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一
　
近
代
劇
と
は

　
こ
の
名
称
は
元
来
、
あ
ま
り
は
つ
き
り
し
な
い
名
称
で
、
恐
ら
く
「
近
代
」

と
い
ふ
言
葉
は
、m

oderne 

の
訳
に
相
違
な
く
、
し
て
み
る
と
、
普
通
使
は

れ
て
ゐ
る
「
新
時
代
」
と
い
ふ
意
味
も
あ
る
と
同
時
に
、
歴
史
上
の
「
近
世
」

を
指
す
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
歴
史
の
方
で
は
、
中
世
の
後
を
受
け
た

文
芸
復
興
期
以
後
を
、
詳
し
く
言
へ
ば
、
宗
教
改
革
以
後
を
指
す
の
だ
と
記

憶
し
て
ゐ
る
が
、
仏
蘭
西
歴
史
に
よ
る
と
、H

istoire m
oderne 

と
い
へ
ば
、

コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
オ
プ
ル
攻
略
（
一
四
五
三
年
）
か
ら
仏
蘭
西
革
命
（
一
七

八
九
年
）
迄
を
い
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
後
は
「
現
代
」
の
部
に
は
ひ
る
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わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
、
「
近
代
劇
」
と
か
、
「
近
代
文
学
」
と
か
い
ふ

名
称
は
、
文
学
史
的
分
類
で
あ
る
以
上
、
歴
史
的
解
釈
に
従
ふ
方
が
い
い
や

う
で
も
あ
り
、
ま
た
、
「
近
世
」
と
い
は
ず
し
て
、
特
に
「
近
代
」
と
い
ふ

と
こ
ろ
に
、
寧
ろ
文
学
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
た
せ
、
近
世
の
う
ち
で
も
特
に

現
代
に
近
い
部
分
、
或
は
現
代
を
含
め
た
最
も
「
近
代
的
」
近
代
を
意
味
す

る
や
う
に
も
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
が
、
近
代
文
学
、
殊
に
近
代
小
説
と
か

近
代
劇
と
か
い
ふ
場
合
、
そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
こ
の
言
葉
の
概
念
を
掴
み
得

た
と
は
い
へ
な
い
や
う
に
思
ふ
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
も
う
、
時
代
そ
の
も

の
の
年
代
的
穿
鑿
を
離
れ
て
、
寧
ろ
、
「
近
代
的
」
な
る
質
乃
至
色
調
の
問

題
に
重
点
を
お
く
の
が
常
識
で
あ
り
、
更
に
、
一
歩
進
め
て
、
近
代
小
説
と
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い
ふ
言
葉
よ
り
も
近
代
劇
と
い
ふ
名
称
の
方
が
、
一
層
、
あ
る
限
ら
れ
た
、

一
と
纏
め
に
な
つ
た
、
特
質
の
は
つ
き
り
し
た
部
門
を
指
し
て
ゐ
る
と
も
考

へ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
劇
」
に
於
け
る
「
近
代
的
」
要
素
は
、
小
説
に
於

け
る
そ
れ
よ
り
も
、
何
か
目
立
つ
も
の
、
浮
き
出
た
も
の
、
あ
る
一
定
の
方

向
を
と
つ
て
ゐ
る
も
の
と
い
ふ
感
じ
が
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
文
化
史
的
考
察
が
そ
の
土
台
と
な
つ
て
を
り
、

劇
の
方
面
で
は
、
そ
れ
が
単
に
漠
然
た
る
傾
向
の
綜
合
的
観
念
を
越
え
て
、

殆
ど
、
あ
る
一
定
の
ジ
ャ
ン
ル
、
芸
術
上
の
種
別
に
近
い
も
の
を
示
し
て
ゐ

る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
「
近
代
劇
」
と
は
、
所
謂
「
近
代
文
学
」
の
流
れ
に
沿
つ
て
生

れ
出
た
「
劇
」
で
は
あ
る
が
、
た
だ
単
に
、
近
代
思
想
を
盛
り
、
近
代
生
活
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を
描
き
、
近
代
的
感
覚
を
織
り
込
ん
だ
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
以
外
に
、
「
劇
」

と
い
ふ
芸
術
形
式
に
対
す
る
近
代
精
神
の
働
き
か
け
、
即
ち
、
「
演
劇
的
革

新
」
を
目
標
と
す
る
本
質
的
努
力
を
具
現
し
た
劇
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
は
、

明
か
に
、
意
識
的
に
も
せ
よ
無
意
識
的
に
も
せ
よ
、
因
襲
の
破
壊
と
伝
統
の

探
究
が
、
何
等
か
の
形
で
示
さ
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
そ
の
意
味
で
、
「
現
代
劇
」
の
様
々
な
先
駆
的
現
象
は
、
正
し
く
近
代
劇

の
本
流
と
結
び
つ
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
講
座
（
岩
波
世
界
文
学
講
座
）
で

私
に
与
へ
ら
れ
た
課
題
は
、
寧
ろ
近
代
劇
の
源
に
遡
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
と

解
し
、
さ
う
い
ふ
立
場
か
ら
、
知
つ
て
ゐ
る
こ
と
だ
け
を
述
べ
て
み
よ
う
と

思
ふ
。
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二
　
近
代
劇
の
血
統

　
近
代
劇
が
如
何
に
し
て
生
れ
た
か
と
い
ふ
問
題
は
な
か
な
か
む
づ
か
し
い

問
題
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
た
め
に
は
、
先
づ
世
界
の
演
劇
史
を
一
と
通
り

漁
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を

照
し
合
せ
て
、
そ
の
間
に
起
つ
た
文
学
、
殊
に
劇
文
学
の
交
流
作
用
を
見
き

は
め
る
必
要
が
あ
る
。
比
較
文
学
の
方
法
の
利
用
は
、
こ
の
研
究
に
欠
く
べ

か
ら
ざ
る
も
の
の
や
う
で
あ
る
。

　
な
ほ
、
各
国
各
時
代
各
流
派
の
代
表
的
作
家
ば
か
り
に
つ
い
て
、
何
か
を

知
る
と
い
ふ
だ
け
な
ら
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
も
な
い
が
、
近
代
劇
の
祖
先
を
誤

り
な
く
調
べ
上
げ
る
た
め
に
は
、
各
国
戯
曲
史
の
上
で
、
ど
う
か
す
る
と
さ
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さ
や
か
な
存
在
と
し
て
取
扱
は
れ
て
ゐ
る
か
の
慎
ま
し
き
「
先
駆
者
」
を
見

落
し
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
超
民
族
性
と
も
い
ふ
べ

き
特
殊
な
素
質
に
よ
つ
て
、
或
は
偶
然
の
機
会
に
恵
ま
れ
て
、
逸
早
く
国
境

を
越
え
た
あ
る
種
の
作
家
が
、
真
価
以
上
の
役
割
を
自
国
以
外
で
演
じ
て
ゐ

る
事
実
を
警
戒
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
さ
う
か
と
思
ふ
と
、
あ
る

国
で
最
も
そ
の
後
代
に
影
響
を
与
へ
た
や
う
な
天
才
的
作
家
が
、
そ
の
作
品

の
純
民
族
的
特
質
に
災
さ
れ
、
他
国
の
文
壇
に
容
れ
ら
れ
ず
、
そ
の
功
績
を

過
少
に
見
積
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
な
場
合
も
あ
る
。

　
で
、
私
は
こ
れ
か
ら
、
自
分
の
専
門
で
あ
る
仏
蘭
西
劇
を
中
心
と
し
て
、

で
き
る
だ
け
大
づ
か
み
に
、
近
代
劇
の
血
統
を
尋
ね
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

断
つ
て
お
く
が
、
こ
れ
と
同
じ
方
法
で
、
独
逸
劇
、
英
国
劇
、
露
西
亜
劇
等

8近代劇論



を
中
心
と
す
る
近
代
劇
の
系
図
が
組
立
て
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

私
の
任
で
は
な
い
。

　
さ
て
、
仏
蘭
西
で
、
〔le the'a^tre m

oderne

〕 

と
い
ふ
言
葉
が
使
は
れ

だ
し
た
の
は
相
当
古
い
こ
と
で
、
そ
れ
は
多
分
十
七
世
紀
の
所
謂
古
典
劇
時

代
か
ら
で
あ
る
。
が
、
さ
う
い
ふ
詮
議
は
別
と
し
て
、
こ
の
時
代
に
仏
蘭
西

の
劇
文
学
は
名
実
と
も
に
華
々
し
い
発
展
を
遂
げ
、
な
か
で
も
、
ラ
シ
イ
ヌ
、

コ
ル
ネ
イ
ユ
、
モ
リ
エ
エ
ル
、
こ
の
三
人
は
仏
国
戯
曲
史
の
巻
頭
を
飾
る
大

き
な
名
前
で
あ
る
。
所
謂
古
典
主
義
又
は
擬
古
典
主
義
な
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
特
に
面
倒
な
説
明
を
略
し
て
、
た
だ
単
に
、
そ
の
時
代
の
代
表
的
作
家

が
、
如
何
な
る
意
味
で
「
近
代
」
に
繋
が
つ
て
ゐ
る
か
を
見
れ
ば
よ
い
。

　
ラ
シ
イ
ヌ
（R

acine, 1639-99

）
は
、
コ
ル
ネ
イ
ユ
（C

orneille, 1606-8
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9
）
と
比
較
さ
れ
る
時
、
常
に
、
よ
り
現
実
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
な
る

ほ
ど
、
恋
愛
心
理
の
解
剖
に
於
て
、
当
時
と
し
て
は
驚
く
べ
き
精
緻
さ
と
鋭

さ
を
示
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
つ
て
、
単
に
そ
の
一
面
か
ら
見
て
も
、
彼
は
、

コ
ル
ネ
イ
ユ
よ
り
も
、
一
層
「
近
代
的
」
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ば

か
り
で
は
な
い
。
コ
ル
ネ
イ
ユ
の
理
想
主
義
は
一
種
の
型
に
陥
つ
て
ゐ
る
が
、

彼
の
現
実
主
義
は
、
希
臘
劇
の
影
響
は
別
と
し
て
、
そ
の
時
代
に
於
け
る
浪

漫
主
義
と
も
見
ら
る
べ
き
も
の
で
、
こ
れ
は
た
し
か
に
、
各
時
代
を
通
じ

「
近
代
的
」
な
る
も
の
は
浪
漫
的
な
り
と
い
ふ
見
方
に
合
致
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
証
拠
に
、
彼
の
作
品
は
、
最
初
、
世
間
の
物
議
を
捲
き
起
し
、
殊
に
そ

の
傑
作
「
フ
ェ
エ
ド
ル
」
（
〔Phe`dre
〕
）
の
如
き
は
、
不
道
徳
な
り
と

い
ふ
非
難
で
、
彼
の
周
囲
は
一
時
暗
澹
た
る
有
様
を
呈
し
た
。
こ
れ
は
丁
度
、
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十
九
世
紀
に
於
て
、
か
の
フ
ロ
オ
ベ
エ
ル
の
小
説
「
ボ
　ヷ
リ
イ
夫
人
」
、
更

に
、
ゴ
ン
ク
ウ
ル
の
戯
曲
「
娼
婦
エ
リ
ザ
」
が
遭
遇
し
た
運
命
に
よ
く
似
て

ゐ
る
。

　
彼
は
戯
曲
に
「
現
実
的
な
真
理
」
或
は
「
真
理
的
な
現
実
」
を
盛
り
得
た

こ
と
で
仏
蘭
西
劇
を
豊
富
に
し
た
の
み
な
ら
ず
、
最
も
大
き
な
功
績
の
一
つ

は
、
そ
の
外
に
あ
る
。
元
来
、
劇
の
構
成
を
、
形
態
か
ら
見
て
二
つ
の
流
儀

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
一
つ
は
、
抑
も
彼
ラ
シ
イ
ヌ
に
よ
つ
て

導
か
れ
、
完
成
さ
れ
た
と
い
つ
て
よ
ろ
し
い
。
即
ち
、
複
雑
派
に
対
し
て
単

純
派
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
近
代
の
「
筋
を
重
ん
じ
な
い
文
学
」

の
始
ま
り
で
あ
り
、
「
山
の
な
い
芝
居
」
の
出
発
点
で
あ
る
。
即
ち
、
メ
ロ

ド
ラ
マ
の
排
斥
が
近
代
劇
の
芸
術
的
純
化
に
役
立
つ
た
こ
と
を
考
へ
合
せ
て
、
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彼
の
拓
い
た
路
は
決
し
て
無
意
義
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
反
し
、
コ
ル
ネ
イ
ユ
は
、
西
班
牙
劇
を
手
本
と
し
て
、
筋
の
込
み

入
つ
た
、
恐
ろ
し
く
山
の
多
い
劇
的
物
語
を
書
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
方
は
、

将
来
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ヤ
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
る
複
雑
派
の
中
に
合
流
さ
る

べ
き
一
人
で
あ
る
。

　
そ
の
次
に
、
モ
リ
エ
エ
ル
（
〔M

olie`re

〕, 1622-73

）
は
ど
う
か
と
い

ふ
と
、
こ
れ
は
、
ラ
シ
イ
ヌ
と
並
ん
で
、
仏
蘭
西
劇
の
伝
統
を
背
負
ふ
大
喜

劇
作
家
で
あ
る
が
、
彼
の
喜
劇
の
優
れ
た
特
質
は
、
所
謂
「 

高  

級  

喜  

劇 

オ
オ
ト
・
コ
メ
デ
ィ
イ
」

と
呼
ば
れ
る
性
格
解
剖
の
文
学
で
あ
り
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
「
人
間
喜
劇
」
に

通
ず
る
最
初
の
指
標
で
も
あ
る
か
ら
、
近
代
仏
蘭
西
諷
刺
劇
の
登
場
人
物
は
、

多
少
と
も
モ
リ
エ
エ
ル
的
扮
装
を
施
さ
れ
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
な
い
こ
と
も
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な
い
。

　
そ
の
上
、
ラ
シ
イ
ヌ
の
典
雅
流
麗
な
詩
的
格
調
が
劇
的
文
体
の
見
事
な
創

造
を
妨
げ
な
か
つ
た
こ
と
は
、
特
に
注
意
す
べ
き
で
、
こ
れ
ま
た
、
モ
リ
エ

エ
ル
の
自
由
奔
放
な
即
興
的
諧
謔
が
、
人
間
生
活
の
苦
味
に
浸
つ
て
、
そ
の

色
彩
を
鈍
ら
さ
な
か
つ
た
こ
と
と
共
に
、
後
世
の
作
家
は
、
そ
こ
に
多
く
の

学
ぶ
べ
き
も
の
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
仏
蘭
西
劇
の
神
ラ
シ
イ
ヌ
に
は
、
や
は
り
、
多
く
の
人

間
と
同
様
、
公
平
に
見
て
少
く
と
も
三
つ
の
欠
点
が
あ
る
。

　
第
一
に
、
「
言
葉
の
綾
」
が
今
日
か
ら
見
て
、
少
々
神
経
に
触
り
す
ぎ
る

と
こ
ろ
が
あ
る
。
第
二
に
、
心
理
を
追
ふ
こ
と
に
急
で
、
人
物
の
輪
郭
が
ぼ

や
け
て
ゐ
る
。
第
三
に
、
哲
学
が
皆
無
で
あ
る
。
そ
の
得
意
と
す
る
恋
愛
問
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題
で
さ
へ
も
、
そ
れ
は
問
題
と
な
る
ま
で
に
思
索
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
で
寧
ろ
、
コ
ル
ネ
イ
ユ
に
軍
配
を
あ
げ
る
批
評
家
も
あ
る
く
ら
ゐ

で
あ
る
が
、
そ
の
コ
ル
ネ
イ
ユ
は
、
時
代
の
進
む
に
つ
れ
て
、
少
し
つ
つ
領

土
を
失
つ
て
行
く
の
に
反
し
、
ラ
シ
イ
ヌ
は
、
益
々
多
く
の
信
奉
者
を
作
り

つ
つ
あ
る
。

　
十
八
世
紀
に
至
つ
て
、
繊
細
微
妙
な
恋
愛
劇
作
者
マ
リ
ヴ
ォ
オ
（M

ariva

ux, 1688-1763

）
が
先
づ
、
彼
の
直
系
と
目
さ
れ
る
。
し
か
も
、
ラ
シ
イ
ヌ

の
悲
劇
は
、
こ
こ
で
、
喜
劇
と
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
つ

ま
り
恋
愛
心
理
の
悲
劇
面
か
ら
急
に
そ
の
眼
を
喜
劇
面
に
転
じ
た
と
こ
ろ
に
、

マ
リ
ヴ
ォ
オ
の
十
八
世
紀
的
感
覚
が
動
い
て
ゐ
る
。

　
こ
の
時
代
に
、
ヴ
ォ
ル
テ
エ
ル
（V

oltaire, 1694-1778

）
も
亦
戯
曲
を
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書
い
て
ゐ
る
。
彼
は
自
分
の
豊
富
な
才
能
を
信
じ
て
ゐ
た
か
ら
、
悲
劇
で
あ

