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舞
台
の
言
葉
、
即
ち
「
劇
的
文
体
」
は
、 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

、
白
せ
り
ふ（
台
詞
）
を
形
造
る
も
の
で
、
こ
れ
は
、
劇
作

家
の
才
能
を
運
命
的
に
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
普
通
「
対
話
」
と
呼
ば
れ
る
形
式
は
、
文
芸
の
凡あら
ゆ
る
作
品
中
に
含
ま
れ
得
る
文
学
の
一
技
法
に
す
ぎ

な
い
が
、
こ
れ
が
「
劇
的
対
話
」
と
な
る
と
、
そ
こ
に
一
つ
の
約
束
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
思
想

が
常
に
感
情
に
よ
つ
て
裏
づ
け
ら
れ
、
そ
の
感
情
が
常
に
一
つ
の
心
理
的
韻
律
リ
ズ
ム
と
な
つ
て
流
動
す
る
こ
と

で
あ
る
。
甲
の
白
が
乙
の
白
に
よ
つ
て
よ
り
活
か
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
心
理
的
飛
躍
に
伴
ふ
言

葉
の
暗
示
的
効
果
」
が
、
最
も
細
密
に
計
画
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
「
自
然
な
会
話
」
と
何
も
関
係
は
な
い
。
こ
の
「
自
然
な
会
話
」
が
、
「
劇
的
対
話
」
と
混

同
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
写
実
劇
の
大
き
な
病
根
が
あ
る
。
殊こと
に
日
本
現
代
劇
の
大
き
な
病
根
が
あ
る
。

「
自
然
な
会
話
」
の
総
て
が
悪
い
の
で
は
な
い
。
「
平
凡
な
会
話
」
が
「
自
然
な
る
」
が
故
に
佳よ
し
と
さ

れ
た
と
こ
ろ
に
、
危
険
が
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
。

「
今
日
は
」

「
い
ら
つ
し
や
い
。
だ
れ
か
と
思
つ
た
ら
あ
な
た
で
す
か
」

「
よ
く
雨
が
降
り
ま
す
な
」
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「
ほ
ん
と
に
よ
く
降
り
ま
す
な
」

「
み
な
さ
ん
お
変
り
あ
り
ま
せ
ん
か
」

「
は
い
、
有
り
が
た
う
ご
ざ
い
ま
す
、
お
蔭
さ
ま
で
み
ん
な
ぴ
ん
ぴ
ん
し
て
ゐ
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
お
宅

の
方
は
如
何
で
す
。
さ
う
さ
う
、
奥
さ
ん
が
ど
こ
か
お
悪
い
と
か
で
…
…
」

「
な
あ
に
、
大
し
た
こ
と
は
な
い
ん
で
す
よ
。
医
者
は
脚
気
だ
と
云
ふ
ん
で
す
が
、
何
し
ろ
、
あ
の
気
性

で
す
か
ら
、
少
し
い
い
と
、
す
ぐ
不
養
生
を
し
ま
し
て
ね
」

「
そ
れ
は
御
心
配
で
す
な
。
ど
う
も
脚
気
と
い
ふ
や
つ
は
…
…
」

　
か
う
い
ふ
種
類
の
白
は
、
一
時
、
い
や
で
も
、
お
ほ
方
の
脚
本
中
に
発
見
す
る
白
で
あ
る
。
こ
ん
な
月

並
な
こ
と
を
く
ど
く
ど
と
喋
舌
ら
れ
て
ゐ
て
は
、
聞
い
て
ゐ
る
も
の
が
た
ま
ら
な
い
。

「
自
然
な
会
話
」
必
ず
し
も
、
上
乗
な
「
劇
的
対
話
」
で
な
い
こ
と
は
こ
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に

何
も
劇
的
事
件
が
な
い
か
ら
だ
、
内
容
が
な
い
か
ら
だ
と
云
ふ
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
れ
も
慥たし
か
に
一
つ
の
理
由
で
あ
る
。
然
し
、
そ
ん
な
ら
こ
れ
は
ど
う
だ
。

