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現
今
戯
曲
と
し
て
通
用
し
て
ゐ
る
作
品
の
う
ち
に
は
、
若
し
も
そ
の
主
題

を
取
つ
て
小
説
と
し
た
な
ら
ば
、
定
め
し
読
む
に
堪
へ
な
い
で
あ
ら
う
や
う

な
安
価
な
作
品
が
多
い
。
そ
の
反
対
に
、
小
説
と
し
て
読
め
ば
相
当
高
い
芸

術
的
の
香
り
を
放
つ
て
ゐ
る
作
品
の
内
容
を
、
戯
曲
と
し
て
舞
台
に
か
け
て

見
る
と
、
極
め
て
空
疎
な
印
象
し
か
与
へ
ら
れ
な
い
と
い
ふ
や
う
な
場
合
が

屡
々
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
抑
も
何
に
基
因
す
る
で
あ
ら
う
。

　
戯
曲
と
い
ふ
文
学
的
形
式
が
、
そ
れ
自
身
に
も
つ
て
ゐ
る
弱
点
で
あ
ら
う

か
。
或
は
ま
た
、
戯
曲
の
創
作
が
そ
れ
ほ
ど
六
か
し
い
も
の
な
の
で
あ
ら
う

か
。

　
人
は
よ
く
「
こ
れ
は
戯
曲
的
な
主
題
」
で
あ
る
と
か
、
「
劇
的
な
内
容
」
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で
あ
る
と
か
、
さ
う
い
ふ
言
葉
を
使
つ
て
、
そ
こ
に
戯
曲
創
作
の
出
発
点
を

置
か
う
と
す
る
。
こ
れ
が
文
学
と
し
て
の
戯
曲
を
芸
術
的
に
低
級
な
ら
し
め

る
唯
一
の
原
因
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

　
あ
ら
ゆ
る
芸
術
的
作
品
の
魅
力
は
、
作
者
の
主
観
を
通
し
て
の
み
わ
れ
わ

れ
の
魂
に
触
れ
て
来
る
も
の
で
あ
る
。
客
観
的
に
「
芸
術
的
な
主
題
」
と
い

ふ
も
の
は
絶
対
に
あ
り
得
な
い
。
小
説
に
於
て
は
既
に
こ
の
真
理
が
普
く
会

得
さ
れ
て
ゐ
る
に
拘
は
ら
ず
、
戯
曲
の
方
面
に
於
て
の
み
、
な
ほ
客
観
的
に

「
劇
的
主
題
」
な
る
も
の
が
尊
重
さ
れ
、
戯
曲
の
芸
術
的
価
値
が
、
こ
の
標

準
に
よ
つ
て
論
議
さ
れ
る
滑
稽
千
万
な
状
態
を
持
続
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
人
生
を
如
何
に
観
、
如
何
に
表
現
す
る
か
と
い
ふ
こ
と
で
な
し
に
、
人
生

の
如
何
な
る
部
分
を
捉
へ
る
か
と
い
ふ
こ
と
に
戯
曲
創
作
の
要
諦
が
あ
る
と

4戯曲以前のもの



す
れ
ば
、
戯
曲
は
断
じ
て
芸
術
的
作
品
の
レ
ベ
ル
に
は
達
し
得
な
い
で
あ
ら

う
。
勿
論
主
題
の
選
択
は
制
作
過
程
の
第
一
歩
に
は
違
ひ
な
い
。
た
だ
、
小

説
家
は
、
あ
く
ま
で
芸
術
家
と
し
て
の
主
観
を
透
し
て
人
生
の
事
相
に
興
味

を
向
け
、
小
説
家
に
し
て
初
め
て
感
じ
得
る
真
理
の
閃
き
を
捉
へ
て
、
こ
れ

を
独
特
の
表
現
に
盛
ら
う
と
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
芸
術
的
作
品
が
生
れ
る
の

