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凡
そ
、
如
何
な
る
芸
術
と
雖
も
、
若
干
の
「
法
則
」
に
従
は
な
い
も
の
は
な
い
。
と
同
時
に
、
そ
れ
ら

の
「
法
則
」
を
無
条
件
に
受
け
容
れ
る
こ
と
は
、
甚
だ
「
保
守
的
な
」
態
度
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
新
し

い
芸
術
運
動
は
、
常
に
そ
れ
ら
の
法
則
に
対
す
る
反
抗
で
あ
り
、
又
は
、
既
成
の
法
則
に
代
る
別
個
の
法

則
の
発
見
を
目
指
し
て
ゐ
た
の
を
見
て
も
わ
か
る
。

　
偶
々
、
あ
ら
ゆ
る
法
則
の
無
視
と
い
ふ
宣
言
が
な
さ
れ
た
に
し
て
も
、
何
か
を
「
創
り
出
す
」
た
め
に

は
、
既
に
、
何
か
に
「
拠
る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
意
識
す
る
と
し
な
い
と
に
拘
は
ら
ず
、
厳
と
し
て
、

創
造
を
貫
く
精
神
の
、
つ
つ
ま
し
き
母
胎
と
な
る
べ
き
も
の
が
存
在
し
て
ゐ
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
で

き
ぬ
。

　
世
界
の
戯
曲
史
を
繙
く
時
、
わ
れ
わ
れ
は
、
古
典
主
義
の
「
法
則
」
が
、
か
の
浪
漫
派
の
馬
蹄
に
蹂
躙

さ
れ
る
事
実
を
見
、
近
代
の
黎
明
が
、
輝
や
か
し
い
希
望
を
乗
せ
て
近
づ
き
来
る
姿
に
胸
を
躍
ら
せ
た
。

　
そ
し
て
、
あ
る
者
は
、
今
日
、
「
戯
曲
文
学
」
が
、
一
切
の
「
法
則
」
か
ら
脱
し
て
、
自
由
、
且
つ
大

胆
な
創
造
が
許
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
と
信
じ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
、
さ
う
信
じ
る
も
の
の
手
で
、
あ
ら
ゆ
る

試
み
が
な
さ
れ
た
に
拘
は
ら
ず
、
演
劇
そ
の
も
の
の
進
化
は
お
ろ
か
、
そ
の
行
詰
り
が
既
に
叫
ば
れ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
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舞
台
の
因
襲
が
演
劇
を
堕
落
に
導
き
つ
つ
あ
る
と
同
様
、
そ
の
放
埓
さ
は
、
現
在
の
演
劇
を
観
衆
よ
り

遠
ざ
け
つ
つ
あ
る
事
実
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
言
ひ
換
へ
れ
ば
、
劇
場
は
、
真
の
「
演
劇
精
神
」
と

絶
縁
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
「
演
劇
を
し
て
再
び
演
劇
た
ら
し
め
よ
」
と
い
ふ
合
言
葉
は
、
大
戦
後
の

欧
羅
巴
に
於
て
挙
げ
ら
れ
た
が
、
こ
の
言
葉
は
抑
も
何
を
意
味
す
る
か
。
私
の
考
へ
で
は
、
演
劇
の
法
則

な
る
も
の
を
更
め
て
吟
味
す
べ
し
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
若
し
、
演
劇
を
生
か
し
得
る

も
の
な
ら
ば
、
再
び
そ
れ
を
取
戻
せ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
ポ
オ
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
イ
が
、
定
形

詩
に
つ
い
て
述
べ
て
ゐ
る
一
句
を
思
ひ
出
す
。

「
定
形
詩
が
規
定
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
、
脚
韻
、
セ
ジ
ュ
ウ
ル
・
フ
ィ
ッ
ク
ス
、
綴
音
又
は
音
脚
の
一
定

数
等
の
規
則
は
、
す
べ
て
人
体
の
機
能
の
単
調
な
制﹅
度﹅
を
模
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
と
も
す
れ
ば
、

そ
れ
は
人
生
の
行
為
を
繰
り
返
し
、
生
命
の
要
素
と
生
命
の
要
素
と
を
結
び
合
せ
て
、
恰
も
海
中
に
珊
瑚

が
聳
え
立
つ
や
う
に
、
事
物
の
間
に
生
命
の
時
を
ば
築
き
上
げ
る
、
か
の
根
本
的
機
能
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
か

ら
そ
の
源
を
発
し
て
ゐ
る
の
か
も
し
れ
ぬ
と
い
ふ
こ
と
は
、
正
に
考
慮
に
値
す
る
こ
と
で
あ
る
」

　
こ
の
意
味
を
極
く
楽
に
解
釈
す
れ
ば
、
詩
の
制
約
が
、
詩
の
「
生
命
」
を
創
り
出
す
と
い
ふ
一
つ
の
逆

説
で
あ
る
。
逆
説
と
い
ふ
の
は
、
そ
の
実
、
言
葉
か
ら
受
け
る
感
じ
で
、
彼
は
ま
た
、
別
の
と
こ
ろ
で
、

か
う
も
云
つ
て
ゐ
る
。
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「
真
の
善
き
規
則
。
善
い
規
則
と
い
ふ
の
は
、
適
当
な
時
機
に
本
質
を
思
ひ
出
さ
せ
、
且
つ
こ
れ
を
強
ふ

る
規
則
の
謂
で
あ
つ
て
、
も
と
も
と
、
そ
れ
等
の
特
別
の
時
機
の
分
析
か
ら
生
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
そ
れ
は
、
作
品
の
た
め
と
い
ふ
よ
り
は
、
作
者
の
た
め
の
規
則
で
あ
る
」

　
と
こ
ろ
が
古
今
を
通
じ
て
、
演
劇
に
於
け
る
一
般
法
則
と
い
ふ
や
う
な
も
の
は
、
事
新
し
く
吟
味
す
る

ま
で
も
な
い
や
う
な
も
の
で
あ
る
と
私
は
思
ふ
。
恰
度
俳
句
や
和
歌
の
「
法
則
」
の
や
う
な
も
の
で
、
そ

れ
を
破
る
こ
と
が
別
に
手
柄
に
な
ら
ず
、
こ
の
法
則
に
従
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
即
ち
和
歌
な
り
俳
句

