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一
　
二
つ
の
角
度

「
演
劇
と
政
治
」
と
い
ふ
題
目
を
与
へ
ら
れ
た
が
、
私
は
「
演
劇
」
に
つ
い

て
語
り
得
る
ほ
ど
「
政
治
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
然
、
こ

の
一
文
は
、
演
劇
と
政
治
と
の
関
係
を
、
「
政
治
」
の
側
か
ら
で
な
く
、

「
演
劇
」
の
立
場
か
ら
述
べ
る
こ
と
に
な
る
と
思
ふ
。

　
し
か
し
、
「
政
治
」
な
る
も
の
の
概
念
が
、
近
頃
で
は
少
し
づ
つ
「
わ
が

国
の
か
く
あ
る
べ
き
政
治
」
の
概
念
に
引
戻
さ
れ
て
来
た
や
う
で
あ
る
し
、

さ
う
な
れ
ば
、
政
治
技
術
の
面
で
は
と
も
か
く
、
常
識
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ

の
思
考
の
範
囲
で
、
い
く
ら
か
の
意
見
も
た
て
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
し
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て
、
こ
の
新
し
い
、
或
は
正
し
い
政
治
理
念
の
も
と
に
お
い
て
は
、
国
民
全

体
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
大
政
を
翼
賛
し
奉
る
意
味
に
於
て
、
政
府
の
施
策
に
協

力
し
、
そ
の
正
し
き
運
営
を
推
進
す
る
の
が
今
日
当
然
の
本
分
と
さ
れ
て
ゐ

る
の
だ
か
ら
、
私
が
、
単
に
、
「
演
劇
人
」
の
資
格
で
「
政
治
」
を
論
ず
る

だ
け
で
な
く
、
国
民
の
一
人
と
し
て
、
即
ち
、
日
本
国
家
の
広
義
の
政
治
活

動
を
僅
か
な
が
ら
で
も
分
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
一
臣
民
と
し
て
、
政
治
機

構
全
体
を
頭
に
お
き
な
が
ら
、
「
演
劇
」
と
い
ふ
一
分
野
に
眼
を
注
ぐ
と
い

ふ
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
た
だ
こ
こ
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
二
つ
の
異
つ
た
角
度
が
、
こ
の
一

文
の
焦
点
を
極
め
て
曖
昧
に
し
さ
う
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

「
政
治
」
と
い
ふ
複
雑
広
汎
な
領
域
、
そ
の
対
象
た
る
国
民
生
活
の
全
体
、
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軍
事
、
外
交
、
貿
易
等
を
含
め
た
国
家
活
動
の
綜
合
機
構
の
な
か
で
、
「
演

劇
」
と
い
ふ
一
文
化
部
門
は
、
そ
も
そ
も
ど
れ
ほ
ど
の
位
置
を
占
め
て
ゐ
る

で
あ
ら
う
。
そ
の
割
合
を
数
字
的
に
示
す
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
困
難
で
あ
る
が
、

近
代
の
分
化
作
用
が
政
治
の
面
に
あ
ら
は
れ
た
現
象
を
み
て
も
、
演
劇
が
演

劇
と
し
て
、
政
治
的
に
重
要
な
課
題
と
な
つ
た
例
は
殆
ど
な
い
。
常
に
そ
れ

は
、
風
教
取
締
の
上
の
一
手
段
で
あ
つ
た
り
、
都
市
災
害
防
止
の
一
考
慮
事

項
で
あ
つ
た
り
す
る
に
過
ぎ
ず
、
せ
い
ぜ
い
、
社
会
教
育
的
見
地
か
ら
す
る

芸
術
政
策
の
局
部
的
現
れ
と
し
て
、
時
に
は
国
家
的
補
助
が
与
へ
ら
れ
る
く

ら
ゐ
の
も
の
で
あ
つ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
演
劇
」
の
側
か
ら
「
政
治
」
と
い
ふ
も
の
を
み
る
と
、
こ

れ
は
ま
た
常
に
巨
大
な
圧
力
で
あ
り
、
そ
の
一
顰
一
笑
に
神
経
を
尖
ら
し
、
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遂
に
は
、
被
害
妄
想
の
症
状
を
呈
す
る
に
至
る
の
で
あ
つ
て
、
か
く
の
如
き

は
正
に
、
演
劇
自
ら
演
劇
を
滅
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
ま

で
の
実
情
が
こ
の
通
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
演
劇
」
に
関
係
す
る
も
の
の

立
場
か
ら
、
「
政
治
」
に
対
し
て
何
か
を
求
め
、
演
劇
自
体
の
発
展
の
た
め

に
、
「
政
治
」
の
理
想
を
説
く
と
い
ふ
こ
と
は
、
や
や
も
す
れ
ば
、
陳
情
の

類
と
な
り
、
第
三
者
か
ら
は
、
我
田
引
水
の
そ
し
り
を
免
れ
得
な
い
で
あ
ら

う
。
な
ぜ
な
ら
、
演
劇
に
つ
い
て
云
へ
る
こ
と
は
、
多
か
れ
少
か
れ
、
そ
の

他
の
芸
術
全
体
に
つ
い
て
も
云
へ
る
こ
と
で
あ
り
、
な
ほ
観
方
に
よ
つ
て
は
、

文
化
機
構
の
全
般
に
つ
い
て
、
例
へ
ば
、
教
育
と
か
宗
教
と
か
、
出
版
と
か
、

保
健
衛
生
と
か
、
眼
に
見
え
る
或
は
見
え
ざ
る
現
代
の
風
俗
と
か
、
悉
く
、

演
劇
と
同
様
、
根
本
に
於
て
、
「
か
く
あ
る
べ
き
政
治
」
と
の
遊
離
を
感
ぜ
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し
め
ざ
る
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
演
劇
の
み
が
特
に
不
遇
を
な

ら
し
、
し
か
も
ほ
か
の
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
と
い
ふ
風
な
調
子
で
「
政
治
」

に
呼
び
か
け
、
何
か
優
先
的
に
特
権
を
獲
よ
う
と
し
て
ゐ
る
か
の
如
く
見
え

る
か
ら
で
あ
る
。

　
政
治
全
体
が
正
し
く
、
強
力
に
、
少
く
と
も
国
家
の
品
位
と
国
民
の
矜
り

と
を
基
礎
と
し
て
築
き
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
演
劇
だ
け
が
ど
う
な
る
も
の

で
も
な
く
、
ま
た
、
文
化
領
域
一
般
の
水
準
が
高
ま
る
時
で
な
け
れ
ば
、
演

劇
の
み
が
他
の
も
の
を
後
へ
に
健
全
な
発
達
を
遂
げ
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と

は
望
み
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
か
う
い
ふ
観
点
か
ら
、
私
は
、
日
本
の
演
劇
が
、
従
来
の
政
治
と
如
何
な

る
関
係
に
於
て
発
展
し
、
「
新
し
い
政
治
」
が
、
演
劇
を
如
何
な
る
目
標
へ
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導
く
べ
き
か
と
い
ふ
こ
と
、
更
に
、
演
劇
そ
の
も
の
は
、
国
民
生
活
の
精
神

的
栄
養
と
し
て
、
日
本
の
繁
栄
に
如
何
に
寄
与
す
べ
き
か
と
い
ふ
こ
と
な
ど

に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
二
　
封
建
政
治
と
演
劇

　
演
劇
は
あ
ら
ゆ
る
民
族
の
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
形
態
か
ら
独
自
の
表
現
を
生

み
だ
し
た
と
云
へ
る
が
、
そ
の
発
生
の
起
源
は
凡
て
宗
教
的
行
事
と
結
び
つ

い
た
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
従
つ
て
、
古
代
希
臘
の
如
き
都
市
国
家
の
政
治

は
、
民
衆
の
集
団
生
活
に
向
つ
て
多
く
の
注
意
が
払
は
れ
、
単
に
宗
教
が
そ

の
生
活
の
中
に
於
て
占
め
て
ゐ
る
領
域
が
大
き
い
と
い
ふ
理
由
か
ら
だ
け
で
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な
く
、
祭
典
的
な
催
し
は
一
種
行
政
的
企
画
の
相
貌
を
呈
し
て
ゐ
る
や
う
に

み
え
る
。
か
う
い
ふ
国
家
に
あ
つ
て
は
、
勢
ひ
、
祭
典
の
重
要
な
部
分
と
し

て
の
演
劇
公
演
も
、
単
に
、
当
局
の
「
取
締
」
と
い
ふ
や
う
な
形
で
政
治
の

手
が
こ
れ
に
伸
び
て
は
ゐ
な
い
。
そ
れ
は
既
に
「
利
用
」
で
す
ら
も
な
い
の

で
あ
る
。

　
こ
れ
に
反
し
て
、
中
世
以
降
の
欧
洲
各
国
で
は
、
や
う
や
く
、
封
建
的
な

専
制
政
治
が
軌
道
に
乗
り
は
じ
め
、
王
侯
の
権
力
と
民
衆
の
神
話
と
が
縁
を

切
り
、
社
会
的
階
級
が
上
下
共
通
の
生
活
と
感
情
と
を
絶
滅
さ
せ
た
。
か
か

る
時
代
に
於
て
、
演
劇
は
民
衆
の
被
治
者
と
し
て
の
心
理
を
反
映
し
、
政
治

が
民
衆
の
欲
求
を
制
限
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
演
劇
は
反
撥
し
、
ふ
て
腐
れ
、

卑
屈
と
な
つ
た
。
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た
ま
た
ま
、
演
劇
を
愛
す
る
王
侯
に
よ
つ
て
、
作
家
、
俳
優
な
ど
の
一
部

が
個
人
的
な
好
遇
を
受
け
、
そ
の
こ
と
が
演
劇
の
隆
昌
と
錬
磨
に
役
立
つ
た

こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
演
劇
そ
の
も

の
の
本
質
的
向
上
を
齎
し
た
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
あ
る
意
味
に
於
け
る
演

劇
の
不
健
全
性
が
そ
こ
に
胚
胎
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
モ
リ
エ
ー
ル
の
如

き
大
作
家
で
す
ら
、
そ
の
作
品
の
多
く
に
い
く
ら
か
の
媚
態
と
有
閑
性
を
の

ぞ
か
せ
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。

　
一
般
に
演
劇
に
加
へ
ら
れ
る
非
難
は
、
当
時
か
ら
既
に
各
所
に
現
は
れ
て

ゐ
た
。
主
と
し
て
、
宗
教
の
立
場
か
ら
で
あ
つ
た
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
演

劇
が
嘗
て
密
接
な
関
係
に
あ
つ
た
宗
教
か
ら
離
れ
、
そ
の
教
義
を
無
視
し
、

そ
の
風
習
に
従
は
な
い
と
い
ふ
理
由
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
権
勢
と
結
び
つ
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い
た
聖
職
者
の
い
く
ぶ
ん
偽
善
的
な
趣
味
と
、
演
劇
自
体
の
も
つ
可
な
り
露