で
あ
る
。
然
る
に
、
劇
作
家
の
み
は
何
故
に
、
客
観
的
態
度
を
以
て
人
生
の

「
劇
的
葛
藤
」
に
注
目
し
、
劇
作
家
な
ら
ず
と
も
感
じ
得
る
「
興
味
」
を
捉

へ
て
、
こ
れ
を
公
衆
に
示
す
義
務
が
あ
る
の
だ
ら
う
。
戯
曲
の
大
部
分
が
芸

術
的
価
値
に
乏
し
い
所
以
で
あ
る
。

　
勿
論
小
説
に
も
通
俗
小
説
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
現
代
の
日
本
に
於
て
は
、

新
派
劇
と
新
劇
と
を
対
立
さ
せ
て
、
一
を
通
俗
的
、
一
を
芸
術
的
と
し
て
ゐ
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る
ら
し
い
が
、
新
劇
と
は
結
局
、
新
派
劇
よ
り
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
手
法
」

乃
至
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
分
子
」
を
除
い
た
と
い
ふ
だ
け
で
、
そ
れ
が
た

め
に
芸
術
的
価
値
が
向
上
し
て
ゐ
る
と
は
云
へ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
極
め
て
大
ざ
つ
ぱ
な
論
じ
方
の
や
う
で
あ
る
が
、
小
説
家
が
小
説
的
に
人

生
を
観
、
戯
曲
家
が
戯
曲
的
に
人
生
を
観
る
と
い
ふ
こ
と
が
あ
り
得
る
に
し

て
も
、
そ
の
「
小
説
的
」
な
観
方
が
直
ち
に
「
芸
術
的
」
な
観
方
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
如
く
、
「
戯
曲
的
」
な
観
方
が
、
結
局
「
芸
術
的
」
な
観
方
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
点
で
、
現
在
の
戯
曲
家
乃
至
戯
曲
批
評
家
の
頭
が

は
つ
き
り
し
て
ゐ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

　
こ
こ
で
、
第
一
、
問
題
に
な
る
の
は
「
戯
曲
的
」
と
い
ふ
言
葉
で
あ
る
。

芸
術
的
と
い
ふ
意
味
を
含
ん
だ
「
戯
曲
的
」
と
い
ふ
言
葉
で
あ
る
。
か
う
な
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る
と
も
う
「
表
現
」
と
い
ふ
問
題
に
結
び
つ
い
て
来
る
が
、
こ
こ
で
は
「
表

現
以
前
」
の
も
の
、
即
ち
劇
作
家
の
芸
術
的
霊
感
が
、
小
説
家
の
そ
れ
と
如

何
に
違
ふ
か
、
延
い
て
、
「
戯
曲
以
前
の
も
の
」
は
、
「
小
説
以
前
の
も
の
」

に
対
し
て
、
如
何
に
区
別
さ
る
べ
き
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
一
考
し
て
み
た

い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

　
芸
術
家
の
立
場
に
よ
つ
て
、
そ
の
制
作
過
程
や
、
制
作
動
機
が
ま
ち
ま
ち

で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
所
謂
「
主
題
」
の
捉
へ
方
に
於
て
、
劇
作

家
が
小
説
家
と
異
る
一
点
は
、
た
だ
、
生
命
の
韻
律
リ
ズ
ム
に
興
味
を
繋
ぐ
か
、
或

は
そ
の
姿
態
ポ
オ
ズ
に
心
を
傾
け
る
か
に
よ
つ
て
生
じ
る
の
で
あ
る
と
思
ふ
。
こ
れ

は
必
ず
し
も
、
人
生
の
動
的
な
半
面
或
は
静
的
な
半
面
と
一
致
す
る
わ
け
で

は
な
い
。
一
切
の
も
の
に
「
生
命
」
を
与
へ
る
こ
と
が
芸
術
で
あ
る
と
す
れ
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ば
、
そ
し
て
、
「
生
命
」
に
絶
対
的
静
止
が
あ
り
得
な
い
と
す
れ
ば
、
人
生

を
動
的
半
面
、
静
的
半
面
に
区
別
す
る
こ
と
さ
へ
不
可
解
で
あ
る
。

　
色
彩
に
も
韻
律
が
あ
る
如
く
、
音
響
に
も
姿
態
が
あ
る
。
運
動
そ
の
も
の

の
う
ち
に
、
韻
律
と
姿
態
が
あ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
時
間
及
び
空

