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劇評ジャンルの文化史

は
じ
め
に

　
日
本
に
お
け
る
近
代
化
は
、
既
存
の
文
化
を
否
定
し
て
新
た
な
文
化
を
求
め

つ
つ
も
、
既
存
の
も
の
が
西
洋
の
も
の
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。

既
存
の
文
化
は
、
西
洋
文
化
の
受
け
皿
と
な
り
な
が
ら
再
編
成
し
た
。
こ
の
日

本
型
の
近
代
化
に
関
し
て
、
鈴
木
貞
美
は
『
日
本
の
「
文
学
」
の
概
念
』
作
品

社
、（
一
九
九
八
年
）
で
、
文
学
の
概
念
の
再
編
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
稿
で
は
、

同
様
の
視
点
か
ら
歌
舞
伎
の
劇
評
の
分
野
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
ま
ず
本
稿
で
は
、
西
洋
文
化
の
受
け
皿
と
な
っ
た
既
存
の
文
化
で
あ
る
近
世

期
の
歌
舞
伎
の
批
評
に
つ
い
て
詳
述
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
歌
舞
伎
史
研
究
で
は
、

西
洋
文
化
の
要
素
を
物
差
し
に
し
て
、
既
存
の
文
化
を
は
か
っ
て
き
た
傾
向
が

あ
る
。
本
稿
が
め
ざ
す
、
西
洋
の
文
化
の
要
素
を
受
け
入
れ
、
ど
の
よ
う
に
再

編
が
起
き
た
か
を
検
証
す
る
た
め
に
は
、
歌
舞
伎
の
批
評
の
性
質
を
改
め
て
把

握
す
る
必
要
が
あ
る
。
歌
舞
伎
の
劇
評
史
に
つ
い
て
は
多
く
の
先
行
研
究
が
あ

り
、
近
世
演
劇
研
究
者
に
よ
っ
て
資
料
の
発
掘
と
詳
細
な
分
析
が
行
わ
れ
て
き

た
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
劇
評
の
文
化
史
と
い
う
立

場
か
ら
出
版
ジ
ャ
ン
ル
を
整
理
す
る
視
点
に
た
ち
、
分
析
す
る
。

　
次
に
、
劇
評
に
お
け
る
戯
曲
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
演
劇
の
分

野
に
お
け
る
近
代
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
西
洋
文
化
の
要
素
の
一
つ
と
し
て
、
鈴

木
貞
美
が
文
学
の
概
念
の
再
編
で
指
摘
し
た
、
戯
曲
が
文
学
の
一
類
に
含
ま
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
が
演
劇
の
分
野
、
特
に
劇
の
批
評
に
ど

の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
最
後
に
、
現
代
の
歌
舞
伎
の
劇
評
で
重
要
な
視
点
で
あ
る
「
型
」
を
取
り
上

げ
、
劇
評
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
、
西
洋
の
要
素
を
既
存
の
劇
評
が
ど
の
よ
う

に
受
け
止
め
、
近
代
的
な
歌
舞
伎
の
劇
評
へ
転
換
し
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
な
お
、
歌
舞
伎
の
批
評
は
個
人
的
な
日
記
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
が
、
本
稿
で

は
近
代
の
劇
評
ま
で
の
歴
史
を
概
観
す
る
た
め
に
、
歌
舞
伎
の
批
評
と
し
て
公

に
出
版
さ
れ
た
も
の
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。

〈
共
同
研
究
報
告
〉

劇
評
ジ
ャ
ン
ル
の
文
化
史

　
　
近
代
へ
の
転
換
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一
　
出
版
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
み
る
劇
評
史
（
一
）

　
　
　
野
郎
評
判
記
か
ら
役
者
評
判
記
へ

　
劇
評
の
歴
史
に
は
、
野
郎
評
判
記
か
ら
役
者
評
判
記
へ
、
役
者
評
判
記
か
ら

近
代
的
な
劇
評
へ
と
、
大
き
く
二
つ
の
転
換
期
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
劇
評

史
の
研
究
は
、
舞
台
の
変
化
が
劇
評
の
性
質
に
反
映
し
て
い
る
と
い
う
視
点
か

ら
分
析
さ
れ
て
き
た
。
そ
も
そ
も
歌
舞
伎
史
の
研
究
は
周
辺
資
料
に
よ
っ
て
、

消
滅
し
た
舞
台
を
再
構
築
し
て
す
す
め
ら
れ
る
。
近
世
期
の
歌
舞
伎
の
批
評
で

あ
る
評
判
記
は
当
時
の
舞
台
を
知
る
重
要
な
資
料
で
あ
り
、
こ
れ
を
通
し
て
演

劇
史
を
解
明
し
て
き
た
た
め
、
劇
評
史
は
舞
台
史
の
研
究
と
切
り
離
す
こ
と
が

で
き
な
い
。
し
か
し
、
公
に
出
版
さ
れ
た
歌
舞
伎
の
批
評
は
、
近
世
期
の
出
版

シ
ス
テ
ム
の
中
で
性
質
を
把
握
す
る
必
要
も
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
野
郎
評
判

記
か
ら
役
者
評
判
記
へ
の
転
換
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
野
郎
評
判
記
は
、
野
郎
歌
舞
伎
時
代
に
出
版
さ
れ
た
。
現
在
の
歌
舞
伎
史
の

