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一
、
弁
明

　
本
誌
（
新
潮
）
八
月
号
に
発
表
さ
れ
た
岩
田
豊
雄
氏
の
文
章
「
演
劇
本
質
論
の
検
討
」
を
読
ん
で
、
僕

は
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
感
じ
た
。
僕
自
身
に
関
す
る
こ
と
が
、
寧
ろ
厚
意
的
に
書
か
れ
て
ゐ
る
も
の
を
、

穏
健
妥
当
な
ど
と
云
つ
た
ら
そ
れ
こ
そ
可
笑
し
な
こ
と
に
な
る
が
、
率
直
に
云
つ
て
、
僕
は
、
演
劇
的
同

志
た
る
岩
田
氏
の
こ
の
一
文
に
対
し
、
敢
て
弁
明
を
加
へ
た
い
慾
望
を
禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
第
一
に
、
明
確
に
名
を
指
し
て
は
ゐ
な
い
が
、
僕
の
十
年
来
反
覆
主
張
す
る
「
演
劇
論
」
的
傾

向
を
指
し
て
、
同
氏
自
ら
、
「
謂
ふ
と
こ
ろ
の
言
葉
派
」
と
称
し
、
こ
れ
に
対
立
す
る
一
派
を
、
「
動
作

派
」
と
呼
ん
で
ゐ
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
「
言
葉
派
」
た
る
や
、
演
劇
に
於
け
る
「
言
葉
の
絶
対
性
」

を
信
じ
、
動
作
の
劣
性
を
主
張
し
、
舞
台
に
於
け
る
一
切
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
的
効
果
を
拒
否
す
る
も
の
と

断
じ
て
ゐ
る
。
少
く
と
も
僕
は
、
そ
ん
な
無
謀
な
言
説
を
弄
し
た
覚
え
は
な
い
。

　
な
ほ
ま
た
、
同
氏
は
、
そ
の
文
章
中
、
何
人
か
が
、
ヴ
ィ
ユ
ウ
・
コ
ロ
ン
ビ
エ
座
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
コ
ポ

オ
を
、
所
謂
、
文
学
派
、
言
葉
派
、
小
劇
場
派
の
驍
将
の
如
く
伝
へ
、
彼
が
動
作
に
冷
淡
だ
つ
た
と
か
、

舞
台
の
視
覚
的
側
面
を
無
視
し
た
と
か
い
ふ
「
嗤
ふ
べ
き
推
測
」
を
下
し
た
如
く
推
測
し
て
ゐ
る
こ
と
だ
。
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僕
以
外
に
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
も
の
が
あ
れ
ば
別
だ
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
所
謂
「
言
葉
派
」
の
主
唱
者

が
、
そ
れ
を
や
つ
た
か
の
如
く
受
け
取
ら
れ
て
も
し
か
た
が
な
い
。

　
こ
こ
で
、
は
つ
き
り
云
つ
て
お
く
が
、
僕
は
、
自
分
の
「
演
劇
論
」
が
、
さ
う
い
ふ
風
に
、
誤
つ
て
理

解
さ
れ
て
ゐ
た
ら
、
非
常
に
残
念
に
思
ふ
。
僕
は
、
未
だ
嘗
て
、
「
演
劇
の
本
質
は
言
葉
に
在
り
」
と
云

つ
た
覚
え
も
な
く
、
「
演
劇
の
視
覚
的
意
義
」
を
否
認
し
た
覚
え
も
な
い
。

　
な
る
ほ
ど
、
僕
は
、
十
年
以
前
に
、
戯
曲
論
と
し
て
、
「
対
話
さ
せ
る
術
」
の
重
要
性
　
　
し
か
も
、

こ
れ
は
作
家
の
修
業
課
程
と
し
て
小
学
校
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
た
　
　
を
説
き
、
俳
優
論
と
し
て
は
、

最
も
基
礎
的
な
「
物
言
ふ
術
」
の
修
得
を
絶
対
必
要
と
す
る
こ
と
を
唱
へ
た
が
、
そ
の
頃
か
ら
、
世
間
の

一
部
は
、
僕
を
、
「
言
葉
至
上
主
義
者
」
と
見
做
す
に
至
り
、
「
言
葉
、
言
葉
、
言
葉
」
と
い
ふ
標
題
の

本
を
出
す
に
至
つ
て
、
い
よ
い
よ
、
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
証
拠
を
示
し
た
や
う
に
な
つ
た
が
、
こ
の
標
題

の
意
味
は
、
焉
ぞ
知
ら
ん
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
懐
疑
的
な
白
せ
り
ふな
の
で
あ
る
。

　
余
談
は
お
い
て
、
僕
の
主
張
す
る
演
劇
に
於
け
る
「
言
葉
の
重
要
性
」
と
は
、
本
質
論
的
に
、
「
動
作
」

の
劣
性
を
ひ
き
出
し
得
る
も
の
で
な
く
、
日
本
現
代
の
演
劇
と
、
そ
の
革
新
運
動
の
諸
相
を
通
じ
て
、
最

も
、
根
本
的
に
し
て
、
し
か
も
全
然
等
閑
に
附
せ
ら
れ
て
ゐ
る
側
面
を
、
単
に
戯
曲
作
家
の
側
か
ら
の
み

で
な
く
、
俳
優
、
並
び
に
演
出
家
の
立
場
か
ら
も
、
強
調
し
、
そ
の
研
究
と
訓
練
に
向
つ
て
、
新
劇
の
努
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力
を
集
中
せ
し
め
る
た
め
の
一
つ
の
「
提
議
」
な
の
で
あ
る
。

