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青
年
座
初
演

『
禿
の
女
歌
手
』

は
じ
め
に

第
一
章
西
洋
演
劇
受
容
史
に
対
す
る
石
澤
の
視
座
と
青
年
座
の
姿
勢

策
一
節
西
洋
演
劇
受
容
史
に
対
す
る
石
澤
の
視
座

第
二
節
戦
後
新
劇
に
お
け
る
劇
団
青
年
座
の
位
置

第
二
章
『
禿
の
女
歌
手
』
上
油
と
翻
訳

第
一
節
原
作
に
お
け
る
音
の
亜
要
性

第
二
節
石
澤
の
実
践
二
百
語
面
で
の
「
対
応
」

第
一
一
一
節
石
澤
の
実
践
こ
演
出
面
で
の
「
対
応
」

第
三
章
評
価
と
上
演
の
意
義

第
一
心
叩
上
演
の
評
価

第
二
節
「
対
応
」
そ
の
後

ま
と
め
に
か
え
て

の
意
義

実
際
に
、

一
九
五

0
年
の
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
イ
ヨ
ネ
ス
コ
の
制
作
家
と
し
て
の
出

フ
ラ
ン
ス
の
俳
優
た
ち
は
、
墜
に
ぶ
つ
か
っ
て
、
ど
う
や
っ
て
突
破
口
を

開
こ
う
か
と
必
死
に
な
っ
て
も
が
い
た
時
期
が
あ
る
。
イ
ヨ
ネ
ス
コ
や
ベ

{
l
}
 

ケ
ッ
ト
に
触
れ
た
時
だ
。

こ
れ
は
『
禿
の
女
歌
手
』
パ
リ
初
演
の
演
出
を
勤
め
た
ニ
コ
ラ
・
バ
タ
イ
ユ

の
言
業
で
あ
る
。
こ
の
発
言
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ヨ
ネ
ス
コ
作
品
の
新

し
さ
は
戯
曲
の
内
容
や
構
成
だ
け
で
な
く
俳
俊
の
演
技
や
上
演
の
面
に
も
み
と

め
ら
れ
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
に
時
間
を
要
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

発
は
、
彼
自
身
が
言
う
よ
う
に
、
非
常
に
地
味
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
失
敗
で

あ
っ
た
。
パ
リ
の
ノ
ク
タ
ン
ビ
ュ
ー
ル
座
に
て
上
演
さ
れ
た
処
女
作
『
禿
の
女

歌
手
』

|
—
石
澤
秀
二
に
よ
る
「
対
応
」
を
め
ぐ
っ
て
l

は
、
た
っ
た
二
六
回
の
公
演
で
都
を
下
ろ
し
た
。

マ
ー
テ
ィ
ン
・
エ
ス

は
じ
め
に

中

JI I 

登

美

子
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時
に
も
た
ら
し
た
。

そ
の
後
も
イ
ヨ
ネ
ス
コ
は
、
五
一
年
に
『
授
業
』
、

デ
、
あ
る
い
は
ど
う
や
っ
て
厄
介
払
い
す
る
か
』

『
禿
の
女
歌
手
』
に
関
し
て
言
え
ば
、

シ
ェ
ッ
ト
座
で
初
め
て

の
上
演
で
本
格
的
な
成
功
を

収
め
た
。
そ
の
後
は
大
勢
の
観
客
を
得
る
よ
う
に
な
る
が
、
ケ
ネ
ス
・
タ
イ
ナ

ン
を
筆
頭
と
し
た
一
部
の
保
守
派
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
度
々
雑
誌
や
新
聞

7
3
)
 

紙
上
で
激
論
が
交
わ
さ
れ
た
。

五
二
か
ら
五
三
年
の
シ
ー
ズ
ン
に
ユ

『
授
業
』
と
二
本
立
て
で
計
一

0
回
上
演
さ
れ
た
。
し

か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
こ
の
時
点
で
は
大
衆
の
関
心
は
依
然
と
し
て
低
く
、

注
目
を
集
め
た
の
は
五
七
年
に
始
ま
っ
た
ユ
シ
ェ
ッ
ト
座
で
の
現
在
ま
で
粒
＜

ー
ズ
に
加
入
す
る
な
ど
、
彼
の
劇
作
家
と
し
て
の
地
位
は
次
第
に
確
固
と
し
た

も
の
に
な
っ
た
が
、
前
衛
と
さ
れ
た
彼
の
作
品
が
古
典
と
呼
ば
れ
る
結
果
も
同

こ
こ
で
、

H
本
で
の
イ
ヨ
ネ
ス
コ
作
品
の
受
容
に
目
を
向
け
る
と
、
最
初
に

彼
の
名
が
登
場
し
た
の
は
一
九
五
六
年
で
、
「
椅
子
』
の
再
演
が
短
く
雑
誌
ヒ

{
4
)
 

に
紹
介
さ
れ
た
。

H
本
に
お
け
る
ア
ン
チ
・
テ
ア
ト
ル
の
紹
介
に
お
い
て
も
、

ロ
ン
グ
ラ
ン
公
演
か
ら
で
あ
っ
た
。

ト
の
『
ゴ
ド
ー
を
待
ち
な
が
ら
』

一
九
六
六
年
に
は
コ
メ
デ
ィ
・
フ
ラ
ン
セ

の
成
功
に
影
押
を
受
け
、

程
遠
い
成
果
を
残
す
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

五
四
年
の

『
ア
メ

リ
ン
に
よ
る
と
、
全
六
週
間
の
上
演
期
間
中
、
客
席
に
は
イ
ヨ
ネ
ス
コ
夫
妻
の

他
に
客
が
数
人
と
い
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
、
チ
ケ
ッ
ト
代
を
返
金
し
、
俳
優

が
帰
路
に
つ
く
と
い
う
日
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

五
二
年
に
『
椅
子
』
、
五

三
年
に
『
義
務
の
犠
牲
者
』
と
次
々
と
作
品
を
発
表
す
る
も
の
の
、
成
功
に
は

一
九
五
―
―
一
年
の
ベ
ケ
ッ

稿
で
は
こ
れ
ら
の
賓
料
を
基
に
、

一
九
六
八
年
の
日
本
人
に
よ
る
初
の
上
演
と

演
で
劇
団
青
年
座
が
用
い
た
の
は
既
存
の
諏
訪
訳
で
は
な
く
、
演
出
を
担
当
し

た
石
澤
秀
―
一
の
翻
訳
に
よ
る
上
演
台
本
で
あ
っ
た
。
こ
の
上
演
に
関
す
る
調
査

の
過
程
で
、
石
澤
氏
を
介
し
て
未
発
表
の
上
演
台
本
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
。

さ
ら
に
、
氏
に
は
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
上
で
上
演
に
つ
い
て
の
質
疑
に
応
じ
て
い

た
だ
き
、
特
に
実
際
の
上
演
や
演
出
土
品
図
に
つ
い
て
の
言
説
を
頂
戴
し
た
。
本

な
っ
た
青
年
座
『
禿
の
女
歌
手
]

の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
上
で
、
こ

上
派
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、

一
九
六
八
年
の
日
本
人
の
手
に
よ
る
初

初
演
さ
れ
た
直
後
、
『
新
潮
』

0
5
)
 

れ
て
い
る
こ
と
に
比
べ
る
と
、
イ
ヨ
ネ
ス
コ
の
紹
介
は
決
し
て
早
い
も
の
と
は

言
え
な
い
。
そ
の
上
、
上
演
と
い
う
形
で
の
受
容
は
一
九
六

0
年
ま
で
待
た
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
六

0
年
に
文
学
座
ア
ト
リ
エ
の
会
が
イ
ヨ
ネ
ス
コ

業
』
を
非
公
開
の
試
演
で
上
演
し
た
後
、
『
犀
』
や
『
ゴ
ド
ー
を
待
ち
な
が
ら
』

-

8

}

-

9

)

 

を
立
て
続
け
に
上
演
し
た
。
こ
れ
を
皮
切
り
に
、
『
指
祁
者
』
や
『
椅
子
』
、
『
ア

メ
デ
、
あ
る
い
は
ど
う
や
っ
て
厄
介
払
い
す
る
か
』
、
『
瀕
死
の
王
』
、
『
ジ
ャ
ッ

□

“) 

ク
、
あ
る
い
は
降
参
』
な
ど
が
六

0
年
代
中
煩
ま
で
に
、
文
学
座
を
中
心
と
し

た
新
劇
団
に
よ
っ
て
次
々
と
上
演
さ
れ
た
。
し
か
し
、
『
禿
の
女
歌
手
』
は
一

九
五
八
年
―
一
月
と
い
う
比
較
的
早
い
時
期
に
諏
訪
正
に
よ
る
翻
訳
が
掲
載
さ

t
、

ー

一
九
六
七
年
九
月
に
は
ニ
コ
ラ
・
バ
タ
イ
ユ
率
い
る
ユ
シ
ェ
ッ
ト
座
が
来

日
し
、
東
京
と
京
都
で
『
禿
の
女
歌
手
』
と
『
授
業
』
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
上
演

し
て
好
評
を
柚
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
翌
年
ま
で
日
本
人
に
よ
る 『授

一
九
五
三
年
―
一
月
号
に
そ
の
記
事
が
掲
載
さ

や
は
り
ベ
ケ
ッ
ト
の
『
ゴ
ド
ー
を
待
ち
な
が
ら
』

の
影
開
は
大
き
く
、
パ
リ
で
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る
点
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

る。

一
方
で
石
澤
訳
で
は
、
原
文
が
持
つ
慈
味
の
正
確

ら
、
あ
く
ま
で
作
品
自
体
の
紹
介
を
目
的
と
し
た
翻
訳
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ

第
一
章
西
洋
演
劇
受
容
史
に
対
す
る

史
に
お
け
る
意
義
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

の
上
演
が
戦
後
新
劇
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
新
削

の
西
洋
演
劇
受
容
に
対
す
る
石
澤
の
視
点
を
基
に
分
析
を
行
い
、
日
本
の
演
劇

『
禿
の
女
歌
手
』

石
澤
の
視
座
と
青
年
座
の
姿
勢

の
戯
曲
は
前
述
し
た
通
り
、
現
在
筆
者
が
確
認
で
き
た
限

り
で
、
日
本
に
少
な
く
と
も
二
つ
の
翻
訳
が
存
在
す
る
。
諏
訪
訳
は
発
表
さ
れ

た
時
期
の
早
さ
と
、
そ
の
発
表
当
時
上
演
が
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か

一
方
で
、
石
澤
訳
が
青
年
座
で
の
上
演
を
前
提
と
し
た
翻
訳
で
あ
る
こ
と

は
明
白
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
翻
訳
は
目
的
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
諏
訪
訳
、

殊
に
五
八
年
の
訳
に
関
し
て
は
、
そ
の
目
的
が
作
品
の
紹
介
に
お
か
れ
て
い
る

こ
と
は
、
文
法
上
あ
る
い
は
言
語
的
な
正
確
さ
が
重
視
さ
れ
、

や
や
硬
さ
が
残

な
伝
達
よ
り
も
俳
優
が
舞
台
上
で
発
話
す
る
際
の
リ
ズ
ム
や
テ
ン
ポ
が
重
視
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
演
出
意
図
の
み
な
ら
ず
、
石
澤
自
身
の
西
洋
演
劇
の
翻

訳
に
対
す
る
考
え
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
石
澤
は
一
九

六
四
年
に
紀
伊
國
屋
書
店
よ
り
『
新
劇
の
誕
生
』
を
出
版
し
て
い
る
。
こ
の
著

作
で
は
新
劇
の
歴
史
を
概
観
し
て
い
る
が
、
西
洋
演
劇
の
受
容
、
特
に
翻
案
と

翻
訳
の
変
遷
に
つ
い
て
比
較
的
分
拭
を
割
い
て
言
及
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
日

本
に
お
け
る
西
洋
演
劇
受
容
に
対
す
る
石
澤
の
視
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

マ
イ
ル
ズ

一
八
七

本
章
で
は
『
新
劇
の
誕
生
」
に
み
ら
れ
る
言
説
を
基
に
石
澤
の
西
洋
演
劇
受
容

に
対
す
る
視
座
を
示
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
彼
の
所
属
し
た
劇
団
青
年

座
の
西
洋
演
劇
上
演
に
対
す
る
方
針
の
変
遷
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
す
る
。

本
の
近
代
演
劇
の
確
立
を
図
っ
て
き
た
。
こ
の
年
に
自
由
劇
場
は
イ
プ
セ
ン
『
ジ

研
究
所
を
設
立
し
て
活
動
を
始
め
た
。
こ
の
二
年
後
、
文
芸
協
会
は
坪
内
逍
遥

訳
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
を
上
演
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
翻
訳
劇
上
演
か
ら
新
劇
の

歴
史
が
始
ま
っ
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
新
刺
運
動
は
歌
舞
伎
を
代
表

本
の
「
新
し
い
削
」
の
確
立
の
た
め
に
、
ま
ず
は
西
洋
演
劇
の
受
容
に
取
り
組

ん
だ
。
つ
ま
り
、
西
洋
演
劇
を
模
範
と
見
な
し
、
日
本
近
代
演
劇
の
確
立
を
図

る
目
的
の
下
で
そ
れ
ら
を
翻
訳
し
、
上
演
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
西
洋
演
劇
の
受
容
は
新
削
運
動
に
伴
っ
て
始
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、

明
治
初
期
に
は
す
で
に
西
洋
演
劇
の
輸
入
が
翻
案
と
い
う
形
で
始
ま
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
外
国
戯
曲
に
筋
を
取
り
、
人
名
や
地
名
を
日
本
化
し
た
も
の
が
散

切
り
物
と
し
て
上
演
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
サ
ミ
ュ
エ
ル
・

『
セ
ル
フ
・
ヘ
ル
プ
』
の
紹
介
で
あ
る
『
西
国
立
志
編
』
を
佐
橋
富

そ
の
い
ろ
ど
り
と
う
さ
の
こ
う
え
さ
く
つ
な
お
し
わ
ら
べ
の
お
し
え

三
郎
が
脚
色
し
た
『
其
粉
色
陶
器
交
易
』
と
『
鞘
補
童
教
学
』
や
、

九
（
明
治
―
二
）
年
ロ
ー
ド
・
リ
ッ
ト
ン
の
小
説
『
マ
ネ
ー
』

の
河
竹
黙
阿
弥

と
す
る
伝
統
演
刺
や
商
業
主
義
的
な
新
派
を
否
定
し
、
そ
れ
ら
に
対
抗
す
る
日

ョ
ン
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ボ
ル
ク
マ
ン
』
を
上
演
し
、

一
方
の
文
芸
協
会
は
演
劇

新
劇
は
、

一
九

0
九
（
明
治
四
二
）
年
に
そ
の
運
動
が
始
ま
っ
て
以
来
、

H

第
一
節
西
洋
演
劇
受
容
史
に
対
す
る
石
澤
の
視
座
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翻
案
な
ど
を
例
に
挙
げ
、
原
作
と
比
し
て
そ
の
換
骨
奪
胎
の
度
合
い
は
、
『
西

国
立
志
編
』
脚
色
と
本
質
的
に
か
わ
り
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
そ

の
上
で
「
原
作
に
忠
実
な
翻
訳
上
演
が
、
演
劇
的
に
正
し
く
す
ぐ
れ
た
も
の
に

な
り
え
た
か
と
い
え
ば
、
自
由
劇
場
な
ど
歌
舞
伎
俳
優
に
よ
る
場
合
、
そ
れ
も

よ
る
翻
案
『
夏
小
袖
』
や
コ
ル
ネ
イ
ユ

『
ル
・
シ
ッ
ド
』

の
板
本
虎
彦
に
よ
る

し
く
上
演
す
る
以
上
の
も
の
で
は
な
く
、
芸
術
性
が
乏
し
い
と
い
う
点
に
お
い

て
そ
の
他
新
派
と
相
違
な
い
結
果
に
終
わ
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

例
で
石
澤
は
、
役
者
が
担
う
写
実
性
の
実
践
と
し
て
女
優
に
培
目
し
て
い
る
が
、

こ
こ
に
も
石
澤
が
演
劇
を
考
え
る
際
に
舞
台
と
い
う
実
践
の
場
を
重
視
す
る
姿

訳
劇
で
あ
り
、
な
お
か
つ
女
優
を
採
用
し
て
い
る
も
の
の
、
外
国
の
名
作
を
正

『
守
銭
奴
』

れ
、
「
在
来
の
院
本
風
の
て
い
さ
い
を
と
り
、
チ
ョ
ボ
入
り
の
浄
瑠
璃
体
を
と

U
い）

っ
た
」
文
体
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
モ
リ
エ
ー
ル

の
尾
崎
紅
葉
に

伎
に
お
け
る
翻
案
制
を
紹
介
す
る
な
ど
、
新
刺
に
つ
な
が
る
日
本
演
劇
近
代
化

の
萌
芽
を
改
良
歌
舞
伎
に
認
め
て
い
る
。
彼
は
、
改
良
歌
舞
伎
を
「
政
府
の
欧

化
政
策
と
そ
の
時
流
に
乗
り
遅
れ
ま
い
と
す
る
東
西
劇
会
と
の
協
力
に
よ
っ
て

{15-

推
進
さ
れ
た
演
劇
改
良
運
動
」
と
述
べ
、
こ
の
時
期
の
翻
案
は
西
洋
の
宗
教
や

思
想
を
正
確
に
伝
達
し
た
り
、
人
々
を
啓
栄
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
当
時