時
代
区
分
は
、
十
七
世
紀
初
頭
の
女
芸
人
や
遊
女
が
舞
台
の
中
心
的
役
割
を
果

た
す
女
歌
舞
伎
時
代
、
一
六
三
〇
年
頃
に
女
歌
舞
伎
の
禁
止
に
よ
り
台
頭
し
た

美
少
年
す
な
わ
ち
若
衆
に
よ
る
若
衆
歌
舞
伎
時
代
、
十
七
世
紀
中
期
の
若
衆
歌

舞
伎
の
禁
止
を
経
て
、
前
髪
を
剃
り
落
と
し
一
人
前
と
な
っ
た
野
郎
が
舞
台
に

立
つ
野
郎
歌
舞
伎
時
代
と
分
類
さ
れ
る
。
女
歌
舞
伎
、
若
衆
歌
舞
伎
時
代
に
は
、

踊
り
が
演
目
の
中
心
で
あ
っ
た
が
、
野
郎
歌
舞
伎
時
代
の
約
半
世
紀
の
間
に
、

歌
や
踊
り
に
よ
っ
て
完
結
し
た
短
い
場
面
で
構
成
さ
れ
る
放
れ
狂
言
か
ら
、
一

つ
の
物
語
が
い
く
つ
か
の
場
面
で
構
成
さ
れ
る
続
き
狂
言
に
変
化
し
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
元
禄
期
（
一
六
八
八
　
一
七
〇
四
）
に
出
版
さ
れ
た
長
編
の
歌

舞
伎
の
資
料
（
絵
入
狂
言
本
）
が
多
く
現
存
し
、
こ
の
頃
に
セ
リ
フ
に
よ
っ
て

劇
が
進
行
す
る
歌
舞
伎
の
ス
タ
イ
ル
が
確
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
降
、

幕
末
ま
で
に
も
歌
舞
伎
は
様
々
な
変
化
を
遂
げ
る
が
、
踊
り
中
心
の
舞
台
が
、

セ
リ
フ
で
進
行
す
る
舞
台
に
な
る
ほ
ど
の
根
本
的
な
性
質
の
転
換
は
な
か
っ
た

と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
批
評
と
い
う
の
は
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
に
か
か
わ
ら
ず
、
批
評
の
対
象
と
な
る
も

の
の
様
々
な
要
素
を
取
り
上
げ
て
善
し
悪
し
を
批
評
す
る
。
舞
台
は
、
役
者
の

演
技
や
物
語
の
内
容
（
筋
）、
舞
台
装
置
の
工
夫
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
も
の
の
う
ち
、
野
郎
評
判
記
は
役
者
を
対
象
と
し
、
対
象
を
把
握

す
る
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
役
者
の
容
姿
や
性
格
な
ど
に
記
述
の
多
く
が
割
か
れ
、

芸
に
関
す
る
言
及
の
方
が
少
な
い
、
ま
た
は
全
く
無
い
事
例
も
あ
る
。
野
郎
評

判
記
の
評
価
の
手
法
は
、
同
時
代
に
出
版
さ
れ
て
い
た
遊
女
評
判
記
の
影
響
を

受
け
て
、
役
者
は
若
く
容
姿
の
優
れ
た
若
衆
や
女
形
か
ら
配
列
さ
れ
て
い
る
。

　
遊
女
評
判
記
は
、
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
で
は
仮
名
草
子
の
う
ち
、
実
用
的
な
書

物
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。
遊
女
評
判
記
は
客
が
遊
女
に
会
う
た
め
の
手
引

き
書
の
役
割
を
持
ち
、
京
、
江
戸
、
大
坂
と
三
大
都
市
の
そ
れ
ぞ
れ
の
版
元
に

よ
っ
て
出
版
さ
れ
、
土
地
に
根
ざ
し
た
情
報
が
提
供
さ
れ
た
。
批
評
の
要
素
は
、

遊
女
の
顔
の
善
し
悪
し
や
客
あ
し
ら
い
の
技
術
で
あ
る
。
顔
の
善
し
悪
し
に
つ

い
て
は
、
全
体
の
印
象
か
ら
顔
の
細
か
な
造
作
に
ま
で
及
ぶ
。
客
あ
し
ら
い
の

技
術
に
つ
い
て
は
、
書
道
の
筋
の
良
さ
や
、
食
事
の
マ
ナ
ー
、
床
あ
し
ら
い
な

ど
で
あ
る
。
ま
た
、
当
時
の
流
行
歌
謡
で
あ
る
小
歌
に
も
言
及
さ
れ
る
。

　
こ
の
遊
女
評
判
記
の
批
評
の
手
法
を
野
郎
評
判
記
が
採
用
し
た
こ
と
は
、
す
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劇評ジャンルの文化史

で
に
先
行
研
究
）
1
（

で
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
野
郎
評
判
記
が
新
し
い
手
法
を
編
み
出

さ
ず
に
、
遊
女
評
判
記
の
方
法
で
よ
か
っ
た
の
は
、
野
郎
歌
舞
伎
時
代
の
役
者

は
舞
台
を
お
り
て
は
男
娼
を
つ
と
め
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
先
述
し
た
よ
う

に
野
郎
歌
舞
伎
時
代
は
、
放
れ
狂
言
か
ら
続
き
狂
言
の
過
渡
期
で
あ
り
、
踊
り

の
表
現
へ
の
関
心
が
高
く
、
容
色
中
心
で
よ
か
っ
た
こ
と
が
原
因
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
元
禄
歌
舞
伎
時
代
に
な
る
と
、
長
編
の
物
語
を
役
者
の
セ
リ
フ
に
よ