「
今
日
は
」

「
お
や
、
こ
い
つ
は
お
珍
ら
し
い
」

「
降
り
ま
す
ね
、
よ
く
」
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「
ど
う
か
し
て
ま
す
ね
」

「
み
な
さ
ん
、
お
変
り
は
…
…
」

「
え
え
別
に
…
…
。
と
こ
ろ
で
、
奥
さ
ん
が
ど
つ
か
お
悪
い
つ
て
い
ふ
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
」

「
な
あ
に
、
大
し
た
こ
と
は
な
い
ん
で
す
。
脚
気
だ
と
云
ふ
ん
で
す
が
、
何
し
ろ
、
あ
の
気
性
で
せ
う
、

無
理
を
す
る
ん
で
す
、
少
し
い
い
と
」

「
無
理
を
ね
…
…
。
脚
気
か
…
…
こ
い
つ
」

　
前
と
同
じ
場
面
、
同
じ
人
物
で
あ
る
。
云
つ
て
ゐ
る
こ
と
も
違
は
な
い
。
文
句
を
少
し
変
へ
た
だ
け
で

あ
る
。

　
そ
れ
だ
け
で
、
既
に
多
少
「
月
並
」
で
な
く
な
つ
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
会
話
が
生
き
て
ゐ
る
。
よ
り
「
劇

的
対
話
」
に
な
つ
て
ゐ
る
。
舞
台
の
言
葉
に
な
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
二
つ
の
面
の
優
劣
は
、
さ
ほ
ど
格
段
の

差
に
於
て
示
さ
れ
て
ゐ
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
少
し
で
も
そ
れ
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
い
い
。

　
こ
の
相
違
は
、
優
劣
は
ど
こ
か
ら
来
る
か
。
前
の
方
は
、
言
葉
そ
の
も
の
の 

印  

象 

イ
メ
エ
ジ

が
ぼ
ん
や
り
し
て

ゐ
る
。
言
ひ
換
へ
れ
ば
、
大
抵
の
人
間
が
、
大
抵
の
場
合
に
、
殆
ほ
と
んど
無
意
識
に
さ
へ
口
に
す
る
言
葉
使
ひ

で
あ
る
。
従
つ
て
心
理
の
陰
影
が
稀
薄
で
あ
る
。
特
殊
な
人
物
の
、
特
殊
な
気
持
が
、
は
つ
き
り
つ
か
め

な
い
。
つ
か
め
て
も
、
そ
れ
に
興
味
が
も
て
な
い
。
つ
ま
り
、
お
座
な
り
と
い
ふ
感
じ
が
退
屈
を
誘
ふ
。
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機
械
的
と
い
ふ
感
じ
が
、
韻
律
の
快
さ
と
反
対
な
も
の
を
与
へ
る
。
感
情
の
飛
躍
が
な
い
か
ら
注
意
力
を

散
漫
に
す
る
。

　
こ
れ
は
単
に
一
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
も
つ
と
複
雑
な
心
理
や
、
重
大
な
事
件
を
取
扱
つ
た
場
面
で
も
、

こ
れ
に
似
た
表
現
上
の
欠
陥
が
、
人
物
の
対
話
を
「
非
舞
台
的
」
に
し
て
ゐ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
実

生
活
の
断
片
、
こ
れ
ほ
ど
自
然
な
場
面
は
な
い
筈
で
あ
る
が
、
同
時
に
多
く
の
場
合
、
こ
れ
ほ
ど
非
芸
術

的
な
場
面
は
な
い
と
云
つ
て
も
い
い
。
殊
に
現
代
日
本
人
の
生
活
に
於
て
、
こ
の
感
が 

愈  

々 

い
よ
い
よ

深
い
。

　
舞
台
の
上
の
巧
み
な
対
話
、
こ
れ
は
、
現
実
の
整
理
に
よ
つ
て
初
め
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
見
、

