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新
劇
と
は
？

「
新
劇
」
と
い
ふ
言
葉
は
最
初
誰
が
ど
う
い
ふ
意
味
で
使
ひ
出
し
た
か
知
ら
ぬ
が
、
「
新
し
い
芝
居
」
と

い
ふ
こ
と
を
漢
語
で
云
つ
た
ま
で
で
、
専
門
的
な
術
語
と
見
做
す
わ
け
に
行
か
ぬ
と
思
ふ
。
従
つ
て
、
あ

る
限
ら
れ
た
範
囲
の
も
の
を
指
す
た
め
に
は
、
甚
だ
不
都
合
な
言
葉
で
あ
る
。

　
今
日
の
通
念
と
し
て
は
、
大
小
の
商
業
劇
場
が
、
営
利
を
目
的
と
し
て
一
般
大
衆
に
見
せ
る
芝
居
は
、

歌
舞
伎
も
新
派
も
、
そ
の
他
何
々
合
同
劇
と
い
ふ
や
う
な
も
の
も
、
一
切
、
そ
れ
が
如
何
に
「
新
し
き
試

み
」
で
あ
ら
う
と
、
世
間
も
わ
れ
わ
れ
も
こ
れ
を
「
新
劇
」
と
呼
ば
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
歌
舞
伎
や
新
派
の
俳
優
が
、
一
度
臨
時
に
も
せ
よ
興
行
主
の
損
益
計
算
を
離
れ
、
さ
ほ
ど

新
し
く
も
な
い
「
試
み
」
を
、
短
時
日
の
公
演
で
見
せ
る
と
な
れ
ば
、
彼
等
自
ら
は
勿
論
、
世
間
も
こ
れ

を
「
新
劇
」
と
呼
ん
で
疑
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
う
か
と
思
ふ
と
、
学
生
風
の
素
人
が
、
た
ま
た
ま
道
楽
と
茶
目
ツ
気
か
ら
、
親
か
ら
せ
び
つ
た
小
遣

を
出
し
合
つ
て
手
当
り
次
第
の
脚
本
を
何
々
小
劇
場
で
朗
読
し
て
み
せ
る
と
、
こ
れ
も
や
は
り
「
新
劇
」

で
通
用
す
る
ら
し
い
。
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が
、
大
体
か
ら
い
つ
て
、
自
他
共
に
許
す
と
こ
ろ
の
「
新
劇
」
な
る
も
の
は
、
「
旧
劇
」
即
ち
歌
舞
伎

と
い
ふ
わ
が
国
伝
来
の
演
劇
に
対
抗
し
、
「
新
た
に
」
西
洋
劇
の
伝
統
か
ら
、
形
式
内
容
と
も
に
今
日
の

文
化
に
即
し
た
劇
的
表
現
を
学
ば
う
と
し
た
、
一
つ
の
発
生
期
に
あ
る
芝
居
な
の
で
あ
る
。

　
歌
舞
伎
芸
術
が
そ
れ
自
身
明
治
開
化
の
風
潮
に
融
合
で
き
な
か
つ
た
結
果
、
そ
の
伝
統
が
分
れ
て
新
派

劇
を
形
づ
く
つ
た
や
う
に
、
西
洋
演
劇
の
伝
統
も
亦
、
民
族
的
な
障
碍
と
、
研
究
不
徹
底
の
た
め
に
、
そ

の
本
質
は
、
久
し
く
秘
め
ら
れ
て
、
遂
に
形
体
の
模
倣
に
止
ま
つ
た
観
が
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
空
白
は
、

知
ら
ず
識
ら
ず
、
歌
舞
伎
乃
至
新
派
の
伝
統
に
よ
つ
て
こ
れ
を
充
た
す
よ
り
外
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
ゑ
、
今
日
の
「
新
劇
」
は
、
厳
密
に
い
へ
ば
、
歌
舞
伎
乃
至
新
派
よ
り
全
く
独
立
し
た
も
の
で
は
な

く
、
ま
し
て
、
西
洋
劇
の
精
髄
を
取
り
容
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
い
は
ば
、
両
方
の
「
つ
ま
ら
ぬ
と
こ
ろ
」

ば
か
り
拾
つ
た
や
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
誰
も
さ
う
は
思
つ
て
ゐ
な
い
が
、
冷
静
に
考
へ
て
み
る
と
さ