れ
喜
劇
で
あ
れ
、
な
ん
で
も
書
き
ま
く
つ
た
。
彼
は
、
ま
た
英
吉
利
に
旅
を

し
て
、
ど
え
ら
い
土
産
を
持
つ
て
来
た
。
英
語
を
三
年
間
勉
強
し
て
、
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ヤ
を
読
ん
だ
の
で
あ
る
。
仏
蘭
西
の
文
学
者
で
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ヤ

を
読
ん
だ
の
は
、
先
づ
彼
が
初
め
て
だ
と
い
つ
て
よ
く
、
従
つ
て
、
仏
蘭
西

に
、
隣
国
が
生
ん
だ
こ
の
大
劇
作
家
の
名
が
伝
は
つ
た
の
も
そ
れ
か
ら
後
で

あ
る
。
が
、
彼
の
土
産
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
つ
た
。
そ
れ
以
後
の
悲
劇
に

英
国
劇
、
殊
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ヤ
調
を
混
入
し
た
の
で
あ
る
。
大
胆
な
試
み

で
あ
つ
た
。
が
、
種
が
わ
か
つ
て
み
る
と
、
世
間
は
「
な
あ
ん
だ
」
と
い
ふ

こ
と
に
な
る
。
彼
は
ま
た
、
そ
れ
ま
で
仏
蘭
西
の
舞
台
で
は
見
ら
れ
な
か
つ

た
演
出
上
の
新
工
夫
を
行
つ
た
。
地
方
色
の
尊
重
が
そ
れ
で
あ
る
。
が
、
結
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局
、
同
時
代
の
筆
敵
デ
ィ
ド
ロ
が
評
し
た
や
う
に
、
「
彼
は
何
を
書
か
せ
て

も
二
流
ど
こ
ろ
だ
」
つ
た
。
し
か
し
、
こ
の
説
は
誤
り
だ
と
い
ふ
批
評
家
も

あ
る
。
そ
れ
に
従
へ
ば
、
「
彼
は
成
程
悲
劇
に
於
て
二
流
の
位
置
を
占
め
て

は
ゐ
る
が
、
喜
劇
に
於
て
は
び﹅
り﹅
つ﹅
こ﹅
け﹅
だ
」
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

　
も
一
つ
、
ヴ
ォ
ル
テ
エ
ル
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ヤ
に
つ
い
て
云
ひ
た
い
こ
と

が
あ
る
が
、
そ
の
話
は
、
本
講
座
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
と
世
界
文
学
」
に
本

多
顕
彰
氏
が
詳
し
く
書
い
て
を
ら
れ
る
か
ら
省
く
。

　
要
す
る
に
、
そ
の
剛
邁
不
羈
の
精
神
を
も
つ
て
、
仏
蘭
西
十
八
世
紀
を
睥

睨
し
た
ヴ
ォ
ル
テ
エ
ル
は
、
劇
作
家
と
し
て
何
も
し
な
か
つ
た
や
う
な
も
の

で
あ
る
が
、
た
だ
僅
か
に
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ヤ
を
自
国
に
紹
介
し
、
自
分
の

名
と
作
品
を
独
逸
劇
壇
に
送
り
込
ん
だ
こ
と
で
聊
か
慰
め
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
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独
逸
国
民
劇
の
創
始
者
レ
ッ
シ
ン
グ
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ヤ
を
以
て
範
と

し
、
従
来
の
仏
蘭
西
劇
及
び
そ
の
模
倣
的
傾
向
を
一
掃
し
よ
う
と
企
て
た
。

な
る
ほ
ど
、
彼
の
評
論
集
に
収
め
ら
れ
た
劇
評
に
よ
つ
て
、
当
時
ハ
ン
ブ
ル

グ
国
民
劇
場
だ
け
で
上
演
さ
れ
た
脚
本
の
比
例
を
見
て
も
、
仏
蘭
西
劇
が
大

部
分
（
約
三
分
の
二
）
を
占
め
て
ゐ
る
と
い
ふ
有
様
で
あ
る
。
そ
の
中
で
ヴ

ォ
ル
テ
エ
ル
の
も
の
が
な
か
な
か
多
い
。
そ
し
て
、
不
思
議
な
こ
と
に
は
、

ラ
シ
イ
ヌ
が
一
つ
も
な
い
の
で
あ
る
。
序
に
も
う
少
し
新
関
良
三
氏
の
「
独

逸
劇
の
特
質
」
を
参
照
す
れ
ば
、
ゲ
エ
テ
は
ヴ
ォ
ル
テ
エ
ル
の
悲
劇
を
二
つ

も
訳
し
て
ゐ
る
。
一
方
で
は
、
シ
ル
レ
ル
が
ラ
シ
イ
ヌ
の
「
フ
ェ
エ
ド
ル
」

そ
の
他
を
訳
し
て
ゐ
る
さ
う
で
あ
る
。
が
、
何
れ
も
、
仏
蘭
西
劇
の
味
方
で

は
な
か
つ
た
ら
し
い
。
こ
の
辺
の
事
情
は
、
な
か
な
か
や
や
こ
し
い
の
で
あ
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つ
て
、
そ
れ
な
ら
こ
の
二
人
が
、
仏
蘭
西
劇
の
影
響
を
絶
対
に
受
け
な
か
つ

た
か
と
い
ふ
問
題
に
な
る
と
、
も
う
一
度
新
関
氏
に
お
尋
ね
し
て
み
な
け
れ

ば
わ
か
ら
な
く
な
る
。

　
話
を
先
に
進
め
よ
う
。
独
逸
に
は
や
が
て
、
所
謂
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン

ト
・
ド
ラ
ン
ク
の
時
代
が
来
る
。
仏
蘭
西
に
も
亦
、
十
八
世
紀
後
半
に
於
て
、

演
劇
革
新
運
動
の
第
一
声
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
ニ
ヴ
ェ
ル
・
ド
・
ラ
・
シ
ョ
オ
セ
（
〔N

ivelle de la C
hausse'

〕, 1692-

1754

）
の
「
涙
ぐ
ま
す
喜
劇
」
が
、
影
は
薄
く
と
も
、
第
一
に
近
代
中
産
階

級
劇
の
ト
ッ
プ
を
切
り
、
悲
劇
と
喜
劇
の
固
定
型
を
破
つ
て
、
仏
蘭
西
に
於

け
る
新
し
い
戯
曲
の
ジ
ャ
ン
ル
を
決
定
し
た
。
こ
の
頃
か
ら
、
十
七
世
紀
以

来
、
総
て
の
も
の
の
頭
に
食
ひ
入
つ
て
ゐ
た
　
　
「
人
の
性
は
悪
な
り
」
と
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い
ふ
観
念
が
「
人
の
性
は
善
な
り
」
と
い
ふ
思
想
に
代
つ
た
。
シ
ョ
オ
セ
を

初
め
、
こ
の
時
代
の
劇
作
家
は
、
勿
論
、
こ
の
立
場
か
ら
人
間
を
見
た
。
喜

劇
は
最
早
、
単
に
人
を
笑
は
せ
る
も
の
で
な
く
な
つ
た
。
正
し
い
人
間
の
道

徳
感
に
あ
る
波
紋
を
与
へ
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
。
こ
の
楽
天
主
義
は
、
そ
の

ま
ま
の
姿
で
続
く
筈
は
な
い
が
、
逆
に
、
近
代
厭
世
思
想
の
上
に
、
多
少
と

も
明
る
い
微
笑
を
投
げ
か
け
る
習
慣
を
与
へ
た
と
い
へ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ

へ
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ヤ
の
翻
訳
と
翻
案
が
続
々
と
現
れ
は
じ
め
た
。
デ
ィ
ド

ロ
が
、
例
の
戯
曲
論
を
発
表
し
た
。
曰
く
、
「
悲
劇
と
喜
劇
の
間
に
は
、
真

面
目
な
劇
と
い
ふ
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
更
に
ま
た
、
真
面
目
な
劇
と

悲
劇
、
ま
た
喜
劇
の
間
に
幾
つ
か
の
階
梯
が
あ
る
に
違
ひ
な
い
」

　
戯
曲
ジ
ャ
ン
ル
の
混
淆
か
ら
、
戯
曲
ジ
ャ
ン
ル
の
新
発
見
に
進
ん
で
来
た
。
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が
、
デ
ィ
ド
ロ
の
百
の
議
論
よ
り
も
、
当
時
の
沈
滞
し
た
劇
壇
に
一
風
変
つ

た
意
見
を
以
て
の
ぞ
み
、
そ
の
「
劇
芸
術
論
」
に
於
い
て
、
演
劇
に
於
け
る

写
実
主
義

レ
ア
リ
ズ
ム

の
歴
史
を
開
い
た
一
人
の
作
家
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
彼
は
、

メ
ル
シ
ェ
と
呼
ぶ
微
々
た
る
才
能
に
す
ぎ
な
か
つ
た
が
、
そ
の
云
ふ
と
こ
ろ

は
か
う
で
あ
る
　
　
「
書
斎
の
中
に
材
料
を
求
め
ず
、
出
で
て
実
人
生
の
頁

を
繰
れ
」
。
が
、
後
に
も
先
に
も
、
十
八
世
紀
を
通
じ
て
、
唯
一
人
天
才
の

名
に
値
す
る
劇
作
家
は
、
実
は
、
本
来
の
文
学
者
で
は
な
く
、
た
ま
た
ま
道

楽
に
芝
居
を
書
い
た
一
事
業
家
で
あ
つ
た
。

「
セ
ヴ
ィ
ラ
の
床
屋
」
の
作
者
、
ボ
オ
マ
ル
シ
ェ
（B

eaum
archais, 1732-9

9

）
は
、
内
容
と
文
体
と
ト
リ
ッ
ク
の
三
方
面
か
ら
、
空
前
の
舞
台
的
成
功

を
収
め
た
。
し
か
も
彼
は
、
そ
の
傑
作
「
フ
ィ
ガ
ロ
の
結
婚
」
に
於
て
、
遂
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に
仏
蘭
西
革
命
の
予
感
を
時
代
の
人
心
に
植
ゑ
つ
け
た
。
民
衆
の
声
が
初
め

て
劇
場
に
は
ひ
つ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
戯
曲
家
的
血
液
は
ど
こ
か
ら
受
け
継

い
だ
か
？
　
父
系
の
一
人
に
モ
リ
エ
エ
ル
の
ゐ
る
こ
と
は
た
し
か
だ
。
或
は
、

デ
ュ
シ
ス
の
翻
案
を
通
じ
て
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ヤ
の
香
を
嗅
い
だ
か
も
し
れ
ぬ
。

が
、
時
計
屋
の
息
子
か
ら
宮
廷
の
音
楽
教
師
と
な
り
、
金
持
の
未
亡
人
を
二

人
ま
で
籠
絡
し
、
裁
判
に
破
れ
て
牢
に
投
ぜ
ら
れ
、
冤
さ
れ
て
ル
イ
十
六
世

の
秘
書
役
を
勤
め
、
米
国
の
独
立
戦
争
に
武
器
を
売
り
つ
け
、
巨
万
の
富
を

蓄
へ
た
瞬
間
無
一
物
と
な
り
、
路
傍
に
餓
死
す
る
に
至
る
ま
で
、
彼
ほ
ど
世

相
の
表
裏
に
通
じ
、
社
会
の
上
下
を
泳
ぎ
廻
つ
た
な
ら
、
そ
こ
か
ら
、
無
限

の
劇
的
霊
感
も
受
け
得
ら
れ
よ
う
で
は
な
い
か
。

　
彼
は
し
か
し
、
そ
れ
ほ
ど
の
傑
作
を
書
き
な
が
ら
、
な
ん
と
な
く
人
が
真
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面
目
に
取
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ボ
オ
マ
ル
シ
ェ
は
天
才
だ
と
い
ふ

の
を
聞
い
て
、
多
く
の
人
は
、
あ
ん
な
巫
山
戯
た
天
才
が
ゐ
る
か
し
ら
と
思

ふ
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
あ
る
批
評
家
は
、
彼
に
「
近
代
劇
の
父
」
と
い

ふ
名
を
奉
つ
た
。
と
同
時
に
、
「
ボ
オ
マ
ル
シ
ェ
、
又
の
名
は
フ
ィ
ガ
ロ
で

あ
る
」
と
宣
言
す
る
。
フ
ィ
ガ
ロ
は
皮
肉
で
、
敏
捷
で
、
図
々
し
く
て
、
マ

テ
リ
ア
リ
ス
ト
で
、
磊
落
で
、
意
地
ツ
張
り
で
、
傷
み
易
い
心
の
持
主
で
あ

る
。
彼
は
、
た
し
か
に
、
五
十
年
ば
か
り
早
く
生
れ
す
ぎ
た
と
い
ふ
説
も
あ

る
。
「
近
代
劇
の
父
」
と
い
ふ
名
は
そ
れ
で
わ
か
る
と
し
て
、
ま
た
か
う
も

云
へ
る
の
で
あ
る
　
　
「
ボ
オ
マ
ル
シ
ェ
は
た
し
か
に
、
仏
蘭
西
劇
を
沈
滞

か
ら
救
つ
た
が
、
そ
の
救
ひ
ぶ
り
が
あ
ま
り
鮮
か
で
あ
つ
た
の
は
、
彼
の
作

品
中
に
、
演
劇
の
堕
落
が
悉
く
約
束
さ
れ
て
ゐ
た
か
ら
だ
」
と
。
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な
る
ほ
ど
、
近
代
に
於
け
る
「
う
ま
く
作
ら
れ
た
芝
居
」
は
、
悉
く
「
フ

ィ
ガ
ロ
」
の
落
し
胤
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。

　
仏
蘭
西
革
命
が
総
て
を
破
壊
し
た
如
く
、
ボ
オ
マ
ル
シ
ェ
の
投
じ
た
一
石

は
、
劇
壇
に
も
、
一
時
、
無
気
味
な
沈
黙
状
態
を
現
出
さ
せ
た
。
何
人
も

「
新
し
い
方
向
」
に
踏
み
出
す
勇
気
を
失
つ
た
か
の
如
く
見
え
た
。

　
た
だ
こ
こ
に
、
ネ
ポ
ミ
ュ
セ
エ
ヌ
・
ル
メ
ル
シ
ェ
と
い
ふ
、
変
な
名
前
の

男
が
、
「
お
れ
が
、
二
十
二
日
間
で
、
今
ま
で
芝
居
の
畑
に
な
か
つ
た
や
う

な
も
の
を
芝
居
の
な
か
へ
取
り
入
れ
て
御
覧
に
入
れ
る
」
と
豪
語
し
、
そ
の

約
束
を
実
行
し
た
。
「
歴
史
喜
劇
」
な
る
新
様
式
を
発
明
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
そ
ん
な
も
の
を
発
明
は
し
た
が
、
批
評
家
の
多
く
は
、
そ
れ
を

「
歴
史
で
も
な
く
喜
劇
で
も
な
い
」
と
断
定
し
た
。
そ
れ
に
も
拘
は
ら
ず
、
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四
十
年
後
に
、
ス
ク
リ
イ
ブ
が
こ
れ
に
倣
ひ
、
百
年
後
に
至
り
、
エ
ド
モ
ン

・
ロ
ス
タ
ン
が
幾
分
、
そ
の
手
法
を
踏
襲
し
た
と
思
は
れ
る
。

　
革
命
時
代
及
び
帝
政
時
代
は
、
演
劇
的
不
毛
の
期
間
で
あ
つ
た
。
が
、
そ

れ
は
、
浪
漫
主
義
の
陣
痛
期
に
外
な
ら
ぬ
。

　
や
が
て
、
ヴ
ィ
ク
ト
オ
ル
・
ユ
ゴ
オ
（V

ictor H
ugo, 1802-85

）
が
、
戯

曲
「
ク
ロ
ン
ウ
ェ
ル
」
を
発
表
し
、
そ
の
序
文
に
於
て
、
浪
漫
劇
の
主
張
を

振
り
翳
し
た
。

　
彼
は
先
づ
、
「
人
生
そ
の
も
の
は
、
支
離
滅
裂
に
し
て
、
矛
盾
撞
着
に
充

て
り
」
と
云
ふ
。
そ
れ
故
、
戯
曲
も
亦
、
条
理
整
然
た
る
を
要
せ
ず
と
い
ふ

の
で
あ
る
。
次
に
「
戯
曲
の
革
新
は
、
第
一
に
文
体
よ
り
始
め
ざ
る
べ
か
ら

ず
」
と
云
ふ
。
彼
は
韻
文
を
棄
て
な
か
つ
た
が
、
詩
形
に
若
干
の
自
由
を
求
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め
た
。
ま
た
「
長
台
詞
を
封
ぜ
よ
。
人
物
を
し
て
自
ら
語
ら
し
め
よ
」
と
云