こ
ん
な
気
の
き
い
た
対
話
が
、
こ
の
人
物
に
出
来
る
筈
は
な
い
と
思
は
れ
る
や
う
な
対
話
が
、
舞
台
上
で

は
、
あ
た
り
前
の
「
日
常
会
話
」
に
な
り
、
見
物
を
退
屈
さ
せ
な
い
や
う
な
「
日
常
の
会
話
」
、
そ
れ
が

満
足
に
書
け
て
、
初
め
て
劇
作
家
は
劇
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
人
物
に
あ
る
議
論
を
さ
せ
る

場
合
、
あ
る
述
懐
を
さ
せ
る
場
合
、
あ
る
説
明
を
さ
せ
る
場
合
、
あ
る
哀
訴
を
さ
せ
る
場
合
、
何いづ
れ
も
、

こ
の
「
呼
吸
」
が
必
要
で
あ
る
。
議
論
そ
の
も
の
、
述
懐
そ
の
も
の
、
説
明
そ
の
も
の
、
哀
訴
そ
の
も
の

が
、
戯
曲
の
一
節
と
し
て
、
何
も
妨
げ
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
一
時
排
斥
さ
れ
た
独
白
さ
へ
も
、
そ
れ

が
立
派
な
「
劇
的
文
体
」
に
よ
つ
て
語
ら
れ
る
場
合
に
は
、
優
れ
た
一
つ
の
「
劇
的
場
面
」
と
な
り
得
る

の
で
あ
る
。
舞
台
の
上
で
読
む
「
手
紙
」
さ
へ
も
、
こ
の
心
掛
け
で
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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今
ま
で
、
主
と
し
て
、
写
実
的
な
場
面
に
つ
い
て
論
じ
た
や
う
な
形
に
な
つ
た
が
、
も
と
も
と
こ
の
写

実
と
い
ふ
こ
と
が
、
既
に
現
実
の
複
写
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
現
実
整
理
の
筆
を
更
に
現
実
修
正
の

域
に
押
し
進
め
る
こ
と
は
、
作
者
の
趣
味
、
才
能
に
よ
つ
て
如
何
な
る
程
度
ま
で
も
許
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

現
実
修
正
は
更
に
現
実
変
形
、
現
実
拡
大
、
現
実
様
式
化
に
押
し
進
め
る
こ
と
も
で
き
る
訳
で
あ
る
。
た

だ
そ
の
根
柢
に
、
そ
の
核
心
に
、
飽
く
ま
で
も
実
人
生
の
姿
が
潜
め
ら
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
、
文
芸
の
本
質
か
ら
云
つ
て
当
然
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
う
、
「
表
現
」
以
前
の
問
題
で
あ
る
。

制
作
過
程
の
出
発
点
で
あ
る
。
従
来
わ
が
国
に
紹
介
せ
ら
れ
た
外
国
劇
が
、
日
本
現
代
劇
を
本
質
的
に
発

達
さ
せ
得
な
か
つ
た
理
由
と
し
て
、
そ
の
翻
訳
が
単
に
劇
の
思
想
乃
至
な
い
し
形
式
の
み
を
伝
へ
る
に
止
ま
つ
て
、

真
の
「
劇
的
美
」
を
形
造
る
一
要
素
、
即
ち
「
文
体
の
も
つ
戯
曲
的
魅
力
」
を
等
閑
に
附
し
て
ゐ
た
と
い

ふ
一
事
を
前
章
に
も
一
寸
述
べ
て
お
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
も
う
一
度
繰
返
し
て
云
ふ
必
要
が
あ
る
。

　
こ
こ
で
そ
の
翻
訳
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、
自
分
の
経
験
か
ら
云
つ
て
も
、
嘗かつ
て
イ
プ

