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演
劇
の
不
振
と
い
ふ
こ
と
を
、
近
頃
よ
く
世
間
で
は
問
題
に
す
る
が
、
そ

れ
が
悦
ぶ
べ
き
こ
と
か
悲
し
む
べ
き
こ
と
か
と
い
ふ
議
論
に
な
る
と
、
私
に

は
、
殆
ん
ど
見
当
が
つ
か
な
い
と
云
つ
て
い
い
。

　
一
国
の
一
時
代
に
於
け
る
演
劇
が
、
特
に
盛
ん
で
あ
つ
た
と
こ
ろ
で
、
少

し
も
悦
ぶ
べ
き
こ
と
で
な
く
、
殊
に
そ
の
盛
ん
で
あ
り
や
う
に
よ
つ
て
は
、

寧
ろ
厄
介
千
万
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
興
行
者
乃
至
俳
優
の
側
か
ら
云
へ
ば
、
劇
場
に
見
物
が
殺
到
す
る
世
の
中

を
望
ん
で
ゐ
る
に
違
ひ
な
い
し
、
そ
れ
も
亦
、
あ
る
意
味
で
は
結
構
な
こ
と

に
違
ひ
な
い
が
、
さ
う
い
ふ
意
味
で
の
演
劇
の
隆
盛
時
代
な
ら
、
野
球
と
活

動
と
バ
ア
さ
へ
な
け
れ
ば
、
い
つ
で
も
現
出
し
さ
う
に
思
は
れ
る
。
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や
や
尤
も
ら
し
い
説
と
し
て
、
脚
本
の
饑
饉
と
い
ふ
状
態
を
挙
げ
る
も
の

も
あ
る
が
、
元
来
、
ど
ん
な
天
才
で
も
、
「
芝
居
を
観
な
い
」
で
戯
曲
を
書

く
筈
は
な
く
、
今
日
、
「
芝
居
を
観
な
い
」
の
は
、
独
り
天
才
に
限
ら
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
も
、
ど
ん
な
芝
居
で
も
観
さ
へ
す
れ
ば
、
「
い
い
脚
本
」

が
書
け
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
程
度
ま
で
「
い
い
芝
居
」
を
観
た
も
の
で

な
け
れ
ば
、
た
と
へ
「
い
い
戯
曲
」
を
読
む
だ
け
は
読
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
決

し
て
、
演
劇
の
真
髄
を
会
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い

ふ
「
い
い
芝
居
」
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
高
級
な
芸
術
的
舞
台
を
指
し
て
ゐ
る
の

で
は
な
い
。
俳
優
ら
し
い
俳
優
が
、
人
間
の
ひ
と
通
り
の
感
情
を
、
相
当
巧

み
に
生
か
し
得
た
舞
台
な
ら
、
そ
れ
で
い
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
俳
優

の
表
現
能
力
が
、
あ
る
程
度
ま
で
豊
富
に
発
揮
さ
れ
て
ゐ
る
芝
居
な
ら
、
た
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だ
そ
れ
だ
け
で
、
劇
作
家
の
新
し
い 

幻  

象 

イ
メ
エ
ジ

の
糧
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
現
在
の
日
本
に
、
さ
う
い
ふ
程
度
の
芝
居
は
一
つ
も
な
い
。
ま
し
て
、
そ

ん
な
も
の
を
観
た
と
い
ふ
「
作
家
志
望
者
」
は
一
人
も
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
か
う
云
ふ
と
、
直
ち
に
反
対
論
が
も
ち
上
る
か
も
知
れ
な
い
。
現
代
の
名

優
と
し
て
、
尾
上
某
、
市
川
某
を
認
め
な
い
の
か
と
。
私
は
反
問
し
よ
う
。

そ
れ
ら
の
名
優
は
、
世
界
的
の
至
芸
を
諸
君
の
前
に
見
せ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
果
し
て
、
平
凡
な
現
代
の
一
会
社
員
に
扮
し
得
る
か
？
　
断
じ
て
扮
し

得
な
い
の
み
な
ら
ず
、
若
し
、
強
ひ
て
、
か
く
の
如
き
役
を
演
じ
さ
せ
た
な

ら
、
そ
の
会
社
員
は
、
飾
窓
の
蝋
人
形
的
人
物
た
る
こ
と
が
せ
い
ぜ
い
で
あ

ら
う
。
た
だ
、
罪
は
、
こ
れ
ら
の
俳
優
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
彼
等
が
こ
の

種
の
役
を
演
ず
る
こ
と
は
、
一
種
の
自
己
冒
涜
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
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そ
れ
な
ら
、
新
派
の
俳
優
は
ど
う
か
と
い
ふ
と
、
こ
れ
は
、
も
う
、
あ
ら

ゆ
る
意
味
に
於
て
、
演
劇
の
世
界
か
ら
落
伍
し
つ
つ
あ
る
一
団
で
あ
り
、
そ

の
う
ち
の
少
数
は
、
「
新
派
か
ら
脱
却
す
る
」
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
、
俳
優

と
し
て
の
生
命
を
繋
ぎ
得
る
事
実
を
痛
感
し
て
ゐ
る
人
々
の
や
う
に
思
は
れ

る
。

　
今
日
苟
も
劇
作
を
志
す
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
俳
優
が
演
ず
る
舞
台
か
ら
、

