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歌
舞
妓
に
か
ら
ん
だ
問
題
は
、
こ
れ
を
ま
じ
め
に
あ
つ
か
ふ
と
、
人
が
笑
ふ

く
ら
ゐ
に
な
つ
て
ゐ
る
。
と
言
ふ
と
誰
で
も
、
そ
れ
は
誇
張
だ
と
思
ふ
だ
ら

う
。
け
れ
ど
も
、
さ
う
言
ふ
下
か
ら
、
誰
で
も
ま
じ
め
に
は
考
へ
て
ゐ
な
い
。

う
つ
ち
や
つ
て
お
い
た
つ
て
、
ど
う
な
と
な
る
だ
ら
う
し
、
惜
し
い
や
う
で

も
あ
る
が
、
法
隆
寺
だ
つ
て
焼
亡
す
る
世
の
中
だ
か
ら
、
そ
れ
に
比
べ
て
は
、

大
し
た
悲
し
み
で
も
な
い
、
と
言
は
ず
語
ら
ぬ
、
さ
う
言
ふ
簡
単
な
見
通
し

め
い
た
気
持
ち
が
、
誰
の
頭
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
事
実
我
々
の
や
う

に
、
さ
う
深
く
訣
ら
な
い
が
、
替
り
目
に
は
、
な
る
べ
く
都
合
し
て
観
に
行

く
習
慣
の
つ
い
て
ゐ
る
者
に
は
、
さ
う
言
ふ
こ
と
を
考
へ
る
と
、
何
だ
か
、

門
松
の
な
い
正
月
や
雛
を
飾
ら
ぬ
節
供
を
す
る
様
な
、
そ
ん
な
寂
し
さ
う
な
、
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取
り
越
し
苦
労
が
感
じ
ら
れ
る
。
法
隆
寺
よ
り
、
問
題
は
小
さ
か
つ
た
が
、

今
年
金
閣
が
炎
上
し
た
時
に
は
、
其
自
身
の
問
題
の
ほ
か
に
、
歌
舞
妓
の
亡

び
る
の
が
、
象
徴
せ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
し
て
、
妙
に
め
い
り
こ
む
や

う
な
気
の
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
一
種
芳
し
く
な
い
知
識
が
ま
じ
つ

て
ゐ
る
の
で
、
水
を
注
さ
れ
た
や
う
な
反
省
が
起
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ

は
、
故
人
松
本
幸
四
郎
が
近
年
演
じ
た
金
閣
寺
の
松
永
大
膳
の
、
背
継
ぎ
台

に
昇
つ
て
、
薙
刀
を
頭
上
に
横
へ
て
、
所
謂
大
入
の
見
得
を
し
た
姿
で
あ
る
。

そ
の
時
思
つ
た
事
は
、
も
う
こ
の
「
祇
園
祭
礼
信
仰
記
」
は
、
こ
の
優
人
と

共
に
消
え
て
ゆ
く
の
だ
ら
う
。
論
よ
り
証
拠
、
そ
れ
に
対
立
し
て
ゐ
る
吉
右

衛
門
の
寂
し
く
見
え
る
こ
と
　
　
た
と
ひ
吉
右
衛
門
が
残
つ
て
も
、
こ
れ
で

は
事
実
、
も
う
金
閣
寺
の
舞
台
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。
さ
う
言
ふ
諦
め
と
言
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ふ
で
も
な
い
、
変
に
さ
ば
〳
〵
し
た
気
持
ち
を
感
じ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
う

し
た
後
で
私
が
、
芸
能
に
対
し
て
起
し
易
い
一
種
の
利
己
主
義
に
、
い
さ
ゝ

か
愛
想
の
つ
き
る
思
ひ
が
し
た
。
そ
ん
な
事
の
あ
つ
た
暫
ら
く
後
、
実
際
の

金
閣
が
亡
び
た
の
だ
か
ら
、
あ
の
真
白
く
塗
つ
た
顔
に
、
親
王
鬘
を
か
ぶ
つ

た
国
く
づ
し
の
立
敵
の
姿
を
、
灰
燼
に
な
つ
た
金
閣
の
幻
想
の
上
に
見
た
の

も
、
私
だ
け
に
は
理
由
が
あ
る
。
だ
が
、
か
う
言
ふ
錯
覚
は
、
歴
史
も
時
代

も
と
び
越
え
た
空
想
で
、
一
挙
に
江
戸
末
期
の
無
教
養
の
民
と
選
ぶ
と
こ
ろ

の
な
く
な
る
、
私
の
知
識
の
浅
さ
を
、
自
分
で
嘲
笑
ふ
気
が
し
た
。

金
閣
寺
の
舞
台
は
、
大
膳
ば
か
り
で
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
無
論
、
東
吉

真
柴
久
吉
は
居
な
く
て
は
な
ら
ぬ
し
、
東
吉
の
碁
の
相
手
に
な
る
、
何
と
か

言
ふ
鬼
若
衆
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
舞
台
を
上
手
か
ら
出
て
、
花
道
へ
通
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過
す
る
だ
け
の
狩
野
直
信
な
ど
言
ふ
不
得
要
領
な
役
も
、
之
を
除
け
ば
、
こ