セ
ン
の
邦
訳
（
誰
の
だ
つ
た
か
忘
れ
た
が
）
を
読
ん
で
、
当
時
多
く
の
人
々
と
共
に
少
か
ら
ず
感
心
し
、

な
る
ほ
ど
、
近
代
劇
の
巨
匠
と
云
は
れ
る
筈
だ
、
こ
れ
は
天
才
に
違
ひ
な
い
と
ひ
と
り
大
い
に
悦
に
入
つ

て
ゐ
た
と
こ
ろ
が
、
間
も
な
く
同
じ
作
者
の
同
じ
作
品
を
、
仏
語
訳
で
読
み
返
し
て
見
て
、
殆
ど
別
な
も

の
で
あ
る
と
云
ふ
感
じ
を
受
け
た
。
邦
訳
は
、
無
論
そ
ん
な
に
悪
い
も
の
で
は
な
い
と
思
つ
て
ゐ
た
に
も
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拘
は
ら
ず
、
仏
訳
を
読
ん
だ
時
の
、
あ
の
感
動
は
、
実
に
名
状
し
難
き
ほ
ど
の
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
れ
は

ま
た
、
と
て
も
素
敵
な
も
の
だ
。
ど
う
し
て
ど
う
し
て
、
邦
訳
で
読
ん
だ
時
の
イ
プ
セ
ン
は
、
い
は
ば
、

餡
を
さ
ら
つ
た
饅
頭
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
つ
た
。
翻
訳
劇
と
い
ふ
も
の
は
、
さ
て
は
中
味

の
な
い
饅
頭
だ
な
、
う
つ
か
り
し
て
ゐ
て
は
い
け
な
い
、
と
私
は
思
つ
た
。

　
そ
れ
か
ら
私
は
、
チ
エ
ホ
フ
、
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
イ
、
ゴ
オ
ル
キ
イ
な
ど
を
仏
訳
で
読
み
始
め
た
。
悲

し
い
か
な
、
仏
訳
と
て
も
既
に
翻
訳
で
あ
る
以
上
、
原
作
の
妙
味
は
ど
れ
だ
け
失
は
れ
て
ゐ
る
か
わ
か
ら

な
い
。
さ
う
思
ふ
と
、
露
西
亜
語
も
や
り
た
く
な
る
。
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ヴ
ィ
ヤ
の
言
葉
も
覚
え
た
く
な
る
。

私
に
は
そ
れ
だ
け
の
根
気
は
な
か
つ
た
が
、
兎
に
角
、
日
本
語
に
訳
さ
れ
た
欧
羅
巴
の
戯
曲
は
、
同
じ
訳

語
で
も
、
欧
羅
巴
の
一
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
も
の
に
比
べ
て
見
る
と
、
雲
泥
の
差
が
そ
の
間
に
、
ま
た
在

る
こ
と
を
発
見
し
て
驚
い
た
次
第
で
あ
る
。
私
は
イ
プ
セ
ン
及
び
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
イ
の
仏
訳
だ
け
は
、

世
界
的
に
名
訳
と
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
知
つ
た
の
で
、
ま
あ
、
安
心
が
で
き
る
と
思
つ
た
。
殊
に
イ

プ
セ
ン
の
翻
訳
者
ブ
ロ
ゾ
オ
ル
伯
は  

諾    

威  

ノ
ル
ウ
ェ
イ

人
だ
さ
う
で
、
私
は
す
つ
か
り
よ
ろ
こ
ん
だ
。
そ
し
て
、

殆
ど
原
作
を
読
む
や
う
な
信
頼
と
親
し
み
と
を
も
つ
て
、
一
作
一
作
と
読
ん
で
行
つ
た
。
邦
訳
で
は
、
そ

れ
ほ
ど
イ
プ
セ
ン
が
詩
人
で
あ
る
と
は
思
は
れ
な
か
つ
た
が
、
こ
ん
ど
は
ま
た
、
作
品
の
思
想
の
深
刻
味

や
、
結
構
の
手
堅
さ
な
ど
よ
り
も
、
時
代
時
代
に
応
じ
て
イ
プ
セ
ン
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
の
優
れ
た
詩
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人
で
あ
り
、
殊
に
、
象
徴
的
傾
向
が
鮮
や
か
に
な
る
に
つ
れ
て
、
近
代
的
な
、
含
蓄
の
多
い
対
話
の
、
巧