少
し
で
も
、
新
時
代
の
劇
的
イ
メ
エ
ジ
を
「
吹
き
込
ま
れ
」
る
も
の
が
あ
つ

た
ら
、
私
は
不
思
議
に
思
ふ
。

　
所
詮
、
今
日
ま
で
の
「
新
劇
」
と
は
、
そ
れ
ら
の
俳
優
を
標
準
と
し
、
し

か
も
、
そ
れ
ら
の
俳
優
に
よ
り
「
歪
め
ら
れ
」
た
「
現
代
劇
」
で
あ
つ
て
、

最
早
、
今
日
以
後
の
作
家
は
、
彼
等
を
標
準
と
し
て
新
脚
本
の
創
作
を
試
み
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る
こ
と
は
、
興
味
の
上
か
ら
も
、
野
心
の
上
か
ら
も
、
到
底
あ
り
得
な
い
こ

と
な
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
わ
れ
わ
れ
が
最
も
期
待
を
か
け
て
ゐ
た
「
新
劇
畑
」
の
俳
優
は
、

そ
れ
で
も
、
あ
る
期
間
、
何
物
か
を
若
い
時
代
の
作
家
た
ち
に
与
へ
た
や
う

に
思
は
れ
る
が
、
そ
れ
す
ら
、
私
の
観
る
と
こ
ろ
で
は
、
極
め
て
初
歩
の
演

劇
の
概
念
で
あ
り
、
そ
の
舞
台
的
魅
力
は
、
結
局
、
西
洋
の
「
素
人
劇
」
以

下
で
あ
つ
て
、
多
少
芝
居
の
何
も
の
で
あ
る
か
が
わ
か
つ
て
ゐ
る
人
々
に
、

新
鮮
な
劇
的
霊
感
を
与
へ
る
な
ど
と
い
ふ
域
へ
は
達
し
得
な
か
つ
た
。
し
か

も
、
現
在
で
は
、
い
つ
の
間
に
か
陥
つ
た
職
業
意
識
と
単
調
な
新
劇
的
マ
ン

ネ
リ
ズ
ム
に
よ
つ
て
、
早
く
も
「
新
派
」
の
轍
を
踏
ま
う
と
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
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脚
本
の
饑
饉
は
、
要
す
る
に
、
脚
本
を
書
く
人
間
が
ゐ
な
い
の
で
は
な
く

て
、
脚
本
を
書
か
せ
る
俳
優
が
ゐ
な
い
こ
と
に
唯
一
の
原
因
が
あ
る
の
だ
と
、

私
は
躊
躇
な
く
断
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
古
来
、
ど
こ
の
国
の
、
い
つ
の

時
代
の
劇
作
家
が
、
日
本
の
現
在
の
や
う
な
条
件
の
下
に
、
劇
作
の
筆
を
執

り
得
た
か
、
そ
れ
を
考
へ
て
み
れ
ば
す
ぐ
に
わ
か
る
こ
と
だ
。
こ
れ
を
個
々

の
作
家
に
つ
い
て
調
べ
て
み
て
も
、
名
作
家
の
背
後
に
は
、
必
ず
名
俳
優
が

控
え
て
を
り
、
傑
作
は
必
ず
そ
れ
ら
の
俳
優
を
「
頭
に
お
い
て
」
書
か
れ
た

も
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
、
あ
る
時
代
の
劇
作
家
は
、
そ
の
時
代
の
舞
台
か

ら
の
み
、
戯
曲
創
作
の
興
味
と
暗
示
を
授
け
ら
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
結
果
、

そ
の
時
代
の
舞
台
を
多
彩
に
し
、
新
鮮
に
し
、
豊
富
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
私
は
こ
こ
で
、
や
は
り
例
を
仏
蘭
西
に
と
る
が
、
所
謂
「
新
劇
運
動
」
な
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る
も
の
が
、
素
人
の
手
に
よ
つ
て
行
は
れ
た
最
初
は
、
誰
も
知
つ
て
ゐ
る
通

り
ア
ン
ト
ワ
ア
ヌ
の
「
自
由
劇
場
」
な
の
で
、
そ
れ
以
来
「
新
劇
」
は
、
テ

ア
ア
ト
ル
・
ダ
ヴ
ァ
ン
・
ギ
ャ
ル
ド
（
前
衛
劇
）
な
る
別
名
を
生
ん
だ
の
で

あ
る
。
従
つ
て
、
ア
ヴ
ァ
ン
・
ギ
ャ
ル
ド
の
芝
居
と
い
へ
ば
、
「
素
人
臭
い
」

の
が
特
色
の
や
う
に
思
は
れ
、
ま
た
実
際
、
ヴ
ィ
ユ
ウ
・
コ
ロ
ン
ビ
エ
座
の

や
う
に
有
名
な
劇
団
で
さ
へ
、
素
人
俳
優
が
堂
々
と
舞
台
に
立
つ
有
様
で
あ

つ
た
が
、
こ
れ
ら
の
劇
団
に
よ
つ
て
演
ぜ
ら
れ
る
脚
本
は
、
如
何
に
独
創
的

な
も
の
、
如
何
に
新
奇
な
様
式
を
取
り
入
れ
た
も
の
と
雖
も
、
決
し
て
、
職

業
俳
優
の
「
表
現
能
力
」
を
越
え
た
も
の
な
ど
は
な
く
、
却
つ
て
、
本
を
洗

へ
ば
、
そ
の
脚
本
の
作
者
達
は
、
い
つ
か
ど
こ
か
で
観
た
「
職
業
俳
優
」
の

演
技
か
ら
、
貴
重
な
示
唆
を
与
へ
ら
れ
、
劇
的 
幻  

象 
イ
メ
エ
ジ

の
構
成
に
、
決
定
的
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な
基
礎
を
求
め
て
ゐ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
日
本
の
洋
画
家
が
、
よ
く
、
か
う
い
ふ
こ
と
を
云
ふ
。
　
　
西
洋
で
描
い