　
演
劇
の
本
質
を
論
ず
る
に
当
り
、
「
言
葉
」
が
主
か
「
動
作
」
が
主
か
と
い
ふ
問
題
は
、
岩
田
氏
の
云

ふ
如
く
、
「
果
て
し
な
き
論
議
」
だ
と
は
、
僕
は
思
は
ぬ
。
「
動
作
」
が
主
な
る
演
劇
も
あ
り
、
「
言
葉
」

が
主
な
る
演
劇
も
あ
り
得
る
と
考
へ
る
の
が
普
通
で
あ
ら
う
。
ま
た
、
「
言
葉
」
が
心
理
的
で
、
「
動
作
」

が
感
覚
的
だ
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
も
、
僕
は
考
へ
て
ゐ
な
い
。
な
ほ
、
「
言
葉
」
の
う
ち
に
動
作
を
含
み
、

「
動
作
」
の
う
ち
に
言
葉
を
含
む
場
合
が
屡
々
あ
る
こ
と
も
知
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
故
、
僕
は
、
演
劇
の
本

質
を
定
義
す
る
文
句
の
中
に
「
聴
官
と
視
官
に
愬
へ
る
イ
メ
エ
ジ
」
と
い
ふ
言
葉
を
常
に
用
ひ
て
ゐ
る
。

　
た
だ
、
僕
が
、
日
本
の
現
状
に
即
し
た
「
言
葉
重
視
論
」
を
唱
へ
る
と
、
一
方
で
は
、
　
　
い
や
、
そ

れ
は
、
小
劇
場
主
義
者
の
論
議
で
あ
つ
て
、
大
劇
場
を
目
指
す
演
劇
は
、
よ
ろ
し
く
、
「
動
作
」
を
主
と

す
べ
し
　
　
と
い
ふ
説
を
な
す
人
々
が
あ
る
。

　
僕
は
、
こ
の
説
を
、
一
応
、
尤
も
だ
と
考
へ
る
。
但
し
、
「
動
作
」
を
主
と
す
る
と
は
、
抑
も
ど
う
い

ふ
こ
と
を
云
ふ
の
か
、
そ
の
点
で
、
僕
は
多
大
の
懸
念
を
も
つ
て
ゐ
る
。
僕
の
「
言
葉
重
視
論
」
は
、
最

初
に
も
述
べ
た
通
り
、
「
言
葉
を
主
と
す
る
演
劇
」
を
尊
重
せ
よ
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
「
言
葉
」
が
主

で
も
、
「
動
作
」
が
主
で
も
、
そ
の
何
れ
の
中
に
も
含
ま
れ
る
「
言
語
的
表
現
」
を
、
そ
の
正
確
さ
、
そ

の
錬
磨
の
程
度
に
於
て
、
従
来
の
レ
ベ
ル
か
ら
ず
つ
と
引
上
げ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
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そ
れ
が
従
来
の
旧
劇
で
も
新
派
で
も
な
い
、
真
の
意
味
に
於
け
る
現
代
劇
樹
立
の
要
諦
で
あ
る
と
い
ふ
意

味
で
あ
る
。

「
動
作
の
訓
練
」
も
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
先
づ
「
言
葉
の
訓
練
」
が
、
基
礎
的
課
程
を
終
つ
て
か

ら
で
よ
ろ
し
い
。
近
代
演
劇
に
於
け
る
「
動
作
」
の
殆
ん
ど
す
べ
て
は
、
「
言
葉
」
の
感
覚
か
ら
遊
離
し

て
は
、
何
等
適
切
な
効
果
を
生
み
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
順
序
で
あ
る
。
こ
の
順
序
を
間
違
へ
て
ゐ

た
の
が
、
今
日
ま
で
の
新
劇
で
あ
つ
て
、
現
在
、
新
劇
の
行
詰
り
を
来
た
し
た
最
大
原
因
で
あ
る
。

　
従
来
の
新
劇
は
、
そ
の
出
発
点
に
於
て
、
華
々
し
い
意
図
を
示
し
た
に
拘
ら
ず
、
そ
の
意
図
を
実
現
す

る
た
め
の
手
段
を
欠
い
て
ゐ
た
。
俳
優
は
概
し
て
、
台
詞
を
諳
誦
す
る
の
が
関
の
山
で
あ
り
、
演
出
家
は

舞
台
の
「
動
き
」
、
即
ち
、
「
動
作
的
要
素
」
に
そ
の
技
術
的
工
夫
を
凝
ら
し
、
脚
本
は
屡
々
、
「
語
ら

れ
る
言
葉
」
と
し
て
の
魅
力
を
無
視
し
て
ゐ
た
。

　
か
う
い
ふ
批
判
は
、
結
局
、
認
識
如
何
、
標
準
如
何
の
問
題
で
、
或
は
、
「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
」
と

い
ふ
説
を
、
論
理
的
に
屈
服
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
か
も
し
れ
ぬ
が
、
そ
れ
は
、
実
際
的
方
面
で
証
拠
を

見
て
も
ら
ふ
よ
り
外
は
な
い
。

　
日
本
の
新
劇
も
、
い
つ
ま
で
も
研
究
劇
で
安
心
し
て
ゐ
る
わ
け
に
は
行
か
ぬ
か
ら
、
大
に
大
劇
場
進
出

を
や
つ
て
貰
ひ
た
い
が
、
若
し
、
「
動
作
を
主
と
す
る
演
劇
」
が
、
大
劇
場
向
き
だ
と
単
純
に
云
つ
て
し
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ま
へ
る
な
ら
、
今
日
ま
で
の
新
劇
は
、
当
然
、
大
劇
場
向
き
の
修
練
を
積
ん
で
ゐ
る
筈
で
あ
る
。

