

対するイメージ

(南部方言を

話すのは教養
のない日J舎者 )

セ
リ
フ
の
方
言
的
特
徴

一――-68-――一―――-69-―――

細″(と 方 :

物
や
ら
、
敷
く
物
や
ら
何
で
も
手
当
た
り
次
第
に
。

…
…
食
べ
物
も
ね
え
で
す
よ
。
盗
ま
れ
ち
ま

つ
て
。
」

こ
の
セ
リ
フ
に
見
ら
れ
る
言
語
学
的
な
特
徴
と
し
て
、
次
の
こ

と
が
言
え
る
。
「
お
ら
」
は
、
津
軽
弁
や
仙
台
方
言
な
ど
に
散
在

す
る
、
「
お
れ
」
か
ら
転
し
た
形

の
東
北
弁
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
ね
え
」
は
否
定
辞

「
な

い
」

の
連
母
音
冒
出
が
零
こ
に
音
韻
変
化

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
一ヽ
れ
も
東
北
方
言
で
使
用
す
る
形
で
あ
る
。

ポ
ー
ク
が
使
う

「
な
ん
ざ
」
は

「な
ん
か
」
の

「
か
」
が

「ざ
」

に
変
化
し
た
形
で
あ
る
が
、
関
東
地
方
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
否

定
辞
の

「
ね
え
」
は

マ
ミ
ー
と
と
も
に
見
ら
れ
る
。
「
し
ち
ま

い

ま
し
た
」
は

「
し
て
し
ま
い
ま
し
た
」
の

「
て
」
が
後
接
の

「
し
」

の
影
響
を
受
け
、
逆
行
同
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

マ
ミ
ー
の

「
ち

ま

っ
た
」
も
同
様
の
変
化
で
あ
る
と
言
え
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
セ
リ
フ
は
、
英
語
で
は
ど
う
表
現
し
て
い
る

で
あ
ろ
う
か
。
先
に
挙
げ
た
セ
リ
フ
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

プ
リ
シ
ー

一
‘
ｏ
３
只
●
コ
６
０
３

８
ｔ
ェ
一協

ｒ
”
３
●

ミ́
●
〓
σ
ｏ
〓
ｏ
８
ｏ
一ｏ
ｏ
Ｐ
＞
コ
０
】
∽
∽ｏ
只
●
ｏ
２
ｏ
「
ｏ
ｏ
ｌ
ｒ

ポ
ー
ク

¨
）
Ｑ

〓
具
一）
８

ｇ
３
●
３

日
ｏ
ε
①
ζ
み

ｒ
，
３
Ｆ

∪
”
く
”づ
＾
①
ｏ
∽
Ｏ
Ｏ
ｐ
ｏ　
く́
０
●
（一）．コ
．　
σ
‘
『コ
（０
０
）
」一
『Ｏ
（『）

，
合
）姜
ｏ
ｏ
Ｑ

マ
ミ
ヽ
―
　
¨
∪
ｏ
×
嘱
∽只
Ｑ
）
０

，
す
ｏ
⊆
∽０
”
）今
）
Ｏ
①Ч
ｒ
①
”Ｑ
Ｏ
Ｌ
只
こ
ぉ
（じ
´

工
」脇
∽
８
（「）一ｏ
一　
К
８
８
日
　
＞
う
０
０
①ヽ

∽８
●
日

，
Ｃ

Ｏ
く
ｏ
（『）×
一り
一●
”
Ｑ
Ｏ
て
。
」。
●
合
）
Ｏ
ｃ
●
Ｐ
　

，
一́
２

，
ｏ中ｏ
今
〓
）ｏ
∽

”
コ
（０
）
”
目
　
０
”
『●
”
∽　
　
い
）０
て
　

，
一●
ド
●
ｏ
一（，
）̈
５
．　
一〇　
０

，
一

ゴ
Ｏ
●
①Ч
　
∪
０
×
８
ｏ
ォ
■
”
一〓

音
韻
面
で
は
、
母
音
後
の
き
が
欠
如
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ

ヽ

や
ヽ
望
の
唇
歯
音
は
、
歯
茎
音
の
〓
や
冨
〕に
変
わ
る
。
さ
ら
に
語

末
の
ミ
や
注
＞
』含
む
子
音
群
に
起
こ
る

「
一削
除
規
則
」
も
見
ら

れ
る
。
こ
れ
は
相
当
強
力
な
規
則
で
、
日
０
答
）の
よ
う
に
単

一
形

態
素
の
場
合
だ
け
で
は
な
く
、
易
ｏ
（０
）の
よ
う
に
、
ミ
や
ミ
が
別

の
形
態
素
に
な
っ
て
お
り
、
文
法
的
な
情
報
を
含
ん
で
い
る
場
合

に
も
起
こ
り
得
る
現
象
だ
。　
一
方
、
文
法
面
に
お
い
て
、

ｂｃ
動
詞

活
用
の
単
純
化
で
、　
二

′
　
（標
準
英
語
で
】
”こ

が
使
わ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
標
準
英
語
で
は
お
か
し
い
と
さ
れ
て
い
る
多

