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一
、
新
劇
と
旧
劇

　
現
今
、
芝
居
好
き
と
称
す
る
人
の
う
ち
で
、
旧
劇
は
つ
ま
ら
な
い
と
云
つ
て
見
に
行
か
な
い
人
も
あ
る

で
せ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
極
少
数
の
「
新
し
が
り
」
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
と
云
つ
て
よ
ろ
し
い
。
之
に
反

し
て
、
新
劇
は
見
る
に
堪
へ
な
い
と
公
言
し
て
憚
ら
な
い
人
の
う
ち
に
は
、
相
当
、
見
識
の
あ
る
芸
術
愛

好
者
が
、
可
な
り
多
く
あ
る
こ
と
は
事
実
で
す
。

　
旧
劇
は
一
概
に
つ
ま
ら
な
い
と
云
ふ
側
の
人
々
は
、
旧
劇
に
は
優
れ
た
文
学
が
無
い
か
ら
と
い
ふ
理
由

を
挙
げ
る
で
せ
う
。
し
か
し
、
旧
劇
は
、
今
日
で
は
も
う
立
派
に
文
学
の
羈
絆
を
脱
し
て
ゐ
る
完
成
品
で

す
。
た
ゞ
、
旧
劇
俳
優
の
う
ち
に
は
、
そ
の
旧
劇
独
自
の
存
在
理
由
に
着
眼
せ
ず
、
徒
ら
に
、
「
旧
劇
の

文
学
」
に
心
酔
し
て
自
己
の
世
界
を
狭
め
、
自
己
の
芸
術
を
低
調
な
ら
し
め
て
ゐ
る
自
称
新
人
の
多
い
こ

と
は
遺
憾
で
あ
り
ま
す
、
従
つ
て
、
之
等
の
旧
劇
界
の
新
人
等
は
、
た
ま
た
ま
新
劇
に
手
を
染
る
に
当
つ

て
も
殆
ど
常
に
、
最
も
旧
劇
的
な
新
劇
、
云
ひ
換
へ
れ
ば
常
識
的
感
情
を
基
調
と
す
る
作
品
に
の
み
向
は

う
と
す
る
愚
か
さ
を
繰
返
し
て
ゐ
ま
す
。

　
新
劇
は
見
る
に
堪
へ
な
い
と
い
ふ
連
中
は
、
新
劇
に
と
つ
て
、
必
ず
し
も
敵
で
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
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ら
、
彼
等
の
う
ち
に
は
、
「
よ
り
よ
き
新
劇
」
の
出
現
を
待
ち
望
ん
で
ゐ
る
人
も
あ
る
で
せ
う
か
ら
。
殊

に
、
今
日
、
新
劇
団
と
称
す
る
如
何
は
し
い
蜉
蝣
的
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
、
新
劇
そ
の
も

の
を
無
視
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。

　
新
劇
と
は
、
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
西
洋
劇
の
影
響
を
受
け
、
現
代
文
学
の
思
潮
を
根
柢
と
す
る
演
劇
運

動
を
指
し
て
ゐ
ま
す
。

　
戯
曲
の
方
面
で
は
、
最
近
、
相
当
目
星
い
作
品
を
生
ん
で
ゐ
ま
す
が
、
舞
台
的
に
は
、
ま
だ
新
劇
を
演

じ
る
た
め
に
必
要
な
才
能
と
教
養
と
を
兼
ね
備
へ
た
俳
優
が
ゐ
ま
せ
ん
。
従
つ
て
、
大
部
分
は
素
人
で
す
。

そ
の
上
、
彼
等
に
は
、
御
手
本
が
な
い
。
先
生
が
な
い
。
絶
え
ず
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
て
ゐ
て
進
歩
し

な
い
の
も
無
理
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
二
、
新
劇
と
云
へ
な
い
も
の

　
新
劇
は
現
代
劇
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
限
つ
て
は
ゐ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
現
今
、
新
作
時
代
劇
と
云

は
れ
て
ゐ
る
も
の
ゝ
う
ち
に
、
新
劇
の
名
に
応
は
し
い
作
品
、
舞
台
が
、
い
く
つ
あ
り
ま
せ
う
。
「
藤
十

郎
の
恋
」
や
、
「
坂
崎
出
羽
守
」
や
、
「
お
国
と
五
平
」
や
、
「
伊
井
大
老
の
死
」
や
、
「
息
子
」
や
、
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「
大
仏
開
眼
」
や
、
「
生
き
て
ゐ
る
小
平
次
」
や
、
「
玄
朴
と
長
英
」
や
、
こ
れ
ら
、
現
代
の
日
本
劇
壇

が
生
ん
だ
評
判
の
時
代
劇
は
、
多
少
と
も
、
旧
劇
に
な
い
も
の
を
含
ん
で
は
ゐ
ま
す
が
、
之
等
は
畢
竟
、

旧
劇
の
畑
に
み
の
り
得
る
果
実
で
あ
る
と
、
私
は
信
じ
て
ゐ
る
の
で
す
。
そ
れ
で
、
か
う
い
ふ
種
類
の
作

品
は
、
所
謂
新
劇
の
将
来
に
あ
ま
り
多
く
寄
与
す
る
処
の
な
い
作
品
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
ま
た
、
現
代
生
活
を
取
扱
つ
て
ゐ
れ
ば
な
ん
で
も
新
劇
か
と
云
へ
ば
、
さ
う
と
も
限
つ
て
は