　
が
、
ま
た
、
今
日
ま
で
の
新
劇
を
、
文
学
的
で
あ
る
と
云
ひ
、
実
写
的
技
術
以
外
に
能
が
な
い
な
ど
と

云
ふ
人
々
が
あ
る
が
、
僕
の
み
る
と
こ
ろ
、
文
学
的
で
あ
つ
た
の
は
あ
る
種
の
戯
曲
だ
け
で
、
演
出
家
も
、

俳
優
も
、
凡
そ
非
文
学
的
で
あ
つ
た
と
信
じ
て
ゐ
る
。
し
か
も
、
厳
密
な
意
味
で
、
演
劇
的
で
あ
つ
た
と

は
猶
更
云
へ
な
い
の
だ
。
そ
し
て
、
写
実
的
技
術
に
至
つ
て
は
、
わ
が
新
劇
は
、
遂
に
そ
の
入
口
に
も
達

し
得
な
か
つ
た
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　
今
日
の
新
劇
の
悩
み
も
亦
、
茲
に
あ
る
の
で
あ
る
。
戯
曲
の
ジ
ャ
ン
ル
が
、
新
劇
当
事
者
の
頭
に
明
瞭

に
区
劃
さ
れ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
点
で
、
僕
は
、
常
に
失
望
に
似
た
気
持
を
味
は
さ
れ
て
ゐ
る
。
岩
田
氏
は
、

恐
ら
く
、
僕
と
、
こ
の
点
で
意
見
を
同
じ
く
す
る
人
で
あ
る
と
思
ふ
が
、
そ
の
所
説
中
、
「
言
葉
派
」
と

「
動
作
派
」
の
対
立
を
、
「
文
学
性
」
と
「
演
劇
性
」
の
対
立
と
解
し
、
僕
が
、
従
来
「
言
葉
」
の
中
に

さ
へ
含
ま
れ
る
「
演
劇
性
」
を
強
調
し
た
事
実
に
触
れ
ず
、
「
文
学
性
と
演
劇
性
」
の
調
和
と
い
ふ
よ
り

も
、
寧
ろ
、
「
文
学
性
と
演
劇
性
」
の
本
質
的
一
致
を
説
く
僕
の
「
純
粋
演
劇
論
」
に
一
瞥
の
労
を
も
与

へ
て
く
れ
な
か
つ
た
こ
と
は
、
当
然
、
僕
の
主
張
を
中
途
半
端
な
、
又
は
片
手
落
ち
な
も
の
と
誤
認
さ
せ

る
懼
れ
が
あ
る
と
思
ふ
。

「
動
作
派
　
　
即
ち
欧
羅
巴
の
偉
大
な
る
演
劇
思
想
家
の
大
多
数
」
と
い
ひ
、
彼
等
が
所
請
「
文
学
性
を
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排
除
し
、
所
謂
演
劇
性
を
昂
揚
」
し
た
と
見
る
の
は
よ
ろ
し
い
し
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
主
張
が
、
「
文
学

性
の
あ
ま
り
な
る
蔑
視
に
よ
つ
て
、
完
全
に
行
詰
り
を
示
し
た
」
と
断
ず
る
正
当
な
批
判
は
、
わ
が
新
劇

界
に
、
も
つ
と
深
く
行
渡
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
が
、
西
洋
演
劇
に
於
け
る
「
言
葉
の
効
果
」
が
、
個
々

の
演
劇
的
流
派
を
超
越
し
て
、
一
個
の
伝
統
的
基
礎
観
念
、
又
は
、
常
識
的
根
本
技
術
に
関
し
て
ゐ
る
こ

と
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。

　
そ
れ
ゆ
ゑ
に
こ
そ
、
「
言
葉
の
氾
濫
」
が
あ
る
時
代
の
欧
羅
巴
演
劇
を
窒
息
せ
し
め
、
一
つ
の
反
動
的

傾
向
が
生
れ
た
と
い
へ
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
、
「
言
葉
」
自
身
の
罪
で
な
く
、
「
言
葉
」
を
悪
用
し
、

「
言
葉
」
を
妄
信
す
る
も
の
の
罪
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
真
の
意
味
に
於
け
る
、
「
言
葉
の
重
要
性
」
と
は
、

僕
が
屡
々
説
く
如
く
、
「
言
葉
の
生
命
づ
け
」
が
完
全
に
行
は
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
ず
る
芸
術
的
効
果

　
　
そ
れ
以
外
を
含
む
も
の
で
は
な
い
。
仮
に
わ
れ
わ
れ
が
、
「
言
葉
派
」
な
る
一
派
に
属
し
て
ゐ
る
と

し
て
も
、
こ
の
顕
著
な
る
歴
史
的
事
実
に
眼
を
閉
ぢ
る
筈
も
な
く
、
わ
が
国
の
新
劇
が
健
康
な
発
達
を
遂

げ
る
こ
と
を
何
人
に
も
劣
ら
ず
祈
念
す
る
僕
と
し
て
は
、
岩
田
氏
の
「
演
劇
本
質
論
の
検
討
」
に
対
し
、

必
ず
し
も
反
駁
の
意
味
で
な
く
、
聊
か
補
足
を
し
て
お
き
た
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
な
る
ほ
ど
、
近
頃
、
「
演
劇
の
本
質
は
動
作
に
あ
り
」
と
い
ふ
昔
な
が
ら
の
議
論
を
蒸
し
返
し
て
、
大

に
「
動
作
を
主
と
す
る
演
劇
」
の
提
唱
を
試
み
て
ゐ
る
人
々
も
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
「
動
作
動
作
と
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い
ふ
が
、
動
作
を
如
何
に
す
れ
ば
、
今
日
の
演
劇
が
向
上
す
る
か
」
と
い
ふ
反
問
を
発
し
た
こ
と
も
あ
る
。

