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二
　
め
い
〳
〵
の
表
現

　
傑
れ
た
戯
曲
が
出
な
い
。
新
し
い
俳
優
が
出
な
い
。
適
当
な
劇
場
が
な
い
。
日
本
現
代
劇
の
不
振
を
嘆

ず
る
も
の
ゝ
き
ま
り
文
句
で
あ
る
。

　
日
本
人
の
現
代
生
活
に
は
、
最
も
「
戯
曲
的
雰
囲
気
」
が
欠
け
て
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
に
誰
か
気
が
つ
い

て
ゐ
る
か
。

　
か
う
い
ふ
と
、
い
ろ
い
ろ
な
劇
的
事
件
を
呼
び
起
し
て
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
と
い
ふ
に
違
ひ
な
い
。

　
僕
が
、
こ
ゝ
で
「
戯
曲
的
雰
囲
気
」
と
云
ふ
の
は
、
実
生
活
が
「
め
い
め
い
の
表
現
」
に
よ
つ
て
形
造

ら
れ
、
彩
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
、
「
生
命
の
韻
律
的
な
響
き
」
が
伝
へ
ら
れ
る
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
。

　
も
の
ゝ
考
へ
方
、
感
じ
方
、
従
つ
て
そ
の
発
表
し
方
に
、
め
い
め
い
の
特
色
が
あ
り
、
工
夫
が
あ
り
、

命
が
あ
り
、
而
も
、
そ
の
各
が
統
一
と
調
和
と
を
保
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

「
御
座
な
り
」
と
「
口
上
」
と
「
紋
切
型
」
が
、
実
生
活
の
一
部
か
ら
で
も
排
除
さ
れ
た
時
に
、
そ
こ
に

「
戯
曲
的
雰
囲
気
」
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
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劇
作
家
も
俳
優
も
、
言
葉
、
動
作
、
表
情
の
韻
律
的
魅
力
に
鈍
感
で
あ
る
間
は
、
断
じ
て
近
代
劇
の
舞

台
に
「
芸
術
的
生
命
」
を
与
へ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
公
衆
も
亦
「
舞
台
に
何
を
求
む
べ
き
か
」
を
知
る
前

に
、
実
人
生
の
中
に
新
し
い
戯
曲
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
近
代
劇
に
対
す
る
批
評
者
、
鑑
賞

者
で
あ
る
こ
と
は
絶
対
に
不
可
能
で
あ
る
。

　
新
し
い
生
活
様
式
、
つ
ま
り
現
代
日
本
人
の
生
活
中
か
ら
、  

動    

性  

で
な
み
す
む

と
心
理
と
を
通
じ
て
、
詩
と
造ぷ

     

形   

ら
す
て
い
く
美
を
感
じ
得
る
に
至
つ
て
、
始
め
て
、
わ
れ
〳
〵
は
、
「
わ
れ
〳
〵
の
演
劇
」
を
有
ち
得
る
で
あ

ら
う
。

　
諸
君
は
如
何
に
日
常
生
活
に
於
て
、
型
に
嵌
つ
た
考
へ
方
を
し
て
ゐ
る
か
。
感
情
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
無

視
し
た
言
葉
を
使
つ
て
ゐ
る
か
。

　
諸
君
の
顔
面
筋
肉
は
如
何
に
硬
直
し
て
ゐ
る
か
。
諸
君
の
眼
は
如
何
に
鋭
く
つ
て
も
、
そ
れ
は
極
め
て

単
純
な
感
情
を
語
り
得
る
に
過
ぎ
な
い
で
は
な
い
か
。

　
諸
君
は
道
で
遇
つ
た
友
人
に
何
と
云
つ
て
挨
拶
を
す
る
か
。
諸
君
は
旅
か
ら
帰
つ
て
来
た
父
親
を
何
と

云
つ
て
迎
へ
る
か
。
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数
多
き
言
葉
が
必
ず
し
も
一
つ
の
場
面
に
生
彩
を
与
へ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
わ
か
り
切
つ
て
ゐ
る
。

「
め
い
め
い
の
表
現
」
を
有
た
な
い
生
活
か
ら
は
、
何
ら
の
想
像
も
浮
ば
な
い
。

　
文
学
は
幻
象
の
芸
術
で
あ
る
。
わ
け
て
も
戯
曲
は
、
経
験
に
呼
び
か
け
る
暗
示
の
芸
術
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
三
　
批
評
に
つ
い
て

　
今
日
行
は
る
ゝ
文
芸
批
評
の
多
く
は
世
人
を
し
て
「
文
学
と
は
か
く
も
つ
ま
ら
ざ
る
も
の
か
」
と
思
は

せ
る
以
外
に
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。

　
批
評
家
は
、
先
づ
「
文
学
を
愛
す
る
こ
と
」
を
教
へ
て
く
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
の
み
な
ら
ず
、
さ
う
い
ふ
批
評
を
読
ん
で
ゐ
る
と
「
文
学
者
と
は
か
く
も
軽
蔑
す
べ
き
人
間
か
」
と
思

ふ
に
至
る
で
あ
ら
う
。
な
ぜ
な
ら
、
批
評
家
は
作
家
を
競
馬
々
の
如
く
取
扱
ひ
、
批
評
家
自
身
は
、
己
れ

を
文
明
の
埓
外
に
投
げ
出
し
て
ゐ
る
。

　
諸
君
は
三
河
万
歳
と
い
ふ
も
の
を
御
存
じ
で
す
か
。
烏
帽
子
を
被
つ
た
男
と
大
黒
帽
を
被
つ
た
男
が
、
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一
方
は
扇
子
を
持
ち
一
方
は
鼓
を
鳴
ら
し
、
所
謂
万
歳
歌
を
唱
ひ
な
が
ら
松
の
内
の
門
毎
を
陽
気
に
訪
れ