ゐ
ま
せ
ん
。
新
派
劇
は
別
と
し
て
、
毎
月
発
表
さ
れ
る
戯
曲
を
見
て
も
、
こ
れ
は
ど
う
演
出
を
す
れ
ば
新

劇
に
な
る
の
か
と
思
は
れ
る
や
う
な
作
品
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
何
れ
も
、
芝
居
と
い
ふ
も
の
ゝ
常
識
か

ら
一
歩
も
脱
け
出
て
ゐ
な
い
作
品
だ
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
た
ゞ
、
人
物
が
類
型
的
だ
と
云
ふ
に
留
ま
り
ま

せ
ん
。
「
作
者
の
観
て
ゐ
る
芝
居
」
が
、
今
迄
何
処
か
で
観
た
こ
と
の
あ
る
芝
居
の
寄
せ
集
め
に
過
ぎ
な

い
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
早
く
云
へ
ば
、
舞
台
的
に
何
等
創
造
の
な
い
芝
居
は
、
新
劇
と
は
云
へ

ま
せ
ん
。
何
と
な
れ
ば
、
芝
居
は
昔
か
ら
型
に
陥
り
易
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
型
を
踏
襲
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
旧
劇
が
成
立
ち
、
そ
の
型
を
破
る
こ
と
に
よ
つ
て
新
劇
が
起
つ
た
の
で
す
か
ら
。
そ
し
て
、
俗
衆
は
、

自
分
の
観
て
ゐ
る
芝
居
の
中
に
、
自
分
の
知
つ
て
ゐ
る
型
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
満
足
し
な
い
と
い
ふ
恐
ろ

し
い
習
慣
を
失
は
ず
に
ゐ
る
の
で
す
。
新
劇
は
、
さ
う
い
ふ
種
類
の
観
客
に
秋
波
を
送
つ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
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三
、
演
劇
の
為
め
の
演
劇

「
芸
術
の
為
め
の
芸
術
」
と
い
ふ
語
は
解
釈
の
し
方
で
、
い
ろ
い
ろ
な
攻
撃
を
受
け
ま
す
が
、
「
演
劇
の

為
め
の
演
劇
」
と
、
私
が
云
へ
ば
、
こ
れ
も
、
い
ろ
い
ろ
な
方
面
か
ら
苦
情
が
出
る
こ
と
ゝ
思
ひ
ま
す
。

　
今
日
、
「
少
数
好
事
家
の
為
の
演
劇
」
が
よ
く
な
い
と
い
ふ
の
で
、
「
民
衆
の
為
め
の
演
劇
」
が
唱
道

せ
ら
れ
、
「
俳
優
の
為
の
演
劇
」
が
幅
を
利
か
し
て
ゐ
る
時
に
「
文
学
者
の
為
め
の
演
劇
」
が
一
向
に
振

は
な
い
で
ゐ
る
と
い
ふ
様
に
…
…
。
ま
た
、
或
る
時
は
「
演
出
家
の
為
め
の
演
劇
」
が
栄
え
、
「
舞
台
装

置
家
の
為
め
の
演
劇
」
が
出
現
し
、
「
右
翼
思
想
の
為
め
の
演
劇
」
が
あ
る
と
同
時
に
「
左
傾
思
想
の
為

め
の
演
劇
」
が
存
在
を
主
張
す
る
と
い
ふ
有
様
で
す
。

　
そ
し
て
、
結
局
、
「
興
行
主
の
為
め
の
演
劇
」
「
俗
衆
の
為
め
の
演
劇
」
「
人
気
俳
優
の
為
め
の
演
劇
」

以
外
に
何
も
残
ら
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
そ
れ
な
ら
ば
ま
だ
し
も
、
「
演
劇
の
為
め
の
演
劇
」
が
あ
つ
て
、
そ
れ
を
め
い
め
い
が
勝
手
に
利
用
す

る
や
う
に
し
た
方
が
よ
く
は
な
い
で
せ
う
か
。

「
演
劇
の
為
め
の
演
劇
」
と
は
、
つ
ま
り
、
「
演
劇
を
愛
す
る
も
の
ゝ
為
め
の
演
劇
」
で
あ
り
ま
す
。
演
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劇
を
、
演
劇
以
外
の
も
の
ゝ
為
め
に
愛
す
る
人
々
が
あ
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
さ
う
い
ふ
人
々
は
、
真
に
演

劇
を
愛
す
る
も
の
と
は
云
へ
ま
せ
ん
。
役
者
を
見
た
さ
に
芝
居
に
行
く
と
い
ふ
人
々
さ
へ
も
、
そ
れ
は
、

演
劇
の
為
め
に
演
劇
を
愛
す
る
も
の
で
は
な
く
、
演
劇
に
取
つ
て
は
寧
ろ
有
難
く
な
い
味
方
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
「
演
劇
の
為
め
の
演
劇
」
と
は
ど
う
い
ふ
も
の
か
と
云
へ
ば
、
演
劇
の
本
質
を
発
揮
す