う
だ
。
「
新
劇
俳
優
」
が
上
手
に
な
る
と
「
新
派
臭
く
」
な
る
の
は
そ
の
た
め
だ
と
い
つ
て
い
い
。

　
そ
れ
で
も
、
「
新
劇
」
が
今
日
目
指
し
て
ゐ
る
も
の
は
、
築
地
小
劇
場
の
宣
言
を
藉
り
る
ま
で
も
な
く
、

歌
舞
伎
に
非
ず
、
新
派
に
非
ざ
る
、
「
新
し
き
日
本
劇
」
な
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
意
図
を
正
し
い
と
す
れ

ば
、
結
果
の
如
何
に
拘
は
ら
ず
、
「
新
劇
」
と
は
畢
竟
、
「
過
渡
期
に
於
け
る
演
劇
」
に
過
ぎ
な
い
と
断

定
し
得
る
の
で
あ
る
。
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発
生
期
と
も
い
へ
、
過
渡
期
と
も
い
へ
る
我
が
「
新
劇
」
の
最
も
大
な
る
悩
み
は
、
優
れ
た
「
演
劇
的

抱
負
」
を
実
現
す
べ
き
、
「
演
劇
的
手
段
」
を
欠
い
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
語
り
」
得
る
の
み
で
、

「
見
せ
る
」
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
西
洋
劇
の
魅
力
は
、
新
文
化
の
魅
力
で
あ
り
、
こ
れ
が
移
入
さ
れ
た
当
時
に
あ
つ
て
は
、
全
く
、
そ
の

「
手
段
」
の
如
き
は
問
ふ
と
こ
ろ
で
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
西
洋
近
代
劇
乃
至
そ
れ
以
後
の
様
々
な
舞
台

様
式
の
紹
介
も
亦
、
同
様
で
あ
る
。
「
何
か
し
ら
」
が
目
新
ら
し
く
、
「
何
か
知
ら
」
が
心
を
酔
は
せ
た
。

今
は
、
さ
う
い
ふ
「
何
か
知
ら
」
が
な
く
な
つ
て
、
「
抱
負
」
は
、
た
だ
「
抱
負
」
と
し
て
で
は
通
用
し

な
く
な
つ
た
。
見
物
の
目
は
、
肥
え
て
来
た
。
「
ほ
ん
た
う
の
芝
居
」
を
見
せ
ろ
と
要
求
し
だ
し
た
の
で

あ
る
。

「
新
劇
」
の
方
で
も
、
今
に
見
せ
る
今
に
見
せ
る
と
云
つ
て
ゐ
る
だ
け
で
、
「
何
を
」
見
せ
た
ら
い
い
の

か
見
当
も
つ
い
て
ゐ
な
い
。
そ
し
て
や
つ
と
、
近
頃
に
な
つ
て
、
め
い
め
い
、
「
自
分
の
仕
事
」
が
わ
か

つ
て
来
た
。
今
ま
で
何
を
し
て
来
た
か
と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
た
。

　
そ
し
て
、
急
に
「
新
劇
の
職
業
化
」
が
叫
ば
れ
出
し
た
の
だ
か
ら
、
私
は
、
茫
然
自
失
す
る
よ
り
外
は

な
い
の
で
あ
る
。

　
子
供
や
野
蛮
人
は
「
新
芸
術
の
開
拓
者
」
で
あ
り
得
な
い
と
同
時
に
、
決
し
て
ま
た
、
信
用
あ
る
文
化
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的
職
業
人
た
る
こ
と
は
望
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。
今
日
ま
で
の
「
新
劇
」
は
演
劇
と
し
て
の
「
芸
術
的
素

養
」
に
欠
け
、
そ
の
「
運
動
」
な
る
も
の
も
、
近
代
欧
羅
巴
に
於
け
る
そ
れ
の
如
く
、
決
し
て
、
真
の
意

味
で
の
、
ア
ヴ
ァ
ン
・
ギ
ャ
ル
ト
で
あ
つ
た
例
し
は
な
い
の
だ
と
私
は
信
じ
て
ゐ
る
。
「
先
駆
者
」
が
模

倣
や
引
写
し
を
し
て
得
意
然
た
る
理
由
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
今
日
ま
で
の
「
新
劇
」
に
、
一
度
で
も
、

そ
の
当
事
者
の
創
造
に
よ
る
芸
術
的
主
張
が
あ
つ
た
ら
う
か
？
　
無
い
筈
で
あ
る
。
ま
だ
、
そ
ん
な
力
も

な
く
、
余
裕
も
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
や
つ
と
、
自
分
で
勉
強
し
、
感
得
し
た
事
柄
を
、
半
ば
親
切
と
、

半
ば
矜
り
と
を
以
て
、
人
に
伝
へ
た
と
い
ふ
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
も
甚
だ
中
途
半
端
な
、
無
責
任
な
伝
へ