の
日
本
の
政
治
的
な
状
況
に
沿
う
よ
う
に
説
み
替
え
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を

翻
案
か
ら
始
ま
っ
た
西
洋
演
劇
の
輸
入
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
す
ぐ
後
の
一
八

八
三
（
明
治
一
六
）
年
に
は
、
河
島
敬
蔵
に
よ
る
『
ジ
ュ
リ
ア
ス
・
シ
ー
ザ
ル
』

の
全
訳
で
翻
訳
測
の
歴
史
も
始
ま
る
。

し
い
ざ
る
さ
だ
人

の
訳
『
該
撤
奇
談

ス
・
シ
ー
ザ
ー
』

翌
年
に
は
逍
遥
に
よ
る

じ
ウ
う
の
た
ち
な
ご
り
の
さ
れ
あ
じ

[IG)

自
由
太
刀
余
波
鋭
鋒
』
が
翻
訳
さ
れ
た

が
、
上
演
は
明
治
三

0
年
代
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
原
文

に
忠
実
な
翻
訳
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
歌
舞
伎
風
の
表
題
が
つ
け
ら

（旧）

大
い
に
疑
問
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
点
は
典
味
深
い
。

こ
こ
で
、
文
学
性
を
重
視
し
た
翻
訳
劇
を
引
き
合
い
に
出
し
て
疑
問
視
し
て
い

る
の
は
、
演
劇
と
し
て
優
れ
て
い
る
か
否
か
で
あ
る
。

つ
ま
り
石
澤
は
、
本
来

舞
台
上
で
上
演
さ
れ
て
初
め
て
完
成
す
る
芸
術
で
あ
る
演
劇
の
一
部
た
る
戯
曲

の
受
容
に
お
い
て
、
文
学
性
を
重
視
し
す
ぎ
る
こ
と
を
疑
問
視
し
て
い
る
。
原

作
か
ら
あ
ま
り
に
換
骨
奪
胎
し
た
脚
色
や
翻
案
物
の
創
作
は
、
西
洋
演
劇
の
受

容
と
し
て
正
確
さ
を
欠
い
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
か
、
石
澤
は
翻
訳
物
と
比

し
た
時
、
そ
れ
ら
に
演
劇
性
の
高
さ
を
見
出
し
、
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
読
み

続
い
て
石
澤
は
歌
舞
伎
、
新
派
、
新
劇
そ
れ
ぞ
れ
で
上
演
さ
れ
た
サ
ル
デ
ィ
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『
ト
ス
カ
』
を
比
較
、
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
初
め
に
歌
舞
伎
と
し
て
日

本
化
さ
れ
、
新
派
で
女
形
の
不
自
然
さ
が
批
判
さ
れ
、
そ
し
て
新
派
女
優
と
歌

舞
伎
俳
優
合
同
で
翻
訳
上
演
さ
れ
た
後
、
戦
後
の
上
演
で
は
じ
め
て
文
学
的
に

も
演
劇
的
に
も
完
全
に
舞
台
化
さ
れ
た
変
遷
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
主

に
改
良
歌
舞
伎
と
新
劇
に
至
る
女
形
批
判
か
ら
女
優
採
用
に
み
る
、
写
実
性
実

現
の
過
程
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
そ
の
後
、
明
治
三
六
年
『
オ
セ
ロ
』
翻
案

上
演
に
始
ま
る
川
上
音
二
郎
の
正
削
運
動
を
紹
介
す
る
が
、
そ
れ
は
忠
実
な
翻

『
ジ
ュ
リ
ア

紹
介
し
て
い
る
。

取
れ
る
。

誕
生
』

の
第
一
章
を
「
歌
舞
伎
の
近
代
化
」
の
題
で
始
め
、
上
記
の
改
良
歌
舞

に
よ
る
翻
案
劇

に
ん
げ
ん
ば
ん
じ
か
ね
の
よ
の
な
か

『
人
間
万
事
金
世
中
』

が
挙
げ
ら
れ
る
。

石
澤
も
『
新
劇
の
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新
刺
は
歌
舞
伎
や
新
派
を
卑
俗
な
娯
楽
と
み
な
し
、
そ
れ
を
高
尚
な
芸
術
へ

勢
が
窺
え
る
。
そ
し
て
、
女
優
を
採
用
し
た
点
を
評
価
し
な
が
ら
、
結
局
は
西

洋
演
劇
の
紹
介
に
と
ど
ま
っ
た
と
い
う
結
果
に
言
及
す
る
。
こ
の
点
に
は
、
や

は
り
石
澤
が
文
学
性
を
重
視
し
た
翻
訳
を
問
題
視
し
て
い
る
視
座
を
見
出
す
こ

歴
史
は
そ
の
後
、
文
芸
協
会
と
自
由
刺
場
の
新
削
運
動
が
お
こ
り
、
西
洋
演

劇
の
受
容
は
日
本
的
な
翻
案
か
ら
文
学
性
を
重
視
し
た
翻
訳
刺
の
時
代
に
移
行

す
る
。
歌
舞
伎
や
新
派
を
保
守
勢
力
と
み
な
し
、
対
立
構
造
を
打
ち
立
て
た
新

新
劇
関
係
者
は
、
原
作
忠
実
の
翻
訳
こ
そ
文
学
的
に
優
れ
た
高
尚
な

ク
芸
術
ク
的
作
品
だ
と
翻
案
に
対
立
さ
せ
、
新
進
文
学
者
や
気
鋭
学
徒
の
、

的
に
舞
台
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
外
国
劇
と
い
っ
て
も
、

西
欧
近
代
戯
曲
の
思
想
性
、
社
会
性
の
み
が
表
面
的
に
受
容
さ
れ
て
い
っ

-20} 

た
の
で
あ
る
。

と
高
め
る
こ
と
を
目
的
の
一
っ
と
し
た
が
、
そ
の
実
現
方
法
と
し
て
西
洋
演
劇

を
翻
訳
と
い
う
形
で
文
学
性
に
重
き
を
置
い
て
扱
っ
た
こ
と
は
、
必
ず
し
も
芸

術
性
あ
る
い
は
演
劇
性
の
高
さ
に
結
び
つ
か
な
い
と
い
う
見
解
が
こ
こ
で
も
示

さ
れ
て
い
る
。
演
劇
と
は
あ
く
ま
で
舞
台
の
上
で
生
身
の
俳
擾
に
よ
る
上
演
と

い
う
形
で
実
践
さ
れ
る
芸
術
で
あ
り
、
文
化
が
大
き
く
異
な
る
日
本
に
お
い
て
、

文
学
的
で
は
あ
ろ
う
と
も
非
演
劇
的
で
さ
え
あ
る
生
硬
な
翻
訳
を
も
積
極

劇
に
つ
い
て
、
石
澤
は
次
の
よ
う
に
言
及
す
る
。

と
が
で
き
る
。

言
語
的
な
正
確
さ
に
よ
っ
て
原
作
の
内
容
を
伝
達
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
戯

曲
の
み
で
は
そ
の
芸
術
性
が
成
り
立
た
な
い
と
い
う
石
澤
の
視
点
の
表
れ
と
言

え
よ
う
。
さ
ら
に
、
文
学
性
重
視
の
あ
ま
り
に
派
劇
性
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た

結
果
、
新
刺
は
戯
曲
が
正
確
に
伝
達
す
る
は
ず
の
西
洋
思
想
さ
え
も
、
表
面
的

な
理
解
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
を
批
判
的
に
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
シ
ェ
イ

ク
ス
ピ
ア
か
ら
イ
プ
セ
ン
の
社
会
刺
、
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
ヘ
と
い
う
よ
う
な
流

行
の
変
遷
を
眺
め
、
次
々
と
西
洋
近
代
の
新
し
い
演
刺
思
想
の
流
行
を
未
消
化

の
ま
ま
に
追
い
続
け
る
新
刺
人
あ
る
い
は
観
客
の
姿
勢
を
浮
き
彫
り
に
し
て
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
結
果
的
に
は
絶
え
ず
新
流
行
を
追
う
こ
の
傾
向
は
、
築

地
小
劇
場
時
代
に
お
い
て
も
、
現
代
に
お
い
て
も
同
じ
な
の
で
あ
る
」
。
つ
ま
り
、

本
書
が
苔
か
れ
た
一
九
六
四
年
当
時
の
新
劇
界
を
包
み
込
ん
で
い
た
、
流
行
の

思
想
を
し
っ
か
り
と
消
化
す
る
暇
も
な
く
上
演
と
い
う
形
に
仕
立
て
あ
げ
、
「
す

ぐ
に
次
の
新
し
い
思
想
を
舞
台
に
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
一
種
の

強
迫
観
念
が
生
じ
る
原
因
を
初
期
新
劇
運
動
の
文
学
性
重
視
の
翻
訳
劇
上
演
に

『
新
制
の
誕
生
』
に
お
い
て
石
澤
は
、
新
劇
の
発
展
の
歴
史
を
西
洋
演
劇
、

特
に
戯
曲
の
受
容
に
多
く
の
分
醤
を
割
い
て
概
観
し
て
い
る
。
そ
こ
で
の
翻
案

劇
か
ら
翻
訳
刺
へ
の
変
遷
を
眺
め
る
態
度
か
ら
は
、
石
澤
の
視
座
が
明
確
に
読

み
取
れ
る
。
彼
は
、
原
作
か
ら
の
換
骨
奪
胎
が
甚
だ
し
く
と
も
演
劇
性
の
高
さ

が
み
と
め
ら
れ
る
翻
案
と
、
原
作
と
の
誤
差
が
少
な
く
文
学
性
は
高
い
も
の
の
、

演
劇
性
の
乏
し
い
翻
訳
と
い
う
二
項
対
立
の
構
図
を
見
出
し
て
い
る
。
前
者
は

改
良
歌
舞
伎
と
新
派
と
い
う
保
守
的
主
流
演
劇
に
、
後
者
は
新
劇
に
実
践
の
場

見
出
し
て
い
る
。
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年
許
り
は
西
洋
物
許
り
演
る
筈
で
あ
る
。
（
中
略
）
決
し
て
日
本
の
芝
居
を
毛

を
見
出
し
た
。
こ
う
し
た
西
洋
演
劇
受
容
の
一
一
手
に
分
か
れ
た
変
遷
は
、
「
わ

が
国
近
代
演
劇
の
跛
行
性
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
わ
が
国
近
代
文
化

の
精
神
的
二
重
性
の
縮
図
で
も
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
対
立
す
る
形
で
一
―

手
に
分
か
れ
た
ま
ま
西
洋
演
劇
受
容
が
変
遥
し
た
点
こ
そ
が
、
流
行
の
新
思
想

を
咀
哨
せ
ぬ
ま
ま
次
々
と
追
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
強
迫
観
念
を
現
代
の
新
劇
に
抱
か

せ
る
根
源
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
こ
れ
は
彼
の
嘆
き
の
声
の
よ
う
に
も
押

く
。
最
後
に
、
こ
の
著
作
を
出
版
し
た
六
四
年
当
時
の
新
た
な
動
き
と
し
て
、

新
派
、
新
劇
、
歌
舞
伎
、
能
な
ど
互
い
に
孤
立
し
て
い
た
ジ
ャ
ン
ル
が
手
を
取

り
合
い
、
各
々
の
演
技
様
式
な
ど
を
活
か
し
て
―
つ
の
劇
を
現
化
し
よ
う
と
す

る
試
み
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
彼
な
り
の
期
待
感
が
窺
え
る
。
翻
案
劇

と
翻
訳
劇
と
い
う
二
手
に
分
か
れ
た
西
洋
演
劇
受
容
を
再
検
討
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
短
所
を
補
う
方
法
を
模
索
す
る
こ
と
が
当
時
の
新
劇
に
求
め
ら
れ
た
課
題
だ

小
山
内
黛
は
明
治
四
一
年
の
書
簡
で
、
目
下
計
画
段
階
の
自
由
劇
場
に
お
け

る
活
動
に
つ
い
て
、
「
当
分
は
西
洋
の
近
代
劇
の
翻
訳
を
主
と
し
て
試
演
し
た

い
と
思
っ
て
い
る
（
中
略
）
「
真
の
翻
訳
劇
時
代
」
と
い
う
も
の
を
輿
し
た
い

と
思
っ
て
い
る
—
|
新
時
代
の
演
劇
的
創
作
は
そ
れ
か
ら
先
の
話
だ
」
と
述
べ

た
。
ま
た
、
築
地
小
劇
場
の
活
動
に
対
し
て
は
「
上
演
作
品
で
あ
る
が
目
下
二

嫌
い
し
て
内
洋
の
真
似
を
す
る
の
で
は
な
い
。
日
本
の
脚
本
に
そ
う
い
う
刺
戟

第
二
節
戦
後
新
劇
に
お
け
る
劇
団
青
年
座
の
位
置

と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

が
な
い
か
ら
止
む
を
得
ず
演
ず
る
の
だ
」
と
言
及
し
て
い
る
。
実
際
に
、
自
由

劇
場
が
上
演
し
た
全
一
五
演
目
の
う
ち
九
つ
が
翻
訳
物
で
、
全
体
の
六
割
に
相

当
す
る
。
こ
れ
ら
の
発
言
で
注
目
し
た
い
の
は
、
翻
訳
劇
上
演
の
―
つ
の
理
由

そ
れ
ら
を
翻
訳
、
上
演
す
る
と
い
う
傾
向
は
戦
後
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
例

え
ば
、
戦
後
最
初
の
新
劇
公
演
で
あ
っ
た
文
学
座
と
俳
悛
座
、
民
芸
の
三
劇
団

合
同
公
演
で
、
海
外
戯
曲
の
『
桜
の
園
』
が
上
演
さ
れ
た
こ
と
に
も
表
れ
て
い

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
戦
後
新
刺
界
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
近
代
劇
運
動

の
成
果
と
し
て
の
創
作
劇
発
展
の
希
求
が
如
実
に
な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

品）

実
際
に
、
演
劇
雑
誌
で
も
翻
訳
劇
に
つ
い
て
の
座
談
会
が
多
く
組
ま
れ
、
議
論

か
交
わ
さ
れ
た
。
新
刺
に
お
い
て
は
、
戦
前
戦
後
を
問
わ
ず
翻
訳
劇
を
「
赤
毛

物
」
と
批
判
的
に
呼
ぶ
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
た
。
批
判
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
先
述

し
た
未
消
化
の
ま
ま
新
思
想
を
追
う
姿
勢
の
み
な
ら
ず
、
ノ
ー
ズ
・
パ
テ
や
青

い
瞼
に
代
表
さ
れ
る
外
見
に
も
あ
っ
た
。
外
国
の
も
の
を
や
る
な
ら
ば
、
西
洋

人
に
成
り
き
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
使
命
感
が
文
化
や
思
想
の
理
解
で
は
な

[26-

く
、
外
見
の
模
倣
に
向
い
た
事
実
は
議
論
で
常
に
批
判
さ
れ
た
。

一
方
で
、
残

念
な
こ
と
に
こ
こ
で
も
戦
前
と
同
様
、
創
作
制
の
未
成
熟
さ
の
た
め
に
翻
訳
刺

俊
位
の
現
状
が
あ
る
と
頻
繁
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
西
洋
戯
曲
の
方
が
典
行
的

な
成
功
を
得
や
す
い
こ
と
に
加
え
、
上
演
に
堪
え
う
る
レ
ベ
ル
の
作
品
を
苫
け

る
日
本
の
作
家
が
い
な
い
こ
と
に
創
作
劇
不
振
の
背
景
を
見
出
す
評
論
家
が
依

然
と
し
て
多
く
、
そ
れ
は
実
践
の
場
に
い
る
新
劇
人
の
間
で
も
共
通
し
て
い
た
。

近
代
西
洋
演
劇
を
模
範
と
見
な
し
、

8
本
近
代
演
劇
の
確
立
を
図
る
た
め
に

に
日
本
人
作
家
の
未
熟
さ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

28 



こ。t
 

戦
後
新
劇
創
造
の
実
現
と
し
て
創
作
劇
の
発
展
を
叫
び
な
が
ら
、
結
果
と
し
て

こ
れ
は
、
戦
後
新
劇
に
お
け
る
近
代
演
劇
確
立
の
希
求
の
高
ま
り
を
示
し
て
も

西
洋
演
劇
が
集
客
を
見
込
む
こ
と
が
可
能
と
い
う
の
は
、
既
に
紹
介
さ
れ
、

上
演
済
み
の
作
品
や
そ
の
作
家
で
あ
れ
ば
い
わ
ゆ
る
ハ
ズ
レ
の
不
安
が
な
い
と

い
う
点
で
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
創
作
劇
に
関
し
て
は
、
岸
田

