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現
在
い
ろ
い
ろ
な
場
合
に
新
劇
と
い
ふ
言
葉
が
使
は
れ
て
を
り
ま
す
が
、
先
日
も
あ
る
機
会
に
、
「
新

劇
」
と
は
な
ん
ぞ
や
と
い
ふ
質
問
が
出
ま
し
た
の
に
、
こ
の
答
へ
を
当
然
用
意
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
人
々
が
、
実
は
お
互
に
顔
を
見
合
せ
て
苦
笑
を
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
を
「
新
し
い
芝
居
」
と
云
ひ
直
し
て
み
て
も
、
そ
の
「
新
し
い
」
と
い
ふ
こ
と
が
何
処
ま
で
の
範

囲
を
指
す
か
問
題
に
な
り
ま
す
。
何
時
如
何
な
る
時
代
に
於
て
も
、
新
し
い
と
い
ふ
こ
と
は
そ
れ
自
身
に

一
つ
の
魅
力
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
多
く
の
人
の
興
味
を
そ
ゝ
る
上
か
ら
も
、
芝
居
と
い
ふ
も
の
は
何
等
か

の
意
味
で
新
し
い
趣
向
を
必
要
と
す
る
や
う
に
考
へ
ら
れ
て
を
り
ま
す
。
極
端
な
場
合
に
は
、
旧
い
も
の

で
も
、
そ
の
旧
さ
に
よ
つ
て
世
間
か
ら
忘
れ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
な
ど
は
、
や
は
り
、
一
種
の
好
奇
心
に
よ

つ
て
、
そ
れ
が
「
新
し
い
」
も
の
と
し
て
の
価
値
を
生
ず
る
や
う
な
場
合
が
な
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
結
局
、
さ
う
い
ふ
意
味
で
は
、
芝
居
の
世
界
に
於
て
も
、
絶
え
ず
「
新
し
い
」
も
の
が
求
め
ら
れ
て
ゐ

た
に
相
違
な
く
、
わ
が
国
伝
来
の
歌
舞
伎
劇
の
如
き
す
ら
、
長
い
伝
統
を
通
じ
て
、
あ
る
変
り
方
を
し
て

来
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
今
日
、
わ
れ
わ
れ
の
申
す
新
劇
と
は
、
さ
う
い
ふ
意
味
で
の
新
し
さ
を
指
す
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
れ
を
一
口
に
申
せ
ば
、
社
会
的
又
は
文
化
的
方
面
に
於
け
る
日
本
の
近
代
的
更
生
と
歩
調
を
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合
せ
て
、
現
代
の
た
め
の
、
そ
し
て
現
代
の
生
ん
だ
一
つ
の
芸
術
形
式
が
、
や
は
り
演
劇
の
上
で
も
、
相

当
の
場
所
を
占
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
主
張
か
ら
、
過
去
の
演
劇
の
、
云
は
ゞ
「
近
代
的
で
な
い
」

部
分
に
反
撥
し
て
、
新
し
い
思
想
、
感
情
、
感
覚
を
舞
台
に
盛
ら
う
と
い
ふ
運
動
を
指
す
の
で
あ
り
ま
す
。

　
た
ゞ
し
か
し
、
そ
れ
に
は
順
序
と
い
ふ
も
の
が
あ
り
ま
す
。
最
初
は
、
歌
舞
伎
劇
自
身
が
、
動
機
は
兎

も
角
と
し
て
こ
れ
を
試
み
ま
し
た
。
新
派
劇
も
そ
の
発
生
当
時
に
於
て
は
、
そ
の
名
の
示
す
如
く
、
新
時

代
に
適
応
す
る
演
劇
を
目
指
し
て
ゐ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
が
、
そ
れ
に
も
拘
は
ら
ず
、
遂
に
、
そ
の
何
れ

も
が
、
真
の
「
現
代
劇
」
と
な
り
得
な
か
つ
た
理
由
は
、
ま
あ
私
が
申
上
げ
な
く
て
も
、
ど
な
た
も
お
わ

か
り
の
こ
と
ゝ
思
ひ
ま
す
。

　
さ
て
、
さ
う
い
ふ
事
情
の
中
で
、
多
く
の
先
駆
者
た
ち
が
、
如
何
に
し
て
新
し
い
国
劇
の
樹
立
を
計
ら

う
か
と
苦
心
惨
憺
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
時
あ
た
か
も
西
洋
に
於
て
は
、
例
の
近
代
劇
運
動
の
後
を
亨

