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「
演
劇
に
つ
い
て
」（「
文
學
界
」
昭
和
十
一
年
十
月
）
は
、「
演
劇
」
に
関
す
る
話
柄
が
展
開
さ
れ
る
小
林
秀
雄
の
批
評
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、「
演
劇
に
つ

い
て
」
論
じ
て
い
る
筈
の
こ
の
文
章
は
、「
演
劇
」
を
語
り
得
て
い
な
い
と
い
う
陥
穽
に
嵌
っ
て
い
る
。
こ
の
批
評
で
は
、「
小
屋
の
空
気
」
と
い
う
表
面
的
な

意
味
で
の
「
社
会
性
」
の
中
に
「
演
劇
」
を
昇
華
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
批
評
主
体
で
あ
る
「
僕
」
は
「
演
劇
」
を
見
え
な
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
と
漂
白
す
る
。�

「
孤
独
を
嫌
う
」
芸
術
を
「
孤
独
」
に
享
受
す
る
と
い
う
態
度
に
よ
っ
て
、「
僕
」
の
中
で
は
「
演
劇
」
を
「
演
劇
」
の
文
法
で
論
じ
る
必
要
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、「
演
劇
」
は
、「
文
学
」
と
い
う
尺
度
か
ら
語
ら
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
こ
の
批
評
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
演
劇
に
つ
い
て
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ�

「
文
学
に
つ
い
て
」
で
あ
る
と
い
っ
た
方
が
適
切
な
の
で
あ
る
。
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「
演
劇
」
を
語
る
と
表
明
し
な
が
ら
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
語
る
こ
と
は
、「
演
劇
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
見
え
な
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
と
追
い
や
る
漂
白
行
為
で

あ
り
、
そ
の
行
為
は
、「
演
劇
」
を
語
ら
れ
る
価
値
の
な
い
も
の
へ
と
囲
い
込
む
悪
意
無
き
差
別
の
あ
り
よ
う
を
示
し
て
い
る
。「
演
劇
」
に
存
在
す
る
多
様
な�

「
演
劇
」
性
を
表
面
的
な
「
社
会
性
」
の
名
の
も
と
に
漂
白
し
、「
演
劇
」
を
見
え
な
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
す
る
こ
う
し
た
「
僕
」
の
動
き
は
、
近
代
に
お
い
て
圧
倒

的
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
で
あ
る
「
文
学
」
側
に
よ
る
悪
意
の
な
い
差
別
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
演
劇
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
過
剰
な
ま
で
の
「
文
学
」
の
称
揚
は
、
同

時
代
に
お
け
る
社
会
状
況
の
危
機
に
端
を
発
し
て
い
る
。「
文
学
」
を
政
治
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
権
力
へ
の
カ
ウ
ン
タ
ー
と
し
て
機
能
さ
せ
よ
う
と
す
る
切
実
な

試
み
の
中
で
、「
文
学
」
が
「
演
劇
」
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
そ
こ
に
は
「
映
画
」
も
含
ま
れ
る
）
を
見
え
な
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
と
漂
白

し
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
悪
意
の
な
い
差
別
に
よ
っ
て
「
文
学
」
が
「
文
学
」
と
し
て
も
う
一
つ
の
覇
権
を
形
成
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

一
、
は
じ
め
に
―「
演
劇
に
つ
い
て
」
の
陥
穽

　

小
林
秀
雄
「
演
劇
に
つ
い
て
」（「
文
學
界
」
昭
和
十
一
年
十
月
）
は
、そ
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
「
演
劇
」
に
関
す
る
話
柄
が
展
開
さ
れ
る
批
評
で
あ
る
。

比
較
的
平
明
な
文
体
で
書
か
れ
た
原
稿
用
紙
十
枚
に
満
た
な
い
こ
の
批
評
は
、小
林
秀
雄
研
究
史
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

率
直
な
物
言
い
を
す
れ
ば
小
林
の
割
に
力
の
入
っ
て
い
な
い
こ
の
批
評
に
、
学
術
的
な
（
あ
る
い
は
文
学
的
な
）
価
値
が
見
出
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味

す
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
価
値
判
断
の
背
景
に
は
、
小
林
の
一
貫
す
る
「
芝
居
嫌
い
」
言
説
の
影
響
も
見
逃
せ
な
い
。

　
　

福
田　

こ
ん
ど
は
日
本
の
芝
居
を
話
し
ま
し
ょ
う
か
。
ぼ
く
は
昔
の
築
地
小
劇
場
を
見
て
な
い
ん
で
す
け
ど
も
。

　
　

小
林　

ぼ
く
も
見
て
な
い
ん
だ
。
嫌
い
だ
っ
た
か
ら
。（
笑
）
ぼ
く
は
、
ほ
ん
と
は
芝
居
っ
て
、
好
き
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
。

　
　

福
田　

そ
う
で
し
ょ
う
ね
。

　
　

小
林　

�

芝
居
が
嫌
い
で
、
見
も
し
な
い
の
に
、
雑
誌
へ
芝
居
の
こ
と
を
書
か
さ
れ
た
り
、
座
談
会
で
考
え
さ
せ
ら
れ
た
り
す
る
の
は
、
な
ん
と
も
困
っ
た
こ

と
な
ん
だ
。
や
っ
ぱ
り
芝
居
っ
て
い
う
の
は
、
劇
場
に
あ
る
ん
で
す
よ
。
活
字
と
は
違
う
ん
だ
ね（

（
（

。

　

福
田
恆
存
と
の
対
談
の
中
で
、小
林
は
自
身
の
「
芝
居
嫌
い
」
を
披
瀝
し
、「
雑
誌
へ
芝
居
の
こ
と
を
書
か
さ
れ
た
り
、座
談
会
で
考
え
さ
せ
ら
れ
た
り
す
る
の
は
、

な
ん
と
も
困
っ
た
こ
と
な
ん
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。「
演
劇
に
つ
い
て
」
が
発
表
さ
れ
て
か
ら
十
五
年
後
の
対
談
で
あ
る
こ
と
を
差
し
引
い
て
も
、
こ
う
し
た�
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小
林
の
言
説
が
こ
の
批
評
を
議
論
の
俎
上
に
載
せ
る
こ
と
を
妨
げ
て
き
た
と
判
断
す
る
こ
と
に
無
理
は
な
い
だ
ろ
う
。
先
ほ
ど
、「
小
林
の
割
に
力
の
入
っ
て
い

な
い
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、「
芝
居
嫌
い
」
を
標
榜
す
る
小
林
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
「
演
劇
に
つ
い
て
」
は
、「
難
解
な
」
と
形
容
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
小
林
の
批

評
作
品
の
中
で
、
一
読
す
れ
ば
意
味
を
取
り
得
る
小
さ
な
読
み
物
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
批
評
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
受
容
す
る

こ
と
に
疑
義
を
呈
す
る
こ
と
も
、
ま
た
可
能
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、「
演
劇
に
つ
い
て
」
を
批
判
的
に
、
さ
ら
に
は
挑
発
的
に
読
む
こ
と
で
、

小
さ
な
読
み
物
と
し
て
の
こ
の
批
評
の
価
値
を
反
転
さ
せ
る
こ
と
を
目
論
ん
で
い
る
。
そ
し
て
そ
の
批
判
の
射
程
は
、
こ
の
批
評
の
署
名
者
で
あ
る
小
林
秀
雄
で

は
な
く
、
よ
り
大
き
な
も
の
へ
の
批
判
―
つ
ま
り
は
日
本
近
代
文
学
の
あ
る
側
面
へ
の
批
判
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
先
に
明
か
し
て
お
き
た
い
。

　

本
稿
で
は
、「
演
劇
」
に
つ
い
て
を
語
っ
て
い
る
は
ず
の
こ
の
批
評
が
、
決
し
て
「
演
劇
」
を
語
り
得
て
い
な
い
と
い
う
陥
穽
に
着
目
し
、
タ
イ
ト
ル
を
裏
切

る
テ
ク
ス
ト
の
様
相
を
、
本
文
を
追
い
な
が
ら
具
体
的
に
確
認
し
て
い
く
。「
演
劇
」
を
語
る
と
表
明
し
な
が
ら
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
語
る
こ
と
は
、「
演
劇
」
と

い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
見
え
な
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
と
追
い
や
る
漂
白
行
為
で
あ
り
、
そ
の
行
為
は
、「
演
劇
」
を
語
ら
れ
る
価
値
の
な
い
も
の
へ
と
囲
い
込
む
悪
意

無
き
差
別
の
あ
り
よ
う
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
差
別
が
無
自
覚
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、「
芝
居

嫌
い
」
を
標
榜
す
る
署
名
者
小
林
秀
雄
と
い
う
一
個
人
や
批
評
の
主
体
で
あ
る
「
僕
」
に
責
任
を
帰
す
べ
き
問
題
で
は
な
く
、
日
本
近
代
文
学
の
問
題
で
あ
る
こ

と
を
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
点
を
証
明
す
る
た
め
に
、本
稿
で
は
「
弥
撒
」
と
「
歌
舞
伎
」
と
い
う
二
つ
の
観
点
に
大
き
く
焦
点
を
絞
り
、

検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　
　
　

二
、「
演
劇
」
と
「
弥
撒
」

　
「
演
劇
に
つ
い
て
」
で
は
、
ア
ラ
ン
［Ém

ile-A
uguste�Chartier

］
の
「
演
劇
論
」
冒
頭
の
引
用
か
ら
批
評
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、「
そ

の
効
果
を
し
か
と
感
ず
る
為
に
は
度
々
出
向
か
ね
ば
な
ら
」
な
い
と
い
う
「
演
劇
」
と
「
弥
撒
」
の
同
質
性
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、「
僕
」
も
ま
た
、