國
士
、
木
下
順
二
、

田
中
千
禾
夫
、
加
藤
道
夫
、
秋
元
松
代
、
森
本
蕉
、

三
島

由
紀
夫
、
安
部
公
房
等
々
、
多
く
の
優
れ
た
作
家
が
作
品
を
発
表
し
た
の
は
周

知
の
通
り
で
あ
る
。
創
作
劇
の
上
演
に
関
し
て
は
、
主
要
新
劇
団
で
あ
っ
た
文

学
座
と
俳
優
座
の
戦
後
一

0
年
間
の
上
演
演
目
を
例
に
挙
げ
る
。
文
学
座
は
一

九
四
五
か
ら
五
四
年
ま
で
の
一

0
年
で
、
合
計
一
三
九
回
の
公
演
で
一
―
七
作

品
を
上
演
し
た
。
そ
の
う
ち
四
四
作
が
翻
訳
劇
、
七
三
作
が
創
作
劇
で
あ
り
、

-27) 

割
合
に
す
る
と
翻
訳
劇
三
七
％
、
創
作
劇
六
三
％
で
あ
る
。
俳
俊
座
は
一
九
四

六
か
ら
五
五
年
ま
で
の
一

0
年
問
で
五
五
公
演
を
行
い
、
七
一
作
品
を
上
演
し

た
。
そ
の
う
ち
二
五
作
が
翻
訳
劇
、
四
六
作
が
創
作
削
で
あ
り
、
割
合
に
す
る

函｝

と
翻
訳
劇
三
五
％
、
創
作
劇
六
五
％
で
あ
る
。
こ
の
デ
ー
タ
か
ら
、
翻
訳
劇
上

演
が
一
定
数
を
占
め
て
い
る
も
の
の
、
創
作
劇
上
派
が
大
半
で
あ
る
こ
と
か
わ

か
る
。
戦
後
に
お
い
て
も
創
作
劇
不
振
が
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
た
背
景
に
つ

-29} 

い
て
は
、
既
に
佐
和
田
敬
司
に
よ
る
詳
細
な
分
析
が
あ
る
の
で
論
を
譲
る
が
、

は
戦
後
ほ
と
ん
ど
の
新
刺
は
海
外
戯
曲
と
日
本
の
戯
曲
の
両
方
を
上
演
し
て
い

と
こ
ろ
で
、
五

0
年
代
中
頃
は
新
劇
団
が
次
々
と
創
設
さ
れ
、
第
二
次
新
刺

い
よ
う
が
、
実
際
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

て
の
翻
訳
劇
と
し
て
『
禿
の
女
歌
手
』
を
上
演
す
る
。
創
作
劇
一
筋
の
方
針
か

し
か
し
、

る。

一
九
六
八
年
九
月
二
五
日
か
ら
一

0
月
―
一
日
に
青
年
座
は
初
め

養
成
所
か
ら
、
仲
間
、
新
人
会
、
同
人
会
、
三
期
会
の
四
つ
の
劇
団
が
結
成
さ

れ
た
の
も
こ
の
時
期
だ
っ
た
。
ま
た
、
俳
俊
座
本
体
か
ら
も
当
時
最
も
若
い
俳

粁
年
座
で
あ
る
。
こ
の
劇
団
は
、
「
日
本
人
の
手
で
、

飯
た
ち
が
分
裂
し
た
。
彼
ら
に
よ
っ
て
一
九
五
四
年
に
創
設
さ
れ
た
の
が
劇
団

｛堕

H
本
人
の
芝
居
を
」
と

い
う
意
気
込
み
で
、

t
巳
下
ろ
し
の
創
作
劇
の
み
を
上
演
す
る
と
い
う
の
が
基

本
方
針
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
針
に
は
、
「
自
分
た
ち
の
芝
居
を
、
自
分
た
ち
の

名
3
}

イ
ニ
シ
ア
チ
ー
ブ
で
や
り
た
い
」
と
い
う
日
本
の
戦
後
新
劇
創
造
の
希
求
が
土

台
に
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
他
の
新
刺
団
は
同
様
の
理
念
を
持
ち
な
が
ら
、

創
作
削
と
海
外
戯
曲
の
両
方
を
上
演
す
る
と
い
う
あ
る
種
の
矛
盾
を
は
ら
ん
で

い
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
青
年
座
の
実
践
は
異
彩
を
放
っ
て
い
た
と
言
え

ら
一
変
し
て
海
外
戯
血
の
翻
訳
上
演
に
踏
み
切
っ
た
理
由
は
、
劇
団
の
基
本
方

針
に
疑
問
が
生
じ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
イ
ヨ
ネ
ス
コ
や
ベ
ケ
ッ
ト

の
前
衛
劇
が
紹
介
さ
れ
、
創
作
劇
の
土
壌
に
は
な
い
前
衛
性
に
触
発
さ
れ
る
と

(32-

い
っ
た
、
時
代
の
変
化
が
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
劇
団
日
＜

「
創
作
劇
の
た
め
に
、
血
と
な
り
肉
と
な
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
|
|
L
と
い
う

こ
と
は
、
こ
の
現
代
に
生
き
る
私
ど
も
が
真
に
共
感
で
き
る
も
の
で
あ
る
な
ら

{33-

ば
ー
敢
え
て
洋
の
東
西
を
問
う
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
考
え
が
芽
生
え
た
の

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
演
出
の
石
澤
は
当
時
既
に
話
題
と
な
っ
て
い
た
ベ
ケ
ッ

プ
ー
ム
と
呼
ば
れ
た
時
期
で
あ
る
。

一
九
四
九
年
に
俳
優
座
が
設
立
し
た
俳
優
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ト
作
品
と
比
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
深
い
哲
学
的
寓
意
性
は
あ
っ

て
も
突
き
詰
め
る
と
唇
だ
け
に
抽
象
・
昇
華
さ
れ
、
シ
ア
ト
リ
カ
ル
な
演
削
性

は
希
薄
化
」
す
る
ベ
ケ
ッ
ト
作
品
と
比
し
て
、
「
イ
ヨ
ネ
ス
コ
は
「
反
戯
曲
」

を
唱
え
な
が
ら
『
犀
』

の
よ
う
に
豊
か
な
演
劇
性
を
備
え
た
多
幕
物
を
創
造
し

て
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
演
劇
人
と
し
て
は
イ
ヨ
ネ
ス
コ
の
方
が
ベ
ケ
ッ
ト
よ
り

[11-

優
れ
て
い
る
」
と
考
え
た
た
め
、
彼
の
作
品
を
選
ん
だ
。
ま
た
、
当
時
『
禿
の

女
歌
手
』
が
日
本
人
に
よ
っ
て
上
演
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
選
択
さ
れ
た

理
由
の
一
っ
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
青
年
座
が
本
作
品
の
上
演
を
、
従
来
の
劇

｛翌

団
方
針
に
風
穴
を
開
け
る
「
新
し
い
実
験
」
と
し
て
位
爵
付
け
て
い
た
こ
と
が

こ
の
よ
う
な
青
年
座
に
お
け
る
革
新
的
な
実
験
の
指
揮
を
執
っ
た
の
は
、
当

時
ま
だ
新
人
で
あ
っ
た
石
澤
秀
一
一
で
あ
っ
た
。
中
学
―
―
一
年
で
終
戦
を
迎
え
た
石

澤
は
、
戦
後
の
心
の
飢
え
を
凌
ぐ
物
と
し
て
演
劇
を
む
さ
ぽ
る
よ
う
に
見
た
経

験
を
持
つ
。
そ
の
観
劇
休
験
は
能
・
歌
舞
伎
等
の
古
典
に
始
ま
り
、
戦
後
華
々

し
い
復
活
を
遂
げ
た
新
劇
を
中
心
に
成
り
立
っ
て
い
た
。
彼
は
新
測
畑
で
演
刺

観
を
育
み
な
が
ら
も
、

や
は
り
赤
毛
物
に
は
強
い
違
和
感
を
抱
い
て
い
た
。
例

え
ば
、
オ
ペ
ラ
の
原
語
の
音
符
に
無
理
に
合
わ
せ
た
日
本
語
の
発
音
や
、
あ
ま

り
に
原
作
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
て
原
作
の
模
倣
を
計
る
よ
う
な
翻
訳
劇
に
は

反
感
を
抱
き
、
ま
た
同
時
に
、
戯
曲
を
読
む
以
上
の
発
見
の
な
い
文
学
的
舞
台

に
も
魅
力
を
感
じ
な
か
っ
た
と
明
か
し
た
。
「
演
劇
の
自
立
性
は
戯
曲
に
あ
る

（お｝

の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
ス
タ
ッ
フ
・
キ
ャ
ス
ト
の
主
体
性
に
あ
る
」
と
い

う
彼
の
発
言
に
は
、
文
学
性
を
重
視
し
た
結
果
、
派
劇
性
に
乏
し
い
上
演
が
ま

わ
か
る
。

ボ
ビ
ー
・
ワ
ト
ソ
ン
か
話
題
に
上
る
。
そ
こ
に
女
中
が
現
れ
、

会
話
か
ら
は
じ
ま
る
。
夕
食
の
感
想
に
始
ま
り
、

一
族
全
員
が
同
じ
名
を
持
つ

第
二
章

か
り
通
る
と
い
う
、
新
劇
史
に
お
け
る
西
洋
演
劇
受
容
の
発
端
に
根
源
を
持
つ

問
題
、
特
に
実
際
の
上
演
を
想
定
し
た
場
合
の
言
語
の
問
題
に
対
す
る
批
判
的

視
座
が
、
彼
の
観
劇
体
験
か
ら
も
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

『
禿
の
女
歌
手
』

の
訪
問
を
告
げ
る
。

『
禿
の
女
歌
手
』
上
演
と
翻
訳

の
物
語
は
、
英
国
中
流
階
級
の
ス
ミ
ス
夫
妻
の
夕
食
後
の

マ
ー
チ
ン
夫
妻

ス
ミ
ス
夫
要
の
着
替
え
を
待
つ
問
、
マ
ー
チ
ン
夫
妻
は
「
ど

こ
か
で
お
且
に
か
か
り
ま
し
た
か
」
と
、
極
め
て
真
面
目
に
自
分
た
ち
が
夫
婦

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
あ
う
。
二
組
の
夫
婦
が
そ
ろ
う
と
、
さ
ら
に
消
防
署
長

の
訪
問
が
あ
る
。
彼
ら
は
か
わ
る
が
わ
る
荒
居
無
稽
な
会
話
を
交
わ
す
。
署
長

が
帰
路
に
就
く
と
、
再
び
二
組
の
夫
婦
の
荒
唐
無
稽
な
会
話
が
始
ま
る
。
そ
れ

は
し
だ
い
に
誼
嘩
の
よ
う
な
言
葉
の
応
酬
に
発
展
し
、
最
終
的
に
は
言
語
と
同

様
に
人
物
の
崩
壊
が
起
こ
る
。
こ
の
混
乱
の
絶
頂
に
突
然
賠
転
し
た
後
、
冒
頭

の
場
面
が
マ
ー
チ
ン
夫
要
に
よ
っ
て
繰
り
返
さ
れ
る
、
と
い
う
結
末
で
あ
る
。

イ
ヨ
ネ
ス
コ
に
と
っ
て
の
処
女
作
で
あ
る
本
作
が
書
き
始
め
ら
れ
た
の
は
一

九
四
八
年
で
、
も
と
も
と
英
語
の
習
得
の
た
め
に
英
会
話
入
門
書
を
勉
強
し
始

め
た
こ
と
が
執
筆
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
イ
ヨ
ネ
ス
コ
は
、
教
科
書
に
書
か

れ
た
「
床
は
下
に
あ
り
、
天
井
は
上
に
あ
る
」
や
「
一
週
間
は
七
日
で
あ
る
」

と
い
っ
た
議
論
の
余
地
の
な
い
真
実
が
、

デ
カ
ル
ト
的
な
真
理
追
求
の
方
法
で

証
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
真
実
を
教
科
壽
に
書
か
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視
し
た
、

い
わ
ゆ
る
翻
案
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

れ
た
会
話
の
文
体
を
い
か
す
た
め
に
戯
曲
の
形
で
伝
達
し
よ
う
と
試
み
た
。
し

か
し
、
「
大
学
ノ
ー
ト
に
た
ん
ね
ん
に
書
き
と
め
て
お
い
た
単
純
で
明
快
き
わ

ま
る
言
葉
は
、
し
ば
ら
く
ほ
う
っ
て
お
く
う
ち
に
や
が
て
分
裂
し
、

(37} 

に
動
き
だ
し
、
崩
壊
し
、
変
質
し
た
」
と
い
う
経
験
を
通
し
て
、

葉
の
通
り
、
登
場
人
物
は
ス
ミ
ス
氏
、

ン
夫
人
、

も
原
作
か
ら
の
変
更
は
な
い
。

ス
ミ
ス
夫
人
、

ひ
と
り
で

一
九
四
九
年

に
脱
稿
し
た
。
イ
ヨ
ネ
ス
コ
は
本
作
の
上
演
実
現
の
た
め
に
様
々
な
劇
場
に
掛

け
合
っ
た
が
、
全
く
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
途
方
に
暮
れ
て
い
た
矢
先
、
友

函｝

人
の
ル
ー
マ
ニ
ア
人
女
性
モ
ニ
ッ
ク
を
介
し
て
ニ
コ
ラ
・
バ
タ
イ
ユ
に
出
会
い
、

よ
う
や
く
上
演
に
こ
ぎ
つ
け
た
の
で
あ
っ
た
。

念39)

青
年
座
に
よ
る
『
禿
の
女
歌
手
』
初
演
は
、
新
宿
ア
ー
ト
・
シ
ア
タ
ー
に
て

上
演
さ
れ
た
。
こ
の
場
所
は
当
時
映
画
館
を
運
営
し
て
い
た
の
で
、
ニ
一
時
半

の
営
業
終
了
後
に
上
演
準
備
を
始
め
、
ニ
―
一
時
半
か
ら
上
涼
か
行
わ
れ
た
。
先

述
の
通
り
、
こ
の
日
本
人
に
よ
る
初
演
で
は
石
澤
訳
の
上
演
台
本
が
用
い
ら
れ

た
。
石
澤
は
自
身
の
翻
訳
を
、
翻
訳
や
翻
案
で
は
な
く
「
対
応
」
と
称
し
て
い

る
。
こ
の
「
対
応
」
に
つ
い
て
、
「
せ
り
ふ
や
人
名
は
一
切
変
え
ず
に
、
劇
内

{40} 

容
を
日
本
人
の
身
体
感
覚
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
」
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
言

マ
ー
チ
ン
氏
、

マ
ー
チ

メ
ア
リ
イ
、
消
防
署
長
と
原
作
の
ま
ま
で
あ
り
、
戯
曲
の
最
初
に
書

か
れ
た
「
英
国
風
＼
」
が
多
用
さ
れ
る
舞
台
設
定
を
指
示
す
る
有
名
な
卜
書
き

つ
ま
り
「
対
応
」
と
は
、
単
語
の
意
味
を
重
視

す
る
直
訳
で
は
な
く
、
日
本
語
に
し
た
際
の
言
葉
の
孵
き
、
即
ち
「
音
」
を
重

な
ぜ
石
澤
は
本
作
の
上
演
を
目
的
と
し
た
訳
に
お
い
て
音
に
こ
だ
わ
っ
た
の

か
。
そ
れ
は
、
原
作
で
も
音
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
証

拠
と
し
て
第
一
―
楊
で
女
中
メ
ア
リ
イ
に
よ
っ
て
詠
わ
れ
る
詩
「
火
」
に
注
目

し
た
い
。
こ
の
詩
の
朗
読
は
、
言
語
崩
壊
の
引
き
金
と
な
る
重
要
な
場
面
で
あ

る
。
二
組
の
夫
婦
と
消
防
の
会
話
に
メ
ア
リ
イ
が
割
り
込
む
場
面
ま
で
、
会
話

の
内
容
は
、
非
現
実
的
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
逆
に
日
常
的
過
ぎ
て
話
題
に

挙
げ
る
の
が
不
思
議
に
思
わ
れ
た
り
す
る
荒
唐
無
稽
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
文
法
は
守
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
女
中
の
詩
の
朗
読
直
後
か
ら
言

語
は
決
定
的
に
崩
壊
の
様
相
を
呈
す
る
。
複
数
の
文
か
ら
成
っ
て
い
た
一
人
の

床
は
低
い
」
と
い
う
教
科
苫
の
例
文
や
、
「
愛
は
家
庭
よ
り
は
じ
ま
る
」
と
い

う
格
言
が
羅
列
さ
れ
る
な
ど
、
前
後
の
話
者
と
の
つ
な
が
り
を
失
く
す
。
台
詞

は
や
が
て
短
文
か
ら
、
単
語
、

さ
ら
に
は
音
節
へ
と
解
体
さ
れ
て
都
が
下
り
る
。

こ
の
崩
壊
の
ト
リ
ガ
ー
と
な
っ
て
い
る
メ
ア
リ
イ
の
詩
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。
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 Jes bois. 

ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
一
行
目
の
「
p
o
l
y
c
a
n
d
r
e
」
と
い
う
単
語
で
あ
る
。
こ

L
e
 c
h
a
t
e
a
u
 prit f
e
u
 

I
)
 

:
4
 ．．． U

n
e
 p
i
e
r
r
e
 prit f
e
u
 

人
物
の
台
詞
は
、

―
つ
の
短
い
文
に
な
る
。
そ
れ
ら
の
短
文
は
「
天
井
は
高
く
、

第
一
節
原
作
に
お
け
る
音
の
重
要
性
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し
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。

れ
は
辞
薔
に
は
載
っ
て
お
ら
ず
、

イ
ヨ
ネ
ス
コ
の
造
語
で
あ
る
。

M
a
u
r
i
c
e

R
h
e
i
m
s

に
よ
る
、
こ
の
時
期
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
に
お
け
る
造
語
を
扱
う
辞
苔

に
よ
る
と
、
「
可
燃
性
の
光
り
輝
く
物
質

i

あ
る
い
は
光
り
輝
く
泉
、
ま
た
は

燭
台

(chandelier
あ
る
い
は

lustre)

と
イ
ヨ
ネ
ス
コ
が
定
義
し
て
楽
し
ん
だ

⑬
)
 

造
語
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
佐
々
木
敏
光
は
上
記
の

R
h
e
i
m
s
を
引
用
し
た

上
で
、
こ
の
造
語
の
語
源
を
フ
ラ
ン
ス
語
の

p
o
l
y

と
英
語
の

c
a
n
d
l
e

と
推

測
す
る
。
「
多
く
の
蝋
燭
」
と
い
う
意
味
か
ら

lustre
11 
c
h
a
n
d
e
l
i
e
u
r

へ
と

火
を
連
想
さ
せ
る
イ
メ
ー
ジ
に
つ
な
が
る
と
主
張
す
る
。
同
時
に
、
こ
れ
は

単
な
る
言
築
遊
び
で
あ
り
、

ナ
ン
セ
ン
ス
な
笑
い
の
要
素
で
あ
る
と
も
述
べ

て
い
る
。
こ
の
造
語
に
関
し
て
は
、

M
i
c
h
a
e
l
I
s
s
a
c
h
a
r
o
f
f

の
別
の
分
析
が

あ
る
。
彼
は
辞
書
的
な
意
味
で
は
な
く
語
源
か
ら
こ
の
造
語
を
、

p
l
u
s
i
e
u
r

+
 

h
o
m
m
e
s
、
即
ち
「
複
数
の
夫
を
持
つ
女
性
」
あ
る
い
は
「
複
数
の
茎
の
あ
る

と
い
う
意
味
は
、
そ
の
後
の
行
で
現
れ
る

prit
f
e
u

の
表
現
に
複
数
の
音
心
味

が
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
役
割
を
持
つ
の
だ
と
分
析
す
る
。
「
p
o
l
y
c
a
n
d
r
e
」

に
関
す
る
二
つ
の
分
析
を
紹
介
し
た
が
、
こ
の
造
語
を
含
む
一
行
の
諏
訪
訳
は
、

五
八
年
の
三
田
文
学
で
は
「
森
に
燭
台
が
と
も
り
」
、
戯
曲
全
狙
で
は
「
森
で

け
も
の
が
燃
え
上
が
り
」
と
な
っ
て
お
り
、
前
者
は

R
h
e
i
m
s
に
類
似
す
る
も

の
の
、
全
集
で
は
意
訳
に
修
正
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
石
澤
訳
で
は
「
た
く
さ

ん
の
ロ
ー
ソ
ク
が
森
で
火
を
放
ち
」
と
な
っ
て
お
り

R
h
e
i
m
s
の
分
析
に
類
似

す
る
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
も
そ
れ
以
下
の
行
に
出
る
「
火
」
の
発
生
源
を
表
現

植
物
」
の
意
味
だ
と
推
測
す
る
。
そ
し
て
、
複
数
の
女
性
あ
る
い
は
枝
を
持
つ

考
え
る
と
オ
ウ
ム
の
慈
）
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
、

以
上
を
踏
ま
え
て
注
目
し
た
い
の
が
、
最
初
の
行
を
除
く
す
べ
て
の
行
に
含

ま
れ
る
「
f
e
u
」
の
音
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
語
で
「
f
e
u
」
は
「
火
」
と
い
う
意

味
を
持
つ
。
熱
と
光
の
発
生
源
で
あ
る
「
p
o
l
y
c
a
n
d
r
e
」
が
火
に
発
展
し
た
こ

と
を
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、

フ
ラ
ン
ス
語
に
は
全
く
同
じ
発
音
で
「
発
狂
し

た
」
「
興
面
し
た
」
と
い
う
意
味
の
形
容
詞
「
fou
」
が
存
在
す
る
。
こ
の
詩
の

中
で
火
が
つ
く
の
は
石
や
城
、
林
の
他
に
、
男
や
女
も
あ
り
、

フ
ラ
ン
ス
語
上

演
の
際
に
観
客
が
準
語
の
音
の
評
き
か
ら
意
味
を
混
阿
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ

る
。
ま
た
、
イ
ヨ
ネ
ス
コ
自
身
が
本
作
品
を
朗
読
し
た
時
、
「
f
e
u
」
の
音
の
繰

返
し
は
消
防
車
の
サ
イ
レ
ン
が
徐
々
に
近
づ
い
て
聞
こ
え
る
よ
う
に
読
み
上
げ

ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
本
作
品
の
せ
り
ふ
に
お
け
る
「
音
」
の
重
要
性
を
証
明
す

る
重
要
な
証
拠
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
二
つ
乃
至
一
二
つ
の

日
本
語
訳
で
は
、
ど
ち
ら
も
そ
う
し
た
言
菜
遊
び
の
効
果
は
見
ら
れ
な
い
。
石

滞
は
、
こ
の
詩
は
日
本
語
に
す
る
際
に
最
も
苦
し
ん
だ
部
分
と
言
い
、
日
本
語

へ
の
翻
訳
不
可
能
性
の
た
め
に
サ
イ
レ
ン
音
の
効
果
を
生
み
出
せ
な
か
っ
た
こ

-15) 

と
を
明
か
し
た
。

「
対
応
」
の
典
型
例
は
、
最
終
場
の
第
一
―
場
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

メ

黙
の
後
、
水
道
の
蛇
口
を
ひ
ね
っ
た
か
の
よ
う
に
崩
壊
し
た
言
語
が
溢
れ
出

す
。
そ
こ
で
ス
ミ
ス
氏
の
発
す
る
「
k
a
k
a
t
o
e
s
」
¥k
a
k
a
t
J
£
s
 ¥
(
k
a
k
a
t
o
e
と

ア
リ
イ
の
詩
が
終
わ
り
、
最
終
場
の
第

一
場
の
い
ら
だ
ち
の
こ
も
っ
た
沈

第
二
節
石
澤
の
実
践
羞
日
語
而
で
の
「
対
応
」

ス
ミ
ス
夫
人
の
「
q
u
e
l
l
e
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c
a
c
a
d
e
」
¥
kEI 
k
a
k
a
d
 ＼
と
い
う
、
今
度
は
＼
k
＼
の
音
を
三
つ
含
む
単
語
の

繰
り
返
し
が
誘
発
さ
れ
る
。
そ
し
て
マ
ー
チ
ン
氏
の
「
quelle
c
a
s
c
a
d
e
 
d
e
 

c
a
c
a
d
e
s
」
¥
k
d
 k
a
s
k
a
d
 d
d
 k
a
k
a
d
 ＼
レ
）
い
、
う
、
＼
k
¥
の
立
日
た
J

五
つ
今
口
む
単
古
甜

の
繰
り
返
し
が
誘
発
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
れ
る
単
語
の
中
の
音
の
重

な
り
が
、
滑
稽
さ
を
生
み
出
し
て
い
る
。
＼
k

＼
の
音
の
繋
が
り
だ
け
で
、
稚
拙

な
語

c
a
c
a
即
ち
幼
児
語
で
「
う
ん
こ
」
の
意
を
も
っ
と
拙
測
さ
れ
る
造
語

c
a
c
a
d
e
や
、
低
俗
な
形
容
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
言
業
の
意
味
の
上
で
も
滑

稽
さ
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
言
語
の
崩
壊
の
部
分
が
言
業
遊
び
と
も
呼
ば
れ
る

さ
て
、
こ
の
部
分
の
諏
訪
訳
は
、
五
八
年
の
訳
で
は
「
カ
カ
ト
」
、
「
失
敗
」
、

と
な
っ
て
い
る
。
全
集
で
は
「
鵜
鵡
」
、
「
う
ん
こ
」
、

ケ
ル
・
カ
カ
ー
ド
（
マ
マ
）
・
ド
・
カ
カ
ー
ド

「
失
敗
の
失
敗
」

ケ
ル
・
カ
ス
カ
ー
ド
・
ド
・
カ
カ
ー
ド

「
う
ん
こ
の
山
」
に
修
正
さ
れ
て
お
り
、
単
語
の
意
味
の
直
訳
が
本
文
に
表

記
さ
れ
、
そ
の
上
に
フ
ラ
ン
ス
語
の
発
音
を
カ
タ
カ
ナ
化
し
た
ル
ビ
が
つ
け
ら

れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
原
作
の
フ
ラ
ン
ス
語
と
日
本
語
の
翻
訳
不
可
能
性
の

た
め
に
、
苦
心
し
た
形
跡
か
見
受
け
ら
れ
る
。
読
み
物
と
し
て
扱
う
場
合
に
は
、

音
の
つ
な
が
り
と
意
味
の
滑
稽
さ
を
同
時
に
見
せ
る
巧
み
な
翻
訳
だ
と
言
え
る
。

し
か
し
、
上
演
を
考
慮
し
た
場
合
、
演
出
家
お
よ
び
俳
優
は
大
文
字
で
表
記
さ

れ
て
い
る
日
本
語
の
直
訳
と
、

の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

ル
ビ
で
表
記
さ
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
語
発
音
の

ど
ち
ら
か
を
選
択
し
て
舞
台
上
で
発
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
う
な
る
と
ど
ち
ら

を
選
択
し
て
も
、
三
人
の
人
物
の
せ
り
ふ
で
並
列
さ
れ
る
繰
り
返
し
に
お
い
て

発
さ
れ
る
一
二
つ
の
単
語
の
音
と
し
て
の
繋
が
り
と
そ
の
滑
稽
さ
、
あ
る
い
は
単

語
の
意
味
と
し
て
の
滑
稽
さ
の
ど
ち
ら
か
が
埋
没
し
て
し
ま
う
結
果
と
な
る
。

M
o
u
c
h
e
 ta b
o
u
c
h
e
.
 

マ
ー
チ
ン
夫
人
」

L
a
m
o
u
c
h
e
 b
o
u
g
e
.
 

マ
ー
チ
ン
夫
人
ズ
f
o
u
c
h
e
p
a
s
 m
a
 b
a
b
o
u
c
h
e
!
 

け
合
い
が
あ
る

る。

ニ

B
o
u
g
e
p
a
s
 la 
b
a
b
o
u
c
h
e
!
 

一
方
で
、
石
澤
訳
で
は
上
記
の
繰
り
返
さ
れ
る
三
つ
の
語
を
そ
れ
ぞ
れ
「
郭

公
」
、
「
恰
好
い
い
童
な
り
う
ん
こ
」
、
「
恰
好
い
い
重
な
り
う
ん
こ
の
掻
き
流

し
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
本
人
日
<
‘
¥k
a
 ＼
の
音
を
重
視
し
た
結
果
で
あ

る
。
最
初
の
単
語
は
、
原
作
の
直
訳
の
「
鵜
鵡
」
か
ら
「
郭
公
」
に
変
更
さ

れ
、
原
作
と
同
様
に
＼
k
＼
の
音
を
含
む
烏
の
名
詞
に
意
訳
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
本
人
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
「
郭
公
」

単
語
の
直
訳
「
う
ん
こ
」
の
最
初
の
音
で
あ
る
＼
E
¥
を
最
初
の
単
語
に
含
ま
せ
、

次
の
単
語
に
さ
ら
に
別
の
音
の
繋
が
り
を
持
た
せ
る
こ
と
に
も
成
功
し
て
い
る
。

こ
の
お
か
げ
で
、
翻
訳
に
よ
る
意
味
の
誤
差
を
最
小
限
に
抑
え
、
か
つ
原
作
に

お
け
る
音
と
し
て
の
言
築
遊
び
の
滑
稽
さ
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い

同
様
の
言
業
遊
び
を
も
う
一
っ
紹
介
し
た
い
。
同
じ
く
第
一
―
場
で
上
記
の

言
菓
遊
び
の
後
、
舞
台
上
で
混
乱
の
様
相
が
高
ま
っ
て
い
く
中
で
、
以
下
の
掛

マ
ー
チ
ン
氏

ス
ミ
ス
氏

ス
ミ
ス
夫
人

マ
ー
チ
ン
氏

ズ
f
o
u
c
h
e
la 
m
o
u
c
h
e
.
 m
o
u
c
h
e
 p
a
s
 la 
touche. 

M
o
u
c
h
e
 le 
c
h
a
s
s
e
 ,
 
m
o
u
c
h
e
,
 m
o
u
c
h
e
 le 
c
h
a
s
s
e
 ,
 

m
o
u
c
h
e
.
 

へ
の
変
更
は
、
原
作
の
次
の
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わ
た
し
の
手
さ
げ
、
さ
げ
な
い
で
！

一
方
、
石
澤
訳
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

石
滞
の
実
践
は
演
出
面
で
の
「
対
応
」

け
る
問
題
が
発
生
す
る
と
言
え
る
。

に
よ
る
言
葉
遊
び
を
実
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

い
な
い
、

も
し
く
は
動
詞
と
名
詞
に
脈
絡
が
な
い
も
の
ば
か
り
だ
。

あ
る
せ
り
ふ
が
並
置
さ
れ
て
い
る
。
最
初
は
＼
u
f
 ＼
を
含
む
名
詞

b
a
b
o
u
c
h
e

「
ス
リ
ッ
パ
」
を
目
的
語
に
も
っ
‘
¥
u
J
 ＼
を
含
む
動
詞

t
o
u
c
h
e
r
「
触
る
」
や

b
o
u
g
e
r
「
移
動
さ
せ
る
」
が
並
ぶ
。
次
に
＼
u
f
 ＼
を
含
む
名
詞

m
o
u
c
h
e
「蠅」

や

t
o
u
c
h
e
、
b
o
u
c
h
e
「口」、

c
h
a
s
s
e
,
 
m
o
u
c
h
e
「螂
t
4
~
4」
キ

u
」
が
“
同
四
蹄
匡
の
帥
t

詞

m
o
u
c
h
e
r
「
1
の
鼻
を
か
む
」
を
従
え
る
。
最
後
は
＼
u
f
 ＼
を
含
む
名
詞
だ

け
が
発
音
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
複
数
の
せ
り
ふ
を
通
し
て
＼
u
J
 ＼
と
い

う
音
の
繋
が
り
が
続
く
。
部
分
的
に
は
同
じ
名
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
関

連
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
返
答
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て

て
こ
れ
ら
の
せ
り
ふ
に
意
味
は
な
い
と
考
え
ら
れ
、
音
に
注
目
す
る
と
言
葉
遊

び
の
要
素
が
強
い
。
こ
の
部
分
の
諏
訪
の
訳
は
、
先
ほ
ど
の
部
分
と
同
様
、
そ

れ
ぞ
れ
の
文
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
直
訳
を
本
文
に
表
記
し
、
そ
の
上
に
フ
ラ
ン
ス

語
の
音
を
ル
ビ
表
記
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
ほ
ど
と
同
様
に
上
演
に
お

マ
ー
チ
ン
夫
人

）
こ
で
は
、

ス
ミ
ス
氏

ス
ミ
ス
夫
人

マ
ー
チ
ン
夫
人
る
,
c
a
r
a
m
o
u
c
h
e
!-16} 

は:iainte
N
i
t
o
u
c
h
e
!
 

一
人
の
人
物
に
対
し
て
＼
u
f
 ＼
と
い
う
音
を
含
む
単
語
が
二
つ

• 

E
s
c
a
r
m
 0 u
c
h
e
u
r
 e
s
c
a
r
m
o
u
c
h
e
!
 