け
て
様
々
な
演
劇
の
流
派
が
入
り
乱
れ
て
を
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
日
本
に
於
け
る
演
劇
革
新
運
動
は
期
せ

ず
し
て
西
洋
の
近
代
劇
運
動
と
結
び
つ
き
、
西
洋
劇
全
体
か
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
と
、
近
代
劇
の
特
色
と
し

て
取
入
れ
る
べ
き
も
の
と
の
厄
介
な
区
別
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
そ
の
当
時

と
し
て
は
恐
ら
く
誰
も
考
へ
つ
か
な
か
つ
た
こ
と
で
あ
り
ま
せ
う
。
例
へ
ば
新
し
い
流
行
の
洋
服
を
着
る

婦
人
が
自
分
の
体
格
、
姿
態
、
動
作
に
ま
で
気
を
つ
け
出
し
た
の
は
極
く
最
近
の
こ
と
で
あ
る
の
を
見
て
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も
わ
か
り
ま
す
。

　
さ
う
い
ふ
次
第
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
今
日
そ
の
当
時
の
所
謂
「
新
劇
運
動
」
を
振
り
返
つ
て
み
ま
す
と
、

実
は
様
々
な
無
理
が
あ
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
先
づ
第
一
に
、
わ
が
国
の
近
代
芸
術
が
、
西
洋
に
学
ぶ
外
は
な
か
つ
た
と
い
ふ
事
実
は
、
文
学
美
術
等

と
並
ん
で
、
演
劇
に
於
て
も
同
様
で
あ
り
ま
す
が
、
他
の
芸
術
部
門
と
異
り
、
演
劇
だ
け
は
一
人
の
教
師
、

一
人
の
留
学
生
だ
け
で
、
や
ゝ
そ
の
全
貌
を
伝
へ
得
る
と
い
ふ
や
う
に
簡
単
に
は
行
か
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。

　
例
へ
ば
、
イ
プ
セ
ン
な
ら
イ
プ
セ
ン
、
モ
リ
エ
ー
ル
な
ら
モ
リ
エ
ー
ル
を
、
日
本
人
の
誰
か
が
読
ん
だ

と
し
ま
す
。
読
ん
だ
だ
け
で
舞
台
が
想
像
で
き
る
で
せ
う
か
？
　
西
洋
の
俳
優
が
如
何
に
こ
れ
を
演
ず
る

か
は
、
実
際
そ
れ
を
見
な
い
と
わ
か
り
ま
せ
ん
。
か
り
に
こ
れ
を
観
た
と
し
て
も
、
そ
の
ま
ゝ
人
に
説
明

で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
殊
に
、
私
自
身
の
経
験
に
よ
り
ま
す
と
、
日
本
で
ひ
と
通
り
面
白
味
が

わ
か
つ
た
つ
も
り
で
ゐ
た
外
国
の
戯
曲
を
、
そ
の
国
へ
行
つ
て
、
実
際
舞
台
に
か
ゝ
つ
た
と
こ
ろ
を
見
る

段
に
な
つ
て
、
ひ
ど
く
悄
げ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
極
端
に
申
せ
ば
、
そ
の
戯
曲
の
本
質
と
い
ふ
も

の
が
ま
る
で
わ
か
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
近
頃
の
所
謂
「
外
国
語
」
は
、

そ
の
当
時
よ
り
も
ず
つ
と
進
歩
し
て
ゐ
る
の
で
す
か
ら
、
私
の
や
う
な
馬
鹿
な
悄し
然よ
げ
方
を
し
な
く
て
も
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す
む
と
思
ひ
ま
す
が
、
原
則
と
し
て
、
芝
居
と
い
ふ
も
の
は
、
観
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
。
観
て
も
、

そ
の
面
白
さ
を
人
に
伝
へ
る
こ
と
は
六
ヶ
敷
い
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
西
洋
の
芝
居
を
お
手
本
に
し
て
、