重
否
定
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
話
者
が
見
て
残
念
に
思
っ

て
い
る
モ
ダ
リ
テ
ィ
を
表
す

■
８
一
８
０
０
こ
と
い
う
非
標
準
的
な

表
現
あ
る
。

「
風
と
共
に
去
り
ぬ
」
で
は
、
南
北
戦
争
時
の
黒
人
に
よ
る
英

語
と
そ
の
日
本
語
の
吹
き
替
え
に
お
け
る
特
徴
を
見
て
き
た
が
、

こ
こ
で
は
、
「星
の
王
子
様
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
ヘ
行
く
」
を
挙
げ
、

現
代
の
黒
人
の
英
語
と
そ
の
日
本
語
の
吹
き
替
え
に
見
ら
れ
る
特
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徴
を
、
自
人
の
英
語
と
の
比
較
を
通
し
て
見
る
こ
と
に
す
る
。

ニ
ュ
ー
ョ
ー
ク
　
ク
ウ
ィ
ー
ン
ズ
街
に
あ
る
理
髪
店
の
黒
人
店

員
と

ユ
ダ
ヤ
人
の
自
人
の
客
と
の
や
り
と
り
の
場
面
で
あ
る
。
自

人
老
人
は
、　
一
見
穏
や
か
に
見
え
る
が
、
我
が
強
く
、
ま
た
知
的

な

一
面
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
理
髪
店
の
黒
人
店
員

で
あ
る
が
、
陽
気
で
垢
抜
け
た
性
格
で
あ
る
。
ボ
ク
シ
ン
グ
に
つ

い
て
は
、
二
人
と
も
信
条
を
持

っ
て
、
頑
固
な

一
面
も
持
ち
合
わ

せ
て
い
る
。
彼
ら
の
セ
リ
フ
の

一
部
を
挙
げ
る
と
、

理
髪
店
の
黒
人
老
人

「だ
め
な
ん
て
言

っ
ち

ゃ
い
ね
え
。
だ

け
ど
、
わ
し
は
、
あ
い
つ
が
嫌

い
に
な

っ
た
ん
だ

い
。

モ
ハ
メ
ッ
ト
　
ア
リ
ー
な
ん
て
名
前
に
変
え
や
が

っ

た
」

ユ
ダ
ヤ
人
の
老
人

「
お
い
、
こ
ら
こ
ら
、
ち
ょ
っ
と
待

っ
て
。

人
間
は
誰
だ

っ
て
自
分
の
好
き
な
名
前
を
名
乗
る
権

利
っ
て
も
ん
が
あ
る
じ
ゃ
ね
え
の
か
い
」

最
初
に
、
理
髪
店
の
黒
人
店
員
の
セ
リ
フ
に
見
ら
れ
る
特
徴
に

注
日
す
る
。
ま
ず
、　
一
人
称
の

「
わ
し
」
に
注
目
し
た

い
。
こ
の

「
わ
し
」
は
、
全
国
各
地
に
散
在
し
て
い
る
が
、
音
話
に
登
場
す

る
老
人
が
よ
く
使

っ
て
お
り
、
「
わ
し
」
は
老
人
が
使
用
す
る

一

人
称
で
あ
る
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強

い
。
ま
た
、
否
定
辞

「ね
え
」

の
使
用
も
見
ら
れ
た
。
こ
こ
で
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
西
日
本
を
中

心
に
使
わ
れ
る

「
わ
し
」
と
東
日
本
を
中
心
に
し
て
使
わ
れ
る

「
ね
え
」
と
が
同

一
の
登
場
人
物
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
、
ク
ウ
ィ
ー
ン
ズ
街
に
住
む
人
の
社
会
的
背
景
を

考
慮

に
入
れ
て
、
く
だ
け
た
言

い
方
で
あ
る

「
変
え
や
が

っ
た
」

も
見
ら
れ
る
。

自
人
老
人
の
セ
リ
フ
に
つ
い
て
も
、
基
本
的
に
は
、
黒
人
老
人

の
セ
リ
フ
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
に
類
似
す
る
。
否
定
辞
の

「ね

え
」

の
使
用
や

「
と

い
う
」
が
変
化
し
た
形

「
っ
て
」
で
あ
る
。

社
会
的
背
景
を
反
映
す
る
た
め
に
、
方
言
や
く
だ
け
た
表
現
を
使

用
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

こ
の
場
面
で
の
英
語
の
セ
リ
フ
を
見
よ
う
。

理
髪
店
の
黒
人
老
人
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人

¨
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ａ

＞
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Ｆ
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”
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５

一
８

０
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，
い
”
ｏ
デ
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コ