ま
た
　
　
一
般
に
演
劇
の
本
質
は
動
作
に
在
り
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
「
言
葉
」
と
対
立
す
る

意
味
の
も
の
で
な
く
、
「
内
面
的
動
作
」
は
屡
々
、
言
葉
と
し
て
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ア
ク
シ

ヨ
ン
と
は
寧
ろ
、
「
生
活
力
の
発
動
」
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
舞
台
上
の
生
命
感
そ
の
も
の
で
あ
る
。
従

つ
て
、
そ
の
生
命
感
が
、
一
定
の
空
間
で
、
一
定
の
時
間
に
流
動
す
る
状
態
が
、
芸
術
的
に
表
現
さ
れ
た

場
合
、
こ
れ
は
も
う
、
リ
ズ
ム
と
い
ふ
範
疇
以
外
に
説
明
の
方
法
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
リ
ズ
ム
な

る
も
の
は
、
眼
と
耳
を
通
じ
、
感
覚
と
精
神
に
愬
へ
る
と
こ
ろ
の
観
念
的
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
そ
の
リ
ズ
ム

の
美
は
、
わ
が
国
古
来
の
演
劇
が
感
覚
的
一
面
に
於
て
あ
る
種
の
完
成
を
示
し
て
ゐ
る
に
反
し
、
精
神
的

又
は
心
理
的
面
に
於
て
、
幼
稚
且
つ
粗
野
の
域
に
止
つ
て
ゐ
る
。
西
洋
劇
の
移
入
に
当
つ
て
、
徒
ら
に
彼

等
の
演
劇
論
を
鵜
呑
み
に
し
、
演
劇
の
本
質
は
「
動
作
」
に
あ
り
と
い
ふ
そ
の
「
動
作
」
を
、
眼
に
見
え

る
舞
台
の
「
動
き
」
と
解
し
、
そ
の
実
は
近
代
戯
曲
に
含
ま
れ
る
「
ア
ク
シ
ヨ
ン
」
が
、
寧
ろ
最
も
多
分

に
、
「
言
葉
」
の
心
理
的
表
現
の
中
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
ゐ
た
結
果
、
舞
台
の
生
命
は
稀
薄
と
な
り
、

演
劇
の
魅
力
は
、
独
自
性
を
失
は
う
と
し
た
。
そ
こ
で
、
最
も
、
理
論
を
単
純
化
す
る
た
め
に
、
演
劇
の

進
化
は
、
「
言
葉
」
の
本
質
的
把
握
に
あ
り
　
　
と
さ
へ
云
ひ
き
つ
た
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

「
言
葉
」
と
は
、
「
肉
声
化
さ
れ
た
言
葉
」
の
あ
ら
ゆ
る
表
情
を
指
す
こ
と
は
勿
論
、
そ
の
表
情
を
助
け
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る
た
め
の
科
し
ぐ
さ及
び
、
そ
の
「
言
葉
」
の
延
長
た
る
沈
黙
な
ど
を
含
む
も
の
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
る
反
対
者
の
信
ず
る
如
く
、
演
劇
に
於
け
る
眼
に
見
え
る
「
動
作
」
の
重
要
性
を
否

定
す
る
も
の
で
も
な
く
、
聴
か
せ
る
「
言
葉
」
の
み
に
よ
る
演
劇
の
樹
立
を
理
想
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。

く
ど
い
や
う
で
あ
る
が
、
も
う
一
度
、
「
動
作
」
と
「
言
葉
」
と
を
対
立
す
る
も
の
と
仮
定
し
て
、
さ
て
、

舞
台
上
に
於
け
る
、
「
動
作
」
の
魅
力
と
、
「
言
葉
」
の
魅
力
と
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
「
動
作
」
の
方

は
、
な
ん
と
い
つ
て
も
、
機
械
的
で
、
単
純
で
、
訓
練
が
容
易
で
あ
る
が
、
「
言
葉
」
の
方
は
、
よ
り
稟

質
的
で
、
複
雑
で
、
訓
練
に
骨
が
折
れ
る
。
訓
練
が
容
易
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
正
確
を
要
求
す
る
程

度
が
少
く
、
誰
で
も
そ
こ
に
行
け
る
と
い
ふ
こ
と
に
も
な
る
。
訓
練
に
骨
が
折
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ

れ
を
卒
業
し
な
け
れ
ば
、
一
人
前
の
専
門
家
に
な
れ
ぬ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
て
、
職
業
の
基
礎
的
条
件
と

し
て
は
、
こ
の
方
に
重
点
が
加
は
る
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
ゑ
、
日
本
の
新
し
い
演
劇
を
作
り
出
す
た
め
の
修
業
と
し
て
は
、
ど
う
し
て
も
、
ま
た
誤
解
を

招
く
か
も
し
れ
ぬ
が
、
「
言
葉
」
が
先
、
「
動
作
」
が
後
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
、
「
言
葉
」
を
マ
ス
タ
ア

し
得
る
「
頭
」
さ
へ
で
き
た
ら
、
「
動
作
」
の
感
覚
は
、
自
ら
規
整
さ
れ
て
、
戯
曲
の
ジ
ャ
ン
ル
が
こ
れ

を
要
求
す
れ
ば
、
所
謂
「
動
作
派
」
の
満
足
す
る
や
う
な
芝
居
を
い
つ
で
も
や
つ
て
お
目
に
か
け
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
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が
、
ま
あ
そ
れ
は
極
端
な
話
で
、
「
動
作
を
主
と
す
る
演
劇
」
に
は
、
ま
た
そ
れ
相
当
の
研
究
が
必
要