日
本
に
も
、
「
新
し
い
芝
居
」
を
作
り
出
さ
う
と
し
た
三
十
年
前
の
演
劇
革
新
運
動
は
、
誠
に
、
も
ど
か

し
い
も
の
で
あ
つ
た
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
し
か
し
、
さ
う
い
ふ
も
ど
か
し
さ
が
、
今
日
は
ま
つ
た
く
な
く

な
つ
た
か
と
申
し
ま
す
と
、
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
中
に
は
、
日
本
の
新
劇
は
、
も
う
西

洋
の
芝
居
を
お
手
本
に
し
な
く
て
も
い
ゝ
。
大
体
、
西
洋
の
芝
居
を
、
そ
の
ま
ゝ
日
本
に
移
す
と
い
ふ
こ

と
が
間
違
つ
て
ゐ
る
の
で
、
日
本
に
は
立
派
な
歌
舞
伎
劇
と
い
ふ
世
界
に
も
類
の
な
い
芸
術
が
あ
つ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
伝
統
を
現
代
に
生
か
せ
ば
い
ゝ
の
だ
と
　
　
云
ふ
人
も
出
て
来
ま
し
た
。
か
う
い
ふ

議
論
は
、
そ
の
も
ど
か
し
さ
に
堪
え
ら
れ
な
く
な
つ
た
人
々
の
、
一
面
同
情
に
値
す
る
意
見
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
私
の
考
で
は
、
さ
う
い
ふ
努
力
を
す
る
人
が
あ
つ
て
も
よ
ろ
し
い
と
同
時
に
、
今
迄
い
ろ
い
ろ

な
事
情
で
取
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
つ
た
西
洋
劇
の
本
質
的
な
部
分
を
、
一
層
研
究
化
し
て
、
あ
ら
ゆ

る
意
味
で
国
際
化
さ
れ
つ
ゝ
あ
る
現
代
日
本
に
、
国
際
的
標
準
に
応
ず
る
演
劇
文
化
を
樹
立
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
幸
ひ
な
こ
と
に
、
西
洋
の
発
声
映
画
が
、
そ
の
映
画
的
技
術
と
共
に
、

舞
台
的
訓
練
を
経
た
俳
優
の
演
技
を
、
さ
な
が
ら
に
わ
れ
わ
れ
に
示
し
て
く
れ
る
時
代
が
参
り
ま
し
た
。

　
申
す
ま
で
も
な
く
、
日
本
の
現
代
生
活
に
最
も
適
合
し
、
わ
れ
わ
れ
現
代
人
の
精
神
的
要
求
を
充
た
す
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演
劇
の
形
式
は
、
一
応
西
洋
演
劇
の
伝
統
の
中
に
こ
れ
を
求
め
る
の
が
便
利
か
つ
自
然
で
あ
り
ま
す
。
つ

ま
り
、
発
展
性
を
よ
り
多
く
そ
の
中
に
見
出
す
と
い
ふ
理
由
か
ら
だ
と
申
し
て
も
よ
ろ
し
い
の
で
あ
り
ま

す
。

　
実
際
、
所
謂
今
日
ま
で
の
西
洋
劇
は
、
こ
の
雑
多
な
色
彩
と
、
創
意
に
富
む
理
論
と
、
殊
に
、
異
国
的

情
調
と
も
云
ふ
べ
き
縹
渺
た
る
雰
囲
気
に
よ
つ
て
わ
が
国
の
新
劇
を
、
常
に
先
駆
的
な
方
向
に
の
み
走
ら

せ
、
最
も
肝
心
な
基
礎
的
工
事
を
怠
ら
せ
た
観
が
あ
り
ま
す
。
云
ひ
換
へ
れ
ば
、
「
新
劇
」
の
新○

の
方
に

力
を
入
れ
す
ぎ
て
、
劇○

の
方
が
お
留
守
に
な
つ
た
と
云
へ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
ど
う
い