間
的
存
在
で
あ
る
一
つ
の
「
生
命
」
が
、
時
間
的
に
あ
る
姿
態
を
示
し
得
る

と
同
時
に
、
空
間
的
に
あ
る
韻
律
を
伝
へ
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
れ
ば
、

小
説
と
戯
曲
と
の
分
野
は
自
ら
明
か
に
な
る
と
思
ふ
。
眼
に
訴
へ
る
韻
律
と

耳
に
映
ず
る
姿
態
、
こ
れ
は
、
小
説
と
戯
曲
と
を
区
別
す
る
根
本
の
感
覚
で

あ
る
。

　
か
う
云
ふ
と
ま
た
、
「
韻
律
の
美
」
が
「
詩
」
の
同
義
語
に
解
せ
ら
れ
る

恐
れ
が
あ
る
が
、
「
詩
」
は
形
式
の
上
か
ら
音
声
上
の
韻
律
を
一
つ
の
要
素
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と
し
て
ゐ
る
だ
け
で
、
「
詩
的
美
」
は
必
ず
し
も
生
命
の
韻
律
の
み
を
伝
へ

る
と
限
つ
て
は
ゐ
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
韻
律
と
か
姿
態
と
か
い
ふ
言
葉

は
使
は
な
い
方
が
い
い
の
で
あ
る
が
、
強
ひ
て
云
へ
ば
、
詩
は
生
命
の
最
も

全
的
に
し
て
純
粋
な
表
現
で
あ
る
。
従
つ
て
、
生
命
の
「
特
殊
な
表
現
」
が
、

小
説
や
戯
曲
の
如
く
、
最
初
か
ら
約
束
さ
れ
て
は
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
あ
ら

ゆ
る
生
命
の
韻
律
と
姿
態
が
、
時
に
は
離
れ
離
れ
に
、
時
に
は
入
り
乱
れ
、

ま
た
時
に
は
一
致
融
合
し
て
自
由
な
表
現
に
達
す
る
と
こ
ろ
か
ら
詩
が
生
じ

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
詩
論
に
ま
で
は
ひ
る
わ
け
に
行
か
な
い
が
、
要
す
る

に
戯
曲
の
戯
曲
た
る
所
以
は
、
主
題
そ
の
も
の
の
客
観
的
特
性
に
在
る
の
で

は
な
く
し
て
、
流
動
す
る
人
生
の
姿
を
通
し
て
、
統
一
あ
る
生
命
の
韻
律
を

捉
へ
、
こ
れ
に
文
学
的
意
味
を
与
へ
て
、
動
作
ま
た
は
白
の
形
式
に
盛
る
、
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こ
れ
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
戯
曲
を
読
み
又
は
そ
の
戯
曲
の
上
演
を
観
る
時
、
わ
れ
わ
れ
は
「
作
者
の

意
図
」
を
露
骨
に
示
さ
れ
る
こ
と
を
厭
ふ
。
作
者
か
ら
直
接
に
話
し
か
け
ら

れ
る
こ
と
を
不
快
に
感
じ
る
。
こ
れ
は
な
ぜ
か
と
云
へ
ば
戯
曲
作
家
は
、
読

者
な
り
観
衆
な
り
と
倶
に
そ
の
傍
ら
に
在
つ
て
人
生
を
観
、
彼
等
と
倶
に
笑

ひ
、
且
つ
泣
く
べ
き
立
場
に
置
か
れ
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
読
者
や
観
衆
は
、

戯
曲
の
前
に
立
つ
た
時
、
作
家
の
存
在
を
忘
れ
て
ゐ
る
。
彼
等
は
、
自
ら
戯

曲
に
盛
ら
れ
て
あ
る
「
人
生
」
の
批
判
者
に
な
ら
う
と
す
る
。
こ
れ
は
、
結

局
同
じ
こ
と
で
、
や
つ
ぱ
り
い
つ
の
間
に
か
作
者
の
魔
術
に
か
か
り
、
作
者

の
批
判
に
耳
を
傾
け
、
作
者
の
批
判
を
批
判
と
し
て
受
け
入
れ
れ
ば
そ
の
作

品
は
成
功
で
あ
る
。
読
者
や
見
物
を
し
て
、
恰
も
作
者
の
力
を
藉
ら
ず
し
て
、
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「
人
生
の
心
理
」
を
発
見
し
た
や
う
な
快
感
を
与
へ
る
と
こ
ろ
に
、
戯
曲
の