っ
て
進
行
さ
せ
る
舞
台
に
な
り
、
歌
舞
伎
の
批
評
に
お
い
て
も
、
役
者
の
芸
に

関
心
が
移
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
前
の
時
代
と
区
別
す
る
た
め
に
役
者

評
判
記
と
分
類
さ
れ
て
い
る
。
近
代
以
降
の
演
劇
研
究
者
は
、
元
禄
歌
舞
伎
の

方
が
、
野
郎
歌
舞
伎
時
代
に
比
べ
て
、
演
劇
と
し
て
進
化
し
た
と
と
ら
え
、
そ

れ
が
劇
評
史
の
分
析
に
も
反
映
し
て
、
芸
の
内
容
も
、
批
評
の
対
象
と
な
る
べ

き
立
派
な
も
の
に
進
化
し
た
と
と
ら
え
て
き
た
）
2
（

。
舞
台
で
上
演
さ
れ
る
作
品
内

容
が
複
雑
化
す
る
こ
と
を
進
化
と
評
価
す
る
こ
と
は
、
近
代
に
入
っ
て
戯
曲
を

舞
台
の
構
成
要
素
か
ら
独
立
さ
せ
、
文
学
の
一
類
と
し
て
重
要
視
す
る
と
い
う

西
洋
か
ら
移
入
し
た
文
化
の
要
素
で
達
成
度
を
は
か
る
考
え
方
に
基
づ
い
て
い

る
と
思
わ
れ
る
）
3
（

。

　
し
か
し
、
遊
女
歌
舞
伎
、
若
衆
歌
舞
伎
、
野
郎
歌
舞
伎
の
時
代
に
、
観
客
を

熱
狂
さ
せ
て
い
た
舞
台
表
現
が
レ
ベ
ル
の
低
い
も
の
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。

そ
の
証
拠
と
し
て
、
当
時
の
観
客
が
役
者
の
演
技
や
踊
り
の
表
現
力
に
も
関
心

を
示
し
て
い
た
資
料
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
武
井
協
三
は
、
野
郎
歌
舞
伎
時

代
の
役
者
に
関
し
て
、
評
判
記
以
外
に
、
大
名
家
の
記
録
な
ど
様
々
な
資
料
で

役
者
の
表
現
力
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
生
き
生
き
と
野

郎
歌
舞
伎
時
代
の
役
者
た
ち
の
芸
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
）
4
（

。

　
こ
の
よ
う
な
役
者
の
芸
は
、
野
郎
評
判
記
と
い
う
出
版
物
に
お
い
て
は
、
批

評
対
象
で
あ
る
役
者
を
把
握
す
る
要
素
と
し
て
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
と
み
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
遊
女
評
判
記
に
お
い
て
、
小
歌
に
つ
い

て
も
言
及
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
遊
女
の
顔
や
書
道
な
ど
に
つ
い
て
は

詳
し
く
触
れ
る
遊
女
評
判
記
が
、
小
歌
に
つ
い
て
は
「
小
歌
よ
し
」
と
善
し
悪

し
程
度
の
批
評
に
と
ど
ま
る
。
つ
ま
り
、
芸
能
の
善
し
悪
し
を
評
価
す
る
言
葉

が
、
こ
の
出
版
物
の
ジ
ャ
ン
ル
で
は
発
達
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
野
郎
評

判
記
は
こ
の
よ
う
な
遊
女
評
判
記
と
同
じ
出
版
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
た
め
に
、
役

者
の
舞
台
上
の
芸
に
対
す
る
批
評
用
語
が
発
達
し
な
か
っ
た
の
だ
。

　
や
が
て
、
野
郎
歌
舞
伎
時
代
か
ら
元
禄
歌
舞
伎
時
代
に
か
け
て
舞
台
上
の
出

来
事
に
関
し
て
批
評
を
行
う
新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
の
出
版
物
が
模
索
さ
れ
、
最
も

よ
く
舞
台
を
批
評
す
る
ス
タ
イ
ル
を
有
す
る
出
版
物
と
し
て
、
元
禄
十
二
年

（
一
六
九
九
）
に
『
役
者
口
三
味
線
』
が
登
場
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
出
版
ジ
ャ
ン
ル
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
と
、
野
郎
評
判
記
は

遊
女
評
判
記
と
同
じ
ジ
ャ
ン
ル
の
出
版
物
で
あ
る
た
め
に
、
舞
台
の
上
の
役
者

と
し
て
の
資
質
よ
り
も
、
役
者
個
人
に
関
し
て
批
評
が
な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
野
郎
評
判
記
か
ら
役
者
評
判
記
へ
の
移
行
は
、
同
じ
ジ
ャ
ン
ル
の
中

に
お
け
る
進
化
で
は
な
く
、
新
た
な
歌
舞
伎
批
評
の
ジ
ャ
ン
ル
が
登
場
し
た
と

見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
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二
　
出
版
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
み
る
劇
評
史
（
二
）

　
　
　
役
者
評
判
記
か
ら
近
代
の
劇
評
へ

　
次
に
、
近
世
期
の
役
者
評
判
記
か
ら
近
代
の
劇
評
へ
の
質
的
転
換
を
、
同
じ

く
出
版
ジ
ャ
ン
ル
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
。

　
役
者
評
判
記
は
、
元
禄
十
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
役
者
口
三
味
線
』
に
始
ま

る
。
実
際
に
は
、
元
禄
時
代
初
頭
か
ら
次
第
に
形
を
と
と
の
え
つ
つ
あ
っ
た
）
5
（

が
、

『
役
者
口
三
味
線
』
以
降
、
京
都
の
版
元
八
文
字
屋
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
役