ふ
方
向
に
限
ら
ず
、
芸
術
の
新
運
動
に
は
つ
き
も
の
ゝ
現
象
で
あ
り
ま
し
て
、
ま
た
、
そ
れ
だ
け
を
傾
向

と
し
て
み
ま
す
と
、
多
少
近
代
の
教
養
を
受
け
た
人
々
に
と
つ
て
は
、
十
分
新
し
い
刺
激
と
な
る
の
で
あ

り
ま
す
。
が
、
云
は
ゞ
、
一
般
大
衆
に
容
け
入
れ
ら
る
べ
き
演
劇
芸
術
の
場
合
に
限
つ
て
、
こ
の
事
実
に

気
づ
く
こ
と
が
甚
だ
遅
か
つ
た
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

　
一
方
、
西
洋
劇
を
翻
訳
上
演
す
る
傍
ら
、
日
本
作
家
の
手
に
な
つ
た
新
作
戯
曲
の
上
演
も
試
み
ら
れ
ま

し
た
。
が
、
悲
し
い
哉
、
そ
の
う
ち
の
大
部
分
は
、
適
当
な
俳
優
を
欠
く
舞
台
で
、
現
代
劇
と
し
て
の
魅

力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
た
ま
た
ま
、
大
劇
場
で
、
既
成
の
職
業
俳
優
の
手
に
よ
つ
て
演
ぜ
ら
れ

た
現
代
劇
な
る
も
の
が
、
実
は
、
そ
れ
ほ
ど
現
代
的
で
な
い
た
め
に
、
却
つ
て
舞
台
の
条
件
に
合
し
、
相
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当
の
好
評
を
博
し
た
と
い
ふ
事
実
が
あ
れ
ば
、
世
間
は
、
寛
大
に
そ
れ
を
新
劇
の
成
功
と
呼
ん
で
ゐ
た
の

で
あ
り
ま
す
。
が
、
こ
れ
が
た
め
に
、
ど
れ
だ
け
多
く
の
、
未
熟
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
純
然
た
る
新
劇

精
神
に
養
は
れ
た
俳
優
が
、
そ
の
蔭
で
力
を
落
し
た
こ
と
で
あ
り
ま
せ
う
。

　
私
は
、
徒
ら
に
、
現
在
の
新
劇
を
謳
歌
す
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
歌
舞
伎
劇
新
派
劇
を
故
ら

排
撃
し
よ
う
と
も
思
ひ
ま
せ
ん
。
何
処
か
ら
ど
う
生
れ
る
に
も
せ
よ
、
現
代
に
は
現
代
の
演
劇
が
必
要
な

の
で
あ
り
ま
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
芸
術
家
と
し
て
、
や
れ
写
実
主
義
だ
と
か
や
れ
浪
曼
主
義
だ
と
か
、

又
は
も
つ
と
新
し
い
様
々
な
近
代
主
義
的
傾
向
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
結
び
つ
け
て
ゐ
る
に
相
違
あ
り

ま
せ
ん
が
、
新
劇
の
実
際
を
考
へ
ま
す
と
、
こ
れ
は
最
早
、
芸
術
運
動
と
い
ふ
よ
り
も
、
寧
ろ
一
個
の
文

化
運
動
で
あ
る
と
い
ふ
信
念
が
湧
い
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
以
上
、
甚
だ
悲
観
的
な
こ
と
ば
か
り
申
し
た
や
う
で
あ
り
ま
す
が
、
新
劇
も
既
に
、
年
三
十
で
あ
り
ま

す
。
そ
ろ
そ
ろ
、
分
別
も
つ
き
、
身
を
固
め
る
覚
悟
も
で
き
て
来
ま
し
た
。
最
近
の
一
二
年
を
境
界
と
し

て
、
戯
曲
の
方
面
で
は
、
特
に
著
し
い
「
現
代
性
」
が
見
ら
れ
、
有
望
な
新
作
家
が
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色
あ

る
本
質
的
な
才
能
を
示
し
初
め
た
こ
と
を
注
意
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
内
容
の
上
か
ら
も
、
表
現
の
上
か

ら
も
、
「
新
時
代
」
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
た
ゞ
、
こ
の
上
は
、
そ
れ
ら
の
作
家
に
、
よ
い
舞
台
を
提
供
し

た
い
と
思
ふ
ば
か
り
で
す
。
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そ
れ
で
は
、
ど
う
い
ふ
点
が
演
劇
と
し
て
「
新
時
代
的
」
で
あ
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
例
へ
て
云
へ
ば
、