つ
た
。
彼
は
、
舞
台
上
に
人
間
の
全
貌
を
描
き
出
す
野
心
を
示
し
た
。
政
治

的
英
雄
が
同
時
に
家
庭
の
玩
具
で
あ
り
、
戦
場
の
勇
士
が
、
下
手
な
詩
人
で

あ
り
と
い
ふ
風
に
ク
ロ
ン
ウ
ェ
ル
を
取
扱
つ
た
。
そ
の
意
図
は
兎
に
角
、
そ

れ
が
た
め
に
こ
の
戯
曲
は
上
演
不
可
能
な
も
の
と
な
つ
た
。
そ
の
後
で
「
マ

リ
オ
ン
・
ド
ロ
ル
ム
」
を
書
き
上
げ
た
が
、
こ
れ
は
思
想
過
激
と
あ
つ
て
検

閲
が
通
ら
な
か
つ
た
。
一
八
三
〇
年
、
遂
に
、
「
エ
ル
ナ
ニ
」
の
幕
が
開
い

た
。
人
、
こ
れ
を
呼
ん
で
「
エ
ル
ナ
ニ
」
の
戦
ひ
と
云
ふ
。
そ
れ
ほ
ど
こ
の

戯
曲
初
演
の
当
夜
は
、
物
情
騒
然
た
る
も
の
が
あ
つ
た
。
見
物
席
は
敵
味
方

に
分
れ
て
怒
号
し
、
弥
次
と
喝
采
が
入
り
乱
れ
た
。
が
、
最
後
に
、
浪
漫
主

義
の
勝
利
が
宣
せ
ら
れ
た
。
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彼
ユ
ゴ
オ
は
、
そ
の
実
、
生
涯
を
通
じ
て
、
真
の
劇
作
家
と
な
り
得
な
か

つ
た
。
詩
人
と
し
て
の
巨
人
的
歩
み
に
も
拘
は
ら
ず
、
戯
曲
に
於
て
は
、
徒

ら
に
空
想
が
言
葉
の
虹
を
撒
き
散
ら
す
に
す
ぎ
ず
、
や
う
や
く
、
ラ
シ
イ
ヌ

の 

十  

二  
韻  
詩 

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ
ン

が
、
一
世
紀
を
跨
い
で
彼
の
ペ
ン
に
蘇
つ
た
に
す
ぎ
ぬ
の

で
あ
る
。
か
く
て
古
典
主
義
劇
の
残
塁
に
馬
を
進
め
な
が
ら
、
彼
は
遥
か
に

先
輩
ラ
シ
イ
ヌ
に
脱
帽
し
た
と
私
は
信
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
少
し
以
前
に

英
国
俳
優
の
一
団
が
、
海
を
越
え
て
、
巴
里
へ
乗
込
ん
だ
こ
と
を
特
記
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
最
初
は
、
一
八
二
二
年
、
出
し
物
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ヤ
の
「
オ

セ
ロ
」
で
あ
つ
た
。
見
物
は
、
「
大
笑
ひ
を
し
た
」
と
記
録
に
あ
る
。
そ
れ

ば
か
り
で
は
な
い
。
「
け
だ
も
の
」
と
い
ふ
半
畳
が
は
ひ
る
。
生
卵
を
ぶ
つ

け
る
。
焼
林
檎
を
投
げ
る
。
「
シ
ャ
ケ
ス
パ
ア
ル
引
つ
込
め
」
と
い
ふ
始
末
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で
あ
つ
た
。

　
そ
れ
が
、
一
八
二
七
年
に
、
ケ
ン
ブ
ル
が
そ
の
一
座
を
率
ゐ
て
「
ハ
ム
レ

ッ
ト
」
を
出
し
た
時
、
殊
に
、
一
八
二
九
年
、
別
の
一
座
が
「
オ
セ
ロ
」
と

「
コ
リ
オ
ラ
ン
」
を
上
演
す
る
に
及
ん
で
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ヤ
の
声
価
は
定

つ
た
。
見
物
は
無
条
件
に
、
こ
の
異
国
の
天
才
を
享
け
容
れ
た
の
で
あ
る
。

殊
に
す
さ
ま
じ
い
熱
狂
の
声
が
、
若
い
劇
壇
の
中
に
起
つ
た
。

　
舞
台
の
上
で
、
ほ
ん
と
に
涙
を
流
す
俳
優
を
、
巴
里
の
見
物
は
は
じ
め
て

見
た
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
ソ
ン
と
い
ふ
英
国
女
優
は
、
そ
の
時
、
オ
フ
ェ
リ

ヤ
に
扮
し
て
、
本
物
の
狂
女
と
い
ふ
印
象
を
与
へ
た
。
殊
に
、
剣
で
刺
さ
れ

た
り
、
毒
を
飲
ん
だ
り
す
る
場
合
、
眼
も
あ
て
ら
れ
ぬ
苦
し
み
方
を
す
る
の

で
、
見
物
の
女
達
は
顔
を
蔽
つ
た
。
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シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ヤ
の
捲
き
起
し
た
旋
風
の
な
か
で
、
わ
が
ヴ
ィ
ク
ト
オ
ル

・
ユ
ゴ
オ
は
、
「
ク
ロ
ン
ウ
ェ
ル
」
の
序
文
を
綴
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
彼
は
、

ペ
ン
を
投
げ
て
叫
ん
だ
　
　
「
こ
の
芝
居
の
神
様
は
、
コ
ル
ネ
イ
ユ
と
モ
リ

エ
エ
ル
と
ボ
オ
マ
ル
シ
ェ
の
天
才
を
一
人
で
背
負
つ
て
ゐ
る
」
と
。

　
が
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ヤ
か
ら
、
最
も
好
い
影
響
を
受
け
た
浪
漫
派
の
劇
作

家
は
ヴ
ィ
ニ
イ
（A

lfred de V
igny, 1797-1863

）
と
、
ミ
ュ
ッ
セ
（A

. de 

M
usset, 1810-57

）
で
あ
る
。

　
こ
の
二
人
は
、
ユ
ゴ
オ
の
如
く
喬
木
の
感
じ
こ
そ
し
な
い
が
、
そ
の
劇
作

家
的
才
能
に
於
て
は
、
遥
か
に
緻
密
豊
富
で
あ
り
、
そ
の
異
常
な
感
受
性
は
、

単
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ヤ
ば
か
り
で
な
く
、
バ
イ
ロ
ン
か
ら
も
、
ゲ
エ
テ
か
ら

も
、
同
様
に
、
享
け
容
れ
る
も
の
を
享
け
容
れ
、
ヴ
ィ
ニ
イ
は
、
「
チ
ャ
ッ
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タ
ア
ト
ン
」
「
ア
ン
ト
ニ
イ
」
の
如
き
、
粉
飾
を
去
つ
た
世
紀
的
苦
悶
の
劇

を
書
き
、
殊
に
、
ミ
ュ
ッ
セ
は
、
柔
軟
繊
細
な
近
代
的
感
覚
を
以
て
、
ラ
シ

イ
ヌ
の
古
典
美
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ヤ
の
野
生
美
と
を
、
併
せ
て
そ
の
作
品
の

上
に
盛
り
、
嫋
々
た
る
微
風
に
沈
痛
な
面
を
晒
す
が
如
き
、
正
に
ユ
ニ
ッ
ク

な
喜
劇
を
物
し
た
の
で
あ
る
。

　
ミ
ュ
ッ
セ
は
、
そ
の
処
女
作
、
「
ヴ
ェ
ネ
チ
ヤ
の
夜
」
が
舞
台
的
失
敗
に

終
つ
た
結
果
、
そ
の
後
、
上
演
を
断
念
し
て
、
自
ら
「
書
斎
で
観
る
芝
居
」

な
る
も
の
を
書
き
続
け
た
が
、
こ
れ
が
、
作
者
の
死
後
、
今
日
に
至
つ
て
、

観
客
の
心
を
酔
は
す
比
類
な
き
近
代
古
典
の
中
に
数
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。

　
序
に
云
ひ
漏
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
こ
の
期
間
に
於
け
る
独
逸
劇
の
侵
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入
と
そ
の
反
響
で
あ
る
。

　
ゲ
エ
テ
の
小
説
「
ヴ
ェ
ル
テ
ル
」
が
、
一
七
七
五
年
に
脚
色
上
演
さ
れ
、

続
い
て
、
そ
の
翻
訳
が
現
は
れ
て
、
仏
蘭
西
の
劇
壇
及
び
読
書
界
に
一
大
衝

撃
を
与
へ
た
。
が
、
そ
れ
は
あ
の
偉
大
な
純
情
と
絶
望
の
詩
が
、
ス
タ
ア
ル

夫
人
の
所
謂
「
感
情
的
及
び
政
治
的
理
由
」
に
よ
つ
て
、
革
命
直
前
の
人
心

を
捉
へ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
仏
蘭
西
浪
漫
主
義
は
、
ゲ
エ
テ
の
う
ち
か
ら
、

「
独
逸
的
浪
漫
主
義
」
を
摂
取
し
た
。
次
で
、
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
の
第
一
部

が
、
一
八
〇
八
年
、
ス
タ
ア
ル
夫
人
の
管
理
し
て
ゐ
る
素
人
劇
場
の
舞
台
で

初
演
さ
れ
た
が
、
一
八
二
八
年
、
ジ
ェ
ラ
ア
ル
・
ド
・
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
名
訳

が
出
版
さ
れ
、
そ
の
深
い
哲
学
的
瞑
想
が
、
や
う
や
く
当
時
の
新
精
神
に
食

ひ
入
つ
た
。
こ
こ
で
も
亦
、
ヴ
ィ
ニ
イ
と
ミ
ュ
ッ
セ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
フ
ァ
ウ
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ス
ト
的
の
「
不
安
」
を
そ
の
作
品
中
で
示
し
て
ゐ
る
。
な
ほ
、
面
白
い
こ
と

に
は
、
ず
つ
と
降
つ
て
、
エ
ド
モ
ン
・
ロ
ス
タ
ン
と
ア
ン
リ
イ
・
バ
タ
イ
ユ

が
、
何
れ
も
、
「
ド
ン
・
ジ
ュ
ア
ン
」
を
描
く
に
当
つ
て
、
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」

の
知
的
懊
悩
を
さ
な
が
ら
、
そ
の
恋
愛
的
懊
悩
の
形
に
於
て
取
扱
つ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

　
十
九
世
紀
前
半
の
喜
劇
作
者
を
代
表
す
る
ス
ク
リ
イ
ブ
（
〔Euge`ne Scr

ibe

〕, 1791-1861

）
は
、
所
謂
「
抽
斗
劇
」
と
呼
ば
れ
る
ト
リ
ッ
ク
万
能

の
通
俗
劇
作
家
で
あ
る
が
、
そ
の
豊
饒
さ
と
娯
楽
的
要
素
に
よ
つ
て
、
当
時

の
商
業
劇
場
を
風
靡
し
、
な
ほ
、
国
境
を
越
え
て
英
独
伊
等
の
劇
壇
を
賑
は

し
た
。

　
彼
は
あ
る
意
味
で
ボ
オ
マ
ル
シ
ェ
の
不
肖
の
子
と
も
考
へ
ら
れ
る
が
、
そ
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れ
よ
り
も
、
重
大
な
こ
と
は
、
こ
の
一
作
家
の
存
在
が
、
十
九
世
紀
後
半
の

所
謂
「
新
劇
運
動
」
に
非
常
な
障
碍
を
齎
し
た
こ
と
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、

独
逸
に
於
て
は
、
名
批
評
家
シ
ュ
レ
エ
ゲ
ル
を
い
た
く
感
心
さ
せ
、
そ
の
あ

る
作
品
の
如
き
は
、
正
に
モ
リ
エ
エ
ル
の
「
人
間
嫌
ひ
」
以
上
と
い
ふ
折
紙

を
附
け
さ
せ
る
に
至
つ
た
。

　
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
治
下
に
於
て
は
、
も
う
劇
場
は
一
つ
の
工
場
と
化

し
て
ゐ
た
。

　
若
い
浪
漫
主
義
は
、
デ
ュ
マ
（
〔A

lexandre D
um

as pe`re

〕, 1802-70

）

と
共
に
老
い
、
ス
ク
リ
イ
ブ
が
十
五
年
間
に
百
五
十
の
軽
喜
劇
を
書
け
ば
、

デ
ュ
マ
は
、
年
に
六
十
巻
の
小
説
を
書
く
傍
ら
、
一
シ
イ
ズ
ン
に
十
五
乃
至

二
十
幕
の
チ
ヤ
ン
バ
ラ
劇
を
上
場
せ
し
め
る
有
様
で
あ
る
。
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そ
の
間
、
た
だ
一
つ
ポ
ン
サ
ア
ル
（
〔Franc,ois Ponsard

〕, 1814-67

）

の
「
リ
ュ
ク
レ
ス
」
と
い
ふ
作
品
の
上
場
が
、
「 

良 

識 

の 

ボ
ン
・
サ
ン

劇
」
な
る
一
流

派
を
う
ち
樹
て
た
。
「
良
識
の
劇
」
と
は
、
要
す
る
に
、
浪
漫
主
義
の
矯
激

を
排
し
、
穏
健
着
実
な
古
典
精
神
を
近
代
意
識
の
な
か
に
生
か
さ
う
と
す
る

韻
文
劇
で
あ
る
が
、
ど
こ
か
に
ま
だ
浪
漫
的
な
装
飾
を
残
し
て
ゐ
る
こ
と
は

争
へ
な
い
。
こ
れ
が
一
八
四
三
年
の
こ
と
で
あ
つ
た
。

　
ポ
ン
サ
ア
ル
の
「
リ
ュ
ク
レ
ス
」
が
一
方
で
盛
ん
な
喝
采
を
浴
び
た
の
に

反
し
、
そ
の
年
、
ユ
ゴ
オ
の
「
ビ
ュ
ル
グ
ラ
ア
ヴ
」
（Les B

urgraves

）
が

国
立
劇
場
で
、
無
残
な
失
敗
を
招
い
た
。
作
品
の
罪
と
い
ふ
よ
り
も
、
寧
ろ
、

見
物
が
過
剰
な
リ
リ
シ
ズ
ム
に
飽
き
た
の
で
あ
る
。

　
皮
肉
と
云
は
う
か
、
こ
の
時
に
乗
じ
て
、
天
下
の
名
悲
劇
女
優
ラ
シ
ェ
ル
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が
、
同
じ
劇
場
の
舞
台
に
現
は
れ
た
。
す
る
と
、
二
十
年
来
、
絶
え
て
客
を

惹
か
な
か
つ
た
ラ
シ
イ
ヌ
、
コ
ル
ネ
イ
ユ
の
古
典
悲
劇
が
、
忽
ち
見
物
席
を

満
員
に
し
た
。

　
一
八
五
〇
年
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
死
ん
だ
年
で
あ
る
。
（
序
に
云
へ
ば
、

イ
プ
セ
ン
が
二
十
三
で
、
そ
の
韻
文
史
劇
「
カ
テ
リ
ナ
」
を
発
表
し
た
年
だ

。
）

　
時
代
は
急
転
す
る
。
所
謂
「
近
代
精
神
」
の
色
調
が
濃
厚
に
な
り
、
仏
蘭

西
の
演
劇
史
も
亦
、
こ
れ
以
後
を
現
代
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

　
小
説
壇
は
、
既
に
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
作
品
に
よ
つ
て
写
実
主
義
の
黎
明
を
告

げ
知
ら
せ
た
。
そ
の
影
響
は
、
勿
論
戯
曲
界
に
も
及
ん
で
、
一
八
五
二
年
、

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
デ
ュ
マ
・
フ
ィ
ス
（A

lexandre D
um

as fils, 1824-95

）
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が
、
例
の
「
椿
姫
」
（
〔La D

am
e aux C

am
e'lias

〕
）
を
発
表
し
た
。
現

実
生
活
と
人
情
の
機
微
を
穿
つ
た
「
身
に
つ
ま
さ
れ
る
芝
居
」
の
標
本
で
、

そ
れ
が
当
時
の
見
物
、
殊
に
女
た
ち
を
泣
か
せ
た
こ
と
は
非
常
な
も
の
で
、

世
界
新
派
悲
劇
の
傑
作
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
の
後
の
数
多
き
作
品
に
於
て
、

社
会
制
度
、
夫
婦
関
係
等
に
一
種
の
常
識
哲
学
的
批
判
を
加
へ
、
所
謂
問
題

劇
の
道
を
拓
い
た
。
エ
ミ
イ
ル
・
オ
オ
ジ
エ
（Em

ile A
ugier, 1820-89

）

も
亦
、
「
ポ
ア
リ
エ
氏
の
婿
」
に
於
て
、
漸
く
環
境
描
写
の
筆
を
進
め
、
革

命
後
の
新
興
勢
力
、
即
ち
金
権
階
級
に
対
す
る
相
当
鋭
い
批
判
を
取
入
れ
た
。

然
し
な
が
ら
、
こ
の
両
者
が
、
か
の
ス
ク
リ
イ
ブ
の
直
系
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
ン

・
サ
ル
ド
ゥ
ウ
（V

ictorien Sardou, 1831-1908

）
と
共
に
、
商
業
劇
場
の

た
め
の
作
者
と
し
て
一
代
の
人
気
を
集
め
得
た
こ
と
は
そ
こ
に
何
等
か
の
停
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頓
を
意
味
す
る
の
で
あ
つ
て
、
近
代
劇
芸
術
の
本
質
的
進
化
は
、
そ
の
た
め

に
前
途
を
暗
く
し
た
感
が
あ
つ
た
。
な
ほ
こ
の
期
間
に
、
ラ
ビ
イ
シ
ュ
（E.