る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
要
件
を
具
備
し
た
演
劇
で
あ
り
ま
す
。
脚
本
も
文
学
の
他
の
部
門
よ
り
独
立
し
、
舞

台
装
置
も
絵
画
や
建
築
の
後
を
追
は
ず
、
俳
優
も
物
真
似
に
に
つ
か
ず
、
舞
踊
に
走
ら
ず
、
演
劇
は
、
一

個
そ
れ
自
身
の
美
を
以
て
芸
術
の
一
様
式
た
る
実
を
挙
げ
る
こ
と
に
努
力
す
る
の
で
す
。
演
劇
で
な
け
れ

ば
表
現
で
き
な
い
も
の
が
人
生
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
古
人
の
純
粋
な
感
覚
を
、
わ
れ
わ
れ
は

も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
せ
う
か
。

　
　
　
　
　
四
、
劇
を
書
く
が
故
に
劇
作
家
な
る
劇
作
家

「
詩
を
作
る
が
故
に
詩
人
な
る
詩
人
」
と
「
詩
人
な
る
が
故
に
詩
を
作
る
詩
人
」
と
を
区
別
し
た
人
が
仏

蘭
西
に
あ
り
ま
す
。
劇
作
家
に
つ
い
て
も
同
じ
や
う
な
区
別
が
で
き
さ
う
に
思
は
れ
ま
す
。

　
此
の
区
別
、
此
の
ニ
ユ
ア
ン
ス
は
や
が
て
、
詩
の
本
質
、
劇
の
本
質
を
雄
弁
に
語
ら
う
と
す
る
も
の
で
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す
。

「
劇
を
書
く
が
故
に
劇
作
家
な
る
劇
作
家
」
が
如
何
に
多
い
こ
と
で
せ
う
。
そ
し
て
「
劇
作
家
な
る
が
故

に
劇
を
書
く
劇
作
家
」
が
如
何
に
少
い
こ
と
で
せ
う
。

「
劇
作
家
な
る
が
故
に
劇
を
書
く
劇
作
家
」
は
、
劇
を
生
む
人
々
で
す
。
「
劇
を
書
く
が
故
に
劇
作
家
な

る
劇
作
家
」
は
劇
を
製
造
す
る
人
々
で
す
。
前
者
の
作
品
は
一
つ
の
有
機
的
組
織
で
あ
る
の
に
反
し
て
、

後
者
の
そ
れ
は
、
常
に
機
械
的
構
成
で
あ
り
ま
す
。
従
つ
て
、
後
者
は
「
味
」
よ
り
も
「
力
」
を
、
「
香
」

よ
り
も
「
刺
激
」
を
、
「
光
り
」
よ
り
も
「
色
」
を
、
「
弾
力
」
よ
り
も
「
硬
さ
」
を
、
「
密
度
」
よ
り

も
「
重
さ
」
を
尊
重
す
る
傾
き
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
「
生
き
」
、
一
つ
は
「
動
」
く
の
で
あ
り
ま
す
。

云
ひ
換
れ
ば
、
前
者
は
、
「
生
命
」
を
与
へ
る
こ
と
に
よ
つ
て
「
動
き
」
を
つ
け
、
後
者
は
「
動
き
」
を

つ
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
「
生
命
」
の
仮
感
を
与
へ
よ
う
と
す
る
の
で
す
。

「
劇
作
家
な
る
が
故
に
劇
を
書
く
劇
作
家
」
中
に
も
、
「
力
」
と
「
刺
激
」
に
富
む
作
品
を
書
い
た
人
が

な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
常
に
、
豊
か
な
「
味
」
と
「
香
」
と
を
伴
つ
て
ゐ
ま
す
。

「
劇
を
書
く
が
故
に
劇
作
家
な
る
劇
作
家
」
は
、
概
ね
、
所
謂
「
劇
的
シ
イ
ン
」
の
ス
ト
ツ
ク
を
も
つ
て

ゐ
ま
す
。
戯
曲
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
「
劇
的
シ
イ
ン
」
の
組
合
せ
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
か
ら
で
す
。
さ
う
い
ふ

人
々
は
、
た
ま
た
ま
新
し
い
着
物
を
着
て
ゐ
る
か
と
思
ふ
と
、
そ
れ
は
古
い
着
物
を
裏
返
し
に
着
て
ゐ
る
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の
で
す
。

　
　
　
　
　
五
、
西
洋
劇
と
日
本
劇

　
西
洋
の
劇
作
家
は
言
葉
を
活
か
す
こ
と
を
知
つ
て
を
り
、
日
本
の
作
家
は
沈
黙
の
価
値
を
知
つ
て
ゐ
る

と
、
嘗
て
武
者
小
路
氏
が
云
は
れ
た
の
に
対
し
て
、
私
は
言
葉
を
活
か
す
こ
と
以
外
に
沈
黙
の
価
値
を
活

か
す
手
段
が
あ
り
得
な
い
だ
ら
う
と
言
ひ
ま
し
た
。
最
も
言
葉
を
活
か
す
こ
と
が
　
　
文
学
に
於
て
は
　

　
最
も
沈
黙
を
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
ふ
証
拠
は
、
西
洋
の
優
れ
た
作
品
中
に
い
く
ら
で
も
例
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
然
る
に
、
日
本
の
劇
作
家
の
作
品
中
、
ほ
ん
と
う
に
沈
黙
の
尊
さ
を
知
ら
し
め