妙
な
駆
使
者
で
あ
る
こ
と
を
知
る
に
至
つ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
邦
訳
を
読
ん
だ
時
に
は
、
あ
ん
ま
り
気

づ
か
な
か
つ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
「
喜
劇
味
」
　
　
思
想
的
に
も
、
ま
た
文
体
の
上
か
ら
も
　
　
さ
う

い
ふ
も
の
を
仏
訳
の
中
に
ま
ざ
ま
ざ
と
見
出
し
て
、
こ
い
つ
は
面
白
い
ぞ
と
思
つ
た
の
で
あ
る
。

　
更
に
自
分
の
恥
さ
ら
し
を
す
れ
ば
、
仏
蘭
西
の
戯
曲
な
ら
ば
、
原
作
が
読
め
る
と
思
つ
て
、
い
ろ
い
ろ

読
み
漁
つ
た
も
の
を
、
こ
れ
は
こ
こ
が
面
白
い
、
あ
れ
は
あ
そ
こ
が
面
白
い
と
独
り
ぎ
め
を
し
て
悦
ん
で

ゐ
た
五
六
年
前
は
、
今
か
ら
考
へ
る
と
、
全
く
戯
曲
の
文
体
と
い
ふ
も
の
に
つ
い
て
は
盲
目
で
あ
つ
た
。

例
へ
ば
、
ポ
ル
ト
・
リ
シ
ュ
の
も
の
な
ど
を
読
ん
で
、
な
る
ほ
ど
こ
れ
は
恐
ろ
し
い
心
理
解
剖
家
だ
、
鋭

い
も
の
だ
、
細
か
い
も
の
だ
、
さ
う
思
つ
て
頭
を
下
げ
て
ゐ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
巴
里
で
暫
ら
く
暮

し
て
見
て
、
日
常
の
会
話
に
い
ろ
い
ろ
な
疑
問
が
起
つ
た
り
、
あ
ん
な
言
葉
を
あ
ん
な
場
合
に
使
ふ
の
か

と
い
ふ
こ
と
を
知
つ
た
り
、
あ
の
文
句
を
あ
あ
い
ふ
風
に
云
ふ
の
か
と
い
ふ
こ
と
を
覚
え
た
り
、
あ
あ
い

ふ
人
間
が
、
あ
あ
い
ふ
手
真
似
を
す
る
ん
だ
な
と
い
ふ
こ
と
を
気
づ
い
た
り
し
て
ゐ
る
う
ち
に
、
ポ
ル
ト

・
リ
シ
ュ
を
も
う
一
度
読
み
直
し
て
見
て
び
つ
く
り
し
た
。
や
れ
や
れ
、
白
を
云
ふ
人
物
の
姿
、
顔
、
表

情
、
身
振
、
手
真
似
が
悉
こ
と
ご
とく
眼
に
浮
ぶ
で
は
な
い
か
。
コ
メ
デ
ィ
イ
・
フ
ラ
ン
セ
エ
ズ
に
行
つ
て
、
『
過

去
』
や
『
ふ
か
な
さ
け
』
の
舞
台
を
観
て
、
更
に
面
喰
つ
た
。
や
れ
や
れ
、
あ
の
文
句
は
、
あ
あ
い
ふ
調
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子
で
云
つ
た
方
が
よ
い
の
か
。
あ
の
女
は
、
あ
れ
く
ら
ゐ
に
泣
い
て
お
け
ば
い
い
の
か
。
あ
の
男
の
、
あ