で
あ
り
、
「
大
劇
場
」
の
舞
台
を
踏
む
た
め
に
は
、
作
者
も
俳
優
も
、
そ
れ
に
適
し
た
才
能
と
修
業
が
な

く
て
は
叶
は
ぬ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
「
日
本
の
新
劇
運
動
は
、
先
づ
言
葉
の
訓
練
か
ら
や
り
直
せ
」
と

い
ふ
僕
の
主
張
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
如
何
な
る
大
劇
場
で
も
、
「
生
命
の
な
い
言
葉
」

は
、
見
物
を
退
屈
さ
せ
、
「
白
せ
り
ふの
巧
み
さ
」
　
　
普
通
こ
の
意
味
を
は
き
違
へ
て
ゐ
る
が
　
　
は
、
芝
居

好
き
の
大
衆
を
魅
了
し
去
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
で
き
た
上
で
、
さ
て
、
脚
本
の
あ
ら
ゆ
る
大
劇
場
主

義
的
特
色
を
発
揮
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
築
地
座
の
田
村
秋
子
が
、
近
来
め
つ
き
り
腕
を
上
げ
た
と
い
ふ
の
は
定
評
ら
し
い
が
、
彼
女
は
、
何
が

う
ま
く
な
つ
た
か
と
い
へ
ば
、
白
せ
り
ふの
言
ひ
方
が
可
な
り
洗
煉
さ
れ
て
来
た
だ
け
で
あ
る
。
洗
煉
さ
れ
る
と

い
ふ
の
は
、
「
言
葉
」
を
正
し
く
言
ふ
工
夫
が
積
ん
で
来
た
こ
と
で
あ
る
。
俳
優
と
し
て
の
「
頭
」
が
で

き
て
来
た
の
で
あ
る
。

　
同
じ
く
築
地
座
で
、
近
頃
、
評
判
の
よ
か
つ
た
演
し
物
は
、
里
見
、
久
保
田
両
氏
の
も
の
を
は
じ
め
、

例
へ
ば
、
二
十
六
番
館
、
お
ふ
く
ろ
、
晩
秋
、
赭
毛
、
南
の
風
、
ル
リ
ユ
爺
さ
ん
、
等
何
れ
も
、
上
演
に

際
し
、
従
来
の
新
劇
に
見
ら
れ
な
い
苦
心
と
注
意
を
、
「
白
」
の
上
に
払
つ
た
結
果
で
あ
る
、
と
僕
は
信

じ
て
ゐ
る
。
無
論
、
ま
だ
ま
だ
、
舞
台
全
体
と
し
て
は
渾
然
た
る
域
に
達
し
て
を
ら
ぬ
節
々
も
多
い
が
、

11



概
し
て
、
作
者
、
俳
優
、
演
出
者
の
、
「
言
葉
」
に
対
す
る
感
受
性
と
熱
意
が
、
舞
台
の
生
命
を
、
脈
々

と
波
打
た
せ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
先
づ
、
「
言
葉
派
」
と
「
動
作
派
」
の
対
立
な
る
も
の
を
解
消
さ
せ
て
お
い
て
、
さ
て
、
僕
の

ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
イ
は
、
作
家
と
し
て
の
僕
の
立
場
を
擁
護
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
き

た
い
。
こ
れ
は
甚
だ
妙
な
云
ひ
方
だ
が
、
理
論
的
に
は
本
道
を
目
指
し
、
作
家
と
し
て
は
、
稟
質
上
已
む

を
得
ず
、
間
道
を
走
る
一
個
の
人
間
を
想
像
し
得
る
と
思
ふ
。
か
う
い
ふ
状
態
が
い
つ
ま
で
続
く
か
は
知

ら
ぬ
が
、
僕
は
そ
の
見
地
か
ら
、
こ
れ
ま
で
書
い
た
自
分
の
戯
曲
が
、
今
日
の
新
劇
団
の
手
に
よ
つ
て
上

演
さ
れ
る
こ
と
を
、
二
重
に
厭
ふ
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
今
日
ま
で
の
新
劇
は
、
畑
が
違
ふ
と
い
ふ
見

地
、
第
二
に
、
こ
れ
か
ら
の
新
劇
の
健
全
な
発
達
を
、
僕
の
作
品
程
度
で
は
、
如
何
な
る
意
味
で
も
助
長

す
る
に
足
ら
ぬ
と
い
ふ
見
地
、
こ
れ
は
、
何
れ
も
、
己
惚
れ
で
も
謙
遜
で
も
な
い
。
し
か
も
、
一
つ
の
劇

団
で
、
屡
々
こ
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
は
、
百
害
あ
つ
て
一
利
あ
る
か
ど
う
か
、
疑
は
し
い
。
そ
の
意
味
で
、

僕
は
自
分
を
勉
強
さ
せ
て
く
れ
る
舞
台
が
欲
し
い
と
思
ふ
だ
け
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
事
実
か
ら
推
し
て
、

僕
の
演
劇
論
ま
で
を
偏
向
的
だ
と
断
ず
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
西
洋
の
芝
居
を
虚
心
坦
懐
に
観
て
ゐ
れ
ば
、

日
本
の
芝
居
と
西
洋
の
芝
居
の
相
違
　
　
即
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
演
劇
的
伝
統
の
本
質
的
区
別
が
は
つ
き
り
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感
じ
ら
れ
る
筈
で
あ
る
。
わ
が
新
劇
の
基
礎
工
事
は
、
俳
優
の
「
言
語
的
教
養
」
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
ぬ