た
や
う
な
油
絵
の
色
は
、
日
本
に
帰
る
と
、
ど
う
し
て
も
出
な
く
な
る
。
自

然
を
モ
デ
ル
と
す
る
関
係
で
、
自
然
そ
の
も
の
の
相
違
が
、
こ
の
結
果
を
生

む
の
だ
ら
う
が
、
た
だ
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
自
分
の
眼
に
で
き
て
ゐ

た
色
彩
感
が
、
日
本
へ
帰
る
と
、
ど
う
し
て
も
鈍
る
ん
だ
と
い
ふ
気
が
す
る

…
…
。

　
こ
の
話
は
、
聞
き
や
う
に
よ
つ
て
は
、
な
ん
と
な
く
弁
解
じ
み
て
ゐ
て
可

笑
し
く
も
あ
り
、
ま
た
、
あ
る
場
合
に
は
、
気
障
で
さ
へ
も
あ
る
の
だ
が
、

よ
く
味
は
つ
て
み
る
と
、
さ
う
い
ふ
気
持
が
わ
か
ら
な
く
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
日
本
の
新
劇
が
、
な
ん
と
云
つ
て
も
、
西
洋
劇
の
伝
統
を
引
い
た
も
の
で
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あ
る
以
上
、
日
本
の
俳
優
も
、
新
劇
の
舞
台
に
立
つ
場
合
は
、
西
洋
人
の
真

似
を
す
る
と
い
ふ
意
味
で
な
く
、
「
西
洋
劇
的
演
技
」
の
本
質
を
学
ば
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
日
本
の
俳
優
の
う
ち
で
、
一
人

で
も
、
さ
う
い
ふ
本
質
的
な
研
究
を
し
た
も
の
が
あ
つ
た
ら
う
か
。
西
洋
式

脚
本
は
研
究
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
西
洋
式
演
出
な
る
も
の
は
（
実

に
北
欧
式
演
出
で
あ
る
が
）
相
当
経
験
し
た
か
も
し
れ
ぬ
が
、
西
洋
劇
的
演

技
の
一
点
で
は
、
誰
も
、
本
気
で
忠
実
に
、
正
道
的
に
、
精
し
く
勉
強
し
た

も
の
は
あ
る
ま
い
と
思
ふ
。
仮
に
、
あ
つ
た
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
成
績

は
、
あ
ま
り
香
し
く
な
か
つ
た
と
云
へ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
抑
も
、
新
劇
を
、
「
退
屈
な
芝
居
」
た
ら
し
め
、
今
以
て
、
日
本

の
劇
壇
に
、
現
代
劇
ら
し
い
現
代
劇
を
作
ら
ず
に
終
つ
て
ゐ
る
最
大
原
因
で
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も
あ
る
が
、
ま
た
同
時
に
、
新
し
い
劇
作
家
を
失
望
せ
し
め
、
脚
本
の
饑
饉

を
生
ぜ
し
め
、
演
劇
の
不
振
を
招
い
た
唯
一
の
理
由
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
そ
こ
で
、
私
は
、
か
う
い
ふ
状
態
か
ら
、
演
劇
を
救
ふ
方
法
に
つ

い
て
、
私
の
意
見
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
、

私
な
ど
よ
り
も
つ
と
真
剣
に
、
も
つ
と
「
科
学
的
」
に
さ
へ
考
究
し
つ
つ
あ

る
人
が
あ
る
と
思
ふ
か
ら
、
私
は
、
私
流
の
、
と
い
ふ
の
は
つ
ま
り
、
か
う

い
ふ
時
代
に
生
れ
合
せ
た
一
個
の
劇
作
家
乃
至
劇
作
志
望
者
が
如
何
な
る
態

度
で
、
当
面
の
事
実
に
処
す
る
の
が
最
も
適
当
で
あ
る
か
と
い
ふ
、
甚
だ
消

極
的
な
問
題
の
み
を
解
決
し
て
み
た
い
と
思
ふ
。
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第
一
に
、
劇
作
を
断
念
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
第
二
に
、
「
読
む
戯
曲
」
の
み
を
書
く
こ
と
で
あ
る
。

　
　
第
三
に
、
「
未
来
の
俳
優
」
を
頭
に
お
い
て
、
理
想
的
と
思
ふ
脚
本
を

　
　
　
　
　
書
く
こ
と
で
あ
る
。

　
　
第
四
に
、
「
現
在
の
俳
優
」
に
適
し
た
「
歌
舞
伎
式
」
「
新
派
式
」

　
　
　
　
　
「
素
人
劇
団
式
」
等
々
の
脚
本
を
書
き
、
座
附
作
者
の
職
能
を

　
　
　
　
　
完
全
に
遂
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
第
五
に
、
「
現
在
の
俳
優
」
に
も
演
じ
ら
れ
さ
う
な
、
多
少
新
味
あ
る