し
た
が
っ

マ
ー
チ
ン
氏

ス
ミ
ス
氏

マ
ー
チ
ン
夫
人

ス
ミ
ス
夫
人

マ
ー
チ
ン
氏

ス
ミ
ス
氏

マ
ー
チ
ン
夫
人

ス
ミ
ス
夫
人

屁
た
れ
兵
士
の
酒
お
く
び
ー
・

さ
け
の
か
み

Ur"）

御
幣
を
か
つ
ぐ
酒
神
！

こ
こ
で
も
石
澤
は
大
胆
に
意
訳
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
原
作
の
よ
う
に

こ
の
引
用
の
全
体
を
通
し
て
同
じ
音
の
つ
な
が
り
を
生
み
出
し
て
は
い
な
い
が
、

音
の
つ
な
が
り
を
持
つ
複
数
の
せ
り
ふ
の
塊
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

原
作
で
ス
リ
ッ
パ
と
な
っ
て
い
る
単
語
を
手
さ
げ
に
変
え
、
そ
れ
に
対
し
て
下

げ
る
と
い
う
動
詞
を
用
い
て
い
る
。
さ
ら
に
蠅
と
な
っ
て
い
る
名
詞
を
さ
げ
お

び
に
変
え
、
＼
s
a
g
e
 ＼
と
い
う
音
の
つ
な
が
り
を
持
っ
た
せ
り
ふ
を
四
つ
並
償
さ

せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
そ
の
後
で
は
三
行
且
に
あ
る
「
か
む
」
と
い
う

動
詞
の
命
令
形
や
、
鼻
紙
と
い
う
名
詞
、
か
み
あ
う
と
い
う
動
詞
を
並
べ
る
こ

と
で
＼
k
a
m
i
 ＼
あ
る
い
は
＼
g
a
m
i
/
と
い
う
音
の
つ
な
が
り
を
生
み
出
し
、
そ
れ

第
三
節

こ
の
上
演
で
石
澤
は
、

ス
ミ
ス
氏
夫
妻
だ
け
に
紋
付
き
袴
と
和
装
を
着
せ

か
み
あ
い
へ
し
あ
い
も
み
あ
う
兵
士
！

鼻
紙
を
か
み
な
さ
い
。
鼻
紙
を
か
み
な
さ
い
。

唇
を
か
み
な
さ
い
。

さ
げ
お
び
は
さ
が
る
。

さ
げ
お
び
に
さ
わ
れ
。
あ
く
び
を
か
む
な
。

手
さ
げ
を
手
に
さ
げ
る
な
！
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テ
ー
ブ
ル
が
置
か
れ
た
。
背
景
に
は
中
央
部
分
が
開
閉
可
能
な
金
屏
風
が
用
い

た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
「
英
国
風
の
英
国
中
流
家
庭
と
脚
韻
を
踏
ん
だ
ト

替
き
を
読
ん
で
、
英
国
生
活
に
慣
れ
親
し
み
、
薬
巻
を
燻
ら
す
吉
田
氏
の
袴
姿

(48) 

が
最
適
と
想
っ
た
」
と
、
ス
ミ
ス
氏
に
吉
田
茂
首
相
の
影
を
璽
ね
た
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

ス
ミ
ス
夫
人
の
和
装
に
関
し
て
は
、
「
山
の
手
言
葉
を

{19) 

意
識
し
、
日
本
の
上
流
ブ
ル
ジ
ョ
ア
批
判
」
を
狙
っ
た
と
述
べ
る
。
こ
こ
に
石

澤
が
、
イ
ヨ
ネ
ス
コ
が
示
し
た
西
洋
に
お
け
る
言
語
と
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
の
関

係
を
、

日
本
に
お
け
る
山
の
手
階
級
と
山
の
手
言
葉
に
見
出
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
確
か
に
石
澤
訳
の
上
演
台
本
で
は
言
語
の
崩
壊
が
始
ま
る
ま
で
の
間
、

ス
ミ
ス
夫
人
は
終
始
山
の
手
言
葉
の
よ
う
な
、
非
常
に
品
の
あ
る
言
葉
遣
い
を

し
て
い
る
。
ま
た
、
舞
台
に
は
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
と
絨
毯
、
そ
れ
に
ソ
フ
ァ
、
椅
子
、

ら
れ
た
。
言
語
の
崩
壊
が
進
み
、
最
終
場
面
で
混
乱
と
い
ら
だ
ち
が
最
高
潮
に

達
し
た
時
、
舞
台
後
方
に
お
か
れ
た
金
屏
風
は
人
物
た
ち
に
よ
っ
て
破
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
客
席
最
前
列
に
は
洋
装
姿
の
マ
ネ
キ
ン
人
形
が
置
か
れ
た
。
こ
れ
は
、

観
客
が
「
大
い
に
笑
っ
て
楽
し
ん
だ
後
に
何
か
ト
ゲ
の
よ
う
に
ひ
っ
か
か
る
も

-50) 

の
を
感
じ
取
る
」
よ
う
に
ブ
レ
ヒ
ト
の
異
化
効
果
を
狙
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

ま
た
、
本
作
品
に
は
「
anti
,
 
p
i
e
c
e
」
と
い
う
副
題
が
あ
る
。
イ
ヨ
ネ
ス
コ

は
、
演
劇
を
殺
す
も
の
は
商
業
主
義
で
あ
り
、
リ
ア
リ
ズ
ム
だ
と
考
え
て
い
た
。

彼
は
、
そ
う
し
た
演
劇
は
観
客
の
想
像
力
や
創
造
の
力
を
阻
害
す
る
危
険
を
は

551) 

ら
ん
で
い
る
と
考
え
た
。
こ
の
考
え
か
ら
、
彼
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
フ
ラ

ン
ス
に
は
び
こ
っ
て
い
た
従
来
の
演
劇
、
即
ち
プ
ー
ル
バ
ー
ル
や
リ
ア
リ
ズ
ム

演
劇
に
反
意
を
示
し
た
。
石
澤
は
こ
れ
に
共
感
し
、
本
作
品
の
上
演
に
お
い
て

が
、
こ
こ
に
も
反
新
劇
の
想
い
が
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。

し
て
い
た
。
そ
し
て
、
日
本
に
お
い
て

日
本
の
従
来
の
演
劇
、
即
ち
新
劇
に
反
慈
を
示
す
意
図
が
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。

だ
が
、
新
測
団
の
―
つ
で
あ
る
青
年
座
で
の
上
演
に
お
い
て
「
反
新
劇
」
の
姿

勢
を
示
す
こ
と
は
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
上
演
時
期

を
今
一
度
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
ち
ょ
う
ど
鈴
木
忠
志
や
崖
十
郎
ら
の
「
反
近

代
演
劇
」
運
動
の
台
頭
期
と
璽
な
る
。
石
澤
は
、
彼
ら
ア
ン
グ
ラ
世
代
も
同
じ

「
新
劇
」
的
環
境
か
ら
育
っ
た
「
反
新
削
的
前
衛
」
だ
と
認
識
し
、
共
感
を
示

前
衛
性
を
深
化
さ
せ
、
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
仮
想
敵
で
あ
る
確
固
た
る

後
衛
が
必
要
だ
っ
た
の
で
す
。
当
時
の
新
劇
11

日
本
の
近
代
演
劇
は
そ
の

ママ

役
割
を
美
事
に
果
た
し
た
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
後
衛
た
る
新
劇
も
脱
皮

し
て
い
っ
た
と
思
い
ま
す
。
私
が
体
制
内
改
革
派
と
自
称
し
た
の
は
、
前

衛
を
支
え
な
が
ら
脱
皮
し
て
い
く
真
の
後
衛
を
目
指
し
た
か
っ
た
か
ら
で

ー翌す。

と
言
う
。

つ
ま
り
、
石
澤
は
ア
ン
グ
ラ
運
動
に
共
感
し
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
新

劇
人
と
し
て
、
そ
の
運
動
の
内
側
か
ら
新
刺
に
は
び
こ
る
近
代
リ
ア
リ
ズ
ム
演

劇
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
当
時
、
演
刺
雑
誌
『
新
劇
』

の
編
集
長
も
務

め
て
い
た
石
澤
は
誌
面
に
ア
ン
グ
ラ
派
の
記
事
を
意
識
的
に
多
く
載
せ
て
い
た

こ
の
反
新
劇
と
い
う
目
的
は
、
俳
優
へ
の
演
技
の
指
示
に
も
表
れ
て
い
る
。

出
演
し
た
の
は
、
千
田
是
也
に
訓
練
さ
れ
た
俳
優
座
脱
退
者
と
俳
優
座
養
成
所
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せ
て
い
く
と
い
う
一
本
の
筋
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

出
身
者
で
構
成
さ
れ
た
、

い
わ
ゆ
る
近
代
リ
ア
リ
ズ
ム
演
技
を
身
に
着
け
た
俳

優
た
ち
で
あ
っ
た
。
石
澤
は
、
「
出
演
者
の
顕
在
的
ま
た
は
滸
在
的
個
性
・
能

力
を
い
か
に
舞
台
上
で
磨
き
輝
か
せ
る
か
、
そ
し
て
リ
ア
ル
な
存
在
感
を
増
大

i
5
ゼ

さ
せ
る
か
」
を
常
に
考
え
て
演
技
の
指
示
を
し
た
。
そ
し
て
、
型
に
は
ま
っ
た

（
引
｝

リ
ア
リ
ズ
ム
の
演
技
で
は
な
く
、
特
に
滑
稽
な
場
面
で
は
、
客
席
の
雰
囲
気
に

ま
た
、
青
年
座
は
一
九
六
九
年
四
月
に
『
禿
の
女
歌
手
』

の
再
演
を
行
い
、

行
っ
た
。
ま
た
、
二

0
1
0年
三
月
に
も
『
禿
の
女
歌
手
』
だ
け
で
再
演
し
た
。

こ
れ
ら
の
再
渡
す
べ
て
で
石
澤
は
演
出
を
担
当
し
た
の
だ
が
、
時
代
の
変
化
に

伴
っ
て
演
出
に
変
更
を
加
え
た
。
特
に
変
更
し
た
の
は
、
人
物
の
モ
ノ
化
と
ラ

ス
ト
シ
ー
ン
の
処
理
だ
。
石
澤
は
、
六
九
年
と
七
二
年
の
再
演
で
「
無
惨
に
千

切
れ
た
ば
ら
ば
ら
の
手
足
を
出
す
よ
う
に
し
、
金
屏
風
の
く
す
み
も
増
し
て
破

(55) 

れ
た
り
、
古
び
た
感
じ
に
し
ま
し
た
」
と
語
る
。
こ
こ
に
は
、
人
物
た
ち
を
廃

屋
の
亡
虚
に
見
せ
る
狙
い
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
結
果
と
し
て
そ
の
よ
う
な
効

果
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
二

0
1
0
年
の
上
浙
で
は
、
言
語
の
崩
壊

を
原
燦
の
閃
光
で
終
わ
ら
せ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
き
っ
と
無
意
味
な
滑

二
油
）

稽
さ
の
行
く
着
く
先
は
殺
し
合
い
の
滅
亡
し
か
な
い
と
思
っ
た
」
と
説
明
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
最
終
場
面
の
演
出
の
変
更
に
は
、
崩
壊
の
程
度
を
深
化
さ

一
九
七
二
年
一
一
一
月
に
は
、
イ
ヨ
ネ
ス
コ
の
『
椅
子
』
と
二
本
立
て
で
の
上
演
を

応
じ
て
即
興
的
に
演
技
を
す
る
よ
う
指
示
し
た
の
だ
っ
た
。

第
三
章

評
価
と
上
派
の
意
義

上
演
の
評
価

ff年
座
に
よ
る
上
演
は
、
お
お
む
ね
好
評
で
あ
っ
た
。
こ
の
上
演
は
文
化
庁

主

im
の
芸
術
祭
に
も
参
加
し
て
お
り
、
そ
こ
で
演
削
部
門
で
芸
術
祭
奨
励
代
（
現

在
の
英
術
祭
優
秀
買
）
を
受
買
し
た
こ
と
に
も
そ
の
成
果
が
表
れ
て
い
る
と
言
え

る
。
渡
辺
淳
は
「
た
だ
新
規
な
和
風
化
の
試
み
に
終
わ
ら
ず
に
、

み
直
し
》
と
し
て
成
功
を
収
め
た
」
と
好
意
的
に
評
価
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、

青
年
座
の

K
演
が
単
に
西
洋
演
劇
を
日
本
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
で
は
な
い

こ
と
、
さ
ら
に
、
本
来
こ
の
作
品
が
も
つ
表
現
が
石
澤
氏
の
演
出
に
よ
り
正
確

に
伝
わ
っ
た
こ
と
か
読
み
取
れ
る
。
俳
優
の
演
技
に
関
し
て
も
、
渡
辺
は
「
い

わ
ゆ
る
写
実
主
義
で
な
い
こ
と
、
俳
優
の
存
在
と
感
覚
主
体
的
表
現
指
向
と
い

捻
l

っ
た
傾
向
」
が
見
ら
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
梱
技
の
面
で
も
近
代

リ
ア
リ
ズ
ム
に
反
慈
を
示
そ
う
と
し
た
石
澤
の
意
図
が
観
客
に
伝
わ
っ
て
い
る

と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
六
五
年
に
既
に
別
の
イ
ヨ
ネ
ス
コ
作
品
を
演

出
し
て
い
た
宮
原
庸
太
郎
は
、

―
つ
の
《
読

ス
ミ
ス
夫
変
を
和
装
さ
せ
た
こ
と
を
「
翻
訳
刺

の
競
点
を
逆
用
し
て
居
直
っ
た
よ
う
な
も
の
だ
が
、
も
と
も
と
ミ
ス
タ
ー
・
ス

ミ
ス
す
な
わ
ち
タ
ナ
カ
さ
ん
で
あ
る
こ
と
を
な
ん
の
違
和
感
も
な
く
証
明
し
て

し
ま
っ
た
」
、
い
わ
ば
「
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
卵
」
だ
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、

原
作
が
持
つ
テ
ー
マ
あ
る
い
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
文
化
の
差
異
を
越
え
て
受
容
可

能
で
あ
る
こ
と
の
表
現
と
し
て
、
石
澤
の
演
出
が
、
明
治
初
期
の
翻
案
物
の
よ

う
な
単
な
る
西
洋
戯
曲
の
日
本
風
ア
レ
ン
ジ
を
越
え
る
も
の
と
な
っ
た
こ
と
を

第
一
節
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的
に
指
摘
す
る
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
。

当
時
、
不
条
理
演
劇
を
深
刻
に
と
ら
え
す
ぎ
る
傾
向
が
一
部
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
、
不
条
理
演
劇
と
し
て
先
だ
っ
て
紹
介
さ
れ
、
話
題
と
な
っ
た
の
が
深
い

哲
学
的
意
味
を
は
ら
む
ベ
ケ
ッ
ト
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
―
つ
の
理
由
と
し
て

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
イ
ヨ
ネ
ス
コ
作
品
群
、
特
に
『
禿
の
女
歌
手
』
に
お

い
て
そ
の
真
面

H
な
解
釈
は
、
作
品
本
来
が
持
つ
表
現
を
曲
解
す
る
可
能
性
が

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
好
評
の
理
由
は
、
石
澤
訳
に
よ
る
音
の
重
視
が
、
意
味

を
重
視
し
た
翻
訳
で
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
原
作
の
喜
刺
的
要
素
を
正
確
に
伝
え

た
こ
と
だ
と
推
測
で
き
る
。
野
村
喬
も
東
京
新
聞
で
石
澤
の
訳
に
つ
い
て
「
訳

を
言
語
に
対
応
さ
せ
た
の
が
発
明
に
な
っ
て
、
紳
士
社
会
の
ス
ノ
ビ
ズ
ム
（
俗

面｝

物
性
）
の
に
お
い
を
存
分
に
出
し
て
い
る
」
と
苫
き
、
文
化
の
違
い
を
超
え
て

表
現
さ
れ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
批
判
の
要
素
を
読
み
取
り
、
評
価
し
て
い
る
。
し
か

し
、
「
悲
劇
性
の
面
が
出
ず
笑
劇
性
一
本
に
見
え
た
の
は
一
考
を
要
し
た
い
」

と
も
述
べ
て
お
り
、
喜
劇
的
要
素
を
重
視
し
た
不
条
理
演
劇
の
上
演
を
目
の
当

た
り
に
し
て
意
外
に
感
じ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
こ
に
は
、

や
は
り
不

条
理
演
劇
を
深
刻
に
と
ら
え
る
べ
き
と
い
う
先
述
し
た
固
定
観
念
が
イ
ヨ
ネ
ス

コ
作
品
に
対
し
て
も
抱
か
れ
て
お
り
、
原
作
が
本
来
持
つ
喜
削
性
を
文
化
の
違

い
を
越
え
て
表
現
し
た
上
演
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
暗
に
批
判

さ
ら
に
、
な
だ
い
な
だ
と
中
村
雄
二
郎
は
言
語
の
崩
壊
と
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
化

解
体
の
関
連
は
フ
ラ
ン
ス
に
特
殊
な
現
象
だ
と
主
張
し
、
石
澤
の
「
劇
内
容

を
日
本
人
の
身
体
感
覚
に
対
応
さ
せ
る
」
演
出
に
疑
問
符
を
投
げ
か
け
て
い

示
し
て
い
る
。

る
。
彼
ら
は
、

日
本
語
が
「
初
め
か
ら
解
体
し
尽
く
し
」
て
い
る
「
モ
ザ
イ
ク

言
語
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
挙
げ
、
さ
ら
に
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
化
に
一

つ
の
固
定
し
た
型
と
い
う
の
を
持
た
な
か
っ
た
」
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
の
例
と
し
て
、
五
月
革
命
の
際
に
「
文
化
」
と
い
う
意
味
の
単
語
「
キ
ュ
ル

け
て
軽
蔑
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
挙
げ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
「
キ
ュ
、

キ
ュ
、
キ
ュ
、
キ
ュ
ル
チ
ュ
ー
ル
」
と
慈
識
的
に
ど
も
っ
て
発
す
る
と
、
そ
の

言
語
の
破
壊
の
中
に
わ
れ
わ
れ
が
絶
対
的
に
思
っ
て
い
た
も
の
、
即
ち
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
文
化
を
破
壊
し
尽
く
す
、
物
理
的
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
精
神
的
な
作
用
が