悪
的
な
傾
向
と
の
摩
擦
で
あ
つ
た
。
俳
優
は
、
次
第
に
、
社
会
か
ら
特
別
な

眼
を
も
つ
て
視
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
。
愛
さ
れ
つ
つ
軽
ん
ぜ
ら
れ
る
と
い

ふ
結
果
は
、
俳
優
に
も
世
間
に
も
罪
は
あ
つ
た
が
、
主
と
し
て
、
政
治
的
権

力
が
こ
れ
を
遇
す
る
そ
の
方
法
に
大
半
の
罪
が
あ
つ
た
と
云
へ
る
で
あ
ら
う
。

　
わ
が
国
に
於
て
は
、
能
狂
言
が
主
と
し
て
貴
族
乃
至
武
家
階
級
の
、
歌
舞

伎
が
主
と
し
て
民
衆
の
生
活
を
地
盤
と
し
て
発
展
し
、
今
日
の
内
容
と
形
式

が
整
へ
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

　
能
楽
は
文
字
通
り
権
勢
の
庇
護
の
下
に
育
成
さ
れ
、
比
較
的
高
い
教
養
と

洗
錬
さ
れ
た
趣
味
を
反
映
し
、
指
導
階
級
と
し
て
の
威
信
と
自
己
批
判
と
に

常
に
応
へ
つ
つ
、
あ
の
荘
重
、
幽
玄
、
高
雅
、
鷹
揚
、
闊
達
、
と
い
ふ
や
う
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な
雰
囲
気
を
創
造
す
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
が
、
歌
舞
伎
に
至
つ
て
は
、
世

態
人
情
の
詩
的
な
描
写
と
、
庶
民
道
徳
の
熱
烈
な
鼓
吹
と
が
、
卑
近
で
は
あ

る
が
巧
緻
を
極
め
た
舞
台
技
術
と
相
俟
つ
て
渾
然
た
る
劇
的
美
を
確
立
す
る

に
至
つ
た
と
は
云
へ
、
そ
の
美
の
要
素
た
る
や
、
あ
く
ま
で
も
、
封
建
治
下

に
於
け
る
市
井
人
の
生
活
感
情
に
根
ざ
し
、
侠
気
、
意
地
、
忍
従
、
犠
牲
、

隠
遁
、
復
讐
、
な
ど
の
心
理
的
色
調
を
主
と
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
も
察
せ
ら

れ
る
通
り
、
厳
粛
だ
と
す
れ
ば
苛
酷
に
過
ぎ
、
倫
理
的
だ
と
す
れ
ば
普
遍
性

を
欠
き
、
そ
の
優
雅
繊
細
も
、
豪
快
洒
脱
も
、
常
に
ど
こ
と
な
く
反
抗
と
見

栄
と
耽
溺
と
を
気
分
と
し
て
の
ぞ
か
せ
て
ゐ
る
こ
と
は
争
は
れ
な
い
。

　
歌
舞
伎
は
も
と
よ
り
民
衆
の
慰
楽
と
し
て
生
れ
た
。
民
衆
の
求
め
る
も
の
、

民
衆
の
手
に
よ
つ
て
作
り
得
る
も
の
の
す
べ
て
が
、
概
ね
何
ら
か
の
形
で
そ
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こ
に
盛
ら
れ
て
ゐ
た
。
幕
府
政
治
が
、
よ
し
下
層
民
衆
を
無
力
視
し
て
ゐ
た

に
も
せ
よ
、
社
会
現
象
と
し
て
の
都
市
演
劇
の
動
向
に
無
関
心
な
筈
は
な
か

つ
た
。
演
劇
に
対
す
る
多
く
の
禁
令
が
こ
れ
を
証
明
し
て
ゐ
る
。
禁
令
そ
の

も
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
行
政
的
処
置
の
一
端
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
が
、
か
か

る
禁
令
を
発
す
る
に
至
つ
た
動
機
は
、
そ
の
当
否
は
別
と
し
て
、
そ
の
時
代

に
於
け
る
演
劇
の
実
情
と
為
政
者
の
演
劇
な
る
も
の
に
対
す
る
根
本
態
度
と

を
窺
ふ
に
足
る
も
の
だ
と
思
ふ
。

　
先
づ
日
本
演
劇
の
起
源
と
発
達
の
径
路
と
を
た
づ
ね
、
こ
の
間
に
於
け
る

政
治
と
の
交
渉
を
詳
さ
に
調
べ
て
見
る
こ
と
は
、
今
日
の
演
劇
の
在
り
方
を

理
解
す
る
ひ
と
つ
の
道
に
違
ひ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
こ
の
小
論
の
企
て

及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
つ
て
、
ご
く
お
ほ
ざ
つ
ぱ
に
、
演
劇
史
上
の
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記
録
を
拾
つ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
平
安
朝
の
末
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
田
楽
と
呼
ば
れ
る
演
芸
（
田
植

の
時
に
農
村
で
行
は
れ
た
慰
安
行
事
が
も
と
の
起
り
で
、
こ
れ
が
神
事
や
仏

事
の
余
興
と
し
て
広
く
用
ひ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
）
が
わ
が
国
に
於
け
る

演
劇
の
最
も
原
始
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
北
条
高
時
は
こ
れ
を
非
常
に
愛
好

し
、
特
別
な
庇
護
を
加
へ
、
自
ら
も
舞
台
に
立
つ
と
い
ふ
熱
心
ぶ
り
で
あ
つ

た
と
伝
へ
ら
れ
る
。
当
時
、
京
都
の
四
条
河
原
に
大
仕
掛
の
勧
進
田
楽
が
催

さ
れ
、
観
衆
が
殺
到
し
て
遂
に
桟
敷
が
落
ち
、
多
数
の
死
傷
者
を
出
し
た
。

劇
場
施
設
に
対
す
る
為
政
者
の
注
意
が
恐
ら
く
こ
の
頃
か
ら
払
は
れ
た
ら
う

と
推
察
さ
れ
る
。
田
楽
と
前
後
し
て
、
猿
楽
な
る
も
の
の
発
達
を
み
た
。
こ

れ
は
今
日
の
能
楽
の
前
身
と
も
云
ふ
べ
き
も
の
で
、
大
和
春
日
神
社
の
御
事
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を
勤
め
て
ゐ
た
猿
楽
四
座
の
う
ち
、
観
世
家
は
特
に
そ
の
道
の
天
才
を
生
ん

だ
が
、
将
軍
足
利
義
満
の
保
護
に
よ
つ
て
内
容
形
式
と
も
に
整
つ
た
芸
術
に

ま
で
成
長
し
た
の
で
あ
る
。
か
う
し
て
猿
楽
は
室
町
将
軍
家
の
式
楽
に
採
用

さ
れ
、
遂
に
貴
族
武
家
階
級
の
専
用
娯
楽
と
な
つ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

　
猿
楽
は
も
と
滑
稽
な
所
作
、
猥
雑
な
筋
を
演
ず
る
も
の
で
あ
つ
た
が
、
貴

族
武
家
の
生
活
、
趣
味
に
合
致
す
る
や
う
次
第
に
洗
錬
を
経
た
の
で
あ
つ
て
、

そ
の
間
、
一
は
能
の
厳
粛
典
雅
な
悲
劇
的
典
型
と
、
一
は
滑
稽
洒
脱
な
狂
言

の
喜
劇
的
典
型
と
に
分
れ
て
今
日
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
豊
臣
秀
吉
の
時
代
に
は
、
京
の
四
条
河
原
附
近
に
は
、
諸
種
の
演
芸
興
行

物
の
集
中
を
み
た
。
慶
長
年
間
、
出
雲
大
社
の
巫
女
阿
国
が
歌
舞
伎
踊
を
演

じ
た
の
が
近
世
歌
舞
伎
劇
の
起
源
だ
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
歌
舞
伎
踊
は
ま
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だ
劇
の
形
式
に
整
へ
ら
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
が
、
と
に
か
く
、
そ
の
人
気
は
日

本
全
国
に
及
び
、
見
物
の
群
衆
が
殺
気
立
つ
て
刃
傷
沙
汰
ま
で
惹
き
起
し
た

の
で
、
遂
に
、
寛
永
の
中
頃
、
法
令
に
よ
つ
て
厳
禁
さ
れ
た
と
い
ふ
記
録
が

あ
る
。

　
女
歌
舞
伎
禁
令
後
に
栄
え
た
の
は
、
美
少
年
を
主
役
と
す
る
若
衆
歌
舞
伎

で
あ
る
。
こ
れ
が
ま
た
同
様
に
俗
衆
の
好
み
に
投
じ
、
弊
害
も
自
ら
生
じ
た

の
で
、
一
度
は
禁
止
と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
た
が
、
法
の
力
を
以
て
し
て
も
到

底
抑
へ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
い
つ
か
禁
が
解
か
れ
て
、
京
、
大
阪
、
江
戸
に
、

そ
れ
ぞ
れ
い
く
つ
か
の
劇
場
が
開
か
れ
た
。
多
く
は
遊
里
を
題
材
と
し
た
も

の
で
、
わ
が
歌
舞
伎
劇
の
色
調
は
既
に
こ
の
頃
か
ら
顕
著
と
な
つ
た
。

　
将
軍
義
政
の
頃
、
浄
瑠
璃
節
と
い
ふ
の
が
起
り
、
永
禄
年
間
三
味
線
が
渡
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来
す
る
と
同
時
に
、
こ
の
二
者
が
合
体
し
、
更
に
、
慶
長
に
入
つ
て
、
操
り

人
形
の
発
達
と
共
に
、
浄
瑠
璃
操
り
の
発
生
を
み
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と

既
に
演
劇
と
し
て
の
形
態
を
整
へ
て
ゐ
た
歌
舞
伎
と
の
交
流
が
今
日
の
歌
舞

伎
劇
な
の
で
あ
つ
て
、
近
松
門
左
衛
門
は
こ
の
機
運
を
作
つ
た
偉
大
な
先
駆

者
で
あ
る
。

　
徳
川
期
は
既
に
歌
舞
伎
劇
の
完
成
時
代
で
あ
る
。
元
禄
年
間
で
は
、
歌
舞

伎
は
主
と
し
て
傾
城
何
々
と
題
す
る
遊
里
趣
味
の
も
の
か
、
然
ら
ざ
る
も
の

も
、
遊
女
を
登
場
せ
し
め
な
け
れ
ば
見
物
が
承
知
せ
ぬ
と
い
ふ
風
潮
で
あ
つ

た
。

　
元
禄
時
代
は
内
外
と
も
に
平
穏
無
事
な
時
代
、
即
ち
幕
府
の
基
礎
は
確
立

し
、
鎖
国
に
よ
つ
て
対
外
関
係
は
小
康
を
保
ち
、
江
戸
の
殷
盛
は
経
済
的
に
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も
一
種
の
好
景
気
を
齎
し
た
時
代
で
あ
つ
た
。
か
か
る
平
和
は
勢
ひ
民
心
を