そ
の
見
解
を
前
提
に
論
を
進
め
て
い
く
。

　
　

�

ア
ラ
ン
が
、
演
劇
を
論
じ
た
文
章
の
冒
頭
で
、「
演
劇
は
、
弥
撒
と
同
じ
様
に
、
そ
の
効
果
を
し
か
と
感
ず
る
為
に
は
度
々
出
向
か
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
書
い

て
い
る
。
無
論
、
僕
は
弥
撒
な
ど
と
い
う
も
の
に
は
、
一
向
不
案
内
な
者
だ
が
、
演
劇
に
し
て
も
度
々
出
向
い
た
方
で
は
な
い
。
従
っ
て
そ
の
効
果
を
、�
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し
か
と
感
じ
て
い
る
者
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
の
は
何
も
予
防
線
を
張
る
意
味
で
は
な
い
。
こ
の
ア
ラ
ン
の
数
言
か
ら
、
演
劇
の
最

も
重
要
な
諸
性
格
が
演
繹
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
又
、
ア
ラ
ン
が
、
何
故
、
そ
ん
な
解
り
切
っ
た
文
句
を
、
演
劇
論
の
冒
頭
に
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
か
が
興
味
あ
る
事
だ
と
僕
に
は
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
芝
居
が
解
り
た
か
っ
た
ら
芝
居
に
行
け
、
な
ど
と
言
う
言
葉
は
、
黙
阿
弥
が
聞
い
て
も
モ
リ
エ
エ
ル

が
聞
い
て
も
意
味
を
成
す
ま
い
。
こ
う
い
う
言
葉
が
意
味
を
生
ず
る
為
に
は
、芝
居
に
行
か
ず
に
芝
居
が
解
っ
て
い
る
人
々
が
生
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
現
代
は
、

そ
う
い
う
人
々
を
生
む
の
に
非
常
に
好
都
合
な
条
件
を
取
揃
え
て
い
る
。

　

こ
こ
で
「
僕
」
が
い
う
「
ア
ラ
ン
が
、
演
劇
を
論
じ
た
文
章
」
と
は
『Q
uatre-vingt-un�Chapitres�sur�l ’esprit�et�les�passions

』
の
「CH

A
PIT
RE�

V
II　

D
U
�T
H
EÂ
T
RE

」
を
指
し
て
お
り
、「
僕
」
に
よ
る
引
用
部
は
原
文
で
は
「Le�théâtre�est�com

m
e�la�m

esse;�pour�en�bien�sentir�les�effets�il�

faut�y�venir�souvent.

」
に
該
当
す
る（

（
（

。「
僕
」
は
ア
ラ
ン
の
こ
の
言
葉
を
「
演
劇
の
最
も
重
要
な
諸
性
格
が
演
繹
出
来
る
」
と
評
価
し
、
同
時
に
「
そ
ん
な
解
り�

切
っ
た
文
句
」
と
述
べ
る
が
、「
演
劇
」
と
「
弥
撒
」
が
何
故
同
様
の
も
の
と
し
て
並
列
さ
れ
て
い
る
の
か
は
こ
の
批
評
の
中
で
は
十
分
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

小
林
は
、
こ
の
批
評
発
表
の
二
ヶ
月
後
で
あ
る
昭
和
十
一
年
十
二
月
、
創
元
社
か
ら
『
精
神
と
情
熱
と
に
関
す
る
八
十
一
章
』
の
題
で
ア
ラ
ン
の
こ
の
本
の
翻
訳

を
刊
行
し
て
お
り
、
そ
こ
で
「
演
劇
論
」
に
該
当
す
る
「
第
七
章　

演
劇
」
の
冒
頭
部
は
以
下
の
よ
う
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　

�

芝
居
は
弥
撒
と
同
じ
く
、
そ
の
効
果
を
し
か
と
感
ず
る
為
に
は
、
屢
々
出
向
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
芝
居
を
見
つ
け
な
い
人
は
、
舞
台
の
或
る
種
の
省
略
に
驚
い

た
り
、
退
屈
す
る
か
と
思
え
ば
、
又
無
暗
に
感
動
し
た
り
な
ぞ
す
る
も
の
だ
。
名
観
客
に
な
る
の
に
は
、
恐
ら
く
名
優
に
な
る
位
の
時
間
が
か
か
る
、
楽
し

ん
で
泣
く
事
を
学
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
だ
、
こ
れ
は
、
あ
ん
ま
り
痛
く
驚
い
た
り
し
て
は
い
け
な
い
し
、
瑣
細
な
物
に
も
好
奇
の
眼
を
向
け
ね
ば
な
ら
ぬ
し
、

心
が
緊
め
付
け
ら
れ
る
様
な
場
合
で
も
、
苦
し
い
処
ま
で
行
っ
て
は
な
ら
ぬ
し
、
色
々
面
倒
な
の
で
あ
る
。
又
、
芝
居
を
観
る
喜
び
は
、
社
会
的
な
喜
び
で

あ
る
事
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ（

（
（

。

　

こ
の
ア
ラ
ン
の
言
説
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
よ
う
や
く
、「
演
劇
」
と
「
弥
撒
」
の
共
通
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
端
的
に
い
え
ば
、「
名
観
客
」
に

な
る
に
は
観
客
と
し
て
の
「
型
」
に
熟
知
す
る
必
要
が
あ
り
、「
弥
撒
」
の
場
合
も
そ
れ
は
同
様
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
弥
撒
」
と
は
普
遍
的
教
会
（U

niversal�

Church

）
と
い
う
主
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
の
身
体
で
信
徒
と
三
位
一
体
の
神
と
が
合
一
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
行
為
で
あ
る
。「
弥
撒
」
で
は
、
イ
エ
ス
の
贖
い

の
血
に
模
し
た
ぶ
ど
う
酒
、
そ
の
結
果
屠
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
イ
エ
ス
の
肉
に
模
し
た
パ
ン
を
主
日
に
定
期
的
に
身
体
に
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
キ
リ
ス
ト
の

十
字
架
に
よ
る
契
約
を
新
た
に
更
新
し
、
そ
の
犠
牲
を
想
起
し
な
が
ら
信
仰
を
宣
言
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
［「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
二
二
：
一
七
～
二
〇
、�
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「
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
」
一
一
：
二
三
～
二
六
他（

（
（

］。
つ
ま
り
、「
弥
撒
」
と
は
賛
美
や
祈
り
と
同
様
に
神
と
の
対
話
で
あ
り
、
そ
の
言
表
行
為
で
あ
り
、

神
と
の
共
同
作
業
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、一
度
の
信
仰
告
白
で
は
意
味
が
な
く
、「
度
々
出
向
」
く
こ
と
に
よ
っ
て
常
に
契
約
が
新
た
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、

契
約
の
「
型
」
に
習
熟
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、「
互
い
の
重
荷
を
担
」
う
こ
と
で
「
キ
リ
ス
ト
の
律
法
を
全
う
す
る
こ
と
」［「
ガ
ラ
テ
ヤ
の
信
徒
へ
の
手
紙
」�

六
：
二
］
を
目
指
す
普
遍
的
教
会
の
中
で
は
、
人
々
と
の
交
わ
り
が
重
要
視
さ
れ
る
。
十
字
架
の
血
に
よ
っ
て
血
縁
関
係
を
結
ぶ
信
徒
は
神
の
子
と
し
て
兄
弟

姉
妹
で
あ
り
、
他
人
の
た
め
に
祈
る
（
＝
と
り
な
し
の
祈
り
）［「
テ
モ
テ
へ
の
手
紙
一
」
二
：
一
］
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
の
他
人
の
中
に
は
、
ク
リ
ス
チ
ャ

ン
同
胞
は
も
と
よ
り
、
未
信
者
や
自
ら
を
迫
害
す
る
者
ま
で
も
が
含
ま
れ
る
。
他
者
に
向
け
ら
れ
た
神
に
よ
る
祝
福
と
恵
み
の
嗣
業
を
自
分
の
も
の
と
し
て
共
に

賛
美
す
る
こ
と
。
そ
こ
に
存
在
す
る
喜
び
は
、
ま
さ
に
「
社
会
的
な
喜
び
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
的
文
脈
の
中
で
、「
演
劇
」
と
「
弥
撒
」

は
並
列
さ
れ
て
い
た
と
捉
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
「
ア
ラ
ン
が
、
何
故
、
そ
ん
な
解
り
切
っ
た
文
句
を
、
演
劇
論
の
冒
頭
に
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
が
興
味
あ
る
事
だ
と
僕
に
は
思
わ
れ
る
か
ら
だ
」
と
書

く
よ
う
に
、「
僕
」
が
、
何
故
、「
演
劇
に
つ
い
て
」
の
冒
頭
に
こ
の
引
用
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
へ
の
解
答
は
、「
型
」
そ
し
て
「
社

会
的
な
喜
び
」
と
い
う
概
念
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
浮
上
す
る
。
そ
れ
は
、
同
時
に
稿
者
に
「
興
味
あ
る
事
」
だ
と
思
わ
れ
る
事
態
で
も
あ
る
。「
演
劇
」
に
お

け
る
「
型
」
の
問
題
、「
社
会
的
な
喜
び
」
の
問
題
が
、
こ
の
批
評
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
前
提
を
暗
に

共
有
し
た
上
で
、
冒
頭
部
で
は
、
四
代
目
市
川
小
團
次
の
元
で
座
付
き
の
狂
言
作
者
を
勤
め
た
「
黙
阿
弥
」（
河
竹
黙
阿
弥
）
と
、
俳
優
も
兼
ね
て
い
た
ブ
ル
ボ