者
評
判
記
の
形
式
や
刊
行
時
期
が
、
江
戸
幕
府
が
解
体
す
る
ま
で
約
百
五
十
年

間
も
継
承
さ
れ
る
。
同
じ
系
列
の
版
元
に
よ
る
同
じ
ス
タ
イ
ル
が
続
い
た
）
6
（

と
い

う
結
果
論
で
は
あ
る
が
、『
役
者
口
三
味
線
』
が
劇
評
を
扱
う
出
版
ジ
ャ
ン
ル

の
出
発
点
と
位
置
づ
け
る
所
以
で
あ
る
。

　
役
者
評
判
記
の
出
版
物
の
体
裁
は
、
黒
表
紙
で
横
型
小
本
の
三
冊
組
で
あ
る
。

京
、
江
戸
、
大
坂
の
三
都
を
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
に
分
け
て
一
覧
で
き
る
よ
う
に
し

た
。
こ
れ
は
、
遊
女
評
判
記
や
野
郎
評
判
記
が
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
ご
と
に
、
地

元
の
版
元
が
手
が
け
て
い
た
の
と
は
大
き
く
異
な
る
。
批
評
対
象
を
役
者
に
す

る
点
で
は
野
郎
評
判
記
と
同
じ
で
、
目
次
に
相
当
す
る
目
録
部
で
は
役
者
名
が

列
記
さ
れ
、
立
役
、
女
形
（
女
方
）、
敵
役
な
ど
の
役
柄
に
分
類
さ
れ
る
。
つ

ま
り
、
立
役
の
ト
ッ
プ
と
女
形
の
ト
ッ
プ
は
、
役
者
の
表
現
方
法
も
見
所
も
異

な
り
同
列
に
扱
わ
ず
に
別
に
批
評
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
上
で
役
者
の
技
量
に

よ
っ
て
位
付
け
（
ラ
ン
ク
付
け
）
さ
れ
る
。
こ
の
目
録
に
次
い
で
浮
世
草
子
風

の
読
み
物
で
あ
る
開
口
部
が
あ
り
、
芸
評
が
始
ま
る
。

　
刊
行
時
期
に
関
し
て
は
、『
役
者
口
三
味
線
』
以
降
、
近
世
期
の
歌
舞
伎
の

興
行
慣
習
と
関
連
づ
け
て
定
期
刊
行
物
化
し
た
。
十
一
月
の
顔
見
世
興
行
と
、

一
年
間
で
最
も
充
実
し
た
内
容
で
の
ぞ
む
正
月
興
行
の
情
報
を
盛
り
込
ん
で
、

そ
れ
ぞ
れ
正
月
と
三
月
に
役
者
評
判
記
は
刊
行
さ
れ
た
。
近
世
後
期
に
は
正
月

刊
だ
け
に
な
る
が
、
一
年
に
一
回
の
刊
行
は
基
本
的
に
守
ら
れ
た
。
役
者
評
判

記
は
毎
年
出
版
し
て
も
変
化
の
あ
る
内
容
が
求
め
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
野
郎
評

判
記
の
よ
う
な
役
者
個
人
の
情
報
で
は
な
く
、
毎
年
異
な
っ
た
顔
ぶ
れ
に
よ
る

劇
団
の
活
動
と
連
動
し
た
内
容
が
、
定
期
刊
行
物
化
を
支
え
る
こ
と
に
も
な
る
。

　
い
つ
出
版
さ
れ
る
か
決
ま
っ
て
い
な
い
野
郎
評
判
記
と
異
な
り
、
定
期
刊
行

物
に
な
る
と
舞
台
上
の
出
来
事
に
対
し
て
具
体
的
に
批
評
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
。
出
版
の

度
は
、
劇
評
の
性
質
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
の
だ
。
野
郎

評
判
記
で
は
、
例
え
ば
小
歌
や
舞
に
関
し
て
は
善
し
悪
し
程
度
で
あ
っ
た
が
、

役
者
評
判
記
に
な
る
と
、
舞
踊
の
場
合
な
ら
ば
恨
み
を
抱
い
て
生
き
霊
に
な
っ

た
表
現
を
す
る
場
合
な
ど
は
怨
霊
事
と
い
う
。
ま
た
立
役
の
芸
の
場
合
な
ら
ば

女
性
と
恋
愛
場
面
を
演
じ
る
和
事
、
力
強
い
表
現
の
荒
事
、
さ
ら
に
刀
さ
ば
き

の
武
道
事
、
主
人
に
意
見
す
る
家
臣
の
芸
の
諫
言
事
と
い
う
風
に
、
役
者
の
芸

風
を
把
握
す
る
言
葉
が
た
く
さ
ん
生
み
出
さ
れ
、
こ
れ
が
場
面
に
即
し
て
解
説

さ
れ
る
。
野
郎
評
判
記
で
は
遊
女
評
判
記
と
同
じ
よ
う
に
批
評
対
象
で
あ
る
役

者
を
把
握
す
る
要
素
と
し
て
姿
形
を
形
容
す
る
批
評
言
語
が
発
達
し
た
が
、
役

者
評
判
記
で
は
、
芸
の
批
評
言
語
が
生
み
出
さ
れ
た
の
だ
。
こ
の
役
者
の
舞
台

上
の
表
現
に
関
わ
る
批
評
の
要
素
が
舞
台
の
見
所
で
も
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
役
者
が
初
舞
台
を
踏
ん
で
以
来
ど
の
よ
う
に
し
て
人
気
を
得
て
き