戯
曲
た
る
形
式
が
あ
る
こ
と
を
思
へ
ば
、
こ
れ
を
も
つ
と
高
い
処
か
ら
見
て
、

戯
曲
は
そ
の
芸
術
的
手
法
に
於
て
、
最
も
暗
示
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
云
へ
る
の
で
あ
る
。

　
最
も
暗
示
的
で
あ
る
こ
と
は
、
最
も
直
接
的
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

こ
れ
は
矛
盾
で
も
な
ん
で
も
な
い
。
暗
示
と
い
ふ
こ
と
は
、
必
ず
し
も
、
間

接
的
な
物
言
ひ
や
、
遠
廻
し
な
言
葉
使
ひ
を
指
す
の
で
は
な
い
。
こ
の
一
見

矛
盾
し
た
や
う
な
二
点
を
、
最
も
正
し
く
理
解
し
て
、
こ
れ
を
最
も
巧
み
に

取
入
れ
る
こ
と
が
、
戯
曲
創
作
の
要
諦
で
あ
る
。
作
者
が
何
等
間
接
の
解
釈

を
加
へ
な
い
で
、
し
か
も
作
者
の
云
は
ん
と
す
る
こ
と
を
直
接
語
り
尽
し
て

ゐ
る
や
う
な
、
さ
う
い
ふ
「
場
面
」
こ
そ
は
戯
曲
の
た
め
に
最
も
好
ま
し
い
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場
面
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
う
い
ふ
場
面
を
現
実
の
中
に
求
め

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
現
実
の
中
に
は
何
等
解
釈
と
い
ふ
も
の
は
な
い
。

然
し
、
常
に
解
釈
を
妨
げ
、
又
は
解
釈
に
無
益
な
る
分
子
が
混
在
し
て
ゐ
る

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
整
理
す
る
の
が
劇
作
家
の
手
腕
で
あ
り
、
才
能
で
あ

る
。

　
さ
て
、
「
場
面
」
と
い
ふ
言
葉
が
出
て
来
た
か
ら
、
序
に
戯
曲
の
「
結
構
」

即
ち
、
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
一
と
通
り
研
究
し
て
み
よ
う
。

　
戯
曲
の
結
構
に
つ
い
て
も
、
古
来
、
所
謂
「
作
劇
術
」
と
い
ふ
や
う
な
こ

と
が
論
ぜ
ら
れ
て
、
何
か
一
定
の
法
則
で
も
あ
る
や
う
に
思
は
れ
て
ゐ
る
が
、

こ
れ
が
若
し
、
「
劇
的
事
件
の
推
移
」
乃
至
は
「
筋
の
運
び
」
と
い
ふ
や
う

な
立
場
か
ら
、
先
づ 

準  

備  

説  

明 

エ
キ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン

を
必
要
と
し
、
劇 

的 

高 

潮 
ク
ラ
イ
マ
ツ
ク
ス

を
経
て
大
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団
円
に
至
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
な
ら
、
誰
し
も
心
得
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
つ

て
、
こ
れ
は
戯
曲
に
限
ら
ず
、
興
味
中
心
の
物
語
に
は
常
に
応
用
さ
れ
る
コ

ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
常
套
手
段
で
あ
る
。

　
喧
嘩
の
話
を
す
る
。
ち
や
ん
と
こ
の
型
に
嵌
め
て
、
先
づ
喧
嘩
の
起
つ
た

理
由
か
ら
、
喧
嘩
の
有
様
、
喧
嘩
が
済
ん
で
双
方
が
仲
直
り
を
す
る
な
り
、

一
方
が
殺
さ
れ
る
な
り
、
二
人
共
警
察
へ
引
つ
張
ら
れ
る
な
り
す
る
処
で
話

が
終
る
と
い
つ
た
風
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
は
喧
嘩
に
対
す
る
興
味
が
一
般
に