弛
緩
せ
し
め
ず
に
は
お
か
ぬ
。
い
は
ゆ
る
元
禄
の
華
美
な
風
俗
を
生
み
、
士

道
は
地
に
落
ち
、
仇
討
が
す
た
れ
て
心
中
が
流
行
す
る
と
い
ふ
や
う
な
現
象

が
目
立
つ
て
ゐ
る
。

　
若
衆
歌
舞
伎
が
禁
止
さ
れ
た
の
は
少
し
遡
つ
て
承
応
元
年
の
こ
と
で
あ
る

が
、
そ
れ
以
来
、
演
劇
的
興
行
に
対
す
る
政
令
の
干
渉
は
、
殆
ど
枚
挙
す
る

遑
が
な
い
く
ら
ゐ
で
あ
る
。

　
参
考
の
た
め
に
そ
の
主
な
る
も
の
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
明
暦
元
年
五
月
　
　
「
跡
々
よ
り
御
法
度
の
通
り
、
狂
言
尽
し
（
俳
優
の

　
　
こ
と
）
大
名
屋
敷
方
へ
呼
候
共
伺
公
仕
り
ま
じ
く
、
衣
裳
結
構
な
る
も
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の
着
せ
ま
じ
く
、
其
の
上
、
「
人
多
に
奢
り
た
る
狂
言
仕
り
ま
じ
く
」

　
　
「
狂
言
尽
し
の
者
、
仮
令
一
両
人
御
屋
敷
方
へ
呼
候
共
、
罷
越
し
、
島

　
　
原
の
真
似
（
傾
城
買
ひ
の
こ
と
）
仕
る
ま
じ
く
」
云
々
。

　
同
、
四
年
正
月
　
　
女
方
の
鬘
及
附
け
髪
を
用
ふ
る
こ
と
を
禁
止
、
諸
芝

　
　
居
へ
島
原
狂
言
を
仕
組
み
、
傾
城
の
真
似
す
る
こ
と
を
禁
ず
。

　
同
、
八
年
三
月
　
　
役
者
の
衣
類
は
絹
、
紬
、
木
棉
、
舞
台
に
て
は
平
島
、

　
　
二
重
、
紬
た
る
べ
く
、
紺
屋
染
物
、
紫
裏
、
紫
頭
巾
、
繍
類
、
一
切
を

　
　
禁
ず
。
野
郎
（
青
年
俳
優
の
こ
と
）
舞
台
を
了
り
て
奉
公
人
（
武
士
の

　
　
こ
と
）
と
出
会
ふ
べ
か
ら
ず
、
百
姓
町
人
た
り
と
も
参
会
長
座
す
べ
か

　
　
ら
ず
。

　
延
宝
六
年
三
月
　
　
「
役
者
共
、
武
家
方
並
町
方
等
へ
罷
越
し
、
長
居
致
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候
上
、
一
泊
致
候
旨
も
有
之
や
に
相
聞
え
、
以
て
の
外
に
付
、
以
来
は

　
　
被
招
候
と
も
一
切
相
越
申
ま
じ
く
」
「
役
者
住
居
の
儀
も
、
堺
町
、
葺

　
　
屋
町
、
木
挽
町
、
最
寄
に
住
居
致
し
、
但
素
人
家
に
同
居
は
不
相
成
、

　
　
又
他
業
の
者
を
同
居
に
差
置
申
間
敷
」
と
命
ぜ
ら
る
。

　
同
、
十
二
年
二
月
　
　
青
年
俳
優
の
外
出
を
厳
禁
す
。

　
元
禄
二
年
五
月
　
　
江
戸
中
の
野
郎
残
ら
ず
鬢
の
厚
さ
五
分
に
剃
下
し
、

　
　
早
々
御
番
所
へ
出
で
、
御
眼
に
か
け
べ
き
こ
と
。

　
同
、
十
六
年
二
月
　
　
時
事
を
劇
に
演
ず
る
こ
と
を
禁
ぜ
ら
る
（
前
年
赤

　
　
穂
義
士
の
討
入
あ
り
）
。

　
正
徳
三
年
五
月
　
　
興
行
の
夜
に
入
る
を
禁
ぜ
ら
る
。
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以
上
は
八
代
将
軍
吉
宗
が
職
に
つ
く
ま
で
の
無
数
の
禁
令
中
か
ら
目
ぼ
し

い
も
の
を
拾
ひ
あ
げ
た
に
過
ぎ
ぬ
が
、
し
か
も
こ
れ
は
江
戸
に
限
り
、
京
、

大
阪
が
同
様
な
干
渉
を
受
け
て
ゐ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
れ
ら
の

禁
令
に
触
れ
て
所
罰
を
受
け
た
も
の
の
う
ち
、
獄
に
投
ぜ
ら
れ
た
も
の
も
多

数
あ
る
。
な
か
で
も
、
武
家
の
妻
女
、
ま
た
は
召
使
と
の
間
に
生
じ
た
事
件

が
度
々
世
間
を
騒
が
せ
、
か
の
七
代
将
軍
家
継
の
時
、
奥
女
中
絵
の
島
が
生

島
新
五
郎
な
る
俳
優
と
懇
ろ
で
あ
つ
た
科
で
、
両
者
と
も
流
罪
に
処
せ
ら
れ
、

絵
の
島
の
兄
平
左
衛
門
は
責
任
者
と
し
て
死
罪
を
申
渡
さ
れ
た
こ
と
は
有
名

な
話
で
あ
る
。

　
そ
れ
以
後
、
更
に
、
寛
政
年
間
に
於
け
る
松
平
定
信
の
内
閣
、
及
び
天
保

の
水
野
忠
邦
の
内
閣
は
、
演
劇
取
締
の
点
に
か
け
て
も
厳
格
を
極
め
た
。
即
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ち
、
松
平
内
閣
は
、
俳
優
の
華
美
贅
沢
を
戒
め
る
と
同
時
に
、
俳
優
の
住
居

が
名
実
と
も
「
外
よ
り
見
通
し
候
や
う
可
致
」
と
命
じ
、
盗
賊
の
宝
蔵
へ
忍

入
る
事
件
を
取
扱
つ
た
脚
本
を
上
演
禁
止
し
、
俳
優
の
給
金
規
定
を
設
け
、

劇
場
の
事
務
員
を
制
限
し
、
旅
興
行
を
許
可
制
と
し
、
一
方
、
俳
優
に
対
す

る
興
行
者
の
義
務
を
明
か
に
し
て
、
虐
待
と
搾
取
に
対
す
る
保
護
を
加
へ
た
。

次
い
で
、
水
野
内
閣
に
至
つ
て
、
将
軍
家
慶
の
時
代
に
、
劇
場
の
火
災
防
止

上
危
険
な
る
こ
と
、
及
び
風
教
上
悪
影
響
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
ま
つ

た
く
こ
れ
を
廃
止
す
る
か
、
地
方
の
一
隅
へ
移
転
せ
し
め
る
か
し
よ
う
と
い

ふ
議
さ
へ
あ
り
、
天
保
十
三
年
七
月
、
遂
に
、
俳
優
は
四
季
を
問
は
ず
深
編

笠
を
着
て
で
な
け
れ
ば
外
出
罷
り
な
ら
ぬ
と
い
ふ
布
令
が
出
た
。
ま
た
、
草

双
紙
、
錦
絵
類
に
役
者
の
似
顔
絵
を
描
く
こ
と
が
禁
止
さ
れ
、
劇
場
建
築
に
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大
さ
の
制
限
が
設
け
ら
れ
る
等
、
禁
令
禁
止
相
次
ぐ
有
様
で
、
そ
れ
に
つ
れ

て
、
俳
優
の
或
は
追
放
に
処
せ
ら
れ
、
或
は
住
居
を
取
毀
さ
れ
、
或
は
手
鎖

を
は
め
ら
れ
、
殊
に
罰
金
の
刑
に
科
せ
ら
れ
る
も
の
な
ど
、
殆
ど
寧
日
な
き

ほ
ど
で
あ
つ
た
。

　
従
つ
て
、
歌
舞
伎
は
良
家
の
子
女
の
足
を
踏
入
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と

い
ふ
通
念
が
で
き
、
裏
面
に
於
て
は
、
貴
族
も
武
士
も
常
に
劇
場
に
出
入
し
、

俳
優
と
交
際
し
て
ゐ
る
も
の
も
あ
つ
た
が
、
公
に
は
こ
れ
は
赦
す
べ
か
ら
ざ

る
こ
と
で
あ
つ
た
。
紀
州
侯
の
令
嬢
が
あ
る
日
芝
居
小
屋
を
ち
よ
つ
と
の
ぞ

い
た
と
い
ふ
事
実
が
発
覚
し
、
令
嬢
は
国
許
へ
幽
閉
、
供
の
侍
は
切
腹
仰
せ

付
け
ら
れ
る
と
い
ふ
騒
ぎ
ま
で
持
ち
上
つ
た
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
徳
川
幕
府
が
演
劇
興
行
を
取
締
る
た
め
発
し
た
法
令
は
、
結
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局
、
奢
侈
及
び
淫
靡
な
る
風
潮
が
社
会
に
及
ぼ
す
影
響
を
考
慮
し
た
も
の
で

あ
り
、
そ
の
主
旨
た
る
や
当
然
、
首
肯
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
具
体
的

に
そ
れ
ら
の
禁
令
の
実
施
さ
れ
た
結
果
を
み
る
と
、
今
日
の
歌
舞
伎
劇
の
不

自
然
な
特
色
は
、
多
く
は
、
そ
こ
に
由
来
す
る
こ
と
が
明
か
に
な
る
の
で
あ

る
。

　
第
一
に
、
俳
優
が
一
般
社
会
と
全
く
遊
離
し
た
生
活
を
営
ま
ざ
る
を
得
な

か
つ
た
こ
と
、
従
つ
て
、
そ
れ
だ
け
変
態
的
な
生
活
感
情
及
び
風
習
を
身
に

つ
け
て
し
ま
つ
た
こ
と
。

　
第
二
に
、
俳
優
は
下
賤
な
る
職
業
な
り
と
の
印
象
を
強
く
世
間
に
与
へ
た

こ
と
。
い
は
ゆ
る
「
河
原
乞
食
」
ま
た
は
「
河
原
者
」
と
し
て
社
会
よ
り
蔑

視
さ
れ
る
や
う
に
仕
向
け
た
と
さ
へ
云
へ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
時
に
、
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日
本
演
劇
の
品
位
を
下
落
せ
し
め
、
低
俗
な
娯
楽
物
の
域
に
止
ま
ら
せ
た
こ

と
に
も
な
る
。

　
第
三
に
、
演
劇
が
本
来
も
つ
歴
史
及
び
時
事
に
関
す
る
啓
蒙
の
役
割
を
ま

つ
た
く
放
棄
し
、
徒
ら
に
事
件
の
興
味
を
追
ふ
筋
本
位
の
も
の
と
な
つ
た
こ

と
。
即
ち
、
現
在
の
人
名
を
使
用
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
の
は
ま
だ
よ
い
と
し

