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洋
等
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曲
」
の
一
側
面
―
―

松

木

博

序

鴎
外
が
演
劇
改
良
論
争
に
関
わ
っ
て
行
く
際
に
使
用
し
た

「看
客
」
と
い
う
語
が
あ
る
。
別
に
鴎
外
は
特
異
な
意
味
に
用
い
て
い
た
わ
け
で

は
な
く
、
ご
く
普
通
に
、
劇
場
に
足
を
運
ん
で
演
劇
を
鑑
賞
し
て
い
る
人
々
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
論
争
の
中
で
は
妙
に
新
鮮
な

印
象
を
与
え
る
語
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
形
で
文
中
に
登
場
し
て
来
て
い
た
。

第
十
六
と
十
七
世
紀
と
の
間
に
至
り
て
、
欧
の
演
劇
は
正
劇
と
楽
劇
と
の
二
種
に
分
れ
た
り
。
楽
劇
は
糸
竹
に
和
し
て
歌
ひ
且
働
作
す

る
も
の
な
れ
ば
、
殆
ど
我
時
代
物
の
芝
居
と
掛
合
浄
瑠
璃
と
の
間
に
位
す
。
そ
の
行
為
の
進
捗
稔
や
遅
漫
な
る
が
故
に
、
看
客
の
日
は
之

を
飾
具
に
注
ぐ
べ
き
余
閑
あ
り
。
（中
略
）
正
劇
に
至
り
て
は
則
之
に
反
す
。
是
れ
尋
常
の
一一呈
ｍ応
答
の
間
に
、
思
想
の
妙
味
を
現

呈
す

べ
き
も
の
な
れ
ば
、
真
成
に
之
を
玩
ぶ
も
の
は
、
其
精
神
注
い
で
優
人
の
一
辱

一
笑

一
挙
手

一
投
足
の
中
に
在
り
。
渠
等

（引
用
者
注
看

客
）
は
何
の
追
あ
り
て
か
能
く
意
を
劇
場
の
飾
具
に
留
め
ん
。　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
二
十
二
年
十
月

「演
劇
改
良
論
者
の
偏
見
に
驚
く
し

さ
ら
に
鴎
外
は

「其
実
に
逼
り
て
故
ら
に
看
客
の
注
意
を
奪
ひ
去
る
を
厭
ふ
の
み
。」
と
述
べ
て
、
改
良
運
動
の
急
進
派
が
舞

台
に
施
そ
う
と

し
た
高
度
な
美
術
装
飾
が
、
「
看
客
」
の
注
意
を
奪

っ
て
し
ま
う
こ
と
で
、
か
え
っ
て
観
劇
の
障
害
に
な
り
得
る
と
主
張
し
て
い
た
。
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鴎
外
の
翻
訳
作
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一
三
八

こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
鴎
外
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
た

「看
客
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
識
者
や
文
化
人
で
は
な
く
、
何
か
に
気
を
と
ら
れ
て

俳
優
の
大
切
な
演
技
さ
え
見
逃
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
き
わ
め
て

一
般
的
な
観
客
で
あ

っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
当
時
の
演
劇
改
良
運
動
全
体

に
は
、
鹿
鳴
館
を
髪
男
と
さ
せ
る
単
な
る
欧
化
主
義
の
色
彩
が
濃
厚
な
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
中
で
鴎
外
が
、
誰
の
為
の
演
劇
改
良
な
の
か
と
い

う
視
点
を
持

っ
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
と
言
え
よ
う
。
ま
た

一
方
で
、
日
本
演
芸
協
会
で
の
演
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

「
演
劇
場
裏

の
詩
人
」
（す
な
わ
ち
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
や
モ
リ
エ
ー
ル
の
よ
う
な
、
演
出
家
と
俳
優
も
兼
ね
る
作
家
）
を
鴎
外
が
待
望
し
て
い
た
こ
と
も
、

具
体
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
提
示
と
し
て
評
価
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
勿
論
そ
こ
に
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
を
は
じ
め
と
し
た
、
西
欧
近
代
演
劇
上
の

モ
デ
ル
が
介
在
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
も
し
こ
の
よ
う
な
発
想
が
十
分
に
活
か
さ
れ
た
な
ら
ば
、
本
当
の
意
味
の
芸
術
の
大
衆
化
あ
る
い

は
国
民
演
劇
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
周
知
の
通
り
、
近
代
日
本
の
演
劇
は
そ
の
よ
う
な
形
で
は
発
達
し
て
来
な
か
っ
た
。
鴎
外
は
た
し
か
に
創
作
成
曲
や
翻
訳
戯
曲
を
数

多
く
遺
し
て
は
い
る
が
、
全
体
的
に
と
ら
え
て
み
る
な
ら
坪
内
道
邊
が
近
代
演
劇
の
成
立
に
果
た
し
た
役
割
を
越
え
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
こ
の
二
人
の
影
響
力
の
違
い
は
確
か
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
近
代
演
劇

出
発
期
に
於
け
る
略
外
の
活
動
の
意
味
を
検
討
し
、
そ
の
上
で
彼
の
翻
訳
戯
山
の
第

一
作

「
音
調
高
洋
等

一
曲
」
を
読
み
解
き
た
い
と
思
う
。

一

鴎
外
の
演
劇
に
つ
い
て
の
活
動
に
触
れ
る
前
に
、
演
劇
改
良
運
動
の
概
要
を
お
さ
え
て
お
き
た
い
。
演
劇
改
良
運
動
の
拠
点
と
な
っ
た
演
劇

改
良
会
が
創
設
さ
れ
た
の
は
、
明
治
十
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。
明
治
五
年
、
十
二
代
守
田
勘
弥
が
歌
舞
伎
劇
場
の
守
田
座
を
新
富
町
に
移
し
て

以
来
、
歌
舞
伎
の
品
位
向
上
が
進
み
つ
つ
あ

っ
た
。
そ
の
歌
舞
伎
に
代
表
さ
れ
る
当
時
の
日
本
演
劇
を
、
更
に
西
欧
の
近
代
演
劇
の
水
準
ま
で

引
き
上
げ
る
こ
と
が
、
演
劇
改
良
会
の
目
的
で
あ

っ
た
。
会
の
代
表
的
存
在
の
末
松
謙
澄
を
は
じ
め
と
し
て
、
井
上
馨
、
外
山
正

一
、
菊
池
大



麓
等
が
会
員
と
し
て
参
加
し
て
お
り
、
こ
の
会
の
三
箇
条
の
趣
意
書
に
よ
れ
ば
、
ω
従
来
の
演
劇
の
腫
習
を
改
良
し
て
好
演
劇
を
実
際
に
出
す

こ
と
②
演
劇
脚
本
の
著
作
を
栄
誉
あ
る
職
業
と
す
る
こ
と
③
構
造
の
完
全
な
演
技
場
を
造
る
こ
と
の
三
点
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。

さ
て
こ
こ
で
は
、
彼
等
の
考
え
て
い
た
演
劇
改
良
運
動
を
よ
り
具
体
的
に
と
ら
え
る
た
め
に
、
外
山
正

一
と
末
松
謙
澄
の
論
を
見
る
こ
と
に

し
た
い
。演

劇
改
良
は
概
し
て
之
を
言
へ
ば
第

一
狂
言
に
関
す
る
も
の
、
第
二
役
者
に
関
す
る
も
の
、
第
三
組
織
に
関
す
る
も
の
、
第
四
劇
場
に

関
す
る
も
の
、
第
五
音
楽
に
関
す
る
も
の
等
な
る
こ
と
は
誰
も
異
存
は
あ
ら
ざ
る
な
ら
む
。

（中
略
）
蓋
し
改
良
す
る
こ
と
の
最
も
容
易

な
る
も
の
は
演
技
場
な
ら
む
。
金
が
無
き
時
は
演
技
場
も
改
良
す
る
こ
と
は
至
難
な
る
べ
し
と
雖
も
、
金
さ
へ
有
ら
む
に
は
演
技
場
は
支