　
　
　
　
　
脚
本
を
書
き
、
徐
々
に
「
現
在
の
演
劇
」
を
向
上
さ
せ
る
こ
と

　
　
　
　
　
で
あ
る
。

　
　
第
六
に
、
「
現
在
の
俳
優
」
を
使
ひ
、
彼
等
特
有
の
演
技
を
極
度
に
生
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か
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
形
式
内
容
共
に
、
新
時
代
の
演
劇
た
る

　
　
　
　
　
に
応
は
し
い
や
う
な
、
一
個
独
特
の
日
本
劇
を
創
造
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
で
あ
る
。

　
ま
あ
、
ざ
つ
と
、
今
日
の
劇
作
家
は
、
こ
れ
ら
六
通
り
の
道
の
何
れ
か
を

選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
、

　
第
一
は
、
既
に
ぼ
つ
ぼ
つ
実
行
し
て
ゐ
る
人
も
あ
る
や
う
で
あ
る
か
ら
、

説
明
は
不
要
で
あ
ら
う
。

　
第
二
は
、
別
段
心
が
け
な
く
て
も
、
大
概
、
そ
こ
へ
行
く
の
で
あ
る
し
、

ま
た
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
何
人
も
、
こ
れ
が
「
読
む
戯
曲
」
だ
と
は
云
ひ

切
れ
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
自
ら
、
「
読
む
戯
曲
」
を
標
榜
し
て
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書
く
と
い
ふ
こ
と
は
、
た
だ
な
ん
と
な
く
勇
ま
し
い
だ
け
で
、
そ
の
た
め
に
、

後
悔
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ら
う
。

　
第
三
は
、
こ
れ
は
昔
か
ら
、
と
い
つ
て
も
「
新
劇
の
揺
籃
時
代
」
以
後
、

日
本
な
ど
で
よ
く
用
ひ
ら
れ
た
宣
言
ら
し
く
、
私
な
ど
も
、
今
も
つ
て
、
心

の
一
隅
に
、
さ
う
い
ふ
悲
壮
な
決
意
を
蔵
し
て
ゐ
る
次
第
だ
が
、
残
念
な
が

ら
、
「
未
来
の
俳
優
」
は
、
お
ほ
か
た
、
「
未
来
の
作
家
」
の
も
の
を
や
る

だ
け
で
相
当
忙
し
い
で
あ
ら
う
し
、
そ
の
時
は
、
わ
れ
わ
れ
の
古
い
脚
本
な

ど
は
役
に
立
た
ず
、
ま
た
覚
え
て
ゐ
て
も
く
れ
な
い
に
決
つ
て
ゐ
る
。
し
か

し
、
滑
稽
に
見
え
さ
へ
し
な
け
れ
ば
、
一
応
、
今
日
の
劇
作
家
は
、
こ
れ
く

ら
ゐ
の
空
想
を
描
い
て
ゐ
て
差
支
あ
る
ま
い
。
特
に
、
私
は
、
今
日
天
才
作

家
が
現
は
れ
る
と
し
た
ら
、
是
非
こ
の
覚
悟
で
文
字
通
り
不
朽
の
傑
作
を
残
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し
て
お
い
て
欲
し
い
と
思
ふ
。

　
第
四
は
、
劇
作
で
生
計
を
立
て
、
俳
優
を
知
己
に
も
た
う
と
す
る
野
心
家

の
た
め
に
、
永
久
に
開
か
れ
た
唯
一
つ
の
安
全
な
道
で
あ
る
。

　
第
五
は
、
誰
で
も
考
へ
て
ゐ
さ
う
で
、
し
か
も
、
今
日
の
若
い
作
家
は
、

あ
ま
り
考
へ
て
ゐ
な
い
道
で
あ
つ
て
、
私
な
ど
は
、
近
頃
、
痛
切
に
か
う
い

ふ
劇
作
家
の
出
現
を
望
ん
で
ゐ
る
。
甚
だ
烏
滸
が
ま
し
い
や
う
で
あ
る
が
、

自
分
で
も
、
さ
う
い
ふ
方
向
に
今
後
努
力
を
向
け
た
い
希
望
が
生
じ
つ
つ
あ

る
の
で
、
出
来
不
出
来
は
兎
も
角
、
今
度
、
初
め
て
、
「
現
在
の
俳
優
」
に

当
て
は
め
た
脚
本
を
書
い
て
み
た
。
七
月
の
改
造
に
出
し
た
「
浅
間
山
」
が

こ
れ
で
あ
る
。
今
ま
で
書
い
た
も
の
と
、
幾
分
で
も
調
子
が
変
つ
て
ゐ
れ
ば
、

さ
う
い
ふ
意
気
込
の
現
は
れ
と
見
て
も
ら
つ
て
差
支
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
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態
度
は
、
左
右
両
端
か
ら
評
判
の
よ
く
な
い
社
民
党
的
態
度
に
類
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
演
劇
の
ラ
ヂ
カ
ル
な
革
新
は
、
わ
れ
わ
れ
の
手
で
実
行
覚
束
な