な
り
を
棄
て
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
な
に
か
別
の
こ
と
を
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
順
序
と
し
て
、
演
劇
の
一
般
的
法
則
な
る
も
の
を
こ
こ
で
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
私
は
、
常
々
従

来
の
「  

戯  

曲  

論  

ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
イ

」
と
い
ふ
も
の
に
疑
ひ
を
も
つ
て
ゐ
る
。
古
今
東
西
の
あ
ら
ゆ
る
劇
的
ジ
ャ
ン
ル
に

亘
り
、
そ
の
何
れ
に
も
通
ず
る
根
本
的
な
法
則
と
い
ふ
も
の
は
、
誰
も
ま
だ
的
確
に
こ
れ
を
挙
げ
て
ゐ
な

い
や
う
で
あ
る
。
悲
劇
に
於
け
る
所
謂
「
三
単
一
の
法
則
」
と
い
ふ
も
の
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
今
日
も
う

議
論
済
に
な
つ
て
ゐ
る
か
ら
こ
こ
で
は
述
べ
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
、
私
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
若
干

の
意
見
を
も
つ
て
ゐ
る
の
で
、
別
の
機
会
に
述
べ
る
つ
も
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
除
く
と
、
最
早
法
則
ら
し

い
法
則
は
な
い
と
云
つ
て
い
い
。
或
は
、
舞
台
の
伝
統
又
は
習
慣
と
い
ふ
や
う
な
意
味
に
解
し
、
技
術
的

修
熟
に
よ
つ
て
の
み
こ
れ
を
会
得
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
考
へ
た
り
、
劇
場
と
い
ふ
一
定
の
場
所
で
多
数
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の
観
客
を
前
に
し
て
一
定
時
間
に
演
じ
終
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
制
限
に
基
く
、
「
不
自
然
で
窮
屈
な
」

約
束
に
す
ぎ
ぬ
と
思
つ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
通
念
は
、
そ
の
両
極
端
に
於
て
、
或
は
技
巧
偏
重
の
「
ト
リ
ッ
ク
」
万
能
劇
を
生
み
、
或
は
、

「
自
然
」
崇
拝
の
「
生
活
の
断
片
」
劇
乃
至
は
、
観
念
暴
露
の
小
説
的
戯
曲
を
横
行
せ
し
め
る
結
果
と
な

つ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
演
劇
論
上
の
根
拠
を
曖
昧
に
し
、
「
劇
的
本
質
」
の
探
究
に
一
大
障
害
を
与
へ
、

舞
台
の
芸
術
的
進
化
を
遅
々
た
ら
し
め
、
引
い
て
、
劇
場
の
文
化
的
貧
困
を
招
く
結
果
と
な
つ
た
の
で
あ

る
。

　
試
み
に
、
従
来
の
戯
曲
論
な
る
も
の
を
見
る
が
よ
い
。
如
何
に
、
悲
劇
を
解
剖
し
、
喜
劇
を
分
析
し
て

ゐ
て
も
、
そ
れ
は
、
単
に
、
涙
と
笑
ひ
の
哲
学
を
説
く
の
み
で
あ
つ
て
、
「
劇
」
そ
の
も
の
の
本
質
に
触

れ
て
ゐ
る
も
の
は
、
稀
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
、
悲
劇
と
喜
劇
と
に
は
共
通
点
が
あ
る
と
い
ふ
意
見
が
あ
る

か
と
思
ふ
と
、
そ
れ
は
な
ん
で
も
な
い
。
人
は
笑
ひ
な
が
ら
涙
を
流
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
ふ
他
愛
も
な

い
落
ち
な
の
で
あ
る
。
ま
た
古
典
劇
と
浪
漫
劇
を
比
較
す
る
場
合
で
も
、
何
れ
も
、
古
典
悲
劇
と
浪
漫
主

義
的
ド
ラ
マ
の
区
別
に
熱
中
し
、
「
三
単
一
の
法
則
」
の
難
点
を
挙
げ
る
の
み
で
、
「
劇
」
的
本
質
の
近

代
的
発
展
が
如
何
な
る
点
に
あ
る
か
を
示
し
て
ゐ
な
い
。
近
代
劇
に
つ
い
て
の
諸
論
に
於
て
も
然
り
。
写

実
主
義
か
ら
表
現
主
義
に
至
る
解
説
は
十
分
呑
み
込
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ひ
ま
に
、
「
舞
台
の
生
命
」
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は
、
ど
こ
へ
か
消
え
失
せ
て
ゐ
る
。
思
想
劇
、
社
会
劇
、
心
理
劇
、
性
格
劇
、
気
分
劇
な
ど
と
分
類
は
し

て
も
、
「
戯
曲
的
」
な
も
の
と
さ
う
で
な
い
も
の
と
の
区
別
に
な
る
と
、
大
体
標
準
は
簡
単
で
あ
る
。
前

者
は
、
才
能
あ
る
作
家
の
手
に
成
り
、
後
者
は
然
ら
ざ
る
も
の
の
手
に
成
つ
た
の
で
あ
る
。

　
戯
曲
作
法
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
教
ふ
る
と
こ
ろ
甚
だ
懇
切
で
あ
る
が
、
誰
も
こ
れ
を
読
ん
で
優
れ
た