，
日
０
一ｏ
く
”
お
く
０
「
す
０
く

，
い
一∽
一〇
０

，
，
●
”
ｏ
一一

一
〇

自
人
は
、
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
出
身
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
典
型
的
特
徴

で
あ
る
マ

のヽ
代
音
と
し
て
の
マ
］を
多
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
む
ヽ

-70--71-

制訳と方,;

が
軟
日
蓋
摩
擦
音

Ｔ
］、
ミ
に
は
日
蓋
垂
ふ
る
え
青

〓
が
そ
れ
ぞ

れ
使
わ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の

「
ユ
ダ
ヤ
人
英
語
」
の
雰
囲
気
を

か
も
し
出
す
た
め
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
、
黒
人
の
英
語
と
そ
の
日
本
語
の
吹
き
替
え
に
見
ら

れ
る
特
徴
を
中
心
に
見
て
き
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
自
人
英
語
に
注

目
し
て
、
そ
の
英
語
Ｌ
日
本
語
の
特
徴
を
見
て
な
た

い
。
ま
ず
、

映
画

「
バ
ッ
ク
　
ト
ウ
ー
　
ザ
　
フ
ユ
ー
チ
ヤ
ー
」
を
挙
げ
、
田

舎
に
住
む
三
〇
年
前
の
自
人
の
セ
リ
フ
の
特
徴
を
見
て
み
る
こ
と

に
す
る
。

こ
こ
で
は
、
主
人
公

マ
ー
テ
ィ
の
車
が
納
屋
に
突

っ
込
ん
で
し

ま

い
、
そ
れ
に
驚

い
た
農
家
全
員
が
そ
こ
に
見
に
き
た
場
面
を
取

り
上
げ
る
。
こ
こ
で
、
自
人
農
家

（父
　
付
　
子
供
）
の
セ
リ
フ

が
方
言
を
使
用
し
て
い
る
。

母

「と
う
ち

ゃ
ん
。
な
ん
だ
あ
。
あ
、
あ
れ
、
な
ん
だ
よ
お
。
」

父

「飛
行
機
み
て
え
だ
が
よ
、

つ
ば
さ
が
ね
え
ぞ
お
。
」

子
供

「
飛
行
機
じ
ゃ
ね
え
よ
。
」

ま
ず
、
母
が
使
う

「
な
ん
だ
あ
」
は
、
東
北
弁
の

一
型
ア
ク
セ

ン
ト
を
表
現
し
て
い
る
も

の
と
言
え
る
。
「
と
う
ち

や
ん
」
は

「
ち
ち
」

の
方
言
形
で
あ
る
が
、
「く
だ
け
た
」
場
面
で
、
直
接
話

し
か
け
る
際
に
使
わ
れ
る
東
北
方
言
で
あ
る
。

父
が
使
う
方
言
形

「
だ
が
よ
」
は
、
接
続
助
詞

「だ
け
ど
」
に

間
投
助
詞

「
よ
」
が
付
い
た
形
の
方
言
形
で
あ
る
が
、
北
関
東
地

方
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
否
定
辞
の

「ね
え
」

の
使
用
が

子
供
と
と
も
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
が

「
み
て
い
」
と
同
様
に

Ｔ
出

か
ら
零
二
へ
と
変
化
し
た
東
北
方
言
の
特
徴
で
あ
る
と
言
え
る
。

主
人
が
納
屋
に
入
る
と
き
に
持

っ
て
い
た
、
手
提
げ
ラ
ン
プ
や

マ
ー
テ
ィ
を
追

い
返
す
の
に
散
弾
銃
を
使

っ
た
り
、
子
供
が
、
オ

ー
バ
ー
オ
ー
ル
の
ズ
ボ

ン
を
履

い
て
い
る
と

い
つ
た
状
況
が
、

「
田
舎
」
と

い
う
場
面
を
か
も
し
出
し
て
い
る
。
そ
の
上
、
こ
の

場
面
が
昔
と

い
，

時
間
的
条
件
、

マ
ー
テ
ィ
が
見
知
ら
ぬ
所
に
い

る
と

い
う
心
理
的
条
件
、
そ
し
て
、
自
分
が
突

つ
込
ん
で
い
つ
た

納
屋
が
町
か
ら
離
れ
た
場
所
と
い
う
地
理
的
条
件
な
ど
を
表
出
す

る
た
め
に
、
方
言
を
使
用
さ
せ
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
東
北
弁

の
使
用
が
多
く
見
ら
れ
た
の
も
、
農
家
が
使
う
言
葉
と
し
て
見
な

さ
れ
て
い
る
も

の
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
で
も
、
英
語
の
特
徴
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