ン
朝
時
代
の
劇
作
家
「
モ
リ
エ
エ
ル
」
と
い
う
当
然
の
よ
う
に
「
芝
居
に
行
」
き
「
芝
居
が
解
」
っ
て
い
た
過
去
の
「
演
劇
」
人
を
例
に
出
す
こ
と
で
、「
芝
居
」

の
現
場
と
「
芝
居
」
の
知
識
と
が
乖
離
す
る
「
現
代
」―
大
正
六
年
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
と
同
時
に
、
昭
和
十
一
年
の
日
本
―
へ
と
批
判
の
目
が
向
け
ら
れ

て
い
く
の
で
あ
る
。

　
　
　

三
、「
型
」
と
「
形
」

　
「
型
」
の
問
題
を
考
え
る
際
に
欠
か
せ
な
い
「
演
劇
」
は
何
よ
り
「
歌
舞
伎
」
で
あ
ろ
う
。「
歌
舞
伎
」
が
「
型
」
を
重
視
す
る
「
演
劇
」
で
あ
る
こ
と
は
周
知

の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
演
劇
に
つ
い
て
」
で
は
、「
歌
舞
伎
」
が
「
型
」
で
は
な
く
「
形
」
と
い
う
概
念
で
捉
え
ら
れ
て
い
く
。
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僕
が
今
迄
見
た
芝
居
を
思
い
出
し
て
み
る
と
、
一
番
数
多
く
見
て
い
る
の
は
や
は
り
歌
舞
伎
で
あ
る
。
僕
が
歌
舞
伎
で
発
見
し
た
真
理
は
、
た
っ
た
一
つ
で

あ
っ
て
、
そ
れ
は
人
間
は
形
の
美
し
さ
で
充
分
に
感
動
す
る
事
が
出
来
る
と
い
う
事
で
あ
っ
た
。
形
が
何
を
現
し
て
い
る
か
、
何
を
意
味
し
て
い
る
か
は
問

題
で
は
な
い
。
最
も
問
題
で
は
な
い
際
に
一
番
自
分
は
見
事
に
感
動
す
る
事
を
確
め
た
の
で
あ
る
。
音
羽
屋
の
道
成
寺
を
見
な
が
ら
泣
い
て
い
る
の
は
恐
ら

く
自
分
だ
け
だ
と
感
じ
た
時
の
奇
怪
な
気
持
ち
を
僕
は
未
だ
忘
れ
な
い
。
僕
は
、
一
種
の
仮
構
さ
れ
た
孤
独
を
味
い
に
芝
居
に
行
っ
て
い
た
様
な
も
の
で
あ

る
。
こ
の
事
情
は
、
文
楽
を
見
る
様
に
な
っ
て
い
よ
い
よ
は
っ
き
り
し
た
。
人
形
浄
瑠
璃
が
あ
れ
ば
、
本
物
の
芝
居
な
ぞ
必
要
は
な
い
、
と
思
っ
た
。
事
実
、

そ
の
後
、
歌
舞
伎
を
見
て
も
以
前
ほ
ど
感
動
し
な
く
な
っ
た
。
僕
は
自
分
が
追
っ
て
い
た
も
の
が
、
音
楽
で
あ
る
か
絵
画
で
あ
る
か
知
ら
な
い
が
、
兎
も
角

演
劇
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
は
っ
き
り
悟
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
能
楽
に
接
す
る
機
会
を
得
て
、
そ
の
手
の
附
け
ら
れ
ぬ
様
な
美
し
さ
に
深

く
心
を
動
か
さ
れ
な
が
ら
、
俳
優
と
観
客
と
を
取
除
い
た
芝
居
小
屋
と
い
う
も
の
の
印
象
に
も
不
思
議
な
も
の
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　
「
僕
が
歌
舞
伎
で
発
見
し
た
真
理
は
、
た
っ
た
一
つ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
人
間
は
形
の
美
し
さ
で
充
分
に
感
動
す
る
事
が
出
来
る
と
い
う
事
で
あ
っ
た
」
と
あ

る
が
、
こ
こ
で
取
り
沙
汰
さ
れ
る
の
が
「
形
」
で
あ
る
点
が
重
要
で
あ
る
。「
歌
舞
伎
」
に
お
け
る
「
形
」（
カ
タ
チ
）
と
は
一
瞬
の
形
態
を
指
し
、
一
連
の
動
作

全
体
を
指
す
「
型
」（
カ
タ
）
と
は
区
別
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
渡
辺
保
は
、
三
宅
周
太
朗
の
「『
太
十
』
研
究
」、
つ
ま
り
『
絵
本
太
閤
記
』［
寛
政
十
二
年
初
演
］

の
十
段
目
で
あ
る
「
尼
崎
閑
居
の
段
」
を
引
用
し
な
が
ら
、
以
下
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

　
　
　
　

�

中
車
の
光
秀
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
な
る
「
現
れ
出
で
た
る
武
智
光
秀
」
で
、
一
旦
木
戸
口
に
立
つ
。
そ
し
て
後
に
床
の
ノ
リ
の
チ
ン
チ
ン
で
下
手
へ
ト

ン
ト
ン
ト
ン
と
下
り
、
又
、
床
の
チ
チ
チ
…
…
チ
ン
チ
ン
で
笠
を
後
へ
と
つ
て
、
ツ
ケ
入
り
の
大
見
得
を
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。［
…
］

　
　
　
　
　
　
　

�
（
三
宅
周
太
朗
「『
太
十
』
研
究
」『
歌
舞
伎
研
究
』
所
収　

昭
和
十
七
年　

柘
南
社
刊
）

　
　

�

こ
れ
が
一
般
に
型
と
い
わ
れ
る
も
の
の
実
体
で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
動
き
の
頂
点
に
は
「
快
い
」
大
見
得
の
「
形
」
が
あ
る
。「
形
」
は
カ
タ
チ
と
呼
び
、�

「
型
」
は
カ
タ
と
呼
ぶ
。「
型
」
は
こ
こ
で
い
え
ば
木
戸
口
か
ら
下
手
へ
行
く
一
連
の
動
作
全
体
を
指
す
の
に
対
し
て
、「
形
」
は
大
見
得
の
一
瞬
の
形
態
を�

指
す
。
形
は
誰
の
目
に
も
見
え
る
が
、
型
は
注
意
深
い
観
客
に
し
か
見
え
な
い
。
型
は
、
形
に
到
達
す
る
ま
で
の
細
か
い
手
順
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
二
つ

が
一
体
に
な
っ
て
、
戦
国
の
梟
雄
武
智
光
秀
の
グ
ロ
テ
ス
ク
で
怪
異
な
姿
が
舞
台
に
現
わ
れ
、
そ
の
幻
想
が
舞
台
全
体
に
広
が
っ
て
、
満
場
の
観
客
を
興
奮

の
坩
堝
に
巻
き
込
む（

（
（

。
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引
用
で
は
、「
型
」
の
理
解
に
は
「
注
意
深
さ
」
が
要
請
さ
れ
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
批
評
に
即
し
て
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、「
型
」
に
感
動
す
る
た

め
に
は
、「
芝
居
」
に
「
度
々
出
向
か
ね
ば
な
ら
ぬ
」
の
だ
と
い
え
よ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、「
形
が
何
を
現
し
て
い
る
か
、
何
を
意
味
し
て
い
る
か
は
問
題
で
は

な
い
」
と
い
う
主
張
は
、「
歌
舞
伎
」、
と
く
に
「
歌
舞
伎
舞
踊
」
に
対
す
る
一
般
論
か
ら
大
き
く
外
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
僕
」
が
泣
い
た
と
い
う
『
道
成
寺
』、

本
名
題
『
京
鹿
子
娘
道
成
寺
』［
宝
暦
三
年
初
演
］
は
所
作
事
の
「
歌
舞
伎
舞
踊
」
で
あ
る
が
、「
見
立
て
」
の
技
法
を
駆
使
す
る
「
歌
舞
伎
舞
踊
」
は
、そ
の
「
形
」

が
何
を
「
見
立
て
」
て
い
る
か
を
常
に
問
題
と
す
る
。
こ
こ
で
「
問
題
で
は
な
い
」
と
さ
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
「
見
立
て
」
の
解
釈
は
即
ち
「
型
」
の
問

題
に
な
っ
て
い
く
か
ら
だ
ろ
う
。「
形
の
美
し
さ
で
充
分
に
感
動
す
る
事
が
出
来
る
」
と
語
る
「
僕
」
は
、
切
り
取
ら
れ
た
瞬
間
の
形
態
そ
の
も
の
の
「
美
」
に

満
足
す
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
到
達
へ
の
プ
ロ
セ
ス
と
そ
こ
に
生
成
す
る
意
味
を
問
題
化
し
な
い
の
だ
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、「
僕
」
の
観
劇
方
法
が
「
芝
居
」
と

し
て
の
「
歌
舞
伎
」
鑑
賞
の
方
法
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。「
歌
舞
伎
」
に
お
け
る
「
型
」
と
は
、「
歌
舞
伎
」
の
歴
史
そ
の
も
の

で
あ
る
。「
家
の
芸
」
と
し
て
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
「
型
」
の
軽
視
は
、
俳
優
と
観
客
が
作
り
上
げ
る
「
社
会
的
な
喜
び
」
の
軽
視
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も

で
き
よ
う
。

　

さ
ら
に
、「
歌
舞
伎
」
の
見
巧
者
は
、
そ
の
「
感
動
」
を
泣
く
の
で
は
な
く
「
大
向
こ
う
」
に
よ
っ
て
表
現
す
る
。
タ
イ
ミ
ン
グ
を
重
要
と
す
る
こ
の
声
掛
け