て
、
歴
史
的
意
義
を
も
つ
社
会
の
出
来
事
を
絶
対
に
脚
色
さ
せ
な
か
つ
た
こ

と
は
、
例
へ
ば
赤
穂
義
士
の
事
件
を
足
利
時
代
と
し
た
り
、
家
康
を
北
条
時

政
と
し
た
り
し
て
、
民
衆
が
あ
る
程
度
こ
れ
を
推
知
す
る
に
委
せ
は
し
た
が
、

勢
ひ
実
感
に
訴
へ
る
力
が
弱
め
ら
れ
、
演
劇
は
そ
れ
だ
け
架
空
の
物
語
と
い

ふ
印
象
を
与
へ
る
に
過
ぎ
な
い
や
う
に
な
つ
た
。

　
階
級
制
度
が
社
会
秩
序
を
維
持
し
た
時
代
と
は
云
へ
、
国
民
の
大
多
数
た
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る
庶
民
階
級
の
好
尚
が
、
か
か
る
政
治
の
下
に
如
何
に
方
向
づ
け
ら
れ
、
如

何
に
伸
び
育
つ
で
あ
ら
う
。
幸
に
し
て
わ
が
民
族
の
恵
ま
れ
た
る
資
質
は
、

如
何
な
る
条
件
の
下
に
於
て
も
、
営
々
と
し
て
美
の
創
造
を
怠
ら
ず
、
今
日
、

世
界
演
劇
を
通
じ
て
最
も
驚
異
と
す
る
に
足
る
舞
台
の
一
形
式
を
完
成
し
た

の
で
あ
る
が
、
か
か
る
形
式
の
演
劇
が
徳
川
幕
府
の
政
治
　
　
延
い
て
は
、

そ
の
時
代
の
社
会
的
事
情
を
背
景
と
し
て
生
れ
た
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ

れ
ば
、
明
治
維
新
を
経
て
昭
和
の
現
代
に
至
る
ま
で
、
そ
の
政
治
的
革
新
も
、

社
会
的
進
化
も
、
歌
舞
伎
劇
に
対
し
て
は
微
々
た
る
作
用
を
及
ぼ
し
た
に
過

ぎ
ぬ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
民
衆
の
生
活
に
深
く
根
を
お
ろ
し
た
も
の
の
、

遂
に
抜
き
が
た
き
力
と
な
る
こ
と
か
く
の
如
く
で
あ
る
。
幕
府
政
治
は
滅
ん

だ
。
し
か
し
、
「
政
治
」
の
性
格
が
民
衆
に
示
す
相
貌
は
、
み
ん
な
が
思
ふ
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ほ
ど
変
つ
て
ゐ
な
い
と
こ
ろ
に
も
、
歌
舞
伎
劇
の
生
命
が
あ
る
の
か
も
知
れ

ぬ
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
私
は
、
や
は
り
歌
舞
伎
劇
の
力
と
美
が
、
わ
れ
わ
れ

の
祖
先
の
長
日
月
に
亙
り
、
求
め
、
創
り
、
磨
き
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
時

代
に
伝
へ
た
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
に
、
誇
り
と
親
し
み
と
感
動
と
を
覚
え
る

も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
三
　
近
代
国
家
と
演
劇
政
策

　
芸
術
家
が
一
般
に
芸
術
の
目
的
と
使
命
と
を
自
覚
し
、
意
識
的
に
「
高
い

芸
術
」
の
創
造
を
目
指
し
は
じ
め
た
の
は
、
い
は
ゆ
る
文
芸
復
興
か
ら
で
あ

り
、
国
家
も
亦
、
政
策
と
し
て
、
芸
術
諸
部
門
の
健
全
な
育
成
を
心
掛
け
る

27



に
至
つ
た
の
は
い
づ
れ
も
近
代
国
家
形
成
以
後
と
見
て
よ
か
ら
う
。
従
つ
て
、

芸
術
家
の
自
覚
と
、
国
家
の
配
慮
と
は
、
緊
密
な
関
係
を
も
つ
も
の
と
考
へ

ら
れ
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
十
七
世
紀
の
例
を
と
つ
て
み
て
も
、
ル
イ
十
四
世
の
国
家
統
一

と
国
威
発
揚
に
伴
ふ
賢
明
な
文
化
政
策
の
裏
面
に
は
、
宰
相
リ
シ
ュ
リ
ュ
ウ

の
学
識
と
烱
眼
が
あ
つ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
特
に
演
劇
方
面
に
於
け

る
黄
金
時
代
の
現
出
に
は
、
王
自
身
の
趣
味
に
よ
る
ほ
か
、
批
評
家
ボ
ア
ロ

オ
を
中
心
と
す
る
劇
詩
人
の
真
摯
な
古
典
主
義
運
動
が
、
演
劇
の
品
位
と
同

化
力
を
著
し
く
高
め
、
か
つ
、
王
を
し
て
何
を
な
し
、
何
を
な
す
べ
か
ら
ざ

る
か
を
は
つ
き
り
認
識
せ
し
め
得
た
こ
と
が
、
大
に
与
つ
て
力
あ
る
の
で
あ

る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
ル
イ
十
四
世
の
治
下
に
於
て
は
、
ま
だ
フ
ラ
ン
ス
古
典

劇
は
十
分
に
「
国
民
全
体
」
の
も
の
に
な
つ
て
は
ゐ
な
か
つ
た
。
国
立
劇
場

は
ま
だ
王
室
劇
場
の
実
質
を
脱
し
て
ゐ
ず
、
年
金
を
与
へ
ら
れ
て
ゐ
る
劇
作

家
も
亦
、
庶
民
の
た
め
に
書
く
と
い
ふ
よ
り
は
、
寧
ろ
宮
廷
人
士
を
観
客
と

し
て
予
想
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
モ
リ
エ
ー
ル
の
言
葉
と
し
て
、

「
余
は
〝
〔honne^tes
〕 hom

m
es

〞
の
た
め
に
喜
劇
を
作
る
」
と
い
ふ
意

味
の
宣
言
が
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
〔honne^tes

〕 hom
m

es 

と
は
、
こ
の

時
代
に
於
て
正
確
に
何
を
指
し
て
ゐ
る
か
私
に
は
わ
か
ら
ぬ
な
が
ら
、
お
よ

そ
、
「
素
姓
正
し
き
人
々
」
の
こ
と
を
云
つ
て
ゐ
る
ら
し
い
。
「
身
分
高
き

人
々
」
で
は
な
い
こ
と
を
特
に
明
か
に
し
た
も
の
で
、
そ
の
点
、
モ
リ
エ
ー

ル
の
言
葉
だ
け
に
、
多
分
に
時
代
の
風
潮
を
暗
示
し
て
ゐ
る
。
序
に
云
へ
ば
、
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モ
リ
エ
ー
ル
の
面
白
い
と
こ
ろ
は
、
劇
作
家
と
し
て
の
才
能
の
非
凡
以
外
に
、

王
の
寵
遇
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
寵
遇
の
故
に
却
つ
て
自
己
を
赤
裸
々
に
発
揮

し
、
王
の
側
近
た
り
と
も
容
赦
せ
ず
、
権
勢
の
代
表
た
る
貴
族
と
僧
侶
と
に

鋭
い
諷
刺
の
戈
を
向
け
た
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
私
は
為
政
者
の
考
慮
を
煩
は
し
た
い
こ
と
が
あ
る
。
わ
が
国
に
も

嘗
て
は
そ
の
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
か
か
る
諷
刺
を
受
け
た
当
の
貴

族
僧
侶
が
、
個
人
的
に
関
係
は
な
さ
さ
う
だ
と
い
ふ
理
由
で
、
苦
笑
し
な
が

ら
も
そ
の
舞
台
に
喝
采
を
送
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
図
で
あ
る
。
わ
が
国
の
狂
言

に
は
、
低
能
と
も
思
は
れ
る
大
名
が
屡
〻
登
場
す
る
が
、
こ
れ
は
、
作
者
が
、

殿
様
と
呼
ば
れ
る
階
級
の
世
情
に
通
ぜ
ざ
る
こ
と
を
戯
画
的
に
諷
刺
し
た
も

の
に
相
違
な
く
、
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
笑
劇
は
殿
様
連
中
の
好
み
に
最
も
適
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つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
見
物
中
に
機
嫌
を
損
じ
、
座
を
蹴
る
殿
様
が
ゐ
た
と

す
れ
ば
、
こ
れ
は
益
〻
誂
へ
向
き
の
狂
言
的
人
物
な
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
演
劇
の
魅
力
は
、
そ
れ
が
何
等
か
の
意
味
で
、
「
自
分
た
ち

の
生
活
」
の
再
現
で
あ
り
、
そ
の
中
に
、
新
し
い
自
分
、
か
く
さ
れ
て
ゐ
た

自
分
、
眠
つ
て
ゐ
た
自
分
を
ま
ざ
ま
ざ
と
生
き
た
姿
に
於
て
発
見
す
る
と
い

ふ
こ
と
で
あ
る
。
芸
術
的
陶
酔
と
と
も
に
自
己
浄
化
、
自
己
反
省
の
機
会
が

こ
こ
に
あ
る
。
演
劇
の
教
化
力
は
か
か
る
意
味
に
於
て
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
諷
刺
が
侮
辱
と
な
る
の
は
、
作
家
の
精
神
に
不
純
な
も
の
が
混
入
し
て
ゐ

る
時
で
あ
る
か
、
す
べ
て
の
諷
刺
を
侮
辱
と
解
す
る
の
は
、
観
る
も
の
の
精

神
が
幼
稚
で
あ
る
か
、
脆
弱
な
証
拠
で
あ
る
。
為
政
者
は
如
何
な
る
場
合
に
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も
か
か
る
精
神
の
厳
然
た
る
批
判
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。

　
演
劇
の
主
題
が
直
接
に
政
治
的
、
思
想
的
傾
向
を
帯
び
て
来
た
の
は
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
於
て
は
十
八
世
紀
の
い
は
ゆ
る
啓
蒙
時
代
を
迎
へ
て
か
ら
で
あ

る
。

　
ド
イ
ツ
に
於
て
は
、
ク
ラ
イ
ス
ト
、
シ
ル
ラ
ア
、
ゲ
ー
テ
の
出
現
に
よ
つ

て
真
に
国
民
的
な
る
演
劇
の
根
柢
が
築
か
れ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
あ
つ
て
は
、