そ
れ
だ
け
で
満
足
さ
れ
る
か
ら
で
あ
つ
て
、
ま
た
そ
れ
が
一
番
解
り
易
く
、

一
番
話
し
易
い
か
ら
で
あ
つ
て
、
若
し
、
こ
れ
を
喧
嘩
の
最
中
か
ら
物
語
を

起
す
と
す
る
と
、
一
寸
六
か
し
く
な
る
。
ま
し
て
、
仲
直
り
の
場
な
ど
か
ら

始
め
る
と
、
な
か
な
か
骨
で
あ
る
。
成
程
、
戯
曲
で
は
、
時
間
的
に
順
序
を
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追
つ
て
場
面
を
展
開
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
が
、
喧
嘩
の
話
を

戯
曲
に
仕
組
む
に
し
て
も
、
必
ず
し
も
喧
嘩
の
場
面
を
使
は
な
く
て
も
い
い
。

そ
れ
を
使
ふ
よ
り
以
上
に
面
白
い
場
面
が
、
喧
嘩
後
の
あ
る
場
面
に
あ
り
得

る
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
を
面
白
く
現
は
す
こ
と
が
六
か
し
い
。
ま
た
、
喧

嘩
を
し
た
あ
と
の
人
間
の
気
持
な
ど
よ
り
も
、
喧
嘩
を
し
て
ゐ
る
最
中
の
凄

ま
じ
い
光
景
に
よ
り
以
上
、
興
味
を
も
つ
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
劇
作
家

は
、
つ
い
、
そ
つ
ち
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
ま
で
の
話
で
、
畢
竟
、
戯
曲
と
い

ふ
も
の
が
、
喧
嘩
を
見
に
行
く
心
理
に
投
ず
る
こ
と
を
必
要
と
考
へ
れ
ば
、

も
う
そ
れ
ま
で
の
話
で
あ
る
。
喧
嘩
が
済
む
。
見
物
は
散
つ
て
了
ふ
。
額
の

血
を
拭
き
な
が
ら
横
町
に
消
え
て
行
く
男
の
心
持
な
ど
は
、
も
う
誰
も
考
へ

て
は
ゐ
な
い
。
戯
曲
が
、
そ
こ
か
ら
始
ま
つ
て
は
な
ぜ
い
け
な
い
の
か
。
勿
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論
、
こ
れ
は
主
題
の
選
び
方
に
も
よ
る
の
で
あ
る
が
、
何
よ
り
も
一
つ
の
場

面
の
作
り
方
に
、
そ
れ
ぞ
れ
興
味
の
中
心
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
の
興
味
は
、
通
俗
的
で
あ
る
こ
と
も
芸
術
的
で
あ
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け

で
あ
る
。
場
面
の
緊
張
と
い
ふ
こ
と
は
、
必
ず
し
も
、
見
物
に
「
あ
る
期
待
」

を
も
た
せ
る
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
「
ど
う
な
る
か
」
と
い
ふ
興
味
は
、

結
局
、
通
俗
的
な
興
味
に
す
ぎ
な
い
。
さ
う
い
ふ
も
の
が
あ
つ
て
も
か
ま
は

な
い
が
、
そ
れ
以
上
の
魅
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
前
に
も
述

べ
た
「
生
命
の
韻
律
的
表
現
」
に
よ
る
心
理
的
又
は 

動 

性 

的 

デ
ナ
ミ
ツ
ク

な
美
感
で
あ

る
。
そ
れ
は
音
楽
に
比
す
れ
ば
諧
調
の
美
で
あ
る
。
瞬
間
瞬
間
、
一
語
一
語
、

一
挙
一
動
に
よ
つ
て
醸
し
出
さ
れ
る
雰
囲
気
の
流
れ
で
あ
る
。
観
衆
を
し
て

何
等
の
期
待
な
く
、
何
等
の
予
想
な
く
、
而
も
倦
怠
と
焦
燥
を
感
ぜ
し
め
な
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い
で
、
刻
々
の
陶
酔
境
に
ひ
た
り
き
る
こ
と
を
得
さ
せ
れ
ば
、
も
う
場
面
の

切
り
方
な
ど
重
要
な
問
題
で
な
い
。
し
か
し
、
さ
う
い
ふ
結
果
を
得
る
た
め

に
、
全
体
と
し
て
や
は
り
、
場
面
の
切
り
方
は
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
れ
も
詮
じ
つ
め
れ
ば
場
面
の
統
一
と
調
和
、
場
面
と
場
面
と
の
関