方
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
威
勢
が
よ
か
つ
た
。
掛
声
が
大
き
か
つ
た
。
看
板
が
麗
々
し
か
つ
た
。

「
新
劇
運
動
」
と
い
ふ
言
葉
が
、
西
洋
の
「
近
代
劇
運
動
」
と
い
ふ
言
葉
に
似
て
ゐ
た
。
勿
論
、
「
演
劇

革
新
」
の
抱
負
に
於
て
は
、
何
れ
も
同
様
で
あ
つ
た
と
云
ひ
得
る
が
、
彼
に
は
、
確
乎
た
る
土
台
が
あ
り
、

わ
れ
に
は
、
土
台
が
な
い
の
で
あ
る
。
彼
に
は
削
つ
た
柱
が
あ
り
、
こ
つ
ち
は
、
柱
を
削
る
道
具
さ
へ
も

用
意
し
て
ゐ
な
い
。
家
を
建
て
る
話
に
譬
へ
た
つ
も
り
で
あ
る
。

　
わ
が
「
新
劇
」
は
、
か
く
て
、
そ
の
自
然
の
成
長
を
さ
へ
拒
ま
れ
て
ゐ
る
。
没
落
階
級
が
「
芸
術
」
を

見
捨
て
た
か
ら
だ
と
い
ふ
説
も
あ
る
が
、
「
成
長
」
と
い
ふ
言
葉
を
、
そ
ん
な
こ
と
に
関
係
の
な
い
意
味

で
私
は
使
つ
て
ゐ
る
。
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新
劇
は
、
そ
の
ス
タ
ア
ト
を
誤
つ
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
「
軽
薄
さ
」
が
、
心
あ
る
、
従
つ
て
頭
の

あ
る
協
力
者
を
そ
の
「
陣
営
」
の
中
に
引
入
れ
得
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
芸
術
が
成
長
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
必
ず
し
も
、
そ
れ
で
食
へ
る
や
う
に
な
る
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
健
全
に
成
長
し
た
も
の
の
う
ち
か
ら
は
、
信
用
あ
る
「
商
品
」
が
生
れ
る
こ
と
も
亦
事

実
な
の
だ
。

「
新
劇
」
は
、
遅
蒔
き
な
が
ら
、
栄
養
不
良
の
結
果
を
省
み
て
、
体
質
の
鍛
へ
直
し
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。

「
新
劇
」
が
本
質
的
に
「
新
し
い
日
本
現
代
劇
」
た
り
得
る
た
め
に
は
、

　
一
、
日
本
現
代
の
情
勢
に
鑑
み
、
演
劇
芸
術
の
文
化
的
意
義
に
つ
い
て
再
考
す
る
こ
と
。

　
一
、
作
者
は
固
よ
り
、
演
出
家
、
俳
優
を
も
含
め
て
、
一
般
新
劇
関
係
者
は
、
先
づ
、
今
日
の
商
業
演

　
　
劇
に
対
し
て
絶
縁
状
を
叩
き
つ
け
る
こ
と
。

　
一
、
特
に
俳
優
は
、
そ
の
修
業
方
法
に
つ
い
て
、
従
来
の
迷
妄
を
打
破
し
、
あ
ら
ゆ
る
困
難
を
征
服
し

　
　
て
、
最
も
合
理
的
な
自
己
訓
練
を
行
ふ
こ
と
。

　
一
、
劇
団
当
事
者
は
、
俳
優
志
望
者
の
採
用
標
準
を
、
全
然
改
め
る
こ
と
。
即
ち
、
素
質
の
点
で
、

　
　
「
知
性
」
と
「
教
養
」
と
、
そ
の
内
的
生
活
よ
り
生
ず
る
「
人
間
的
魅
力
」
を
よ
り
重
要
視
し
、
近

7



　
　
代
社
会
の
堂
々
た
る
装
飾
的
役
割
を
演
ず
る
に
応
は
し
い
人
物
を
選
ぶ
こ
と
。

　
一
、
「
先
駆
的
」
な
る
美
名
を
か
か
げ
、
徒
ら
に
晦
渋
な
表
現
、
幼
稚
な
気
取
り
、
唯
我
独
尊
的
理
論

　
　
を
押
し
つ
け
な
い
こ
と
。
（
尤
も
、
ほ
ん
た
う
に
若
い
も
の
た
ち
だ
け
で
や
る
そ
の
場
限
り
の
仕
事

　
　
な
ら
、
ま
た
何
を
か
云
は
ん
や
）

　
一
、
「
新
劇
」
の
観
客
層
に
つ
い
て
十
分
認
識
を
深
め
る
こ
と
。
今
日
、
「
新
し
い
芝
居
」
即
ち
「
現

　
　
代
の
演
劇
」
を
求
め
て
ゐ
る
見
物
と
は
、
所
謂
知
識
階
級
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
ほ
ん
と