い
の
で
あ
る
。

　
第
六
は
、
こ
れ
こ
そ
、
今
日
の
劇
作
家
が
、
殊
に
、
雄
図
を
蔵
し
た
劇
作

志
望
者
諸
君
が
、
そ
の
目
標
を
お
く
べ
き
最
も
有
望
多
幸
な
道
で
あ
り
、
こ

れ
に
成
功
し
さ
へ
す
れ
ば
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
も
イ
プ
セ
ン
も
怖
る
る
に

足
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
。
旧
来
の
歌
舞
伎
劇
は
そ
の
劇
場
の
大
部
分
を
失
ひ
、

新
派
は
瞬
く
間
に
消
滅
し
、
こ
れ
ま
で
の
「
新
劇
」
は
、
翻
訳
劇
乃
至
西
洋

劇
模
倣
の
領
域
に
閉
ぢ
込
め
ら
れ
、
演
劇
不
振
の
声
は
、
昔
日
の
夢
と
化
す

る
に
違
ひ
な
い
。

　
だ
が
、
し
か
し
、
こ
ん
な
理
想
を
描
く
方
が
、
実
は
夢
に
近
い
の
で
あ
る
。
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な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
こ
そ
は
、
大
天
才
の
出
現
を
待
た
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
ど

ん
な
も
の
で
あ
る
か
さ
へ
、
わ
れ
わ
れ
に
は
想
像
も
つ
か
ぬ
代
物
だ
か
ら
で

あ
る
。

「
日
本
独
特
の
」
と
い
ふ
言
葉
は
如
何
に
も
有
が
た
く
、
私
な
ど
も
、
さ
う

い
ふ
演
劇
の
存
在
を
心
か
ら
希
望
す
る
の
だ
が
、
如
何
な
る
も
の
も
、
独
特

さ
を
保
つ
た
め
に
は
他
の
「
影
響
」
を
受
け
な
い
必
要
が
あ
り
、
影
響
を
怖

れ
る
以
上
は
、
他
と
の
交
渉
を
絶
つ
よ
り
外
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
日
本
の
歌
舞
伎
劇
さ
へ
も
、
詳
細
に
観
察
す
れ
ば
、
何
等
か
の
意
味
で
、

「
近
代
文
明
」
の
影
響
を
受
け
て
を
り
、
純
粋
な
歌
舞
伎
の
伝
統
は
次
第
に

失
は
れ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
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歌
舞
伎
劇
に
、
今
日
の
大
衆
性
を
も
た
せ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
芸
術
的
に

は
、
殆
ん
ど
望
め
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
無
理
に
も
た
せ
よ
う
と
す
る

と
こ
ろ
に
、
歌
舞
伎
の
芸
術
的
破
産
と
、
大
衆
の
倦
怠
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
代
る
べ
き
も
の
は
、
前
に
述
べ
た
、
独
特
の
新
日
本
劇
で
あ
る
こ

と
は
望
ま
し
い
が
、
そ
の
独
特
な
る
言
葉
に
、
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
で
あ

ら
う
。
西
洋
劇
の
影
響
を
絶
対
に
受
け
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
意
味
か
。
そ
ん
な

こ
と
が
、
今
の
日
本
人
に
望
め
る
か
ど
う
か
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ

る
。

　
少
し
ぐ
ら
ゐ
の
影
響
な
ら
い
い
と
云
つ
て
も
、
だ
ん
だ
ん
に
多
く
の
影
響

を
蒙
ら
な
い
わ
け
に
行
か
な
い
こ
と
は
、
現
代
の
生
活
条
件
に
照
し
て
み
れ

ば
、
議
論
の
余
地
は
あ
る
ま
い
。
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そ
こ
で
、
影
響
も
表
面
的
の
影
響
だ
け
で
、
芸
術
と
し
て
の
本
質
的
影
響

を
避
け
、
つ
ま
り
、
西
洋
劇
の
伝
統
以
外
に
立
て
ば
い
い
と
仮
定
し
よ
う
。

　
そ
れ
は
無
理
で
あ
る
。
日
本
人
の
生
活
は
、
日
本
独
特
の
伝
統
を
放
棄
し

つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
必
ず
し
も
西
洋
式
に
な
る
と
は
云
は
な
い
が
、
少
く

と
も
超
国
境
的
生
活
色
に
染
め
上
げ
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
一
民
族
の
特
色
は
、

そ
の
な
か
に
於
て
、
辛
ふ
じ
て
区
別
し
得
る
に
す
ぎ
な
い
の
が
、
こ
れ
か
ら

の
世
界
で
あ
る
。

　
遠
い
将
来
の
こ
と
は
別
と
し
て
も
、
現
在
の
日
本
か
ら
日
本
独
特
の
新
演

劇
が
生
れ
る
と
す
れ
ば
、
先
づ
、
世
界
文
明
の
本
流
と
な
つ
た
西
洋
文
化
の

伝
統
的
形
式
を
、
そ
の
な
か
に
取
り
入
れ
て
あ
つ
て
一
向
不
思
議
は
な
い
の

で
あ
る
。
西
洋
演
劇
の
伝
統
、
即
ち
、
希
臘
劇
以
来
、
西
洋
各
国
で
そ
れ
ぞ
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れ
の
発
達
を
遂
げ
、
そ
の
間
屡
々
、
そ
の
合
一
統
制
が
企
て
ら
れ
た
一
つ
の