と
い
ふ
結
論
は
、
僕
の
み
な
ら
ず
、
西
洋
演
劇
の
舞
台
的
魅
力
を
素
直
に
味
つ
た
人
な
ら
、
誰
し
も
異
存

の
な
い
と
こ
ろ
だ
ら
う
と
思
ふ
。

　
僕
の
以
上
の
主
張
は
、
理
論
と
し
て
そ
の
ま
ま
容
れ
ら
れ
な
く
て
も
、
劇
壇
の
ど
こ
か
に
、
実
際
の
動

き
と
な
つ
て
現
は
れ
て
来
さ
う
な
気
も
し
て
ゐ
る
。

　
岩
田
豊
雄
氏
の
如
き
は
、
そ
の
動
き
を
リ
イ
ド
す
る
最
も
大
い
な
る
力
で
あ
ら
う
こ
と
を
、
僕
は
飽
く

ま
で
も
信
じ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
二
、
希
望

　
新
劇
は
、
必
ず
し
も
西
洋
劇
の
伝
統
を
承
け
継
ぐ
必
要
は
な
い
　
　
わ
が
国
に
は
、
わ
が
国
固
有
の
演

劇
的
伝
統
が
あ
り
、
こ
の
伝
統
の
上
に
築
き
上
げ
ら
れ
た
「
現
代
劇
」
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
求
め
る
も
の

で
あ
る
と
い
ふ
議
論
も
、
最
近
そ
こ
こ
こ
で
行
は
れ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
歌
舞
伎
の
手
法
を
現
代
劇
の

中
に
活
か
せ
と
か
、
対
話
に
よ
る
心
理
的
表
現
は
日
本
人
に
は
適
せ
ぬ
と
か
、
西
洋
の
劇
壇
す
ら
今
日
は

日
本
演
劇
の
方
面
に
眼
を
転
じ
つ
つ
あ
る
く
ら
ゐ
で
、
日
本
人
は
そ
の
優
れ
た
演
劇
的
特
質
を
大
に
誇
つ
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て
よ
ろ
し
い
と
か
、
世
を
あ
げ
て
の
国
粋
主
義
は
、
今
や
、
芸
術
の
部
門
に
も
、
大
手
を
ふ
つ
て
侵
入
し

は
じ
め
た
か
の
観
が
あ
る
。

　
実
際
、
今
日
ま
で
の
新
劇
の
「
西
洋
臭
さ
」
は
、
誰
が
み
て
も
、
少
し
ど
う
か
し
て
ゐ
た
と
云
へ
な
い

こ
と
も
な
い
。
が
、
そ
れ
は
、
僕
が
常
に
云
ふ
如
く
、
西
洋
劇
の
「
西
洋
的
」
な
る
も
の
を
尊
重
し
、
そ

の
「
演
劇
的
」
な
る
部
分
を
疎
ん
じ
た
結
果
、
「
西
洋
臭
さ
」
の
み
が
目
に
つ
い
た
の
だ
ら
う
と
思
は
れ

る
。
殊
に
翻
訳
劇
と
称
す
る
も
の
に
於
て
は
、
俳
優
は
「
西
洋
人
」
に
な
る
こ
と
に
汲
々
と
し
、
台
本
は

日
本
語
ら
し
く
な
い
白
に
充
た
さ
れ
、
装
置
は
異
国
情
調
に
富
む
を
以
て
よ
し
と
さ
れ
、
演
出
家
は
洋
式

作
法
に
の
み
心
を
配
つ
て
ゐ
る
様
子
で
あ
つ
た
。
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
日
本
の
新
劇
も
、
西
洋
劇

と
い
ふ
お
手
本
が
な
か
つ
た
ら
、
ど
ん
な
こ
と
に
な
つ
た
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
ち
よ
つ
と
想
像
の
及
ば
な

い
問
題
で
あ
る
。

　
歌
舞
伎
劇
の
伝
統
は
歌
舞
伎
劇
の
伝
統
で
あ
つ
て
、
そ
の
発
生
進
化
に
は
、
独
特
の
文
化
的
背
景
が
あ

り
、
そ
の
文
化
は
今
日
、
如
何
な
る
形
に
於
て
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
交
渉
が
あ
る
か
？
　
す
べ
て
の
進

歩
的
思
想
は
、
か
の
歌
舞
伎
劇
を
生
み
育
て
た
時
代
を
近
き
過
去
に
有
す
る
こ
と
を
、
ど
れ
ほ
ど
苦
痛
に

感
じ
て
ゐ
る
か
？
　
内
容
と
形
式
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
が
如
き
は
、
芸
術
論
的
に
み
て
甚
だ
矛

盾
し
た
考
へ
方
で
あ
る
以
上
、
わ
が
歌
舞
伎
劇
の
形
式
は
、
少
く
と
も
現
代
の
や
う
な
「
右
す
る
か
左
す
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る
か
」
の
険
し
く
し
て
且
つ
脆
き
世
相
の
上
で
は
、
大
衆
が
こ
れ
を
求
む
る
と
否
と
に
拘
は
ら
ず
、
断
乎

と
し
て
排
撃
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

　
感
覚
的
デ
マ
ゴ
ジ
イ
と
も
称
す
べ
き
演
劇
の
分
野
は
、
例
の
「
レ
ヴ
ュ
ウ
」
な
る
も
の
に
於
て
も
見
ら

れ
る
が
、
こ
れ
は
ま
た
更
め
て
論
じ
る
機
会
が
あ
る
だ
ら
う
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
民
族
的
た
る
こ
と
を
努
め
な
く
て
も
よ
ろ
し
い
。
民
族
的
た
る
こ
と
を
認
め
れ
ば
い
い