の
長
台
詞
は
、
あ
あ
云
へ
ば
、
な
る
ほ
ど
退
屈
は
さ
せ
な
い
。
私
は
、
し
か
も
こ
の
舞
台
の
上
で
、
ほ
ん

た
う
に
、
ポ
ル
ト
・
リ
シ
ュ
の
戯
曲
が
わ
か
つ
た
の
で
あ
る
。
ポ
ル
ト
・
リ
シ
ュ
の
文
体
が
わ
か
つ
た
の

で
あ
る
。
ポ
ル
ト
・
リ
シ
ュ
の
芸
術
が
解
つ
た
の
で
あ
る
。
私
は
、
そ
れ
以
来
、
芝
居
を
観
に
行
く
こ
と

が
怖
く
な
つ
た
。
今
ま
で
読
ん
だ
脚
本
が
、
自
分
に
ど
れ
ほ
ど
解
つ
て
ゐ
な
い
か
と
い
ふ
試
験
を
さ
れ
に

行
く
や
う
な
も
の
で
あ
つ
た
か
ら
。

　
私
は
、
抑
そ
も
そも
戯
曲
と
は
…
…
と
考
へ
た
。
抑
も
戯
曲
と
は
、
な
る
ほ
ど
こ
れ
か
な
あ
、
と
朧
ろ
げ
な
が

ら
感
じ
た
。
そ
の
感
じ
を
強
ひ
て
云
へ
ば
、
結
局
、
何
か
に
も
書
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
「
人
間
の
魂
の

最
も
韻
律
的
な
響
き
（
或
は
動
き
）
を
伝
へ
る
も
の
」
に
外
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
云
ふ
ま
で
も
な
く
、

「
語
ら
れ
る
言
葉
の
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
於
け
る
魅
力
」
の
表
現
で
あ
る
。

　
外
国
の
戯
曲
は
、
一
体
ど
の
程
度
ま
で
翻
訳
に
よ
つ
て
、
そ
の
魅
力
を
失
は
ず
に
す
む
か
、
か
う
考
へ

た
な
ら
ば
、
翻
訳
者
の
責
任
は
、
そ
れ
が
戯
曲
で
あ
る
た
め
に
、
殊
に
重
大
さ
を
増
す
わ
け
で
あ
る
。
私

は
戯
曲
だ
け
は
、
少
く
と
も
戯
曲
を
書
き
得
る
も
の
の
手
に
よ
つ
て
翻
訳
せ
ら
る
べ
き
だ
と
思
ふ
。
そ
れ

で
さ
へ
、
十
分
と
は
云
へ
な
い
。
翻
訳
者
の
語
学
力
は
、
例
へ
小
説
は
訳
し
得
て
も
、
戯
曲
は
待
つ
て
呉

れ
と
云
ひ
た
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
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く
ど
い
や
う
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
う
少
し
述
べ
て
お
か
う
。
今
、
あ
る
戯
曲
が
二
通
り

翻
訳
さ
れ
て
あ
る
と
す
る
。
ど
ち
ら
も
意
味
か
ら
云
へ
ば
正
確
で
あ
り
、
文
章
も
読
み
づ
ら
く
な
く
、
日

本
語
と
し
て
、
別
に
不
都
合
の
な
い
や
う
な
も
の
だ
と
す
る
。
而しか
も
そ
の
文
体
に
於
て
、
言
葉
の
調
子
に

於
て
、
場
面
の
動
き
に
於
て
、
つ
ま
り
全
体
の
「
命
」
と
「
閃
き
」
に
於
て
、
両
者
に
格
段
の
差
が
あ
る

と
す
る
。
そ
れ
は
翻
訳
者
が
如
何
に
翻
訳
が
巧
み
で
あ
る
か
と
い
ふ
前
に
、
如
何
に
原
作
が
解
つ
て
ゐ
る

か
と
い
ふ
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
一
節
だ
け
を
示
し
た
の
で
は
、
絶
対
的
の
価
値
批
評
は
で
き
な
い
が
、

試
み
に
仏
蘭
西
語
で
次
の
句
が
、
幾
通
り
の
日
本
語
に
な
り
得
る
か
を
考
へ
て
み
る
が
い
い
。
而
も
、
そ

れ
が
実
際
の
場
合
に
は
た
だ
一
つ
の
訳
し
方
し
か
な
い
。

　Tu as raison.