は
俳
優
と
の
共
同
作
業
で
あ
り
、
こ
れ
が
一
回
限
り
の
場
を
作
り
上
げ
る
「
芝
居
」
の
共
同
作
業
性
、
双
方
向
性
で
あ
る
。
一
方
、「
僕
」
は
一
人
涙
を
流
す
こ

と
で
「
一
種
の
仮
構
さ
れ
た
孤
独
」
を
味
わ
い
に
「
芝
居
」
に
赴
く
。「
人
形
浄
瑠
璃
が
あ
れ
ば
、
本
物
の
芝
居
な
ぞ
必
要
は
な
い
」
と
思
う
「
僕
」
は
、
俳
優

の
身
体
で
は
な
く
、
自
分
自
身
を
見
て
い
る
。
ゆ
え
に
共
同
作
業
の
場
で
「
僕
」
は
「
孤
独
」
を
仮
構
す
る
の
で
あ
る
。「
僕
」
が
追
う
も
の
は
、
双
方
向
性
・

共
同
作
業
性
を
必
須
の
も
の
と
し
て
要
請
す
る
芸
術
で
あ
る
「
演
劇
」
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
僕
」
は
双
方
向
性
が
な
く
て
も
成
立
可
能
な
、「
孤
独
」
を

仮
構
せ
ず
と
も
成
立
す
る
（
あ
る
い
は
「
孤
独
」
の
仮
構
が
効
果
を
発
す
る
芸
術
で
あ
る
）「
音
楽
」「
絵
画
」
に
即
座
に
言
及
す
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
に
置
い
て
み
る
と
、「
僕
」
が
「
歌
舞
伎
」
よ
り
も
「
文
楽
」、
そ
し
て
何
よ
り
「
能
楽
」
に
感
動
す
る
の
は
、「
役
者
本
位
」
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
役
者
の
身
体
性
を
成
立
の
第
一
条
件
と
し
、
そ
の
身
体
を
鑑
賞
の
動
機
と
す
る
「
歌
舞
伎
」
に
比
べ
、
人
形
を
遣
う
「
文
楽
」
と
基
本
的
に
能
面
を

使
用
す
る
「
能
楽
」
が
役
者
の
身
体
性
が
比
較
的
希
薄
な
「
演
劇
」
だ
か
ら
だ
と
判
断
で
き
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
「
僕
」
の
あ
り
か
た
か
ら
、「
演
劇
に
つ
い
て
」
の
一
つ
の
特
徴
に
気
付
か
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、「
僕
」
が
「
歌
舞
伎
」
を
「
歌
舞
伎
」
の
文
法
で
は�

な
い
形
で
語
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
先
廻
り
を
し
て
結
論
を
述
べ
れ
ば
、
そ
の
文
法
の
正
体
と
は
ま
さ
に
「
文
学
」
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
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四
、
疎
外
さ
れ
る
「
演
劇
」

　
「
文
学
」
の
文
法
に
よ
っ
て
「
演
劇
」
が
語
ら
れ
る
と
い
う
事
態
を
最
も
明
示
し
て
い
る
の
が
、「
近
代
劇
」
に
対
す
る
「
僕
」
の
認
識
を
語
る
場
面
で
あ
る
。「
僕
」

は
「
チ
ェ
ホ
フ
の
戯
曲
」
を
「
近
代
劇
の
達
し
得
た
頂
点
」
で
あ
る
と
高
く
評
価
し
、「
演
劇
と
は
何
を
置
い
て
も
ま
ず
文
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、と
い
う
事
が
、

近
代
劇
の
最
大
性
格
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、「
芝
居
に
行
か
ず
に
芝
居
が
解
っ
て
い
る
人
々
」
と
い
う
冒
頭
部
の
言
葉
を
保
証
す
る
か
の
よ
う
に
、「
モ
ス

ク
ヴ
ァ
芸
術
座
を
知
ら
ず
し
て
チ
ェ
ホ
フ
の
演
劇
を
語
る
免
状
を
、
僕
等
は
実
は
チ
ェ
ホ
フ
自
身
か
ら
貰
っ
た
」
の
だ
と
語
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、「
近
代
劇
」
は�

「
文
学
」
で
あ
る
の
で
、
活
字
さ
え
読
め
ば
「
演
劇
」
を
直
接
見
な
く
て
も
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
　

�　

僕
は
、
近
代
劇
は
あ
ん
ま
り
見
て
い
な
い
が
、
数
え
て
み
る
と
チ
ェ
ホ
フ
の
芝
居
を
一
番
数
多
く
見
て
い
る
。
記
憶
に
よ
れ
ば
、
役
者
の
演
技
な
ど
は
殆

ど
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
最
近
に
見
た
「
か
も
め
」
な
ど
は
、
ほ
ん
の
素
人
芝
居
で
、
役
者
の
科
白
も
、
東
北
弁
か
ら
九
州
弁
に
至
る
い
ろ
い
ろ
種
類
の
豊

富
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
僕
に
は
殆
ど
気
に
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
も
の
を
乗
越
え
て
チ
ェ
ホ
フ
の
精
神
が
僕
に
充
分
伝
達
さ
れ
る
の
を
感
じ
た
。
で

は
役
者
達
は
何
を
し
て
い
た
か
。
無
論
何
か
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
僕
に
対
し
て
は
、
印
刷
物
で
読
ん
で
も
僕
に
伝
達
さ
れ
る
チ
ェ
ホ
フ
の

精
神
に
、
一
種
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
る
以
上
の
事
は
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
言
い
代
え
れ
ば
、
僕
は
近
代
劇
か
ら
、
ど
強
い
一
種
の
読
書
法
と
い

う
も
の
し
か
学
ば
な
か
っ
た
。
僕
は
、
近
代
劇
を
演
ず
る
劇
場
で
も
、
や
は
り
孤
独
な
観
客
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
引
用
が
示
す
の
は
、「
僕
」
に
よ
る
「
近
代
劇
」
に
お
け
る
役
者
の
身
体
性
の
軽
視
と
、
戯
曲
の
「
文
学
」
性
の
称
揚
に
他
な
ら
な
い
。
役
者
の
演
技

や
科
白
が
「
殆
ど
問
題
で
は
な
」
い
も
の
と
さ
れ
、「
そ
う
い
う
も
の
を
乗
越
え
て
」
そ
こ
に
「
チ
ェ
ホ
フ
の
精
神
」（
と
「
僕
」
が
解
釈
す
る
も
の
）
を
読
む�

「
僕
」
は
、
こ
こ
で
も
や
は
り
、
眼
前
に
生
き
て
在
る
役
者
で
は
な
く
自
分
自
身
の
姿
を
見
て
い
る
。「
近
代
劇
」
と
い
う
「
文
学
」
か
ら
「
ど
強
い
一
種
の
読
書
法
」

し
か
学
ば
な
か
っ
た
「
僕
」
は
、
劇
場
と
い
う
双
方
向
性
の
場
に
居
な
が
ら
一
人
の
「
孤
独
な
観
客
」
で
あ
る
。

　

こ
れ
が
批
評
を
批
評
た
ら
し
め
る
た
め
の
戦
略
的
な
物
言
い
で
あ
る
こ
と
を
差
し
引
い
て
も
、
こ
う
し
た
「
僕
」
の
「
演
劇
」
観
に
は
危
う
さ
が
伴
う
。「
僕

一
人
が
経
験
し
た
事
で
は
な
い
」
と
主
語
を
拡
大
し
、
そ
こ
に
「
孤
独
」
と
い
う
感
傷
じ
み
た
状
態
を
見
る
場
合
、
そ
れ
は
尚
更
で
あ
る
。「
一
時
、
あ
れ
ほ
ど

青
年
達
の
心
を
捕
え
た
築
地
小
劇
場
の
運
動
に
も
演
劇
運
動
と
し
て
甚
だ
不
具
な
も
の
が
あ
っ
た
事
を
感
ず
る
。
極
言
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
劇
が
な
か
っ
た
。�

八



小
林
秀
雄
「
演
劇
に
つ
い
て
」
論

た
だ
誇
張
さ
れ
た
文
学
が
あ
っ
た
」
と
い
う
評
価
も
同
様
で
あ
る
。「
僕
」
に
よ
る
半
ば
無
自
覚
な
「
演
劇
」
へ
の
蔑
視
、
役
者
の
疎
外
、「
文
学
」
と
「
演
劇
」

の
序
列
付
け
は
、「
文
学
」
を
男
性
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
し
、「
演
劇
」
を
思
想
や
政
治
と
い
う
既
存
の
男
性
的
価
値
観
の
枠
組
み
の
中
に
取
り
込
み
、「
文
学
」
の
中

心
的
な
場
か
ら
「
文
学
」
的
で
な
い

0

0

0

「
演
劇

0

0

」
を
低
俗
な
も
の
と
し
て
疎
外
し
続
け
て
き
た
近
代
の
文
学
観（

（
（

の
醸
成
に
加
担
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
点
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、「
僕
」
は
「
近
代
劇
」
か
ら
「
ど
強
い
一
種
の
読
書
法
」
以
外
を
「
学
ば
な
か
っ
た
」
の
で
は
な
く
、「
学
べ
な
か
っ
た
」

の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
率
直
に
い
え
ば
、「
僕
」は
役
者
の
演
技
の
真
髄
を
見
抜
く
鑑
賞
眼
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
よ
う
に
、