那
風
に
で
も
西
洋
風
に
で
も
、
塗
り
屋
に
で
も
煉
瓦
づ
く
り
に
で
も
、
銀
び
か
り
で
も
金
び
か
り
で
も
、

（中
略
）
好
み
通
り
に
如
何
様

に
で
も
建
つ
る
こ
と
を
得
べ
し
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（明
治
十
九
年
九
月
外
山
正
一
「演
劇
改
良
論
私
考
し

演
劇
改
良
を
要
す
る
理
由
は
精
し
く
申
す
に
は
及
ば
ず
。
先
づ
我
が
東
京
は
賛
穀
の
下
に
在
る
日
本
第

一
の
都
会
に
し
て
、
諸
般
の
事

物
悉
く
其
の
面
目
を
改
め
、
旧
新
交
代
の
此
の
節
柄
、
独
り
演
劇
の
み
矢
張
り
昔
し
通
り
と
云
ふ
次
第
で
は
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

，
の
み
な
ら
ず
、
我
が
邦
の
人
士
中
に
て
、
中
等
以
上
の
人
に
は
、
真
に
其
の
耳
目
を
娯
し
ま
し
め
、
且
つ
そ
の
精
神
を
な
ぐ
さ
む
る
に
足

る
べ
き
者
と
て
は

一
つ
も
ご
ざ
り
ま
せ
ん
。
下
等
社
会
と
雖
も
恐
く
は
左
様
で
あ
り
ま
せ
う
。

（中
略
）
是
れ
に
つ
け
て
も
改
良
は
必
要

で
あ
り
ま
す
る
。

（中
略
）
然
る
に
、
こ
の
多
く
の
演
劇
を

一
々
改
良
せ
ん
と
思
へ
ば
、
或
ひ
は
政
府
よ
り

一
紙
の
法
律
を
布
告
し
、
又

は
警
視
の
一
令
を
以
て
し
、
若
く
は
学
者

一
枝
の
筆
を
以
て
し
た
り
と
て
、
そ
の
成
功
は
覚
束
な
く
存
じ
ま
す
。
因

っ
て
改
良
会
の
人
々

は
是
等
の
手
段
に
よ
ら
ず
に
、
第

一
着
に
新
劇
場
を
建
築
す
る
が

一
番
だ
と
見
込
み
、
東
京
に
一
の
完
全
な
演
技
場
を
建
築
す
る
に
決
し

ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（明
治
十
九
年
十
一
月
末
松
謙
澄

「演
劇
改
良
意
見
し

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
劇
場
施
設
へ
の
関
心
に
比
べ
る
と
、
彼
等
は
演
劇
の
出
発
点
で
あ
る
は
ず
の
戯
曲

（当

時

は

「
狂
言
」

「
正
本
」

「
脚
本
」
と
い
う
呼
称
が

一
般
的
）
に
は
意
外
な
ほ
ど
冷
淡
で
あ

っ
た
。
現
場
に
遠
い
彼
等
の
限
界
と
も
言
え
よ
う
。
外
山
正

一
は
前
の
論
の
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一
四
〇

「
狂
言
の
改
良
」
の
項
で

「
此
の
改
良
は
改
良
中
の
最
も
む
ず
か
し
き
も
の
な
り
。
何
と
な
れ
ば
、
善
き
脚
本
を
作
り
出
さ
む
こ
と
は
、
金
の

力
で
も
学
問
の
理
屈
で
も
決
し
て
出
来
ざ
る
こ
と
に
し
て
、
天
才
を
待

っ
て
始
め
て
出
来
べ
き
こ
と
な
れ
ば
な
り
。」
と
悲
観
的
で
あ

り
、
在

来
の
も
の
を
捨
て
て
新
規
に
脚
本
を
作
る
の
で
は
な
く
、
時
代
物

（古
典
の
意
）
の
良
さ
を
再
認
識
し
て
時
代
に
合
わ
な
い
部
分
を
削

っ
て
演

じ
て
行
く
べ
き
だ
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
末
松
謙
澄
は

「脚
本
」
の
改
良
に
は
作
者
の
地
位
の
向
上
が
不
可
欠
と
述
べ
る
と
と

も
に
、

今
の
日
本
の
演
劇
は
、
何
れ
も
其
の
脚
本
陳
套
に
し
て
、
或
は
宝
物
紛
夫
と
か
、
若
く
は
拐
児
と
か
を
種
子
と
し
て
演
ず
る
も
の
が
多

い
が
、
是
等
は
先
づ
や
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
且
つ
叉
兎
角
日
本
の
演
劇
は
勧
善
懲
悪
勧
善
懲
悪
と
云
ひ
ま
す
が
、
ソ
ン
な
む
づ
か
し
い

講
釈
を
云
ふ
こ
と
は
や
め
て
貰
ひ
た
い
の
で
す
。
さ
う
い
ふ
事
は
つ
と
め
て
廃
し
て
、
美
術
と
云
へ
る
二
字
を
眼
日
と
し
て
願
ひ
た
い
。

と
論
じ
て
、
新
作
脚
本
の
製
作
と
並
行
し
て
旧
作
を
改
作
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
。
は
な
は
だ
具
体
性
に
欠
け
た
見
解
と
言
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
こ
の
二
人
に
代
表
さ
れ
る
演
劇
改
良
会
の
活
動
も
、
第

一
の
目
標
と
し
て
掲
げ
た
劇
場
施
設
の
建
設
さ
え
出
来
な
か

っ
た
。
結
局
二
十
年
四
月
に
天
覧
劇
を
実
現
し
た
だ
け
で
、
翌
二
十

一
年
演
劇
改
良
会
は
解
散
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

一
方
演
劇
改
良
会
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
、
坪
内
道
逢
も
論
陣
を
張

っ
て
い
た
。
明
治
十
九
年
十
月
発
行
の

『
劇
場
改
良

法
』
巻

頭

に
、

「
演
劇
改
良
会
の
創
立
を
き
い
て
卑
見
を
述
ぶ
」
と
い
う
論
文
を

「
春
の
家
お
ぼ
ろ
」
名
儀
で
掲
載
し
て
い
る
。
最
初
に
演
劇
改
良
運
動
を
コ

ン
ラ
に
な
ぞ
ら
え
て
、
コ
ン
ラ
を
な
お
ざ
り
に
す
れ
ば
身
体
が
危
険
に
な
る
よ
う
に
、
演
劇
改
良
運
動
を
こ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
く
と
精
神
が

危
い
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て

「
フ
ォ
ー
ム
」
（外
形
）
の
改
良
よ
り
も

「
正
本
」
（脚
本
、
戯
曲
）
の
改
良
が
緊
急
に
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
美

術
と
道
学
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
劇
場
は
無
学
の
者
の
た
め
の
学
校
で
は
な
く
、

「微
妙
の
感
覚
の
養
成
所
」
と
す
べ
き
こ
と
等
を

主
張
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
で
は
演
劇
改
良
会
の
発
想
の
問
題
点
を
的
確
に
批
判
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
く
ら
か
気
に