 Labiche, 1815-88

）
が
モ
リ
エ
エ
ル
を
挟
ん
で
中
世
フ
ァ
ル
ス
の
伝
統
を

復
活
し
、
近
代
諷
刺
劇
の
一
階
梯
を
作
つ
た
事
実
を
見
逃
し
て
は
な
ら
ぬ
。

　
さ
て
、
十
九
世
紀
に
於
て
、
最
も
素
晴
し
い
発
展
を
遂
げ
た
小
説
文
学
は
、

物
質
文
化
の
成
長
と
こ
れ
に
伴
ふ
科
学
万
能
の
精
神
に
刺
激
さ
れ
、
次
第
に
、

機
械
的
人
生
観
の
立
場
か
ら
個
人
を
観
、
社
会
を
取
扱
ふ
や
う
に
な
つ
て
来

た
。
こ
の
傾
向
か
ら
バ
ル
ザ
ッ
ク
を
初
め
、
フ
ロ
オ
ベ
エ
ル
、
ゾ
ラ
、
ゴ
ン

ク
ウ
ル
、
ド
オ
デ
、
モ
オ
パ
ッ
サ
ン
等
の
非
凡
な
才
能
を
生
ん
だ
が
、
彼
等

は
各
々
あ
る
時
機
に
於
て
、
一
度
は
劇
作
に
筆
を
染
め
た
の
で
あ
る
。
ゾ
ラ

の
如
き
は
、
後
に
「
演
劇
に
於
け
る
自
然
主
義
」
な
る
一
書
を
公
に
し
、
大
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い
に
、
舞
台
の
写
実
化
を
宣
伝
し
た
。
が
、
何
れ
も
、
そ
の
作
品
は
戯
曲
的

生
命
に
乏
し
く
、
凡
作
の
域
に
止
り
得
る
も
の
す
ら
稀
で
あ
つ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
デ
ュ
マ
及
び
サ
ル
ド
ゥ
ウ
を
友
と
す
る
株
式
仲
買
人
ア
ン
リ

・
ベ
ッ
ク
（H

enry B
ecque, 1837-99

）
が
、
中
年
を
す
ぎ
て
、
小
遣
取
り

に
オ
ペ
ラ
の
台
本
を
書
く
こ
と
を
思
ひ
立
ち
、
や
が
て
二
篇
の
小
喜
劇
を
経

て
、
遂
に
近
代
写
実
劇
の
典
型
、
「
鴉
の
群
」
を
発
表
す
る
に
至
つ
た
。
フ

ロ
オ
ベ
エ
ル
が
か
の
「
ボ
　ヷ
リ
イ
夫
人
」
に
於
て
成
し
遂
げ
た
と
こ
ろ
を
、

彼
は
、
戯
曲
に
於
て
完
全
に
近
く
こ
れ
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
が
、
こ
の
二

作
の
上
演
は
、
一
般
か
ら
冷
淡
な
眼
で
迎
へ
ら
れ
た
。
こ
の
初
め
て
舞
台
に

の
せ
ら
れ
た
厳
粛
な
「
人
生
記
録
」
の
中
に
、
当
時
の
演
劇
批
評
家
は
、
真

に
戯
曲
的
な
も
の
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ベ
ッ
ク
は
た
め
に
作
家
と
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し
て
不
遇
な
生
涯
を
終
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

　
仏
蘭
西
近
代
劇
は
、
こ
こ
で
、
大
き
な
飛
躍
時
代
に
は
ひ
る
。

　
一
八
八
七
年
、
即
ち
、
「
鴉
の
群
」
が
発
表
さ
れ
た
翌
年
、
世
界
演
劇
史

上
、
劃
期
的
の
事
業
と
目
さ
れ
る
自
由
劇
場
（
〔Le The'a^tre Libre

〕
）

が
、
瓦
斯
会
社
の
一
集
金
人
、
ア
ン
ド
レ
・
ア
ン
ト
ワ
ア
ヌ
（
〔A

ndre' A

ntoine

〕, 1858-

）
の
手
に
よ
つ
て
創
立
さ
れ
た
。
彼
は
、
も
と
も
と
一
素

人
劇
団
の
首
脳
に
す
ぎ
な
か
つ
た
が
、
ふ
と
、
素
人
俳
優
が
あ
る
か
ら
に
は
、

素
人
作
家
と
い
ふ
も
の
が
あ
つ
て
い
い
筈
だ
と
考
へ
、
周
囲
を
見
廻
し
て
そ

こ
に
無
名
作
家
の
一
群
を
発
見
し
た
。
こ
れ
が
、
新
流
派
の
た
め
に
、
そ
し

て
新
流
派
に
よ
つ
て
起
た
ん
と
す
る
年
少
気
鋭
の
徒
輩
で
あ
つ
た
か
ら
、
ア

ン
ト
ワ
ア
ヌ
も
、
自
ら
期
せ
ず
し
て
、
彼
等
の
抱
懐
す
る
文
学
論
に
与
み
せ

38近代劇論



ざ
る
を
得
ぬ
や
う
に
な
つ
た
。
彼
の
自
然
主
義
的
演
技
の
目
標
は
、
初
め
て

確
乎
た
る
主
張
を
有
ち
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
自
由
劇
場
の
名
に
於
て
、
演
劇

革
新
運
動
の
烽
火
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
自
由
劇
場
を
繞
る
新
作
家
の
う
ち
で
、
華
々
し
く
は
な
い
が
、
最
も
純
粋

な
文
学
的
立
場
を
守
り
続
け
、
透
徹
し
た
自
然
主
義
演
劇
の
理
論
づ
け
を
試

み
た
の
は
ジ
ャ
ン
・
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
（Jean Julien, 1854-1919

）
で
あ
つ
た
。

彼
は
、
そ
の
著
「
生
け
る
演
劇
」
に
於
て
、
「
舞
台
は
生
活
の
断
片
な
り
」

と
い
ふ
名
高
い
標
語
を
作
り
出
し
、
更
に
、
演
劇
の
本
質
を
論
じ
て
、
従
来

の
「
動
き
に
よ
る
生
命
」
の
劇
を
排
し
、
「
生
命
に
よ
る
動
き
」
（le m

ou

vem
ent par la vie

）
こ
そ
真
の
演
劇
美
を
成
す
も
の
で
あ
る
と
喝
破
し
た
。

彼
は
し
か
し
、
有
為
な
才
能
を
そ
の
理
論
の
た
め
に
涸
渇
せ
し
め
た
不
幸
な
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作
家
の
一
人
で
あ
つ
た
。

　
一
八
八
七
年
か
ら
九
五
年
ま
で
、
ア
ン
ト
ワ
ア
ヌ
の
手
に
よ
つ
て
世
に
出

で
、
し
か
も
、
相
当
の
名
声
を
齎
し
得
た
劇
作
家
は
そ
の
数
に
於
て
決
し
て

少
く
は
な
い
が
、
今
日
ま
で
、
そ
の
作
品
の
生
命
が
な
ほ
続
い
て
ゐ
る
と
思

は
れ
る
の
は
、
ク
ウ
ル
ト
リ
イ
ヌ
、
キ
ュ
レ
ル
、
ポ
ル
ト
・
リ
シ
ュ
の
三
人

で
あ
ら
う
。

　
ウ
ウ
ジ
ェ
エ
ヌ
・
ブ
リ
ュ
ウ
（
〔Euge`ne B

rieux

〕, 1858-

）
は
、
最

初
か
ら
自
由
劇
場
の
運
動
に
参
加
し
た
一
人
で
あ
つ
て
、
ア
ン
ト
ワ
ア
ヌ
の

名
に
連
つ
て
偶
然
世
界
的
と
な
り
、
バ
ア
ナ
ア
ド
・
シ
ョ
ウ
を
し
て
勇
敢
な

提
灯
持
ち
の
役
を
務
め
さ
せ
た
が
、
こ
れ
な
ど
は
、
そ
の
真
価
を
論
ず
る
前

に
、
彼
の
作
品
の
も
つ
所
謂
「
超
民
族
性
」
に
つ
い
て
一
応
注
意
す
べ
き
で
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あ
ら
う
。
雄
弁
に
論
議
す
る
劇
は
最
も
理
解
し
易
き
も
の
で
あ
る
。

　
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ク
ウ
ル
ト
リ
イ
ヌ
（G

eorge C
ourteline, 1860-1929

）

の
小
喜
劇
は
モ
リ
エ
エ
ル
か
ら
ラ
ビ
イ
シ
ュ
に
つ
な
が
る
仏
蘭
西
喜
劇
の
伝

統
を
代
表
す
る
不
朽
の
作
品
で
あ
る
。
数
多
き
珠
玉
的
作
品
中
か
ら
そ
の
代

表
作
を
選
ぶ
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
一
作
を
取
り
上
げ
て
、
こ
れ
を

古
今
の
傑
作
な
り
と
称
す
る
こ
と
は
聊
か
気
が
引
け
る
く
ら
ゐ
「
何
気
な
き
」

風
を
装
つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
先
づ
定
評
と
し
て
、
「
ブ
ウ
ブ
ウ
ロ
シ
ュ
」

（B
oubouroche

）
「
我
家
の
平
和
」
（La Paix chez soi

）
等
を
挙
ぐ
べ
き

で
あ
ら
う
。
一
見
平
俗
な
や
う
に
見
え
る
彼
の
文
体
は
、
近
代
フ
ァ
ル
ス
の

最
も
純
粋
な
風
格
を
創
造
し
、
現
代
世
相
の
犀
利
な
観
察
に
よ
る
比
類
な
き

 

道 

化 

味 

ビ
ュ
ル
レ
ス
ク
は
、
天
才
の
眼
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
伝
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ド
・
ポ
ル
ト
・
リ
シ
ュ
（G
eorges de Porte-R

iche, 184

9-1930
）
は
、
精
密
な
恋
愛
心
理
の
解
剖
家
と
し
て
、
ラ
シ
イ
ヌ
の
衣
鉢
を

継
ぐ
名
作
家
で
あ
る
。
ア
ン
ト
ワ
ア
ヌ
に
従
へ
ば
、
仏
蘭
西
近
代
戯
曲
史
の

頂
点
は
、
ミ
ュ
ッ
セ
、
ベ
ッ
ク
、
ポ
ル
ト
・
リ
シ
ュ
の
三
人
に
よ
つ
て
占
め

ら
れ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
づ
何
人
も
異
議
の
な
い
と
こ
ろ
で

あ
ら
う
。
彼
は
自
然
主
義
的
苛
烈
さ
を
有
す
る
と
同
時
に
、
所
謂
「
心
理
的

詩
味
」
の
開
拓
者
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
既
に
純
写
実
劇
よ
り
の
離
脱
を
示

し
て
ゐ
る
。
そ
の
傑
作
の
一
つ
「
ふ
か
な
さ
け
」
（A

m
oureuse

）
は
、
一

八
九
四
年
の
発
表
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
二
十
年
を
経
て
、
同
じ
く
「
過
去
」

（
〔Le Passe'

〕
）
「
昔
の
男
」
（Le V

ieil H
om

m
e

）
の
諸
作
と
共
に
そ

の
影
響
が
新
し
い
時
代
の
上
に
目
立
ち
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
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次
に
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
・
キ
ュ
レ
ル
（
〔Franc,ois de C

urel

〕, 1854

-
）
は
、
一
方
ポ
ル
ト
・
リ
シ
ュ
が
恋
愛
心
理
を
追
ひ
廻
し
て
ゐ
る
間
に
、

思
索
と
瞑
想
の
淵
を
逍
遥
し
て
、
北
方
の
巨
星
、
ヘ
ン
リ
ッ
ク
・
イ
プ
セ
ン

の
呼
吸
に
耳
を
傾
け
た
。
彼
も
亦
、
時
代
の
苦
悶
を
苦
悶
し
、
生
命
の
不
安

と
闘
つ
た
。
が
、
イ
プ
セ
ン
が
飽
く
ま
で
も
北
方
的
で
あ
る
の
に
反
し
、
キ

ュ
レ
ル
は
、
兎
も
角
南
方
的
で
あ
る
。
ラ
イ
ン
に
近
い
ヴ
ォ
オ
ジ
ュ
の
森
が

彼
の
魂
を
育
て
た
と
は
い
ふ
も
の
の
、
そ
の
哲
学
は
明
朗
若
葉
の
如
く
、
彼

の
描
く
人
間
の
獣
性
な
る
も
の
は
、
屡
々
微
笑
ま
し
い
姿
を
以
て
舞
台
に
踊

る
の
で
あ
る
。
出
世
作
「
新
し
き
信
仰
」
（La Foi N

ouvelle

）
は
科
学
の

破
産
を
問
題
と
し
た
点
に
時
代
精
神
を
反
応
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
鏡
の
前

の
舞
踏
」
（La D

ance D
evant le M

iroir

）
は
、
象
徴
的
手
法
の
円
熟
と
戯
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曲
的
構
成
の
柔
軟
さ
を
示
す
代
表
作
で
あ
る
が
、
結
局
、
観
念
の
深
さ
が
概

し
て
劇
的
リ
ズ
ム
に
乗
り
切
ら
な
い
と
こ
ろ
が
、
彼
の
作
品
を
通
じ
て
の
一

つ
の
致
命
的
欠
陥
で
あ
ら
う
。

　
自
由
劇
場
は
、
こ
れ
ら
の
偉
才
を
見
出
す
傍
ら
、
外
国
の
作
家
、
殊
に
、

ヘ
ン
リ
ッ
ク
・
イ
プ
セ
ン
（H

enrik Ibsen, 1828-1906

）
の
「
幽
霊
」
を

初
め
て
仏
蘭
西
の
劇
壇
に
紹
介
し
た
。
イ
プ
セ
ン
に
つ
い
て
は
、
他
の
部
分

で
、
独
立
し
た
講
座
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
と
思
ふ
か
ら
、
こ
こ
で
は
例
に
よ

つ
て
、
仏
蘭
西
劇
と
の
交
渉
に
つ
い
て
の
み
語
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
イ
プ
セ
ン
の
戯
曲
は
、
そ
の
後
、
相
次
い
で
自
由
劇
場
は
勿
論
、
若
干
の

小
劇
場
で
上
演
せ
ら
れ
た
が
、
間
も
な
く
プ
ロ
ソ
オ
ル
の
翻
訳
が
出
版
さ
れ
、

一
八
九
〇
年
前
後
に
亘
つ
て
、
そ
の
反
響
は
相
当
大
き
か
つ
た
や
う
に
思
は
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れ
る
。
イ
プ
セ
ン
に
対
す
る
当
時
の
批
評
を
読
み
返
し
て
み
る
と
、
な
か
な

か
面
白
い
。
無
条
件
に
感
歎
の
叫
び
を
漏
し
て
ゐ
る
も
の
も
あ
る
か
と
思
へ

ば
、
ま
た
、
一
方
ジ
ュ
ウ
ル
・
ル
メ
エ
ト
ル
の
如
き
批
評
家
は
、
イ
プ
セ
ン

畏
る
る
に
足
ら
ず
と
い
ふ
や
う
な
口
吻
を
漏
し
て
ゐ
る
。
そ
の
理
由
と
す
る

と
こ
ろ
は
、
「
イ
プ
セ
ン
の
有
す
る
も
の
は
悉
く
従
来
の
仏
蘭
西
文
学
中
に

存
在
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
今
更
彼
の
作
品
か
ら
何
物
も
取
入
れ
る
必
要
は