る
や
う
な
作
品
が
ど
こ
に
あ
り
ま
す
。

　
長
田
秀
雄
氏
は
、
ま
た
、
先
月
の
新
潮
で
、
日
本
人
の
生
活
と
西
洋
人
の
生
活
と
を
比
較
し
、
一
つ
は
、

感
情
を
表
面
に
現
さ
な
い
生
活
で
あ
り
、
一
つ
は
す
べ
て
の
感
情
を
、
言
葉
や
科
し
ぐ
さに
よ
つ
て
表
示
す
る
生

活
で
あ
る
か
ら
、
前
者
の
生
活
か
ら
、
歌
舞
伎
式
の
楽
劇
が
生
れ
、
後
者
か
ら
文
学
的
な
科
白
せ
り
ふ
劇
が
生
れ

た
の
は
当
然
で
あ
る
。
故
に
、
西
洋
の
科
白
劇
を
、
そ
の
ま
ゝ
日
本
に
遷
す
こ
と
は
多
少
不
自
然
で
あ
り
、

そ
こ
に
新
劇
の
行
詰
り
を
見
る
一
原
因
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
を
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
慥
に
卓
見
だ
と
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思
ひ
ま
す
。

　
し
か
し
、
感
情
を
表
面
に
現
さ
な
い
生
活
、
少
く
と
も
、
感
情
を
深
く
内
に
包
ん
で
容
易
に
色
に
見
せ

な
い
と
い
ふ
生
活
は
、
過
去
の
生
活
で
あ
り
、
現
在
で
は
、
そ
の
習
慣
は
漸
次
失
は
れ
つ
ゝ
あ
る
の
で
す
。

殊
に
、
舞
台
の
生
活
は
実
人
生
の
模
写
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
実
際
な
ら
ば
口
に
出
さ
な
い
や
う
な
文

句
を
、
舞
台
上
の
人
物
が
喋
舌
つ
た
か
ら
と
て
、
そ
れ
が
、
「
真
」
を
伝
へ
て
ゐ
な
い
と
は
云
へ
ま
す
ま

い
。
科
も
亦
同
様
で
す
。
要
す
る
に
、
実
生
活
に
於
て
は
内
に
秘
め
ら
れ
、
又
は
、
か
す
か
に
し
か
現
さ

れ
な
い
こ
と
が
、
舞
台
で
は
表
面
に
現
さ
れ
、
明
か
に
示
さ
れ
、
し
か
も
な
ほ
、
そ
れ
が
、
内
に
秘
め
ら

れ
、
か
す
か
に
現
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
な
印
象
を
与
へ
得
れ
ば
い
ゝ
の
で
す
。
そ
こ
が
芸
術
な
の
で
す
。
モ

リ
エ
ー
ル
の
「
人
間
嫌
ひ
」
は
、
主
人
公
が
独
り
で
喋
舌
つ
て
ゐ
る
や
う
な
芝
居
で
す
が
、
そ
の
主
人
公

は
如
何
に
無
口
な
人
間
の
や
う
に
書
け
て
ゐ
る
か
、
こ
れ
な
ど
は
、
よ
い
例
だ
と
思
ひ
ま
す
。

　
日
本
人
の
生
活
が
科
白
劇
を
生
む
に
適
し
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
の
は
、
た
ゞ
、
さ
う
い
ふ
生
活
が
劇
作
家

や
俳
優
の
才
能
を
伸
ば
す
に
適
し
な
い
と
い
ふ
だ
け
で
、
又
は
、
劇
作
家
や
俳
優
に
霊
感
を
与
へ
に
く
い

と
い
ふ
だ
け
で
、
さ
う
い
ふ
生
活
も
、
優
れ
た
作
家
、
傑
れ
た
俳
優
の
手
に
か
ゝ
れ
ば
、
よ
い
科
白
劇
と

し
て
表
現
さ
れ
な
い
筈
は
な
い
の
で
す
。
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六
、
眼
で
聴
き
耳
で
観
る
芸
術

「
芝
居
を
観
る
」
と
い
つ
て
「
芝
居
を
聴
く
」
と
云
は
な
い
理
由
を
、
芝
居
は
眼
に
愬うつ
た
へ
る
方
が
主
で
、

耳
に
愬
た
へ
る
方
が
従
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
に
解
釈
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
ま
り
芝
居

の
歴
史
に
疎うと
す
ぎ
ま
す
。

　
こ
ゝ
で
演
劇
史
を
繰
返
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
要
す
る
に
、
「
観
る
」
だ
け
で
も
な
く
、
「
聴
く
」