て
歩
き
ま
す
。

　
烏
帽
子
の
男
を
太
夫
と
呼
ぶ
ん
で
し
た
か
ね
。
大
黒
帽
は
た
し
か
才
蔵
と
云
ふ
ん
で
す
。

　
太
夫
は
歌
の
拍
子
を
取
る
や
う
に
、
時
々
才
蔵
の
頭
を
扇
子
で
叩
く
。
叩
か
れ
た
才
蔵
は
、
お
道
化
た

顔
を
し
て
な
ほ
も
唱
ひ
続
け
ま
す
。
あ
れ
で
は
さ
ぞ
痛
か
ら
う
と
思
ふ
ほ
ど
音
が
す
る
こ
と
が
あ
る
。
才

蔵
は
変
な
格
好
を
し
て
太
夫
を
見
上
げ
る
。
そ
れ
で
も
に
や
に
や
笑
つ
て
ゐ
ま
す
。

　
僕
は
、
批
評
す
る
も
の
と
、
批
評
さ
れ
る
も
の
と
の
立
場
が
、
こ
の
三
河
万
歳
の
如
く
で
あ
る
こ
と
を

痛
感
し
て
、
い
さ
ゝ
か
暗
い
気
持
ち
に
な
る
の
で
す
。

　
擲
る
方
も
い
ゝ
気
な
ら
、
擲
ら
れ
る
方
も
心
得
た
も
の
、
そ
こ
は
ど
ち
ら
も
商
売
で
、
そ
の
場
限
り
の

愛
嬌
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
せ
う
。

「
作
品
を
批
評
し
て
作
家
の
人
物
評
に
及
ぶ
こ
と
は
、
わ
が
大
日
本
帝
国
の
文
壇
に
於
て
は
、
ち
つ
と
も

ヘ
ン
で
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
、
大
に
見
得
を
切
つ
た
批
評
家
が
あ
る
。

　
誰
も
作
家
の
人
物
評
を
し
て
は
な
ら
ぬ
と
云
つ
た
覚
え
は
な
い
。

　
憎
ん
だ
り
軽
蔑
し
た
り
し
て
ゐ
た
い
な
ら
、
そ
の
作
家
が
、
自
分
に
は
興
味
の
有
つ
て
な
い
、
或
は
興
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味
は
も
て
ゝ
も
不
満
が
あ
る
作
品
を
発
表
し
た
く
ら
ゐ
で
、
何
も
わ
ざ
〳
〵
、
傍
若
無
人
な
評
言
を
加
へ

る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
人
物
評
も
い
ゝ
が
、
立
ち
入
り
過
ぎ
た
「
人
格
論
」
な
ど
は
慎
ん
だ
方
が
い
ゝ
と

云
つ
た
ま
で
ゞ
あ
る
。
作
品
を
さ
う
い
ふ
立
場
か
ら
の
み
見
よ
う
と
す
る
傾
向
を
僕
は
好
ま
な
い
と
云
つ

た
ゞ
け
で
あ
る
。

　
作
品
を
批
評
し
て
作
家
の
人
物
評
に
及
ぶ
こ
と
は
必
ず
し
も
「
ヘ
ン
」
で
は
な
い
。
人
物
評
の
し
方
に

よ
る
と
「
ヘ
ン
」
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
作
品
は
面
白
い
が
作
者
の
人
物
が
ど
う
も
頼
り
な
い
」
と
い
ふ
く
ら
ゐ
な
こ
と
は
、
僕
の
趣
味
に
は
合

は
な
い
け
れ
ど
、
ま
あ
そ
れ
ほ
ど
咎
め
立
て
を
し
な
く
て
も
い
ゝ
だ
ら
う
。
そ
れ
よ
り
も
或
る
批
評
家
が

或
る
作
家
の
作
品
を
褒
め
た
の
に
対
し
て
「
か
う
い
ふ
作
品
に
感
心
す
る
の
は
幼
稚
な
気
が
す
る
」
と
い

ふ
や
う
な
言
葉
は
、
一
刀
の
下
に
両
者
を
重
ね
斬
り
に
し
た
手
並
は
鮮
か
で
は
あ
る
が
、
苟
も
、
喧
嘩
を

す
る
気
で
な
け
れ
ば
迂
闊
に
口
に
は
出
せ
な
い
文
句
で
あ
る
。
批
評
を
す
る
こ
と
は
喧
嘩
を
す
る
こ
と
で

は
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
れ
な
ど
は
、
僕
に
言
は
せ
る
と
、
ち
と
「
ヘ
ン
」
な
の
で
あ
る
。

　
ど
ん
な
暴
言
を
吐
い
た
後
で
も
、
平
気
で
そ
の
対
手
と
談
笑
が
で
き
る
な
ら
そ
れ
こ
そ
、
全
く
以
て
不

思
議
な
現
象
で
あ
る
。
わ
が
大
日
本
帝
国
の
文
壇
は
正
に
三
河
万
歳
と
選
ぶ
と
こ
ろ
は
な
い
。
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情
報
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岩
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成
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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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