　
　
に
「
良
い
も
の
」
が
わ
か
り
、
「
良
い
も
の
」
な
ら
見
よ
う
と
思
つ
て
ゐ
る
人
々
が
、
そ
れ
ほ
ど
少

　
　
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
彼
等
は
、
自
分
た
ち
が
金
を
出
し
て
ま
で
、
「
新
し
い
芝
居
」
を
育
て
よ
う

　
　
と
は
思
つ
て
ゐ
な
い
が
、
金
を
出
す
値
打
の
あ
る
も
の
な
ら
、
悦
ん
で
「
自
分
の
た
め
に
」
見
に
来

　
　
る
の
で
あ
る
。
彼
等
は
時
間
が
惜
し
い
故
に
、
何
よ
り
も
芝
居
で
「
退
屈
す
る
」
こ
と
を
好
ま
ぬ
。

　
　
自
分
で
考
へ
た
い
こ
と
を
沢
山
も
つ
て
ゐ
る
の
で
、
劇
場
で
考
へ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
ま
り
有
難

　
　
が
ら
ぬ
。
「
人
の
説
」
を
聴
き
飽
き
て
ゐ
る
か
ら
、
お
説
教
は
最
も
嫌
ひ
な
手
合
で
あ
る
。
「
進
歩

　
　
的
な
」
も
の
を
見
せ
る
な
ど
と
宣
伝
し
て
は
損
で
あ
る
。
自
分
の
方
が
そ
れ
よ
り
進
ん
で
ゐ
る
と
自

　
　
負
し
兼
ね
な
い
か
ら
。
そ
れ
に
、
「
新
し
い
思
想
」
は
舞
台
か
ら
学
ぶ
必
要
も
な
か
ら
う
と
空
嘯
く

　
　
に
違
ひ
な
い
。
彼
等
は
、
オ
リ
ヂ
ナ
ル
な
思
想
な
ん
て
さ
う
ざ
ら
に
な
い
と
高
を
く
く
り
、
未
だ
嘗
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て
、
思
想
そ
の
も
の
に
感
激
し
た
こ
と
の
な
い
連
中
で
あ
る
。
そ
の
く
せ
、
月
並
と
卑
俗
を
軽
蔑
し
、

　
　
自
称
英
雄
と
附
和
雷
同
の
徒
を
笑
殺
す
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
悪
趣
味
と
、
革
命
家
の
涙
に
嘔
吐
を
催

　
　
し
、
重
大
事
を
笑
ひ
な
が
ら
語
る
こ
と
を
一
向
罪
悪
と
思
は
ず
、
偽
善
的
深
刻
さ
よ
り
も
、
寧
ろ
意

　
　
識
的
駄
洒
落
に
対
し
て
寛
大
で
あ
る
。
「
新
劇
」
は
将
来
、
か
か
る
見
物
を
「
獲
得
」
す
べ
き
で
あ

　
　
る
。

　
　
　
彼
等
は
必
ず
し
も
、
演
劇
の
新
様
式
に
興
味
を
も
た
ず
、
そ
の
芸
術
的
進
化
の
跡
に
対
し
て
無
関

　
　
心
で
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
。
が
、
絶
対
に
作
者
と
俳
優
と
登
場
人
物
と
を
混
同
す
る
や
う
な
こ
と
は
な

　
　
い
。
彼
等
は
、
就
中
、
人
物
と
俳
優
と
の
隔
り
に
敏
感
で
あ
る
。
彼
等
の
世
相
の
観
察
は
、
今
日
の

　
　
新
劇
俳
優
の
誰
彼
よ
り
遥
か
に
豊
富
で
且
つ
鋭
い
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
こ
の
種
の
見
物
は
、
決
し
て
、
「
演
劇
」
を
真
の
意
味
で
「
先
駆
的
」
た
ら
し
め
る
筈
は
な
い
。

　
　
が
、
か
う
い
ふ
見
物
に
迎
へ
ら
れ
る
「
演
劇
」
は
、
わ
が
国
現
在
の
情
勢
か
ら
み
て
、
一
つ
の
「
標

　
　
準
的
な
」
現
代
劇
と
見
な
し
得
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
が
、
「
新
し
い
戯
曲
的
才
能
」
の
苗
床
た
り