な
る
個
所
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

斯
様
に
外
形
に
汲
々
た
る
人
は
、
悪
く
す
る
と
主
髄
を
誤
り
、
美
術
を
ム
ツ
チ
ャ
ク
チ
ャ
に
叩
き
こ
わ
す
事
あ
り
。
定
に
傍
か
ら
見
て



ヒ
ヤ
ノ
ヽ
す
る
な
り
。
成
程
無
風
流
な
西
洋
人
無
雅
夢
中
な
る
政
治
家
の
如
き
は
、
単
に
見
た
所
の
高
尚
さ
う
な
の
を
見
て
、

「
ブ
ラ
ボ

ウ
」
「
ブ
ラ
ボ
ウ
」
（喝
朱
）
と
い
ふ
か
も
知
れ
ね
ど
、
少
し
く
雅
眼
の
あ
る
髪
ど
の
に
見
せ
な
ば
、
「
日
本
、
美
術
の
理
知
り
ま

せ
ん
。

一
切
人
情
偽
物
ノ
ヽ
、
悉
皆
楕

へ
物
有
り
ま
す
。
ぺ
ヶ
ぺ
ヶ
。」
と
言
ふ
や
必
せ
り
。
是
豊

（
日
本
国
の
美
術
の
為
に
、
否
日
本
国

の
文

明
の
為
に
）
口
惜
い
遺
憾
な
り
と
言
は
ざ
る
を
得
ん
や
。

言
は
で
も
御
熟
知
の
事
で
は
あ
ら
う
が
、
美
術
は
真
理
を
も
て
主
髄
と
な
す
ゆ
ゑ
、
た
と
へ
外
形
が
う
る
は
じ
う
な
り

て
、
讐

へ
ば

「
八
犬
士
」
の
物
語
の
如
く
、
仁
義
礼
智
信
が
活
動
す
る
立
派
な
筋
書
の
演
劇
と
な
り
て
も
、
内
に
霊
妙
な
る
真
理
な
く
ば
、
黙
阿
弥
老

人
の
世
話
物
に
も
劣
り
て
無
味
淡
白
な
る
精
進
料
理
、
鮮
肉
た
べ
な
れ
た
髪
文
人
は

一
瞥
見
た
ば
か
り
で
鼻
つ
ま
む
べ
し
。

戯
文
と
い
う
制
約
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
こ
こ
で
道
逢
は
髪
を
た
て
た
西
洋
人
に
よ
っ
て
、
演
劇
改
良
会
の
推
進
し
た
演
劇
の
改

良
の
是
非
を
判
断
さ
せ
て
い
る
。
毒
を
以
っ
て
毒
を
制
す
る
と
い
っ
た
体
裁
で
あ
る
。
そ
れ
は
欧
化
主
義
者
へ
の
批
判
と
し
て
は
た
し
か
に
効

果
的
で
は
あ
る
が
、
演
劇
改
良
の
主
体
が
誰
な
の
か
と
い
う
点
は
む
し
ろ
不
明
確
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
え
る
。

そ
の
よ
う
な
時
点
で
、
鴎
外
は
参
入
し
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
明
治
十
七
年
か
ら
二
十

一
年
九
月
ま
で
ド
イ
ツ
に
留
学
し
て
い
た
鴎
外
に
と

っ
て
、
演
劇
改
良
の
運
動
が
盛
ん
に
展
開
さ
れ
て
い
た
時
に
は
間
接
的
な
情
報
で
し
か
そ
の
実
状
を
知
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
帰

国
し
た
時
に
は
も
う
過
去
の
事
に
な
り
つ
つ
あ

っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
の
下
で
、
鴎
外
は
な
ぜ
こ
の
論
争
に
関
わ
っ
て
行
こ
う
と
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
そ
の
理
由
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

二

鴎
外
の
ま
と
ま
っ
た
演
劇
論
と
し
て
は
、
序
に
引
い
た

「
演
劇
改
良
論
者
の
偏
見
に
驚
く
」
が
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
が
発
表
さ

れ
た
明
治
二
十
二
年
十
月
は
、
日
本
の
近
代
演
劇
が
具
体
的
な
歩
み
を
始
め
た
時
と
言
え
る
。
と
い
う
の
も
、
日
本
演
芸
協
会
の
試
演
会
が
新

森
鴎
外
の
翻
訳
作
品

（
一
）　
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一
四
二

富
座
で
十
二
日
に
開
催
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
翌
月
、
演
劇
改
良
論
者
が
待
望
し
て
い
た
新
劇
場
が
歌
舞
伎
座
と
し
て
開
場
す
る
。
上
等

桟
敷
が
四
円
七
十
銭
も
す
る
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
の
劇
場
と
は
比
較
で
き
な
い
ほ
ど
豪
華
で
国
際
的
に
通
用
す
る
大
劇
場
で
あ

っ
た
。
序
に
挙

げ
た
演
劇
改
良
会
の
趣
意
書
の
三
項
目
の
う
ち
③
が
ま
ず
こ
こ
に
実
現
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
で
演
劇
改
良
も
大
き
く
進
展

し
た
よ
う
な
錯
覚
が
生
ま
れ
つ
つ
あ

っ
た
。
ま
さ
に
そ
の
時
、
鴎
外
は
次
の
様
に
自
ら
の
論
を
は
じ
め
て
い
た
。

演
劇
と
は
何
ぞ
。
優
人
場
に
上
り
て
戯
曲
を
演
ず
る
を
謂
ふ
。
さ
れ
ば
戯
曲
あ
り
て
後
に
演
劇
あ
り
。
彼
は
主
た
り
。
此
は
客
た
る
べ

し
。
世
上
或
は
こ
れ
に
反
し
て
戯
曲
は
演
劇
の
為
め
に
作
れ
る
も
の
ゝ
如
く
い
ふ
も
の
な
き
に
あ
ら
ね
ど
、
若
こ
の
論
社
会
に
熾
な
ら
ん

か
、
戯
曲
と
演
劇
と
並
び
衰
ふ
る
こ
と
必
せ
り
。
請
ふ
ら
く
は
試
に
其
然
る
所
以
を
道
は
ん
。
蓋
戯
曲
の
物
た
る
詩
の
諸
長

を
兼

備

せ

り
。
我
邦
に
て
こ
そ
古
来
甚
だ
こ
れ
を
崇
ば
ざ
る
習
を
養
来
り
た
れ
、　
一
た
び
之
を
外
邦
に
徴
す
る
と
き
は
、
そ
の
詩
体
中
の
主
位
に
居

る
こ
と
掩
蔽
す
べ
か
ら
ず
。
印
度
の
カ
リ
ダ
サ
は
姑
く
置
き
、
希
臓
の
刻
フ‐
引
引
ｆ
´
―
馴
「

オー
引
引
Ｊ
到
刻
「

「
利
「
刊
引
到
等

の
伝

奇

は
、
其

一
代
文
華
の
盛
を
代
表
す
る
に
足
り
、
独
逸
文
学
の
勃
興
は
、
当
初

一
二
明
眼
の
士
が
私
淑
し
た
る
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
の
戯
由
に

淵
源
し
た
る
等
、
皆
な
そ
の
明
証
な
り
。
果
し
て
然
ら
ば
其
品
位
価
値
、
決
し
て

一
劇
場

一
優
人
の
為
め
に
私
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ざ
る

を
知
る
べ
し
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
演
劇
改
良
論
者
の
偏
見
に
驚
く
し