発
生
す
る
。
そ
れ
は
日
本
と
二
項
対
立
さ
せ
た
際
の
フ
ラ
ン
ス
語
あ
る
い
は
フ

ラ
ン
ス
文
化
に
特
殊
な
現
象
で
あ
る
と
述
べ
、
「
日
本
の
言
葉
の
中
で
イ
ヨ
ネ
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ス
コ
を
や
っ
て
み
た
と
し
た
ら
、
あ
ま
り
意
味
の
な
い
こ
と
に
」
な
る
可
能
性

い
う
普
遍
的
な
問
題
に
繋
が
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

日
本
に
お
い
て
類
似
す

る
言
語
と
文
化
の
問
題
が
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
だ
ろ
う
。
石
澤
は
、
標
準

語
は
地
域
性
を
剥
奪
さ
れ
た
点
に
お
い
て
、
言
語
と
し
て
解
体
さ
れ
た
も
の
だ

と
認
識
し
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
近
代
化
以
降
公
的
な
場
所
で
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
標
準
語
は
、
原
語
を
い
わ
ば
「
直
訳
的
標
準
語
化
」
す
る
翻
訳
刺

に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
た
が
、
石
澤
は
ま
さ
に
そ
の
無
味
乾
燥
な
標
準
語
に
「
隔

(63-

靴
掻
痒
」
の
感
を
鎚
え
た
の
だ
と
当
時
を
顧
み
て
い
る
。
新
思
想
を
求
め
る
イ

ン
テ
リ
の
観
客
を
対
象
に
す
る
に
あ
た
り
、
文
学
性
を
重
視
し
た
翻
訳
劇
を
評

彼
ら
の
指
摘
は
、

を
示
し
て
い
る
。

一
見
す
る
と
西
洋
戯
曲
の
日
本
語
へ
の
翻
訳
不
可
能
性
と

チ
ュ
ー
ル

(culture)
」
が
、
「
尻
」
を
意
味
す
る
「
キ
ュ

(cul)
」
に
引
っ
掛
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本
人
の
身
体
感
覚
」
に
「
対
応
」
さ
せ
た
試
み
で
あ
る
『
禿
の
女
歌
手
』

の
延

価
し
、
選
択
し
た
演
劇
界
に
お
い
て
標
準
語
は
権
威
づ
け
ら
れ
た
言
語
で
あ
っ

た
と
言
え
る
。
先
に
日
本
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
の
言
語
と
し
て
ス
ミ
ス
夫
人
の

山
の
手
言
業
を
挙
げ
た
が
、
彼
女
の
言
葉
遣
い
は
言
語
の
崩
壊
と
共
に
消
え
去

っ
て
し
ま
う
。

つ
ま
り
、
地
域
性
を
剥
奪
さ
れ
た
標
準
語
と
圃
様
、
山
の
手
と

い
う
地
域
性
の
剥
奪
と
い
う
形
で
も
言
語
の
崩
壊
は
表
出
さ
れ
て
い
る
。
以
上

を
踏
ま
え
る
と
、
石
澤
は
山
の
手
言
葉
を
言
語
の
崩
壊
と
共
に
除
去
す
る
こ
と

で
、
新
制
史
に
お
い
て
従
来
権
威
づ
け
ら
れ
て
き
た
味
気
な
い
標
準
語
を
用
い

る
翻
訳
刺
を
批
判
す
る
意
図
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
浮
か
び
上
が
る
。

「
対
応
」
そ
の
後

石
澤
は
、

ふ
~
）

ら
』
で
脚
本
、
演
出
を
担
当
し
た
。
ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
は
観
世
寿
夫
が
、

エ
ス
ト

ラ
ゴ
ン
は
野
村
万
之
丞
が
演
じ
た
。
こ
の
石
澤
の
試
み
は
、
西
洋
戯
曲
を
「
B

長
線
上
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
冥
の
会
の
『
ゴ
ド
ー
を
待
ち
な
が
ら
』

、
、
、

で
は
、
西
洋
戯
曲
を
現
代
の
「
日
本
人
の
身
体
感
覚
」
に
「
対
応
」
さ
せ
よ
う

と
し
た
。
そ
の
手
法
と
し
て
、
伝
統
芸
能
の
役
者
に
西
洋
戯
曲
、
と
り
わ
け
不

条
理
削
と
い
う
前
衛
的
な
作
品
を
、
現
代
の
会
話
口
調
で
演
じ
さ
せ
た
。

冥
の
会
と
は
、
「
能
も
歌
舞
伎
も
新
刺
も
俳
俊
の
み
な
ら
ず
観
客
も
分
か
れ

て
い
る
断
絶
を
埋
め
、
演
劇
を
本
質
的
に
追
及
す
る
こ
と
を
目
的
」
に
掲
げ
、

ふこ

能
と
狂
言
、
新
劇
の
役
者
と
ス
タ
ッ
フ
が
合
同
で
一
九
七

0
年
八
月
に
立
ち
上

げ
た
カ
ン
パ
ニ
ー
で
あ
る
。
七
一
年
八
月
の
第
一
回
公
演
で
は
山
崎
正
和
潤

一
九
七
三
年
九
月
に
冥
の
会
で
上
演
し
た
『
ゴ
ド
ー
を
待
ち
な
が

第
二
節

覚
が
存
す
る
と
考
え
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

「
赤
毛
物
」
と
い
う
あ
る
種
の
様
式
と
み
な
さ
れ
る
演
技
を
常
套
手
段
と
す
る

し
て
、
新
た
な
挑
戦
と
し
て
現
代
的
な
会
話
口
調
で
話
さ
れ
る

演
で
は
渡
辺
守
章
訳
・
演
出
の

『
ア
ガ
メ
ム
ノ
ー
ン
』
と
、
共
に
ギ
リ
シ
ャ
悲

色
、
観
但
栄
夫
演
出
の

『
オ
イ
デ
イ
プ
ー
ス
王
』
、
七
二
年
七
月
の
第
二
回
公

劇
を
上
演
し
た
。
こ
れ
ら
ギ
リ
シ
ャ
劇
の
上
演
は
仮
面
を
用
い
、
詩
的
な
せ
り

ふ
を
発
す
る
な
ど
能
と
共
通
す
る
要
素
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
好
評
を
博
し

た
。
そ
し
て
第
三
回
公
派
の
演
目
に
、
ギ
リ
シ
ャ
劇
の
詩
的
な
文
体
か
ら
一
変

『
ゴ
ド
ー
を
待

ち
な
が
ら
』
が
選
ば
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
伝
統
芸
能
の
手
法
や
様
式
を
用
い

る
こ
と
の
で
き
る
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
で
は
な
く
、
「
な
ま
身
の
裸
の
演
技
者
と
し

て
冒
険
し
て
も
ら
う
」
こ
と
を
狙
っ
た
か
ら
た
と
石
澤
は
述
べ
る
。
つ
ま
り
、

「
能
、
狂
言
の
持
つ
外
面
的
な
様
式
を
こ
わ
せ
る
だ
け
こ
わ
し
て
、
役
者
の
本

質
、
核
み
た
い
な
も
の
は
な
ん
だ
ろ
う
か
を
さ
ぐ
る
た
め
に
は
、
こ
の
作
品
が

岱ー

披
適
と
考
え
た
l

の
だ
っ
た
。
例
え
ば
、
せ
り
ふ
に
つ
い
て
は
「
能
・
狂
言
独

切）

特
な
発
声
術
を
ど
こ
ま
で
変
え
て
日
常
会
話
的
」
な
現
代
の
会
話
に
で
き
る
か
、

お
ど
け
た
り
笑
っ
た
り
と
い
う
狂
言
に
は
あ
る
が
能
に
は
な
い
動
作
を
様
式
を

越
え
て
表
現
で
き
る
か
、
な
ど
の
問
題
に
挑
戦
さ
せ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は

能
、
狂
言
が
持
つ
伝
統
的
な
日
本
人
の
身
体
感
覚
を
反
映
し
た
言
業
や
仕
草
を

削
除
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
翻
訳
刺
を
演
じ
る
新
劇
人
が

中
、
現
代
に
生
き
て
普
段
西
洋
演
劇
を
演
じ
る
こ
と
の
な
い
伝
統
芸
能
の
役
者

か
ら
伝
統
の
要
素
を
差
し
引
い
た
と
こ
ろ
に
現
代
性
の
あ
る
日
本
人
的
身
体
感

本
庄
桂
輔
の
よ
う
に
、
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
に
象
徴
さ
れ
る
救
済
の
希
求
と
い
っ
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た
宗
教
性
を
見
出
し
た
と
し
て
評
価
す
る
見
方
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
上
演
は
意

世
寿
夫
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
で
は
な
く
、
「
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
た
も
の
の
な
か

元｝

か
ら
、
観
客
が
想
像
力
で
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
い
く
と
い
う
構
造
」
を
持
つ
点
に

能
と
の
共
通
点
を
見
出
し
て
演
技
を
試
み
た
が
、
伝
統
芸
能
の
様
式
か
ら
切
り

離
さ
れ
て
文
字
通
り
丸
裸
で
舞
台
に
立
っ
た
役
者
の
演
技
は
、
「
低
調
で
面
白
み

に
欠
け
る
（
中
略
）
素
人
っ
ぽ
さ
が
目
立
つ
」
も
の
と
し
て
観
客
の
目
に
映
っ
た
。

ま
た
、
こ
こ
で
も
石
澤
は
劇
中
に
ギ
ャ
グ
を
ち
り
ば
め
た
、
喜
劇
性
を
重
視
し

ア
ド
リ
ブ
か
定
か
で
な
い
が
、
そ
の
ギ
ャ
グ
の
中
に
「
神
よ
お
恵
み
を
1.
」
と

い
う
せ
り
ふ
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
れ
に
対
し
て
「
こ
れ
は
恐
ら
く
原
作
者
が

｛四

お
さ
え
に
お
さ
え
て
噛
み
殺
し
た
は
ず
の
一
句
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
」
と
批

判
さ
れ
て
お
り
、
喜
劇
性
を
重
視
す
る
こ
と
に
気
を
取
ら
れ
て
、
原
作
の
テ
ー

マ
か
ら
や
や
逸
脱
す
る
箇
所
も
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
同
時
に
、
役
者

が
西
洋
演
測
と
日
本
の
伝
統
芸
能
の
演
技
の
違
い
に
翻
弄
さ
れ
、
原
作
の
解
釈

が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
た
こ
と
も
そ
の
背
景
と
し
て
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
。

佐
和
田
は
、
新
劇
に
お
け
る
翻
訳
劇
受
容
の
変
遷
の
例
の
―
つ
に
『
ゴ
ド
ー

を
待
ち
な
が
ら
』
を
挙
げ
、

五
三
年
に
初
め
て
紹
介
さ
れ
て
六

0
年
に
上
演
さ

れ
る
ま
で
の
問
「
ア
ン
チ
・
テ
ア
ト
ル
」
と
い
う
言
業
が
一
人
歩
き
し
た
結
果
、

パ
リ
初
演
を
普
遍
的
な
模
範
と
み
な
す
傾
向
を
生
み
、
「
日
本
人
が
『
ゴ
ド
ー

を
待
ち
な
が
ら
』
を
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
こ
と
へ
の
関
心
が
き
わ
め
て
希

薄
」
だ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
上
で
、
上
記
し
た
冥
の
会
の
上
演

た
演
出
を
行
っ
た
。
上
演
台
本
を
未
取
得
な
た
め
、
演
出
家
の
指
示
か
演
者
の

た
の
が
冥
の
会
に
お
け
る
『
ゴ
ド
ー
を
待
ち
な
が
ら
』

の
上
演
で
あ
っ
た
と
言

釈
や
、
そ
の
反
対
の
原
作
そ
の
ま
ま
の
西
洋
崇
拝
的
解
釈
で
は
な
く
、
そ
の
中

欲
こ
そ
評
価
さ
れ
た
も
の
の
、
結
果
と
し
て
は
各
所
で
失
敗
と
評
さ
れ
た
。
観

摘
す
る
。

に
西
洋
を
絶
対
的
な
模
範
と
し
な
い
、
「
日
本
人
の
解
釈
に
よ
る
西
洋
演
劇
の

翻
訳
と
上
演
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
」
の
萌
芽
を
読
み
取
り
、
「
一
九

六
0
年
代
の
『
ゴ
ド
ー
を
待
ち
な
が
ら
』
を
新
劇
に
よ
っ
て
上
演
し
た
の
と
は
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全
く
違
う
、
翻
訳
劇
と
向
き
合
う
姿
勢
」
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
鈴

木
忠
志
に
代
表
さ
れ
る
次
世
代
の
ア
ン
グ
ラ
演
劇
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ア
イ

デ
ン
テ
イ
テ
ィ
を
大
き
く
反
映
さ
せ
た
西
洋
演
劇
受
容
の
影
響
が
あ
っ
た
と
指

石
澤
は
、
明
治
初
期
の
翻
案
物
の
よ
う
な
原
作
か
ら
か
け
離
れ
た
日
本
的
解

庸
の
方
法
で
西
洋
戯
曲
の
受
容
を
図
ろ
う
と
し
た
。
彼
の
理
想
と
す
る
西
洋
戯

曲
の
受
容
は
お
そ
ら
く
、
原
作
に
描
か
れ
る
思
想
や
テ
ー
マ
は
文
化
を
越
え
て

受
容
可
能
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
、
西
洋
崇
拝
に
陥
る
こ
と
な
く
、
あ
く

ま
で
原
作
の
内
容
か
ら
逸
脱
せ
ず
に
、

映
し
て
舞
台
に
あ
げ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
青
年
座
に
よ
る
『
禿
の
女
歌
手
』
初

演
は
そ
の
実
践
の
第
一
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
発
展
し
て
、

劇
団
の
枠
も
新
劇
の
枠
も
越
え
て
、
日
本
人
的
感
覚
の
「
現
代
性
」
を
追
及
し

え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
二
作
品
に
お
け
る
石
澤
の
演
出
は
、
た
と
え
上
演
が
失
敗

に
終
わ
っ
た
と
し
て
も
、
「
赤
毛
物
」
に
代
表
さ
れ
る
新
劇
的
な
西
洋
演
劇
受

容
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
模
索
す
る
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
お
い

て
、
日
本
の
演
劇
史
上
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
発
展
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
よ
う
。

H
本
人
的
感
覚
を
せ
り
ふ
や
演
技
に
反
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性
を
損
な
わ
な
い
上
演
で
あ
っ
た
。

演
出
家
石
澤
秀
二
は
戦
後
新
劇
の
中
で
演
劇
観
を
育
ん
だ
が
、
新
劇
が
上
演

す
る
翻
訳
劇
や
オ
ペ
ラ
に
強
い
違
和
感
を
抱
い
て
い
た
。
彼
か
抱
い
た
翻
訳
劇

に
対
す
る
違
和
感
の
根
源
は
、
演
刷
と
し
て
の
芸
術
性
の
高
さ
が
認
め
ら
れ
な

い
翻
訳
劇
の
日
本
語
に
あ
っ
た
。
彼
は
自
身
の
著
作
『
新
削
の
誕
生
』
に
お
い

て
、
明
治
初
期
に
始
ま
る
日
本
派
劇
史
に
お
け
る
西
洋
演
刺
受
容
の
変
遷
を
眺

め
る
中
で
、
原
作
に
描
か
れ
る
思
想
や
宗
教
的
背
景
を
正
確
に
伝
達
す
る
の
で

は
な
く
、
そ
れ
ら
を
日
本
の
状
況
に
沿
う
よ
う
に
宵
き
換
え
て
し
ま
う
翻
案
劇

は
、
そ
の
換
骨
奪
胎
の
甚
だ
し
さ
故
に
西
洋
演
刺
の
受
容
と
し
て
推
奨
す
べ
き

も
の
と
は
評
価
し
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
原
作
を
忠
実
に
伝
達
し
、
内
容
や
思

想
を
正
確
に
訳
出
す
る
翻
訳
劇
を
評
価
し
て
も
い
な
い
。
翻
訳
劇
に
お
い
て
直

視
さ
れ
た
内
容
の
正
確
な
伝
達
、
即
ち
文
学
性
の
重
視
は
読
み
物
と
し
て
は
必

須
で
あ
る
も
の
の
、
上
演
を
前
提
と
し
て
創
造
さ
れ
た
芸
術
で
あ
る
演
劇
作
品

と
し
て
と
ら
え
た
場
合
、
芸
術
性
に
乏
し
い
か
ら
で
あ
る
。
改
良
歌
舞
伎
と
新

派
が
主
に
採
用
し
た
翻
案
劇
と
、
新
刺
が
採
用
し
た
翻
訳
劇
と
い
う
二
項
対
立

で
演
劇
史
を
顧
み
る
と
、
新
劇
の
抱
え
る
問
題
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
そ
の
問