た
か
、
親
や
師
匠
が
い
る
場
合
は
ど
の
よ
う
な
芸
を
受
け
継
い
で
い
る
か
と
い
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劇評ジャンルの文化史

う
芸
系
に
も
言
及
す
る
。
芸
系
に
つ
い
て
は
、
役
者
の
芸
風
と
い
う
役
者
が
持

つ
全
体
的
な
印
象
だ
け
で
な
く
、
作
品
の
特
定
の
場
面
に
お
け
る
具
体
的
な
芸

の
継
承
や
新
工
夫
に
つ
い
て
細
か
く
批
評
さ
れ
る
。
ま
た
、
演
技
を
受
け
継
ぐ

場
合
も
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
か
が
評
価
の
基
準
と
な
る
。
近
世
期
に
お
け

る
現
代
劇
で
あ
る
歌
舞
伎
で
は
、
単
な
る
コ
ピ
ー
で
あ
る
「
焼
き
直
し
」
は
否

定
的
に
評
価
さ
れ
た
。
定
期
刊
行
物
化
に
よ
る
役
者
に
関
す
る
長
年
に
わ
た
る

定
点
観
測
は
、
芸
系
に
関
し
て
も
豊
か
な
情
報
が
蓄
積
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な

っ
た
）
7
（

。

　
役
者
評
判
記
の
批
評
の
手
法
は
、
品
定
め
で
あ
る
。
位
付
け
さ
れ
た
役
者
の

配
列
の
根
拠
を
述
べ
な
が
ら
演
技
の
技
量
を
批
評
す
る
。
次
に
刊
行
さ
れ
る
評

判
記
で
は
こ
の
順
位
が
逆
転
し
た
り
、
若
手
の
役
者
が
台
頭
し
た
り
、
位
付
け

は
常
に
変
動
す
る
。
変
動
す
る
か
ら
こ
そ
安
易
に
前
年
の
版
木
を
流
用
せ
ず
、

新
た
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
）
8
（

。
品
定
め
は
会
話
形
式
で
展
開
す
る
。

女
性
フ
ァ
ン
や
、
歌
舞
伎
通
、
高
価
な
客
席
の
桟
敷
の
客
、
一
番
安
い
土
間
の

見
物
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
の
意
見
を
紹
介
す
る
。
た
だ
し
、
評
判
記

の
作
者
は
一
人
で
、
そ
こ
に
読
み
物
と
し
て
の
趣
向
も
役
者
評
判
記
に
は
あ
る
。

ま
た
野
郎
評
判
記
は
遊
女
評
判
記
と
同
じ
仮
名
草
子
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、

役
者
評
判
記
は
浮
世
草
子
の
作
者
が
執
筆
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
9
（

。

た
だ
し
、
役
者
評
判
記
の
本
体
で
あ
る
批
評
内
容
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、

役
者
評
判
記
は
浮
世
草
子
の
ジ
ャ
ン
ル
の
一
類
で
は
な
く
、
歌
舞
伎
の
批
評
と

い
う
新
た
な
出
版
ジ
ャ
ン
ル
と
見
る
べ
き
だ
。

　
役
者
評
判
記
を
新
た
な
出
版
ジ
ャ
ン
ル
と
考
え
る
根
拠
は
主
に
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
役
者
評
判
記
の
形
式
を
踏
襲
し
た
歌
舞
伎
以
外
の
批
評
が
出
版
さ
れ
た

こ
と
、
も
う
一
つ
は
近
世
期
の
出
版
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
こ
の
形
式
が
守
ら
れ

た
こ
と
で
あ
る
。

　
人
形
浄
瑠
璃
の
批
評
は
、
人
形
浄
瑠
璃
独
特
の
批
評
様
式
を
生
み
出
す
こ
と

は
な
く
歌
舞
伎
の
評
判
記
の
形
式
を
踏
襲
し
た
）
10
（

。
ま
た
、
演
劇
以
外
の
分
野
で

も
批
評
の
出
版
物
が
出
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
役
者
評
判
記
の
黒
表
紙
で
横
型
小

本
と
い
う
体
裁
や
、
三
冊
組
、
位
付
け
や
品
定
め
方
式
な
ど
、
役
者
評
判
記
の

出
版
物
と
し
て
の
要
素
の
全
て
で
は
な
い
に
し
て
も
い
く
つ
か
を
取
り
入
れ
て

お
り
、
明
ら
か
に
役
者
評
判
記
の
パ
ロ
デ
ィ
と
な
っ
て
い
る
）
11
（

。

　
ま
た
、
歌
舞
伎
に
お
い
て
は
、
百
五
十
年
の
間
に
興
行
の
慣
習
に
変
化
が
生

じ
、
さ
ら
に
江
戸
の
歌
舞
伎
は
上
方
と
異
な
る
観
客
の
関
心
を
集
め
る
よ
う
に

な
り
、
京
都
の
版
元
に
よ
る
役
者
評
判
記
で
は
カ
バ
ー
で
き
な
い
側
面
も
表
れ

た
。
そ
の
た
め
に
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
歌
舞
伎
の
批
評
を
出
版
す
る
こ
と
が
試

み
ら
れ
た
が
、
版
元
の
八
文
字
屋
が
本
屋
仲
間
へ
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
規
制

が
加
え
ら
れ
た
）
12
（

。
一
方
多
様
な
歌
舞
伎
に
対
す
る
関
心
は
、
役
者
評
判
記
と
は

異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
の
出
版
物
に
よ
っ
て
補
わ
れ
た
）
13
（