の
で
あ
る
。
演
劇
も
亦
、
国
際
的
な
歩
み
を
歩
ん
で
、
形
式
の
進
化
、
ジ
ャ
ン
ル
の
充
実
を
計
る
べ
き
で

あ
る
。
日
本
人
に
は
、
ど
ん
な
事
を
し
よ
う
と
、
日
本
的
な
も
の
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は

恥
で
も
誇
で
も
な
い
。

　
演
劇
に
於
て
、
何
が
日
本
的
で
あ
る
か
？
　
何
が
現
代
文
化
の
流
に
沿
つ
た
日
本
演
劇
で
あ
る
か
？
　

そ
れ
は
、
公
式
的
に
予
測
を
許
さ
ぬ
一
つ
の
謎
で
あ
つ
て
、
後
世
の
演
劇
史
家
も
、
恐
ら
く
か
や
う
な
こ

と
は
問
題
と
せ
ぬ
で
あ
ら
う
。

　
さ
て
、
こ
れ
だ
け
の
前
提
を
し
て
お
い
て
、
僕
は
、
今
度
、
村
山
知
義
氏
ら
に
よ
つ
て
企
て
ら
れ
て
ゐ

る
と
聞
く
「
新
劇
団
の
合
同
作
業
」
を
、
興
味
深
く
、
且
つ
期
待
を
も
つ
て
眺
め
よ
う
と
思
ふ
。
村
山
氏

自
身
の
書
い
た
「
宣
言
」
を
ま
だ
読
ん
で
ゐ
な
い
の
で
、
そ
の
趣
旨
や
組
織
と
い
ふ
や
う
な
も
の
は
よ
く

わ
か
ら
ぬ
が
、
要
す
る
に
僕
は
村
山
知
義
と
い
ふ
一
個
の
「
芸
術
家
」
を
信
頼
し
、
そ
の
全
力
的
な
仕
事
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に
十
分
の
意
義
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
。

　
左
翼
的
と
い
ふ
か
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
的
と
い
ふ
か
、
さ
う
い
ふ
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
に
よ
る
演
劇
の
消
長
を
、

僕
は
今
日
ま
で
、
さ
ほ
ど
気
に
と
め
て
ゐ
な
か
つ
た
。
芝
居
と
し
て
面
白
い
も
の
も
あ
つ
た
や
う
だ
が
、

な
ん
だ
か
見
に
行
く
気
が
し
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
う
い
ふ
「
運
動
」
も
あ
つ
て
い
い
と
は

思
つ
て
ゐ
た
し
、
さ
う
い
ふ
「
運
動
」
が
、
思
想
的
に
も
芸
術
的
に
も
、
立
派
に
実
を
結
ぶ
こ
と
に
反
対

す
る
気
持
は
毛
頭
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
が
、
な
ん
と
し
て
も
、
「
あ
る
思
想
」
の
た
め
の
芸
術
と
い
ふ

や
う
な
も
の
は
、
そ
れ
自
身
、
芸
術
的
に
、
一
種
の
貧
困
を
招
く
こ
と
は
火
を
み
る
よ
り
明
か
で
あ
る
か

ら
、
わ
け
て
も
、
未
だ
揺
籃
の
時
代
に
あ
る
日
本
演
劇
に
と
つ
て
、
政
治
的
役
割
と
い
ふ
過
重
の
負
担
は
、

当
然
、
一
挙
両
損
に
終
る
で
あ
ら
う
と
見
極
め
を
つ
け
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

　
果
し
て
　
　
と
い
ふ
と
語
弊
が
あ
る
が
、
あ
れ
ほ
ど
世
間
的
に
、
又
は
劇
壇
的
に
注
目
さ
れ
て
ゐ
た
、

数
個
の
「
革
命
的
劇
団
」
は
、
政
治
的
に
も
、
あ
つ
け
な
い
敗
退
ぶ
り
を
み
せ
、
芸
術
的
に
も
、
所
謂
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
劇
団
と
歩
調
が
揃
は
ぬ
ほ
ど
の
舞
台
技
術
を
生
み
出
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。

　
か
く
云
ふ
僕
は
、
そ
の
結
果
の
み
を
と
ら
へ
て
、
快
哉
を
叫
ぶ
や
う
な
け
ち
な
量
見
を
も
つ
て
ゐ
な
い

こ
と
を
断
言
す
る
。
が
、
同
時
に
、
新
し
く
結
成
さ
れ
よ
う
と
す
る
合
同
劇
団
が
、
幸
ひ
、
純
粋
な
立
場

か
ら
演
劇
芸
術
の
完
成
に
向
は
う
と
す
る
意
図
を
示
し
て
ゐ
る
以
上
、
過
去
に
於
け
る
「
新
劇
」
の
歩
み
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を
振
り
返
つ
て
、
傾
向
か
ら
傾
向
に
移
動
す
る
漫
策
的
歴
史
と
絶
縁
し
、
演
劇
の
本
質
的
探
究
と
技
術
の

基
本
的
錬
磨
か
ら
出
発
す
る
覚
悟
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
つ
ま
り
、
「
研
究
」
と
称
す
る
派
手
な
道
楽
で

な
い
、
「
職
業
」
と
い
ふ
地
道
な
年
期
生
活
を
は
じ
め
て
ほ
し
い
の
で
あ
る
。
勿
論
、
村
山
氏
に
は
村
山

氏
の
「
演
劇
論
」
が
あ
る
筈
で
あ
る
し
、
そ
の
実
践
を
み
な
い
う
ち
に
、
理
論
的
に
、
か
う
あ
つ
て
欲
し

い
な
ど
と
は
僕
か
ら
云
は
ぬ
つ
も
り
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
、
作
家
と
し
て
、
又
は
、
演
出
家
と
し
て
の
存