題
と
は
、
舞
台
上
で
は
違
和
感
の
あ
る
日
本
語
の
使
用
で
あ
り
、
舞
台
に
あ
げ

る
こ
と
だ
け
が

H
的
と
な
り
、
正
確
に
解
釈
す
る
こ
と
な
く
次
々
と
流
行
を
追

う
新
劇
全
体
の
姿
勢
で
あ
る
。
彼
が
求
め
た
西
洋
演
劇
の
受
容
は
、
日
本
人
と

し
て
文
化
を
越
え
て
内
容
を
正
確
に
解
釈
し
、
な
お
か
つ
演
劇
と
し
て
の
芸
術

ま
と
め
に
か
え
て

坪
内
逍
遥
の
如
く
理
論
の
後
に
実
践
を
試
み
た
と
ま
で
は
言
わ
な
い
が
、
『
新

劇
の
誕
生
』
の
四
年
後
、
石
澤
が
西
洋
演
劇
の
受
容
に
関
す
る
実
践
に
踏
み
切

九
六
八
年
の
青
年
座
に
よ
る
初
演
は
、
創
作
測
だ
け
を
上
演
す
る
と
い
う
従
来

の
劇
団
方
針
に
風
穴
を
開
け
る
挑
戦
と
し
て
も
位
骰
付
け
ら
れ
た
。
日
本
人
の

身
体
感
化
に
「
対
応
」
さ
せ
た
上
演
台
本
は
、
音
心
味
取
視
の
直
訳
で
は
失
わ
れ

か
ち
な
、
本
来
作
品
が
持
つ
喜
劇
的
要
素
を
維
持
し
た
表
現
を
成
功
さ
せ
る
結

果
を
も
た
ら
し
た
。
さ
ら
に
、
「
対
応
」
は
戯
曲
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
原
作

の
副
題
で
示
さ
れ
る
「
anti
,
 
piece
」
の
要
素
を
当
時
の
日
本
演
劇
界
に
お
い

て
「
対
応
」
さ
せ
る
に
あ
た
り
、
反
新
劇
の
姿
勢
を
舞
台
に
表
出
さ
せ
た
。
そ

れ
は
新
劇
に
は
び
こ
っ
て
い
た
近
代
リ
ア
リ
ズ
ム
削
の
傾
向
に
対
す
る
反
慈
と

し
て
、
特
に
演
技
の
而
で
表
出
さ
れ
た
。
新
削
団
で
あ
り
な
が
ら
反
新
劇
を
叫

び
、
同
時
に
従
来
の
新
劇
と
同
様
の
匝
洋
演
劇
の
上
演
に
よ
っ
て
革
新
を
興
そ

か
し
、
彼
が
新
た
な
演
刺
ジ
ャ
ン
ル
を
な
す
ア
ン
グ
ラ
涼
劇
に
共
感
を
示
し
な

が
ら
も
一
線
を
画
し
、
あ
く
ま
で
新
刺
と
し
て
実
践
を
行
っ
た
点
こ
そ
が
彼
の

真
価
で
あ
ろ
う
。
ア
ン
グ
ラ
演
劇
運
動
が
台
頭
し
、
そ
の
陰
に
隠
れ
か
ち
な
六

0
年
代
の
新
刺
で
あ
る
が
、
創
作
劇
の
上
演
や
武
智
歌
舞
伎
に
代
表
さ
れ
る
伝

統
回
帰
的
な
試
み
の
他
に
、
西
洋
演
刺
の
受
容
に
し
が
み
つ
き
、
文
化
を
越
え

た
正
確
な
上
演
を
通
し
て
従
来
と
異
な
る
新
劇
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み

が
新
劇
内
部
で
起
こ
っ
た
と
い
う
点
で
、
日
本
の
演
劇
史
に
お
い
て
意
義
深
い

上
演
で
あ
っ
た
と
評
価
す
べ
き
だ
ろ
う
。
新
劇
は
伝
統
を
排
除
す
る
こ
と
で
始

う
と
し
た
こ
と
は
、

一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

っ
た
の
が
、
イ
ヨ
ネ
ス
コ
の
処
女
作
『
禿
の
女
歌
手
』
の
上
派
で
あ
っ
た
。
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『
禿
の
女
歌
手
」

の
青
年
座
初
演
は
評
価
に
値
す
る
だ
ろ
う
。

ま
っ
た
が
、
石
澤
の
試
み
は
従
来
の
新
劇
を
拒
絶
す
る
の
で
は
な
く
、
新
劇
の

そ
の
後
、
石
澤
は
観
世
寿
夫
、
野
村
万
之
丞
ら
伝
統
芸
能
の
役
者
た
ち
と
『
ゴ

ド
ー
を
待
ち
な
が
ら
』
を
上
演
す
る
が
、
こ
れ
は
『
禿
の
女
歌
手
』

で
実
践
し

た
西
洋
演
劇
受
容
の
方
法
に
さ
ら
に
「
現
代
性
」
を
希
求
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
試
み
は
残
念
な
が
ら
失
敗
に
終
わ
っ
た
も
の
の
、
明
治
初
期
に
そ
の

始
ま
り
を
置
き
な
が
ら
実
現
せ
ぬ
ま
ま
に
続
い
て
き
た
、
西
洋
を
模
範
と
し
て

新
し
く
日
本
独
自
の
演
劇
を
確
立
す
る
た
め
の
西
洋
演
削
の
受
容
の
実
践
で
あ

っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
試
み
の
前
身
と
な
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
も

註(
l
)

岡
田
正
子
「
不
条
理
の
条
理
」
『
悲
劇
喜
劇
』
早
川
苫
房
、
一
九
九

0
年
、
四

七
万
号
、
五
―
-
I

五
四
頁
。
パ
リ
で
ベ
ラ
・
レ
ー
ヌ
・
シ
ス
テ
ム
を
共
に
学
ん

だ
岡
田
正
子
に
バ
タ
イ
ユ
が
語
っ
た
言
業
。
岡
田
正
子
は
彼
の
来
日
公
演
の
通
訳

を
務
め
た
り
、
彼
の
日
本
で
の
演
技
講
座
を
運
営
し
た
り
と
、
親
密
な
交
流
が
あ

っ
た
。

(
2
)
 
M
a
r
t
i
n
 Esslin, 
T
h
e
 T
h
e
a
t
r
e
 o
f
 the A
b
s
u
r
d
,
 
N.Y.: 
D
o
u
b
l
e
d
a
y
,
 1961: 

r
e
v
i
s
e
d
 u
p
d
a
t
e
d
 ed., 
N
e
w
 Y
o
r
k
,
 O
v
e
r
l
o
o
k
 Press. 1973. p.112. 

(3)

タ
イ
ナ
ン
と
の
論
争
は
ロ
ン
ド
ン
の
オ
プ
ザ
ー
バ
ー
紙
上
で
行
わ
れ
た
他
、
モ

ン
ド
紙
の
ロ
バ
ー
ト
・
ケ
ン
プ
に
は
「
今
日
の
演
劇
に
お
い
て
取
る
に
足
り
な
い

存
在
」
と
批
判
さ
れ
、
フ
ィ
ガ
ロ
紙
の
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
・
ゴ
ー
チ
ェ
か
ら
は
「
私

は
イ
ヨ
ネ
ス
コ
氏
が
何
か
を
言
お
う
と
し
て
い
る
と
思
わ
な
い
。
」
と
評
さ
れ
た
。

(
4
)

朝
吹
登
水
子
「
海
外
演
刺
手
帖
」
『
新
劇
』
白
水
社
、
一
九
五
六
年
―
一
月
、

三
二
号
、
七
二
I

七
五
頁
。
「
イ
オ
ネ
ス
コ
は
、
ア
ダ
モ
フ
、
ベ
ケ
ッ
ト
た
ち
と

共
に
ア
ヴ
ァ
ン
・
ギ
ャ
ル
ド
の
一
人
で
あ
る
。
」
と
『
椅
子
』
の
舞
台
写
真
と
と

伝
統
の
中
か
ら
新
た
な
新
劇
を
生
み
だ
そ
う
と
し
た
の
だ
。

も
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
尚
、
こ
こ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
九
五
六
年

T
h
e
a
t
r
e
 d
e
s
 C
h
a
m
p
s
 ,
 
E
l
y
s
e
e
s
に
て
行
わ
れ
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
モ
ー
ク
レ
ー

の
新
演
出
が
評
判
と
な
っ
た
再
演
で
あ
る
。

(
5
)

一
九
五

0
年
代
か
ら
六

0
年
ま
で
の
日
本
に
お
け
る
イ
ヨ
ネ
ス
コ
、
ベ
ケ
ッ

ト
、
ア
ダ
モ
フ
ら
の
紹
介
に
関
し
て
は
、
風
間
研
「
一
九
六

0
年
、
日
本
に
お

ttる
ア
ン
チ
・
テ
ア
ト
ル
：
イ
ヨ
ネ
ス
コ
と
ベ
ケ
ッ
ト
は
い
か
に
し
て
輸
入
さ

れ
た
か
」
『
日
本
福
祉
大
学
研
究
紀
要
』
一
九
八
七
年
、
七
四
巻
一
二
号
、
一
―
―
―

-

1

一
七
六
頁
に
詳
し
い
。

(
6
)

一
九
六

0
年
九
月
二
五

H
に
荒
川
哲
生
演
出
で
文
学
座
ア
ト
リ
エ
に
て
上
派

さ
れ
た
。
―
二
月
一
六
日
同
上
演
が
日
立
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ホ
ー
ル
で
も
行
わ
れ

た
。
パ
リ
初
派
は
一
九
五
一
年
。

(7)

六
0
年
一

0
月
一
五
ー
ニ
―

□

荒
川
哲
生
演
出
で
文
学
座
ア
ト
リ
エ
に
て
上

演
。
パ
リ
初
演
は
一
九
六

0
年。

(
8
)

六
一
年
二
月
―
二
、
一
三
日
に
荒
川
演
出
で
文
学
座
ア
ト
リ
エ
の
会
が
文
学

座
ア
ト
リ
エ
に
て
、
「
授
業
』
と
二
本
立
て
で
上
演
。
戯
曲
全
集
で
は
タ
イ
ト

ル
を
I

先
生
（
指
導
者
）
』
と
表
記
。
パ
リ
初
演
は
一
九
五
三
年
。

(9)

六
一
年
八
月
に
荒
川
演
出
で
文
学
廂
ア
ト
リ
エ
の
会
が
文
学
座
ア
ト
リ
エ
に

て
L
5油
。
パ
リ
初
演
は
一
九
五
二
年
。

(10)

六
五
年
―
二
月
に
演
削
座
が
宮
原
康
太
郎
演
出
で
上
演
。
日
本
初
演
時
の
タ

イ
ト
ル
は
『
ア
メ
デ
、
ま
た
は
死
体
処
理
法
』
。
竹
内
健
訳
を
使
用
。
パ
リ
初

演
は
一
九
五
四
年
。

(11)

六
四
年
九
月
1

1
0
月
に
俳
優
小
劇
場
が
早
野
寿
郎
演
出
で
、
「
授
業
』
と

二
木
立
て
で
上
演
。
パ
リ
初
演
は
一
九
六
二
年
。

(12)

六
五
年
―
―
一
月
に
演
刺
座
が
宮
原
康
太
郎
演
出
で
上
演
。
日
本
初
演
時
の
タ

イ
ト
ル
は
『
ジ
ャ
ガ
イ
モ
は
神
聖
だ
』
。
宮
原
康
太
郎
訳
を
使
用
。
パ
リ
初
演

は
一
九
五
五
年
。

(
1
3
)諏
訪
正
訳
「
禿
の
女
歌
手
」
『
三
田
文
学
[
第
一
而
~
]
』
三
田
文
学
会
ヽ
一
九

五
八
年
―
一
月
、
四
八
巻
五
号
、
二
八
ー
四
七
頁
。
五
八
年
の
沢
で
は
、
終
硲

に
マ
ー
チ
ン
夫
人
が
第
一
場
の
ス
ミ
ス
夫
人
の
最
初
の
せ
り
ふ
を
繰
り
返
す
ト

害
き
は
あ
る
が
、
繰
り
返
す
せ
り
ふ
そ
の
も
の
は
カ
ッ
ト
さ
れ
た
。
ま
た
、
「
他
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の
い
く
つ
か
の
可
能
な
、
未
発
表
の
船
切
れ
」
も
カ
ッ
ト
さ
れ
た
。
そ
の
他
、

言
語
の
崩
壊
の
場
面
に
お
け
る
言
菓
遊
び
の
訳
を
中
心
に
、
一
九
六
九
年
に
出

版
さ
れ
た
『
イ
ヨ
ネ
ス
コ
戯
曲
全
集
l
]
の
諏
訪
訳
[
未
欠
の
女
歌
手
』
と
の
追

い
が
随
所
に
み
と
め
ら
れ
、
修
正
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(14)

諏
訪
正
訳
の
『
禿
の
女
歌
手
j

は
一
九
六
九
年
に
出
版
さ
れ
た

7'
ヨ
ネ
ス

コ
全
戯
曲
集
ー
」
に
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、
五
八
年
の
「
三
田
文
学
』
に
掲
載

し
た
翻
訳
か
ら
修
正
を
加
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

(15)

石
澤
秀
二
『
新
劇
の
誕
生
』
紀
伊
國
屋
苔
店
、
一
九
六
四
年
、
二
四
頁
。

(16)

こ
の
翻
訳
の
刊
行
は
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
で
あ
る
が
、
明
治
三
四
年

七
月
に
伊
井
蓉
峰
一
座
が
明
治
座
に
て
ぷ
成
堂
珍
事
の
場
々
と
ベ
ム
演
演
説
の

場
ク
を
上
演
し
た
。
そ
の
際
に
「
そ
の
前
年
の
六
月
二
十
一
日
に
、
棘
腕
で
お

そ
れ
ら
れ
た
政
友
会
院
内
総
理
東
京
市
会
議
員
の
星
亨
が
、
市
役
所
で
伊
庭
想

太
郎
に
剌
殺
さ
れ
た
事
件
を
当
て
込
ん
だ
も
の
」
（
河
竹
登
志
夫
「
翻
訳
劇
事
始
」

「
悲
劇
喜
劇
』
一
九
七
一
年
二
月
、
二
四
巻
二
号
‘
-
0
1
一
七
頁
）
と
し
て

上
演
さ
れ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。

(17)

石
澤
、
前
掲
闘
―
―
四
頁
。

(18)

石
澤
、
同
前
、
ー
ニ
七
頁
。

(19)

『
ト
ス
カ
』
の
王
な
上
演
と
し
て
石
澤
は
以
下
四
つ
上
演
を
挙
げ
て
い
る
。

明
治
二
四
年
歌
舞
伎
座
に
て
上
演
の
福
地
桜
痴
翻
案
『
舞
扇
恨
之
刃
』
は
、
歌

舞
伎
劇
で
あ
っ
た
。
明
治
四

0
年
新
富
座
上
演
の
田
口
掬
汀
翻
案
「
熱
血
」
は
、

ほ
ぽ
原
作
通
り
の
翻
案
上
演
で
あ
っ
た
も
の
の
、
人
名
は
日
本
で
衣
装
や
カ
ッ

ラ
は
西
洋
と
い
う
ち
ぐ
は
ぐ
な
舞
台
造
形
と
、
女
形
の
不
自
然
さ
が
批
判
さ
れ

た
。
大
正
一
一
年
帝
国
劇
場
上
演
の
松
居
松
栄
訳
『
ト
ス
カ
』
は
、
脚
本
未
入
手

の
た
め
多
く
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
昭
和
一
亨
八
年
文
学
座
上
演
の
安

堂
信
也
訳
・
三
島
由
紀
夫
潤
色
・
戌
井
市
郎
演
出
『
ト
ス
カ
』
を
文
学
的
、
演

劇
的
に
完
全
な
上
演
と
表
現
し
て
い
る
。

(20)

石
澤
、
前
掲
書
、
一
―
-
＿
四
頁
。

(21)

石
澤
、
同
前
、
一
五
二
頁
。

(22)

石
澤
、
同
前
、
一
―
六
頁
。

(23)

小
lll内
煎
「
俳
優
D
君
へ
」
菅
井
幸
雄
編
「
小
山
内
煎
演
刺
論
全
集
』

一巻、

未
来
社
、
一
九
六
四
年
、
一

0
1
-
1
0
三
頁
。
初
出
は
『
演
藝
画
報
』
演
藝
画

報
社
、
一
九

0
九
年
一
月
、
七
五
I

七
八
頁
。

(24)

小
山
内
煎
「
築
地
小
劇
場
と
私
」
同
前
、
二
巻
、
四
ニ
ー
四
四
頁
。

(25)

例
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
座
談
会
が
開
か
れ
て
い
る
。
遠
藤
伯
吾
[
他
]
「
新
劇

は
ど
う
進
む
？
ー
創
作
劇
を
中
心
に
（
座
談
会
）
」
『
悲
刺
密
劇
j

―
九
五
二
年

七
月
、
六
巷
七
号
、
六
ー
ニ
五
頁
。
菅
原
占
+
[
他
]
「
創
作
劇
上
演
の
根
本
問
題
（
座

談
会
）
」
『
新
劇
』
一
九
五
五
年
一
一
月
、
一
―
巻
一
一
号
、
ヒ
七
ー
八
八
頁
。
秋
田
雨

雀
「
創
作
劇
の
流
れ
を
辿
る
（
座
談
会
）
」
「
新
劇
j

―
九
五
五
年
八
月
、
一
七
巻

八
号
、
八
八
I

九
五
頁
。
芥
川
比
呂
志
[
他
]
「
創
作
刺
を
待
望
す
（
鼎
談
ご
[
新

劇
』
一
九
万
五
年
九
月
、
一
八
巻
九
号
、
六
七
I

七
八
頁
。

(26)