演
劇
形
式
　
　
本
質
的
に
日
本
乃
至
東
洋
演
劇
と
区
別
さ
る
べ
き
演
劇
の
伝

統
は
、
必
ず
、
新
日
本
劇
樹
立
の
根
本
要
素
と
な
る
で
あ
ら
う
。

　
現
在
の
日
本
の
俳
優
は
、
現
在
の
演
劇
に
満
足
し
て
ゐ
る
な
ら
兎
に
角
、

な
に
か
い
い
脚
本
は
な
い
か
と
自
分
の
周
囲
を
見
廻
し
て
ゐ
る
代
り
に
、
現

代
作
家
の
作
品
な
ら
、
ど
れ
で
も
演
れ
る
と
い
ふ
修
業
を
な
す
べ
き
で
あ
り
、

作
家
の
な
か
に
も
亦
、
現
在
の
俳
優
に
見
切
り
を
つ
け
る
前
に
、
「
あ
る
一

つ
の
方
向
」
を
目
標
と
し
て
、
こ
れ
に
近
づ
く
た
め
に
最
も
有
効
な
脚
本
を

提
供
す
る
者
が
あ
つ
て
い
い
と
思
ふ
。

　
こ
の
場
合
、
い
ろ
い
ろ
功
利
的
な
条
件
が
附
纏
ひ
、
そ
の
不
便
不
愉
快
さ

か
ら
、
一
度
思
ひ
立
つ
た
計
画
を
棄
て
た
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
、
そ
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の
点
、
あ
ま
り
、
妥
協
す
る
必
要
は
な
い
と
思
ふ
。

　
か
う
い
ふ
仕
事
は
、
勿
論
、
芸
術
家
と
し
て
第
一
義
的
の
仕
事
だ
と
は
云

へ
な
い
か
ら
、
ど
こ
か
に
不
自
然
な
努
力
が
払
は
れ
る
こ
と
は
已
む
を
得
な

い
と
し
て
も
、
所
謂
、
観
客
の
卑
俗
な
趣
味
に
媚
び
た
り
、
俳
優
の
惰
性
に

よ
る
仕
勝
手
を
顧
慮
し
た
り
す
る
必
要
は
毛
頭
な
く
、
更
に
、
役
柄
と
称
し
、

持
味
と
称
し
て
、
実
は
、
そ
の
関
節
不
随
的
特
色
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
、
強

ひ
て
発
揮
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
も
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

　
実
際
、
こ
の
仕
事
の
第
一
眼
目
は
今
日
の
商
業
劇
場
を
通
じ
、
一
般
大
衆
、

特
に
、
現
在
の
演
劇
に
や
や
不
満
を
感
じ
つ
つ
あ
る
観
客
層
に
対
し
て
、
幾

分
で
も
そ
の
要
求
に
近
い
（
恐
ら
く
、
彼
等
の
要
求
は
、
今
日
の
劇
場
で
満

た
さ
れ
な
い
で
あ
ら
う
）
芝
居
を
見
せ
よ
う
と
い
ふ
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
た
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め
に
は
、
現
在
の
俳
優
中
若
干
の
も
の
が
理
解
し
得
て
、
し
か
も
、
そ
の
俳

優
達
が
、
「
必
要
な
苦
心
」
と
「
正
し
い
意
図
」
と
に
よ
つ
て
の
み
、
到
達

し
得
る
「
表
現
の
最
高
レ
ベ
ル
」
を
要
求
す
る
程
度
の
脚
本
が
な
く
て
は
な

ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
こ
の
種
の
脚
本
は
、
今
日
ま
で
、
全
く
存
在
し
な
い
と
い
ふ
わ
け
で
は
な

か
つ
た
が
、
例
へ
ば
脚
本
だ
け
は
あ
つ
て
も
、
そ
の
上
演
の
結
果
は
、
決
し

て
、
「
表
現
の
最
高
レ
ベ
ル
」
を
要
求
し
た
と
は
思
へ
な
い
も
の
で
、
俳
優

は
こ
れ
が
た
め
に
、
一
歩
も
「
前
に
進
ん
で
」
は
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。

　
西
洋
で
も
、
初
期
の
作
品
を
所
謂
「
前
衛
劇
団
」
の
手
に
委
ね
て
ゐ
た
新

進
劇
作
家
は
、
そ
の
成
長
と
共
に
、
普
遍
性
を
帯
び
来
り
、
遂
に
、
そ
の
ま

ま
商
業
劇
場
の
門
を
潜
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
前
衛
劇
団
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の
仕
事
、
即
ち
、
新
劇
運
動
の
生
命
は
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
常
に
例
外
な

く
短
い
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
生
命
は
、
こ
れ
ま
た
例
外
な
く
、
商
業
劇
場
の

舞
台
に
於
て
一
部
分
づ
つ
甦
る
の
で
あ
る
。

　
然
る
に
、
日
本
で
は
、
新
劇
運
動
と
商
業
劇
場
と
の
間
に
は
、
極
め
て
深

い
溝
が
あ
り
、
多
く
の
作
家
は
こ
の
溝
を
越
え
た
が
た
め
に
堕
落
し
、
異
色

あ
る
作
品
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
、
永
久
に
こ
の
溝
を
越
え
難
い
状
態
に
あ
る

の
で
あ
る
。

　
勿
論
、
西
洋
に
も
、
こ
れ
と
同
じ
例
は
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
劇
場
の
組