　
　
お
前
の
考
へ
は
正
し
い
。

　
　
お
前
の
言
ふ
こ
と
は
尤
も
つ
とも
だ
。

　
　
お
前
の
云
ふ
通
り
さ
。

　
　
お
説
御
尤
も
。

　
　
そ
れ
は
さ
う
だ
。

　
　
そ
れ
は
さ
う
だ
ね
。
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そ
れ
も
さ
う
だ
。

　
　
さ
う
だ
つ
た
ね
。

　
　
い
や
、
ま
つ
た
く
だ
。

　
　
そ
れ
を
云
ふ
の
さ
。

　
　
そ
れ
や
、
さ
う
さ
。

　
　
さ
う
と
も
さ
。

　
　
さ
う
、
そ
の
通
り
。

　
　
さ
う
だ
と
も
。

　
　
さ
う
、
さ
う
。

　
　
そ
れ
、
そ
れ
。

　
　
そ
れ
さ
。

　
　
な
る
ほ
ど
ね
。

　
　
な
る
ほ
ど
、
さ
う
だ
つ
た
。

　
　
そ
い
つ
は
い
い
。

　
　
う
ま
い
こ
と
を
云
ふ
ぞ
。
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そ
れ
が
い
い
や
。

　
　
そ
れ
に
限
る
。

　
　
そ
れ
に
し
よ
う
。

　
　
そ
れ
も
よ
か
ら
う
。

　
　
さ
う
し
よ
う
。

　
　
そ
の
方
が
い
い
。

　
　
さ
う
云
へ
ば
、
さ
う
だ
。

　
　
ほ
ん
と
に
さ
う
だ
。

　
　
そ
れ
や
、
ま
あ
、
さ
う
さ
。

　
　
ほ
ん
と
だ
。

　
　
そ
れ
が
、
ほ
ん
と
な
ん
だ
。

　
　
お
前
は
話
せ
る
。

　
　
ほ
ん
と
に
さ
。

　
　
お
前
の
話
は
よ
く
わ
か
る
。

　
　
そ
い
つ
は
、
尤
も
な
話
だ
。
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そ
れ
が
あ
た
り
前
さ
。

　
　
違
ひ
な
い
。

　
　
お
ほ
き
に
。

　
一
寸
思
ひ
つ
く
だ
け
で
こ
の
通
り
（
対
手
と
の
関
係
を
問
題
外
と
し
て
も
）
前
後
の
関
係
で
、
は
つ
き

り
、
ど
れ
を
選
ぶ
べ
き
か
、
自
ら
き
ま
る
の
で
あ
る
が
、
ど
つ
ち
で
も
意
味
は
取
れ
る
し
、
間
違
ひ
で
も

な
い
。
が
、
そ
の
場
合
は
ど
つ
ち
で
な
け
れ
ば
面
白
く
な
い
と
い
ふ
の
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
こ
れ
原
文
の

わ
か
り
方
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
も
つ
と
適
切
に
云
へ
ば
、
原
文
の
調
子
、
味
が
わ
か
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
上
に
誤
訳
と
い
ふ
や
つ
が
必
ず
あ
る
。
仏
蘭
西
語
で
、
一
寸
間
違
は
れ
易
い
例
を
挙
げ
て
み
て
も
、