戯
曲
が
優
人

（俳
優
）
の
演
技
を
通
し
て
演
劇
と
な
る
。
だ
か
ら
演
劇
を
考
え
る
こ
と
は
戯
曲
を
考
え
る
こ
と
で
、
戯
曲
は
演
劇
の
従
属
物
で

は
な
い
。
戯
曲
の
優
位
性
を
、
鴎
外
は
き
わ
め
て
簡
潔
に
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
演
じ
ら
れ
る
こ
と
で
成
立
す
る
演
劇
を
純
粋
に
鑑
賞
す
る

た
め
に
は
、

「
看
客
」
に
と
っ
て
．劇
場
の
印
象
が
希
薄
で
あ
る
方
が
い
い
と
す
る
。
こ
の
時
鴎
外
の
頭
の
中
に
あ

っ
た
の
は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で

の
以
下
の
よ
う
な
試
み
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
近
着
の
独
逸
新
聞

「
グ
レ
ン
ツ
ボ
オ
テ
ン
」
に
依
れ
ば
、
民
顕
府
の
官
劇
部
に
於
い
て
大
に
劇
場
飾
具
の
復
古
を
図
り
、
今
弦

（
明
治

二
十
二
年
）
三
月

一
旬
、
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
の
一
戯
曲
を
以
て
之
を
開
け
り
。
其
劇
場
の
装
置
は
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
時
代
の
旧
型

を
摸

し
、
簡
古
素
撲
な
り
し
に
も
拘
ら
ず
、
看
客
は
金
非
常
な
る
快
楽
を
害
味
し
た
り
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
　

一馴
）



勿
論
こ
の

「
看
客
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
市
民
で
あ
る
。

「
独
逸
日
記
」
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
鴎
外
は
数
多
く
の
劇

を
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
市
民
と
と
も
に
鑑
賞
し
て
い
る
。
彼
等
が
そ
し
て
自
分
が
味
わ

っ
た
快
楽
を
日
本
の

「
看
客
」
に
も
体
験
さ
せ
た
い
と
い
う
衝

動
が
、
鴎
外
を
駆
り
立
て
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
私
は
、
こ
こ
に

一
つ
の
飛
躍
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

「
看
客
」

と
い
う
語
に
つ
い
て

の
飛
躍
が
。
文
脈
か
ら
と
ら
え
る
限
り
、
「
看
客
」
と
は
序
で
述
べ
た
よ
う
に

一
般
的
観
客
を
さ
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
明
ら
か

に

ミ

ュ
ン
ヘ
ン
市
民
の
よ
う
な
近
代

ヨ
ー
ロ
考
ハ
の
観
客
で
、
当
時
の
日
本
の
観
客
が
そ
こ
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
は
疑

間

で
あ

る
。
「簡

古

素

撲
」
な
舞
台
装
置
で
日
本
の
観
客
は
は
た
し
て
快
楽
を
得
る
こ
と
が
可
能
だ

っ
た
の
か
。
そ
の
点
を
鴎
外
は
明
確
に
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
鴎
外
の
想
定
し
た

「
看
客
」
は
未
だ
日
本
に
は
実
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
「
看

客
」

を
軸
と
し
て
発
想
さ
れ
た
鴎
外
の
演
劇
に
向
け
て
の
提
言
が
、
そ
れ
ほ
ど
効
力
を
持
た
な
か
っ
た
の
も
当
然
で
あ
る
。
外
形
か
ら
改
良
し
よ
う

と
し
た
改
良
論
者
達
に
較
べ
て
、
鴎
外
の
論
は

一
見
実
質
的
で
あ

っ
た
。
し
か
し
論
の
前
提
と
な
る
現
状
の
把
握
に
於
い
て
は
、
道
邊
に
劣

っ

て
い
た
。
そ
の
た
め
、
鴎
外
の
主
張
は
理
想
の
表
明
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

坪
内
道
過
は
、
明
治
十
七
年

「
認
極
奇き
謝
　
自じ
ぽ
超
刀ち
斜
混
錦
囃
」
と
題
し
て
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の

「
ジ

ュ
リ
ア
ス

・
シ
ー
ザ
ー
」
を
翻
訳

し
て
い
る
が
、
「
直
ち
に
之
を
演
戯
さ
せ
ん
と
に
は
あ
ら
ず
。」
と
付
言
で
述
べ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
時
期
に
於
い
て
は
上
演
を
目
的
と

し
な
い
翻
訳
と
い
う
形
態
が
適
当
と
い
う
道
邊
の
判
断
は
正
し
か
っ
た
。
し
か
し
、
鴎
外
は
、
二
十
二
年

の
一
月
の
段
階
で
即
時
に
上
演
可
能

し
ら
べ　
はた
かし
ギ
タ
ルラ
のひ
と
ふし

な
作
品
を
翻
訳
し
発
表
し
始
め
て
い
た
。
そ
れ
が
、
こ
れ
か
ら
論
じ
よ
う
と
す
る
、
実
弟
三
木
竹
二
と
の
共
訳
に
よ
る
翌
日
調
高
洋
等

一
曲
」

と
い
う
作
品
で
あ
る
。

三

「
音
調
高
洋
等

一
曲
」
は
ス
ペ
イ
ン
の
劇
作
家
カ
ル
デ
ロ
ン
原
作
の
戯
山

「
サ
ラ
メ
ア
の
村
長
」
の
翻
訳
で
あ
る
。
従
来
こ
の
作
品
が
論
じ

森
鵬
外
の
翻

‐
訳
作
品

（
一
）　
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一
四
四

ら
れ
る
機
会
が
少
な
い
の
は
、
以
下
に
挙
げ
る
よ
う
な
、
特
異
な
文
体
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

ホ
ア
ン
　
有
難
い
御
慈
悲
の
お
詞
、
決
し
て
御
恩
は
忘
れ
ま
せ
ぬ
。

ロ
オ
ペ
　
見
処
あ
る
其
方
な
れ
ば
、
今
日
よ
り
士
官
に
取
り
立
て
、
直
様
供
奉
に
伴
ひ
行
か
ん
。

ク
レ
ス
ポ
オ
　
ど
う
ぞ
宜
う
ら
願
ひ
ま
す
る
。
願
ふ
と
い
へ
ば
そ
の
方
も
。

ホ
ア
ン
　
願
が
協
う
て
侍
に
、
取
立
て
ら
れ
し
身
の
面
目
。

ク
レ
ス
ポ
オ
　
御
詞
玉
は
り
末
永
う
、
長
に
な
つ
た
は
嬉
し
い
が
、
そ
れ
に
引
か
へ
あ
の
イ
サ
ベ
ラ
。

ロ
オ
ペ
　
思

へ
ば
与

へ
た
十
字
架
が
、
身

の
銀
な
り
し
か
敢
な
く
も
。

ホ
ア
ン
　
盛
の
花
を
散
ら
さ
れ
て
。

ク
ン
ス
ポ
オ
　
身
に
墨
染

の
尼
衣
、
あ
ゝ
思

へ
ば
果
敢
な
い
。

と
二
人
顔
見
合
す
る
を
木
の
頭
。

二
人
　
浮
世
ぢ

ゃ
な
あ
。

と
宜
し
く
思
入
、
こ
の
模
様
引
つ
張
の
見
得
宜
し
く
、
こ
れ
に
て
　
　
打
出
し
，

（第
二
幕
結
び
の
場
）

こ
の
文
体
は
、
明
ら
か
に
歌
舞
伎
の
院
本
に
準
拠
し
て
い
る
。
柏
子
木
が
使
わ
れ
、
ク
レ
ス
ポ
オ

・
ロ
オ
ペ

・
ホ
ア
ン
の
三
人
の
渡
り
台
詞

に
よ
っ
て
物
語
が
閉
じ
ら
れ
て
ゆ
く
。

秋
庭
太
郎
氏
は

『
日
本
演
劇
史
』
の
中
で
、
こ
の
作
品
は
即
時
実
演
可
能
で
あ

っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
何
故
か

「
劇
界
か
ら
敬
遠
さ
れ
て
了

っ

た
」
と
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
敬
遠
さ
れ
た
の
は
当
時
の
演
劇
界
か
ら
ば
か
り
で
は
な
い
。
鴎
外
の
研
究
史
に
於
い
て
も
、
同
時
代
の
短