母

¨
く
Ｆ
一
オ
一一
Ｐ
要
や

父

一
ぼ
８

ダ

〓
澪

”
営
Ｊ
】８
ｏ
マ
一一す
Ｏ
Ｆ

て
，

陽

子

供

¨

↓
Ｆ

Ｓ

ユ

Ｅ

ｏ

”
一『
ｏ
一
日

Ｐ

ｒ
８

＾

語
彙
で
は
、
「
お
父
さ
ん
」
を
意
味
す
る

コ
マ
が
使
わ
れ
て
い
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翻訳 と方 li

る
。
こ
れ
は
、
広

い
分
布
を
持

つ
非
常
に
素
朴
に
聞
こ
え
る

「
田

舎
言
葉
」
と
言
え
る
。
先
に
見
た
黒
人
英
語
と
は
対
照
的
で
、
主

に
自
人
の
間
で
使
わ
れ
る
。
ま
た
、
父
親
役
の
セ
リ
フ
に
は
、
母

音
で
始
ま
る
名
詞
の
前
に
不
定
冠
詞
の

″
Ｐ

が
用

い
ら
れ
て
い

る
。
不
定
冠
詞
の
使

い
分
け
を
な
く
す
こ
と
で
単
純
化
を
図

っ
た

こ
の
表
現
は
、
自
人
の
間
で
も
、
黒
人
の
間
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
黒
人
の
セ
リ
フ
に
も
見
ら
れ
た

こ
３

（人
称
と
数
と
開

係
な
く
使
わ
れ
て
い
る
ｂｃ
動
詞
の
否
定
形
）
と
二
重
否
定
の
使
用
が

目
立

つ
。
こ
の
二
つ
の
形
式
は
英
語
国
の
ほ
ぼ
全
域
に
わ
た

っ
て

い
る
が
、
義
務
教
育

の
規
範
文
法
で
最
も
ょ
く

「矯
正
」
の
的
に

さ
れ
る
典
型
的
な

「悪

い
英
語
」
表
現
と
断
言
し
て
ょ
さ
そ
う
で

あ
る
。

「
バ
ッ
ク
　
ト
ゥ
ー
　
ザ
　
フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
」
で
は
、
田
舎
に

住
む
農
家
の
英
語
と
日
本
語
に
見
ら
れ
る
特
徴
を
見
た
が
、
こ
こ

で
は
、
都
会
に
住
む
現
代
の
自
人
の
英
語
、
お
ょ
び
、
日
本
語
の

特
徴
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
「
マ
イ
　
フ
ェ
ァ
　
レ
デ
ィ
」

を
例
に
挙
げ
、
ロ
ン
ド
ン
に
住
む
、
自
人
の
セ
リ
フ
に
注
目
す
る
。

エ
ラ
イ
ザ
は

ロ
ン
ド
ン
に
住
む
労
働
階
級
の
自
人
女
性
で
あ

る
。
気
が
強
く
、
し

っ
か
り
者
で
あ
る
。
教
養
は
な

い
も
の
の
、

自
分
で
生
き
抜

い
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
印
象
的
で
あ
る
。
そ

し
て
、
エ
ラ
イ
ザ
の
父
、
ド
ゥ
ー
リ
ト
ル
は
同
じ
労
働
者
階
級
の

男
性
で
あ
る
が
、
陽
気
で
穏
や
か
で
気
さ
く
な
性
格
の
持
ち
主
で

あ
る
。
そ
の
反
面
、
雄
弁
家
で
、
教
育
を
受
け
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
で
き
な
か