社
会
思
想
的
に
劇
作
家
と
し
て
こ
の
時
代
を
代
表
す
る
も
の
は
ボ
オ
マ
ル
シ

ェ
一
人
で
あ
る
。
し
か
も
、
彼
は
、
「
フ
ィ
ガ
ロ
の
結
婚
」
の
一
作
に
よ
つ

て
、
革
命
の
先
駆
を
な
し
た
と
さ
へ
云
は
れ
る
。
新
興
階
級
の
意
気
と
情
熱

と
溌
剌
た
る
叡
智
と
を
示
す
こ
の
諷
刺
喜
劇
は
、
作
者
が
王
女
の
音
楽
教
師

で
あ
る
関
係
に
よ
つ
て
、
王
自
ら
の
手
で
公
演
前
の
検
閲
が
行
は
れ
た
。
不
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穏
当
を
理
由
と
し
て
却
下
さ
れ
る
こ
と
四
度
、
修
正
に
は
女
王
も
意
見
を
出

す
と
い
ふ
念
入
り
な
段
取
り
を
経
て
、
や
つ
と
上
演
許
可
に
な
つ
た
。
ル
イ

王
朝
は
既
に
そ
の
影
薄
く
、
時
代
転
換
の
前
夜
に
於
け
る
政
治
の
す
が
た
は

ま
こ
と
に
常
道
を
逸
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
フ
ィ
ガ
ロ
」
の
公
演
は
、
ル
イ

朝
最
後
の
王
の
為
政
者
と
し
て
の
英
断
を
語
る
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。
こ
の

喜
劇
は
、
果
し
て
民
衆
の
熱
狂
的
歓
呼
を
浴
び
、
社
会
的
動
乱
の
前
徴
を
如

実
に
示
し
た
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
演
劇
の
取
り
扱
は

れ
方
は
、
ほ
ぼ
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
つ
た
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
国
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
首
都
に
王
立
乃
至
国
立
劇
場
を
設

け
、
地
方
各
都
市
に
も
、
博
物
館
、
図
書
館
等
と
並
ん
で
、
公
設
の
劇
場
が

建
て
ら
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
れ
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
演
劇
の
国
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家
的
保
護
乃
至
助
成
を
意
味
し
、
延
い
て
、
民
衆
の
演
劇
的
教
養
に
健
全
な

軌
範
を
与
へ
、
国
民
文
化
の
粋
と
す
る
と
こ
ろ
を
普
く
内
外
に
誇
示
し
よ
う

と
す
る
意
図
に
出
た
も
の
で
あ
る
。
か
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
、
モ
ス
ク
ワ
攻
撃

の
陣
中
、
冬
将
軍
の
猛
威
を
前
に
し
て
惨
憺
た
る
策
戦
を
練
る
か
た
は
ら
、

巴
里
に
於
け
る
国
立
劇
場
コ
メ
デ
ィ
イ
・
フ
ラ
ン
セ
ェ
ズ
に
関
す
る
新
た
な

勅
令
を
発
布
し
た
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
点
か
ら
み
て
興
味
の
あ
る
こ
と
で
あ

り
、
「
モ
ス
ク
ワ
条
例
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
こ
の
一
片
の
法
文
に
は
、
文
化

史
的
に
重
要
な
意
義
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。

　
共
和
国
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
演
劇
政
策
は
、
四
、
五
の
国
立
劇
場
に
相
当

の
補
助
金
を
交
附
し
、
劇
場
専
属
の
俳
優
を
官
吏
待
遇
と
し
、
惜
し
み
な
く

劇
場
関
係
者
に
勲
章
を
与
へ
、
元
老
女
優
で
勲
一
等
に
叙
せ
ら
れ
た
も
の
も
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出
る
く
ら
ゐ
徹
底
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
が
、
な
に
し
ろ
、
既
に
こ
の
老
成

国
は
制
度
に
の
み
頼
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
官
立
の
演
劇
学
校
は
そ
の
「
伝
統
」

　
　
実
は
因
襲
の
故
に
天
才
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
て
ゐ
る
し
、

投
機
的
性
質
を
帯
び
た
商
業
劇
場
の
如
何
は
し
い
上
演
目
録
が
民
衆
の
人
気

を
浚
つ
て
も
、
そ
れ
は
手
の
施
し
や
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
と
に
も
か
く
に

も
、
フ
ラ
ン
ス
の
演
劇
政
策
は
現
在
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
的
性
格
の
も

つ
長
所
と
弱
点
と
に
左
右
せ
ら
れ
、
近
代
フ
ラ
ン
ス
劇
の
消
長
は
、
そ
の
演

劇
政
策
の
如
何
に
拘
ら
ず
、
ま
さ
に
国
民
的
自
覚
の
大
小
に
比
例
し
て
ゐ
る

と
云
つ
て
い
い
。

　
ド
イ
ツ
帝
国
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
点
、
フ
ラ
ン
ス
と
甚
だ
し
く
趣
を
異
に

し
て
ゐ
る
。
ド
イ
ツ
の
演
劇
政
策
は
、
フ
リ
ド
リ
ッ
ヒ
大
王
以
来
、
そ
の
一
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般
国
民
的
性
格
を
反
映
し
て
、
極
め
て
組
織
的
で
あ
り
、
計
画
的
で
あ
つ
た
。

元
来
ド
イ
ツ
人
は
フ
ラ
ン
ス
人
ほ
ど
に
演
劇
的
で
は
な
い
。
し
か
し
、
フ
ラ

ン
ス
人
よ
り
も
演
劇
的
訓
練
を
受
け
て
ゐ
る
。
ド
イ
ツ
に
於
て
は
、
演
劇
が

早
く
か
ら
政
治
の
面
に
結
び
つ
き
、
劇
場
の
多
く
は
公
の
機
関
と
し
て
の
性

質
を
帯
び
、
劇
芸
術
は
国
民
錬
成
の
具
と
し
て
、
教
練
、
音
楽
と
と
も
に
政

府
の
手
で
急
速
に
普
遍
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
ド
イ
ツ
ば
か
り
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
イ
タ
リ
ア

で
も
、
演
劇
が
社
会
教
育
的
に
利
用
さ
れ
、
例
へ
ば
国
立
劇
場
へ
は
父
兄
が

子
女
の
躾
け
の
た
め
に
彼
等
を
同
伴
す
る
と
い
ふ
や
う
な
風
は
屡
〻
見
ら
れ

な
い
こ
と
は
な
い
。
第
一
に
そ
こ
で
は
、
国
民
尊
崇
の
的
で
あ
る
古
典
的
劇

詩
人
の
傑
作
に
親
し
み
、
最
も
正
確
に
且
つ
巧
妙
に
話
さ
れ
る
国
語
の
美
し
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さ
を
会
得
し
、
最
後
に
、
教
養
あ
る
観
客
の
十
分
訓
練
さ
れ
た
観
劇
の
作
法

を
学
ぶ
の
で
あ
る
。

　
為
政
者
は
演
劇
を
か
く
の
如
く
利
用
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
同
時
に
、

演
劇
の
水
準
を
こ
こ
ま
で
高
め
る
こ
と
に
不
断
の
努
力
を
払
ふ
べ
き
で
あ
る
。

教
育
政
策
と
芸
術
政
策
と
の
不
離
不
即
の
関
係
が
こ
こ
に
み
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、
文
化
政
策
の
一
元
的
運
営
と
い
ふ
こ
と
が
、
制
度
の
上
の
み
な
ら
ず
、

為
政
者
の
頭
脳
と
感
覚
の
問
題
と
し
て
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
、
望
ま
し
い
結

果
は
得
ら
れ
ま
い
。
さ
て
、
ド
イ
ツ
以
外
の
国
で
は
、
か
く
の
如
き
意
味
で

の
演
劇
の
社
会
教
育
的
価
値
は
認
め
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
の
如

く
、
そ
れ
に
加
へ
て
、
国
民
の
集
団
的
訓
練
に
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
の
効

果
に
早
く
か
ら
着
眼
し
た
と
こ
ろ
は
、
蓋
し
絶
無
で
あ
ら
う
。
即
ち
演
劇
的
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行
動
そ
れ
自
身
の
「
協
力
」
と
「
統
一
」
の
絶
対
性
に
基
く
歓
喜
と
満
足
と

を
、
知
ら
ず
識
ら
ず
国
民
の
生
活
の
な
か
に
浸
潤
せ
し
め
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
ド
イ
ツ
演
劇
に
於
け
る
演
出
者
の
優
位
は
、
国
民
性
に
基
く
自
然

の
現
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
現
象
は
ド
イ
ツ
演
劇
学
及
び
演
劇
理
論
の

中
心
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
演
劇
の
特
質
は
ま
た
、
国
民
精
神
の
陶

冶
と
生
活
訓
練
の
大
き
な
役
割
を
果
し
て
ゐ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

　
今
次
大
戦
に
於
け
る
ド
イ
ツ
銃
後
運
動
の
一
つ
と
し
て
、
い
は
ゆ
る
「
Ｋ

・
Ｄ
・
Ｆ
」
の
名
が
世
界
に
喧
伝
さ
れ
た
。
要
す
る
に
農
村
、
工
場
等
を
巡

回
し
て
演
劇
、
演
芸
な
ど
を
生
産
勤
労
者
の
集
り
に
上
演
し
、
大
い
に
士
気

を
鼓
舞
し
よ
う
と
い
ふ
ナ
チ
ス
独
特
の
組
織
的
宣
伝
隊
で
あ
る
。
こ
の
費
用

は
全
部
国
庫
か
ら
出
る
も
の
で
数
億
円
の
予
算
が
計
上
さ
れ
て
ゐ
る
と
聞
く
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が
、
か
う
い
ふ
仕
事
に
す
ぐ
さ
ま
動
員
で
き
た
ド
イ
ツ
青
年
た
ち
は
、
決
し

て
、
こ
の
運
動
が
起
つ
て
は
じ
め
て
急
ご
し
ら
へ
に
教
育
を
受
け
た
の
で
は

な
く
、
既
に
彼
等
は
、
必
要
な
基
礎
的
訓
練
を
、
幼
少
の
頃
か
ら
身
に
つ
け

て
ゐ
た
に
違
ひ
な
い
の
で
あ
る
。

　
近
代
国
家
の
演
劇
政
策
を
通
じ
て
見
逃
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
は
、
対
外
文

化
宣
伝
に
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
前
大
戦
中
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
が

巴
里
の
一
研
究
劇
団
に
過
ぎ
ぬ
ヴ
ィ
ユ
ウ
・
コ
ロ
ン
ビ
エ
座
を
紐
育
に
派
遣

し
、
満
二
年
間
、
常
設
的
に
そ
の
上
演
目
録
を
公
開
せ
し
め
た
如
き
は
、
そ

の
最
も
顕
著
な
例
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
、
演
劇
は
そ
の
綜
合
性
の
ゆ
ゑ
に
、