だ
け
で
も
な
く
、
強
て
言
葉
を
弄
す
れ
ば
「
眼
で
聴
き
、
耳
で
観
る
」
と
い
ふ
や
う
な
一
種
の
境
地
に
わ

れ
わ
れ
を
惹
入
れ
る
の
が
演
劇
本
来
の
「
美
」
で
あ
り
ま
す
。
か
の
音
楽
が
、
屡
々
、
聴
覚
を
通
し
て
、

一
つ
の
空
間
的
な
イ
メ
ー
ヂ
を
喚
起
さ
せ
る
こ
と
は
誰
で
も
知
つ
て
ゐ
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
と
は
、
ま
た

稍
異
つ
た
意
味
で
、
舞
台
の
上
を
流
れ
る
生
命
の
諸
相
は
、
殆
ど
何
等
の
媒
介
な
し
に
、
直
接
わ
れ
わ
れ

の
魂
に
触
れ
て
来
る
や
う
に
感
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
か
う
い
ふ
印
象
は
、
勿
論
、
傑
れ
た
演
劇
か
ら
の
み
受
け
得
ら
れ
る
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
今
日
ま
で

畸
形
的
に
発
達
し
た
演
劇
の
あ
る
種
の
様
式
　
　
例
へ
ば
メ
ロ
ド
ラ
マ
な
ど
　
　
に
依
て
特
殊
な
鑑
賞
態

度
を
習
慣
づ
け
ら
れ
た
観
客
（
此
言
葉
が
証
明
す
る
通
り
）
は
、
之
と
対
蹠
的
な
関
係
に
あ
る
演
劇
の
様

式
　
　
例
へ
ば
象
徴
的
心
理
劇
な
ど
　
　
に
は
親
し
み
が
薄
い
結
果
、
事
件
を
追
ふ
こ
と
に
の
み
急
で
、
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台
詞
せ
り
ふ
の
一
語
々
々
が
醸
し
出
す
ニ
ユ
ア
ン
ス
の
美
を
閑
却
し
勝
ち
で
あ
り
ま
す
。

　
メ
ロ
ド
ラ
マ
、
必
ず
し
も
芸
術
的
に
価
値
の
な
い
も
の
だ
と
は
云
ひ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
高
級
な
芝
居
が
、

常
に
白
せ
り
ふの
み
を
生
命
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
云
ひ
ま
せ
ん
が
、
舞
台
の
動
き
も
、
台
詞
の
意
味
も
、
共

に
、
そ
れ
を
観
る
眼
、
聴
く
耳
の
単
純
な
効
果
だ
け
に
頼
つ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

　
新
し
い
演
劇
の
鑑
賞
は
、
そ
れ
故
、
眼
に
見
え
る
も
の
、
耳
に
聞
え
る
も
の
、
さ
う
い
ふ
区
別
を
し
な

い
で
も
、
丁
度
音
楽
の
演
奏
を
聴
く
や
う
な
、
あ
の
虚
心
さ
、
あ
の
注
意
深
さ
、
あ
の
心
の
澄
ま
し
方
が

必
要
な
の
で
す
。

　
但
し
、
か
う
い
ふ
態
度
の
鑑
賞
に
値
す
る
演
劇
は
、
今
日
ま
で
、
日
本
に
は
ま
だ
見
当
ら
な
い
や
う
で

す
。

　
　
　
　
　
七
、
芸
術
的
劇
場

　
芸
術
的
劇
場
と
は
、
営
利
の
目
的
を
離
れ
て
専
ら
芸
術
的
舞
台
を
創
造
す
る
こ
と
を
存
在
理
由
と
す
る

劇
場
を
云
ふ
の
で
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
観
客
を
吸
収
し
て
、
出
来
る
だ
け
興
行
主
の
懐
を
肥
や
さ
う
と

す
る
商
業
劇
場
に
対
立
す
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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芸
術
的
に
保
た
れ
た
舞
台
が
、
十
分
見
物
を
惹
き
得
る
と
い
ふ
の
は
理
想
で
、
実
際
は
、
低
級
な
、
卑

俗
な
趣
味
が
、
最
も
多
数
者
の
興
味
を
唆
つ
て
ゐ
る
わ
け
な
の
で
す
。

　
処
が
、
芸
術
的
と
い
ふ
言
葉
は
、
如
何
に
も
厳
粛
な
響
き
を
伝
へ
る
わ
が
国
の
現
状
か
ら
云
へ
ば
無
理

も
な
い
こ
と
で
す
が
、
徒
ら
に
芸
術
的
な
る
名
の
下
に
、
ぎ
ご
ち
な
い
、
未
完
成
な
、
時
に
よ
る
と
投
げ

や
り
な
舞
台
を
公
開
し
、
苟
く
も
芸
術
的
演
劇
の
観
客
が
、
退
屈
さ
う
な
顔
を
す
る
の
は
不
都
合
だ
と
云

は
ぬ
ば
か
り
に
、
シ
ヤ
ア
〳
〵
と
し
て
ゐ
る
の
は
、
慥
に
芸
術
を
冒
涜
す
る
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

こ
れ
で
は
、
永
久
に
芸
術
的
演
劇
は
、
商
業
劇
場
の
う
ち
に
於
て
の
み
、
之
を
観
得
る
と
い
ふ
矛
盾
か
ら

脱
す
る
こ
と
は
出
来
ま
す
ま
い
。

　
所
謂
芸
術
的
演
劇
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
鑑
賞
に
堪
へ
得
る
歌
舞
伎
劇
の
あ
る
も
の
は
、
実
際
、
商
業
劇