っ
た
が
、
そ
の
演
説
ぶ
り
は
目
を
見
張
る
も
の
で
あ

る
。
ヒ
ギ
ン
ズ
教
授
の
誘

い
を
受
け
、
ェ
ラ
イ
ザ
は
自
分
の
コ
ッ

ク

ニ
ー

（
コ
ン
ド
ン
の
労
働
者
階
級
）
訛
り

の
英
語
を
修
正
す
る

た
め
の
レ
ッ
ス
ン
を
受
け
る
。
そ
の
こ
と
を
知

っ
た
父
、
ド
ゥ
ー

リ
ト
ル
が
ヒ
ギ
ン
ズ
教
授
宅
に
押
し
か
け
て
い
き
、
娘
の
話
を
し

て
、
五
ポ
ン
ド
を
せ
し
め
る
場
面
に
注
目
す
る
。

エ
ラ
イ
ザ

「
な
ん
て
、
げ
し
ん

（下
品
）
な
こ
と

い
う
ん
だ

よ
。
お
め
え
は
紳
士
じ
ゃ
ね
え
よ
。
あ
た

い
は

も
ぅ

２‐
に
な
る
ん
だ
。
お
め
え
み
た
い
な
大
人

に
は
気
を

つ
け
な
け
れ
ば
な
。
」

父
ド
ウ
ー
リ
ト
ル

「
い
や
ぁ
、
あ
り
が
て
え
。
ど
う
も
…
な

ん
だ
、

エ
ラ
イ
ザ
じ
ゃ
ね
え
か
ぁ
。
…
も
う
ち

つ
と
お
と
な
し
く
し
ね
え
と
、
だ
ん
な
に
嫌
わ

れ
る
ぜ
い
。
」

こ
の
セ
リ
フ
の
特
徴
を
見
て
み
よ
う
。
ま
す
、
エ
ラ
イ
ザ
で
ぁ

る
が
、
「
お
め
え
」

の
使
用
に
連
母
音

Ｔ
出
か
ら
容
】ス

の
融
合
化

が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
関
東
方
言
で
特
徴
的
で
あ
る
、

コヽ
ミ
に
対

応
し
た
７
出
を
使
用
す
る
点
、
「
げ
し
ん
」

宿
６
」己

↑
、
「げ
ひ
ん
」

［鴇
０
こ
）
の
使
用
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、　
一
人
称
の

「
あ
た

い
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た

い
。
こ
れ

は
、
主
に
関
東
地
方

（東
京
　
埼
玉
等
）
で
使
わ
れ
て
い
る
。
次

に
、
父
ド
ウ
ー
リ
ト
ル
で
あ
る
が
、
エ
ラ
イ
ザ
の
セ
リ
フ
の
特
徴

と
類
似
す
る
点
が
多

い
。
連
母
音
の
融
合
化
も
こ
こ
で
は
見
ら
れ

る

（例

一
「ね
え
」
、
「あ
り
が
て
え
し
。
ま
た
、
「
ち
ょ
っ
と
責
Ｓ
２
３

か
ら

「
ち

つ
と
」
含
「
ｇ
〕

へ
の
音
韻
変
化
も
ま
た
見
ら
れ
た
。

こ
の
特
徴
は
、
主
に
東
北
南
部
か
ら
関
東
に
か
け
て
広
く
分
布
し

て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、　
一
般
的
に
関
東
方
言
で
あ
る
と
言

っ
て

よ
か
ろ
う
。
ま
た
、
非
標
準
的
な
言
い
方
と
受
け
止
め
ら
れ
る
表

現
も
見
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
上
述
し
た
方
言
形
は
な
お
さ
ら
で
は

あ
る
が
、
他
の
表
現

「
い
う
ん
だ
よ
」
や

「
気
を

つ
け
ね
ば
な
」
、

「嫌
わ
れ
る
ぜ
い
」
な
ど
を
使

っ
て
ぞ
ん
ざ

い
感
を
出
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
、
エ
ラ
イ
ザ
と
ド
ゥ
ー
リ
ト
ル
の
二
人
は
、

父
親
と
娘
と

い
う
年
代
的
に
見
れ
ば
、
中
年
、
若
年
と
い
う
違

い

が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
挙
げ
た
セ
リ
フ
か
ら
判
断
す
る
限
り

で
は
、
年
齢
に
よ
る
違

い
は
あ
ま
り
な
い
。
そ
れ
よ
り
は
む
し
ろ
、

と
ギ
ン
ズ
教
授
な
ど
が
上
流
階
級
で
あ
り
、
そ
の

一
方
、
こ
の
二

人
は
労
働
者
階
級
で
あ
る
と
い
う
社
会
的
地
位
に
よ
る
違

い
を
浮

き
彫
り
に
す
る
た
め
に
、
方
言
を
使
用
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か

と
思
わ
れ
る
。
そ
の
社
会
的
地
位
の
違

い
は

エ
ラ
イ
ザ
や
ド
ゥ
ー

リ
ト
ル
と
と
ギ
ン
ズ
教
授
と
の
服
装
の
違

い
に
も
表
れ
て
お
り
、

エ
ラ
イ
ザ
と
ド
ゥ
ー
リ
ト
ル
が

「
地
位
が
低

い
」
こ
と
を
一不
し
て

い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
場
面
で
の
英
語
の
セ
リ
フ
を
見
よ
う
。

エ
ラ
イ
ザ
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と
動
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こ
れ
ら
は

コ
ッ
ク

ニ
ー
の
特
徴
と
し
て
よ
く
指
摘
さ
れ
る
の
で
、

一
般
の
映
画
観
客
に
も
通
用
す
る
も
の
で
あ
る
。

父
ド
ゥ
ー
リ
ト
ル
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Ｆ

”
２
．８
『一
　
■

ラ
イ
ザ
に
）
Ｚ
ｏ
■
・

●
〇
´
く
・　
Ｄ
Ｏ
´
く
・
く
Ｏ
Ｃ

（
コ
）
〇
一
Ｏ
　
　
Ч
Ｏ
ｏ
「

¨
０
●
”
Ｃ
●
　

，
っ
。

。
Ｏ
●
ざ

Ｙ
Ｏ
Ｃ

”
一く
０

一す
０
∽
ｏ

”
①
コ
Ｌ
の
日

ｏ
ぃ

コ
０
い
ｏ

ｏ
「
て
Ｏ
ｇ
【

〓
ｏ
　
　
　
（

Ｌ̈

ギ
ン
ズ
教
授
に
）
〓

×
９
¨
曾
ヽ
く
ｏ

，
コ
マ
一８
ｒ
Ｓ
ｏ
■
〓

（コ
）０
「
“
Ｏ
＜
．●
ｏ
「
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表 1登場人物の特徴 と英語 。日本語の特徴 語
彙
面
に
お