。
こ
の
よ
う
に
、
近
世
期
の

出
版
シ
ス
テ
ム
と
役
者
評
判
記
を
補
完
す
る
別
の
種
類
の
出
版
物
の
存
在
に
よ

っ
て
役
者
評
判
記
の
形
式
は
温
存
さ
れ
、
ジ
ャ
ン
ル
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
役
者
評
判
記
の
性
質
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
基
本
形
式
を
守
り
な
が

ら
も
歌
舞
伎
の
変
化
に
あ
わ
せ
て
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
た
。
し
か
し
近
代
へ
の
転

換
を
視
野
に
入
れ
る
と
、
近
代
に
登
場
し
た
劇
評
家
が
新
し
い
歌
舞
伎
の
批
評

を
模
索
す
る
時
「
黒
表
紙
」
に
言
及
し
て
お
り
、
八
文
字
屋
系
役
者
評
判
記
が
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強
く
意
識
さ
れ
た
。
黒
表
紙
の
体
裁
で
役
者
を
批
評
の
対
象
と
し
位
付
け
を
し

て
品
定
め
を
行
う
と
い
う
、
変
わ
る
こ
と
な
く
守
ら
れ
た
役
者
評
判
記
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
の
様
式
、
批
評
の
対
象
、
そ
し
て
手
法
が
、
近
代
に
な
っ
て
新
し
い

劇
評
を
目
指
す
と
き
に
乗
り
越
え
る
べ
き
対
象
だ
っ
た
の
だ
。

　
で
は
、
近
代
の
歌
舞
伎
の
批
評
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
近
世
の
役
者
評
判

記
と
最
も
異
な
る
点
は
、
舞
台
を
構
成
す
る
様
々
な
要
素
の
中
で
、
戯
曲
へ
の

関
心
が
高
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
近
代
的
な
歌
舞
伎
の
批
評
の
出
発
点
と
さ
れ

る
、
明
治
二
十
年
頃
か
ら
演
劇
雑
誌
や
新
聞
の
劇
評
欄
で
活
躍
す
る

庭
篁
村

や
、
森

外
の
弟
三
木
竹
二
は
、
戯
曲
を
批
評
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
歌
舞

伎
の
批
評
に
お
け
る
戯
曲
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
次
に
考
察
す
る
と
し
て
、

こ
こ
で
は
出
版
ジ
ャ
ン
ル
の
視
点
か
ら
、
近
世
か
ら
近
代
へ
の
変
化
を
考
察
す

る
。

　
明
治
に
な
り
役
者
評
判
記
の
刊
行
が
途
絶
す
る
と
、
批
評
の
対
象
が
役
者
毎

か
ら
作
品
毎
に
変
化
す
る
。
新
聞
や
雑
誌
で
歌
舞
伎
の
批
評
が
盛
ん
に
な
る
の

は
、
明
治
十
年
代
の
後
半
か
ら
二
十
年
代
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
先
だ
っ
て
明
治

初
頭
に
は
、
木
版
の
評
判
記
が
、
八
文
字
屋
系
の
役
者
評
判
記
の
刊
行
が
絶
え

る
こ
と
を
惜
し
ん
で
い
く
つ
か
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
歌
舞
伎
の
批
評
は
役

者
評
判
記
の
ス
タ
イ
ル
を
強
く
意
識
し
て
い
る
が
、
定
期
刊
行
物
化
し
た
も
の

で
は
な
い
。
散
発
的
な
刊
行
で
あ
る
が
故
に
、
役
者
評
判
記
の
よ
う
に
一
年
間

の
動
向
の
紹
介
な
ど
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
特
定
の
上
演
作
品
に
対
し
て
批
評
が
行

わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
明
治
三
年
に
東
京
で
刊
行
さ
れ
た
『
俳や

く
し
や優

評
判
記
』

は
、
副
題
に
「
三
芝
居
新
狂
言
」
と
あ
り
、
冒
頭
に
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
の

批
評
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
明
治
十
一
年
に
大
阪
で
刊
行
さ
れ

た
『
俳
優
評
判
記
』
は
冒
頭
に
上
演
作
品
の
粗
筋
を
幕
を
追
っ
て
記
載
し
た
後

に
、
八
文
字
屋
系
の
役
者
評
判
記
を
踏
襲
し
て
位
付
け
を
し
た
役
者
目
録
と
役

者
の
批
評
を
掲
載
し
て
い
る
。

　
明
治
十
一
年
か
ら
十
九
年
ま
で
刊
行
さ
れ
た
『
六
二
連
俳
優
評
判
記
』
は
、

演
劇
雑
誌
の
先
駆
的
性
質
を
有
し
、
劇
評
史
研
究
に
お
い
て
近
世
か
ら
近
代
へ

の
過
渡
期
の
批
評
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
）
14
（

。
創
刊
に
あ
た
っ
て
は
、「
是

は
一
狂
言
毎
に
発
兌
す
る
物
に
て
該
狂
言
を
見
ぬ
看ご
け

客ん
ぶ

につ

も
粗
略
脚す

色じ

の
わ
か

る
様
に
芸
評
に
は
入
用
も
な
き
事
な
が
ら
大
凡
の
す
じ
を
も
記
し
置
事
に
な
り

た
り
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
各
興
行
、
作
品
毎
に
批
評
す
る
手
法
は
、

近
世
期
の
出
版
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
と
同
時
に
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
出
版
物
の
刊
行