織
、
俳
優
の
素
質
等
か
ら
見
て
、
同
じ
商
業
劇
場
、
同
じ
職
業
俳
優
と
い
つ

て
も
、
日
本
の
や
う
に
、
新
劇
の
先
駆
的
傾
向
に
無
関
心
、
無
理
解
で
は
な

く
、
機
会
さ
へ
あ
れ
ば
、
そ
の
成
果
を
吸
収
し
よ
う
と
努
め
て
ゐ
る
有
様
は
、
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現
在
、
あ
り
あ
り
と
わ
か
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
所
謂
某
々
新
劇
運
動
の

消
長
に
拘
は
ら
ず
、
絶
え
ず
、
一
国
の
劇
壇
を
、
新
し
い
空
気
に
よ
つ
て
包

み
得
る
原
因
で
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
、
日
本
の
商
業
劇
場
乃
至
職
業
俳
優
と
、
所
謂
新
劇
の
先
駆
的

傾
向
と
の
間
に
、
何
故
に
か
く
も
深
い
溝
が
出
来
た
か
と
い
へ
ば
、
そ
れ
は

い
ふ
ま
で
も
な
く
、
良
い
意
味
で
の
現
代
大
衆
劇
　
　
凡
そ
、
文
明
国
な
ら

ば
、
何
れ
の
国
の
何
れ
の
都
市
に
も
存
在
す
る
、
面
白
く
、
洗
煉
さ
れ
た
ブ

ウ
ル
ヴ
ァ
ア
ル
の
芝
居
な
る
も
の
が
、
日
本
に
は
、
ま
だ
存
在
し
な
い
か
ら

で
あ
る
。
こ
れ
を
、
プ
チ
・
ブ
ル
趣
味
の
芝
居
と
呼
ぶ
こ
と
は
勝
手
で
あ
る
。

　
ま
た
、
日
本
な
ら
ば
、
イ
ン
テ
リ
階
級
の
娯
楽
と
し
て
の
み
取
扱
は
れ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
要
す
る
に
、
西
洋
で
は
、
老
若
男
女
、
み
な
一
様
に
興
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味
を
も
つ
と
こ
ろ
の
芝
居
、
例
へ
ば
、
仏
蘭
西
で
な
ら
、
小
は
ク
ウ
ル
ト
リ

ィ
ヌ
の
一
幕
物
、
大
は
ポ
ル
ト
・
リ
シ
ュ
の
心
理
劇
を
初
め
と
し
、
や
や
、

質
は
落
ち
る
が
、
バ
タ
イ
ユ
の
人
情
劇
と
か
、
ベ
ル
ン
ス
タ
ン
の
メ
ロ
ド
ラ

マ
に
至
る
ま
で
、
こ
れ
ら
は
、
現
代
に
於
け
る
巴
里
の
商
業
劇
場
が
、
不
安

な
く
選
び
得
る
上
演
目
録
で
あ
る
。
但
し
、
こ
れ
ら
の
作
家
は
何
れ
も
、
相

当
の
年
月
を
経
て
民
衆
に
近
づ
き
得
た
作
家
と
い
ふ
べ
き
で
、
そ
れ
以
上
、

適
切
な
例
は
最
近
素
晴
し
い
人
気
を
集
め
て
ゐ
る
パ
ニ
ョ
オ
ル
の
諷
刺
劇
で

あ
る
。

　
こ
の
作
家
は
最
初
か
ら
ブ
ウ
ル
ヴ
ァ
ア
ル
に
躍
り
出
た
の
で
、
そ
の
出
世

作
「
ト
パ
ア
ズ
」
は
、
先
月
帝
劇
で
翻
案
上
演
さ
れ
た
が
、
巴
里
の
見
物
を

狂
喜
さ
せ
、
世
界
各
国
で
評
判
を
と
つ
た
こ
の
愉
快
な
る
ヴ
ォ
オ
ド
ビ
ル
も
、
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日
本
の
観
客
は
、
冷
然
と
し
て
こ
れ
を
迎
へ
、
屡
々
欠
伸
を
噛
み
殺
し
て
ゐ

た
や
う
で
あ
る
。

　
こ
の
脚
本
を
松
竹
に
推
薦
し
た
私
は
、
こ
の
こ
と
で
幾
分
責
任
を
感
じ
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
私
に
は
、
私
の
云
ひ
分
が
あ
り
、

こ
の
文
章
の
結
論
と
し
て
は
、
甚
だ
便
利
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
今
、
こ
の

問
題
に
触
れ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
こ
の
「
ト
パ
ア
ズ
」
と
い
ふ
作
品
は
、
所
謂
高
級
な
作
品
で
は
な
く
、
日

本
の
見
物
を
可
な
り
甘
く
見
て
も
、
十
分
、
そ
の
興
味
を
惹
き
得
る
通
俗
喜

劇
で
あ
る
が
、
そ
の
面
白
さ
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
へ
ば
、
決
し
て
、
筋
や

趣
向
に
だ
け
あ
る
の
で
は
な
く
、
さ
う
か
と
い
つ
て
、
そ
れ
ほ
ど
奇
抜
な
思

想
や
巧
妙
な
会
話
が
特
色
で
あ
る
と
も
思
へ
な
い
。
要
す
る
に
現
代
生
活
の
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裏
面
を
、
痛
快
に
、
や
や
意
地
悪
く
暴
露
、
戯
画
化
し
た
、
剽
軽
で
図
々
し