評
を
除
け
ば
解
説
等
で
言
及
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
戯
曲
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
制
約
だ
け
で
は
な
く
、
評
価
す
べ
き
点
が
う
ま
く
つ
か
め

な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
作
品
と
言
え
る
。
そ
の
中
で
、
小
堀
桂

一
郎
氏
が

『
森
鵬
外
―
文
業
解
題
翻
訳
篇
』
の
戯
山
の
部
で
考
証
を
行
な

っ
て



い
る
こ
と
、
ま
た
高
橋
正
武
氏
が
ス
ペ
イ
ン
語
か
ら
の
翻
訳

（岩
波
文
庫
）
を
発
表
し
た
こ
と
が
近
年
の
主
な
収
穫
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
そ

れ
等
を
踏
ま
え
つ
つ
新
た
な
検
討
を
加
え
て
行
き
た
い
。

ま
ず
、
作
品
の
梗
概
を
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
イ
ス
パ
ニ
ア
国
王
フ
ェ
リ
ペ
２
世
が
リ
ス
ボ
ン
ヘ
向
か
う
に
際
し
て
、
軍
司
令
ド
ン

ロ
オ
ペ
の
率
い
る
軍
隊
が
サ
ラ
メ
ヤ
と
い
う
村
に
逗
留
す
る
。
こ
の
村
に
は
農
民
で
あ
り
な
が
ら
誇
り
高
い
ク
レ
ス
ポ
オ
が
住
み
、
息
子
ホ
ア

ン
と
娘
イ
サ
ベ
ラ
と
裕
福
に
暮
ら
し
て
い
た
。
ク
レ
ス
ポ
オ
は
進
ん
で
軍
人
を
宿
泊
さ
せ
る
が
、
そ
の
中
の
ア
ル
バ
ロ
大
尉
が
美
し
い
イ
サ
ベ

ラ
を
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
。
い
ろ
い
ろ
と
妨
害
さ
れ
た
ア
ル
バ
ロ
は
イ
サ
ベ
ラ
を
強
引
に
誘
拐
し
思
い
を
遂
げ
る
。
丁
度
こ
の
日
に

村
長
兼
裁
判
官
に
選
出
さ
れ
た
ク
レ
ス
ポ
オ
は
ア
ル
バ
ロ
を
捕
え
、
イ
サ
ベ
ラ
と
結
婚
す
る
こ
と
で
彼
女
の
屈
辱
を
軽
減
す
る
よ
う
に
懇
願
す

る
。
し
か
し
、
特
権
階
級
と
い
う
意
識
を
持
つ
ア
ル
バ
ロ
は
拒
絶
し
た
。
農
民
と
し
て
の
自
負
心
を
傷
つ
け
ら
れ
た
ク
レ
ス
ポ
オ
は
裁
判
官
と

し
て
ア
ル
バ
ロ
を
処
刑
す
る
が
、
来
合
わ
せ
た
国
王
は
ク
ン
ス
ポ
オ
の
言
い
分
を
認
め
て
許
し
、
更
に
終
身
の
村
長
に
任
命
す
る
。
そ
し
て
ク

レ
ス
ポ
オ
が
村
に
残
り
、
息
子
ホ
ア
ン
は
軍
司
令

ロ
オ
ペ
の
部
下
と
し
て
出
征
し
、
娘
イ
サ
ベ
ラ
は
修
道
院
に
入
る
と
い
う
、
さ
き
は
ど
章
の

冒
頭
に
引
用
し
た
結
末
を
迎
え
る
わ
け
で
あ
る
。

女
性
の
純
潔
を
巡

っ
て
の
物
語
と
い
う
こ
と
で
は
、
次
作
の

「
折
薔
薇
」
も
そ
う
で
あ
り
、
ま
た
当
時
の
小
説
等
に
も
類
似
の
作
品
は
少
な

く
な
い
。
そ
れ
故
に
、
こ
れ
ま
で
こ
の
作
品
の
際
立
っ
た
特
徴
を
指
摘
し
た
論
は
見
当
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
作
品
の
中
に
は

一
つ
だ
け
、
現
在
の
我
々
の
注
意
を
ひ
き
つ
け
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
作
中
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
中

心
人
物
で
は
な
く
、
言
わ
ば
道
化
的
な
役
割
を
負

っ
た
人
物
達
の
造
型
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
人
物
達
は
、
次
の
よ
う
に
登
場
し
て
き
て
い
た
。

下
士
　
そ
り
や
あ
貴
君
は
兎
も
角
も
、
私
な
ん
ぞ
は
少
し
も
早
く
泊
に
付
き
、
ど
の
娘
で
も
手
当
次
第
に
、
冷
笑
て
や
り
た
い
と
思
ひ
ま

す
る
が
。

大
尉
　
そ
れ
は
貴
様
達
の
事
だ
、
身
共
が
世
間
で
附
合
つ
て
居
る
娘
は
、
み
ん
な
令
嬢
と
い
つ
て
敬
ふ
様
な
人
計
り
。
ど
う
も
百
姓
の
娘

で
は
令
嬢
と
は
言
は
れ
ま
い
。
先
づ
こ
れ
が
第

一
に
相
手
に
な
ら
な
い
と
申
す
訳
ぢ
や
。
ｄ
月
測
Ｎ
引
川
割
綱
淵
調
引
劉
Ｊ
刷
到
訓
舛
列

森
鴎
外
の
翻
訳
作
品
（
一
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五



一
四
六

様
に
詠
め
て
居
る
の
ぢ
や
。

下
士
　
今
あ
の
向
う
の
曲
角
で
、
痩
馬
か
ら
下
り
て
路
を
曲
つ
た
男
酬
＝
潮
潤
襴
渕
∃
ノレ‐
ヮ‐Ｊ
劃
創
剣
引
創
副
「
創
矧
冽
到
冽
川
И
＝
劃
劉

オ
テ
と
い
ふ
身
の
持

へ
。

大
尉
　
馬
鹿
を
云
ふ
な
。
そ
ん
な
物
が
世
の
中
に
本
当
に
有

っ
て
た
ま
る
者
欺
。

下
士
　
そ
れ
は
あ

っ
て
も
、
な
く
つ
て
も
ど
う
で
も
い
ゝ
と
し
た
処
が
、
大
変
遅
く
な
り
ま
し
た
か
ら
、
も
う
そ
ろ
ノ
ヽ
と
参
り
ま
せ
う

で
は
御
座
り
ま
せ
ぬ
か
。

（第

一
幕
傍
線
引
用
者
）

郷
士
ド
ン
＝
メ
ン
ド
オ
と
そ
の
従
者

ヌ
ー
ニ
ョ
の
登
場
す
る
場
面
で
あ
る
が
、
引
用
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
作
中
人
物
の
会
話
に
よ
っ
て
、
ド