「
演
劇
は
社
会
的
な
芸
術
で
あ
る
。
と
言
っ
て
も
今
日
で
は
芸
術
に
社
会
的
と
い
う
言
葉
を
冠
せ
る
事
は
、
世
上
一
般
の
常
識
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
別
し
て
際

立
っ
た
意
味
も
伝
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
実
は
、
こ
れ
程
孤
独
を
嫌
う
芸
術
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
、「
演
劇
」
が
「
孤
独
を
嫌
う
芸
術
」
で
あ
る
こ
と
の

自
覚
が
語
ら
れ
る
。
一
見
、
こ
の
自
覚
は
こ
こ
ま
で
で
起
こ
り
得
る
読
者
の
批
判
的
言
説
を
回
収
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、「
演
劇
」
の
特
性
を
こ
の
よ
う

に
承
知
し
つ
つ
も
俳
優
を
疎
外
し
、「
孤
独
を
嫌
う
芸
術
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
孤
独
を
味
い
に
芝
居
に
行
っ
て
い
た
」
と
「
演
劇
」
を
蔑
視
す
る
態
度

を
選
択
す
る
こ
と
に
、「
僕
」
の
「
演
劇
」
や
俳
優
に
対
す
る
無
関
心
が
窺
え
る
。
僕
は
価
値
の
な
い
も
の
と
し
て
意
識
的
に
「
学
ば
な
か
っ
た
」
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
無
関
心
を
以
て
「
近
代
劇
」
を
眼
差
す
が
故
に
、「
僕
」
は
そ
こ
か
ら
「
ど
強
い
一
種
の
読
書
法
」
以
外
を
「
学
べ
な
か
っ
た
」
の
だ
と

判
断
で
き
よ
う
。「
演
劇
に
つ
い
て
」
は
、「
演
劇
」
を
語
り
得
て
い
な
い
。「
演
劇
に
つ
い
て
」
が
語
っ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
「
文
学
に
つ
い
て
」
と
い
う
べ

き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

五
、「
歌
舞
伎
」
の
漂
白

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
態
度
が
決
し
て
「
僕
」
個
人
の
問
題
で
は
な
い
こ
と
は
、「
僕
が
歌
舞
伎
を
よ
く
見
て
い
た
頃
、
菊
池
寛
氏
な
ど
が
盛
ん
に
、
歌
舞
伎
の

文
学
的
内
容
の
愚
劣
さ
を
論
じ
て
い
た
と
思
う
」
と
い
う
一
節
が
示
し
て
い
る
。
菊
池
寛
は
「
新
歌
舞
伎
」
を
執
筆
し
、
大
正
期
に
お
け
る
「
新
歌
舞
伎
」
の
全

盛
に
寄
与
し
た
人
物
で
あ
る（

（
（

が
、「
徳
川
時
代
の
文
物
の
中
で
、
歌
舞
伎
芝
居
だ
け
が
、
こ
ん
な
に
い
つ
ま
で
も
亡
び
な
い
の
が
、
実
に
不
思
議
で
あ
る
」「
歌
舞

伎
芝
居
の
狂
言
の
中
現
代
人
の
見
る
に
足
る
も
の
は
、
殆
ど
十
指
に
も
足
ら
な
い
位
で
あ
る
」「
歌
舞
伎
が
、
な
ほ
容
易
に
滅
び
な
い
の
は
、
外
に
代
る
べ
き
も

の
が
な
い
か
ら
で
あ
る（

（
（

」
と
い
っ
た
痛
烈
な
「
歌
舞
伎
」
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
着
目
し
た
い
の
が
、「
不
愉
快
な
る
歌
舞
伎
狂
言
」
と
い
う
章
題
が

九
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付
け
ら
れ
た
以
下
の
言
説
で
あ
る
。

　
　

�
○
或
人
は
、
又
こ
ん
な
こ
と
を
云
ふ
。
根
本
的
な
所
は
間
違
つ
て
居
よ
う
と
も
、
部
分
々
々
の
役
者
の
演
技
を
見
れ
ば
い
ゝ
の
だ
と
。
が
、
自
分
は
舞
台
の

人
物
が
ど
ん
な
に
巧
妙
に
泣
い
て
も
笑
つ
て
も
、
自
分
は
そ
の
泣
い
た
り
笑
つ
た
り
す
る
原
因
が
、
馬
鹿
々
々
し
い
時
に
は
、
泣
い
た
り
笑
つ
た
り
す
る
事

も
、
馬
鹿
々
々
し
い
と
し
か
思
へ
な
い
。
夏
目
さ
ん
が
、「
内
容
と
し
て
見
る
に
堪
へ
な
い
所
は
演
方
が
旨
い
と
か
下
手
い
と
云
ふ
芸
術
上
の
鑑
賞
の
余
地

が
な
い
位
厭
だ
」
と
云
つ
て
居
ら
れ
る
の
を
至
当
だ
と
思
ふ
。

　
　

�

○
夏
目
さ
ん
が
、
生
前
歌
舞
伎
劇
の
価
値
を
少
し
も
認
め
て
居
ら
れ
な
か
つ
た
の
を
、
当
時
尚
歌
舞
伎
を
愛
し
て
居
た
自
分
は
、
夏
目
さ
ん
が
芝
居
を
見
ら

れ
な
い
為
だ
と
高
を
く
ゝ
つ
て
居
た
が
、
今
初
め
て
夏
目
さ
ん
が
芝
居
に
対
し
て
も
正
し
く
確
か
な
眼
を
持
つ
て
居
ら
れ
た
こ
と
に
感
嘆
せ
ず
に
は
居
ら
れ

な
い
の
で
あ
る（

（
（

。

　
「
夏
目
さ
ん
」
と
は
む
ろ
ん
夏
目
漱
石
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、〈
昔
は
歌
舞
伎
が
好
き
だ
っ
た
が
成
長
し
て
／
よ
り
高
次
の
も
の
に
出

会
っ
て
そ
の
欠
陥
に
気
が
付
い
た
〉
と
い
う
典
型
的
な
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
歌
舞
伎
」
を
幼
稚
な
も
の
、「
女
子
ど
も
」
向
け
の
娯
楽
へ
と
囲
い

込
む
際
に
用
い
ら
れ
る
紋
切
り
型（

（1
（

の
一
つ
で
あ
る
。
な
お
、「
人
形
浄
瑠
璃
が
あ
れ
ば
、
本
物
の
芝
居
な
ぞ
必
要
は
な
い
、
と
思
っ
た
。
事
実
、
そ
の
後
、
歌
舞

伎
を
見
て
も
以
前
ほ
ど
感
動
し
な
く
な
っ
た
」
と
語
る
こ
の
批
評
も
ま
た
こ
の
パ
タ
ー
ン
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
向
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
歌
舞
伎
」

に
従
事
す
る
役
者
は
「
河
原
者
」「
河
原
乞
食
」
と
し
て
四
民
以
下
に
置
か
れ
、
賤
業
に
携
わ
る
者
と
し
て
社
会
的
に
差
別
を
受
け
る
反
面
、
大
衆
か
ら
の
絶
大

な
人
気
を
集
め
、
そ
の
豪
奢
な
生
活
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
政
府
に
よ
る
弾
圧
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
十
二
世
守
田
勘
彌
の
尽
力
に
よ
る
天
覧
の
実
現

（
明
治
二
十
年
一
月
二
十
六
日
）
に
よ
り
、「
歌
舞
伎
」
は
天
皇
の
統
治
下
で
あ
る
日
本
の
文
化
芸
術
と
し
て
再
編
成
さ
れ
、
国
家
の
お
墨
付
き
を
得
る
。
と
は
い
え
、

常
に
大
衆
と
と
も
に
あ
っ
た
「
歌
舞
伎
」
は
「
女
子
ど
も
」
向
け
の
低
俗
な
「
演
劇
」
と
い
う
評
価
も
根
強
く
、
近
代
文
学
は
こ
う
し
た
評
価
の
片
棒
を
担
い
で

き
た
。
坪
内
逍
遥
の
試
み
が
「
歌
舞
伎
」
の
改
良

0

0

に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
国
が
保
護
す
べ
き
伝
統
芸
能
と
い
う
位
置
付
け
を�

「
歌
舞
伎
」
が
確
保
し
た
の
は
戦
後
の
こ
と
で
、
そ
の
最
大
の
契
機
は
昭
和
四
十
一
年
十
一
月
の
国
立
劇
場
開
場
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
興
行
を
独
占
し
て
い
た

松
竹
と
の
共
謀
に
よ
っ
て
、「
歌
舞
伎
」
に
決
定
的
な
権
威
付
け
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
幾
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
「
歌
舞
伎
」
評
価
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
は
、�

為
政
者
・
権
力
者
の
評
価
に
よ
っ
て
立
ち
位
置
が
変
化
す
る
と
い
う
事
実
、
文
化
・
芸
術
の
価
値
を
固
定
的
な
も
の
と
し
て
測
定
す
る
こ
と
の
不
毛
性
を
裏
付
け

す
る
。

一
〇



小
林
秀
雄
「
演
劇
に
つ
い
て
」
論

　

そ
も
そ
も
、
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
る
「
歌
舞
伎
の
文
学
的
内
容
の
愚
劣
さ
」
の
問
題
に
は
、
二
重
の
誤
謬
が
存
在
す
る
。
一
つ
は
、「
歌
舞
伎
」
の
評
価
に
「
文

学
的
内
容
」
を
持
ち
出
す
と
い
う
誤
謬
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
歌
舞
伎
」
に
は
「
文
学
的
内
容
」
が
存
在
せ
ず
「
ト
ル
ス
ト
イ
」
に
は
そ
れ
が
存
在
す
る
と
い