作
品
を
書
い
た
例
し
は
な
い
。
そ
ん
な
も
の
を
読
ん
で
、
戯
曲
作
家
に
な
れ
る
と
思
ふ
の
も
間
違
ひ
で
あ

る
が
、
さ
う
い
ふ
種
類
の
書
物
は
、
少
く
と
も
二
つ
の
弊
害
を
も
つ
て
ゐ
る
。
第
一
に
戯
曲
の
学
び
方
を

誤
ら
せ
、
第
二
に
、
演
劇
の
味
ひ
方
を
忘
れ
さ
せ
る
。

　
こ
こ
に
ま
た
、
も
つ
と
も
ら
し
い
「
危
機
説
」
と
か
、
「
意
志
争
闘
説
」
と
か
、
「
第
四
壁
論
」
と
か

い
ふ
も
の
が
あ
る
。
前
の
二
つ
は
物
語
の
主
題
と
し
て
、
多
く
の
作
者
が
興
味
本
位
の
立
場
か
ら
で
も
、

好
ん
で
択
ぶ
事
件
の
内
容
で
あ
り
、
芸
術
の
本
質
と
は
凡
そ
無
縁
の
も
の
で
あ
る
し
、
「
第
四
壁
論
」
の

方
は
、
幾
分
、
無
自
覚
な
演
劇
へ
の
刺
激
と
は
な
つ
た
が
、
近
代
写
実
主
義
の
齎
し
た
「
演
劇
の
散
文
化
」

と
い
ふ
一
つ
の
陥
穽
に
通
ず
る
最
短
の
道
で
あ
つ
た
。
更
に
ま
た
、
戯
曲
の
定
型
と
し
て
、
誰
し
も
口
に

す
る
、
発
端
、
展
開
、
高
潮
、
解
決
、
破
局
等
の
段
取
り
の
如
き
は
、
物
語
の
諸
形
式
の
何
れ
に
も
適
用

さ
れ
る
「
順
序
」
に
す
ぎ
ず
、
敢
て
戯
曲
に
限
つ
た
こ
と
で
は
な
い
。
如
何
な
る
事
件
の
全
貌
も
、
こ
の

順
序
を
踏
ま
ず
し
て
、
人
に
伝
へ
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
あ
る
。
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私
は
今
日
ま
で
、
か
う
い
ふ
考
へ
方
か
ら
、
「
演
劇
の
本
質
」
に
つ
い
て
、
何
か
自
分
の
腑
に
落
ち
る

や
う
な
理
論
を
編
み
出
さ
う
と
努
力
し
た
が
、
こ
れ
は
な
か
な
か
困
難
な
事
業
で
、
嘗
て
、
や
や
独
断
的

に
樹
て
た
「
心
理
的
リ
ズ
ム
」
説
の
如
き
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
ん
の
こ
と
か
わ
か
ら
ぬ
と
い
ふ
人
も
出

て
来
て
、
実
は
い
ろ
い
ろ
と
苦
心
を
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
や
つ
と
考
へ
つ
い
た
の
が
、
や
は

り
こ
れ
は
「
演
劇
の
伝
統
」
と
い
ふ
も
の
を
、
更
め
て
「
吟
味
」
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
だ

つ
た
。
わ
か
り
き
つ
た
こ
と
の
や
う
だ
が
、
「
本
質
」
は
結
局
、
「
伝
統
」
か
ら
生
れ
る
も
の
に
違
ひ
な

い
と
い
ふ
こ
と
を
、
少
し
忘
れ
す
ぎ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

　
近
頃
ま
た
、
演
劇
の
本
質
は
、
「
言
葉
」
に
あ
る
、
い
や
、
寧
ろ
「
動
作
」
に
あ
る
と
い
ふ
や
う
な
議

論
が
生
じ
、
な
に
、
「
言
葉
」
と
「
動
作
」
の
何
れ
に
も
あ
る
と
い
ふ
助
太
刀
が
現
は
れ
、
私
自
身
も
、

「
言
葉
派
」
な
ど
と
云
は
れ
る
理
由
の
な
い
こ
と
を
釈
明
し
た
り
し
た
こ
と
も
あ
る
。

　
そ
の
時
の
釈
明
は
、
ま
だ
十
分
意
を
尽
し
て
ゐ
な
い
憾
み
が
あ
つ
た
。
私
は
、
「
言
葉
」
の
中
に
、
重

要
な
本
質
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
常
に
信
じ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
言
葉
」
そ
の
も
の
は
、
単
に
、

「
要
素
」
又
は
、
「
方
法
」
で
あ
つ
て
、
そ
の
意
味
で
は
、
「
動
作
」
と
何
等
異
る
地
位
を
占
め
て
は
ゐ

な
い
。
た
だ
、
今
日
ま
で
最
も
有
名
な
説
と
し
て
、
殆
ど
満
場
一
致
的
支
持
を
得
て
ゐ
た
の
は
、
「
劇
の

本
質
」
は
ア
ク
シ
ヨ
ン
な
り
と
断
ず
る
説
で
あ
る
。
そ
の
ア
ク
シ
ヨ
ン
な
る
語
は
、
恐
ら
く
、
ド
ラ
マ
の
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語
原
か
ら
、
又
は
「
ア
ク
タ
ア
」
の
意
味
か
ら
、
更
に
「
三
単
一
の
法
則
」
が
要
求
す
る
ア
ク
シ
ヨ
ン
の

単
一
と
い
ふ
箇
条
な
ど
か
ら
来
た
の
で
あ
ら
う
。
が
、
こ
れ
を
何
れ
も
同
一
の
概
念
に
ひ
つ
く
る
め
る
こ

と
は
乱
暴
で
あ
る
。
「
劇
の
本
質
」
は
ア
ク
シ
ヨ
ン
な
り
と
い
ふ
場
合
、
こ
れ
を
広
く
「
行
為
」
又
は

「
言
動
」
の
意
に
解
し
、
「
生
命
の
躍
動
」
と
か
、
「
人
間
の
生
活
活
動
」
と
か
い
ふ
風
な
意
味
に
解
す

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
う
、
当
り
前
の
こ
と
で
、
「
舞
台
の
上
で
、
何
か
が
行
は
れ
て
ゐ
る
」
限
り
、

ア
ク
シ
ヨ
ン
は
存
在
す
る
理
窟
で
あ
る
。
走
る
こ
と
も
、
喋
る
こ
と
も
、
共
に
ア
ク
シ
ヨ
ン
で
あ
る
し
、

泣
く
こ
と
も
笑
ふ
こ
と
も
、
殺
す
こ
と
も
愛
す
る
こ
と
も
ア
ク
シ
ヨ
ン
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
が
、
こ