い
て
、
し
く
．Ｒ
”と

い
つヽ
コ
ッ
ク
ニ
ー
の
ス
テ
レ

オ
タ
イ
プ
的
な
単
語
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は

増
お
】Ｂ
「
Ｔ
一那
）

の
簡
略
形
で
、
上
流
階
級
な
ど
の
日
上
の
人
に
対
し
て
使
わ
れ
る

敬
称
で
あ
る
。
感
嘆
表
現
の
ω
一ヽ

日
の
も

コ
ッ
ク
ニ
ー
の
象
徴
的

な
言
い
方
で
あ
る
。
音
韻
面
で
は
、
≫
ゐ

脱
落
が
日
立

つ
。
こ
れ

も

コ
ッ
ク
ニ
ー
の
典
型
的
な
特
徴
と
言
え
る
。
上
の
黒
人
英
語
に

も
見
た
こ

の

音
韻
的
変
化
が
イ
ギ
リ
ス
の
自
人
の
間
で
使
わ
れ

る
言
語
変
種
に
現
れ
る
の
で
、
　
″
〓

炉̈

が
マ
昌
と
な
る
。
文
法

面
で
は
、
人
称
に
よ

っ
て
使
い
分
け
ら
れ
た
動
詞
形
が
統

一
さ
れ

た
た
め
に
生
じ
た
三
人
称
単
数
形
の

″
（∽一
３
８
３
″
は

コ
ッ
ク

ニ
ー
英
語
だ
け
で
は
な
く
、
英
語
の
さ
ま
ざ
ま
な
非
標
準
的
変
種

に
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。
こ
の
語
法
は
否
定
形
の
み
に
起
き
る

も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
　
″
８
３

る
ｏ
”
」ぉ

Ｂ
需
″
の
二
重
否
定

も
、
英
語
圏
に
広
く
分
布
し
て
い
る
方
言
形
式
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
四
つ
の
映
画
に
登
場
す
る

一
〇
人
の
セ
リ
フ
を
言

語
学
的
に
分
析
し
、
脚
本
家
が
ど
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
人
物
に
方

言
を
使
用
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
て
き
た
。
こ
の
分

析
か
ら
表
１
に
示
す
よ
う
に
、
次
の
こ
と
が
言
え
る
。
ま
ず
、
各

登
場
人
物
の
セ
リ
フ
に
は
、
東
北
　
関
東
方
言
と
思
わ
れ
る
形
が

見
ら
れ
る
こ
と
、
広

い
分
布
を
持

つ
非
標
準
的
な
言

い
方
を
使

っ

て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
方
言
を
使
用
し
て

い
る
各
人
物
は
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
背
景
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
の

で
あ
る
。
人
種
に
よ
る
違

い

（黒
人
か
自
人
か
）
や
、
年
齢
に
よ

る
違

い

（若
年
か
中
年
か
老
年
か
）
、
そ
し
て
、
性
に
よ
る
違

い

（男
性
か
、
女
性
か
）
な
ど
の
違

い
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
日
す
べ

き
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
背
景
を
持

つ
人
物
が
、

似
通

っ
た
方
言
形
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
冨
］や
官
ユ
が

常
【〕に
変
わ
る
と

い
う
連
母
音
の
融
合
化
な
ど
は
共
通
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
。

以
上
見
て
き
た
映
画
の
登
場
人
物
の
特
徴
を
表
１
で
ま
と
め

た
。
こ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
が
ど
う
い
う
属
性
と
性
格
を
持
つ

人
間
で
あ
り
、
そ
し
て
ど
う
い
う
言
語
学
特
徴
を
使
っ
て
い
る
か

が
分
か
る
。
黒
人
が
東
北
弁
を
使
い
、
コ
ッ
ク
ニ
ー
は
関
東
方
言

を
使
う
な
ど
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
見
え
て
く
る
が
、
そ
も
そ
も
映