係
か
ら
生
じ
る
韻
律
的
効
果
、
そ
れ
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。

　
次
に
来
る
の
は
「
戯
曲
の
文
体
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
前
二
章
に
亘
つ

て
論
じ
た
通
り
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
私
は
、
「
戯
曲
以
前
の
も
の
」
と
い
ふ
標
題
を
選
ん
だ
理
由
を

明
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
は
も
う
、
小
説
と
か
戯
曲
と
か
い
ふ
境
界
を
超
越
し
て
、
文
学
的
制

作
一
般
に
関
す
る
根
本
的
の
問
題
で
あ
る
。
従
つ
て
、
こ
の
一
点
だ
け
で
既
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に
、
あ
ら
ゆ
る
文
学
作
品
の
根
本
価
値
が
決
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
戯
曲

と
し
て
の
価
値
、
小
説
と
し
て
の
価
値
、
更
に
一
幕
物
と
し
て
の
価
値
、
三

幕
物
と
し
て
の
価
値
、
悲
劇
と
し
て
、
喜
劇
と
し
て
の
価
値
、
そ
れ
ら
の
価

値
問
題
は
、
こ
の
根
本
価
値
の
上
に
定
め
ら
る
べ
き
こ
と
で
あ
つ
て
、
こ
の

一
点
で
凡
庸
な
、
或
は
劣
等
な
作
品
は
、
戯
曲
と
し
て
如
何
に
そ
の
価
値
が

論
ぜ
ら
れ
よ
う
と
も
、
そ
の
価
値
は
結
局
、
他
の
芸
術
的
作
品
の
傍
ら
で
は
、

何
等
の
権
威
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
根
本
的
価
値
こ
そ
は
、
こ
こ
で
云
は
う
と
す
る
「
戯
曲
以
前
の
も
の
」

な
の
で
あ
る
。

　
あ
る
人
は
云
ふ
で
あ
ら
う
。
そ
の
根
本
価
値
と
は
、
つ
ま
り
作
品
の
「
内

容
」
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
。
し
か
し
、
「
内
容
」
と
い
ふ
言
葉
は
使
ひ
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た
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
言
葉
に
は
「
在
る
も
の
」
と
い
ふ
意
味
が
先

に
立
つ
て
、
「
把
握
し
た
も
の
」
と
い
ふ
意
味
が
稀
薄
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

客
観
性
の
み
伝
へ
ら
れ
て
、
寧
ろ
よ
り
主
要
な
主
観
性
が
閑
却
せ
ら
れ
る
恐

れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
愛
し
合
つ
て
ゐ
た
男
女
が
結
婚
す
る
。
し
か
し
、
間
も
な
く
、
男
に
は
別

の
女
が
出
来
た
。
す
る
と
、
前
の
女
は
、
絶
望
の
あ
ま
り
海
に
投
じ
て
死
ぬ
。

こ
れ
は
、
戯
曲
の
「
筋
」
で
あ
る
と
云
へ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
決

し
て
「
内
容
」
で
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
作
者
が
若
し
、
こ
の
戯
曲
に
よ

つ
て
、
男
女
の
恋
愛
に
対
す
る
、
宿
命
的
な
心
理
傾
向
を
示
さ
う
と
し
た
と

仮
定
す
れ
ば
、
そ
れ
は
な
る
ほ
ど
、
こ
の
作
品
の
「
内
容
」
で
あ
る
と
云
ひ

得
よ
う
。
た
だ
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
「
内
容
」
で
あ
つ
て
、
作
品
の
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「
創
造
的
価
値
」
と
は
何
も
関
係
は
な
い
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
作
品
の
「
根
本
的
価
値
」
を
左
右
す
る
も
の
は
何
か
と
云

へ
ば
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
作
者
の
「
興
味
の
も
ち
方
」
で
あ
る
。
「
態
度
」

と
い
ふ
言
葉
も
穏
か
で
な
い
。
功
利
的
の
意
味
が
含
ま
れ
る
や
う
な
気
が
す

る
。
「
興
味
の
も
ち
方
」
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
教
育
家
と
し
て
、
政
治
家