の
芝
居
の
重
要
な
楔
が
抜
け
る
や
う
な
気
が
す
る
だ
ら
う
。
第
一
、
雪
姫
と

言
ふ
中
心
に
な
る
女
形
の
役
が
あ
つ
て
、
舞
台
の
意
趣
は
深
く
な
る
。
併
し

何
よ
り
も
重
要
な
大
膳
が
出
な
く
な
つ
て
は
、
こ
の
狂
言
は
成
り
立
た
な
い
。

敵
役
・
立
役
・
女
形
・
若
衆
形
・
道
化
役
そ
の
他
こ
れ
等
の
系
統
が
い
ろ
〳

〵
分
化
し
た
役
形
の
う
ち
で
一
二
に
位
す
る
重
要
な
立
敵
役
が
、
先
代
幸
四

郎
の
死
亡
と
共
に
、
歌
舞
妓
芝
居
か
ら
消
え
去
つ
た
の
で
あ
る
。
尤
、
そ
の

後
瞬
く
う
ち
に
、
新
し
い
幸
四
郎
を
名
乗
つ
て
、
以
前
の
染
五
郎
と
言
つ
て
、

芝
居
道
に
珍
し
い
堅
気
の
仁
を
思
は
せ
る
人
が
、
後
を
継
い
で
、
か
の
立
敵

系
統
の
芸
に
も
努
力
し
出
し
て
ゐ
る
の
は
感
謝
す
べ
き
こ
と
だ
が
、
さ
う
い

ふ
こ
と
を
さ
せ
る
の
が
本
道
か
、
何
か
そ
こ
に
誤
算
が
あ
る
か
、
其
点
私
ど
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も
の
様
に
、
考
へ
の
両
端
に
働
く
人
間
に
と
つ
て
、
容
易
に
判
断
の
出
来
る

問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
様
な
こ
と
で
、
も
つ
と
今
で
は
重
要
な
と
思

は
れ
る
役
柄
が
、
女
形
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
大
正
の
市
川
松
蔦
の
や
う
な
前

型
の
な
い
娘
形
が
出
て
、
そ
の
模
倣
者
の
出
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
芝

居
観
賞
家
は
苦
い
顔
を
向
け
た
。
其
後
、
故
菊
五
郎
が
、
柄
に
な
か
つ
た
女

形
を
特
殊
な
方
法
で
完
成
す
る
や
う
に
見
え
た
。
そ
の
系
統
の
女
形
が
、
菊

之
助
梅
幸
で
あ
つ
て
、
あ
る
種
の
特
殊
な
女
性
を
作
り
出
し
さ
う
で
あ
る
。

其
は
其
と
し
て
、
ど
う
し
て
も
女
形
だ
け
は
、
な
ほ
し
ば
ら
く
、
も
と
の
変

成
男
子
型
の
も
の
か
、
こ
ゝ
で
も
つ
と
か
つ
き
り
し
な
く
て
は
、
歌
舞
妓
芝

居
は
中
心
か
ら
く
づ
れ
出
し
て
く
る
。
と
思
ふ
う
ち
に
、
思
ひ
が
け
な
く
、

古
い
型
の
ま
ゝ
に
の
し
上
つ
て
来
た
の
が
、
今
の
芝
翫
で
あ
る
。
こ
の
人
の
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行
き
方
で
は
、
歌
舞
妓
は
飛
躍
は
し
な
い
だ
ら
う
が
、
し
ば
ら
く
、
歌
舞
妓

の
旧
い
池
水
は
静
か
な
水
面
を
湛
へ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
梅
幸
式
に
ゆ
く
か
、

芝
翫
型
に
止
る
か
、
こ
れ
が
歌
舞
妓
の
狭
い
世
界
で
は
、
本
た
う
に
実
際
問

題
な
の
で
あ
る
。
私
な
ど
は
、
芝
翫
の
努
力
の
方
が
、
梅
幸
の
為
事
よ
り
も

実
際
的
で
、
又
、
歌
舞
妓
の
宿
命
に
従
つ
た
、
動
き
と
な
る
の
だ
ら
う
と
思

つ
て
ゐ
る
。

え
つ
せ
い
の
様
な
こ
の
文
章
も
、
歌
舞
妓
役
者
を
語
る
つ
も
り
で
は
な
い
の

だ
が
、
な
ほ
一
両
人
を
話
の
舞
台
に
登
せ
て
も
よ
ろ
し
い
だ
ら
う
。

今
の
と
こ
ろ
、
ま
だ
大
き
な
未
知
数
と
し
て
、
歌
舞
妓
の
世
間
で
は
、
海
老

蔵
と
言
ふ
人
に
、
問
題
を
か
け
て
ゐ
る
。
情
熱
の
深
い
人
だ
が
、
そ
れ
が
歌

舞
妓
風
な
動
作
や
あ
く
せ
ん
と
で
は
自
由
に
流
動
し
て
来
な
い
や
う
な
所
が
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残
つ
て
ゐ
て
、
そ
こ
に
異
質
の
芸
風
が
保
留
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か