画
の
セ
リ
フ
を
他
言
語
に
訳
す
る
と
き
に
、
な
ぜ
方
言
を
使
う
必

要
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
よ
う
な
説
明
が
で
き
る
と
思
わ

れ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
使
っ
て
い
る
発
話
は

「情
報
機
能
」
と

「象
徴
的

機
能
」
の
二
つ
の
側
面
を
持

っ
て
い
る
。
「情
報
機
能
」
は
発
話

の
内
容
の
部
分
で
、
「象
徴
的
機
能
」
は
話
者
自
身
に
関
す
る
付

随
的
な
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る

（真
田
信
治
、
ダ
ニ
エ
ル
＝
ロ
ン

グ
　

一
九
九
二
）
。
今
回
分
析
し
た
映
画
で
は
、
「
情
報
機
能
」
を

果
た
す
部
分
を
翻
訳
す
る
の
は
簡
単
だ

っ
た
。
黒
人
奴
隷
の
ポ
ー

ク
が
言
う

「
∪
Ｃ

と
共

）̈
８

ｇ
Ｃ
コ
８

日
ｏ
Ｃ
と

を

「
納
屋
な
ん

ざ
、
も
う
ね
え
で
す
よ
」
に
訳
す
れ
ば
、
文
字
通
り
の
意
味
が
伝

わ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
伝
達
信
号
の
半
分
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
ア

メ
リ
カ
人
の
映
画
観
客
が
こ
の
セ
リ
フ
を
聞
く
と
、
黒
人
話
者
の

イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ん
で
く
る
が
、
セ
リ
フ
を
日
本
語
に
訳
す
れ
ば
、

そ
う
し
た
話
者
の
属
性
に
関
す
る
情
報
を
ど
の
よ
う
に
伝
え
れ
ば

よ
い
か
が
問
題
で
あ
る
。
現
本
の
登
場
人
物
が
観
客
に
ど
の
よ
う

な
人
間
と
し
て
写

っ
て
い
る
か
を
翻
訳
家
が
突
き
止
め
、
そ
れ
と

似
た
よ
う
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
持

つ
日
本
方
言
を
利
用
す
る
以

外
に
こ
う
し
た
情
報
を
伝
え
る
方
法
が
な

い
。

こ
う
し
た
理
由
で
使
わ
れ
る
日
本
語
の
方
言
は
象
徴
的
な
も
の

で
あ
り
、
し
か
も
方
言
の
専
門
家
で
は
な
く
、　
一
般
人
の
た
め
に

使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
言
語
学
的
に
正
確
な
方
言
で
あ
る
必
要
は

な
い
。
ま
た
、
特
定
な
方
言
で
あ
る
必
要
も
な
い
。
む
し
ろ
、
場

合
に
よ

っ
て
、
人
物
の
二
つ
の
特
徴
を
表
現
す
る
た
め
、
異
な

っ

た
方
言
特
徴
が
混
用
さ
れ
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
今
回
の
黒
人
老
人

が

「老
人
語
」
と
意
識
さ
れ
て
い
る
中
国
地
方
の
方
言
と
黒
人
の

話
し
方
と
し
て
定
着
し
て
い
る
東
北
弁
の
両
方
の
特
徴
が
混
ざ

っ

た
セ
リ
フ
を
使
う
の
も
こ
の
例
に
当
た
る
。
今
回
扱

っ
た
資
料
で
、

登場人1勿 ll徴 英語 日本語

プ リ ン
~

黒人の大農
「

1奴劇:

黒人俗英語 東北方言

ポー ク 黒人l13英語 関東方言

マ ミー 黒人俗英語 東日本方言

散髪量の黒人老人
都会の労 lll者 階級

黒人俗英語 東北弁 広島弁

ユ ダヤ人の老人 ユ ダヤ人英 .■ 東日本方言

農家の父

30年前の自人農家

米匡南部の英語 東北方言

農家の ll 米匡南部の英語 東北方言

農家の子供 米国南部の英語 東北方言

エ ライザ

都会の労働者 lat級
コ ックニー 関東方言

|ヾ ウーリト,レ コ ックニー 関東方言

が
な
ぜ
使
わ
れ
る
か
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東
北
方
言
が
教
養
の
な
い
社
会
的
に
身
分
の
低
い
人
々
の
セ
リ
フ

に
使
わ
れ
て
い
た
の
で
、
東
北
方
言
が
決
し
て
良
い
方
に
写
っ
て

い
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
方
言
意
識
研
究
で
も
、
こ
う

し
た
方
言
イ
メ
ー
ジ
が
た
び
た
び
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
井
上
史
雄

（　
九
八
九
）
の
Ｓ
Ｄ

（意
味
微
分
）
法
に
よ
る
方
言
イ
メ
ー
ジ
研

究
で
は
、
「
東
北
弁
」
が

「若

い
女
性
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
」
、

「
ぞ
ん
ざ
い
」
、
ヨ
心
い
こ
と
ば
」
、
「乱
暴
」
、
「汚
い
」
と
い
っ
た

否
定
的
な
特
徴
と
結
ば
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
う
し
た
傾
向

が
、
東
京
や
札
幌
、
京
都
の
出
身
者
の
間
だ
け
で
は
な
く
、
東
北

出
身
者
の
間
に
さ
え
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
今
回
の
分
析
に
見
ら