声
の
出
し
方
が
違
つ
て
来
た
と
い
ふ
や
う
な
も
の
で
す
。
義
太
夫
で
鍛
へ
た
声
と
西
洋
風
の
声
楽
で
鍛
へ

た
声
と
の
違
ひ
と
で
も
申
し
ま
せ
う
か
。
別
に
、
今
日
の
所
謂
尖
端
的
傾
向
を
取
入
れ
て
ゐ
る
と
か
、
大

胆
な
思
想
を
含
ん
で
ゐ
る
と
か
い
ふ
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
早
く
云
へ
ば
、
西
洋
の
芝
居
を
何
ん
と
な

く
よ
く
飲
み
込
ん
で
、
そ
れ
を
巧
に
消
化
し
、
現
代
日
本
人
の
生
活
を
透
し
て
、
十
分
に
こ
れ
を
演
劇
化

し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
す
。
歌
舞
伎
劇
乃
至
新
派
劇
の
伝
統
か
ら
全
く
離
れ
、
し
か
も
、
西
洋
劇
の
表

面
的
模
倣
を
脱
し
得
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
な
か
な
か
の
難
事
で
あ
り
ま
す
。
新
劇
が
さ
う
い
ふ
時
代
に
到

達
し
た
こ
と
を
、
多
く
の
批
評
家
も
ま
だ
指
摘
し
て
を
り
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
の
お
耳
に
も
、
従
つ
て
、
ま

だ
こ
の
消
息
は
伝
つ
て
を
り
ま
す
ま
い
。
今
夜
、
こ
の
機
会
に
、
は
つ
き
り
申
上
げ
て
お
き
ま
す
。
舞
台

は
文
学
に
遅
れ
る
こ
と
二
十
年
と
相
場
が
き
ま
つ
て
を
り
ま
す
、
が
日
本
で
は
そ
れ
ほ
ど
の
距
へ
だ
たり
が
な
く

て
す
む
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
が
多
分
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
し
て
今
日
唯
一
の
満
足
を
得
て
を
ら
れ

る
で
あ
ら
う
西
洋
映
画
の
魅
力
は
、
映
画
専
門
家
の
如
何
な
る
技
術
に
も
拘
は
ら
ず
、
西
洋
演
劇
の
既
に

示
し
て
来
た
魅
力
に
負
ふ
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
こ
と
を
私
は
信
じ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
う
ち

に
一
人
の
ベ
ル
ク
ナ
ア
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・
マ
ア
シ
ヤ
ル
、
リ
イ
ヌ
・
ノ
ロ
、
又
は
デ
ト
リ
ツ
ヒ
に
匹
敵
す

る
現
代
俳
優
が
日
本
に
現
は
れ
た
だ
け
で
、
新
劇
の
舞
台
は
、
今
日
よ
り
も
更
に
「
新
し
く
」
、
今
迄
の

9



ど
ん
な
芝
居
よ
り
も
「
面
白
く
」
な
る
こ
と
を
保
証
し
ま
す
。
皆
さ
ん
の
う
ち
に
、
さ
う
い
ふ
期
待
を
か

け
な
が
ら
、
今
夜
の
お
話
を
終
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
（
昭
和
九
年
十
一
月
十
一
日
、
Ｊ
・
Ｏ
・
Ａ
・

Ｋ
よ
り
の
放
送
講
演
）
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
岸
田
國
士
全
集22

」
岩
波
書
店

　
　
　1990
（
平
成2

）
年10

月8

日
発
行

底
本
の
親
本
：
「
築
地
座
　
第
二
十
五
号
」

　
　
　1934

（
昭
和9
）
年11

月24

日
発
行

初
出
：
「
築
地
座
　
第
二
十
五
号
」

　
　
　1934

（
昭
和9

）
年11
月24

日
発
行

※
底
本
は
、
物
を
数
え
る
際
や
地
名
な
ど
に
用
い
る
「
ヶ
」
（
区
点
番
号5-86

）
を
、
大
振
り
に
つ
く
っ

て
い
ま
す
。

入
力
：tatsuki

校
正
：
門
田
裕
志

2009

年9

月5

日
作
成

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
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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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