と
言
ふ
気
を
持
た
せ
る
。
教
養
は
あ
る
が
、
そ
の
教
養
は
、
む
し
ろ
今
で
は

常
識
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
深
い
芸
術
に
対
す
る
理
会
を
説
明
す
る

こ
と
に
な
ら
な
い
。
だ
が
、
な
ま
じ
ひ
に
甘
い
近
代
感
な
ど
に
動
か
な
い
の

が
、
此
役
者
の
大
き
な
天
分
に
任
じ
て
ゐ
る
こ
と
を
見
せ
て
ゐ
る
。

今
の
と
こ
ろ
、
若
い
歌
舞
妓
役
者
に
、
新
劇
を
見
せ
た
り
、
研
究
さ
せ
た
り

す
る
こ
と
は
、
百
害
あ
つ
て
一
利
も
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
、
彼
等
は
（
近
代
を
）

簡
単
に
学
び
取
ら
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
、
も
一
つ
今
の
世
の
経
済

生
活
に
対
し
て
、
計
数
的
な
理
会
が
無
け
れ
ば
、
近
代
を
戯
曲
し
、
演
劇
す

る
事
が
出
来
な
い
と
い
ふ
な
ま
な
生
活
観
が
あ
る
様
で
あ
る
。
其
為
に
未
完

成
な
が
ら
有
望
な
若
い
優
人
た
ち
が
、
単
な
る
技
術
者
に
な
つ
て
ゆ
く
こ
と
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に
気
が
つ
か
な
い
。
美
術
家
・
音
楽
者
が
、
芸
術
の
饗
宴
に
有
頂
天
に
な
つ

て
ゐ
て
も
、
そ
れ
で
芸
の
近
代
質
が
喪
失
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
、
彼
ら

は
知
ら
な
い
。
近
代
は
理
智
に
よ
つ
て
の
み
学
び
取
れ
る
と
い
ふ
風
に
考
へ

て
ゐ
る
。

こ
ん
な
点
に
お
い
て
、
俳
優
が
芸
術
と
思
想
と
、
二
元
的
に
生
き
て
ゆ
く
こ

と
を
認
め
て
ゐ
る
、
共
産
系
の
人
々
は
、
大
き
に
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
む
し
ろ
そ
の
程
度
の
近
代
の
理
会
な
ら
ば
、
皆
無
で
あ
つ
た
方
が
芸
術

の
障
り
と
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
彼
等
の
生
き
て
ゐ
る
の
が
近
代
で
あ
り
、

彼
等
の
食
餌
が
亦
近
代
で
あ
る
こ
と
に
信
頼
し
て
か
ゝ
つ
て
よ
い
か
ら
で
あ

る
。
だ
か
ら
私
ど
も
の
好
意
を
持
つ
若
い
役
者
達
の
誤
つ
た
歩
み
を
深
め
て

ゐ
る
人
達
の
、
桝
を
も
つ
て
酒
の
如
何
に
人
を
酔
は
す
か
を
量
ら
う
と
す
る
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や
う
な
、
誤
つ
た
考
へ
だ
け
は
、
卒
業
さ
せ
た
い
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
芝
翫
の
や
う
に
、
ま
る
で
近
代
に
呼
吸
し
て
ゐ
な
い
や
う
に
見
え
る

役
者
や
、
勘
三
郎
の
如
く
、
芸
術
そ
の
も
の
さ
へ
も
歓
楽
化
す
る
以
外
に
意

味
を
認
め
な
い
と
言
つ
た
顔
を
し
て
ゐ
る
人
た
ち
に
、
む
し
ろ
新
し
い
芸
の

期
待
さ
へ
か
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
言
ふ
方
面
に
お
い
て
、
最
歌
舞
妓

質
を
持
つ
た
生
活
を
し
、
又
今
現
れ
か
け
て
ゐ
る
転
機
が
熟
し
て
来
た
時
に
、

大
き
な
望
み
を
か
け
て
よ
い
の
が
、
こ
の
海
老
蔵
で
あ
る
。

新
劇
は
最
近
に
又
一
頓
挫
を
来
し
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
あ
る
意
味
に
お
い

て
明
る
い
希
望
を
も
つ
て
ゐ
る
。
此
が
今
ま
で
の
誤
算
を
清
算
す
る
機
会
に

な
り
さ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
新
劇
人
の
近
代
に
対
す
る
理
会
を
、
私
は
軽
蔑

し
な
い
。
け
れ
ど
も
彼
等
が
長
い
労
苦
の
割
合
に
得
る
も
の
が
少
か
つ
た
。
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そ
れ
は
芸
術
よ
り
も
先
に
、
観
客
に
お
い
て
す
ら
、
ど
れ
程
多
く
贏か
ち
得
る

所
が
あ
つ
た
か
。
さ
う
し
て
我
々
の
知
つ
た
数
人
の
、
も
う
一
流
級
に
数
へ

て
よ
い
人
々
の
芸
力
で
す
ら
、
我
々
を
満
足
さ
せ
な
い
。
併
し
、
な
ほ
望
み

を
将
来
に
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
新
劇
を
、
中
途
で
手
折
り
捨
て
る
や
う
な