な
い
」
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

　
恐
ら
く
若
い
ジ
ェ
ネ
レ
エ
シ
ョ
ン
の
熱
狂
を
戒
め
て
、
彼
一
流
の
婉
曲
な

認
め
方
を
し
た
も
の
に
相
違
な
い
。

　
事
実
、
イ
プ
セ
ン
的
主
題
は
、
こ
れ
を
概
念
と
し
て
見
れ
ば
、
そ
の
思
想

は
ダ
ア
　ヸ
ン
以
来
既
に
「
存
在
し
た
」
も
の
で
あ
り
、
イ
プ
セ
ン
的
舞
台
技
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巧
は
、
前
に
も
述
べ
た
如
く
、
ス
ク
リ
イ
ブ
以
来
の
「
う
ま
く
作
ら
れ
た
芝

居
」
に
悉
く
そ
の
例
を
見
出
す
と
云
つ
て
も
よ
く
、
ま
た
、
「
人
物
を
生
か

す
」
才
能
に
於
て
も
、
ミ
ュ
ッ
セ
と
ベ
ッ
ク
は
既
に
そ
の
極
致
を
示
し
て
ゐ

る
と
い
ふ
風
に
云
へ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
プ
セ
ン
は
、
今
日

か
ら
見
て
も
、
な
ほ
且
つ
世
界
近
代
劇
の
最
高
峰
と
目
さ
る
べ
き
理
由
が
あ

る
の
だ
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
平
た
く
云
へ
ば
、
従
来
の
天
才
的
な
仏
蘭
西
劇

作
家
が
、
個
々
に
有
つ
て
ゐ
た
も
の
を
、
彼
は
身
一
つ
に
具
へ
て
ゐ
た
と
い

ふ
驚
く
べ
き
事
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
は
決
し
て
、
１
＋

１
＝
２
と
い
ふ
公
式
を
以
て
す
ら
示
す
こ
と
の
で
き
な
い
現
象
で
、
Ａ
の
特

質
と
Ｂ
の
特
質
と
が
加
は
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
別
に
Ｃ
の
特
質
が
生
れ
る
も

の
な
の
で
あ
る
。
即
ち
、
イ
プ
セ
ン
に
於
て
は
、
近
代
劇
作
家
と
し
て
の
あ

46近代劇論



ら
ゆ
る
才
能
が
、
渾
然
と
し
て
そ
の
作
品
の
偉
大
な
力
を
築
き
上
げ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

　
戯
曲
家
と
し
て
の
イ
プ
セ
ン
は
、
か
う
い
ふ
見
方
を
し
な
け
れ
ば
理
解
し

難
き
存
在
で
あ
る
と
私
は
思
つ
て
ゐ
る
。
イ
プ
セ
ン
の
思
想
や
、
そ
の
創
造

に
な
る
各
種
の
典
型
的
人
物
に
つ
い
て
論
ず
る
の
も
い
い
が
、
そ
れ
だ
け
で

イ
プ
セ
ン
の
戯
曲
は
味
へ
な
い
。

　
そ
こ
で
、
イ
プ
セ
ン
の
仏
蘭
西
戯
曲
壇
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
も
、

決
し
て
そ
の
局
部
的
な
も
の
を
見
よ
う
と
し
て
は
な
ら
ぬ
。
無
論
、
中
に
は
、

キ
ュ
レ
ル
の
如
く
、
所
謂
「
イ
プ
セ
ン
流
」
と
称
せ
ら
れ
る
思
想
劇
に
向
つ

た
も
の
も
あ
る
が
、
こ
の
「
考
へ
さ
せ
る
芝
居
」
の
勃
興
は
、
近
代
劇
の
一

エ
ポ
ッ
ク
を
作
り
は
し
た
が
、
や
が
て
、
そ
の
反
動
も
生
じ
、
理
論
的
に
も
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実
際
的
に
も
、
戯
曲
論
上
の
疑
問
を
生
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
が
、
兎
も
角
も
、
恋
愛
劇
乃
至
世
相
劇
全
盛
の
仏
蘭
西
の
舞
台
に
、
幾
分

で
も
「
意
志
」
と
「
運
命
」
の
悲
劇
が
現
は
れ
だ
し
た
こ
と
、
こ
れ
は
た
し

か
に
イ
プ
セ
ン
を
初
め
北
欧
作
家
の
感
化
で
あ
ら
う
。

　
自
由
劇
場
は
、
そ
の
他
、
外
国
作
家
と
し
て
、
主
に
独
の
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
、

露
の
ト
ル
ス
ト
イ
、
等
を
紹
介
し
た
が
、
自
由
劇
場
の
運
動
は
、
忽
ち
、
全

欧
洲
に
演
劇
革
新
の
機
運
を
齎
し
、
独
、
英
、
露
等
の
諸
国
に
於
て
、
同
様

舞
台
の
写
実
化
乃
至
大
劇
場
の
商
業
主
義
に
反
抗
し
、
新
作
家
の
発
見
擁
護

に
努
力
す
る
芸
術
劇
団
の
創
立
を
見
た
。

　
仏
蘭
西
に
於
て
も
、
こ
れ
を
期
と
し
て
、
二
三
こ
の
種
の
劇
場
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
主
張
を
以
て
生
れ
た
が
、
な
か
で
も
、
ル
ュ
ニ
ェ
ポ
オ
の
制
作
劇
場
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（
〔La M

aison de l' O
E&

uvre

〕
）
は
、
主
と
し
て
外
国
劇
の
先
駆
的
傾

向
を
取
入
れ
た
が
、
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
イ
の
紹
介
は
、
最
も
意
義
あ
る
仕
事

で
あ
つ
た
。

　
一
方
、
「
戯
曲
は
飽
く
ま
で
も
演
劇
的
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
称
し
、

明
か
に
自
由
劇
場
的
「
生
活
の
断
片
」
劇
に
対
抗
し
て
、
ポ
オ
ル
・
フ
ォ
ル

の
「
芸
術
座
」
（
〔Le The'a^tre d'A

rt

〕
）
が
生
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
ヴ

ェ
ル
レ
エ
ヌ
、
グ
ウ
ル
モ
ン
、
ラ
フ
ォ
ル
グ
、
マ
ラ
ル
メ
等
の
詩
人
の
後
援

に
よ
つ
て
、
先
づ
、
詩
の
朗
読
が
行
は
れ
、
次
で
詩
的
戯
曲
の
上
演
が
企
図

さ
れ
た
が
、
遂
に
予
期
の
成
果
を
収
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
つ
た
。

　
が
、
そ
の
頃
、
既
に
、
仏
蘭
西
文
壇
の
主
潮
は
、
写
実
主
義
よ
り
の
離
脱

に
向
ひ
、
象
徴
主
義
の
運
動
が
漸
次
勢
力
を
占
め
つ
つ
あ
つ
た
。
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イ
プ
セ
ン
後
期
の
作
品
、
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
イ
の
あ
る
作
な
ど
に
於
て
、

象
徴
的
傾
向
は
十
分
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
白
耳
義
の
作
家
、
マ
ア
テ
ル

ラ
ン
ク
（M

aeterlinck, 1862-

）
が
出
づ
る
に
及
ん
で
、
象
徴
主
義
の
舞
台

は
、
完
全
に
一
つ
の
様
式
を
も
つ
や
う
に
な
つ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
所
謂

「
静
劇
」
な
る
も
の
の
出
現
は
、
戯
曲
の
文
学
的
領
土
を
拡
大
し
、
演
劇
的

 

幻  

象 

イ
メ
エ
ジ

の
神
秘
な
一
面
を
附
加
す
る
に
役
立
つ
た
の
で
あ
る
。
暗
示
と
想
念

喚
起
の
手
法
が
、
一
九
二
〇
年
代
の
仏
蘭
西
劇
を
、
如
何
に
導
い
た
か
を
見

れ
ば
、
マ
ア
テ
ル
ラ
ン
ク
の
影
響
も
決
し
て
少
く
な
い
と
信
じ
ら
れ
る
。

　
自
由
劇
場
没
落
後
の
仏
蘭
西
戯
曲
界
は
、
必
ず
し
も
象
徴
主
義
に
走
ら
な

か
つ
た
。
要
す
る
に
、
新
浪
漫
主
義
の
名
称
で
一
括
さ
れ
る
べ
き
「
反
写
実
」

の
傾
向
が
、
次
第
に
頭
を
も
た
げ
て
来
た
。
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エ
ド
モ
ン
・
ロ
ス
タ
ン
（Edm

ond R
ostand, 1868-1918

）
の
「
シ
ラ
ノ

・
ド
・
ベ
ル
ジ
ュ
ラ
ッ
ク
」
（
一
八
九
七
年
）
は
、
か
か
る
機
運
を
促
進
す

る
一
大
警
鐘
と
な
つ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
大
時
代
で
民
衆
的
な
韻
文
劇
は
、

一
見
、
「
新
劇
的
」
な
ら
ず
と
の
非
難
を
受
け
さ
う
で
あ
り
、
例
へ
ば
ア
ン

ト
ワ
ア
ヌ
の
如
き
は
、
そ
の
初
演
の
夜
、
見
物
席
の
中
央
に
起
ち
上
つ
て
、

「
こ
れ
で
わ
が
演
劇
は
二
十
年
後
戻
り
を
し
た
」
と
叫
ん
だ
ほ
ど
で
あ
る
が
、

な
る
ほ
ど
さ
う
い
ふ
落
胆
は
尤
も
だ
と
し
て
も
、
ボ
オ
マ
ル
シ
ェ
の
「
フ
ィ

ガ
ロ
」
が
傑
作
で
あ
つ
た
と
同
じ
意
味
に
於
て
こ
れ
も
亦
傑
作
で
あ
る
事
実

を
否
む
わ
け
に
行
か
ぬ
。
ロ
ス
タ
ン
は
飽
く
ま
で
民
衆
的
芸
術
家
た
る
信
念

を
以
て
、
い
き
な
り
街
頭
に
名
乗
り
を
揚
げ
た
。
こ
れ
が
、
写
実
劇
の
実
験

室
的
高
踏
性
と
相
容
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ロ
ス
タ
ン
は
、
た
し
か
に
、
平
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俗
な
主
題
を
純
粋
な
感
情
で
高
め
、
演
劇
の
娯
楽
性
を
、
そ
の
詩
的
才
能
に

よ
つ
て
芸
術
化
し
よ
う
と
す
る
野
心
を
も
つ
て
ゐ
た
。
し
か
も
、
仏
蘭
西
人

な
る
が
故
に
、
仏
蘭
西
人
の
趣
味
と
性
向
と
を
、
聊
も
こ
れ
に
媚
び
る
こ
と

な
く
、
朗
ら
か
に
高
ら
か
に
歌
ひ
の
め
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
亦
、
詩
人

に
は
許
さ
る
べ
き
天
真
爛
漫
の
美
徳
だ
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
だ

け
の
前
提
を
し
て
お
い
て
、
さ
て
ロ
ス
タ
ン
に
は
、
天
才
的
戯
曲
家
と
い
ふ

折
紙
を
つ
け
て
も
よ
く
、
そ
の
芸
術
に
於
て
も
、
や
は
り
一
八
八
七
年
（
自

由
劇
場
創
立
の
年
）
以
後
の
新
機
運
に
遅
れ
て
ゐ
る
と
断
ず
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
文
体
の
凡
そ
古
典
的
な
匂
ひ
の
う
ち
に
、
寧
ろ
自

然
主
義
作
家
の
多
く
が
企
て
及
ば
な
か
つ
た
生
命
の
躍
動
が
あ
り
、
そ
の
上
、

彼
の
詩
的
幻
想
は
常
に
健
康
な
舞
台
的
脈
搏
を
伴
つ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
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イ
プ
セ
ン
と
並
ん
で
、
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
イ
（A

ugust St

rindberg, 1849-1912

）
の
名
も
、
そ
の
徹
底
自
然
主
義
と
も
名
づ
く
べ
き

深
刻
無
比
の
男
女
争
闘
劇
に
よ
つ
て
、
仏
蘭
西
劇
壇
に
大
き
な
刺
激
を
与
へ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
作
品
の
主
調
た
る
北
欧
的
苦
悶
は
、
イ
プ
セ
ン

の
そ
れ
以
上
、
ラ
テ
ン
的
頭
脳
と
相
容
れ
な
い
も
の
が
あ
り
、
そ
の
影
響
は

寧
ろ
独
逸
の
劇
作
家
中
に
こ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
も
亦
そ
の
後
期

に
於
て
象
徴
的
傾
向
を
帯
び
る
に
至
つ
た
が
、
近
代
劇
の
目
指
し
た
一
つ
の

頂
上
は
、
疑
ひ
も
な
く
彼
に
よ
つ
て
占
め
ら
れ
た
と
云
つ
て
い
い
。

　
最
後
に
、
露
西
亜
劇
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
「
闇
の
力
」
が
自
由
劇
場
に
よ

つ
て
演
ぜ
ら
れ
て
以
来
、
ゴ
オ
ル
キ
イ
の
「
ど
ん
底
」
、
ゴ
オ
ゴ
リ
の
「
検

察
官
」
等
が
紹
介
さ
れ
た
が
、
そ
の
他
は
多
く
翻
訳
と
し
て
読
ま
れ
た
に
す
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ぎ
な
か
つ
た
。
大
戦
後
、
モ
ス
コ
オ
芸
術
座
の
一
行
が
巴
里
を
訪
れ
、
第
一

に
チ
ェ
エ
ホ
フ
を
上
演
し
て
、
こ
の
異
色
あ
る
戯
曲
家
の
真
価
を
完
全
に
認

め
さ
せ
た
。
「
桜
の
園
」
「
伯
父
ワ
ア
ニ
ャ
」
「
三
人
姉
妹
」
等
の
諸
作
は
、

当
時
新
機
運
に
乗
じ
た
仏
蘭
西
劇
界
に
貴
重
な
暗
示
を
与
へ
た
こ
と
と
思
ふ
。

　
モ
ス
コ
オ
芸
術
座
は
一
八
九
八
年
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
イ
及
び
ダ
ン
チ

ェ
ン
コ
の
協
力
に
よ
つ
て
、
理
想
的
な
計
画
と
基
礎
の
上
に
建
て
ら
れ
た
世

界
一
の
芸
術
劇
団
で
あ
る
が
、
そ
の
巴
里
公
演
（
一
九
二
一
年
）
に
際
し
、

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
イ
は
、
公
衆
の
前
に
立
つ
て
一
場
の
挨
拶
を
述
べ
た
。

　
「
わ
れ
わ
れ
は
仏
蘭
西
の
劇
壇
に
何
か
を
教
へ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
あ

　
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
諸
君
に
わ
れ
わ
れ
の
仕
事
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
の

　
で
す
。
こ
の
な
か
に
は
、
露
西
亜
語
の
わ
か
ら
な
い
方
が
お
あ
り
の
こ
と
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と
思
ひ
ま
す
が
、
し
か
し
、
さ
う
い
ふ
方
々
に
も
、
わ
れ
わ
れ
の
演
じ
る

　
芝
居
は
、
七
分
通
り
わ
か
つ
て
い
た
だ
け
る
だ
ら
う
と
信
じ
ま
す
」

　
こ
の
宣
言
を
聞
き
、
そ
し
て
そ
の
舞
台
を
観
た
も
の
は
、
「
近
代
劇
は
こ

こ
ま
で
来
た
の
だ
」
と
い
ふ
印
象
を
受
け
た
に
相
違
な
い
。

　
更
に
、
仏
蘭
西
人
は
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
イ
の
祖
母
が
仏
蘭
西
人
で
あ

り
、
ま
た
、
彼
は
そ
の
青
年
期
の
一
部
を
巴
里
で
過
ご
し
、
国
立
演
劇
学
校

に
通
つ
た
と
い
ふ
報
道
を
耳
に
し
た
。

　
芸
術
的
血
統
と
い
ふ
問
題
に
関
連
し
て
、
か
う
い
ふ
事
実
を
思
ひ
出
し
た

の
で
あ
る
が
、
元
来
、
あ
る
作
家
が
誰
の
影
響
を
受
け
た
と
い
ふ
や
う
な
断

定
は
、
そ
の
作
家
に
と
つ
て
迷
惑
な
こ
と
も
あ
ら
う
し
、
ま
た
、
意
外
な
反

証
が
挙
る
場
合
も
あ
る
で
あ
ら
う
。
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し
か
し
な
が
ら
、
「
影
響
を
受
け
る
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
多
く
の
場
合
、