　
　
得
る
と
こ
ろ
に
、
私
の
終
局
の
目
的
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
一
見
、
若
い
天
才
は
、
常
に
「
新
運
動
」
の
中
か
ら
の
み
生
れ
出
る
や
う
に
見
え
て
も
、
そ
の
実

　
　
栄
養
分
の
八
十
パ
ア
セ
ン
ト
は
、
「
新
運
動
」
そ
の
も
の
の
中
か
ら
は
取
つ
て
ゐ
な
い
。
寧
ろ
、
そ
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の
以
前
の
「
行
き
づ
ま
つ
た
」
土
壌
を
破
つ
て
、
立
ち
上
る
途
端
に
、
そ
の
「
根
」
は
既
に
水
々
し

　
　
く
伸
び
肥
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
心
身
と
も
に
溌
刺
た
る
「
芸
術
的
演
劇
」
の
誕
生
は
そ
れ
か
ら
先
の
こ
と
で
あ
ら
う
。

　
　
　
演
劇
を
も
つ
て
、
文
化
の
急
角
度
的
刷
新
に
役
立
た
し
め
得
る
時
代
は
、
多
分
ま
た
、
そ
れ
か
ら

　
　
後
に
来
る
で
あ
ら
う
と
思
ふ
が
、
ど
う
か
？

　
　
　
　
　
新
劇
の
始
末

　
現
在
の
新
劇
団
体
が
、
そ
の
ま
ま
の
形
態
と
方
向
で
成
長
し
、
且
つ
、
職
業
化
し
得
る
と
い
ふ
考
へ
方

に
私
は
疑
ひ
を
も
つ
。
だ
か
ら
と
い
つ
て
、
現
在
の
新
劇
団
が
今
日
努
力
し
つ
つ
あ
る
仕
事
を
軽
視
す
る

も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
「
あ
る
期
間
」
若
干
有
意
義
で
は
あ
る
。
社
会
的
に
も
、
個
人
的
に
も
。
し

か
し
、
そ
れ
ら
の
劇
団
の
う
ち
か
ら
才
能
あ
り
、
よ
き
修
業
を
積
ん
だ
も
の
の
み
が
成
長
し
、
そ
の
う
ち

か
ら
更
に
、
よ
い
仲
間
と
共
に
よ
い
見
物
を
味
方
と
な
し
得
た
も
の
の
み
が
、
昂
然
と
「
芸
術
で
食
へ
る
」

と
云
ひ
得
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
事
実
が
不
合
理
だ
と
い
ふ
説
も
成
立
つ
だ
ら
う
。
「
社
会
の
た
め
に
働
い
て
ゐ
て
」
食
へ
ん
法
は
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な
い
と
い
ふ
理
論
で
あ
る
。
一
応
賛
成
で
あ
る
が
、
適
材
適
所
の
法
則
は
、
如
何
な
る
時
代
に
於
て
も
奨

励
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
道
を
迷
つ
た
人
々
に
、
道
を
誤
る
な
と
い
ふ
警
告
も
私
の
意
見
の
中
に
含
ま

れ
て
ゐ
る
こ
と
を
注
意
し
て
欲
し
い
。
そ
し
て
、
如
何
な
る
職
業
と
雖
も
、
修
業
中
は
一
文
に
も
な
ら
ぬ

こ
と
、
早
く
金
が
欲
し
け
れ
ば
、
長
い
修
業
を
必
要
と
し
な
い
方
面
を
選
ん
で
は
ど
う
か
と
い
ふ
ま
で
で

あ
る
。

　
く
ど
い
や
う
だ
が
、
永
久
の
素
人
芝
居
の
た
め
に
、
あ
る
人
々
は
今
日
ま
で
、
あ
ま
り
に
大
き
な
犠
牲

を
払
ひ
す
ぎ
た
。
正
し
い
修
業
を
積
む
勇
気
も
な
い
も
の
が
、
同
志
の
名
に
於
て
「
新
劇
」
に
ぶ
ら
下
る

こ
と
は
、
も
う
い
い
加
減
に
や
め
て
も
ら
ひ
た
い
。
遠
大
な
る
劇
団
の
理
想
も
、
そ
れ
ら
の
寄
寓
者
へ
の

お
義
理
の
た
め
に
、
中
途
に
し
て
挫
折
す
る
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
へ
、
そ
れ
は
誰
が
悪
い
の
で
も
な
い
、
国
情
が
悪
い
の
で
あ
る
。

　
演
劇
的
新
種
に
適
せ
ぬ
土
壌
は
、
何
人
か
の
手
に
よ
つ
て
、
も
つ
と
有
効
に
耕
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ

た
の
で
あ
る
。
「
新
劇
」
は
今
日
ま
で
、
何
を
な
し
た
か
と
い
へ
ば
、
恐
ら
く
、
総
て
を
な
し
た
と
い
へ

る
で
あ
ら
う
。
た
だ
、
誰
が
何
を
な
し
た
か
と
い
ふ
問
題
に
な
る
と
、
誰
も
何
も
し
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

で
き
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
余
談
は
さ
て
お
き
、
私
の
い
ふ
「
新
劇
の
始
末
」
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
具
体
的
な
話
を
し
て
み
よ
う
。
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第
一
に
、
今
す
ぐ
、
日
本
に
あ
る
も
の
で
、
「
現
代
劇
」
が
作
れ
る
か
？
　
と
い
ふ
と
、
そ
れ
は
作
れ

な
い
と
答
へ
る
よ
り
外
は
な
い
。
無
理
に
作
れ
ば
作
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
ま
い
が
、
名
ば
か
り
の
も
の
で
、

い
い
も
の
は
無
論
で
き
な
い
。
理
由
は
、
材
料
が
そ
ろ
は
ぬ
。
戯
曲
は
、
必
ず
し
も
な
い
こ
と
は
な
い
。

非
常
に
優
れ
た
、
成
功
疑
ひ
な
し
と
い
ふ
創
作
戯
曲
は
ち
よ
つ
と
思
ひ
当
ら
ぬ
し
、
そ
ん
な
も
の
は
前
に

述
べ
た
理
由
で
当
節
出
る
筈
も
な
い
が
、
ま
あ
こ
れ
な
ら
と
思
は
れ
る
も
の
は
、
過
去
二
十
年
の
間
に
、

十
ぐ
ら
ゐ
は
出
て
ゐ
る
だ
ら
う
。
無
論
、
「
新
劇
」
の
畑
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
作
家
の
も
の
で
は
、

田
中
君
の
「
お
ふ
く
ろ
」
や
、
真
船
君
の
「
い
た
ち
」
な
ど
、
世
が
世
な
ら
、
も
つ
と
完
全
に
も
つ
と
面

白
く
、
従
つ
て
、
も
つ
と
広
い
範
囲
で
興
行
価
値
を
示
し
た
で
あ
ら
う
。
阪
中
君
の
「
馬
」
小
山
君
の

「
瀬
戸
内
海
」
川
口
君
の
「
二
十
六
番
館
」
森
本
君
の
「
わ
が
家
」
な
ど
は
、
何
れ
も
芸
術
的
に
相
当
高

い
レ
ヴ
ェ
ル
に
達
し
た
作
品
だ
が
、
ま
だ
ま
だ
「
新
劇
的
」
す
ぎ
る
。
と
い
ふ
意
味
は
、
舞
台
に
か
け
て
、

ど
こ
か
、
見
物
を
ま
ご
つ
か
せ
、
又
は
、
退
屈
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
即
ち
、
「
神
聖
な
退
屈
」
を
強

ひ
る
間
は
、
そ
れ
を
商
品
と
名
づ
け
る
こ
と
は
作
者
に
失
礼
か
も
し
れ
ぬ
。
商
品
た
る
こ
と
を
欲
せ
ぬ
、

又
は
潔
し
と
せ
ぬ
こ
と
が
明
瞭
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
新
協
劇
団
の
「
夜
明
け
前
」
も
、
同
じ
意
味
で
「
商
品
」
と
は
云
ひ
難
い
。
思
ふ
や
う
な
入
り
が
な
か

つ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
俳
優
の
責
任
ば
か
り
と
は
い
へ
な
い
。
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「
商
品
」
で
な
い
も
の
は
、
悉
く
「
新
劇
」
だ
と
私
は
考
へ
な
い
。
素
人
芝
居
で
玄
人
の
真
似
だ
け
を
や