う
誤
謬
で
あ
る
。「
文
学
的
内
容
が
欲
し
け
れ
ば
、
ト
ル
ス
ト
イ
が
あ
る
、
と
思
っ
て
い
た
」
と
い
う
「
僕
」
の
些
か
的
外
れ
な
発
言
は
、「
ト
ル
ス
ト
イ
」
を
権

威
化
し
、「
ト
ル
ス
ト
イ
」
に
こ
そ
「
文
学
的
内
容
」
が
存
在
す
る
の
だ
と
す
る
近
代
的
価
値
観
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。

　
　

�

歌
舞
伎
の
文
学
的
内
容
の
愚
劣
を
兎
や
角
言
っ
て
み
た
り
、
舞
台
的
イ
メ
エ
ジ
の
見
事
さ
を
強
調
し
て
み
た
り
し
た
処
が
、
歌
舞
伎
が
現
在
も
あ
れ
だ
け
の

人
を
実
際
に
集
め
得
て
い
る
所
以
の
も
の
を
突
止
め
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
で
は
そ
の
所
以
の
も
の
は
何
処
に
あ
る
か
と
言
わ
れ
れ
ば
、
僕
は
、

そ
の
小
屋
の
空
気
の
中
に
あ
る
と
答
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
僕
は
、
小
屋
の
住
人
と
し
て
は
失
格
者
に
過
ぎ
ぬ
し
、
又
あ
の
空
気
が
高
級
な
空
気
だ

な
ぞ
と
は
決
し
て
思
っ
て
い
な
い
。
併
し
、
歌
舞
伎
と
い
う
芝
居
が
愚
劣
だ
と
か
、
観
客
が
愚
劣
だ
と
か
批
判
す
る
事
と
、
あ
の
小
屋
の
空
気
に
動
か
し
難

い
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
ず
る
事
と
は
別
事
で
あ
る
。

　

こ
の
「
僕
」
の
評
価
は
、
一
見
「
歌
舞
伎
」
を
擁
護
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、「
芝
居
」
の
「
愚
劣
さ
」、「
観
客
」
の
「
愚
劣
」
さ
を
批
判
す
る
こ
と
へ
の
疑
義

は
差
し
挟
ま
れ
る
こ
と
が
な
く
、
前
提
と
し
て
の
既
存
の
価
値
体
制
は
不
問
に
付
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。「
小
屋
の
空
気
」

と
い
う
「
動
か
し
難
い
リ
ア
リ
テ
ィ
」
へ
と
話
柄
が
絞
ら
れ
る
こ
と
で
、「
歌
舞
伎
」
の
評
価
は
そ
の
観
客
と
役
者
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
る
〈
場
〉
と
い
う
表
面

的
な
も
の
へ
と
矮
小
化
さ
れ
て
い
く
。

　
　

�　

例
え
ば
「
沼
津
」
で
平
作
と
重
兵
衛
と
が
花
道
か
ら
下
り
て
観
客
席
を
歩
く
。
あ
あ
い
う
場
合
明
ら
か
に
現
れ
る
小
屋
の
空
気
と
い
う
も
の
は
何
を
語
っ

て
い
る
の
か
、
あ
そ
こ
に
は
劇
文
学
も
舞
台
の
幻
像
も
何
も
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
い
や
芸
術
な
ど
と
い
う
言
葉
が
既
に
通
用
し
な
い
空
気
の
中
に
人
々

は
い
る
。
役
者
と
見
物
が
見
事
に
馴
れ
合
っ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
い
、
見
物
同
士
が
挨
拶
を
交
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
を
愚
劣
と
呼
ぼ
う
が
低
級
と

罵
ろ
う
が
始
ら
ぬ
、
と
言
っ
た
様
な
、
い
わ
ば
社
会
生
活
の
中
の
幸
福
の
仮
面
が
あ
る
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
わ
が
国
の
近
代
劇
は
、
こ
の
幸
福
の
仮
面
を

作
る
の
に
失
敗
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

日
本
三
大
仇
討
ち
の
一
つ
『
伊
賀
越
道
中
双
六
』［
天
明
三
年
初
演
］
六
段
目
「
沼
津
の
段
」
は
、
図
ら
ず
も
再
会
し
た
父
子
が
敵
同
士
に
分
か
れ
て
い
た
と
い

う
運
命
の
悪
戯
を
、
情
愛
と
義
理
と
の
板
挟
み
と
い
う
側
面
か
ら
悲
劇
的
に
描
く
物
語
で
あ
る
。
第
一
場
「
棒
鼻
の
場
」
は
老
人
足
の
父
平
作
と
子
の
呉
服
屋
重

兵
衛
の
再
会
を
コ
ミ
カ
ル
に
描
く
場
面
で
、
道
中
で
の
愛
嬌
じ
み
た
や
り
と
り
に
そ
の
見
所
が
あ
る
。『
沼
津
』
で
は
通
常
、
一
階
席
上
手
側
の
通
路
に
仮
花
道
を�
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設
置
し
、
平
作
と
重
兵
衛
は
仮
花
道
の
前
方
か
ら
後
方
へ
移
動
、
観
客
移
動
用
の
通
路
を
横
断
し
、
本
花
道
を
通
っ
て
舞
台
へ
と
戻
る
。
そ
の
間
、
自
身
の
パ
ト

ロ
ン
で
あ
る
贔
屓
筋
を
紹
介
し
た
り
、
目
の
前
の
観
客
を
「
観
音
さ
ん
」「
お
地
蔵
さ
ん
」
に
見
立
て
て
お
礼
や
挨
拶
を
し
た
り
、
座
席
前
の
狭
い
通
路
に
入
り

込
も
う
と
す
る
な
ど
、
上
演
台
本
に
載
せ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
捨
て
台
詞
に
よ
っ
て
見
物
と
の
即
興
的
で
一
回
性
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る（

（（
（

。「
僕
」
は

こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
に
「
社
会
生
活
の
中
の
幸
福
の
仮
面
」
を
見
て
取
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
や
り
と
り
も
ま
た
、「
歌
舞
伎
」
と

い
う
「
演
劇
」
の
一
つ
の
要
素
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、「
歌
舞
伎
」
評
価
の
根
幹
と
な
り
得
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。「
小

屋
の
空
気
」
と
い
う
い
か
に
も
表
面
的
な
「
社
会
性
」
の
中
に
「
歌
舞
伎
」
を
昇
華
さ
せ
、「
歌
舞
伎
」
の
「
歌
舞
伎
」
性
を
論
の
俎
上
に
載
せ
る
こ
と
を
避
け

る
行
為
は
、「
僕
」
に
よ
る
「
歌
舞
伎
」
の
「
歌
舞
伎
」
性
の
漂
白
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、「
演
劇
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
こ
う
し
た
漂
白
行
為
が
、「
演
劇
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
の
み
行
わ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
こ
と
は
、
付
け
加
え
て
お

く
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
映
画
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
ま
た
、
そ
の
対
象
と
し
て
同
様
に
漂
白
さ
れ
て
い
る
。

　
　

�

映
画
の
魅
力
が
、
そ
の
機
械
力
に
あ
り
、
利
用
さ
れ
る
文
学
と
か
劇
と
か
は
附
け
足
り
で
あ
る
、
と
は
僕
が
か
ね
が
ね
考
え
て
い
る
処
だ
。
映
画
が
大
衆
を

引
附
け
る
重
要
な
魅
力
は
、
銀
幕
が
ど
ん
な
文
学
を
、
ど
ん
な
劇
を
、
写
し
出
す
か
に
あ
る
よ
り
も
、
寧
ろ
そ
の
写
し
出
す
力
に
あ
る
の
だ
。
あ
の
驚
く
べ

き
写
実
主
義
、
正
確
な
抽
象
力
と
誇
張
力
と
に
依
る
比
類
を
見
な
い
現
実
感
の
再
生
力
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　

�

映
画
の
観
客
は
、
芝
居
の
観
客
と
は
異
う
。
彼
等
は
役
者
の
名
前
を
呼
ぶ
事
が
出
来
な
い
。
拍
手
を
送
る
事
も
出
来
な
い
。
闇
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
め

い
め
い
が
孤
独
で
あ
る
。
電
気
が
つ
く
と
人
々
は
、
悪
魔
か
ら
覚
め
た
様
に
、
辺
り
を
見
廻
し
傍
に
人
間
共
が
い
る
の
を
見
て
安
心
す
る
の
だ
。
僕
は
、
映

画
館
に
這
入
る
毎
に
、
こ
の
気
分
を
味
う
。
其
処
で
強
制
さ
れ
る
大
衆
性
の
言
い
様
の
な
い
或
る
不
具
を
直
覚
す
る
。
誰
も
こ
の
事
を
意
識
し
な
い
。
芝
居

な
ん
か
詰
ら
な
い
と
言
う
。
実
は
芝
居
の
持
つ
健
康
な
大
衆
性
に
見
離
さ
れ
た
人
々
の
陥
込
ん
だ
穴
な
の
で
あ
る
。

　

ま
だ
「
映
画
」
が
今
日
の
よ
う
な
技
術
力
・
構
成
力
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、脚
本
家
や
監
督
が
「
文
学
」「
劇
」
を
い
か
に
「
映
画
」

向
き
に
再
構
成
し
た
か
と
い
う
物
語
制
作
の
工
夫
を
疎
外
し
、「
写
し
出
す
力
」
と
い
う
「
機
械
力
」
に
「
映
画
の
魅
力
」
を
見
出
す
態
度
を
単
純
に
は
肯
定
で