こ
ん
な
の
が
あ
る
。

「
あ
な
た
は
ほ
ん
と
に
い
つ
ま
で
も
お
若
い
で
す
ね
」

「 

御 

戯 

談 

ご
じ
よ
う
だ
ん
で
せ
う
」
　
　
こ
れ
を
「
さ
う
お
思
ひ
に
な
り
ま
す
か
」

「
年
の
せ
ゐ
だ
ね
、
ど
う
も
近
頃
、
足
が
利
か
な
く
な
つ
た
よ
」

「
ま
さ
か
、
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
か
ら
う
」
　
　
こ
れ
を
「
あ
ん
ま
り
遠
く
へ
行
く
か
ら
さ
」

「
ど
う
か
僕
に
か
ま
は
な
い
で
…
…
」
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「
ぢ
や
、
一
寸
、
行
つ
て
来
ら
」
　
　
そ
れ
を
「
ぢ
や
、
さ
よ
な
ら
」

　
こ
の
調
子
で
全
篇
を
訳
さ
れ
て
は
た
ま
ら
な
い
が
、
少
し
づ
つ
の
食
ひ
違
ひ
が
、
ど
れ
ほ
ど
原
文
の
妙

味
を
傷
つ
け
て
ゐ
る
か
、
そ
れ
を
ま
た
読
者
な
り
、
演
出
者
な
り
、
見
物
な
り
が
知
ら
ず
に
ゐ
る
か
。
さ

う
し
て
、
外
国
劇
は
面
白
い
と
か
面
白
く
な
い
と
か
、
わ
か
つ
た
や
う
な
こ
と
を
云
つ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ

を
考
へ
る
と
、
全
く
や
り
き
れ
な
い
。

　
さ
て
、
こ
ん
な
こ
と
を
云
ひ
出
し
た
の
は
、
何
も
今
更
翻
訳
の
杜
撰
ず
さ
ん
さ
を
攻
撃
す
る
た
め
で
は
な
く
、

か
う
い
ふ
翻
訳
を
通
し
て
、
西
洋
の
戯
曲
が
わ
か
つ
た
と
か
、
わ
か
ら
な
い
と
か
云
つ
て
、
納
ま
つ
て
ゐ

る
の
は
間
違
ひ
だ
と
い
ふ
一
点
を
指
摘
し
た
い
の
で
あ
る
。

　
重
ね
て
云
ふ
、
外
国
の
戯
曲
か
ら
は
ま
だ
学
ぶ
べ
き
も
の
が
多
々
あ
る
。
そ
れ
は
、
翻
訳
を
通
し
て
は

殆
ど
味
は
れ
な
い
「
味
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日
本
の
現
代
劇
に
、
こ
の
「
味
」
が
足
ら
な
い
の
は
、
翻

訳
劇
、
殊
に
、
最
も
乱
暴
な
翻
訳
劇
の
罪
半
分
と
、
西
洋
劇
を
直
接
原
文
で
読
み
得
る
当
今
の
若
い
劇
作

家
が
、
ま
だ
、
そ
の
西
洋
劇
の
も
つ
「
味
」
　
　
こ
れ
は
各
作
者
の
持
ち
味
で
も
な
く
、
ま
た
西
洋
各
国

の
文
学
の
特
色
で
も
な
く
、
更
に
所
謂
、
西
洋
劇
独
特
の
色
彩
、
西
洋
人
特
有
の
感
情
、
そ
ん
な
も
の
を

指
す
の
で
も
な
く
、
真
に
優
れ
た
戯
曲
が
、
常
に
そ
れ
に
よ
つ
て
魅
力
を
放
つ
と
こ
ろ
の
、
「
語
ら
れ
る

言
葉
の
幻
象
が
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
魂
に
触
れ
る
彼
の
韻
律
的
効
果
」
に
外
な
ら
な
い
　
　
そ
の
「
味
」
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を
自
国
語
に
よ
つ
て
表
は
し
得
ず
に
ゐ
る
、
そ
の
罪
半
分
で
あ
る
と
云
ひ
得
よ
う
。
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