場
の
中
に
於
て
、
之
を
観
得
る
の
み
で
す
。
歌
舞
伎
劇
は
営
利
の
具
た
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
次
第
に
非
芸

術
的
と
な
り
つ
ゝ
あ
る
事
実
を
否
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
、
私
は
、
商
業
劇
場
以
外
に
、
例
へ
ば
能
楽
の
如
く
、
歌
舞
伎
劇
の
芸
術
的
存
在
を
保
護
す
る

に
足
る
純
芸
術
的
劇
場
の
創
設
は
、
時
代
の
急
務
で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
一
般
の
商
業

劇
場
は
、
歌
舞
伎
劇
以
外
に
新
し
い
現
代
的
通
俗
劇
の
樹
立
に
よ
つ
て
興
行
成
績
の
向
上
を
計
る
べ
き
で

す
。
新
し
い
現
代
的
通
俗
劇
と
は
、
民
衆
の
趣
味
と
生
活
に
根
ざ
す
、
あ
ら
ゆ
る
様
式
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
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で
す
。
メ
ロ
ド
ラ
マ
可
な
り
、
ヴ
オ
オ
ド
ヴ
イ
ル
可
な
り
、
ル
ヴ
イ
ユ
ウ
可
な
り
、
フ
ア
ル
ス
可
な
り
…

…
。

　
さ
う
な
つ
て
始
め
て
、
新
劇
に
よ
つ
て
立
つ
芸
術
的
劇
場
の
存
在
が
意
義
あ
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
り

ま
す
。

　
今
の
や
う
な
有
様
で
は
、
ど
ん
な
劇
場
で
、
ど
ん
な
俳
優
が
演
じ
て
も
、
新
し
い
文
芸
劇
で
さ
へ
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
芸
術
的
演
劇
と
呼
ば
れ
、
劇
場
の
格
式
、
俳
優
の
地
位
が
極
め
て
「
好
い
加
減
」
で
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
演
劇
の
進
化
、
芸
術
的
純
化
の
上
に
甚
だ
好
ま
し
く
な
い
結
果
を
齎
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
八
、
新
し
い
戯
曲
の
読
み
方

　
近
頃
は
読
み
物
と
し
て
の
戯
曲
が
な
か
な
か
盛
ん
に
な
つ
て
来
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
戯
曲
は
、
何
れ

も
舞
台
に
か
け
て
見
な
く
て
は
、
ほ
ん
と
う
の
価
値
は
わ
か
ら
ぬ
な
ど
ゝ
云
ふ
一
部
の
人
々
の
説
は
、
私

に
は
ど
う
も
受
け
取
れ
ま
せ
ん
。
戯
曲
の
読
め
な
い
人
を
標
準
に
す
れ
ば
勿
論
さ
う
で
す
が
、
そ
れ
な
ら

芝
居
の
わ
か
ら
ぬ
人
を
標
準
に
し
た
ら
、
舞
台
に
か
け
て
も
わ
か
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　
戯
曲
の
読
み
方
と
云
つ
て
も
、
別
に
理
屈
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
た
ゞ
、
戯
曲
を
読
み
な
が
ら
、
舞
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台
の
イ
メ
ー
ヂ
が
正
し
く
浮
ぶ
や
う
に
な
れ
ば
、
そ
れ
で
戯
曲
の
読
み
方
は
卒
業
な
の
で
す
。

　
処
が
、
劇
作
家
は
、
戯
曲
を
書
く
時
、
果
し
て
、
実
際
の
舞
台
を
イ
メ
ー
ヂ
と
し
て
描
い
て
ゐ
る
の
か
、

ま
た
は
、
実
人
生
の
相
を
舞
台
と
い
ふ
仲
介
な
し
に
描
い
て
ゐ
る
の
か
、
こ
れ
は
問
題
で
す
が
、
こ
れ
は
、

何
れ
に
し
て
も
、
読
者
は
読
者
で
、
そ
の
時
の
印
象
次
第
で
、
そ
の
イ
メ
ー
ヂ
を
実
人
生
の
相
と
見
て
も

よ
し
、
又
は
実
際
の
舞
台
を
仮
想
し
て
も
、
そ
れ
は
ど
う
で
も
か
ま
ひ
ま
せ
ん
。

　
た
ゞ
、
戯
曲
中
の
人
物
を
、
作
者
が
如
何
に
観
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と
、
こ
れ
が
は
つ
き
り
し
な
い
と
、

戯
曲
の
価
値
は
勿
論
、
そ
の
面
白
さ
、
殊
に
、
舞
台
の
気
分
を
捉
へ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
戯
曲
を
読
む
時
、
最
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
自
分
が
嘗
て
見
た
俳
優
に
よ
つ
て
、
そ
の

戯
曲
が
演
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
一
種
の
連
想
が
、
著
る
し
く
、
そ
の
戯
曲
の
印
象
を
変
へ
て
し
ま
ふ
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
俳
優
は
、
誰
と
は
つ
き
り
わ
か
ら
な
い
場
台
で
も
、
自
分
の
今
迄
に
見
た
一
般
の