発
言
は
、
謹
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
そ
れ
よ
り
も
私
は
歌
舞
妓
芝

居
が
、
如
何
に
新
劇
を
学
び
取
れ
ば
よ
い
か
と
言
ふ
こ
と
を
、
忘
れ
よ
う
と

し
て
ゐ
る
。

歌
舞
妓
芝
居
の
何
を
お
い
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
日
本
の
演
劇
に
す
ぐ
れ
て

ゐ
る
点
は
、
感
覚
的
な
美
が
、
到
る
所
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
　
　

た
ゞ
極
端
な
世
話
物
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
喪
失
し
て
ゐ
る
こ
と
が
間
々
あ

る
。
は
じ
め
て
木
戸
を
潜
つ
た
見
物
に
も
、
又
予
備
知
識
に
お
い
て
其
人
々
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と
選
ぶ
所
の
な
い
外
客
す
ら
も
、
歌
舞
妓
の
持
つ
或
種
の
美
を
享
け
取
る
こ

と
が
出
来
る
。
殊
に
江
戸
歌
舞
妓
に
発
達
し
た
舞
踊
が
、
そ
の
外
面
に
添
つ

て
極
度
に
延
び
て
来
て
ゐ
る
。
た
と
へ
ば
、
吉
野
山
道
行
は
、
近
頃
の
背
景

で
は
如
意
輪
堂
を
の
ぞ
ん
だ
り
、
一
目
千
本
を
眺
め
た
形
に
な
つ
て
ゐ
る
。

併
し
浄
瑠
璃
を
聞
い
て
ゐ
る
と
、
多
く
は
京
を
出
て
吉
野
に
入
る
ま
で
の
道

行
、
即
山
城
・
大
和
の
平
野
と
、
農
村
と
山
川
の
入
り
ま
じ
つ
た
間
を
進
行

す
る
旅
の
場
面
で
あ
る
。
併
し
踊
り
の
経
歴
を
積
ん
だ
少
い
見
物
の
外
、
こ

れ
を
さ
う
受
け
取
つ
て
ゐ
る
人
が
あ
ら
う
か
。
必
し
も
此
静
・
忠
信
の
旅
行

の
ぱ
の
ら
ま
ば
か
り
で
な
く
、
お
よ
そ
道
行
は
、
さ
う
い
ふ
精
神
で
演
じ
ら

れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
多
く
の
見
物
は
一
ヶ
所
に
お
い
て
行
は
れ
て

ゐ
る
も
の
ゝ
や
う
に
考
へ
て
見
て
ゐ
る
。
併
し
歌
舞
妓
の
与
へ
よ
う
と
す
る

13



官
能
的
な
美
は
、
そ
れ
で
十
分
に
、
効
果
を
果
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
滅
亡

論
の
題
目
は
繰
り
返
さ
れ
て
も
、
歌
舞
妓
そ
の
も
の
は
平
然
と
し
て
ゐ
る
。

真
言
秘
密
は
こ
ゝ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
存
外
簡
単
な
所
に
、
歌
舞
妓
の
生
命

は
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
歌
舞
妓
が
内
的
に
崩
壊
し
て
来
な
い
限
り
は
、

常
に
新
し
い
見
物
が
見
て
よ
ろ
こ
ぶ
だ
け
の
、
用
意
は
出
来
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
歌
舞
妓
芝
居
の
精
神
は
、
大
き
な
国
境
を
、
世
界
の
劇
と
の
間
に
横
へ

て
ゐ
る
が
、
所
謂
歌
舞
妓
美
は
、
国
境
を
超
え
て
人
を
喜
ば
す
し
よ
う
と
し

て
の
価
値
は
、
十
分
に
も
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
点
に
あ
る
弱
点

を
外
に
し
て
、
そ
の
直
に
酌
み
取
る
事
の
出
来
る
安
易
な
美
は
、
人
の
考
へ

る
や
う
に
簡
単
に
、
歌
舞
妓
を
亡
び
さ
せ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
け
れ
ど
も
、

事
あ
る
毎
に
、
滅
亡
が
迫
つ
て
来
た
や
う
に
騒
が
な
い
で
ゐ
ら
れ
ぬ
の
は
、
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そ
れ
だ
け
で
は
償
ひ
切
れ
ぬ
弱
点
を
多
く
人
々
が
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
な
ら
何
が
歌
舞
妓
芝
居
に
欠
け
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
こ
れ
ほ
ど
訣
り
き

つ
た
事
は
な
い
と
思
は
れ
る
事
に
も
一
往
は
探
り
を
入
れ
て
み
る
必
要
が
あ

る
。

そ
れ
と
今
一
つ
、
歌
舞
妓
に
は
象
徴
劇
風
な
特
殊
な
質
が
十
分
に
あ
つ
て
、

こ
れ
が
存
外
歌
舞
妓
を
救
う
て
来
て
ゐ
る
事
に
気
の
つ
い
た
人
も
あ
る
で
あ

ら
う
。
は
う
ぷ
と
ま
ん
な
ど
の
流
儀
を
取
り
入
れ
る
先
に
、
こ
れ
が
可
な
り

素
質
的
に
歌
舞
妓
に
合
ふ
も
の
が
あ
つ
て
、
ど
う
か
す
れ
ば
、
却
て
煩
ひ
に

な
り
さ
う
な
点
す
ら
も
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
体
象
徴
と
い
ふ
こ
と
は
、