偶
々
彼
が
自
己
の
う
ち
に
有
つ
て
ゐ
た
も
の
が
そ
れ
に
よ
つ
て
眼
覚
め
、
そ

れ
に
よ
つ
て
育
て
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
、
如
何
な
る
外
部
的
な
力
と
雖
も
、

自
己
の
う
ち
に
こ
れ
を
享
け
容
れ
る
同
様
の
も
の
が
な
い
場
合
は
、
全
く
赤

の
他
人
で
終
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
大
戦
後
の
独
逸
劇
壇
を
席
捲
し
た
表
現

主
義
の
如
き
は
、
か
の
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
イ
を
始
祖
と
す
る
も
の
と
い
は
れ

て
ゐ
る
が
、
遂
に
他
の
諸
国
に
は
波
及
す
る
こ
と
な
く
終
つ
た
の
で
あ
る
。

（
日
本
劇
壇
の
新
流
行
を
迎
へ
入
れ
る
動
機
は
こ
れ
と
全
く
別
で
あ
る
。
）

　
近
代
文
化
の
歴
史
は
、
こ
の
原
則
な
し
に
考
へ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
み

な
ら
ず
、
文
学
の
流
派
の
消
長
、
珠
に
戯
曲
の
様
式
と
そ
の
進
化
の
跡
を
尋

ね
る
に
当
つ
て
、
一
時
代
、
一
傾
向
を
代
表
す
る
所
謂
「
天
才
」
の
業
績
に
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つ
い
て
も
、
専
ら
そ
の
因
つ
て
来
た
る
と
こ
ろ
、
そ
の
及
ぼ
す
と
こ
ろ
を
究

め
よ
う
と
す
る
態
度
が
必
要
で
あ
る
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
三
　
近
代
劇
の
諸
相

　
近
代
劇
の
諸
相
と
し
て
、
過
去
半
世
紀
の
演
劇
的
現
象
を
詳
し
く
述
べ
る

代
り
に
、
多
少
無
理
な
と
こ
ろ
は
あ
る
と
思
ふ
が
、
所
謂
「
近
代
劇
」
な
る

名
称
を
以
て
呼
ば
れ
る
「
劇
文
学
」
及
び
「
舞
台
芸
術
」
を
通
じ
て
、
今
日
、

漠
然
と
感
じ
得
ら
れ
る
若
干
の
特
色
を
挙
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
そ
の
た
め
に
は
、
先
づ
「
近
代
劇
運
動
」
の
全
貌
を
、
文
学
上
の
流
派
的

色
彩
や
、
個
々
の
舞
台
芸
術
論
か
ら
引
離
し
、
一
応
、
演
劇
の
革
新
運
動
と
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い
ふ
意
味
に
結
び
つ
け
て
考
へ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
「
革
新
」

な
る
言
葉
の
目
指
す
一
切
の
意
義
こ
そ
は
、
や
が
て
、
歴
史
的
に
、
近
代
劇

を
貫
く
重
要
な
精
神
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
演
劇
革
新
」
の
叫
び
が
、
偶
々
自
然
主
義
勃
興
の
時

代
に
、
最
も
痛
烈
な
気
勢
を
示
し
、
最
も
根
深
く
演
劇
の
面
貌
を
変
ぜ
し
め

た
結
果
か
ら
、
こ
の
時
代
に
君
臨
し
た
作
家
及
び
そ
の
作
品
的
主
調
が
、
最

も
「
近
代
劇
」
の
名
に
応
は
し
く
思
は
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
時
を
隔
て
て
こ

れ
を
見
る
時
は
、
近
代
劇
の
相
貌
は
、
よ
り
広
く
、
よ
り
複
雑
な
も
の
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
私
は
、
近
代
芸
術
の
進
化
途
上
に
於
け
る
演
劇
並
に
戯
曲
の

「
ジ
ャ
ン
ル
」
と
し
て
の
研
究
に
基
い
て
、
そ
の
革
新
運
動
の
流
れ
を
、
更
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に
、
「
演
劇
の
純
化
」
と
い
ふ
大
き
な
、
た
だ
一
つ
の
目
標
に
導
い
て
行
け

る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

　
由
来
、
演
劇
ぐ
ら
ゐ
「
古
く
」
な
り
易
い
も
の
は
な
く
、
ま
た
、
「
夾
雑

物
」
の
は
ひ
り
易
い
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
と
同
時
に
、
演
劇
ぐ
ら
ゐ
「
新
し
い
も
の
」
「
純
粋
な
も
の
」
が
、

生
れ
出
る
た
め
に
障
碍
が
多
い
も
の
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
事
実
を
発
見
し
、
こ
の
意
識
を
芸
術
的
行
動
に
連
結
さ
せ
る
と
い
ふ

こ
と
が
、
凡
そ
、
演
劇
の
先
駆
的
役
割
で
あ
る
と
同
時
に
、
演
劇
を
他
の
芸

術
部
門
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
引
上
げ
る
唯
一
の
道
程
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
そ
こ
で
、
近
代
劇
の
諸
相
は
、
要
す
る
に
、
様
々
な
見
地
と
方
法
に
よ
る

演
劇
の
革
新
運
動
で
あ
り
、
ま
た
芸
術
的
純
化
運
動
で
あ
つ
た
と
観
る
べ
き
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で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
戯
曲
と
し
て
の
文
学
的
所
産
か
ら
、
舞
台
を
中

心
と
す
る
劇
場
の
実
際
運
動
に
ま
で
押
し
拡
め
て
考
へ
る
時
、
大
体
次
の
や

う
な
推
移
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
一
）
演
劇
に
近
代
精
神
殊
に
社
会
的
苦
悶
乃
至
近
代
的
人
生
観
を
盛
る

　
　
　
　
こ
と
に
よ
つ
て
、
一
つ
の
文
学
運
動
た
ら
し
め
た
こ
と
。

　
（
二
）
演
劇
の
企
業
化
に
基
く
そ
の
営
利
主
義
的
傾
向
に
反
抗
し
て
、
一

　
　
　
　
つ
の
純
芸
術
運
動
た
ら
し
め
た
こ
と
。

　
（
三
）
演
劇
の
因
襲
的
法
則
を
打
破
し
、
そ
の
自
由
な
る
表
現
を
求
め
た

　
　
　
　
こ
と
。

　
（
四
）
演
劇
よ
り
非
演
劇
的
要
素
を
排
除
し
、
そ
の
本
質
を
探
究
せ
ん
と

　
　
　
　
す
る
こ
と
。
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さ
て
、
こ
の
第
一
の
項
目
だ
け
で
、
近
代
劇
の
特
色
は
十
分
な
や
う
で
あ

る
が
、
そ
れ
が
さ
う
は
行
か
な
い
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
演
劇
は
思
想
的
内

容
だ
け
で
進
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
更
に
、
演
劇
よ
り
文
学
を
排
除
せ
よ

と
い
ふ
主
張
さ
へ
、
一
方
に
は
起
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
演
劇
が
近
代
文
学
、
殊
に
写
実
主
義
文
学
の
洗
礼
を
受
け
た
こ
と

に
よ
り
、
著
し
く
そ
の
面
貌
を
一
新
し
た
と
い
ふ
の
は
、
先
づ
現
実
暴
露
の

メ
ス
に
よ
つ
て
、
舞
台
を
「
厳
粛
」
な
「
人
生
の
断
片
」
と
化
し
、
所
謂

「
第
四
壁
」
論
に
よ
る
演
劇
的
イ
リ
ュ
ウ
ジ
ョ
ン
が
、
「
生
命
に
よ
る
動
き
」

と
い
ふ
重
大
な
発
見
を
齎
し
た
こ
と
に
在
る
。

「
生
命
に
よ
る
動
き
」
と
い
ふ
言
葉
は
、
自
由
劇
場
の
闘
士
ジ
ャ
ン
・
ジ
ュ

リ
ヤ
ン
の
演
劇
論
中
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
幸
か
不
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幸
か
、
自
然
主
義
演
劇
の
精
神
を
伝
へ
た
つ
も
り
で
、
そ
の
実
は
、
古
今
の

演
劇
を
通
じ
て
、
凡
そ
不
朽
な
る
も
の
の
み
が
達
し
得
た
本
質
的
魅
力
を
喝

破
し
た
名
言
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ま
で
は
、
何
人
も
、
演
劇
の
本
質
は
「
動
き
」
に
あ
り
と
信
じ
、
そ

の
「
動
き
」
が
舞
台
の
生
命
と
な
る
の
だ
と
解
し
て
ゐ
た
。
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
は
、

こ
の
見
解
を
「
従
来
の
演
劇
」
に
の
み
当
て
嵌
る
も
の
な
り
と
説
き
、
「
動

き
に
よ
る
生
命
の
劇
よ
り
生
命
に
よ
る
動
き
の
劇
へ
」
と
、
自
ら
標
榜
す
る

自
然
主
義
劇
の
旗
色
を
明
か
に
し
た
の
で
あ
つ
た
。
然
る
に
、
今
日
よ
り
見

れ
ば
、
「
動
き
に
よ
る
生
命
の
劇
」
は
、
演
劇
の
邪
道
で
あ
り
、
形
骸
で
あ

り
、
模
造
品
で
あ
つ
て
、
「
生
命
に
よ
る
動
き
の
劇
」
こ
そ
、
希
臘
劇
以
来

の
劇
的
伝
統
　
　
傑
れ
た
戯
曲
の
、
そ
れ
に
よ
つ
て
偉
大
さ
と
光
輝
と
を
放
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つ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
つ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
演
劇
と
文
学
の
握
手
は
、
文
学
の
観
念
的
深
化
に
伴
つ

て
、
一
つ
の
行
き
づ
ま
り
を
来
た
さ
ず
に
は
お
か
な
い
の
で
あ
る
。
演
劇
の

本
質
と
文
学
の
本
質
と
が
、
そ
の
一
点
で
、
相
背
馳
す
る
こ
と
と
な
る
。

「
考
へ
さ
せ
る
芝
居
」
は
、
そ
の
窮
極
に
於
て
、
芝
居
と
し
て
通
用
し
な
い

も
の
に
な
る
。

　
が
、
そ
こ
ま
で
行
か
な
い
先
に
、
演
劇
革
新
運
動
は
、
同
時
に
、
演
劇
の

商
業
主
義
化
に
対
す
る
反
撃
と
な
つ
て
、
芸
術
劇
場
の
運
動
と
な
り
、
高
踏

的
小
劇
場
の
企
画
と
な
つ
て
、
益
々
観
客
を
制
限
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
偶
々
、
新
浪
漫
派
の
舞
台
的
成
功
な
ど
あ
つ
て
、
小
劇
場
派
と

大
劇
場
派
の
分
離
が
行
は
れ
る
。
大
劇
場
派
と
は
、
営
利
的
通
俗
派
に
は
走
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ら
な
い
が
、
演
劇
の
民
衆
性
を
強
調
し
て
小
劇
場
派
の
貴
族
主
義
的
傾
向
に

対
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
近
代
劇
の
中
に
、
民
衆
劇
運
動
と
称
す
る
も
の
が
加
は
つ
て
来

る
。
民
衆
劇
で
あ
る
か
ら
、
一
面
に
社
会
劇
風
の
色
調
を
も
含
む
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
次
第
に
、
擬
古
的
な
、
原
始
的
な
、
素
朴
味
を
貴
ぶ
祭
典
劇
風

な
も
の
に
変
化
す
る
。

　
小
劇
場
主
義
と
大
劇
場
主
義
は
、
両
極
端
に
於
て
、
心
理
的
要
素
と
感
覚

的
要
素
と
に
分
裂
し
、
「
聴
く
芝
居
」
と
「
観
る
芝
居
」
、
「
対
話
劇
」
と

「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
」
と
に
対
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
間
に
於
て
、
故
ら
小
劇
場
主
義
と
か
大
劇
場
主
義
と
か
を
標
榜
せ
ず
、

単
に
、
演
劇
の
革
新
を
目
指
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
創
的
な
理
論
乃
至
新
奇
な
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試
み
を
提
示
し
た
も
の
の
う
ち
、
或
は
、
演
劇
は
綜
合
芸
術
な
り
と
の
説
、

或
は
、
舞
台
装
置
の
美
術
的
効
果
に
力
点
を
お
く
も
の
、
或
は
、
演
劇
の
革

新
は
、
舞
台
の
完
全
な
る
機
械
化
に
あ
り
と
な
す
説
、
或
は
、
演
劇
芸
術
は
、

唯
一
人
の
芸
術
家
の
想
意
に
統
一
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
説
、
即
ち
、

戯
曲
家
と
装
置
家
と
舞
台
監
督
と
を
兼
ね
た
一
つ
の
頭
脳
が
、
俳
優
を
人
形

と
し
て
操
る
と
こ
ろ
に
真
の
演
劇
が
生
れ
る
と
い
ふ
説
、
そ
の
他
、
演
劇
よ

り
文
学
を
排
除
し
、
「  
動    
性  

デ
イ
ナ
ミ
ス
ム
」
に
よ
る
舞
台
の
立
体
的
表
現
に
よ
つ
て
、

演
劇
独
自
の
物
語
を
仕
組
ま
う
と
す
る
企
て
等
が
相
次
い
で
行
は
れ
た
。

　
が
、
結
局
、
演
劇
は
演
劇
自
身
に
よ
つ
て
再
生
す
る
よ
り
ほ
か
道
は
な
い

こ
と
に
気
づ
き
、
「
演
劇
の
再
演
劇
化
」
と
い
ふ
合
言
葉
が
、
流
行
す
る
や

う
に
な
つ
た
。
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そ
れ
は
つ
ま
り
、
演
劇
革
新
の
名
に
よ
つ
て
、
様
々
な
非
演
劇
的
要
素
を

舞
台
に
横
行
せ
し
め
た
結
果
、
遂
に
演
劇
本
来
の
面
目
を
失
は
う
と
す
る
傾

向
を
生
じ
た
か
ら
で
、
「
演
劇
を
し
て
再
び
演
劇
た
ら
し
め
よ
」
と
い
ふ
叫

び
は
、
要
す
る
に
、
「
演
劇
の
本
質
を
正
し
く
認
識
せ
よ
」
と
い
ふ
警
告
に

外
な
ら
ず
、
近
代
劇
の
多
岐
多
端
な
流
れ
は
、
こ
の
一
標
識
に
辿
り
つ
い
て
、

初
め
て
、
演
劇
の
伝
統
と
い
ふ
問
題
を
取
上
げ
た
の
で
あ
る
。

　
演
劇
の
芸
術
的
純
化
と
い
ふ
目
標
が
、
や
う
や
く
、
本
質
的
な
意
義
を
伴

ふ
や
う
に
な
り
、
幾
多
の
理
論
と
古
今
の
劇
文
学
的
生
産
が
、
そ
の
真
価
と

生
命
を
、
「
純
粋
演
劇
美
」
の
立
場
か
ら
再
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
気
運
に

到
達
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
こ
そ
、
近
代
劇
運
動
の
総
決
算
的
収
穫
で
あ
り
、
現
代
演
劇
の
受
け
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継
い
だ
最
も
貴
重
な
遺
産
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
四
　
近
代
劇
の
遺
産

　
前
項
、
「
近
代
劇
の
諸
相
」
は
、
即
ち
、
「
現
代
の
演
劇
」
及
び
「
現
代

戯
曲
の
諸
傾
向
」
中
に
そ
の
脈
絡
を
存
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
、
本
講
座
に
於
け
る
山
田
肇
、
山
本
修
二
、
舟
木
重
信
、
岩
田
豊
雄
、
原

久
一
郎
諸
氏
の
行
き
届
い
た
研
究
を
参
照
し
て
欲
し
い
と
思
ふ
が
、
凡
そ
芸

術
上
の
端
睨
す
べ
か
ら
ざ
る
主
義
主
張
と
、
一
見
前
人
未
踏
の
境
地
に
分
け

入
つ
た
と
思
は
れ
る
個
人
的
実
績
と
の
夥
し
い
錯
綜
の
な
か
に
、
確
乎
た
る

歴
史
的
意
義
を
見
出
す
こ
と
は
、
相
当
の
時
代
を
隔
て
な
い
限
り
容
易
な
ら

67



ざ
る
こ
と
で
あ
り
、
今
仮
に
「
現
代
の
演
劇
」
を
通
じ
て
、
誰
々
の
事
業
、

誰
々
の
作
品
が
、
既
成
観
念
の
上
か
ら
、
「
近
代
劇
」
の
正
統
に
位
ゐ
す
る

も
の
で
あ
る
と
い
ふ
認
定
を
下
す
と
し
て
も
、
そ
れ
は
最
早
、
演
劇
と
し
て

の
価
値
批
判
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
見
地
か
ら
、
私
は
、
所
謂
「
近
代
劇
の
亡
霊
」
を
封
じ
、
真
の
劇
的