ン
キ
ホ
ー
テ
と
サ
ン
チ
ョ
＝
パ
ソ
サ
の
投
影
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
或
る
意
味
で
は
、
ご
く
卑
俗
な
観
客
サ
ー
ビ

ス
で
あ

る

が
、
同
時
に
作
者
及
び
演
者
側
と
観
客
側
と
が
共
通
の
文
化
的
基
盤
を
確
認
す
る
意
味
も
あ

っ
た
。
た
く
ま
ず

し

て
、
「
ド
ン

・
キ
ホ
ー
テ
」

へ
の
導
入
に
な

っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
二
人
は
、
主
要
人
物
が
退
場
し
た
後
に
次
の
様
な
対
話
を
交
わ
し
、
観
客
の
注
意
を
改

め
て
ひ
き
つ
け
て
ゆ
く
。

メ
ン
ド
オ
　
親
父
の
食
物
は
、
身
共
の
肉
に
な
る
理
屈
だ
か
ら
、
葱
な
ん
ぞ
を
食
込
ん
で
、
臭
い
鉢
が
出
来
た
日
に
は
、
そ
れ
こ
そ
閉
ロ

致
し
た
ら
う
が
、
さ
う
な
か
つ
た
は
仕
合
せ
だ
。

ヌ
ニ
ョ
　
そ
の
講
釈
を
承

っ
て
、
解

っ
た
事
が
御
座
り
ま
す
る
。

メ
ン
ド
オ
　
何
を
解

っ
た
事
と
申
す
か
。

ヌ
ニ
ヨ
　
腹
の
減

っ
た
時
は
、
能
い
智
恵
が
出
る
も
の
と
、
兼

々
聞
い
て
居
り
ま
し
た
が
、
貴
君
で
す
ら
今
の
様
な
、
理
屈
を
お
つ
し
や

る
所
を
見
ま
す
れ
ば
、
そ
れ
に
違
ひ
は
御
座
り
ま
せ
ぬ
。

メ
ン
ド
オ
　
人
間
き
の
思
い
事
を
申
す
。
何
で
身
共
が
腹
が
減

っ
て
居
ら
う
ぞ
。



ヌ
ニ
ヨ
　
そ
れ
で
も
最
う
三
時
に
な
り
升
も
の
を
、
昼
飯
な
し
で
は
随
分
腹
の
減
る
時
刻
で
御
座
り
ま
す
。

メ
ン
ド
オ
　
腹
の
減
る
な
ど
ゝ
云
ふ
の
は
、
百
姓
の
事
だ
。
武
士
は
食
は
ず
に
高
楊
枝
、
と
云
ふ
事
を
存
ぜ
ぬ
か
。
あ
ゝ
う
か
う
か
と
焼

舌

っ
て
居
る
中
、
い
つ
の
間
に
か
イ
サ
ベ
ラ
の
、
家
の
前
ま
で
来
て
し
ま
っ
た
。
早
く
顔
が
見
た
い
も
の
ぢ
や
が
。

ヌ
ニ
ョ
　
旦
那
、
そ
れ
程
執
心
な
ら
、
親
父
に
談
じ
て
お
貰
ひ
な
さ
れ
ば
い
ゝ
に
。
さ
う
な
る
日
に
は
、
親
父
の
方
で
は
、
孫
が
貴
族
が

嬉
し
か
ら
う
し
、
旦
那
の
方
で
は
、
第

一
に
食
物
に
有
附
か
れ
る
し
、
こ
ん
な
結
構
な
事
は
御
座
り
ま
せ
ぬ
。
　
　
　
　
（同
　

一じ

ま
る
で
ド
ン
キ
ホ
ー
テ
そ
の
も
の
の
よ
う
に
、
こ
の
二
人
は
い
つ
果
て
る
と
も
な
い
夢
の
世
界
に
生
き
て
い
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

前
に
記
し
た
岩
波
文
庫
版
の
高
橋
正
武
氏
に
よ
る
訳
注
に
も
明
ら
か
だ
が
、
こ
の
二
人
の
対
話
は
ほ
と
ん
ど

「
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
を
出
典

と
し
正
確
に
な
ぞ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
「
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
も
い
う
べ
き
形
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
鴎
外
が

「音
調
高
洋
筆

一
曲
」
を
訳
出
し
た
当
時
、
「
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
は
ど
の
程
度
日
本
に
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う

か
。
完
訳
さ
れ
る
の
は
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
か
ら
論
外
と
し
て
、
部
分
訳
さ
え
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま
ぎ
れ
も
な
い
西
欧
文
学
の

古
典
で
あ
り
な
が
ら
、
名
前
だ
け
が
知
ら
れ
て
い
る
状
態
で
あ

っ
た
。

鴎
外
は
後
に
次
の
様
な
文
章
で
、
セ
ル
バ
ン
テ
ス
ヘ
の
着
目
を
暗
示
す
る
の
で
あ
る
が
、
「
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
の
翻
訳
が
な
か
っ
た
当
時
、

そ
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
為
に
こ
の
作
品
を
選
ん
だ
、
と
い
う
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
。
そ
う
し
た

一
種
啓
蒙
的
な
形
の
翻
訳
も

想
定
し
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。

報
知
異
聞
出
で
た
り
。
之
を
評
す
る
も
の
ゝ
曰
く
。
武
談
に
似
た
り
と
。
武
談
と
は
彼
欧
洲

「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
」
の
胚
胎
せ
し
所
に
し

て
、
マ‐
ン‐
「
ャ‐
刻
到
到
刊
洲
劉
列
Ч
ｑ
引
コ
刃
利
日
ヨ
剛
Ч
ｕ
ｑ
洲
。
叉
曰
く
ジ
ュ
ウ
ル
、
エ
ル
ヌ
が
稗
史
に
似
た
り
と
。
ジ
ュ
ウ
ル
、

エ
ル
ヌ
が
稗
史
と
は
彼
自
然
学
の
事
を
籍
り
て
結
構
を
な
し
流
俗
の
眼
を
驚
か
し
た
る
も
の
か
。
又
曰
く
。

「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ソ

オ
」
に
似
た
り
と
。

「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ソ
オ
」
と
は
彼
孤
島
漂
泊
し
た
る
蘇
格
蘭
の
一
水
夫
が
伝
を
潤
色
し
て
千
秋
の
名
を
成
し
た

森
鴎
外
の
翻
訳
作
品
（
一
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
七



一
四
八

る
デ
フ
オ
オ
が
文
字
な
る
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（明
治
二
十
三
年
四
月

「報
知
異
間
に
題
す
し

つ
ま
り
、
カ
ル
デ
ロ
ン
の
こ
の
作
品
は
、
長
い
視
点
で
と
ら
え
る
な
ら
、
西
欧
文
学
の
理
解
に
必
要
な
、
鍵
の
よ
う
な
役
割
を
、
鴎
外
に
よ

っ
て
仮
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。
少
し
長
い
け
れ
ど
も
引
用
し
て
教
る
。

ク
レ
ス
ポ
オ
　
こ
れ
ホ
ア
ン
、
手
前

一
寸
侯

っ
て
く
れ
。

と
ホ
ア
ン
後
へ
返
る
。

ク
レ
ス
ポ
オ
　
ロ
オ
ペ
様
が
番
所
に
て
、
御
仕
度
の
出
来
る
中
、
言

っ
て
聞
か
せ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
ち
っ
と
の
間
侯

っ
て
く
れ
。
そ

の
話
と
は
外
で
は
な
い
が
、
手
前
も
兼
々
知
る
通
り
、
お
れ
が
先
祖
は
此
村
で
、
数
代
続
い
た
庄
屋
役
、
械
の
な
い
が
自
慢
の
家
柄
、