れ
で
み
る
と
、
ア
ク
シ
ヨ
ン
そ
れ
自
身
は
、
ま
だ
劇
芸
術
の
本
質
と
は
云
へ
ぬ
や
う
で
あ
る
。
少
く
と
も
、

「
本
質
美
」
と
は
云
へ
ぬ
や
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
ク
シ
ヨ
ン
そ
の
も
の
に
、
「
芸
術
性
」
が
あ
る

と
は
限
ら
ず
、
そ
の
選
択
配
列
の
如
何
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
寧
ろ
そ
の
問
題
の
方
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
つ

て
は
重
要
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
先
づ
演
劇
の
本
質
を
探
究
す
る
に
当
つ
て
、
従
来
の
文
学
的
偏
見
と
、
職
業
的
独
り
合
点
を
戒

め
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
的
ジ
ャ
ン
ル
の
独
自
性
に
立
脚
し
て
、
演
劇
も
亦
「
自
己
本
来
の
方○

法○

と
条○

件○

に
従

つ
て
発
展
す
る
も
の
な
る
こ
と
」
（
ア
ラ
ン
よ
り
）
を
何
よ
り
も
銘
記
す
べ
き
で
あ
る
。

　
私
は
、
こ
れ
ま
で
、
「
演
劇
」
を
定
義
す
る
最
も
適
確
な
言
葉
を
探
し
求
め
た
。
が
、
要
す
る
に
、
広
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く
「
演
劇
的
な
る
も
の
」
を
悉
く
内
包
す
る
観
念
と
い
ふ
も
の
は
、
甚
だ
掴
み
に
く
い
の
で
あ
る
。
原
始

演
劇
は
別
と
し
て
、
希
臘
時
代
よ
り
今
日
に
至
る
劇
文
学
史
の
語
る
諸
形
式
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
概
括
す

る
こ
と
は
或
は
容
易
で
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
近
世
に
於
て
、
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
の
混
渚
と
、
科
学
の
発
達

か
ら
、
演
劇
を
形
く
る
要
素
並
に
材
料
が
拡
大
さ
れ
、
同
時
に
、
非
演
劇
的
方
法
の
浸
潤
が
極
度
に
行
は

れ
た
。
オ
ペ
ラ
、
レ
ヴ
ュ
ウ
、
バ
レ
エ
の
類
は
固
よ
り
、
或
は
、
「
物
語
る
絵
画
」
と
い
ひ
、
或
は
、

「
動
く
浮
彫
」
と
い
ひ
、
機
械
装
置
劇
と
い
ひ
、
殊
に
映
画
と
い
ひ
、
こ
れ
ら
を
若
し
、
演
劇
の
部
類
に

包
括
さ
せ
る
と
な
れ
ば
、
問
題
は
益
々
面
倒
に
な
る
。

　
が
、
こ
れ
は
、
常
識
的
に
も
、
截
然
と
「
演
劇
＋
Ｘ
」
と
い
ふ
判
断
が
で
き
る
筈
で
あ
つ
て
、
演
劇
的

要
素
乃
至
方
法
の
若
干
に
音
楽
舞
踊
又
は
美
術
的
要
素
が
加
つ
て
ゐ
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
意
味
で
、

「
演
劇
」
が
従
属
的
地
位
に
お
か
れ
て
ゐ
る
も
の
も
少
く
な
い
。
か
か
る
種
類
の
も
の
は
寧
ろ
、
単
に
ス

ペ
ク
タ
ク
ル
と
名
づ
け
て
よ
か
ら
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
「
演
劇
」
自
体
は
、
常
に
ま
た
、
多
少
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
的
要
素
を
含
む
も
の
で
あ

る
こ
と
は
否
ま
れ
な
い
。
た
だ
、
そ
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
的
要
素
が
、
そ
の
ま
ま
に
遊
離
し
て
介
在
す
る
の

で
は
な
く
、
如
何
な
る
場
合
に
も
、
「
演
劇
的
」
に
処
理
さ
れ
、
「
演
劇
的
効
果
」
の
計
算
内
に
組
込
ま

れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
最
早
、
「
演
劇
の
本
質
」
に
関
す
る
吟
味
は
、
こ
れ
を
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構
成
す
る
「
要
素
」
又
は
、
「
材
料
」
の
問
題
よ
り
も
、
そ
の
「
方
法
」
乃
至
「
条
件
」
の
決
定
か
ら
は

ひ
つ
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
ま
づ
念
の
た
め
に
、
演
劇
を
構
成
す
る
「
方
法
」
と
い
ふ
わ
か
り
き
つ
た
問
ひ
に
答
へ
よ
う
。

曰
く
、
演
技
、
脚
本
、
装
置
、
こ
れ
に
見
物
を
加
へ
ろ
と
い
ふ
説
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
づ
預
る
。
鑑
賞

者
を
予
想
し
な
い
芸
術
は
な
い
の
で
あ
る
し
、
こ
れ
に
働
き
か
け
る
情
態
の
相
違
は
、
芸
術
自
体
の
う
ち

に
そ
の
原
因
が
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
音
響
効
果
と
か
、
照
明
と
か
、
衣
裳
と
か
い
ふ
や
う