度
に
関
し
て
、
日
刊
の
新
聞
、
一
週
間
に
複
数
回

出
る
雑
誌
な
ど
は
、
実
際
の
興
行
中
に
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
出
さ
れ
る
。
役
者
評

判
記
の
定
期
刊
行
物
化
に
よ
っ
て
八
文
字
屋
が
目
指
し
た
速
報
性
も
、
近
世
期

の
出
版
流
通
シ
ス
テ
ム
で
は
、
日
刊
や
週
刊
は
も
ち
ろ
ん
、
月
刊
の
批
評
も
不

可
能
で
あ
り
、
限
界
が
あ
っ
た
）
15
（

。
明
治
に
登
場
し
た
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ

て
そ
の
限
界
は
乗
り
越
え
ら
れ
た
の
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
興
行
毎
、
作
品
毎
の
批
評
に
よ
っ
て
、
役
者
評
判
記
に
見
ら
れ

た
地
域
や
劇
団
を
横
断
的
に
見
渡
し
た
品
定
め
の
視
点
は
失
わ
れ
、
位
付
け
も

行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
例
え
ば
、『
六
二
連
俳
優
評
判
記
』
で
は
、
会
話
形
式

の
批
評
を
読
者
が
期
待
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
的
に
は
そ
れ
を
避
け
た
）
16
（

。

ま
た
明
治
二
十
三
年
の
『
国
民
新
聞
』
に
お
い
て
、
守
旧
派
の
劇
評
家
で
あ
る

(12)364
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幸
堂
得
知
は
、
位
付
け
の
復
活
を
試
み
て
読
者
の
支
持
を
得
た
が
、
結
局
は
継

続
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
幸
堂
得
知
は
、
位
付
け
は
「
一
ケ
年
の
出
来

不
出
来
を
見
合
せ
」
行
う
た
め
、
新
聞
で
劇
評
を
掲
載
す
る
度
に
位
付
け
を
し

な
い
と
し
て
お
り
）
17
（

、
新
聞
の
刊
行

度
が
位
付
け
に
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
よ
う
に
役
者
評
判
記
の
批
評
の
手
法
で
あ
る
品
定
め
や
位
付
け
は
、

出
版
ジ
ャ
ン
ル
の
変
化
に
よ
っ
て
姿
を
消
し
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
作
品
の
内
容
が
公
に
刊
行
さ
れ
る
点
も
、
近
世
期
の
役
者
評
判
記
と

は
異
な
る
明
治
の
新
し
い
特
色
で
あ
る
。
近
世
期
の
出
版
シ
ス
テ
ム
で
は
、
歌

舞
伎
の
台
帳
（
台
本
）
が
流
通
す
る
の
は
例
外
的
で
あ
っ
た
）
18
（

。
し
か
し
、
明
治

に
な
る
と
先
述
し
た
よ
う
に
木
版
の
評
判
記
や
、
六
二
連
の
評
判
記
で
も
粗
筋

を
載
せ
る
よ
う
に
な
る
。
新
聞
に
お
い
て
は
、
連
載
小
説
と
同
じ
よ
う
に
脚
本

が
連
載
さ
れ
、
そ
れ
を
追
い
か
け
る
よ
う
に
批
評
が
掲
載
さ
れ
る
。
粗
筋
は
新

作
だ
け
で
な
く
、
再
演
を
重
ね
て
内
容
が
周
知
さ
れ
て
い
る
作
品
に
つ
い
て
も

掲
載
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
近
代
の
歌
舞
伎
の
批
評
に
お
け
る
戯
曲
へ
の
関
心
の
高
ま
り

は
、
近
世
期
の
出
版
シ
ス
テ
ム
か
ら
の
解
放
と
印
刷
技
術
や
流
通
シ
ス
テ
ム
と

い
っ
た
歌
舞
伎
の
批
評
を
載
せ
る
出
版
ジ
ャ
ン
ル
の
質
的
変
化
も
考
え
る
必
要

が
あ
る
。三

　
歌
舞
伎
の
批
評
に
お
け
る
戯
曲
の
位
置
づ
け
の
変
化

　
近
代
に
入
っ
て
戯
曲
が
文
学
の
一
類
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
坪
内
逍
遙

ら
の
近
松
研
究
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
戯
曲
に
対
し
て
研
究
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
戯
曲
を
中
心
と
し
た
考
え
方
は
、
本
稿
で
す
で
に
見
た
よ
う
に
近
代

以
降
の
演
劇
史
研
究
や
劇
評
史
研
究
に
も
影
響
を
与
え
て
き
た
。
し
か
し
、
近

世
期
の
歌
舞
伎
の
批
評
に
お
い
て
も
、
決
し
て
戯
曲
に
関
心
が
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。

　
役
者
評
判
記
は
役
者
に
対
し
て
批
評
を
行
う
た
め
、
作
品
内
容
に
関
し
て
は
、

「
そ
れ
は
作
者
の
問
題
で
あ
っ
て
、
役
者
が
悪
い
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
て
批

判
は
自
制
さ
れ
た
。
し
か
し
、
場
面
の
解
釈
に
基
づ
い
て
役
者
の
表
現
を
批
評

す
る
事
例
は
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
に
刊
行
さ

れ
た
『
三
ケ
ノ
津
浅
間
嶽 

二
の
替
芸
品
定
』
は
、
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）

の
初
演
以
降
、
再
演
が
繰
り
返
さ
れ
た
「
傾
城
浅
間
嶽
」
の
歴
代
の
興
行
の
批

評
を
含
む
役
者
評
判
記
で
あ
る
。
本
書
に
は
享
保
十
年
、
大
坂
で
の
再
演
時
の

批
評
を
次
の
よ
う
に
掲
載
し
て
い
る
。

　