手
前
も
そ
れ
を
忘
れ
ず
に
、
ど
ん
な
人
に
も
負
け
ぬ
様
、
其
身
を
励
ん
で
勤
め
て
く
れ
。
然
し
百
性
と
云
ふ
事
は
、
常
々
胸
に
納
め
て

置
き
、
出
過
た
事
を
し
ね
え
が
い
い
。
見
ね
え
、
先
祖
は
悪
い
家
柄
で
も
、
控
目
な
為
め
世
の
人
に
、
立
て
ら
れ
て
居
る
者

も
あ

る

し
、
縦
令
先
祖
は
好
く
っ
て
も
、
出
過
る
為
に
毀
ら
れ
る
は
、
珍
ら
し
く
な
い
事
ぢ
や
あ
ね
え
か
。
何
で
も
人
に
礼
儀
を
尽
し
、
腹
に

あ
る
事
を
隠
さ
ず
打
明
け
、
そ
し
て
銭
金
の
事
に
か
け
て
、
け
ち
ノ
ヽ
せ
ぬ
様
に
心
掛
け
る
が
、
世
の
中
を
渡
る
為
に
は
三
つ
の
秘
訣

と
云
ふ
物
だ
。
諺
に
も
云
ふ
、
帽
を
脱
ぎ
、
財
布
を
さ
げ
て
居
る
人
な
ら
、
友
達
は
い
く
ら
で
も
、
出
来
る
と
云
ふ
の
は
此
処
の
事
。

然
し
印
度
の
土
か
ら
出
て
来
る
金
は
、
大
切
な
物
で
は
な
く
、
大
切
な
の
は
心
か
ら
、
打
明
け
て
頼
む
友
達
だ
。
そ
れ
か
ら
手
前
の
持

前
で
、
矢
た
ら
に
人
と
喧
嘩
を
す
る
が
、
あ
れ
は
何
よ
り
禁
物
だ
。
己
は
剣
術
の
道
場
の
、
表
を
通
る
度
毎
に
、
剣
術
の
稽
古
を
ば
、

教
へ
て
や
る
と

一
ど
き
に
、
ど
う
い
ふ
場
合
に
剣
術
は
、
使
ふ
物
だ
と
云
ふ
事
を
、
教
へ
た
ら
好
か
ら
う
と
、
つ
ひ
ぞ
思
は
ぬ
事
は
ね

え
。
さ
う
い
ふ
師
匠
が
居

っ
た
ら
ば
、
世
間
の
親
は
子
供
等
を
、
皆
ん
な
そ
こ
へ
頼
む
で
あ
ら
う
に
。
手
前
も
抜
か
ね
ば
な
ら
ぬ
場
所

の
外
は
、
刀
を
抜
い
ち
や
あ
な
ら
ね
え
ぞ
。

立
身
を
し
よ
う
と
云
ふ
に
は
、
第

一
身
形
を
持
へ
に
ゃ
あ
な
ら
ね
え
か
ら
、
こ
れ
は
少
し
許
だ
が
、
そ
の
足
し
前
に
す
る
が
い
ゝ
。
お



と
金
包
を
出
し
Ｄ

れ
が
信
心
す
る

一
念
と
、
ロ
オ
ペ
様
の
取
立
で
、
手
前
に
今
度
遇
ふ
と
き
は
、
立
派
な
士
官
に
な
っ
て
居
て
く
れ
。
今
云
っ
た
お
れ
が

異
見
が
、
手
前
に
の
賠
だ
。

ホ
ア
ン
　
親
父
さ
ん
の
其
異
見
、
と
く
と
胸
に
納
め
て
居
て
、
生
涯
忘
れ
は
致
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぢ
や
あ
こ
れ
は
貰

っ
て
置
き
ま
す
。

（第
二
幕
）

同
じ
部
分
を
比
較
す
る
た
め
に
、
高
橋
訳
を
次
に
引
い
て
お
く
。

ク
レ
ス
ポ
　
ド
ン
・
ロ
ー
ペ
が
お
輿
に
召
さ
れ
て
お
る
あ
い
だ
に
、
イ
ネ
ー
ス
や
イ
サ
ベ
ー
ル
の
お
る
と
こ
ろ
で
、
お
れ
の
い
う
こ
と
を

よ
く
聞
け
、
フ
ワ
ン
。
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
お
ま
え
の
血
筋
は
、
お
日
さ
ま
よ
り
も
清
浄
だ
。
だ
が
、
お
ま
え
は
田
舎
も
の
。
こ
の

ふ
た
つ
の
こ
と
を
言

っ
て
お
く
。
血
は
清
浄
だ
。
だ
か
ら
、
こ
の
誇
り
と
勇
気
を
恥
か
し
め
ぬ
よ
う
、
油
断
な
く
、
い
っ
そ
う
磨
き
を

か
け
よ
う
と
心
掛
け
る
が
よ
い
ぞ
。
百
姓
だ
と
て
思
い
あ
が

っ
て
、
つ
ま
ら
ぬ
者
に
身
を
お
と
す
な
よ
。
両
方
の
と
こ
ろ
を
慎
し
み
ぶ

か
く
賢
く
使
い
わ
け
よ
。
慎
し
み
が
あ
れ
ば
、
判
断
も
誤
ま
ら
ず
、
正
し
き
こ
と
の
分
か
る
も
の
。
そ
う
な
れ
ば
、
高
慢
な
る
者
に
あ

り
が
ち
な
思
い
あ
が
り
も
胸
に
浮
か
ぶ
こ
と
も
な
か
ろ
う
よ
。

慎
し
み
を
知

っ
た
が
故
に
、
持

っ
て
生
ま
れ
た
疵
を
拭
い
去

っ
た
者
は
、
い
く
ら
も
あ
る
ぞ
／
そ
の
反
対
に
、
こ
れ
と
い
う
疵
も
な

い
の
に
、
世
の
人
に
ひ
が
日
で
見
ら
れ
て
、
疵
を
つ
け
ら
れ
た
者
も
、
い
く
ら
も
あ
る
ぞ
ノ
　
別
し
て
、
礼
儀
が
肝
要

だ
。

心

は
広

く
、
金
ば
な
れ
は
き
れ
い
に
、
と
る
帽
子
と
放
れ
る
金
は
友
人
を
作
る
も
の
。
世
の
ひ
と
に
好
か
れ
る
こ
と
は
、
太
陽
が
か
の
イ
ン
デ

ィ
ア
の
地
に
生
ん
で
海
に
呑
ま
せ
る
黄
金
よ
り
、
さ
ら
に
尊
い
。

ま
た
た
と
え
、
身
分
は
ど
ん
な
に
低
く
て
も
、
女
人
を
い
や
し
め
て
は
な
ら
ぬ
。
大
切
に
せ
よ
。
わ
し
ど
も
は
み
な
、
女
人
か
ら
生

ま
れ
る
で
な
。
み
だ
り
に
剣
を
抜
い
て
は
な
ら
ぬ
。
村
々
で
剣
術
の
指
南
を
す
る
の
を
よ
く
見
か
け
る
が
な
、
お
れ
は
そ
の
と
き
い