在
以
外
に
、
優
れ
た
一
人
の
新
劇
指
導
者
を
、
わ
れ
わ
れ
は
同
氏
の
う
ち
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
信

じ
る
が
故
に
、
敢
て
、
僕
の
希
望
を
述
べ
て
み
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
三
、
夢
想

　
わ
が
国
に
於
け
る
「
新
劇
」
が
、
今
日
ま
で
幾
多
の
輝
や
か
し
い
歴
史
を
有
ち
な
が
ら
、
遂
に
、
そ
の

「
運
動
」
の
目
標
に
辿
り
つ
か
な
か
つ
た
こ
と
、
即
ち
、
歌
舞
伎
劇
又
は
新
派
よ
り
独
立
し
た
「
現
代
演

劇
」
を
生
み
得
な
か
つ
た
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
社
会
的
原
因
が
あ
る
に
も
せ
よ
、
結
局
は
才
能
あ
る
俳

優
が
出
な
か
つ
た
こ
と
に
帰
す
べ
き
で
あ
る
。

　
一
個
の
文
化
的
教
養
と
、
現
代
的
感
覚
と
、
そ
し
て
、
優
れ
た
る
人
間
的
魅
力
と
を
備
へ
た
俳
優
の
志
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望
者
の
出
現
は
、
何
よ
り
も
、
「
新
劇
」
に
必
要
で
あ
つ
た
。
技
術
の
問
題
は
そ
れ
か
ら
後
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
「
新
劇
」
の
畑
に
は
、
さ
う
い
ふ
人
物
を
誘
引
す
る
に
足
る
好
餌
が
な
い
の
で
あ
る
。
甚
だ
穏

か
な
ら
ぬ
言
ひ
方
で
あ
る
が
、
事
実
は
正
に
そ
の
通
り
で
、
若
し
わ
れ
わ
れ
が
「
こ
の
人
」
と
思
ふ
や
う

な
人
を
希
望
通
り
舞
台
に
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
わ
が
「
新
劇
」
の
面
貌
は
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
一

変
す
る
で
あ
ら
う
。
芝
居
の
よ
し
あ
し
は
、
そ
の
上
で
問
題
に
す
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
今
日
ま
で

「
新
劇
」
の
舞
台
に
立
つ
た
人
々
は
「
新
劇
俳
優
」
た
る
べ
く
、
常
に
根
本
的
な
弱
点
を
も
ち
、
こ
れ
を

指
導
す
る
も
の
も
、
ま
た
そ
の
弱
点
を
補
ふ
た
め
に
最
善
の
努
力
を
し
た
と
は
思
へ
ぬ
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
「
新
劇
」
と
移
す
る
の
は
、
勿
論
、
研
究
劇
的
存
在
を
指
す
の
で
は
な
い
。
文
明
国
と
し
て
、

日
本
も
当
然
も
つ
て
ゐ
る
べ
き
筈
の
「
現
代
演
劇
」
を
指
す
の
で
あ
る
。
そ
の
「
新
劇
」
の
俳
優
は
、
な

に
よ
り
も
、
「
生
活
の
奥
行
」
を
も
つ
て
ゐ
な
い
。
ひ
と
つ
に
は
、
年
が
若
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
次
に
申

合
せ
た
や
う
に
「
下
町
的
」
で
あ
る
。
下
町
的
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
る
芝
居
に
は
適
し
て
も
、
現
代
劇
の

一
般
に
は
適
せ
ぬ
。
こ
れ
は
、
意
外
だ
と
思
ふ
人
が
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
恐
ら
く
、
舞
台
生
活
の
裏
に

は
、
下
町
文
化
的
儀
礼
と
趣
味
が
浸
潤
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。

　
僕
は
常
に
知
人
の
中
の
相
当
年
配
の
人
達
に
会
ひ
、
又
は
新
聞
に
出
る
某
々
名
士
の
写
真
な
ど
を
見
な

が
ら
思
ふ
こ
と
で
あ
る
が
、
日
本
の
舞
台
に
も
、
か
う
い
ふ
「
柄
」
の
役
者
が
続
々
現
は
れ
る
や
う
に
な
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つ
た
ら
、
そ
れ
だ
け
で
も
芝
居
が
ぐ
つ
と
面
白
く
な
り
、
人
生
の
姿
が
そ
の
幅
と
、
深
さ
と
、
真
実
の
味

を
以
て
わ
れ
わ
れ
に
迫
る
で
あ
ら
う
と
。
早
く
云
へ
ば
、
現
代
演
劇
の
魅
力
は
、
先
づ
、
俳
優
の
「
柄
」

か
ら
と
い
ふ
結
論
が
ひ
き
出
せ
さ
う
な
の
で
あ
る
。

　
現
代
的
な
意
味
に
於
て
何
か
し
ら
溌
剌
と
し
た
と
こ
ろ
が
な
い
以
上
、
俳
優
は
、
舞
台
の
上
か
ら
、

「
現
代
劇
」
の
名
に
於
て
見
物
に
呼
び
か
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
考
へ
が
こ
こ
ま
で
来
る
と
、

現
代
に
於
け
る
演
劇
革
新
の
運
動
も
、
前
途
尚
ほ
遼
遠
の
感
が
あ
る
。

　
舞
台
を
志
す
青
年
子
女
が
、
宿
命
的
に
負
は
さ
れ
た
因
襲
の
衣
が
、
遂
に
、
現
代
の
わ
が
劇
壇
を
萎
縮

さ
せ
て
ゐ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
僕
な
ど
の
描
く
夢
は
、
文
字
通
り
一
片
の
夢
想
に
す
ぎ
ぬ
で
あ
ら
う
。

（
一
九
三
四
・
九
）
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