な
も
の
は
、
広
義
の
「
装
置
」
と
考
へ
て
差
支
な
い
。
そ
こ
で
、
以
上
の
う
ち
、
何
を
欠
い
て
ゐ
て
も
、

こ
れ
だ
け
あ
れ
ば
、
兎
も
角
「
演
劇
」
に
成
り
得
る
と
い
ふ
「
方
法
」
は
、
た
だ
一
つ
で
あ
る
。
即
ち
、

俳
優
の
「
演
技
」
で
あ
る
。
更
に
こ
れ
を
分
割
す
れ
ば
、
「
言
葉
」
或
は
「
身
振
り
」
で
あ
る
。
そ
の
一

方
だ
け
で
も
「
演
劇
的
」
な
も
の
が
出
来
上
る
の
で
あ
る
。
（
ラ
ヂ
オ
・
ド
ラ
マ
、
パ
ン
ト
マ
イ
ム
）
た

だ
、
そ
の
「
言
葉
」
は
、
「
語
ら
れ
る
言
葉
」
で
あ
つ
て
、
「
書
か
れ
た
言
葉
」
で
あ
つ
て
は
な
ら
ず
、

そ
の
「
身
振
り
」
は
、
「
科
し
ぐ
さ」
の
範
囲
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
。
即
ち
「
意
志
」
と
「
感
情
」
を
伴
ふ
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
（
気
狂
ひ
じ
み
た
動
作
の
連
続
は
「
演
劇
的
」
で
な
い
）

　
さ
て
、
こ
れ
を
約
言
す
れ
ば
、
俳
優
の
演
技
に
よ
つ
て
、
あ
る
「
生
命
の
発
展
」
を
示
す
こ
と
が
「
演

劇
」
の
必
要
条
件
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
俳
優
が
あ
る
人
物
（
或
は
擬
人
化
さ
れ
た
も
の
）
に
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扮
し
て
、
そ
の
人
物
の
「
生
活
」
を
生
活
し
て
み
せ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
（
人
形
劇
は
、
俳
優
の
肉

体
と
精
神
と
が
、
人
形
と
こ
れ
を
操
る
も
の
と
に
分
裂
し
た
だ
け
で
あ
る
）
そ
し
て
、
そ
の
「
生
活
」
は
、

予
め
仕
組
ま
れ
た
物
語
の
形
式
に
よ
る
場
合
と
、
俳
優
が
即
興
的
に
舞
台
上
で
仕
組
ん
で
行
く
場
合
と
あ

る
が
、
何
れ
も
、
言
葉
（
対
話
）
と
動
作
（
身
振
り
）
に
よ
る
「
演
技
」
と
、
そ
の
扮
す
る
人
物
の
外
貌

を
模
し
た
扮
装
、
並
に
、
そ
の
人
物
の
生
活
環
境
を
表
示
す
る
装
置
と
に
よ
つ
て
、
心
理
的
に
、
又
は
感

覚
的
に
、
物
語
の
進
展
を
印
象
づ
け
る
。
扮
装
及
び
装
置
は
、
絶
対
に
必
要
と
は
云
ひ
難
い
。
何
者
か
に

扮
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
、
即
ち
、
「
俳
優
」
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
な
場
合

も
あ
る
。
装
置
も
同
様
で
あ
る
。
場
所
の
暗
示
さ
へ
で
き
て
ゐ
れ
ば
よ
く
、
時
に
よ
る
と
舞
台
上
の
人
物

を
し
て
「
此
処
は
何
処
で
あ
る
」
と
い
ふ
説
明
を
さ
せ
て
そ
れ
で
す
ま
す
方
法
さ
へ
あ
る
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
演
劇
と
は
「
物
真
似
」
に
す
ぎ
ぬ
か
と
い
ふ
疑
問
が
起
り
さ
う
で
あ
る
が
、
「
物
真
似
」

は
勿
論
、
演
劇
の
原
始
形
態
で
は
あ
つ
て
も
、
決
し
て
、
芸
術
で
は
な
い
。
前
に
述
べ
た
と
ほ
り
、
「
生

活
の
発
展
」
か
ら
、
あ
る
種
の
「
美
」
、
し
か
も
、
創
造
的
な
も
の
が
生
れ
な
け
れ
ば
、
如
何
な
る
意
味

に
於
て
も
芸
術
と
は
云
ひ
難
い
。
そ
こ
で
、
演
劇
が
、
「
物
語
」
、
す
な
は
ち
、
文
学
の
「
方
法
」
と
提

携
す
る
。
し
か
も
、
純
然
た
る
「
叙
事
」
と
「
抒
情
」
の
範
囲
か
ら
脱
し
た
、
一
種
独
特
な
「
物
語
形
式
」

を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
戯
曲
」
の
「
制
約
」
は
、
即
ち
こ
こ
か
ら
生
れ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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一
、
時
間
の
経
過
に
従
つ
て
物
語
が
進
め
ら
れ
る
。
時
間
を
経
過
さ
せ
る
速
度
の
調
節
は
で
き
る
が
、

　
　
　
後
に
起
つ
た
こ
と
を
さ
き
に
現
は
す
こ
と
は
で
き
ぬ
。

　
一
、
時
間
の
経
過
を
止
め
る
方
法
は
、
演
劇
を
中
断
す
る
よ
り
外
は
な
い
。
（
合
唱
隊
に
よ
り
、
又
は

　
　
　
幕
を
下
す
等
）

　
一
、
舞
台
は
、
同﹅
時﹅
に﹅
た
だ
一
つ
の
場
所
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
。

　
一
、
舞
台
上
の
言
葉
は
、
そ
の
人
物
の
間
で
取
交
さ
れ
る
の
を
原
則
と
す
る
が
、
そ
の
実
、
多
数
の
見

　
　
　
物
に
呼
び
か
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
一
、
見
物
は
劇
場
に
ゐ
る
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
劇
場
に
ゐ
る
こ
と
を
想
ひ
出
す
こ
と
で

　
　
　
悦
び
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
俳○

優○

と
、
そ
の
扮
す
る
人○

物○

と
、
そ
の
人
物
を
創
造
し
た
作○

　
　
　
者○

、
こ
の
三
つ
の
生○

命○

を
同
時
に
感
じ
る
時
、
最
も
完
全
な
陶
酔
境
に
浸
り
得
る
。

　
一
、
観
劇
の
時
間
は
、
疲
労
の
度
を
考
慮
し
、
純
然
た
る
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
を
交
へ
る
に
非
ざ
れ
ば
、
約