自
ら
に
し
て
成
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
、
象
徴
的
な
効
果
を
出

さ
う
と
す
る
努
力
は
、
根
本
に
誤
り
が
あ
る
の
で
あ
る
。
歌
舞
妓
は
そ
の
所
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謂
自
ら
得
た
、
理
論
の
な
い
象
徴
主
義
を
、
か
な
り
深
く
持
つ
て
ゐ
て
、
そ

れ
に
救
は
れ
て
ゐ
る
事
も
多
い
の
で
あ
る
。
一
体
象
徴
は
、
我
々
の
従
つ
て

ゐ
る
現
実
に
つ
い
て
進
む
う
ち
に
、
こ
れ
に
平
行
し
て
来
る
連
想
と
、
並
び

進
ん
で
、
ど
う
か
す
る
と
そ
の
想
像
が
現
実
を
超
え
さ
う
な
所
に
達
す
る
。

さ
う
言
ふ
場
合
に
象
徴
感
が
起
つ
て
来
る
の
で
あ
る
。
譬
喩
と
は
区
別
の
あ

る
も
の
だ
が
、
安
価
な
象
徴
主
義
は
譬
喩
に
止
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
多
い
。
理

論
か
ら
行
か
う
と
す
る
程
、
ど
う
か
す
る
と
益
、
譬
喩
表
現
に
陥
る
の
で
あ

る
。
歌
舞
妓
は
理
論
が
な
い
だ
け
、
却
て
象
徴
劇
と
し
て
問
題
が
少
い
と
い

ふ
点
も
あ
る
。
だ
が
理
論
が
裏
打
ち
に
な
つ
て
ゐ
な
い
だ
け
、
何
と
し
て
も
、

弱
体
的
な
感
じ
が
つ
き
纏
つ
て
為
方
が
な
い
。
そ
れ
に
何
と
し
て
も
、
象
徴

劇
は
劇
の
正
道
で
は
な
い
。
救
ひ
で
は
あ
る
が
、
常
に
行
は
る
べ
き
も
の
で
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は
な
い
。
だ
か
ら
、
相
当
し
つ
か
り
し
た
障
壁
で
は
あ
る
が
、
と
も
す
れ
ば

危
い
歌
舞
妓
の
理
論
を
支
へ
る
だ
け
の
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
な
い
。

一
体
劇
に
は
い
ろ
〳
〵
な
方
向
は
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
戯
曲
の
遂
行
を
目

的
と
し
て
ゐ
る
も
の
と
見
る
の
が
一
番
堅
実
な
考
へ
方
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
、

そ
れ
に
よ
つ
て
、
更
に
劇
の
方
向
を
開
い
て
ゆ
く
よ
り
外
は
な
い
。
勿
論
戯

曲
を
離
れ
た
劇
と
言
ふ
や
う
な
考
へ
方
に
よ
つ
て
は
、
不
思
議
な
も
の
が
、

現
実
に
は
屡
あ
つ
て
、
必
し
も
歌
舞
妓
芝
居
だ
け
が
そ
の
棘
を
背
負
は
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
訣
は
な
い
が
、
何
で
も
弱
点
を
代
表
し
て
ゐ
る
や
う
な
、
不
思

議
な
敗
北
感
を
持
つ
て
ゐ
る
。
其
点
を
ま
づ
、
歌
舞
妓
は
脱
却
す
る
必
要
が

あ
る
。
戯
曲
の
な
い
劇
は
西
洋
に
も
沢
山
あ
つ
て
、
殊
に
喜
劇
が
、
こ
の
方

面
の
弱
点
を
持
ち
や
す
い
原
因
が
あ
る
。
つ
ま
り
即
興
劇
の
陥
ち
こ
む
弱
味
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で
あ
る
。
併
し
、
そ
の
点
で
も
歌
舞
妓
は
相
当
な
も
の
で
、
必
し
も
能
狂
言

で
な
く
て
も
、
近
世
の
も
の
に
す
ら
こ
れ
を
発
見
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
。

劇
も
い
ろ
ん
な
方
面
を
理
論
的
に
探
求
し
て
、
理
論
を
も
つ
て
い
ず
む
化
す

る
事
は
勝
手
で
あ
る
が
、
其
為
に
、
安
易
な
も
の
を
と
ん
で
も
な
く
重
々
し

く
考
へ
な
い
や
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
絵
や
、
音
楽
や
、
詩
の
上
の
、

い
ろ
ん
な
芸
術
主
義
が
、
ど
れ
だ
け
意
味
の
な
い
事
を
し
て
来
た
か
、
考
へ

る
必
要
が
あ
る
。
喜
劇
は
、
必
し
も
安
易
な
も
の
で
は
な
い
が
、
ど
う
か
す

れ
ば
、
低
級
な
も
の
に
な
り
易
い
歴
史
を
も
つ
て
ゐ
る
。

歌
舞
妓
の
れ
ぱ
あ
と
り
い
の
中
に
は
、
思
ひ
が
け
な
い
立
派
な
喜
劇
も
あ
る

に
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
凡
、
偶
然
さ
う
し
た
も
の
が
出
来
た
と
し
か
言
へ