つ
て
ゐ
る
の
が
あ
る
。
「
夜
明
け
前
」
は
、
「
新
劇
」
た
る
の
意
図
を
包
み
、
「
商
品
」
の
レ
ッ
テ
ル
を

貼
つ
て
あ
つ
た
。
別
に
、
ま
や
か
し
と
い
ふ
意
味
で
は
な
い
が
、
矛
盾
が
あ
り
、
見
物
は
、
求
め
る
も
の

を
与
え
ら
れ
な
か
つ
た
。
家
へ
持
つ
て
帰
つ
て
観
た
い
と
思
つ
た
の
は
私
ば
か
り
で
は
あ
る
ま
い
。
あ
れ

を
、
退
屈
で
な
く
す
る
の
に
は
、
即
ち
、
中
身
ま
で
商
品
に
す
る
の
に
は
、
あ
の
解
説
め
い
た
形
式
が
邪

魔
を
し
た
と
思
ふ
。
見
物
は
、
舞
台
に
歴
史
の
教
訓
も
講
義
も
求
め
て
は
ゐ
ず
、
た
だ
、
歴
史
を
材
と
し

た
「
演
劇
的
魅
力
」
を
求
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
を
、
見
物
は
自
分
で
批
判
す
る
こ
と
を
楽
し

む
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
、
見
物
を
し
て
、
自
ら
正
し
い
批
判
を
な
し
得
た
如
く
思
は
せ
る
こ
と
が
肝
要

で
あ
る
。
作
者
の
思
想
は
、
演
劇
に
於
て
、
特
に
か
く
の
如
き
姿
を
も
つ
て
示
さ
れ
る
の
が
、
近
代
の
礼

節
だ
と
私
は
考
へ
る
。
こ
れ
は
勿
論
、
煽
動
的
大
衆
劇
の
こ
と
を
云
ふ
の
で
は
な
い
。
「
夜
明
け
前
」
は
、

芸
術
的
に
は
寧
ろ
渋
く
、
神
経
の
よ
く
行
き
亘
つ
た
演
出
で
あ
つ
た
に
拘
ら
ず
、
思
想
的
に
、
見
物
を
幼

稚
な
も
の
鈍
感
な
も
の
と
し
て
扱
つ
た
と
こ
ろ
に
、
多
少
の
誤
算
が
生
じ
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
が
、
ど

ち
ら
か
に
統
一
さ
れ
て
ゐ
た
ら
、
も
つ
と
「
商
品
」
ら
し
く
、
購
買
慾
を
そ
そ
る
も
の
に
な
つ
た
で
あ
ら

う
。

　
戯
曲
は
な
い
な
い
と
い
ふ
が
、
そ
れ
こ
そ
、
外
国
の
優
れ
た
「
現
代
劇
」
を
、
日
本
の
舞
台
に
、
見
物
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に
適
す
る
や
う
ア
レ
ン
ヂ
す
れ
ば
、
い
く
ら
も
間
に
合
ふ
と
思
ふ
。
但
し
、
俳
優
が
ゐ
さ
へ
す
れ
ば
で
あ

る
。
外
国
の
作
品
は
、
日
本
の
作
家
の
や
う
に
、
人
物
の
倹
約
な
ど
し
な
い
か
ら
、
一
つ
の
脚
本
を
上
演

す
る
と
な
る
と
、
種
々
雑
多
な
型
の
俳
優
が
必
要
で
あ
る
。
英
雄
ら
し
い
人
物
も
出
て
来
る
。
堂
々
た
る

風
采
の
紳
士
も
登
場
す
る
。
教
養
の
あ
る
淑
や
か
な
娘
、
生
活
で
磨
か
れ
た
老
人
、
飄
々
乎
た
る
善
良
な

労
働
者
、
目
立
た
な
い
が
よ
く
見
る
と
帳
簿
の
数
字
が
顔
に
刻
ま
れ
て
ゐ
る
中
年
の
事
務
員
、
こ
ん
な
人

物
に
な
り
き
れ
る
俳
優
が
一
人
で
も
日
本
に
ゐ
る
か
ど
う
か
？
　
こ
れ
が
ゐ
な
け
れ
ば
「
現
代
劇
」
は
お

ぢ
や
ん
の
ぢ
や
ん
で
あ
る
。
旧
劇
や
新
派
の
俳
優
が
、
現
代
の
軍
人
に
扮
し
て
ゐ
る
写
真
を
見
た
私
は
、

苦
笑
を
禁
じ
得
な
か
つ
た
が
、
新
劇
の
俳
優
は
、
た
だ
、
そ
ん
な
滑
稽
な
こ
と
を
し
な
い
だ
け
が
取
柄
で

あ
る
。

「
そ
れ
ら
し
い
人
物
」
に
扮
し
、
そ
の
人
ら
し
く
語
り
動
く
こ
と
の
で
き
る
資
格
が
、
人
物
の
範
囲
を
拡

げ
れ
ば
拡
げ
る
ほ
ど
、
現
在
の
俳
優
中
に
は
求
め
難
い
と
し
た
ら
、
い
つ
た
い
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
？