き
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
は
、
大
向
こ
う
、
拍
手
と
い
っ
た
役
者
と
観
客
と
の
双
方
向
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
せ
ず
、
大
勢
の
観
客
が
同
時
多
発

的
に
ス
ク
リ
ー
ン
と
い
う
画
一
的
な
画
面
に
向
か
い
、「
孤
独
」
の
中
で
そ
の
映
像
の
一
方
的
な
享
受
を
強
制
さ
れ
る
「
映
画
」
の
「
大
衆
性
」
の
「
不
具
」
が
、

「
芝
居
の
持
つ
健
康
な
大
衆
性
」
と
対
比
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、「
演
劇
」
の
文
法
で
「
映
画
」
の
文
法
を
語
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
「
映
画
」
の
疎
外
で�
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小
林
秀
雄
「
演
劇
に
つ
い
て
」
論

あ
る
。
問
題
は
、「
映
画
」
や
「
演
劇
」
の
文
法
を
無
視
す
る
「
僕
」
の
こ
う
し
た
無
意
識
の
差
別
が
、
巡
り
巡
っ
て
「
文
学
」
の
称
揚
へ
と
繋
が
る
と
い
う
構
造

で
あ
る
。
別
で
あ
る
筈
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
「
文
学
」
の
下
位
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
漂
白
し
、
元
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
見
え
な
い
も
の
化
し
て
し
ま
う
「
演
劇
に
つ
い

て
」
は
、
タ
イ
ト
ル
を
裏
切
り
「
演
劇
」
を
語
り
得
て
い
な
い
と
い
う
致
命
的
な
欠
陥
を
通
し
て
一
応
の
懲
罰
を
受
け
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、�

こ
う
し
た
無
意
識
の
暴
力
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
何
故
な
ら
そ
れ
は
、「
僕
」
の
問
題
や
、
署
名
者
で
あ
る
小
林
秀
雄
の
問
題
で
は
な
く
、
近
代
文
学

の
問
題
に
直
結
す
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
近
代
演
劇
史
を
日
本
近
代
文
学
史
の
下
位
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
無
意
識
に
漂
白
し
、見
え
な
い
も
の
化
し
て
き
た
歴
史（

（1
（

を
、

わ
れ
わ
れ
は
直
視
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　

六
、
お
わ
り
に
―
見
え
な
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
の
漂
白

　

本
稿
の
目
的
は
、「
演
劇
に
つ
い
て
」
論
じ
て
い
る
筈
の
こ
の
文
章
が
、「
演
劇
」
を
論
じ
な
が
ら
い
か
な
る
陥
穽
に
嵌
っ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
。「
小
屋
の
空
気
」
と
い
う
表
面
的
な
意
味
で
の
「
社
会
性
」
の
中
に
「
演
劇
」
を
昇
華
す
る
こ
と
で
、「
僕
」
は
「
演
劇
」
を
見
え
な
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
と
漂

白
す
る
。「
孤
独
を
嫌
う
」
芸
術
を
「
孤
独
」
に
享
受
す
る
と
い
う
態
度
に
よ
っ
て
、「
僕
」
の
中
で
は
「
演
劇
」
を
「
演
劇
」
の
文
法
で
論
じ
る
必
要
が
な
く
な

る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
演
劇
」
は
、「
文
学
」
と
い
う
尺
度
か
ら
語
ら
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
演
劇
に
つ
い
て
」
で
は
な
く
、

む
し
ろ
「
文
学
に
つ
い
て
」
で
あ
る
と
い
っ
た
方
が
適
切
で
あ
る
。

　
「
演
劇
」
を
近
代
文
学
の
尺
度
で
評
価
す
る
態
度
は
〈
カ
ウ
ン
タ
ー
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
し
て
の
「
演
劇
」〉
と
い
う
可
能
性
を
は
じ
め
か
ら
抹
殺
す
る
も
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、身
体
性
を
生
々
し
く
持
つ
生
き
た
人
間
で
あ
る
役
者
が
、観
客
を
巻
き
込
み
、一
回
性
の
場
で
「
愚
劣
」
を
装
い
な
が
ら
時
に
権
力
に
対
抗
し
よ
う
と

す
る
「
演
劇
」
の
社
会
諷
刺
・
社
会
批
判
と
し
て
の
可
能
性
は
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
歴
史
の
中
で
厳
選
さ
れ
た
「
型
」
と
い
う
取
捨�

選
択
の
重
み
が
、
役
者
の
身
体
の
一
挙
手
一
投
足
の
連
続
し
た
動
作
の
中
で
発
揮
さ
れ
る
と
い
う
驚
異
が
見
落
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
「
演
劇
」
の
「
演
劇
」
性

は
こ
の
批
評
の
中
で
「
問
題
で
は
な
い
」
も
の
に
さ
れ
、「
文
学
」
に
満
た
な
い
も
の
と
し
て
無
自
覚
に
貶
め
ら
れ
、
観
客
と
役
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン�

の
双
方
向
性
だ
け
が
評
価
さ
れ
る
。
そ
れ
が
「
演
劇
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
漂
白
行
為
で
あ
る
こ
と
は
、
繰
り
返
し
主
張
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
「
文
学
」
を
尺
度
と
す
る
限
り
、「
演
劇
」
は
低
俗
な
も
の
と
し
て
疎
外
さ
れ
続
け
る
運
命
に
あ
る
。
低
俗
で
な
い
「
演
劇
」
を
志
し
、
思
想
や
政
治
性
を
掲
げ
た�
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「
築
地
小
劇
場
」
の
試
み
は
「
誇
張
さ
れ
た
文
学
」
の
み
が
あ
っ
て
「
劇
が
な
か
っ
た
」
が
故
に
「
不
具
」
な
も
の
と
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
う
な
る
と
、
も
う�

「
演
劇
」
に
勝
ち
目
は
な
い
。「
演
劇
」
に
存
在
す
る
多
様
な
「
演
劇
」
性
を
表
面
的
な
「
社
会
性
」
の
名
の
も
と
に
漂
白
し
、「
演
劇
」
を
見
え
な
い
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
す
る
こ
う
し
た
「
僕
」
の
動
き
は
、
近
代
に
お
い
て
圧
倒
的
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
で
あ
る
「
文
学
」
側
に
よ
る
悪
意
の
な
い
差
別
で
あ
る
。
事
実
、「
演
劇
に
つ
い

て
」
に
は
、「
演
劇
嫌
い
」
と
も
い
う
べ
き
「
僕
」
の
、「
演
劇
」
に
対
す
る
無
関
心
を
披
瀝
す
る
書
き
振
り
に
満
ち
て
い
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
昭
和
十
一
年
と

い
う
時
代
が
要
請
す
る
当
然
の
振
る
舞
い
で
あ
っ
た
こ
と
を
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
演
劇
」
へ
の
蔑
視
を
署
名
者
小
林
秀
雄
の
個
人

的
な
態
度
あ
る
い
は
表
現
戦
略
と
し
て
糾
弾
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
無
意
味
で
あ
る
（
善
意
に
解
釈
す
れ
ば
、
こ
の
文
章
は
現
代
の
状
況
に
対
す
る
自
省
を
込
め

た
異
議
申
し
立
て
の
よ
う
に
も
読
め
な
く
も
な
い
だ
ろ
う
）。
む
し
ろ
、
な
ぜ
「
演
劇
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
当
時
、
こ
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
か
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

重
要
な
の
は
、「
演
劇
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
過
剰
な
ま
で
の
「
文
学
」
の
称
揚
が
社
会
状
況
の
危
機
に
端
を
発
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
態

度
は
、
掲
載
誌
「
文
學
界
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、「
擡
頭
す
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
、
そ
の
文
化
破
壊
か
ら
、
文
学
、
芸
術
を
ま
も
ろ
う
と
す
る
姿
勢（

（1
（

」
の
結

果
な
の
だ
ろ
う（

（1
（

。
む
ろ
ん
、
こ
う
し
た
事
情
を
考
慮
す
る
こ
と
と
、
こ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
疎
外
を
容
認
す
る
こ
と
は
ま
た
別
事
で
あ
る
。「
文
学
」
を
政
治
や

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、権
力
へ
の
カ
ウ
ン
タ
ー
と
し
て
機
能
さ
せ
よ
う
と
す
る
切
実
な
試
み
の
中
で
、「
文
学
」
が
「
演
劇
」
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
カ
テ
ゴ
リ
ー�

（
そ
こ
に
は
「
映
画
」
も
含
ま
れ
る
）
を
見
え
な
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
と
漂
白
し
て
い
た
こ
と
を
、
そ
う
し
た
悪
意
の
な
い
差
別
に
よ
っ
て
「
文
学
」
が
「
文
学
」

と
し
て
も
う
一
つ
の
覇
権
を
形
成
し
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
批
判
的
に
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

注（
（
）
福
田
恆
存
・
小
林
秀
雄
「
芝
居
問
答　

対
談
」（「
演
劇
」
昭
和
二
十
六
年
十
一
月
）。
引
用
は
『
小
林
秀
雄
全
作
品
』
一
九
（
新
潮
社
、
平
成
十
六
年
四
月
）
に
拠
る
。

（
（
）A

lain

『Q
uatre-vingt-un�Chapitres�sur�l ’esprit�et�les�passions

』（Paris:�à�L
’Ém
ancipatrice

、
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
十
月
）

（
（
）
小
林
秀
雄
訳
『
精
神
と
情
熱
と
に
関
す
る
八
十
一
章
』（
創
元
社
、
昭
和
十
一
年
十
二
月
）。
引
用
は
『
小
林
秀
雄
全
作
品
』
八
（
新
潮
社
、
平
成
十
五
年
五
月
）
に
拠
る
。