伝
統
に
眼
を
注
ぐ
こ
と
を
以
て
、
こ
の
小
論
の
目
的
と
し
た
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
「
近
代
劇
の
遺
産
」
と
し
て
、
演
劇
の
本
質
探
究
に
関
す
る
当
面

の
問
題
を
捉
へ
る
こ
と
が
、
最
後
に
残
さ
れ
た
仕
事
で
あ
る
と
思
ふ
。

　
先
づ
「
劇
的
」
と
い
ふ
言
葉
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
今
新
た
な
考
察
を

加
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に
は
「
劇
的
」
即
ち
「
ド
ラ
マ
チ
カ
ル
」
と
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い
ふ
こ
と
が
、
「
演
劇
」
乃
至
「
戯
曲
」
の
本
質
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
ふ

疑
問
を
こ
こ
で
起
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
普
通
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
意
味
で

の
「
劇
的
」
と
い
ふ
言
葉
は
、
「
小
説
的
」
と
い
ふ
言
葉
と
同
様
、
極
め
て

概
念
的
な
形
容
詞
で
あ
る
が
、
小
説
に
於
て
、
所
謂
「
小
説
的
」
（
ロ
マ
ネ

ス
ク
）
な
る
こ
と
が
、
作
品
の
価
値
を
評
価
す
る
上
に
、
第
一
義
的
要
件
で

な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
少
く
と
も
近
代
の
文
学
論
に
於
て
一
般
に
認
め
ら
れ

て
ゐ
る
事
実
で
あ
る
の
に
、
ひ
と
り
、
「
演
劇
」
乃
至
「
戯
曲
」
に
於
て
、

飽
く
ま
で
も
、
所
謂
「
劇
的
」
な
る
要
素
を
、
本
質
的
生
命
と
結
び
つ
け
る

習
慣
が
継
続
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
、
ど
う
し
た
わ
け
で
あ
ら
う
。

　
小
説
に
於
て
、
「
散
文
精
神
」
の
発
見
が
あ
り
、
詩
に
於
て
、
「
自
由
詩
」

の
運
動
か
ら
「
純
粋
詩
」
の
理
論
に
到
達
し
た
過
去
半
世
紀
の
文
学
史
が
、
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独
り
、
「
戯
曲
」
の
本
質
を
、
旧
来
の
原
始
的
、
自
然
発
生
的
解
釈
に
委
ね

て
お
い
た
こ
と
は
、
実
に
不
思
議
な
時
代
錯
誤
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
正
し
く
、

「
演
劇
」
な
る
芸
術
形
式
の
複
雑
さ
を
証
明
す
る
以
上
に
、
「
演
劇
」
と

「
文
学
」
の
完
全
な
接
触
が
企
図
さ
れ
な
か
つ
た
結
果
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

言
ひ
換
へ
れ
ば
、
か
の
戯
曲
の
文
学
的
発
展
が
著
し
く
目
立
つ
た
写
実
主
義

擡
頭
期
に
於
て
さ
へ
、
「
戯
曲
」
が
常
に
「
演
劇
」
の
た
め
に
作
製
さ
れ
、

未
だ
嘗
て
、
「
戯
曲
」
の
た
め
の
「
演
劇
」
が
何
人
の
頭
脳
を
も
支
配
し
な

か
つ
た
と
い
へ
る
の
で
あ
る
。
更
に
も
う
一
歩
を
進
め
て
云
へ
ば
、
舞
台
を

予
想
し
な
い
戯
曲
、
所
謂
「
読
む
戯
曲
」
の
発
生
を
促
が
し
た
動
機
さ
へ
も
、

十
分
に
闡
明
さ
れ
ず
、
「
戯
曲
」
な
る
文
学
の
一
ジ
ャ
ン
ル
は
、
小
説
と
詩

の
間
を
低
迷
し
て
、
自
ら
信
ず
べ
き
領
域
を
遂
に
自
覚
し
得
な
か
つ
た
と
考
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へ
ら
れ
る
。

　
一
般
に
「
劇
的
感
動
」
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
も
、
な
る
ほ
ど
古
今
の
傑
作

中
か
ら
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
が
尠
く
な
い
が
、
こ
の
感
動
が
純
粋
な
芸
術
的

感
動
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
案
外
説
明
の
つ
き
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
ま
し

て
、
こ
の
「
劇
的
感
動
」
な
る
も
の
は
、
常
に
優
れ
た
戯
曲
の
価
値
を
決
定

せ
ず
、
殊
に
、
喜
劇
に
於
て
、
こ
れ
を
本
質
的
生
命
と
見
做
す
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
「
劇
的
」
な
る
言
葉
の
内
容
は
結
局
、

「
悲
劇
」
を
演
劇
の
代
表
形
式
と
し
、
演
劇
論
の
骨
子
が
、
実
は
「
悲
劇
」

の
上
に
組
立
て
ら
れ
た
時
代
の
名
残
り
を
伝
へ
て
ゐ
る
と
も
み
ら
れ
、
そ
れ

と
同
時
に
、
演
劇
の
大
衆
性
と
い
ふ
こ
と
が
、
戯
曲
の
文
学
的
評
価
に
知
ら

ず
識
ら
ず
影
響
し
、
通
俗
的
興
味
を
つ
な
ぐ
た
め
の
、
物
語
の
主
題
乃
至
技
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巧
上
の
必
要
条
件
が
、
真
の
芸
術
的
要
素
と
混
合
さ
れ
た
結
果
で
は
あ
る
ま

い
か
と
思
は
れ
る
。

「
生
命
に
よ
る
動
き
」
を
標
榜
し
た
自
然
主
義
劇
の
行
き
づ
ま
り
は
、
所
謂

「
う
ま
く
作
ら
れ
た
芝
居
」
を
排
し
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
あ
る
意
味
で
の

「
劇
的
要
素
」
を
軽
視
し
た
か
ら
だ
と
い
ふ
説
は
誤
り
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
自
然
主
義
劇
の
大
多
数
は
、
「
劇
的
」
境
遇
を
濫
用
さ
へ
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
堕
落
が
あ
り
且
つ
矛
盾
が
あ
る
。
勿
論
、
文
学
的
抱
負

に
於
て
敬
意
を
表
す
べ
き
も
の
さ
へ
、
殆
ど
共
通
の
過
失
を
犯
し
て
ゐ
る
。

即
ち
、
戯
曲
に
於
け
る
「
散
文
的
な
も
の
」
の
重
視
で
あ
る
。
散
文
精
神
は

「
戯
曲
」
に
よ
つ
て
も
生
か
さ
れ
得
る
と
い
ふ
誤
謬
を
信
じ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
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仏
蘭
西
の
名
小
説
家
、
フ
ロ
オ
ベ
エ
ル
、
ゾ
ラ
、
モ
オ
パ
ッ
サ
ン
、
ゴ
ン

ク
ウ
ル
、
等
々
は
、
何
れ
も
戯
曲
に
筆
を
染
め
て
、
惨
め
な
結
果
を
示
し
て

ゐ
る
。
こ
れ
ら
の
作
家
は
、
何
れ
も
、
あ
つ
さ
り
舞
台
を
見
限
つ
た
ら
し
い

の
は
賢
明
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
グ
ル
ウ
プ
か
ら
、
た
だ
一
人
、
ジ
ュ
ウ
ル
・
ル
ナ
ア
ル
が
、

「
生
命
に
よ
る
動
き
」
の
戯
曲
を
、
天
衣
無
縫
の
形
に
於
て
示
し
得
た
。
異

例
と
す
べ
き
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
彼
は
、
詩
的
に
し
て
、
且
つ
散
文
的
な

る
、
一
種
独
特
の
精
神
を
創
造
し
、
完
成
し
た
。
彼
の
戯
曲
が
、
偶
然
、
そ

の
精
神
の
故
に
、
新
し
き
意
味
に
於
け
る
「
戯
曲
の
本
質
」
を
捉
へ
得
た
と

い
ふ
事
実
は
注
目
に
価
す
る
。
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詩
が
リ
ズ
ム
を
、
散
文
（
小
説
）
が
観
念
を
生
命
と
す
る
な
ら
、
戯
曲
は
、

「
観
念
の
リ
ズ
ム
」
或
は
、
「
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
観
念
の
抑
揚
」
を
生
命
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
（
こ
の
場
合
、
リ
ズ
ム
と
い
ふ
の
は
、
詩
に
於
け
る
如
き

言
葉
の
音
声
的
リ
ズ
ム
で
は
な
く
て
、
思
想
或
は
感
情
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
波

動
で
あ
る
。
）
観
念
の
あ
る
程
度
以
上
の
探
さ
は
、
こ
の
リ
ズ
ム
の
破
綻
を

伴
ひ
、
リ
ズ
ム
の
テ
ン
ポ
は
、
観
念
の
一
定
の
流
動
を
強
要
す
る
。
そ
こ
に
、

戯
曲
の
第
一
の 

限  

界 

リ
ミ
ッ
ト

が
あ
る
の
で
あ
る
。
第
二
の 

限  

界 

リ
ミ
ッ
ト

、
こ
れ
は
通
常
、

「
戯
曲
の
制
約
」
の
一
つ
と
し
て
誰
で
も
知
つ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
戯

曲
作
家
は
、
自
ら
「
物
語
」
を
語
る
の
で
な
く
て
、
「
物
語
」
自
身
に
「
語

ら
せ
る
」
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
人
物
を
し
て
、
一
切
を
語
ら
せ
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
、
作
中
の
人
物
が
、
作
者
に
代
つ
て
、
作
者
の
語

74近代劇論



る
べ
き
こ
と
を
さ
へ
語
る
と
い
ふ
「
不
自
然
さ
」
で
あ
る
。
あ
る
数
の
幕
を

切
る
と
か
、
一
定
の
時
間
内
に
終
る
と
か
、
主
人
公
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

か
い
ふ
の
は
、
別
に
、
根
本
的
な
制
約
で
は
な
い
。
さ
て
、
こ
れ
ら
、
二
つ

の 

限  

界 

リ
ミ
ッ
ト

と
い
ふ
も
の
は
、
実
は
、
戯
曲
に
と
つ
て
、
「
邪
魔
」
な
も
の
で

は
な
く
、
「
必
要
な
」
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
限
界
は
、
詩
の
「
約
束
」

に
類
す
る
「
戯
曲
美
」
発
生
の
ル
ツ
ボ
で
あ
つ
て
、
所
謂
、
新
し
き
意
味
の

「
劇
的
感
覚
」
と
は
、
こ
の
ル
ツ
ボ
を
通
し
て
流
れ
出
る
観
念
と
リ
ズ
ム
の

融
合
美
を
、
最
も
純
粋
に
感
じ
得
る
能
力
で
あ
る
。

　
戯
曲
に
於
け
る
こ
の
「
観
念
」
な
る
も
の
を
、
特
に
、
「
心
理
的
イ
メ
エ

ジ
」
と
呼
ん
で
差
支
な
い
。

　
演
劇
に
於
て
、
こ
の
イ
メ
エ
ジ
は
、
「
聴
官
」
と
「
視
官
」
と
に
よ
つ
て
、
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あ
る
時
間
内
に
、
誘
導
的
に
感
覚
さ
れ
、
知
覚
さ
れ
る
が
、
こ
の
耳
と
眼
に

愬
へ
る
イ
メ
エ
ジ
の
リ
ズ
ム
は
、
即
ち
演
劇
美
を
構
成
す
る
要
素
で
、
そ
れ

が
こ
こ
で
ま
た
舞
台
な
る
空
間
的
制
限
と
、
俳
優
の
肉
体
的
条
件
と
い
ふ
、

別
な
ル
ツ
ボ
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
さ
て
、
こ
の
ル
ツ
ボ
を
通
し
て
最
後
に
観
客
に
愬
へ
る
も
の
は
、
厳
密
に

云
へ
ば
、
作
者
と
、
人
物
と
、
俳
優
、
こ
の
三
つ
の
生
命
の
同
時
的
「
滲
出
」

で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
生
命
が
そ
れ
ぞ
れ
別
々
な
力
で
観
客
に
働
き
か
け
る

時
、
印
象
の
不
統
一
か
ら
来
る
感
銘
の
混
乱
が
生
じ
、
そ
の
う
ち
の
あ
る
一

つ
を
無
視
し
て
も
、
完
全
な
演
劇
鑑
賞
と
は
い
へ
な
い
の
で
あ
る
。

　
演
劇
に
於
け
る
「
美
」
の
本
質
は
、
か
く
の
如
く
複
雑
で
あ
り
、
そ
の
完

全
な
表
現
は
、
誠
に
難
し
と
さ
れ
て
よ
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
は
、
一
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に
俳
優
を
得
る
か
得
な
い
か
に
存
し
、
こ
の
意
味
で
、
演
劇
そ
の
も
の
は
、

俳
優
の
手
に
運
命
が
委
ね
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
へ
る
の
で
あ
る
。

　
舞
台
監
督
の
所
謂
「
演
出
」
（
〔m
ise en sce`ne

〕
）
な
る
も
の
が
、

「
演
劇
美
」
の
如
何
な
る
領
域
に
、
そ
の
統
制
力
を
発
揮
し
得
る
か
と
い
ふ

と
、
主
と
し
て
視
官
に
愬
へ
る
舞
台
の
造
形
的
イ
メ
エ
ジ
に
於
て
、
戯
曲
の

指
定
せ
ざ
る
エ
フ
ェ
ク
ト
の
適
用
と
、
俳
優
自
身
の
意
識
外
に
拡
大
す
る
イ

メ
エ
ジ
の
規
整
と
を
考
慮
し
つ
つ
、
戯
曲
の
「
リ
ズ
ム
」
　
　
即
ち
、
「
心

理
的
流
れ
」
に
、
最
も
適
切
な
全
体
的
色
調
ト
オ
ン
と
、
必
要
な
傍
線
（
ア
ン
ダ
ア

ラ
イ
ン
）
を
加
へ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
舞
台
監
督
の
第
一
の
役
割
は
、
俳
優
と
同
じ
く
、
「
戯
曲
」
の
精
神
並
に

「
リ
ズ
ム
」
を
正
確
に
捉
へ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
以
後
の
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任
務
は
、
原
則
と
し
て
、
俳
優
の
領
域
を
冒
す
こ
と
な
く
、
俳
優
の
演
技
を

極
度
に
且
つ
隙
間
な
く
戯
曲
の
立
体
化
に
役
立
た
し
め
る
「
非
人
称
的
」
コ

ン
ダ
ク
タ
ア
た
る
こ
と
で
尽
き
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
偶
々
、
戯
曲
の
性
質
に
応
じ
て
、
演
出
と
い
ふ
仕
事
が
、

演
劇
の
、
よ
り
以
上
広
大
な
領
域
を
占
め
る
場
合
も
な
い
で
は
な
い
。
そ
れ

は
主
と
し
て
、
戯
曲
中
の
人
物
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
個
の
生
命
を
も
つ
て
生
活

し
て
ゐ
る
と
い
ふ
よ
り
も
、
各
人
物
の
多
少
機
械
的
な
動
き
と
の
対
立
か
ら
、

場
面
場
面
の
生
命
感
を
作
り
出
し
て
ゐ
る
、
乃
至
は
、
作
り
出
さ
ね
ば
な
ら

ぬ
や
う
な
戯
曲
に
於
て
、
特
に
然
り
で
あ
る
。

　
こ
の
種
の
演
劇
は
、
近
代
に
於
け
る
非
写
実
的
傾
向
の
も
の
に
多
く
、
同

じ
、
写
実
劇
で
も
、
例
へ
ば
、
群
集
を
用
ひ
た
も
の
な
ど
は
そ
の
部
類
に
属

78近代劇論



す
べ
き
で
、
舞
台
監
督
の
責
任
が
次
第
に
重
大
と
な
り
、
そ
の
権
威
が
絶
対

的
と
ま
で
な
つ
た
近
代
演
劇
の
主
潮
は
、
一
応
合
理
的
で
あ
る
と
い
つ
て
い

い
。

　
が
、
こ
の
演
出
万
能
主
義
は
、
舞
台
に
未
だ
嘗
て
見
ざ
る
統
一
と
造
形
的

工
夫
を
齎
し
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
若
干
の
弊
害
を
残
し
た
こ
と
を
看
過