な
い
こ
と
が
多
い
の
で
、
戯
曲
の
な
い
劇
が
、
あ
れ
こ
れ
と
し
て
ゐ
る
う
ち
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に
、
偶
然
あ
る
超
脱
味
を
持
つ
た
も
の
に
到
達
し
た
と
言
ふ
だ
け
の
こ
と
な

の
が
多
い
。
勿
論
劇
と
戯
曲
と
の
関
係
は
、
言
は
ゞ
そ
れ
／
″
＼
の
過
程
に

あ
る
も
の
で
、
劇
が
即
戯
曲
で
な
い
こ
と
は
、
　
　
私
ら
こ
そ
極
め
て
は
つ

き
り
言
つ
て
置
く
衝
動
に
か
ら
れ
る
が
、
単
な
る
文
学
の
一
形
式
で
あ
る
戯

曲
で
な
い
限
り
は
、
劇
に
実
行
を
持
た
な
い
戯
曲
な
ど
、
凡
、
意
味
が
な
い

と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
で
、
理
論
的
に
は
弊
害
が
あ
り
さ
う
だ
が
、

実
際
に
は
一
層
正
し
い
も
の
と
し
て
、
戯
曲
の
遂
行
を
劇
の
正
し
い
方
向
と

考
へ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
劇
に
は
戯
曲
的
方
面
以
外
に
も
い
ろ
ん
な
側
が

あ
つ
て
、
す
べ
て
が
す
べ
て
、
戯
曲
の
犠
牲
に
な
つ
て
も
よ
い
と
、
言
つ
て

し
ま
へ
な
い
が
、
結
局
そ
れ
ら
が
集
つ
て
、
戯
曲
を
完
全
に
遂
行
す
る
事
が

出
来
れ
ば
、
我
々
の
劇
に
対
し
て
も
つ
と
完
全
に
収
ま
る
も
の
と
見
て
よ
い
。
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だ
か
ら
、
歌
舞
妓
芝
居
の
場
合
で
も
何
よ
り
も
正
し
い
救
ひ
の
手
は
、
戯
曲

の
遂
行
に
あ
る
の
で
、
歌
舞
妓
の
改
造
な
ど
の
事
は
考
へ
て
も
意
味
の
な
い

事
に
な
る
。
時
と
し
て
は
完
全
な
戯
曲
が
与
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
に
か
ゝ
は
ら

ず
、
劇
が
あ
る
点
ま
で
、
観
賞
に
耐
へ
る
事
が
あ
る
。
心
寂
し
い
例
だ
が
、

明
治
二
・
三
十
年
代
の
所
謂
「
活
歴
」
な
ど
い
ふ
芝
居
は
、
極
め
て
空
疎
な

戯
曲
を
遂
行
す
る
こ
と
に
、
不
世
出
の
名
優
が
、
骨
を
削
る
や
う
な
苦
し
み

を
し
た
の
で
、
そ
れ
で
何
と
か
言
は
れ
な
が
ら
も
、
団
十
郎
の
ゐ
る
間
は
、

支
へ
て
行
く
事
が
出
来
た
し
、
又
、
団
十
郎
の
演
技
を
正
統
的
に
伝
へ
た
後

進
の
為
方
を
見
て
も
あ
る
点
ま
で
、
今
の
識
者
た
ち
の
言
ふ
や
う
に
つ
ま
ら

ぬ
も
の
で
な
い
事
は
私
も
思
ふ
。
現
に
最
近
な
く
な
ら
れ
た
楠
山
正
雄
さ
ん

の
様
な
、
聡
明
な
知
識
人
の
支
持
し
て
ゐ
ら
れ
る
所
か
ら
も
言
へ
る
。
併
し
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何
と
言
つ
て
も
か
う
い
ふ
劇
は
、
正
し
い
戯
曲
の
上
に
立
つ
て
ゐ
る
の
で
は

な
い
か
ら
、
幸
福
な
も
の
で
は
な
い
。
団
十
郎
な
ど
は
、
明
治
の
文
化
が
当

然
持
つ
べ
き
も
の
、
遂
行
す
べ
き
戯
曲
、
信
頼
す
る
に
足
る
脚
本
と
し
て
選

ん
だ
に
違
ひ
な
く
、
又
そ
の
た
め
に
大
き
な
努
力
も
し
た
の
だ
が
、
か
う
い

ふ
戯
曲
を
あ
た
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
、
明
治
の
演
劇
文
化
の
質
が
よ
く
な
か