（
（
）『
新
共
同
訳
』（
日
本
聖
書
協
会
、
昭
和
六
十
二
～
六
十
三
年
）
参
照
。
以
下
、
聖
書
に
関
す
る
記
述
は
全
て
こ
れ
を
参
照
し
た
。

（
（
）
渡
辺
保
『
歌
舞
伎　

型
の
魅
力
』（
角
川
書
店
、
平
成
十
六
年
八
月
）

一
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小
林
秀
雄
「
演
劇
に
つ
い
て
」
論

（
（
）�

た
と
え
ば
、
近
代
文
学
史
に
近
代
演
劇
史
を
従
属
さ
せ
る
際
に
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
自
由
劇
場
や
築
地
小
劇
場
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
演
劇
と
い
っ
た
思
想
や
政
治
と
結
び
つ
い
た
「
新
劇
」

で
あ
る
こ
と
が
大
半
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
衆
性
や
娯
楽
性
が
強
い
と
判
断
さ
れ
て
き
た
「
歌
舞
伎
」
等
の
「
旧
劇
」
や
「
新
派
」
を
、「
新
劇
」
と
比
べ
て
論
じ
る
価
値
の
弱
い
も
の
、�

つ
ま
り
「
文
学
」
性
に
欠
け
る
も
の
と
し
て
文
学
の
歴
史
か
ら
排
除
す
る
近
代
文
学
観
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
泉
鏡
花
や
森
鷗
外
、
三
島
由
紀
夫
と
い
っ

た
多
く
の
文
学
者
が
「
歌
舞
伎
」
や
「
新
派
」
の
上
演
台
本
と
し
て
戯
曲
を
書
い
て
い
る
。
彼
ら
の
劇
作
家
と
し
て
の
側
面
が
文
学
史
の
中
で
重
要
視
さ
れ
な
い
点
も
、
正
統
的�

「
文
学
」
で
あ
る
小
説
を
中
心
と
し
て
「
演
劇
」
を
疎
外
す
る
近
代
文
学
観
の
一
例
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
（
）
た
と
え
ば
、「
藤
十
郎
の
恋
」（「
大
阪
毎
日
新
聞
」
大
正
八
年
四
月
三
日
～
十
三
日
）
は
初
代
中
村
鴈
治
郎
に
よ
っ
て
同
年
十
月
に
舞
台
化
さ
れ
た
。

（
（
）
菊
池
寛
「
劇
壇
漫
評
」（「
改
造
」
昭
和
四
年
八
月
）

（
（
）
菊
池
寛
「
演
劇
私
議
」（「
人
間
」
大
正
九
年
二
月
）

（
（0
）�「
当
時
、
ニ
キ
ビ
面
の
大
学
生
だ
つ
た
僕
は
、
歌
舞
伎
の
フ
ァ
ン
と
い
ふ
か
、
研
究
者
と
い
ふ
か
、
と
に
か
く
市
村
座
や
新
富
座
へ
、
毎
興
行
毎
に
、
根
気
よ
く
通
つ
て
ゐ
た
も
の
で

あ
る
。
大
入
場
で
、
陶
酔
し
、
感
嘆
し
、
こ
ん
な
に
面
白
い
も
の
が
世
の
中
に
あ
る
か
と
、
思
つ
て
ゐ
た
。
と
こ
ろ
が
、
或
る
時
、
フ
ト
、
歌
舞
伎
が
つ
ま
ら
な
く
な
つ
て
き
た
の
で

あ
る
。
ど
う
い
ふ
理
由
だ
か
、
自
分
で
も
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
時
分
、
相
撲
は
ち
や
う
ど
前
回
の
黄
金
時
代
に
際
し
て
ゐ
た
が
、
フ
ラ
〳
〵
と
、
僕
は
国
技
館
へ
出
か
け
た
。
勿
論
、

歌
舞
伎
は
歌
舞
伎
で
あ
り
、
相
撲
は
相
撲
で
あ
る
。
一
方
は
芸
術
、
一
方
は
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
る
。
僕
は
、
歌
舞
伎
を
相
撲
に
乗
り
換
へ
る
な
ぞ
と
い
ふ
料
簡
は
、
サ
ラ
〳
〵
な
く
、
た
ゞ

景
気
に
釣
ら
れ
て
、
漫
然
と
相
撲
を
見
に
行
つ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
い
ざ
土
俵
を
見
て
み
る
と
、
芸
術
と
し
て
歌
舞
伎
に
満
た
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
が
、
此
処
で
満
た
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
ど
う
い
ふ
理
由
に
よ
る
も
の
か
、
自
分
で
も
わ
か
ら
な
い
。
今
以
て
、
わ
か
ら
な
い
。
と
に
か
く
、
僕
は
俄
然
、
相
撲
フ
ァ
ン
に
な
つ
た
。」
と
い
う
獅
子
文
六

の
言
説
（『
牡
丹
亭
雑
記
』
白
水
社
、
昭
和
十
五
年
一
月
）
は
こ
の
紋
切
り
型
の
典
型
例
で
あ
ろ
う
。

（
（（
）�

昭
和
五
十
五
年
一
月
歌
舞
伎
座
・
夜
の
部
の
公
演
で
は
、「
こ
こ
に
ち
ょ
っ
と
曲
が
り
口
が
あ
る
で
。
こ
こ
に
行
く
の
か
も
し
れ
ん
わ
。
わ
い
ち
ょ
っ
と
い
っ
ぺ
ん
行
っ
て
み
る
わ
。」

「
ち
ゃ
う
ち
ゃ
う
ち
ゃ
う
ち
ゃ
う
。
そ
の
道
は
あ
き
ま
せ
ん
。」
と
い
っ
た
や
り
と
り
が
見
ら
れ
る
（「
歌
舞
伎
名
作
選
」（
松
竹
株
式
会
社
／
Ｎ
Ｈ
Ｋ
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
、
平
成
十
九

年
三
月
）
参
照
）。

（
（（
）�

た
と
え
ば
、
三
好
行
雄
編
『
近
代
日
本
文
学
史
』（
有
斐
閣
双
書
、
昭
和
五
十
年
十
二
月
）
で
は
、「
本
章
」
に
従
属
さ
れ
る
「
付
章
」
と
い
う
形
で
演
劇
史
［「
演
劇
の
〈
近
代
〉
と
現
代
」

（
祖
父
江
昭
二
執
筆
）］
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
そ
れ
だ
け
で
は
近
・
現
代
の
日
本
の
演
劇
の
問
題
を
お
お
い
尽
せ
な
い
と
自
覚
は
す
る
」
と
一
応
の
留
保
付
き
で
は
あ
る
が
、�

「
こ
こ
で
の
具
体
的
な
叙
述
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
に
生
ま
れ
た
演
劇
、
と
く
に
「
近
代
劇
」
を
原
流
・
祖
型
に
し
た
近
代
日
本
の
演
劇
、
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
「
新
劇
」
に
限
定
す
る
」

一
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國
學
院
大
學
紀
要
　
第
六
十
三
巻
（
二
〇
二
五
年
）

と
、
そ
の
範
囲
が
「
新
劇
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
な
お
、
本
書
の
よ
う
な
「
演
劇
」
へ
の
態
度
が
近
代
文
学
史
に
お
い
て
決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
こ
と

は
論
を
俟
た
な
い
。

（
（（
）
小
田
切
進
「
文
學
界
」、
日
本
近
代
文
学
館
『
近
代
文
学
大
事
典
増
補
改
訂
デ
ジ
タ
ル
版
』（
講
談
社
、
令
和
四
年
五
月
公
開
（
該
当
部
分
は
昭
和
五
十
二
年
執
筆
））

（
（（
）�

こ
う
し
た
と
き
、「
演
劇
に
つ
い
て
」
が
「
ス
ポ
ー
ツ
の
観
客
に
、
幸
福
の
仮
面
が
あ
る
か
。
獣
性
の
仮
面
し
か
な
い
の
で
あ
る
。」
と
い
う
記
述
で
擱
筆
さ
れ
て
い
る
の
は
示
唆
的
で

あ
る
。
昭
和
十
一
年
七
月
、
Ｉ
Ｏ
Ｃ
に
て
東
京
で
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
批
評
が
昭
和
十
一
年
十
月
発
表
で
あ
る
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
、「
ス
ポ
ー
ツ
の
観
客
」

と
い
う
語
の
背
後
に
昭
和
十
五
年
に
開
催
さ
れ
る
筈
で
あ
っ
た
幻
の
「
皇
紀
二
六
〇
〇
年
記
念
」
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
影
が
透
け
て
見
え
る
。「
ス
ポ
ー
ツ
の
観
客
」
の
背
後
に
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
が
想
定
さ
れ
、「
獣
性
」
と
い
う
凶
暴
性
・
残
忍
性
を
意
味
す
る
語
が
配
置
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
代
理
戦
争
と
し
て
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
側
面
が
前
景
化
す
る
。
国
の
威

信
を
掛
け
た
ス
ポ
ー
ツ
競
技
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
煽
り
、国
家
間
競
争
の
様
相
を
呈
す
る
が
、そ
れ
が
「
皇
紀
二
六
〇
〇
年
」
に
接
続
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
尚
更
で
あ
ろ
う
。「
ス
ポ
ー

ツ
の
観
客
」
は
そ
の
政
治
性
に
自
覚
的
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
代
理
戦
争
に
加
担
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

　
　

※
本
文
の
引
用
は
『
小
林
秀
雄
全
作
品
』
七
（
新
潮
社
、
平
成
十
五
年
四
月
）
に
拠
る
。
引
用
に
際
し
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

一
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