　
　
　
三
時
間
を
限
度
と
す
る
。

　
私
は
、
以
上
の
諸
点
を
以
て
、
最
も
重
要
な
「
演
劇
的
条
件
」
と
見
做
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条

件
を
無
視
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
演
劇
の
領
域
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
な
さ
れ
た
が
、
何
れ
も
そ

れ
は
試
み
に
終
つ
て
、
や
う
や
く
、
変
態
的
一
例
と
し
て
の
興
味
を
惹
く
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
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こ
れ
ら
「
演
劇
的
条
件
」
が
そ
の
ま
ま
テ
ク
ス
ト
た
る
「
戯
曲
」
の
制
約
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
な
ほ
、

説
明
を
加
へ
れ
ば
、

　
一
、
登
場
人
物
は
一
人
以
上
、
舞
台
の
広
さ
に
応
じ
て
幾
人
で
も
か
ま
は
ぬ
が
、
時○

と
場○

所○

の
関
係
に

　
　
　
於
て
の
み
人
物
の
生
活
が
存
在
す
る
。
即
ち
、
時
と
場
所
の
関
係
を
離
れ
た
人
物
を
登
場
さ
せ
る

　
　
　
こ
と
は
で
き
ぬ
。

　
一
、
舞
台
刻
々
の
イ
メ
エ
ジ
は
、
決
し
て
観
念
と
し
て
沈
潜
又
は
停
止
を
許
さ
な
い
。
従
つ
て
、
音
声

　
　
　
的
と
い
ふ
よ
り
も
、
寧
ろ
心
理
的
な
律
動
に
よ
つ
て
、
舞
台
の
物
語
が
誘
導
的
に
進
展
す
る
こ
と

　
　
　
を
必
要
と
す
る
。

　
一
、
作
者
が
あ
る
人
物
を
し
て
語
ら
し
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
一
つ
の
観
念
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
語

　
　
　
ら
れ
る
時
は
、
常
に
そ
の
人
物
の
必○

然○

的○

な○

要○

求○

か
ら
発
せ
ら
れ
た
言○

葉○

の
如
く
で
な
け
れ
ば
な

　
　
　
ら
ぬ
。

　
一
、
舞
台
上
で
は
、
人
物
に
如
何
な
る
行○

為○

を
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
、
そ
の
行
為
の
「
真
ら

　
　
　
し
さ
」
は
、
行
為
が
激
し
け
れ
ば
激
し
い
ほ
ど
失
は
れ
易
い
。

　
こ
れ
で
ま
だ
云
ひ
足
り
ぬ
部
分
も
あ
る
や
う
だ
が
、
大
体
右
の
「
制
約
」
は
、
作
者
に
更
に
、
次
の
如

き
注
意
を
要
求
す
る
。

14演劇論の一方向



　
一
、
人
物
の
出
し
入
れ
に
は
必
ず
「
理
由
」
を
与
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
作
者
の
「
必
要
」
は
如
何
な
る
場

　
　
　
合
に
も
最
も
拙
劣
な
理
由
で
あ
る
。
従
つ
て
、
何
等
理
由
を
与
へ
な
い
こ
と
が
却
つ
て
こ
れ
に
優

　
　
　
る
こ
と
が
あ
る
。

　
一
、
テ
ク
ス
ト
た
る
言
葉
は
、
誘
導
的
な
る
条
件
の
下
に
、
対○

話○

（
独
白
、
傍
白
を
含
む
）
、
雄○

弁○

　
　
　
（
西
洋
の 
〔e'loquence

〕 

に
相
当
す
る
も
の
）
、
及
び
詩○

の
三
要
素
に
限
ら
れ
、
「
散
文
的
」

　
　
　
な
る
も
の
の
混
入
を
許
さ
ぬ
。

　
一
、
物
語
の
主
観
、
結
構
、
及
び
、
人
物
の
対
話
、
科
な
ど
に
、
所
謂
「
真
ら
し
さ
」
を
求
め
る
こ
と

　
　
　
は
、
結
局
、
「
真
実
の
美
し
さ
」
を
求
め
る
こ
と
で
、
決
し
て
「
現
実
そ
の
も
の
」
を
再
現
す
る

　
　
　
こ
と
で
は
な
い
。
「
真
ら
し
く
」
す
る
た
め
に
「
嘘
の
醜
さ
」
に
陥
る
こ
と
が
あ
る
。
大
声
を
あ

　
　
　
げ
て
泣
く
と
か
、
人
を
擲
る
と
か
、
舞
台
の
上
を
走
る
と
か
い
ふ
こ
と
は
、
「
真
ら
し
く
」
見
せ

　
　
　
れ
ば
見
せ
る
ほ
ど
滑
稽
で
、
「
嘘
の
醜
さ
」
を
暴
露
す
る
。
畢
竟
、
「
真
ら
し
さ
」
と
は
、
「
本

　
　
　
当
の
や
う
に
見
せ
か
け
る
」
こ
と
で
は
な
く
、
舞
台
の
「
制
約
」
を
透
し
て
、
現
実
の
精
神
を
生

　
　
　
か
し
出
す
こ
と
で
あ
る
。

　
一
、
眼
に
見
、
耳
に
聴
く
と
こ
ろ
の
刻
々
の 

幻  

象 

イ
メ
エ
ジ

は
、
韻
律
的
に
、
舞
台
の
物
語
を
運
ん
で
行
く
の

　
　
　
で
あ
る
が
、
こ
の
韻
律
は
、
戯
曲
の
制
約
が
作
者
の
想
像
と
感
覚
を
弾
ま
せ
つ
つ
生
じ
る
の
で
、
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作
品
に
一
定
の
色
調
ト
オ
ン
と
、
生
命
の
躍
動
を
感
ぜ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
私
は
仏
蘭
西
の
哲
学
者
ア
ラ
ン
の
、
詩
と
雄
弁
並
に
散
文
に
つ
い
て
の
数
句
を
引
用
さ
せ
て

も
ら
ひ
た
い
。

「
律
動
リ
ズ
ム
が
自
ら
の
不
変
の
い
は
ば
機
械
的
な
歩
み
を
あ
く
ま
で
肯
定
し
つ
つ
、
し
か
も
そ
の
事
物
の
在
り