　
戯
曲
家
は
、
自
分
の
創
作
に
於
て
、
人
物
の
範
囲
を
限
る
よ
り
外
、
「
現
在
に
於
て
」
上
演
の
成
績
を

高
め
る
方
法
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
ど
う
い
ふ
風
に
限
る
か
？
　
劇
団
に
関
係
あ
る
作
者
は
、
こ
の
こ
と

を
十
分
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
得
策
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
求
め
る
「
現
代
劇
」
は
、
し
か
し
、
か
か
る

制
限
の
中
か
ら
易
々
と
生
れ
る
で
あ
ら
う
か
？
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作
家
と
俳
優
と
を
、
こ
こ
で
区
別
す
る
必
要
は
な
く
な
る
。
何
れ
も
「
自
分
」
だ
け
し
か
現
は
し
得
ず
、

し
か
も
、
そ
の
一
人
が
、
ど
ん
な
人
物
で
も
引
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
職
業
と
し
て

通
用
す
る
か
ど
う
か
？
　
舞
台
が
単
調
で
、
ぎ
ご
ち
な
く
、
人
物
の
一
人
一
人
が
魅
力
を
も
つ
て
生
き
て

来
ぬ
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
の
意
図
の
如
何
に
拘
ら
ず
、
金
を
取
つ
て
見
せ
る
芝
居
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

取
れ
た
ら
取
れ
た
で
誠
に
結
構
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
僥
倖
と
考
へ
ね
ば
な
る
ま
い
。
例
の
左
翼
劇
華
や
か

な
時
代
の
こ
と
を
云
ふ
も
の
も
あ
る
が
、
大
衆
の
附
和
雷
同
性
を
利
用
す
る
な
ら
ど
ん
な
こ
と
で
も
で
き

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
続
く
間
、
「
芸
術
」
は
伸
び
な
い
と
い
ふ
証
明
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
は
、
別
に
誰
に
答
へ
る
と
い
ふ
目
的
で
は
な
い
が
、
先
日
朝
日
新
聞
で
村
山
知
義
君
が
、

新
劇
職
業
化
の
問
題
を
論
じ
、
「
現
代
劇
」
へ
の
方
向
は
、
「
新
劇
」
を
堕
落
せ
し
め
る
も
の
だ
と
い
ふ

や
う
な
意
見
を
述
べ
て
を
ら
れ
た
か
ら
、
さ
う
い
ふ
考
へ
違
ひ
を
す
る
人
が
ゐ
る
と
困
る
と
思
ひ
、
こ
こ

で
、
一
般
の
誤
解
を
解
い
て
お
く
の
で
あ
る
。

　
勿
論
、
再
三
云
ふ
如
く
、
若
い
人
々
が
、
た
と
へ
将
来
演
劇
を
職
業
と
す
る
目
的
を
抱
い
て
ゐ
る
に
せ

よ
、
い
き
な
り
、
今
日
の
商
業
劇
場
に
迎
へ
ら
れ
る
や
う
な
卑
俗
劇
を
志
す
こ
と
は
悲
し
む
べ
き
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
、
私
の
云
ふ
現
代
劇
は
、
今
日
、
「
新
劇
的
気
魄
」
を
以
て
進
む
べ
き
道
の
延
長
に
す
ぎ

な
い
の
で
あ
つ
て
、
徒
ら
に
、
見
物
に
媚
び
よ
と
は
断
じ
て
申
さ
ぬ
。
新
精
神
、
新
傾
向
大
に
可
な
り
。
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た
だ
、
少
数
の
「
新
劇
マ
ニ
ア
」
、
あ
る
種
の
新
劇
批
評
家
の
好
み
に
投
じ
、
乃
至
は
今
日
ま
で
の
「
雑

誌
戯
曲
」
を
標
準
と
し
て
、
白
と
白
と
の
間
に
黴
が
生
え
る
や
う
な
芝
居
を
や
つ
て
ゐ
て
は
、
「
新
劇
」

と
し
て
も
通
る
の
が
間
違
ひ
だ
し
、
将
来
そ
れ
が
成
長
し
て
も
、
優
れ
た
「
現
代
劇
」
に
は
な
ら
ぬ
の
で

あ
る
　
　
と
い
ふ
こ
と
を
お
互
に
銘
記
し
た
い
と
思
ふ
。
要
す
る
に
、
ほ
ん
た
う
の
「
新
劇
」
を
パ
ス
し

た
免
状
所
有
者
の
み
が
、
将
来
、
「
現
代
劇
」
の
信
用
あ
る
生
産
者
と
な
り
得
る
の
だ
と
云
つ
て
お
か
う
。

（
一
九
三
五
・
四
）
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ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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