す
る
わ
け
に
行
か
ぬ
。

　
即
ち
、
演
出
家
の
戯
曲
冒
涜
と
、
俳
優
機
械
視
で
あ
る
。
如
何
な
る
戯
曲

を
も
、
自
己
の
好
み
に
着
色
し
、
引
き
枉
げ
る
無
謀
と
、
一
切
の
俳
優
を
演

技
の
上
で
拘
束
し
、
命
令
す
る
大
胆
と
の
、
衒
学
的
傾
向
で
あ
る
。

　
理
論
と
し
て
、
こ
の
演
劇
シ
ス
テ
ム
は
、
単
純
で
、
華
や
か
で
、
活
気
に

富
ん
で
ゐ
る
。
そ
こ
に
誘
惑
の
陥
穽
が
あ
り
、
実
行
の
行
き
づ
ま
り
が
あ
る
。
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演
劇
の
一
要
素
と
し
て
、
舞
台
装
飾
（
舞
台
照
明
、
舞
台
衣
裳
を
含
め
て
）

を
挙
げ
る
の
が
順
序
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
演
出
家
の
意
図
に
従
つ
て
、
舞
台

美
術
家
が
考
案
製
作
に
従
事
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
演
劇
の
最
も

重
要
な
要
素
と
考
へ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
近
代
演
劇
の
過
渡
期
に
於
け
る

迷
妄
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
演
劇
の
「
視
官
」
に
愬
へ
る
部
分
、
即
ち
造
形

的
要
素
の
一
部
で
あ
る
と
い
ふ
点
に
異
存
は
な
い
が
、
こ
れ
は
要
す
る
に
、

戯
曲
の
「
附
属
設
備
」
で
あ
る
。
人
物
の
「
生
活
す
る
」
状
態
を
説
明
す
る

一
手
段
で
あ
る
以
上
、
必
要
な
も
の
に
は
相
違
な
く
、
従
つ
て
、
あ
る
程
度

ま
で
演
劇
の
本
質
に
触
れ
る
の
で
あ
る
が
、
結
局
、
一
般
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ

る
ほ
ど
重
要
な
も
の
で
は
な
い
。
但
し
、
演
劇
の
構
成
は
、
前
に
述
べ
た
如
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く
、
複
雑
極
ま
る
も
の
で
あ
る
し
、
時
に
よ
る
と
、
第
二
義
的
な
も
の
、
附

帯
的
な
も
の
、
殊
に
、
本
質
を
本
質
と
し
て
活
か
す
そ
れ
ぞ
れ
の
「
材
料
」

の
価
値
に
よ
つ
て
、
決
定
的
効
果
を
挙
げ
得
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
当
然
後
で
述
べ
る
が
、
舞
台
装
飾
も
亦
、
あ
る

戯
曲
の
演
出
に
於
て
は
、
演
劇
の
本
質
的
価
値
の
発
揮
に
、
恐
ら
く
俳
優
の

演
技
以
上
、
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
異
例
が
な
い
で
も
な
い
。

　
が
、
通
常
の
場
合
、
戯
曲
さ
へ
傑
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
戯
曲
の
本

質
的
魅
力
は
、
「
裸
の
舞
台
」
に
於
て
も
、
十
分
に
こ
れ
を
発
揮
し
得
る
と

い
ふ
の
が
、
正
し
い
主
張
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
舞
台
装
飾
の
必
要
、
且
つ
、
重
要
な
度
合
は
、
上
演
す
る
戯
曲

が
、
本
質
的
に
、
所
謂
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
」
的
要
素
を
含
ん
で
ゐ
る
度
合
に
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比
例
す
る
の
が
当
然
で
あ
り
、
ま
た
一
方
、
如
何
な
る
演
劇
も
、
本
質
的
に
、

多
少
と
も
、
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
」
の
要
素
を
含
ん
で
ゐ
な
い
も
の
は
稀
だ
と

い
つ
て
も
い
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
飽
く
ま
で
も
、
所
謂
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
」

は
、
厳
密
な
意
味
で
、
演
劇
で
は
な
い
。
少
く
と
も
、
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
」

の
要
素
を
主
と
す
る
演
劇
は
、
優
れ
た
演
劇
に
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

何
と
な
れ
ば
、
「
文
学
」
を
軽
視
し
た
演
劇
な
る
も
の
は
、
音
楽
を
主
体
と

す
る
「
舞
踊
劇
」
を
除
い
て
は
、
如
何
な
る
意
味
に
於
て
も
、
芸
術
的
感
銘

に
於
て
幼
稚
さ
を
免
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
戯
曲
乃
至
演
劇
の
本
質
と
い
ふ
問
題
に
つ
い
て
、
簡
単
な
が
ら
説

明
を
終
つ
た
と
思
ふ
が
、
な
ほ
附
け
加
へ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
抑
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も
そ
の
「
本
質
」
な
る
も
の
は
、
戯
曲
乃
至
演
劇
の
価
値
と
如
何
な
る
関
係

が
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
話
を
前
に
戻
せ
ば
、
戯
曲
乃
至
演
劇
の
「
本
質
」
を
説
く
場
合
に
、
所
謂

「
劇
的
」
（
ド
ラ
マ
チ
カ
ル
）
な
る
言
葉
の
、
普
通
の
意
味
に
於
け
る
解
釈

で
は
、
こ
れ
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
ふ
の
が
、
今
ま
で
の
論
旨

で
あ
つ
た
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
「
劇
的
」
と
い
ふ
言
葉
に
ど
ん
な
意
味
を
も

た
せ
た
ら
よ
い
か
？

　
ま
た
、
「
戯
曲
的
」
「
演
劇
的
」
等
の
語
も
、
今
日
で
は
、
大
体
、
旧
来

の
ま
ま
の
意
味
で
使
つ
て
ゐ
る
が
、
若
し
そ
れ
が
「
戯
曲
乃
至
演
劇
の
本
質

的
生
命
」
を
指
す
の
で
あ
つ
た
ら
、
そ
れ
を
使
ふ
人
の
「
演
劇
本
質
論
」
を

一
応
訊
ね
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
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こ
れ
ら
は
何
れ
も
、
専
門
語
と
し
て
甚
だ
厄
介
な
言
葉
と
な
つ
た
。

　
戯
曲
に
つ
い
て
云
へ
ば
、
劇
的
主
題
と
い
ひ
、
劇
的
結
構
と
い
ひ
、
劇
的

文
体
と
い
ふ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
劇
的
」
な
る
形
容
詞
は
、
人
々
に
よ
つ
て
、

ま
た
使
用
さ
れ
る
場
所
に
よ
つ
て
全
く
異
つ
た
内
容
を
与
へ
ら
れ
て
ゐ
る
と

い
つ
て
い
い
。
こ
の
こ
と
に
注
意
を
向
け
た
上
で
、
あ
る
戯
曲
が
、
真
に

「
戯
曲
的
」
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
要
す
る
に
、
主
題
と
結
構
と
文
体
と

を
通
じ
て
、
必
ず
し
も
、
所
謂
「
ド
ラ
マ
チ
カ
ル
」
な
要
素
を
感
ぜ
し
め
な

く
て
も
よ
い
、
そ
の
代
り
、
一
種
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
生
命
の
流
れ
、
統
一
と

調
和
に
富
ん
だ
心
理
的
イ
メ
エ
ジ
の
進
行
、
鮮
明
確
実
な
舞
台
的
脈
搏
、
生

彩
あ
る
魂
の
見
事
な
交
響
楽
、
な
ど
と
、
名
づ
け
れ
ば
名
づ
け
ら
れ
る
や
う

な
印
象
を
受
け
得
た
場
合
を
指
す
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
こ
の
印
象
は
、
要
す
る
に
、
そ
の
戯
曲
の
「
本
質
的
生
命
」
か

ら
来
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
本
質
を
し
て
、
最
も
光
輝
あ
ら
し
め
、
ま
た
、

そ
の
本
質
に
よ
つ
て
、
更
に
偉
大
さ
を
示
し
た
作
品
的
要
素
は
、
戯
曲
の
全

体
的
感
銘
と
し
て
、
最
後
に
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
作
者
の
思

想
で
あ
る
と
か
、
人
物
の
描
写
で
あ
る
と
か
、
時
代
的
感
覚
で
あ
る
と
か
、

機
智
で
あ
る
と
か
、
ポ
エ
ジ
イ
で
あ
る
と
か
、
観
察
で
あ
る
と
か
…
…
。

「
本
質
」
と
は
、
要
す
る
に
、
「
そ
れ
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
」
で
あ
り
、

「
そ
れ
だ
け
で
十
分
な
も
の
」
で
は
な
い
。
戯
曲
が
先
づ
戯
曲
で
あ
る
た
め

に
、
戯
曲
が
他
の
文
学
の 

種  

目 

ジ
ャ
ン
ル

と
区
別
さ
れ
る
た
め
に
、
戯
曲
が
そ
れ
に

よ
つ
て
芸
術
的
生
命
の
核
心
を
作
る
た
め
に
、
第
一
に
具
へ
て
ゐ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
条
件
　
　
や
か
ま
し
く
い
へ
ば
美
学
的
要
素
を
指
す
の
で
あ
る
。
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こ
れ
は
か
の
、
「
戯
曲
的
制
約
」
と
称
す
る
形
式
上
の
問
題
を
離
れ
る
わ
け

に
行
か
ぬ
が
、
制
約
は
、
死
物
で
あ
る
。
何
人
も
一
度
こ
れ
を
知
れ
ば
足
り

る
の
で
あ
る
。
芸
術
的
本
質
と
は
云
ひ
難
い
。

　
以
上
の
「
戯
曲
本
質
論
」
は
、
私
が
演
劇
の
実
際
家
と
し
て
、
日
頃
頭
の

中
で
捏
ね
返
し
て
ゐ
る
こ
と
を
記
し
て
み
た
の
で
あ
つ
て
、
恐
ら
く
、
説
明

の
不
備
と
体
系
を
欠
く
故
を
以
て
、
一
部
の
人
に
は
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
か

も
し
れ
ぬ
が
、
こ
れ
は
、
必
ず
し
も
独
断
で
は
な
く
、
巴
里
ヴ
ィ
ユ
ウ
・
コ

ロ
ン
ビ
エ
座
の
首
脳
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
コ
ポ
オ
氏
（Jacques C

opeau

）
の
主

張
と
実
際
の
仕
事
か
ら
、
立
論
の
根
拠
を
与
へ
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
つ
て
よ
く
、

殊
に
、
「
裸
の
舞
台
」
云
々
の
一
句
は
、
そ
の
ま
ま
氏
か
ら
借
用
し
た
も
の
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で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
散
文
と
詩
と
の
区
別
に
関
し
て
、
哲
学
者
ア
ラ

ン
氏
の
説
か
ら
貴
重
な
啓
示
を
受
け
、
十
年
来
の
自
説
に
一
層
確
定
的
な
信

念
を
加
へ
得
た
一
方
、
戯
曲
の
本
質
を
定
義
す
る
上
に
、
推
論
上
の
一
階
梯

を
与
へ
ら
れ
た
こ
と
を
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
本
講
座
で
需
め
ら
れ
た
「
近
代
劇
論
」
が
、
そ
の
歴
史
的
記
述
か
ら
離
れ

て
、
自
説
の
紹
介
に
終
つ
た
こ
と
は
恐
縮
で
あ
る
が
、
「
近
代
劇
運
動
」
の

方
向
が
、
演
劇
の
、
芸
術
的
純
化
、
そ
の
本
質
の
探
究
に
向
け
ら
れ
て
ゐ
る

事
実
か
ら
み
て
も
、
自
ら
、
そ
の
探
究
を
続
け
る
こ
と
が
、
同
時
に
、
「
近

代
劇
」
の
研
究
に
も
な
る
と
信
じ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　
戯
曲
乃
至
演
劇
の
本
質
を
探
り
得
た
結
果
、
「
優
れ
た
」
戯
曲
乃
至
演
劇

87



と
は
、
そ
の
本
質
が
十
分
発
揮
さ
れ
、
且
つ
、
そ
の
本
質
に
よ
つ
て
、
そ
の

他
の
要
素
が
最
も
効
果
的
に
表
現
さ
れ
、
且
つ
、
そ
れ
ら
の
要
素
も
亦
、
そ

れ
自
身
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
に
於
て
価
値
の
高
い
も
の
で
あ
り
、
両
々
相
俟

つ
て
、
全
体
的
感
銘
の
深
く
美
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
わ
か
つ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
一
つ
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
れ
な
ら
ば
、
戯
曲
乃
至

演
劇
の
本
質
が
、
そ
れ
の
み
に
よ
つ
て
、
少
く
と
も
、
他
の
要
素
を
最
少
限

度
に
保
つ
て
、
本
質
そ
れ
自
身
の
魅
力
を
極
度
に
発
揮
し
た
や
う
な
戯
曲
乃

至
演
劇
の
存
在
は
考
へ
得
な
い
も
の
で
あ
ら
う
か
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
言
ひ
換
へ
れ
ば
、
戯
曲
乃
至
演
劇
の
「
蒸
溜
水
」
で
あ
り
、
「
無
煙
炭
」

で
あ
る
。
尤
も
、
こ
の
比
喩
は
、
芸
術
的
に
い
つ
て
不
純
な
も
の
を
除
去
す

る
や
う
に
聞
え
る
が
、
さ
う
い
ふ
意
味
で
は
な
く
、
芸
術
的
に
は
仮
に
純
粋
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で
あ
つ
て
も
、
今
日
ま
で
存
在
し
た
戯
曲
乃
至
演
劇
な
る
も
の
に
は
、
当
然
、

物
語
と
し
て
の
文
学
的
要
素
　
　
生
活
描
写
と
か
、
筋
の
発
展
と
か
、
人
物

の
性
格
的
興
味
と
か
、
心
理
解
剖
と
か
、
主
題
の
思
想
的
色
彩
と
か
、
社
会

諷
刺
と
か
、
風
俗
研
究
と
か
、
様
々
な
要
素
に
よ
つ
て
、
本
質
が
生
か
さ
れ
、

全
体
の
価
値
が
生
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
さ
う
い
ふ
文
学
と
し
て

他
の
部
門
と
共
通
な
要
素
を
で
き
る
だ
け
省
き
、
さ
う
か
と
い
つ
て
、
詩
の

領
域
に
も
踏
み
込
ま
ず
、
即
ち
、
言
葉
の
リ
ズ
ム
に
重
心
を
お
く
の
で
な
い

こ
と
は
勿
論
、
所
謂
「
抒
情
」
の
天
地
を
逍
遥
す
る
の
で
も
な
く
、
哲
学
的

瞑
想
を
歌
ふ
の
で
も
な
い
。
例
へ
ば
、
物
語
の
発
展
を
あ
る
程
度
無
視
し
、

人
物
の
生
活
を
描
く
代
り
に
、
そ
の
類
型
を
示
す
に
止
め
、
言
葉
と
表
情
姿

態
に
よ
る
瞬
間
的
イ
メ
エ
ジ
に
、
一
種
の
心
理
的
リ
ズ
ム
を
托
し
、
音
楽
を
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聴
く
如
く
に
、
意
味
の
連
絡
な
き
個
々
の
観
念
を
追
つ
て
、
次
第
に
情
緒
の

満
足
と
精
神
の
喜
悦
に
没
入
す
る
と
い
ふ
や
う
な
種
類
の
も
の
が
出
来
上
ら

な
い
で
あ
ら
う
か
？

　
私
は
、
こ
こ
で
、
計
ら
ず
も
、
能
楽
を
連
想
す
る
。
こ
の
我
が
国
特
有
の

古
典
演
劇
は
、
た
し
か
に
、
今
述
べ
た
や
う
な
ジ
ャ
ン
ル
に
近
い
も
の
だ
と

思
ふ
。

　
所
謂
、
「
純
粋
演
劇
」
の
抽
象
的
模
索
が
、
明
日
の
形
に
於
て
現
は
れ
る

以
前
に
、
過
去
に
於
け
る
厳
然
た
る
存
在
に
す
ぎ
な
か
つ
た
と
し
た
ら
、
近

代
演
劇
の
進
化
は
、
甚
だ
頼
り
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
芸
術
の
歴
史
に
は
、

間
々
、
こ
の
種
の
皮
肉
が
繰
り
返
さ
れ
る
。

　
「
演
劇
に
革
命
の
必
要
は
な
い
。
演
劇
の
本
質
は
、
古
今
の
傑
作
戯
曲
の
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中
に
悉
く
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
作
品
の
忠
実
な
使

　
徒
た
る
こ
と
を
寧
ろ
矜
り
と
す
る
も
の
で
あ
る
」

　
こ
の
宣
言
は
、
近
代
仏
蘭
西
演
劇
の
最
も
先
駆
的
な
指
導
者
の
一
人
、
ジ

ャ
ッ
ク
・
コ
ポ
オ
氏
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
謙
譲
に

し
て
確
信
に
満
ち
た
言
葉
を
、
私
の
「
近
代
劇
小
論
」
の
結
語
と
し
て
お
か

う
。
（
一
九
三
四
・
二
）
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