一
国
の
も
つ
あ
ら
ゆ
る
文
化
的
特
質
の
鳥
瞰
図
、
案
内
書
の
如
き
も
の
で
あ

つ
て
、
外
国
旅
行
者
は
必
ず
世
界
各
都
市
の
劇
場
を
訪
ひ
、
そ
れ
が
若
し
相

39



当
の
名
士
な
ら
ば
俳
優
と
楽
屋
で
会
ひ
、
夜
食
を
倶
に
し
、
若
し
そ
れ
が
素

寒
貧
書
生
な
ら
ば
、
せ
め
て
記
憶
に
残
つ
た
名
優
の
プ
ロ
マ
イ
ド
を
買
つ
て

帰
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
於
て
、
お
よ
そ
自
他
共
に
文
明
国
を
以
て
許
す
国
々
は
、
外
客
に

対
し
、
こ
れ
ぞ
わ
が
演
劇
文
化
の
粋
な
り
と
誇
り
得
る
や
う
な
施
設
及
び
人

的
要
素
を
整
へ
て
お
か
う
と
す
る
。
国
内
的
に
は
社
会
教
育
の
効
果
を
ね
ら

ひ
、
対
外
的
に
は
文
化
宣
伝
の
具
た
ら
し
め
る
や
う
な
、
模
範
劇
場
及
び
劇

団
の
経
営
を
、
国
家
自
ら
の
手
で
、
或
は
少
く
と
も
国
家
の
負
担
に
於
て
行

ふ
の
が
定
石
で
あ
る
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
如
何
な
る
演
劇
が
最
も
そ
の
目
的
に
合
致
す
る
か
？
　
そ

の
国
の
古
典
劇
上
演
は
も
ち
ろ
ん
は
ぶ
く
わ
け
に
行
か
ぬ
。
し
か
し
、
そ
れ
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が
仮
に
シ
ェ
ク
ス
ピ
ヤ
や
モ
リ
エ
ー
ル
や
シ
ル
ラ
ア
の
如
き
誰
で
も
そ
の
名

声
を
知
つ
て
ゐ
る
や
う
な
大
作
家
の
も
の
で
も
、
古
典
劇
だ
け
で
は
宣
伝
価

値
は
わ
り
に
少
い
。
シ
ェ
ク
ス
ピ
ヤ
は
、
英
国
の
作
家
で
英
国
人
だ
ぞ
と
威

張
つ
て
も
、
こ
れ
が
本
格
的
な
シ
ェ
ク
ス
ピ
ヤ
の
舞
台
だ
と
折
紙
を
つ
け
て

み
て
も
、
外
国
人
は
そ
れ
ほ
ど
感
心
も
し
な
け
れ
ば
、
珍
し
が
り
も
し
な
い

の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
そ
れ
だ
か
ら
、
現
代
の
英
国
に
好
意
を
も
ち
、
尊
敬

を
払
ふ
と
い
ふ
具
合
に
は
行
か
ぬ
。
そ
こ
で
、
現
代
劇
を
同
時
に
並
べ
る
。

場
合
に
よ
る
と
現
代
劇
だ
け
を
や
る
。
む
ろ
ん
、
現
代
作
家
の
粒
撰
り
で
あ

る
が
、
こ
れ
ま
た
、
老
大
家
だ
け
で
は
腕
は
た
し
か
で
も
、
新
鮮
味
が
足
り

な
い
。
新
進
作
家
の
ほ
ぼ
定
評
あ
る
幾
人
か
を
拾
ひ
あ
げ
る
。
作
品
は
先
づ

他
の
劇
場
で
成
功
裡
に
上
演
さ
れ
た
試
験
ず
み
の
も
の
か
ら
は
じ
め
る
。
思
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想
風
俗
の
上
か
ら
無
難
と
い
ふ
条
件
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
柄
に
応
じ
て
守
ら

れ
る
が
、
特
に
、
外
交
上
の
考
慮
が
必
要
で
あ
る
。
何
よ
り
も
自
国
の
文
化

を
毒
し
、
他
国
人
に
誤
解
、
或
は
過
少
評
価
せ
し
め
る
や
う
な
も
の
は
禁
物

で
あ
る
。
国
民
性
の
弱
点
を
誇
大
に
示
し
た
も
の
、
或
は
、
無
意
識
に
こ
れ

を
暴
露
し
た
も
の
も
よ
ろ
し
く
な
い
。
し
か
し
、
国
民
精
神
乃
至
国
力
の
素

朴
な
自
画
自
讃
は
一
層
考
へ
も
の
で
あ
る
。
自
国
民
の
矜
り
と
も
な
り
、
異

邦
人
の
共
感
を
呼
び
、
彼
等
を
し
て
わ
れ
に
親
し
み
、
且
つ
、
学
ば
ん
と
す

る
心
を
起
さ
し
め
る
や
う
な
演
劇
は
、
国
民
挙
つ
て
こ
れ
を
創
り
出
さ
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
も
は
や
、
「
宣
伝
」
の
意
図

を
微
塵
も
交
へ
な
い
、
創
造
の
精
神
に
の
み
負
ふ
と
こ
ろ
の
芸
術
自
体
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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モ
ス
ク
ワ
劇
団
の
前
大
戦
直
後
に
於
け
る
世
界
巡
業
が
、
私
の
知
る
限
り

如
何
に
真
の
ロ
シ
ヤ
人
な
る
も
の
を
一
般
に
理
解
せ
し
め
、
そ
の
舞
台
の
圧

倒
的
魅
力
を
通
じ
て
、
ロ
シ
ヤ
愛
好
者
を
多
数
生
ま
し
め
た
か
を
み
る
が
よ

い
。
或
は
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
国
立
劇
場
俳
優
団
の
定
期
的
南
米
巡
業
が
、
如

何
に
南
米
、
殊
に
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
化
に
貢
献
し
て
ゐ
る
か
を

み
る
が
よ
い
。

　
演
劇
を
通
じ
て
の
対
外
宣
伝
に
於
て
、
最
後
に
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の

は
、
俳
優
の
素
質
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
段
わ
が
国
今
後
の

演
劇
政
策
に
関
す
る
く
だ
り
に
於
て
勢
ひ
触
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
ふ
が
、

抑
も
近
代
国
家
に
於
け
る
演
劇
の
い
く
ら
か
の
質
的
改
善
は
、
俳
優
の
教
養

及
び
品
位
の
高
ま
り
に
そ
の
原
因
の
主
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
演
劇
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は
そ
の
た
め
に
多
少
道
徳
的
信
用
を
と
り
も
ど
し
、
俳
優
の
社
会
的
地
位
が

向
上
し
た
。
欧
米
に
於
け
る
一
流
の
俳
優
は
、
他
の
社
会
の
一
流
人
士
と
対

等
の
交
際
が
で
き
、
交
際
が
で
き
る
ば
か
り
で
は
な
い
、
対
等
の
喧
嘩
が
で

き
る
と
い
ふ
の
が
掛
値
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
堂
々
と
誰
の
前
で

も
所
信
を
述
べ
、
そ
れ
が
専
門
的
の
こ
と
で
あ
ら
う
と
な
か
ら
う
と
、
一
個

の
近
代
的
教
養
を
も
つ
た
芸
術
家
と
し
て
、
そ
の
言
説
に
耳
を
傾
け
さ
せ
、

し
か
も
、
俳
優
ら
し
く
、
そ
の
表
現
に
は
常
人
の
企
て
及
ば
な
い
独
特
の
魅

力
が
あ
り
、
決
し
て
好
奇
的
な
眼
を
満
足
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
そ
れ

ぞ
れ
恃
む
と
こ
ろ
の
あ
る
社
会
人
に
、
あ
る
種
の
精
神
的
快
感
を
与
へ
得
る

資
格
を
備
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
俳
優
は
、
誰
が
作
る
の
で
も
な

く
、
自
然
に
生
れ
る
の
だ
と
云
へ
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
、
や
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は
り
、
さ
う
い
ふ
俳
優
を
生
み
だ
す
地
盤
が
必
要
で
あ
り
、
俳
優
の
素
質
を

吟
味
す
る
標
準
が
そ
こ
に
お
か
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
俳
優
養
成
の
国
家
的
機
関
が
何
れ
の
国
に
も
あ
つ
て
、
そ
こ
で
は
、
専
門

の
技
術
教
育
を
施
す
ほ
か
に
、
品
位
と
機
才
に
富
む
い
は
ゆ
る
「
民
衆
の
偶

像
」
を
作
り
出
さ
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
演
劇
政
策
は
ま
た
文
芸
政
策
と
表
裏
一
体
の
関
係
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。

な
ぜ
な
ら
、
上
演
脚
本
の
生
産
は
劇
場
に
於
て
と
同
様
、
文
学
者
の
書
斎
に

於
て
も
亦
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
近
代
国
家
が
文
芸
政
策
の
中
心
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
は
云
ふ
ま
で
も
な

く
、
文
芸
院
の
設
立
で
あ
る
。
文
学
者
中
、
国
家
が
認
め
て
第
一
流
と
目
す

る
詩
人
、
小
説
家
、
劇
作
家
、
評
論
家
、
歴
史
家
、
新
聞
記
者
等
を
会
員
に
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推
し
、
（
会
員
は
新
会
員
の
選
挙
権
を
も
つ
の
が
普
通
で
あ
る
）
主
と
し
て
、

自
国
文
化
の
昂
揚
と
い
ふ
点
か
ら
見
た
文
芸
作
品
或
は
研
究
の
選
賞
、
自
国

語
の
純
化
を
目
的
と
す
る
綜
合
辞
典
の
編
纂
改
修
、
外
国
文
学
者
及
び
外
国

文
学
界
と
の
公
式
の
交
歓
に
そ
の
任
務
が
あ
り
、
会
員
は
老
後
の
生
活
を
保

証
す
る
に
足
る
年
金
を
受
け
る
制
度
に
な
つ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。

　
欧
米
諸
国
に
於
て
、
こ
の
種
の
機
関
は
殆
ど
例
外
な
く
存
在
す
る
け
れ
ど

も
、
そ
れ
ぞ
れ
多
少
の
特
色
を
示
し
て
ゐ
て
、
そ
の
使
命
及
び
業
績
は
一
様

と
は
云
ひ
難
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
ア
カ
デ
ミ
イ
・
フ
ラ
ン
セ
エ
ズ
（
翰
林
院
）

は
そ
の
歴
史
最
も
古
く
、
十
七
世
紀
ル
イ
十
四
世
の
時
代
に
創
設
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
会
員
中
に
は
、
文
学
者
の
み
な
ら
ず
、
フ
ォ
ッ
シ
ュ
の
如
き

軍
人
も
は
い
つ
て
を
り
、
科
学
者
、
宗
教
家
な
ど
も
、
そ
の
学
識
の
ゆ
ゑ
に
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い
は
ゆ
る
「
不
滅
の
名
」
に
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
文
学
ア
カ
デ
ミ
イ
は
、
演
劇
に
於
け
る
戯
曲
の
地
位
を
確

保
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
傾
向
に
も
あ
る
種
の
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で