と
し
て
、
社
会
学
者
と
し
て
、
宗
教
家
と
し
て
、
心
理
学
者
と
し
て
、
倫
理

学
者
と
し
て
、
又
は
、
新
聞
記
者
と
し
て
、
刑
事
と
し
て
、
商
人
と
し
て
、

隣
人
と
し
て
、
知
人
と
し
て
、
赤
の
他
人
と
し
て
、
又
は
親
と
し
て
、
兄
弟

と
し
て
…
…
。
が
、
そ
れ
ら
の
「
興
味
の
も
ち
方
」
は
何
れ
も
、
芸
術
的
作

品
の
根
柢
に
は
な
ら
な
い
。
芸
術
家
は
、
そ
の
何
れ
で
も
あ
り
得
る
と
同
時

に
、
そ
の
何
れ
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
も
う
一
つ
別
に
、
「
芸
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術
家
と
し
て
の
興
味
の
も
ち
方
」
が
あ
る
。
こ
れ
に
も
亦
、
芸
術
家
各
個
の

素
質
に
よ
つ
て
、
幾
通
り
も
の
「
興
味
の
も
ち
方
」
が
あ
る
だ
ら
う
。
あ
る

も
の
は
楽
観
的
に
、
あ
る
も
の
は
悲
観
的
に
、
又
あ
る
も
の
は
喜
劇
的
に
、

あ
る
も
の
は
悲
劇
的
に
、
あ
る
も
の
は
浪
漫
的
に
、
あ
る
も
の
は
現
実
的
に
、

様
々
な
「
興
味
の
も
ち
方
」
を
す
る
で
あ
ら
う
が
、
兎
も
角
も
、
そ
の
「
興

味
」
は
、
一
度
は
必
ず
芸
術
家
と
し
て
の
心
境
を
透
し
て
、
特
殊
な
感
受
性

と
想
像
力
の
節
に
か
け
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
「
人
生
の
新
し
い
相
」
が
正
し
く

美
し
く
浮
び
出
て
ゐ
る
。
　
　
さ
う
い
ふ
「
興
味
の
も
ち
方
」
は
、
芸
術
家

の
本
質
的
天
分
を
決
定
的
に
物
語
る
も
の
で
あ
つ
て
、
鑑
賞
者
の
立
場
か
ら
、

そ
の
作
品
に
興
味
が
も
て
な
い
と
か
、
も
て
る
と
か
い
ふ
の
も
、
つ
ま
り
は
、

作
家
と
鑑
賞
者
と
の
隔
り
　
　
芸
術
的
天
分
の
相
違
　
　
と
い
ふ
こ
と
に
帰
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着
す
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
興
味
の
も
ち
方
」
は
、
作
品
を
通
じ
て
見
る
時
は
、
云
ふ
ま
で
も

な
く
「
表
現
」
と
離
れ
て
存
在
は
し
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
だ
け
を
問
題
と
す

る
こ
と
も
不
当
の
や
う
で
は
あ
る
が
、
実
際
、
わ
れ
わ
れ
は
数
多
の
作
品
中

に
、
こ
こ
ま
で
論
じ
つ
め
な
け
れ
ば
、
そ
の
価
値
を
批
判
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
や
う
な
も
の
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
戯
曲
と
か
小
説
と
か
い
ふ

作
品
そ
の
も
の
の
価
値
批
判
を
、
真
面
目
に
す
る
気
に
は
な
れ
な
い
ほ
ど
、

さ
う
い
ふ
作
品
を
発
表
す
る
作
家
の
芸
術
的
天
分
に
疑
ひ
を
も
つ
こ
と
が
、

屡
々
あ
る
の
で
あ
る
。

　
戯
曲
論
と
し
て
は
、
甚
だ
見
当
違
ひ
の
や
う
で
は
あ
る
が
、
戯
曲
作
家
の

第
一
免
許
状
を
、
「
対
話
さ
せ
る
術
」
と
断
じ
た
そ
の
意
味
に
於
て
、
私
は

21



将
来
の
劇
作
家
に
「
戯
曲
以
前
の
も
の
」
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
（
一
九

二
五
・
五
）
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