れ
た
無
教
養
な
下
層
階
級
話
者
に
よ
る
東
北
弁
の
使
用
に
も
こ
れ

に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

さ
て
、
以
上
、
日
本
語
吹
き
替
え
映
画
の
場
合
に
使
わ
れ
る
方

言
の
特
徴
と
、
方
言
を
使
わ
さ
れ
る
登
場
人
物
の
特
徴
を
見
て
き

た
が
、
こ
の
問
題
を
反
対
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
方

言
を
使
わ
な
い
登
場
人
物
と
は
ど
う
い
う
役
か
と
い
う
こ
と
で
あ

Ｚり
。英

語
の
映
画
で
は
、
方
言
指
導
者
に
よ
る
正
確
な
方
言
が
使
用

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
日
本
語
の
吹
き
替
え
版
に
な
る
と

標
準
日
本
語
で
話
さ
れ
て
い
る
の
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
こ
れ

は
、
主
人
公
を
含
め
た
中
心
人
物
が
、
同

一
の
社
会
背
景
を
持

っ

て
い
る
場
合
に
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
黒
人
が
中
心
と
な
る
映
画

３
ハ
ー
レ
ム
ナ
イ
ト
」
な
ど
）
で
は
、
主
人
公
た
ち
が
黒
人
英
語

を
話
し
て
い
た
が
、
吹
き
替
え
版
で
は
標
準
日
本
語
が
主
に
話
さ

れ
て
い
た
。
ま
た
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
方
言
の
英
語
が
使
わ
れ
て

る
映
画

（「ブ
レ
イ
ブ
ハ
ー
ト
」
な
ど
）
で
も
、
同
様
な
傾
向
が
見

ら
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
筆
者

（朝
日
）
は
、
方
言
が
使
用
さ

れ
る
の
は

「何
か
社
会
的
に
、
主
人
公
と
は
違
う
人
物
」
が
登
場

す
る
と
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
映
画

「
ブ
レ
イ
ブ
ハ
ー
ト
」

で
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
が
登
場
す
る
と
、
非
標
準
的
な
日
本
語
を

使
用
し
て
い
た
。
映
画
の
舞
台
以
外
の
地
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら

来
た
と
い
う
理
由
で
、
こ
の
登
場
人
物
の
言
葉
に
変
化
を
与
え
た

の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
映
画
で
、

「黒
人
全
員
が
〇
〇
弁
を
使
う
」
と
か

「老
人
は
皆
○
○
弁
を
使

う
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
映
画
の
中
で
、
あ
る
登
場
人
物
を

特
徴
付
け
る
た
め
に
日
本
語
の
方
言
が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。

一

本
稿
で
、
外
国
映
画
の
日
本
語
吹
き
替
え
に
お
け
る
方
言
の
使

い
方
を
材
料
に
、
日
本
人
が
潜
在
的
に
持
っ
て
い
る
方
言
イ
メ
ー

ジ
を
探
つ
て
み
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
社
会
言
語
学
的
研
究

は
、
「研
究
の
た
め
の
研
究
」
で
終
わ

っ
て
は
い
け
な
い
と
思
っ

て
い
る
。
社
会
言
語
学
は
、
社
会
と
言
語
と
関
係
を
解
明
す
る
学

問
で
あ
る
な
ら
ば
、
言
語
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
社
会
的
問
題
を

解
決
す
る
た
め
に
利
用
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

以
上
で
取
り
上
げ
た
映
画
を
作
っ
た
ア
メ
リ
カ
で
は
、
方
言
に

よ
る
差
別
が
今
日
に
至
る
ま
で
、
根
強
く
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

去
年
、
ア
メ
リ
カ
で
起
き
た

「
エ
ボ
ニ
ッ
ク
ス
論
争
」
に
象
徴
さ

れ
る
。
日
本
の
言
語
学
者
の
長
年
に
よ
る
努
力
で
、
方
言
が

「間

違
っ
た
日
本
語
」
や

「怠
け
癖
」
で
は
な
い
と
い
う
認
識
が
、
専

門
家
以
外
の

一
般
国
民
に
も
広
く
普
及
し
た
の
で
あ
る
。
日
本
で

も
、
方
言
に
よ
る
差
別
は
昔
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
堂
々
と
行

わ
れ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
方
言
差
別
を
な
く
す

た
め
に
は
、
ま
ず
問
題
の
実
態
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
日
本

で
は
、
方
言
イ
メ
ー
ジ
研
究
は
長
い
歴
史
を
持
っ
て
お
り
、
そ
し

て
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
論
の
利
用
に
よ
つ
て
、
研
究
対
象
を
複
数
の

側
面
か
ら
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
稿
で
提
案
し
た
研
究
方

法
に
よ
つ
て
、
社
会
の
一
般
構
成
員
が
潜
在
的
に
抱
い
て
い
る
方

一言
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
今
ま
で
見
え
て
こ
な
か
っ
た
側
面
か
ら
把

握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
確
信
し
て
い
る
。
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