あ
つ
て
、
も
と
よ
り
、
ア
カ
デ
ミ
イ
は
ア
カ
デ
ミ
イ
と
し
て
の
官
学
臭
を
帯

び
ざ
る
を
得
ず
、
こ
れ
に
対
し
て
、
絶
え
ず
野
党
的
批
判
は
あ
る
に
し
て
も
、

少
く
と
も
営
利
を
主
と
す
る
商
業
劇
場
に
対
し
て
、
国
立
劇
場
の
存
在
と
共

に
、
相
当
、
牽
制
の
役
割
を
果
し
て
ゐ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　
次
ぎ
に
、
劇
作
家
組
合
の
保
護
で
あ
る
。
こ
の
組
合
は
も
と
も
と
劇
作
家

の
連
帯
に
よ
る
自
己
の
利
権
の
擁
護
を
動
機
と
し
て
生
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、

あ
る
意
味
で
は
旧
来
の
「
政
治
」
と
対
立
す
る
が
、
ま
た
一
方
、
興
行
者
及

び
俳
優
の
横
暴
か
ら
劇
作
家
を
救
ふ
点
に
於
て
、
政
府
の
理
解
と
支
持
の
上
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に
成
立
つ
て
ゐ
る
。

　
劇
作
家
組
合
の
規
約
は
、
別
に
法
的
根
拠
を
有
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し

か
し
、
組
合
の
強
力
な
場
合
は
、
殆
ど
こ
れ
に
匹
敵
す
る
効
力
を
生
ん
で
ゐ

る
。
例
へ
ば
、
あ
る
劇
場
が
特
別
な
関
係
を
理
由
と
し
て
或
る
特
定
の
作
家

の
脚
本
の
み
を
上
演
す
る
場
合
、
組
合
は
そ
れ
に
抗
議
し
て
他
の
作
家
の
作

品
を
も
上
演
す
る
こ
と
を
強
要
で
き
た
り
、
俳
優
及
び
興
行
者
の
動
も
す
れ

ば
戯
曲
の
文
学
的
価
値
を
無
視
せ
ん
と
す
る
傾
向
に
対
し
、
作
家
は
稽
古
の

最
後
に
臨
ん
で
若
し
自
己
の
意
に
満
た
ざ
る
も
の
あ
る
時
は
、
初
日
を
延
期

す
る
権
利
を
主
張
し
た
り
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

　
文
芸
政
策
と
関
連
を
も
つ
演
劇
取
締
の
手
段
と
し
て
、
脚
本
検
閲
の
問
題

を
見
逃
す
わ
け
に
行
か
ぬ
。
上
演
脚
本
の
検
閲
と
文
学
的
出
版
物
の
検
閲
と
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は
、
そ
の
間
自
ら
検
閲
の
標
準
に
手
心
が
加
へ
ら
れ
る
こ
と
は
何
処
で
も
同

じ
で
あ
る
。
根
本
の
方
針
は
、
飽
く
ま
で
も
一
貫
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
こ
れ
を
行
政
的
に
如
何
に
処
理
す
る
か
は
、
国
情
に
よ
つ
て
、
と
い

ふ
よ
り
も
寧
ろ
、
そ
の
国
の
芸
術
政
策
が
何
人
に
よ
つ
て
樹
て
ら
れ
る
か
に

よ
り
、
様
々
な
工
夫
の
跡
が
見
え
る
。

　
ナ
チ
ス
政
府
は
、
党
の
一
機
関
と
し
て
、
宣
伝
省
の
外
廓
に
ク
ル
ト
ゥ
ー

ル
・
カ
ン
マ
ア
（
文
化
院
）
な
る
芸
術
文
化
各
領
域
の
職
能
組
織
を
確
立
し
、

文
学
も
演
劇
も
こ
れ
を
一
元
的
機
構
の
な
か
で
統
制
指
導
す
る
制
度
を
採
用

し
た
。

　
フ
ラ
ン
ス
に
於
て
は
、
戦
前
ま
で
、
文
部
省
が
芸
術
政
策
の
運
営
実
施
に

当
り
、
文
学
作
品
も
上
演
脚
本
も
共
に
、
芸
術
局
が
そ
の
検
閲
に
当
つ
て
ゐ
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た
。
議
会
に
於
て
も
、
有
力
な
代
議
士
が
政
府
の
検
閲
方
針
に
つ
い
て
質
疑

的
批
難
を
加
へ
れ
ば
、
文
部
大
臣
並
に
芸
術
局
長
が
、
堂
々
こ
れ
に
応
酬
す

る
と
い
ふ
光
景
が
屡
〻
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
演
劇
政
策
の
行
政
的
な
現
れ
方
は
、
い
は
ゆ
る
自
由
主
義
時
代
ま
で
、
わ

が
国
に
於
て
は
、
主
と
し
て
劇
場
並
に
劇
場
関
係
者
取
締
及
び
脚
本
検
閲
な

る
形
に
於
て
し
か
こ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
近
代

国
家
と
し
て
の
発
展
に
伴
つ
て
、
や
う
や
く
「
演
劇
法
」
の
制
定
が
計
画
せ

ら
れ
、
保
護
、
助
成
、
指
導
の
方
向
へ
一
歩
踏
み
出
さ
う
と
し
て
ゐ
る
こ
と

は
慶
賀
に
堪
へ
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
演
劇
の
特
殊
性
に
鑑
み
、
こ
こ
に
大
い
に
留
意

す
べ
き
こ
と
は
、
明
治
維
新
こ
の
方
、
政
府
は
わ
が
演
劇
に
対
し
、
こ
の
本
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質
的
な
問
題
を
如
何
に
取
扱
ひ
、
こ
れ
に
ど
の
程
度
の
考
慮
を
払
ひ
、
こ
れ

が
対
策
と
し
て
何
を
な
し
た
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
憚
り
な
く
云
へ
ば
、

日
本
の
近
代
文
化
は
、
す
べ
て
他
の
領
域
に
於
て
は
多
か
れ
少
か
れ
、
政
府

の
手
に
よ
つ
て
、
ま
た
そ
の
力
に
よ
つ
て
、
急
速
な
進
歩
を
遂
げ
た
が
、
芸

術
の
領
域
に
於
て
は
、
単
に
美
術
学
校
と
音
楽
学
校
と
の
創
立
を
見
た
だ
け

で
、
民
間
識
者
の
間
で
演
劇
改
良
の
叫
び
が
挙
げ
ら
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
遂

に
、
政
府
は
何
等
こ
れ
に
応
へ
る
と
こ
ろ
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
民
間
の
識
者
も
、
な
る
ほ
ど
日
本
固
有
の
演
劇
の
弱
点
を
よ
く
認
識
し
、

こ
れ
を
真
に
国
民
的
な
る
芸
術
に
ま
で
高
め
よ
う
と
い
ふ
熱
意
は
も
つ
て
ゐ

た
に
相
違
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
人
々
は
、
遺
憾
な
が
ら
、
演
劇
に
関
す
る
専

門
的
な
知
識
も
、
ま
た
演
劇
の
文
化
的
役
割
に
つ
い
て
的
確
な
判
断
を
下
す
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感
覚
も
な
か
つ
た
か
ら
、
そ
の
主
張
と
運
動
の
実
質
は
、
強
力
に
時
代
を
動

か
す
も
の
と
は
な
り
得
な
か
つ
た
。

　
爾
来
数
十
年
、
演
劇
の
革
新
は
殆
ど
常
に
文
学
者
及
び
素
人
俳
優
を
中
心

と
す
る
少
数
の
同
志
に
よ
つ
て
試
み
ら
れ
た
が
、
様
々
な
障
碍
に
遭
つ
て
挫

折
に
挫
折
を
重
ね
、
時
に
は
国
体
と
相
容
れ
ざ
る
思
想
運
動
に
逸
脱
す
る
一

部
の
傾
向
を
生
み
、
法
の
処
断
を
受
け
て
解
散
す
る
団
体
も
で
き
た
。
そ
の

結
果
、
い
は
ゆ
る
「
新
劇
運
動
」
な
る
も
の
は
、
概
し
て
為
政
者
の
警
戒
す

る
と
こ
ろ
と
な
り
、
も
と
も
と
、
歌
舞
伎
劇
を
主
流
と
す
る
既
成
演
劇
の
因

襲
と
商
業
主
義
に
対
抗
し
、
時
代
の
要
求
に
副
つ
た
純
粋
な
舞
台
芸
術
を
創

り
出
さ
う
と
し
た
意
図
が
、
社
会
か
ら
は
十
分
に
酬
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
な
く
、

更
に
大
い
な
る
時
代
転
換
を
前
に
し
て
、
も
は
や
過
去
の
歴
史
と
な
ら
う
と
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し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
四
　
国
力
と
し
て
の
演
劇

　
以
上
述
べ
た
や
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
近
代
国
家
が
、
そ
の
政
策
と
し
て
、
演

劇
の
保
護
助
成
を
目
的
と
す
る
な
に
ら
か
の
方
針
を
示
し
、
演
劇
の
質
的
向

上
を
も
つ
て
、
国
民
の
精
神
生
活
の
培
養
を
心
が
け
、
一
方
文
明
国
と
し
て

の
矜
持
を
示
さ
う
と
し
た
こ
と
は
、
殆
ど
共
通
の
傾
向
で
あ
つ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
わ
が
国
に
於
て
は
、
や
う
や
く
最
近
の
数
年
間
に
於
て
、

行
政
的
に
演
劇
の
改
善
及
び
利
用
と
い
ふ
こ
と
が
官
庁
の
一
部
で
考
慮
せ
ら

れ
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
国
家
が
「
政
策
と
し
て
」
演
劇
の
問
題
を
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取
上
げ
る
の
と
、
行
政
官
庁
が
こ
れ
を
「
所
管
事
項
と
し
て
」
取
扱
ふ
の
と

は
、
趣
旨
は
同
じ
で
も
、
そ
の
影
響
と
効
果
と
に
雲
泥
の
差
が
あ
る
。
形
式

を
云
々
す
る
の
で
は
な
い
、
事
実
を
云
ふ
の
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
意
味
か
ら

云
へ
ば
、
わ
が
国
の
現
状
は
、
ま
だ
演
劇
そ
の
も
の
を
国
力
の
一
部
と
し
て
、

為
政
者
が
十
分
認
識
し
て
ゐ
な
い
と
も
云
へ
る
し
、
わ
が
演
劇
自
体
も
ま
た
、

今
日
ま
で
真
に
国
民
生
活
の
強
化
に
役
立
つ
て
ゐ
た
か
ど
う
か
甚
だ
疑
は
し

い
。

　
そ
も
そ
も
国
の
力
と
い
ふ
も
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
要
素
か
ら
成
つ
て
を
り
、

様
々
な
形
で
現
は
れ
て
来
る
も
の
で
あ
る
。
戦
争
に
勝
つ
こ
と
は
、
む
ろ
ん

国
力
の
強
大
を
意
味
す
る
け
れ
ど
も
、
同
じ
勝
ち
方
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
。