方
に
従
つ
て
表
現
し
得
た
時
に
は
、
あ
だ
か
も
不
変
の
自
然
が
わ
れ
わ
れ
の
自
由
意
志
を
肯
定
せ
る
時
の

如
く
、
そ
の
一
致
か
ら
宗
教
的
な
偉
大
さ
を
も
つ
効
果
が
生
じ
て
来
る
。
こ
れ
こ
そ
詩
の
本
格
的
秘
訣
で

あ
る
。
」

「
脚
韻
（
詩
の
）
は
意
味
に
屈
従
す
べ
き
で
な
く
、
ま
た
意
味
は
脚
韻
に
屈
従
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
知

る
の
で
あ
る
。
し
か
も
美
し
い
脚
韻
と
美
し
い
意
味
と
の
応
和
が
喜
び
を
与
へ
る
。
反
対
に
苦
労
の
あ
と

が
感
じ
ら
れ
る
か
、
又
は
恩
恵
を
請
ひ
求
め
る
や
う
な
も
の
は
、
す
べ
て
醜
悪
で
あ
る
。
」

「
雄
弁
の
特
色
は
時
間
の
法
則
の
下
に
思
考
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
て
は
、
一
つ
の
発
展

は
他
の
発
展
を
消
し
て
行
く
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
演
説
は
聴
官
に
よ
つ
て
幻
覚
さ
れ
る
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
。
」

「
演
説
的
語
句
の
構
造
は
方
向
を
含
め
ら
れ
て
を
り
、
誘
ひ
ゆ
く
も
の
で
あ
る
に
対
し
、
散
文
の
構
造
は

注
意
力
を
分
散
さ
せ
、
拡
大
さ
せ
な
が
ら
、
し
か
も
常
に
そ
れ
を
し
つ
か
と
把
持
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
。
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こ
の
こ
と
に
よ
つ
て
、
散
文
と
雄
弁
と
の
間
に
は
、
推
論
と
判
断
と
の
間
に
於
け
る
と
同
様
の
相
違
が
存

す
る
こ
と
が
解
る
の
で
あ
る
。
」

　
こ
れ
ら
の
句
は
、
演
劇
の
本
質
に
関
す
る
思
考
の
上
に
、
非
常
に
大
き
な
示
唆
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
殊
に
、
同
じ
く
ア
ラ
ン
の
「
演
劇
に
つ
い
て
」
と
い
ふ
論
文
（
劇
作
所
載
）
は
、
決
し
て
「
専
門
的
」

で
は
な
い
が
、
私
の
演
劇
論
に
一
つ
の
新
し
い
道
を
拓
い
て
く
れ
た
も
の
で
あ
る
。
序
に
、
そ
の
中
か
ら
、

重
要
な
句
を
拾
つ
て
み
る
。

「
演
劇
は
決
し
て
日
常
生
活
か
ら
拾
ひ
集
め
た
感
動
的
な
、
又
は
愉
快
な
会
話
か
ら
作
ら
れ
る
も
の
で
な

い
こ
と
を
、
明
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

「
こ
れ
は
、
舞
踊
、
音
楽
、
建
築
、
デ
ッ
サ
ン
が
さ
う
で
あ
る
や
う
に
、
自
己
本
来
の
方
法
及
び
条
件
に

従
つ
て
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
。
」

「
独
白
が
行
は
れ
、
聴
き
役
が
現
は
れ
る
と
い
つ
た
や
う
な
、
場
所
に
つ
い
て
の
、
つ
ま
り
規
則
通
り
に

行
は
れ
る
邂
逅
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
約
束
は
、
決
し
て
勝
手
気
儘
な
も
の
で
は
な
く
、
正
に
反
対
に
演

劇
の
形
式
そ
の
も
の
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
演
劇
精
神
が
そ
れ
を
課
す
る
の
で
あ

る
。
」

「
す
べ
て
言
葉
を
使
用
す
る
芸
術
に
於
て
、
言
葉
の
質
料
、
即
ち
騒
音
、
擦
音
、
咿
軋
音
な
ど
の
支
配
力
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が
大
き
く
な
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
表
親
は
貧
弱
に
な
る
。
演
劇
も
亦
一
つ
の
言
語
な
の
で
あ
る
。
」

「
私
は
対
話
に
つ
い
て
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ド
ラ
マ
の
主
要
な
る
、
し
か
も
亦
最
も
明
瞭
な
方

法
で
あ
る
。
」

「
劇
作
家
は
、
対
話
、
独
白
、
及
び
呼
び
返
し
得
な
い
時
の
歩
み
以
外
の
方
法
を
有
た
な
い
。
」

「
時
の
歩
み
が
事
物
に
価
値
あ
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ガ
ロ
の
結
婚
の
最
後
の
フ
ィ
ガ
ロ
の
長
台
詞

に
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
フ
ィ
ガ
ロ
を
し
て
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
共
に
不
朽
な
ら
し
め
る
こ
の
台
詞
は
、
演
劇

的
躍
動
の
完
璧
の
範
例
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
雄
弁
に
優
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
雄
弁
と
は
別
の
方
法

に
よ
つ
て
ゐ
る
。
ド
ラ
マ
を
支
へ
る
た
め
に
、
人
物
の
性
格
や
思
想
に
頼
る
こ
と
が
如
何
に
誤
つ
て
ゐ
る

か
が
理
解
さ
れ
た
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
画
家
が
画
題
に
よ
つ
て
人
を
喜
ば
さ
ん
と
す
る
の
と
同
じ
謬
ち
で

あ
る
。
実
際
は
そ
の
反
対
に
そ
の
画
題
は
そ
の
描
線
に
よ
つ
て
喜
ば
す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
様

に
演
劇
に
於
て
は
、
思
想
は
状
況
と
動
き
に
よ
つ
て
人
の
心
を
持
つ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
ご
と