つ
も
考
え
る
の
だ
が
、
指
南
の
し
か
た
は
こ
う
あ

っ
て
は
な
ら
ね
え
と
な
。
と
い
う
の
は
、
小
手
先
上
手
に
、
は
で
に
勇
ま
し
そ
う
な
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剣
の
使
い
方
を
教
え
て
お
る
が
、
そ
う
で
は
ね
え
。
ど
う
い
う
時
に
剣
は
抜
く
も
の
か
を
教
え
な
く
て
は
な
ら
ね
え
。
そ
い
だ
か
ら
、

も
し
、
そ
の
心
得
が
あ

っ
て
、
剣
の
使
い
方
で
な
く
て
な
、
剣
は
ど
う
い
う
時
に
幹
を
は
ら
う
か
、
そ
れ
を
指
南
す
る
師
範
が
お
っ
た

ら
、
世
の
親
御
は
み
な
、
件
を
そ
の
道
場

へ
や
る
に
ち
が
い
ね
え
。

こ
の
誡
め
と
路
用
の
金
と
、
落
ち
つ
く
先

へ
着
い
た
ら
服
の
二
重
も
作
れ
る
金
を
胸
に
お
さ
め
て
い
く
な
ら
ば
、
ド
ン
・
ロ
ー
ペ
ど

の
の
お
引
立
て
と
わ
し
の
祈
り
で
、
見
違
え
る
ば
か
り
の
お
ま
え
に
会
え
る
と
き
も
、
か
な
ら
ず
や
来
る
と
思
う
ぞ
、
神
か
け
て
な
。

そ
れ
で
は
、
行
く
が
い
い
。
こ
う
い
う
話
を
し
て
お
る
と
、
つ
い
不
覚

の
涙
が
こ
ば
れ
る
わ
。

フ
ワ
ン
　
そ
の
お
言
葉
を
胸
に
畳
ん
で
参
り
ま
す
れ
ば
、
わ
た
し
が
生
き
て
お
る
か
ぎ
り
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
に
誠
め
も
生
き

て

お

り

ま

す
。
そ
れ
で
は
お
手
を
と
ら
せ
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
か
ら
、
イ
サ
ベ
ー
ル
、
さ
あ
、
抱
い
て
お
く
れ
。
ド
ン
・
ロ
ー
ペ
ど
の
は
も
う
出

発
さ
れ
た
。
い
そ
い
で
、
追

っ
つ
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。

父
ク
レ
ス
ポ
オ
が
息
子
ホ
ア
ン
の
出
発
に
際
し
て
教
訓
を
与
え
る
場
面
だ
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
場
面
は
、
シ
ェ
ー
ク

ス
ピ

ア

の

「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
の
中
で
ポ
ロ
ー

ニ
ア
ス
が
息
子
レ
ア
テ
ィ
ー
ズ
に
与
え
る
戒
め
の
言
葉
を
密
や
か
に
連
想
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

見
て
く
る
時
、
カ
ル
デ

ロ
ン
の
作
で
あ
る
こ
の

「
音
調
高
洋
竿

一
曲
」
に
は
西
欧
古
典
劇
の
様

々
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
了
解
で
き

る
だ
ろ
う
。

ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
が

「
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
ド
ン

・
キ
ホ
ー
テ
」
と
題
し
た
講
演
の
中
で
、
こ
の
二
つ
の
古
典
を
鮮
や
か
に
再
評
価
し
た
の
は
、　
一

八
六
〇
年
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
ほ
ぼ
三
十
年
後
、
咄
外
は
こ
の
作
品
を
上
演
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
に
な
ら
お
う
と
し
た
。
そ
う
考
え
る
こ
と
は

不
可
能
だ
ろ
う
か
。四



こ
の
作
品
に
始
ま
る
翻
訳
に
よ
る
戯
山
の
紹
介
は
、
大
正
九
年

一
月
の

一‘白
樺
」
に
発
表
さ
れ
た

「
ペ
リ
カ
ン
」
に
至
る
ま
で
持
続
さ
れ
て

い
た
こ
と
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。　
翌
日
調
高
洋
等

一
曲
」
は
、
時
代
を
超
越
し
た
、
鴎
外
が
生
涯
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
問
題
を
含
ん
で
い
た
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
い
か
な
る
読
者
に
向
け
て
よ
り
も
鴎
外
自
身
に
向
け
て
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

異
文
化
の
間
の
橋
渡
し
役
と
し
て
努
力
し
な
が
ら
も
、
時
に
自
ら
の
意
図
は
全
く
理
解
さ
れ
ず
に
、
批
判
の
矢
面
に
立
た
さ
れ
、
あ
る
い
は
黙

殺
さ
れ
る
。
（後
年
の
有
名
な

「梗
概
博
士
」
と
い
う
椰
楡
も
そ
れ
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
。）
「
音
調
高
洋
筆

一
曲
」
の
中
絶
を
宣
言

し
た

「
洋

等
断
絃
」
で
、
鴎
外
と
竹
二
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

音
調
高
洋
寧

一
曲
の
三
幕
目
を
排
印
せ
し
め
ん
と
す
る
の
際
、
文
学
社
会
に
発
表
せ
し

一
顕
象
は
分
明
に
今
の
日
本
人
の
美
学
的
思
想

の
程
度
を
指
示
し
、
大
に
余
等
二
人
を
し
て
発
明
覚
悟
す
る
所
あ
ら
し
め
た
り
。
余
等
二
人
は
識
破
せ
り
。
彼
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
還

コ
ル
ネ
イ
ュ
、
レ
ッ
シ
ン
グ
、
ギ
ヨ
オ
テ
等
の
称
道
す
る
所
謂
ト
ラ
ギ
ッ
ク

（悲
劇
の
本
真
）
な
ど
は
、
所
詮
今
の
日
本
人
の
能
く
涵
容

す
る
と
こ
ろ
に
非
ざ
る
こ
と
を
。
（中
略
）
今
の
日
本
人
を
し
て
こ
の
末
駒
を
聴
か
し
め
ば
、
そ
の
耳
を
掩
う
て
走
る
こ
と
復
疑
ふ
べ
か

ら
ず
。
花
の
春
に
先
立
ち
て
発
く
も
の
は
朔
風
の
た
め
に
傷
ら
れ
、
文
の
世
に
先
立
ち
て
出
づ
る
も
の
は
、
秦
火
の
惨
に
遭
は
ざ
れ
ば
則

ち
覆
醤
の
恨
を
見
ん
。

「今
の
日
本
人
」
に
対
す
る
徹
底
的
な
不
信
が
強
く
印
象
に
残
る
。
し
か
し
二
人
は
ま
も
な
く
、

「
洋
等
続
絃
」
と
し
て
連
載
を
再
開
し
完
結

さ
せ
る
。
そ
し
て
更
に
は
本
文
の
全
面
的
改
訂
を
行
な
っ
て
鴎
外
の
初
期
文
学
活
動
の
集
成
で
あ
る

『
水
沫
集
』
に
収
録
す
る
の
で
あ
る
。
こ

の
改
訂
の
様
相
、
『
水
沫
集
集
』
中
の
他
の
作
品
と
の
有
機
的
関
連
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

と
も
あ
れ
、
明
治
二
十
二
年

一
月
、
翌
日
調
高
洋
等

一
曲
」
並
び
に

「小
説
論
」
の
発
表
と
と
も
に
、
鴎
外
の
文
化
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
実

行

に
移
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
戯
曲
が
翻
訳
に
際
し
て
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
意
味
を
担
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
考
慮
さ
れ

て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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