有
効
に
、
確
実
に
、
そ
し
て
き
れ
い
に
勝
た
な
け
れ
ば
、
ほ
ん
た
う
に
勝
つ
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た
と
は
云
へ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
日
本
の
目
指
す
勝
利
で
あ
り
、
こ
の

勝
利
な
く
し
て
は
、
日
本
の
理
想
に
到
達
す
る
こ
と
の
困
難
で
あ
る
こ
と
を
、

わ
れ
わ
れ
は
肝
に
銘
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
総
力
戦
の
意
味
は
、
軍
事
力
と
並
行
し
て
国
家
活
動
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
、

国
民
生
活
の
全
領
域
を
、
か
か
る
「
立
派
な
勝
利
」
の
獲
得
に
向
つ
て
、
整

備
動
員
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
こ
れ
に
応
ず
る
国
内
の
秩
序

と
組
織
と
が
当
然
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
政
治
、
経
済
、
文
化
と
い
ふ

風
に
、
誰
が
分
け
た
か
は
知
ら
ぬ
が
、
い
は
ゆ
る
新
体
制
の
呼
び
声
と
と
も

に
、
か
う
い
ふ
国
内
機
構
の
区
分
法
が
公
に
採
用
せ
ら
れ
、
文
化
機
構
な
る

も
の
が
、
危
く
政
治
と
経
済
の
両
面
か
ら
遮
断
せ
ら
れ
よ
う
と
し
た
。
現
実

の
問
題
と
し
て
は
さ
う
は
い
か
ぬ
が
、
観
念
的
に
別
個
の
も
の
と
さ
れ
た
と
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こ
ろ
に
、
新
体
制
運
動
の
不
統
一
性
が
そ
の
出
発
点
に
於
て
す
で
に
あ
つ
た

と
云
へ
る
。

　
文
化
機
構
は
決
し
て
政
治
や
経
済
の
機
構
と
別
々
に
存
在
す
る
も
の
で
は

な
く
、
そ
の
間
、
専
門
的
に
み
れ
ば
一
応
看
板
は
違
ふ
か
も
知
れ
ぬ
が
、
常

に
有
機
的
な
関
連
を
も
つ
ば
か
り
で
な
く
、
現
実
に
、
如
何
な
る
文
化
部
門

の
職
域
機
構
も
、
政
治
の
対
象
と
な
ら
な
い
も
の
は
な
く
、
ま
た
経
済
活
動

を
営
ま
な
い
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
相
互
に
同
じ
こ
と
が
云
へ
る

の
で
あ
つ
て
、
例
へ
ば
経
済
面
か
ら
貯
蓄
運
動
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
。

こ
の
運
動
は
国
民
精
神
の
昂
揚
に
俟
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な

い
。
消
費
生
活
の
技
術
的
工
夫
に
よ
つ
て
一
層
効
果
を
挙
げ
得
る
で
あ
ら
う
。

従
つ
て
、
娯
楽
と
か
休
養
と
か
、
身
嗜
み
と
か
知
識
の
涵
養
と
か
い
ふ
問
題
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を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
否
寧
ろ
さ
う
い
ふ
点
が
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
、

絶
対
に
永
続
的
な
貯
金
運
動
は
不
可
能
で
あ
る
。
さ
う
な
る
と
、
貯
金
運
動

は
先
づ
文
化
運
動
の
形
で
進
め
ら
れ
る
の
が
最
も
適
当
だ
と
い
ふ
こ
と
に
な

る
。
わ
ざ
と
逆
説
を
弄
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
政
治
や
経
済
を
文
化
か
ら
引

離
さ
う
と
す
る
指
導
者
た
ち
の
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
に
、
「
文
化
」
と
い

ふ
も
の
の
「
在
り
方
」
を
説
明
し
た
ま
で
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
文
化
機
構
の
整
備
統
制
は
、
先
づ
、
少
く
と
も
、
文
化
機
構
の

全
貌
を
把
握
し
、
こ
れ
を
一
元
的
に
企
画
運
営
し
得
る
政
治
機
関
を
必
要
と

す
る
。
政
治
機
関
な
る
が
故
に
、
行
政
機
関
の
如
く
、
自
己
の
所
管
に
没
頭

す
る
こ
と
な
く
、
十
分
に
、
戦
局
の
推
移
と
国
内
経
済
の
事
情
を
考
慮
に
入

れ
、
官
庁
予
算
と
い
ふ
が
如
き
形
式
で
な
く
、
重
点
的
に
、
重
要
文
化
問
題
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の
解
決
に
必
要
な
国
費
を
充
当
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
伴
ふ
民
間
の
資

力
も
活
用
す
べ
き
で
あ
る
。

　
一
方
、
民
間
の
あ
ら
ゆ
る
文
化
職
能
人
は
、
自
主
的
に
先
づ
専
門
別
の
統

合
団
体
を
結
成
し
、
更
に
、
こ
れ
を
横
に
連
結
す
る
協
力
態
勢
を
整
へ
る
。

専
門
別
の
統
合
団
体
の
み
で
は
、
必
要
な
活
動
は
で
き
な
い
の
み
な
ら
ず
、

い
は
ゆ
る
専
門
割
拠
主
義
の
弊
に
陥
つ
て
、
文
化
陣
営
の
歩
調
が
揃
は
ぬ
こ

と
明
白
で
あ
る
。

　
芸
術
部
門
だ
け
に
つ
い
て
考
へ
れ
ば
、
文
学
、
美
術
、
音
楽
、
演
劇
、
映

画
と
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
五
部
門
の
有
機
的
交
流
と
相
互
協

力
の
実
を
挙
げ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
現
代
日
本
の
芸
術
維
新
が
生
れ
、
芸
術
家

の
文
化
戦
士
た
る
資
質
が
錬
磨
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
詳
述
す
る
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暇
は
な
い
が
、
こ
れ
は
決
し
て
、
一
個
人
が
、
文
学
に
も
美
術
に
も
音
楽
に

も
、
そ
の
他
何
れ
に
も
趣
味
を
も
つ
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
と
は
断
じ
て
同
じ

で
な
い
。

　
芸
術
の
制
作
或
は
芸
術
品
の
普
及
頒
布
を
業
と
す
る
も
の
が
、
自
己
の
利

益
を
擁
護
す
る
た
め
で
な
く
、
真
に
、
戦
ふ
国
民
と
し
て
の
自
覚
と
、
力
強

き
芸
術
へ
の
愛
に
よ
つ
て
結
び
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
領
域
に
於
て
全
能

を
尽
す
と
い
ふ
こ
と
は
、
結
局
、
他
の
専
門
部
門
の
停
頓
萎
靡
を
黙
視
し
得

ざ
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
最
高
の
も
の
に
熱
烈
な
拍
手
を
送
る
こ
と

で
も
あ
る
。
常
に
共
に
進
み
、
常
に
共
に
励
ま
し
、
常
に
相
倚
り
相
扶
け
る

と
い
ふ
精
神
こ
そ
、
新
し
い
団
体
の
精
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
個
人
主
義

を
批
難
す
る
も
の
が
屡
〻
団
体
利
己
主
義
の
虜
と
な
つ
て
ゐ
る
今
日
の
現
象
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は
甚
だ
憂
ふ
べ
き
で
あ
る
。

　
演
劇
の
部
門
に
於
け
る
新
団
体
の
結
成
も
、
徐
々
に
そ
の
機
運
を
の
ぞ
か

せ
て
ゐ
る
が
、
演
劇
人
並
に
演
劇
関
係
者
の
厳
し
い
自
己
反
省
か
ら
先
づ
出

発
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
国
運
を
賭
し
て
の
こ
の
戦
ひ
に
臨
ん
で
、
演
劇
は

正
に
一
死
報
国
を
期
し
て
起
ち
上
る
べ
き
だ
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
過
去
の
演

劇
の
「
肉
体
」
は
こ
こ
で
天
に
返
す
と
い
ふ
覚
悟
が
必
要
だ
と
思
ふ
。
あ
ま

り
に
比
喩
的
だ
と
い
ふ
な
ら
ば
、
も
つ
と
明
ら
さ
ま
に
云
は
う
。
先
づ
、
既

成
の
演
劇
機
構
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
と
功
罪
と
を
も
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
の

際
、
自
発
的
に
一
応
解
体
し
て
全
く
新
し
い
発
足
を
企
て
る
こ
と
が
急
務
で

あ
る
。
日
本
演
劇
の
伝
統
精
神
は
、
か
か
る
解
体
に
よ
つ
て
消
滅
は
し
な
い
。

却
つ
て
、
現
在
の
真
面
目
な
指
導
者
が
、
腐
敗
し
た
機
構
の
な
か
で
、
真
の
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演
劇
精
神
を
生
か
さ
う
と
し
て
ゐ
る
無
駄
な
努
力
が
は
ぶ
け
る
だ
け
で
あ
る
。

機
構
と
い
ふ
も
の
は
、
条
文
に
よ
つ
て
作
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
、
人
そ

の
も
の
に
よ
つ
て
作
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
が
、
一
層
正
確

に
云
へ
ば
、
人
の
組
合
せ
に
よ
つ
て
作
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
今
日
の
演
劇
人
及
び
演
劇
関
係
者
は
、
そ
の
職
能
及
び
職
域
を
通
じ
、
国

家
総
力
戦
に
ど
れ
だ
け
の
力
を
捧
げ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
と
、
そ
れ
は
百
パ
ー

セ
ン
ト
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
ど
う
見
て
も
さ
う
は
云
へ
な
い
。
力
の
出
し
惜

し
み
と
い
ふ
よ
り
は
、
力
の
入
れ
ど
こ
ろ
の
誤
り
か
ら
さ
う
い
ふ
結
果
が
生

じ
る
。
こ
れ
を
結
合
し
、
方
向
づ
け
る
も
の
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
戦
争
の
完
全
な
勝
利
と
、
国
家
の
永
久
の
繁
栄
の
た
め
に
、
日
本
演
劇
の

今
日
以
後
の
在
り
方
を
、
演
劇
人
及
び
演
劇
関
係
者
自
ら
は
つ
き
り
認
識
し
、
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万
難
を
排
し
て
自
分
自
身
を
そ
こ
へ
持
つ
て
行
く
と
い
ふ
こ
と
が
、
何
よ
り

も
大
き
な
政
治
へ
の
協
力
で
あ
り
、
政
治
の
推
進
で
あ
る
。
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「
岸
田
國
士
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集26

」
岩
波
書
店

　
　
　1991
（
平
成3

）
年10

月8

日
発
行

底
本
の
親
本
：
「
演
劇
論
　
第
四
巻
　
演
劇
と
文
化
」
河
出
書
房

　
　
　1942

（
昭
和17
）
年11

月20

日
発
行

初
出
：
「
演
劇
論
　
第
四
巻
　
演
劇
と
文
化
」
河
出
書
房

　
　
　1942

（
昭
和17

）
年11
月20

日
発
行

入
力
：tatsuki

校
正
：
門
田
裕
志

2010

年3

月1

日
作
成
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2016

年4

月14

日
修
正

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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