俳
優
の
表
現
能
力
が
、
新
し
い
戯
曲
を
読
む
場
合
、
そ
の
中
の
人
物
の
白
、
科
、
そ
の
他
一
切
の
「
活
き

方
」
を
決
定
し
、
瀟
洒
た
る
人
物
が
、
キ
ザ
な
人
物
に
感
ぜ
ら
れ
、
愉
快
な
喜
劇
味
が
下
ら
な
い
洒
落
に

し
か
見
え
な
い
と
い
ふ
や
う
な
場
合
が
な
い
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
勿
論
、
此
の
場
合
、
作
者
に
罪
の
あ
る

場
合
も
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
だ
け
表
現
に
す﹅
き﹅
が
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
読
者
の
連
想
は
、

意
外
に
戯
曲
の
人
物
を
変
形
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
外
国
劇
な
ど
を
読
む
場
合
、
特
に
注
意
す
べ
き
こ
と
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だ
と
思
ひ
ま
す
。
何
と
な
れ
ば
、
西
洋
の
傑
れ
た
俳
優
が
演
じ
て
こ
そ
味
の
あ
る
人
物
、
場
面
を
、
現
在

の
日
本
の
俳
優
が
演
じ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
人
物
、
場
面
を
頭
に
描
か
れ
て
は
、
実
際
や
り
き
れ
な
い

こ
と
が
屡
々
あ
る
の
で
す
。

　
戯
曲
を
読
む
場
合
、
自
分
の
今
迄
に
見
た
一
般
俳
優
の
表
現
能
力
が
、
そ
の
戯
曲
の
イ
メ
ー
ヂ
を
さ
ま

ざ
ま
に
変
形
す
る
以
外
に
、
在
来
の
芝
居
と
い
ふ
も
の
ゝ
型
、
詳
し
く
云
へ
ば
、
台
詞
の
言
ひ
方
や
、
顔

面
の
表
情
、
類
型
的
感
情
を
現
す
科
し
ぐ
さな
ど
が
、
頭
に
こ
び
り
つ
い
て
ゐ
て
、
新
し
い
傾
向
の
戯
曲
を
読
む

場
合
に
も
、
そ
の
戯
曲
中
の
人
物
を
、
在
来
の
芝
居
に
出
て
来
る
人
物
の
型
に
嵌
め
て
解
釈
す
る
誤
り
に

陥
り
易
い
も
の
で
す
。

　
新
ら
し
い
作
家
は
、
新
ら
し
い
戯
曲
の
文
体
を
創
造
し
ま
す
。
新
ら
し
い
舞
台
の
言
葉
を
撰
ん
で
ゐ
ま

す
。
そ
の
新
ら
し
い
台
詞
を
、
在
来
の
台
詞
ま
は
し
で
言
は
れ
て
は
、
そ
の
台
詞
の
感
じ
と
い
ふ
も
の
は

毀
さ
れ
て
し
ま
ふ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
此
の
台
詞
は
、
か
う
い
ふ
風
に
言
ふ
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
一
つ
の

「
案
」
を
有
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
、
ほ
ん
と
う
の
劇
作
家
と
は
云
へ
な
い
の
で
す
。
そ
の
台
詞
の
言
ひ
方
は
、

戯
曲
の
読
者
に
ど
う
し
て
伝
へ
得
る
か
ゞ
問
題
で
す
が
、
そ
れ
は
、
や
は
り
、
読
者
に
そ
れ
だ
け
の
想
像

力
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
我
国
で
は
ま
だ
写
実
的
の
台
詞
の
訓
練
さ
へ
十

分
に
で
き
て
は
ゐ
な
い
の
で
す
が
、
此
の
方
は
、
器
用
で
さ
へ
あ
れ
ば
相
当
の
効
果
を
挙
げ
得
る
も
の
で
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あ
る
こ
と
は
証
明
さ
れ
て
ゐ
ま
す
が
、
例
へ
ば
少
し
リ
リ
カ
ル
な
台
詞
に
な
る
と
、
も
う
、
何
等
の
工
夫

が
な
い
。
工
夫
を
す
る
に
も
、
ど
う
し
て
い
ゝ
か
わ
か
ら
な
い
状
態
で
す
。
そ
の
リ
リ
カ
ル
な
台
詞
を
、

新
派
式
に
、
又
は
写
実
的
に
言
は
う
と
す
れ
ば
、
滑
稽
で
あ
り
、
歯
の
浮
く
や
う
で
あ
り
、
キ
ザ
で
あ
る

の
は
当
り
前
で
す
。
さ
う
し
て
見
る
と
、
戯
曲
の
読
者
は
、
あ
る
程
度
ま
で
演
出
者
で
あ
り
、
俳
優
で
あ

り
、
殊
に
作
者
で
あ
る
必
要
さ
へ
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
の
新
し
い
戯
曲
を
読
み
こ
な
す
為
め
に
は
、
台
詞
の
、
象
徴
的
な
、
詩
的
な
表
現
を
味
は
ひ