劇
団
裳
の
『
ロ
メ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』
演
出
の
た
め
に
来
日
し
た
マ
イ
ケ
ル
・

ベ
ン
ト
ー
ル
が
赤
毛
物
の
メ
イ
ク
を
見
て
「
ガ
ス
燈
時
代
の
メ
ー
キ
ャ
ッ
プ
」
と

一
ゴ
ロ
っ
た
よ
う
に
、
現
代
的
な
氾
燈
の
照
明
下
で
旧
式
の
メ
イ
ク
の
役
者
が
演
じ
る

と
い
う
ち
ぐ
は
ぐ
な
現
象
が
実
在
し
て
い
た
。
（
小
波
蔵
保
好
「
ニ
セ
西
洋
人
」
「
悲

削
喜
制
』
一
九
六
八
年
九
月
、
ニ
―
巻
九
号
、
一
九
I

二
三
頁
。
）

(27)

割
合
に
関
し
て
は
劇
団
文
学
座
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
上
演
史

^
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北
g

に
筆
者
が
符
出
。

(28)

割
合
に
関
し
て
は
「
戦
後
新
劇
上
演
目
録
(
-
九
四
五
ー
五
八
年
）
」
『
新
劇
』

一
九
五
九
年
、
六
七
巻
、
一
―
六
ー
一
三
五
頁
を
枯
に
箪
者
が
符
出
。

ち
な
み
に
、
俳
俊
座
所
城
の
千
田
是
也
は
、
「
文
学
座
は
一
九
四
回
の
公
演
で

一
四
二
の
作
品
を
上
演
し
た
。
そ
の
う
ち
翻
訳
制
は
四
三
本

(

1

1

一
六
％
）
、
創
作

劇
は
九
九
本
（
六
四
％
）
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
俳
優
座
の
場
合
は
、
九
三
回
の

公
演
で
八
二
本
の
脚
本
を
上
演
し
た
。
そ
の
う
ち
翻
訳
削
が
一
一
五
本
、
翻
案
が
一
、

あ
わ
せ
て
二
七
％
、
創
作
劇
が
六
六
本
（
七
三
％
）
で
あ
っ
た
。
」
と
『
千
田
是

也
演
劇
論
集
第
二
巻
二
九
五

0
1
一
九
五
四
年
演
刺
大
衆
化
と
俳
優
座
劇

場
建
設
』
未
来
社
、
一
九
八

0
年
、
三
五

0
頁
に
て
述
べ
て
い
る
が
、
文
献
、
符

出
方
法
と
も
に
不
明
な
た
め
、
参
考
と
す
る
に
と
ど
め
る
。

(29)

佐
和
田
敬
司
『
現
代
演
劇
と
文
化
の
混
沿

i

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
先
住
民
演
劇
と

日
本
の
翻
訳
削
と
の
出
会
い
』
早
稲
田
大
学
出
版
、
—

1
0
0
六
年
。
こ
こ
で
は
、
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日
本
に
お
け
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
戯
曲
上
演
に
お
け
る
異
文
化
接
触
と
混
沿
に
つ

い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
第
一
章
は
「
翻
訳
劇
の
誕
生
と
変
容
」
と
題
し
て
、

新
劇
運
動
の
開
始
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
翻
訳
劇
の
変
遷
を
詳
し
く
論
じ
て
い

る。

(30)

渡
辺
淳
「
青
年
座
と

4

創
作
劇
路
線
こ
『
テ
ア
ト
ロ
』
テ
ア
ト
ロ
社
、
一
九
七

八
年
一

0
月
、
四
二
八
巻
、
五

0
頁。

(31)

渡
辺
、
同
前
、
五
一
頁
。

(
3
2
)「
青
年
座
が
初
の
翻
訳
劇
を
上
演
—
「
禿
の
女
歌
手
」
ー
」
『
読
売
新
聞
』
一
九

六
八
年
九
月
二
四
日
付
夕
刊
―
二
頁
は
、
そ
の
翌

H
か
ら
始
ま
る
公
演
の
紹
介
記

事
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
前
衛
刺
へ
の
手
が
か
り
を
求
め
て
い
く
の
は
か
ね
て
か

ら
の
方
針
だ
っ
た
。
し
か
し
創
作
劇
で
と
い
う
と
、
作
品
的
に
な
か
な
か
む
ず
か

し
い
点
も
あ
る
か
ら
ー
」
と
い
う
刺
団
員
の
発
言
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(33)

劇
団
青
年
座
第
四
一
回
公
演
「
禿
の
女
歌
手
』
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
一
九
六
八
年
九

月
、
三
頁
。

(34)

石
澤
秀
二
氏
に
よ
る
―

1
0
一
四
年
八
月
二
八
日
、
二
三
時
四
六
分
の
フ
ェ
イ
ス

プ
ッ
ク
ヘ
の
投
稿
。
尚
、
石
澤
氏
と
宜
者
の
フ
ェ
イ
ス
プ
ッ
ク
上
で
の
や
り
取
り

は
、
「
私
の
一
文
に
典
味
を
寄
せ
る
フ
ェ
イ
ス
プ
ッ
ク
仲
間
に
も
読
ま
れ
る
こ
と

を
念
頭
に
置
い
た
」
と
い
う
氏
の
意
向
に
よ
り
、
石
澤
氏
の
個
人
ペ
ー
ジ
で
の
投

稿
と
い
う
形
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。

^
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(35)

劇
団
存
年
座
、
前
掲
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
三
頁
。

(36)

石
澤
、
前
掲
フ
ェ
イ
ス
プ
ッ
ク
、
二

0
一
四
年
九
月
二
五
日
一
六
時
四
九
分
の

投
稿
。

(37) 
E
u
g
e
n
e
 Ionesco, N
o
t
e
s
 et 
C
o
n
t
r
e
 ,
 
notes, 
Galllimard, 
1966. 
(
日
本
語

訳
は
、
大
久
保
輝
臣
訳
「
そ
の
他
の
ノ
ー
ト
」
『
ノ
ー
ト
・
反
ノ
ー
ト
』
白
水
社
、

一
九
七

0
年
、
ニ
ニ

0
頁
よ
り
引
用
。
）

(
3
8
)ニ
コ
ラ
・
バ
タ
イ
ユ
著
、
岡
田
正
子
訳
『
私
の
演
出
論
~
小
空
間
と
想
像
力
』

早
川
害
房
、
一
九
八
六
年
、
一
八
ー
一
九
頁
。
第
一
章
の
終
り
か
ら
第
二
章
に
か

け
て
ニ
コ
ラ
・
バ
タ
イ
ユ
と
イ
ヨ
ネ
ス
コ
の
出
会
い
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

M
o
n
i
q
u
e
 saint ,
 
C
o
m
e
の
名
は
エ
ス
リ
ン
の
前
掲
苔
、
一
―

0
頁
に
も
登
場
す
る
。

(39)

出
演
者
と
主
要
ス
タ
ッ
フ
は
以
下
の
通
り
。
ス
ミ
ス
氏
11

中
台
祥
浩
、
ス
ミ
ス

夫
人
11

東
恵
美
子
、
マ
ー
チ
ン
氏
11

森
塚
敏
、
マ
ー
チ
ン
夫
人
11

今
井
和
子
、
消

防
隊
長
11

溝
井
哲
夫
、
メ
ア
リ
イ
11

山
岡
久
乃
・
木
下
浄
子
（
ダ
プ
ル
キ
ャ
ス
ト
）
。

訳
・
演
出
11

石
澤
秀
二
、
美
術
11

高
田
一
郎
、
照
明
11

浅
沼
貢
、
音
評
11

秦
和
夫
、

舞
台
監
将
11

綾
部
郁
郎
、
製
作
11

金
井
彰
久
。

(40)

「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
派
出
と
舞
台
美
術
」
『
H
本
演
劇
学
会
紀
要
』
日
本
演
劇
学
会
、

一
九
八
七
年
、
二
五
号
、
一
ー
ニ
ニ
頁
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
一
九
八
六
年
五
月
一

七
H
に
武
蔵
野
美
術
大
学
に
て
、
岩
淵
達
治
の
司
会
の
も
と
石
澤
秀
―
-
、
高
田
一

郎
（
青
年
座
『
禿
の
女
歌
手
』
初
演
で
舞
台
美
術
を
担
当
）
、
吉
井
橙
雄
の
四
名

で
行
わ
れ
た
。

(41) 
E
u
g
e
n
e
 Ionesco. 
T
h
e
a
t
r
e
 C
o
m
p
/
e
t
,
 G
a
l
l
i
m
a
r
d
.
 Paris, 
1954. p.37. 

(42) 
M
a
u
r
i
c
e
 Rheims• 

D
i
c
t
i
o
n
n
a
i
r
e
 
d
e
s
 M
o
t
s
 S
a
苔
a
g
e
s
:ecrivains 
d
e
s
 

X
J
X
e
 et x
x
e
 siecles. L
a
r
o
u
s
s
e
.
 1969. p.452. 

(43)

佐
々
木
敏
光
「
『
禿
の
女
歌
手
』
の
《
L
e
f
e
u
》
（
火
）
と
い
う
詩
に
つ
い
て
」
『
立

命
館
文
学
j

、
一
九
七
四
年
九
月
、
三
五

0
号
、
六
―
-
I
七
八
頁
。

(44) 
M
i
c
h
a
e
l
 I
s
s
a
c
h
a
r
o
f
f
•
D

苔
o
u
r
s
e
a
s
 P
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
,
 S
t
a
n
f
o
r
d
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 

Press, 1989. p
p
.
1
2
1
 ,
 
122. 

(45)

石
澤
、
前
掲
フ
ェ
イ
ス
プ
ッ
ク
、
―

1
0
一
四
年
八
月
一
―

1

一
日
、
二

0
時
九
分
の

投
稿
。

(46) 
Ionesco. Ibid 

•. 

1954. p.41. 

(47)

石
澤
秀
二
訳
、
七
H
年
座
第
四
一
回
公
演
『
禿
の
女
歌
手
j

上
演
台
本
、
六
八
ー

六
九
頁
。

(48)

石
澤
、
前
掲
フ
ェ
イ
ス
プ
ッ
ク
、
二

0
一
四
年
八
月
一
三
日
の
投
稿
。

(49)

石
澤
、
前
掲
フ
ェ
イ
ス
プ
ッ
ク
、
二

0
一
四
年
八
月
二
八
日
の
投
稿
。

(50)

石
澤
、
前
掲
フ
ェ
イ
ス
プ
ッ
ク
、
―

1
0
一
四
年
八
月
一
九
日
、
一
八
時
二
五
分

の
投
稿
。

(51) 
Ionesco, 
Ibid 

•. 

1966, 
(
B＊
↑
謡
g
叩

mti
、十八

IAm沐
細
呼

E
i印
i

、辛訓幻掲土口、

ー
一
九

0
頁
よ
り
引
用
。
）

石
澤
、
前
掲
フ
ェ
イ
ス
プ
ッ
ク
、
二

0
一
四
年
九
月
二
五
日
の
投
稿
。

石
澤
、
前
掲
フ
ェ
イ
ス
プ
ッ
ク
、
―

1
0
一
四
年
八
月
一
九
日
の
投
稿
。

53 52 
、-

一
八
九
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(54)

例
え
ば
、
二
組
の
夫
婦
が
会
話
を
始
め
る
第
七
場
（
石
澤
訳
で
は
第
七
屎
）
の

最
初
の
以
下
の
せ
り
ふ

ス
ミ
ス
氏

ウ
ム
。

沈
黙

ス
ミ
ス
夫
人
フ
ム
、
フ
ム
。

沈
黙

マ
ー
チ
ン
夫
人
フ
、
フ
ン
、
フ
ム
。

沈
黙

マ
ー
チ
ン
氏
ウ
ム
、
フ
ウ
ム
。
フ
ム
、
ウ
ム
。

沈
黙

こ
こ
の
せ
り
ふ
は
、
そ
の
時
々
の
客
席
の
雰
囲
気
を
読
み
、
「
沈
黙
」
の
長
さ

を
俳
優
が
調
整
し
て
滑
稽
さ
が
生
じ
る
よ
う
、
石
澤
は
俳
俊
に
指
示
を
出
し
た
。

(55)

石
澤
、
前
掲
フ
ェ
イ
ス
プ
ッ
ク
、
二

0
一
四
年
九
月
二
斤
日
の
投
稿
。

(56)

石
澤
、
同
詢
フ
ェ
イ
ス
プ
ッ
ク
。

(57)

渡
辺
、
前
掲
、
五
三
頁
。

(58)

渡
辺
、
同
前
、
五
三
頁
。

(
5
9
)宮
原
庸
太
郎
「
イ
オ
ネ
ス
コ
の
卵
•
石
沢
演
出
の
卵
」
『
新
制
』
一
九
六
八
年

―
二
月
号
、
八
二
頁
。

(60)

東
京
新
聞
、
一
九
六
八
年
一

0
月
一
日
付
記
事
（
大
笹
吉
雄
『
新
日
本
現
代

演
劇
史
4
i
大
学
紛
争
篇
一
九
六
七
ー
一
九
七

0
』
中
央
公
論
社
、
二

0
1
0年、

三
九
七
頁
よ
り
引
用
）
。

(61)

な
だ
い
な
だ
、
中
村
雄
二
郎
「
対
談
？
イ
ヨ
ネ
ス
コ
の
世
界
」
『
新
劇
』
一
九

六
九
年
―
二
月
、
四
O
I
五
六
頁
。

(62)

な
だ
、
中
村
、
同
前
、
四
O
I
五
六
頁
。

(63)

石
澤
、
前
掲
フ
ェ
イ
ス
プ
ッ
ク
、
八
月
二
八

H
の
投
稿
。

(64)

紀
伊
展
屋
ホ
ー
ル
に
て
九
月
五
日
1

一
六
日
に
上
演
さ
れ
た
。
ポ
ッ
ツ
ォ
は
観

世
静
夫
、
ラ
ッ
キ
ー
は
田
森
敏
一
（
肖
年
座
）
が
演
じ
た
。

(65)

大
笹
吉
雄
『
新
日
本
現
代
演
劇
史
別
巻
玉
大
学
紛
争
篇
一
九
七
一
ー
一
九
七

（
な
か
が
わ
・
と
み
こ

演
劇
学

―
-
』
中
央
公
論
社
、
二

0
1
0
年
、
一
六
四
1

一
六
五
頁
。

(66)

大
笹
、
同
前
、
一
六
五
頁
に
よ
る
と
、
「
観
惟
寿
夫
、
観
世
栄
夫
、
観
世
静
夫

（
の
ち
八
枇
観
世
鋏
之
丞
）
の
観
批
三
兄
弟
を
は
じ
め
、
野
村
万
之
丞
、
野
村
万
作
、

関
弘
子
、
山
岡
久
乃
、
森
塚
敏
、
山
崎
正
和
、
天
野
二
郎
、
早
野
寿
郎
、
石
澤
秀

二
ら
」
が
結
成
し
た
と
記
し
て
い
る
。

(67)

「
能
・
狂
言
の
役
者
主
役
に
ゴ
ド
ー
を
待
ち
な
が
ら
ペ
ケ
ッ
ト
の
前
衛
劇

上
演
」
E

朝
日
新
聞
』
東
京
版
、
一
九
七
一
嘉
一
年
九
月
五
日
夕
刊
、
九
頁
一
段
。

(68)

「
五
役
者
の
本
質
探
る
：
狂
言
の
ガ
之
丞
ら
「
冥
の
会
」
「
ゴ
ド
ー
を
待
ち
な
が
ら
l

に
挑
戦
」
『
読
売
新
聞
』
、
一
九
七
三
年
九
月
一
日
夕
刊
、
九
頁
。

(69)

石
澤
、
前
掲
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
、
八
月
二
八
日
の
投
稿
。

(70)

観
世
寿
夫
自
身
の
発
言
。
前
掲
「
朝
日
新
聞
』
。

(71)

「
立
欲
は
買
う
が
失
敗
能
・
狂
言
俳
俊
の
前
衛
劇
「
ゴ
ド
ー
を
待
ち
な
が
ら
」
」

「
朝
日
新
聞
』
東
京
版
、
一
九
七
三
年
九
月
―
―
一
日
夕
刊
、
九
頁
。

(72)

「
ス
テ
ー
ジ
」
『
読
光
新
聞
』
、
一
九
七
三
年
九
月
―
一
日
夕
刊
、
九
頁
。

(73)

佐
和
田
、
前
掲
苫
、
六
八
頁
。

(74)

佐
和
田
、
同
郎
、
七
一
頁
。

(75)

佐
和
田
、
同
前
、
七

0
頁。

附
記本

稿
の
調
在
に
あ
た
り
、
脊
年
座
初
演
の
演
出
を
勤
め
た
石
澤
秀
二
氏
か
ら
、
木
発

表
の
上
演
台
本
の
提
供
を
は
じ
め
、
打
直
な
ご
教
示
、
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
。
末
策

な
が
ら
原
く
御
礼
巾
し
上
げ
ま
す
。

博
士
課
程
学
生
）
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