つ
た
の
で
あ
る
。

私
は
、
活
歴
に
あ
つ
た
大
き
な
救
ひ
は
え
ろ
き
ゆ
う
し
よ
ん
の
異
常
な
発
達

に
あ
つ
た
と
思
ふ
。
団
十
郎
に
従
つ
て
盲
目
的
に
活
歴
を
尊
信
し
た
団
十
郎

配
下
の
優
人
、
こ
の
代
表
者
に
歌
右
衛
門
を
立
て
ゝ
も
よ
い
。
彼
も
結
局
、

朗
読
を
身
上
と
し
た
俳
優
で
あ
つ
た
。
先
代
羽
左
衛
門
の
閲
歴
を
見
て
も
、

あ
れ
ほ
ど
若
い
間
大
根
役
者
呼
は
り
を
せ
ら
れ
た
人
も
な
か
つ
た
。
そ
の
う
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ち
、
俄
か
に
大
き
な
領
域
を
開
い
て
来
た
の
は
、
茶
臼
山
の
血
判
取
り
の
木

村
重
成
、
な
ら
び
に
そ
の
類
型
を
以
つ
て
す
る
事
の
出
来
た
桐
一
葉
の
重
成

で
あ
つ
た
。
こ
の
二
つ
は
、
朗
読
に
殆
す
べ
て
の
価
値
が
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
の

で
、
又
さ
う
で
な
か
つ
た
点
ま
で
も
、
羽
左
衛
門
自
身
が
さ
う
い
ふ
風
に
整

頓
し
た
も
の
と
言
ふ
事
が
出
来
る
。
同
じ
様
に
、
可
な
り
不
器
用
な
役
者
と

い
ふ
考
へ
は
改
め
ら
れ
な
い
で
ゐ
な
が
ら
、
あ
れ
だ
け
に
市
川
左
団
次
が
人

気
を
よ
ん
だ
理
由
は
、
や
は
り
彼
一
流
の
朗
読
法
で
あ
つ
た
。
而
も
不
思
議

な
散
文
式
な
読
み
方
で
、
戯
曲
の
対
話
的
な
感
情
を
ほ
か
の
も
の
に
置
き
か

へ
た
。
そ
の
え
ろ
き
ゆ
う
し
よ
ん
が
あ
れ
だ
け
世
間
の
声
援
を
呼
ん
だ
の
で

あ
る
。
併
し
、
こ
れ
は
必
し
も
、
こ
の
数
人
の
優
人
に
限
つ
た
こ
と
で
な
く
、

歌
舞
妓
芝
居
に
は
、
こ
の
傾
向
が
著
し
く
あ
つ
た
の
で
、
歴
史
的
な
意
味
を
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持
つ
技
術
の
特
徴
と
言
つ
て
も
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
一
体
さ
う
い
ふ
朗
読

風
な
せ
り
ふ
廻
し
を
喜
ぶ
や
う
に
な
つ
た
の
は
、
役
者
の
発
声
法
の
上
に
通

有
の
欠
陥
が
あ
つ
た
か
ら
来
て
ゐ
る
と
言
つ
て
さ
し
つ
か
へ
な
い
。
こ
れ
だ

け
は
恐
ら
く
、
歌
舞
妓
芝
居
に
限
つ
た
欠
点
と
し
て
、
反
省
し
て
よ
い
事
だ

と
思
ふ
が
、
歌
舞
妓
ほ
ど
悪
声
の
俳
優
を
非
議
せ
な
い
演
劇
は
珍
し
い
。
調

子
が
よ
い
と
言
ふ
批
評
は
声
が
よ
い
と
い
ふ
事
を
意
味
す
る
筈
だ
の
に
、
歌

舞
妓
俳
優
の
調
子
の
よ
い
と
言
は
れ
て
ゐ
る
優
人
に
は
、
か
な
り
の
悪
声
の

人
が
ゐ
た
。
抑
揚
頓
挫
が
、
正
し
く
旧
来
の
発
声
の
型
に
入
つ
て
ゐ
る
も
の

を
、
ほ
め
て
い
ふ
場
合
に
言
は
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
さ
う
で
な
く
て
も
、
歌

舞
妓
ほ
ど
聞
き
づ
ら
い
声
の
役
者
を
、
名
優
の
中
に
も
つ
て
ゐ
た
も
の
は
な

い
で
あ
ら
う
。
最
近
に
亡
く
な
つ
た
宗
十
郎
、
其
に
先
代
沢
村
源
之
助
・
先
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代
中
村
鴈
治
郎
・
先
代
尾
上
梅
幸
の
如
き
も
、
あ
ま
り
の
悪
声
が
、
却
て
鑑

賞
の
め
ど
ゝ
な
つ
た
位
で
あ
る
。
殊
に
源
之
助
の
や
う
な
の
は
、
あ
れ
程
悪

声
で
あ
り
な
が
ら
、
調
子
の
い
ゝ
と
言
は
れ
た
、
代
表
的
の
役
者
で
、
な
る

ほ
ど
声
の
質
は
悪
い
が
、
歌
舞
妓
の
近
世
の
伝
統
を
思
は
せ
る
い
ろ
ん
な
名

優
の
発
声
法
を
備
へ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
。
単
に
発
声
法
で
あ
る
け
れ
ど
、

こ
れ
が
劇
の
死
命
を
制
す
る
場
合
が
、
多
い
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
存
外
簡
単
な
所
に
、
救
ひ
は
あ
る
も
の
と
見
て
よ
い
。
だ
が
、
事
芸