得
た
上
で
、
そ
れ
が
最
も
暗
示
的
に
、
音
楽
的
に
、
肉
声
化
さ
れ
た
場
合
の
心
理
的
効
果
を
判
断
し
得
る

能
力
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
同
時
に
、
科
白
に
伴
ふ
顔
面
の
　
　
眼
の
、
瞼
の
、
小
鼻
の
、

口
元
の
、
頤
の
、
そ
し
て
、
首
の
傾
け
方
の
、
智
的
な
、
近
代
的
表
情
が
生
む
あ
ら
ゆ
る
ニ
ユ
ア
ン
ス
に

敏
感
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
早
い
話
が
、
彼
の
旧
劇
や
新
派
劇
に
於
て
屡
々
用
ゐ
ら
れ
る
「
思
ひ
入
れ
」
の
如
き
、
新
し
い
戯
曲
を

読
む
上
に
、
そ
の
連
想
が
ど
れ
だ
け
邪
魔
を
し
て
ゐ
る
こ
と
で
せ
う
。

　
　
　
　
　
九
、
喜
劇
大
に
出
で
よ
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喜
劇
と
云
つ
て
も
、
悲
劇
に
対
す
る
そ
れ
と
範
囲
を
限
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
近
代
に
於
て
、
所
謂

コ
メ
デ
イ
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
必
ず
し
も
「
笑
」
の
分
子
を
の
み
含
ん
で
は
ゐ
ま
せ
ん
。
ニ
イ
ヴ
エ

ル
・
ド
・
ラ
・
シ
ヨ
ツ
セ
ま
で
遡
ら
ず
と
も
、
ま
た
悲
喜
劇
と
い
ふ
や
う
な
特
殊
の
名
称
を
附
け
ず
と
も
、

近
代
の
懐
疑
精
神
は
、
演
劇
を
通
し
て
も
、
涙
の
う
ち
の
笑
、
笑
の
う
ち
の
涙
に
多
分
の
詩
を
見
出
し
ま

し
た
。

　
ま
た
、
単
に
「
笑
劇
」
（
フ
ア
ル
ス
）
の
名
で
呼
ば
れ
る
も
の
ゝ
う
ち
に
も
、
文
学
的
に
傑
れ
た
作
品

が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
の
は
、
比
較
的
最
近
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
「
代
言
人
パ
ト
ラ
ン
先
生
」
は
中

世
が
生
ん
だ
文
学
的
逸
品
で
あ
る
こ
と
も
先
代
の
史
家
は
見
遁
し
て
ゐ
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
西
洋
で
は
、
兎
に
角
、
昔
か
ら
、
喜
劇
が
卑
俗
な
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
な
迷
信

は
行
は
れ
て
ゐ
な
い
や
う
で
す
。
勿
論
高
級
喜
劇
（
オ
ー
ト
コ
メ
デ
イ
イ
）
の
名
が
あ
る
く
ら
ゐ
で
す
か

ら
、
同
じ
喜
劇
の
う
ち
に
も
低
級
な
も
の
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
す
が
、
そ
れ
は
、
人
を
笑
は
せ
る
動
機

が
動やや
も
す
れ
ば
心
情
の
下
劣
さ
を
暴
露
す
る
や
う
な
も
の
で
あ
る
場
合
が
あ
る
か
ら
で
、
其
点
、
人
を
泣

か
せ
る
方
は
、
同
じ
動
機
で
も
、
か
の
偽
善
者
が
世
に
は
び
こ
る
如
く
、
巧
に
対
手
の
眼
を
瞞
着
し
得
る

の
で
す
。

　
そ
れ
は
さ
う
と
、
日
本
で
は
、
何
時
の
時
代
か
ら
か
、
喜
劇
が
芸
術
の
本
道
か
ら
除
外
さ
れ
て
ゐ
る
観
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が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
何
と
な
く
下
品
な
も
の
、
軽
々
し
い
も
の
、
従
つ
て
正
面
か
ら
問
題
に
す
べ
き

性
質
の
も
の
で
は
な
い
と
い
ふ
偏
見
が
あ
る
か
ら
で
せ
う
。
此
の
傾
向
は
、
現
代
に
於
て
す
ら
、
文
学
者

の
間
に
根
を
卸
て
ゐ
る
傾
向
で
あ
り
ま
す
。
尤
も
、
此
の
際
、
一
人
で
も
優
れ
た
喜
劇
作
者
が
現
れ
ゝ
ば
、

さ
う
い
ふ
偏
見
は
消
え
て
し
ま
ふ
で
せ
う
が
、
今
日
、
い
ろ
〳
〵
な
形
で
少
し
づ
ゝ
頭
を
出
し
つ
ゝ
あ
る

喜
劇
の
芽
が
、
さ
う
い
ふ
偏
見
の
為
め
に
早
く
も
成
長
を
阻
ま
れ
つ
ゝ
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
誠
に
残
念

で
あ
り
ま
す
。

　
私
は
こ
ゝ
で
、
喜
劇
大
い
に
出
で
よ
と
叫
ぶ
前
に
、
先
づ
、
喜
劇
を
正
し
く
鑑
賞
せ
よ
と
叫
ば
な
け
れ

ば
な
り
ま
す
ま
い
。
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