く
、
辛
辣
で
愛
嬌
の
あ
る
そ
の
作
品
の
ト
オ
ン
が
、
何
よ
り
も
現
代
人
の
嗜

好
に
投
じ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
然
る
に
、
か
う
い
ふ
ト
オ
ン
は
、
作
者
の
稟
質
に
も
よ
る
の
だ
が
、
こ
れ

に
舞
台
的
生
命
感
を
盛
る
た
め
に
は
、
是
非
と
も
、
西
洋
劇
の
伝
統
た
る

「
心
理
的
リ
ズ
ム
」
の
演
技
化
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
日
本
劇
の
伝
統

に
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
心
理
的
要
素
は
な
く
、
従
つ
て
、
俳
優
の
心
理
表

現
は
、
単
純
で
類
型
的
な
の
で
あ
る
。

　
故
に
、
か
う
い
ふ
脚
本
を
上
演
す
る
場
合
、
日
本
の
俳
優
は
、
「
そ
の
ま

ま
で
は
」
使
へ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
井
上
ほ
ど
の
「
心
理
的
俳
優
」
で
さ
へ
、

主
人
公
ト
パ
ア
ズ
の
役
柄
を
、
彼
と
し
て
最
も
不
利
な
方
向
に
変
形
し
、
そ
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の
演
技
も
亦
、
こ
の
種
の
脚
本
に
あ
つ
て
最
も
避
く
べ
き
一
つ
の
型
に
陥
つ

て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
他
の
俳
優
に
至
つ
て
は
、
何
れ
も
、
白
せ
り
ふの
陰
翳
を
逸
し
、
思
ひ
き
り

そ
の
効
果
を
歪
め
て
ゐ
る
ば
か
り
で
な
く
、
各
人
物
の
性
格
か
ら
い
つ
て
も
、

名
前
は
同
じ
だ
が
原
作
に
な
い
や
う
な
人
物
に
な
つ
て
を
り
、
折
角
の
コ
ン

ト
ラ
ス
ト
を
台
な
し
に
し
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
私
は
、
こ
の
上
演
の
失
敗
を
、
誰
の
罪
に
帰
す
る
か
と
い
へ
ば
、
第
一
に

興
行
者
の
罪
に
帰
す
る
の
で
あ
る
が
、
な
ぜ
か
と
い
へ
ば
、
こ
れ
だ
け
「
信

用
の
で
き
る
」
作
品
を
手
に
入
れ
な
が
ら
、
こ
の
機
会
に
、
せ
め
て
、
原
作

を
完
全
に
近
く
活
か
す
手
段
を
講
じ
て
お
か
な
か
つ
た
の
が
抑
も
手
落
ち
だ

か
ら
で
あ
る
。
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そ
の
手
段
と
は
何
か
と
い
へ
ば
、
翻
案
者
に
十
分
の
時
間
を
与
へ
る
こ
と

が
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
次
に
、
配
役
に
一
層
の
考
慮
を
払
ふ
こ
と
が
そ
の

二
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
こ
の
「
超
国
境
的
な
」
脚
本
を
、
譬
へ

翻
案
に
し
ろ
、
あ
ま
り
に
「
因
襲
的
に
」
演や
ら
せ
す
ぎ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
今
日
、
商
業
劇
場
に
於
け
る
現
代
劇
の
破
綻
は
、
す
べ
て
こ
こ
に
源
を
発

し
て
ゐ
る
と
い
へ
る
。
現
代
劇
を
演
ず
る
俳
優
は
、
そ
の
姿
態
動
作
に
於
て
、

ち
つ
と
も
「
ハ
イ
カ
ラ
」
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
、
西
洋
劇
の
流
れ
を

汲
む
劇
的
伝
統
を
自
覚
し
、
そ
の
演
技
の
根
本
を
会
得
し
て
ゐ
な
く
て
は
な

ら
ぬ
。

　
脚
本
「
ト
パ
ア
ズ
」
は
、
他
の
意
味
で
は
兎
に
角
、
日
本
演
劇
の
現
在
に
、

一
つ
の
平
易
な
教
訓
を
垂
れ
る
も
の
で
あ
つ
た
の
だ
が
、
惜
し
い
こ
と
に
、
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今
度
の
舞
台
で
は
、
原
作
の
面
影
を
映
し
得
な
か
つ
た
。

　
恐
ら
く
、
俳
優
の
一
人
一
人
も
、
あ
の
作
品
を
演
じ
た
こ
と
に
よ
つ
て
、

新
し
い
何
も
の
を
も
学
び
得
る
に
至
ら
な
か
つ
た
ら
う
。
罪
は
、
飽
く
ま
で

も
興
行
者
に
あ
る
。

　
し
か
し
、
俳
優
の
う
ち
、
一
人
で
も
、
時
代
と
倶
に
歩
ま
う
と
す
る
も
の

が
あ
つ
た
ら
、
劇
作
家
た
る
も
の
、
ま
だ
ま
だ
、
仕
甲
斐
の
あ
る
仕
事
は
あ

る
と
思
ふ
。
劇
壇
暗
黒
を
嘆
ず
る
代
り
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
先
づ
、
独
り
、

明
る
み
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
（
一
九
三
一
・
七
）
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