術
に
関
す
る
限
り
は
、
さ
う
安
く
考
へ
て
か
ゝ
る
の
は
よ
く
な
い
。
芸
術
的

な
動
き
が
、
本
質
的
に
そ
の
劇
を
正
し
く
す
る
も
の
で
な
く
て
、
そ
れ
に
よ

つ
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
い
つ
か
又
大
き
な
煩
ひ
と
な
つ
て
来
る
に
違
ひ
な
い
。

吉
右
衛
門
は
、
感
傷
的
な
朗
読
法
の
上
手
だ
が
、
も
う
こ
の
人
に
な
る
と
、
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そ
れ
は
そ
れ
と
認
め
な
が
ら
、
見
物
の
中
に
必
し
も
そ
れ
を
謳
歌
す
る
者
ば

か
り
は
な
く
な
つ
て
来
て
ゐ
る
。
何
に
し
て
も
実
際
生
活
と
背
反
し
て
ゐ
る

朗
読
法
が
、
正
当
な
劇
を
造
る
事
の
出
来
る
訣
は
な
い
。
こ
れ
を
非
難
す
る

人
は
少
か
つ
た
に
し
て
も
、
新
し
い
歌
舞
妓
芝
居
に
か
な
り
重
要
な
価
値
を

占
め
て
ゐ
る
調
子
・
せ
り
ふ
廻
し
な
ど
に
歌
舞
妓
の
反
省
を
要
す
る
所
が
や

は
り
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

私
は
、
歌
舞
妓
芝
居
の
中
に
、
近
代
劇
精
神
を
或
は
新
劇
的
生
命
を
生
か
す

に
は
、
ど
う
言
ふ
風
に
す
れ
ば
よ
い
か
、
と
言
ふ
相
当
む
つ
か
し
い
問
題
を
、

若
い
友
人
か
ら
与
へ
ら
れ
た
の
で
、
興
味
を
持
つ
て
書
き
出
し
た
の
だ
が
、

そ
れ
に
は
ま
だ
、
私
の
考
へ
の
入
口
に
達
し
た
所
で
あ
る
。
顧
み
て
他
を
言

ふ
や
う
で
甚
心
苦
し
い
が
、
先
に
述
べ
た
今
の
市
川
海
老
蔵
が
、
歌
舞
妓
芝
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居
の
希
望
と
し
て
、
輝
く
将
来
を
も
つ
て
ゐ
る
か
と
言
ふ
事
に
触
れ
る
点
に

話
を
と
ゞ
め
て
お
き
た
い
。

そ
の
親
幸
四
郎
は
、
そ
の
死
亡
と
共
に
、
歌
舞
妓
の
大
き
な
部
分
を
持
ち
去

つ
た
と
思
は
れ
る
程
、
立
派
な
立
敵
の
資
格
を
も
つ
た
人
だ
が
、
そ
の
外
に

は
の
ろ
は
れ
た
点
の
多
い
人
で
あ
つ
た
。
併
し
今
一
つ
、
彼
及
び
彼
の
三
人

の
子
が
、
神
の
恵
み
に
感
謝
し
て
い
ゝ
の
は
、
そ
の
声
で
あ
る
。
親
幸
四
郎

は
、
声
の
質
は
す
ぐ
れ
て
よ
か
つ
た
が
、
同
時
に
又
調
子
の
悪
い
役
者
で
あ

つ
た
。
併
し
三
人
の
子
に
は
、
鍛
は
れ
て
ゐ
な
い
が
、
美
し
い
声
が
遺
さ
れ

た
。
三
人
な
が
ら
、
極
め
て
よ
い
声
の
質
で
あ
る
が
、
各
発
声
法
に
弱
点
を

見
せ
て
ゐ
る
や
う
だ
。
そ
の
中
著
し
く
声
の
整
頓
せ
ら
れ
出
し
た
の
は
、
海

老
蔵
で
あ
る
。
何
か
の
機
会
が
到
来
し
て
、
そ
の
発
声
法
を
ふ
つ
切
つ
た
ら
、
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必
、
ま
づ
彼
は
え
ろ
き
ゆ
う
し
よ
ん
の
名
優
と
し
て
名
を
あ
げ
る
だ
ら
う
。

さ
う
し
て
そ
れ
に
伴
つ
て
、
彼
の
天
稟
及
び
後
天
的
の
素
質
が
引
き
出
さ
れ

て
来
て
、
彼
は
意
の
向
ふ
ま
ゝ
に
縦
横
無
碍
に
佳
作
を
発
揚
す
る
優
人
と
な

る
で
あ
ら
う
。
こ
れ
に
反
し
て
、
悪
声
で
調
子
の
良
か
つ
た
菊
五
郎
も
や
は

り
、
大
根
役
者
か
ら
、
心
の
趣
く
ま
ゝ
に
、
彼
自
身
を
自
由
に
、
芸
に
う
ち

出
す
事
が
出
来
る
や
う
に
な
つ
た
。
さ
う
い
ふ
自
由
な
日
が
彼
の
前
に
も
輝

き
は
じ
め
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
す
る
。
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