か
を
証
明
せ
ん
と
す
る
ド
ラ
マ
ほ
ど
世
に
冷
い
も
の
は
な
い
の
は
、
こ
の
故
で
あ
る
。
」

「
詩
が
ド
ラ
マ
の
う
ち
に
お
い
て
容
易
に
発
展
し
得
る
こ
と
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ヤ
の
洞
察
し
た
通
り
で

あ
る
。
そ
の
舞
台
装
置
の
見
す
ぼ
ら
し
さ
や
場
面
の
移
り
変
り
が
大
目
に
見
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
鋭
い
詩

の
力
に
よ
つ
て
で
あ
り
、
第
一
、
時
の
法
則
さ
へ
尊
重
さ
れ
て
ゐ
れ
ば
、
そ
ん
な
も
の
は
眼
に
つ
か
な
い
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筈
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
同
一
理
由
に
よ
つ
て
、
場
面
は
い
つ
も
同
一
の
特
長
の
な
い
も
の
で
あ
つ
て
も

よ
く
、
ま
た
舞
台
に
全
く
動
作
が
欠
け
て
ゐ
て
も
か
ま
は
な
い
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。
対
話
に
よ

る
ド
ラ
マ
の
展
開
と
、
常
に
感
じ
ら
れ
る
時
の
歩
み
が
、
全
世
界
の
附
随
し
来
る
べ
き
こ
と
を
十
分
に
保

証
す
る
の
だ
。
」

「
身
振
り
は
ど
う
か
と
い
ふ
に
、
こ
れ
は
自
ら
言
葉
に
従
ふ
も
の
で
あ
る
。
」

「
身
振
り
や
態
度
に
変
化
を
与
へ
よ
う
と
す
る
幼
稚
な
苦
心
ほ
ど
、
ま
こ
と
に
演
劇
の
言
葉
か
ら
遠
い
も

の
は
な
い
。
」

「
演
劇
の
所
作
は
時
の
法
則
に
従
ひ
、
そ
の
真
実
が
表
現
さ
れ
る
の
は
継
起
の
う
ち
に
お
い
て
で
あ
つ
て
、

個
々
の
部
分
に
お
い
て
で
は
な
い
。
」

「
拙
劣
な
演
劇
に
於
い
て
は
、
窮
極
に
於
け
る
道
徳
の
勝
利
に
よ
つ
て
、
文
体
の
欠
如
が
救
は
れ
て
ゐ
る

と
い
ふ
こ
と
さ
へ
で
き
よ
う
。
」

　
大
分
長
く
な
つ
た
か
ら
、
こ
れ
く
ら
ゐ
で
引
用
は
止
め
る
が
、
要
す
る
に
、
当
代
の
二
大
頭
脳
、
ヴ
ァ

レ
リ
イ
と
ア
ラ
ン
の
断
言
を
信
じ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
演
劇
の
本
質
を
、
「
舞
台
の
制
約
に

よ
つ
て
高
め
ら
れ
た
生
命
あ
る 

幻  

象 

イ
メ
エ
ジ

の
発
展
的
な
律
動
」
と
解
し
て
差
支
な
か
ら
う
。

　
さ
う
考
へ
て
来
る
と
、
こ
れ
ま
で
舞
台
で
観
、
活
字
と
し
て
読
ん
だ
い
ろ
い
ろ
な
戯
曲
が
顔
に
浮
ん
で
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来
る
。
そ
れ
ら
の
魅
力
　
　
文
学
的
に
し
ろ
、
舞
台
的
に
し
ろ
　
　
の
悉
く
、
「
劇
的
」
と
名
づ
く
べ
き

魅
力
の
一
切
は
、
時
間
と
空
間
の
「
約
束
」
に
支
配
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
生
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

作
者
の
努
力
は
、
あ
る
障
壁
に
ぶ
つ
か
つ
て
、
想
像
の
範
囲
を
拡
大
し
、
そ
こ
に
捉
へ
ら
れ
た 

幻  

象 

イ
メ
エ
ジ

は

異
常
な
閃
き
と
高
さ
を
示
す
。
ま
た
、
そ
の
感
覚
は
、
あ
る
限
ら
れ
た
境
界
の
中
で
、
鋭
く
顫
へ
、
ぴ
ん

と
張
り
切
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
殊
に
、
突
発
的
に
盛
り
上
る
「
生
彩
に
富
ん
だ
場
面
」
は
、

殆
ん
ど
常
に
、
作
者
の
思
考
か
ら
自
然
に
生
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
実
に
、
作
者
自
身
が
、
舞
台
に
あ
る

「
変
化
」
を
与
へ
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
即
ち
、
「
制
約
」
の
命
ず
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
、
な
ん
と
か
そ
の

瞬
間
の
「
調
子
」
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
羽
目
に
陥
つ
た
場
合
に
、
堆
積
の
奥
深
く
眠
つ
て
ゐ
た

「
経
験
」
の
一
つ
が
、
救
ひ
の
如
く
現
は
れ
た
、
そ
の
結
果
な
の
で
あ
る
。
こ
の
幻
象
を
捉
へ
得
る
か
得

な
い
か
、
し
か
も
、
か
く
の
如
き
「
経
験
」
が
蓄
へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ど
う
か
は
、
一
に
、
そ
の
作
者
の
稟

質
と
才
能
に
よ
る
の
で
あ
ら
う
。
が
、
「
束
縛
な
き
文
体
」
に
於
て
は
、
決
し
て
浮
び
出
な
い
幻
象
が
、

「
制
約
」
の
中
に
進
展
す
る
律
動
に
促
さ
れ
て
、
「
奇
蹟
的
に
」
発
見
さ
れ
る
と
い
ふ
事
実
は
、
韻
文
の

「
言
葉
」
に
於
け
る
如
く
、
戯
曲
に
於
て
も
、
亦
常
に
真
理
で
あ
る
。

　
俳
優
の
演
技
、
演
出
者
の
工
夫
も
亦
、
こ
の
法
則
を
破
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
一
九
三
五
・
三
）
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