　
此
度
は
ら
う
人
兵
助
役
。
お
さ
ん
を
刀
ぬ
い
て
。
お
ど
し
に
ひ
ら
め
か

さ
る
る
が
。
け
が
に
お
さ
ん
に
あ
た
り
し
ゆ
へ
。
ぜ
ひ
な
く
と
ゞ
め
さ
ゝ

る
ゝ
仕
内
に
見
へ
て
悪
し
と
。
其
時
の
評
判
。
ぬ
す
み
に
入
て
金
と
る
か

ら
は
む
ご
う
お
さ
ん
を
こ
ろ
す
が
此
段
）
19
（

。

　　
貧
苦
に
耐
え
な
が
ら
主
人
を
支
え
る
武
士
の
家
で
、
金
の
工
面
が
で
き
た
事

を
、
娘
に
つ
け
た
手
習
師
匠
の
浪
人
兵
助
が
耳
に
し
、
夜
中
に
忍
び
込
ん
で
娘

を
惨
殺
す
る
。
右
の
批
評
で
は
、
本
来
こ
の
場
面
で
は
盗
み
目
的
で
強
盗
殺
人

を
行
う
た
め
、
む
ご
く
演
じ
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
享
保
十
年
の
再
演
時
の
演

(13)365
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技
は
、
脅
す
う
ち
に
過
失
に
よ
っ
て
娘
を
傷
つ
け
、
仕
方
な
し
に
と
ど
め
を
刺

す
も
の
で
良
く
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
作
品
の
解
釈
に
よ
っ

て
リ
ア
リ
テ
ィ
が
感
じ
ら
れ
な
い
演
技
に
対
し
て
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
十
七
世
紀
末
か
ら
十
八
世
紀
前
期
に
刊
行
さ
れ
た
歌
舞
伎
の
粗
筋
本
で

あ
る
絵
入
狂
言
本
に
は
、「
仕
組
評
判
」
を
掲
載
す
る
も
の
が
あ
る
。
現
存
は

わ
ず
か
三
点
で
、『
け
い
せ
い
雄
床
山
』（
享
保
元
年
）、『
け
い
せ
い
金
水
車
』

（
享
保
三
年
）、『
お
し
ゆ
ん
伝
兵
衛
十
七
年
忌
』（
享
保
三
年
）
で
、
こ
れ
ら
は

す
べ
て
八
文
字
屋
が
手
が
け
て
い
る
。
こ
の
仕
組
評
で
は
、
幕
を
順
に
追
っ
て

批
評
が
行
わ
れ
、
筋
に
関
し
て
は
伏
線
を
張
り
巡
ら
せ
た
工
夫
や
観
客
の
予
想

を
覆
す
筋
立
て
を
評
価
し
た
り
、
筋
立
て
が
入
り
組
み
す
ぎ
て
い
る
こ
と
を
批

判
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
仕
組
評
判
は
近
代
の
戯
曲
に
相
応
す
る
筋
や
物
語
の

構
成
の
み
を
批
評
す
る
の
で
は
な
く
、
企
画
や
道
具
、
観
客
の
意
表
を
つ
く
役

者
の
使
い
方
と
い
っ
た
、
舞
台
を
構
成
す
る
要
素
の
う
ち
役
者
の
演
技
力
以
外

の
あ
ら
ゆ
る
点
に
関
し
て
も
、
舞
台
を
面
白
く
さ
せ
る
工
夫
（
趣
向
）
が
な
さ

れ
て
い
る
か
を
基
準
に
批
評
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
絵
入
狂
言
本
が
出
版
さ
れ
た

時
期
は
、
十
七
世
紀
末
の
元
禄
期
に
比
べ
て
遥
か
に
筋
が
複
雑
に
な
っ
て
い
る
。

役
者
評
判
記
と
補
完
的
な
性
質
を
持
っ
た
演
劇
周
辺
書
物
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し

た
八
文
字
屋
が
、
舞
台
作
品
の
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
る
物
語
（
筋
）
を
扱
っ

た
絵
入
狂
言
本
に
仕
組
評
判
の
掲
載
を
試
み
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
役
者
評
判
記
で
は
、
立
役
の
部
や
女
形
の
部
な
ど
を
設
け
、
役
柄
に
よ

っ
て
役
者
を
批
評
す
る
が
、
十
八
世
紀
中
期
に
は
作
者
の
部
を
設
け
る
評
判
記

も
い
く
つ
か
出
る
）
20
（

。

図　『おしゆん伝兵衛十七年忌』（享保三年）早稲田大学坪内博士記念演劇博物館蔵本（イ11－764）
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者
ひ
め
飾
と
い
ふ
本
に
、
尾
上
菊
五
郎
丈
（
三
代
目
）
の
評
中
〔
見
巧

者
〕
イ
ヨ
南
北

梅
幸
丈
の
狂
言
は
故
人
つ
る
や
作
に
か
ぎ
り
ま
す
と

あ
り
、
こ
ゝ
も
は
や
役
者
の
評
言
に
あ
ら
ず
。
そ
の
外
に
も
筋
の
あ
し
き

を
咎
め
、
ヲ
ッ
ト
こ
れ
は
こ
の
丈
に
申
す
の
で
は
な
か
つ
た
作
者
に
申
す

の
で
あ
つ
た
、
ど
う
か
頭
取
、
作
者
の
評
判
す
る
と
こ
ろ
も
拵
ら
へ
て
も

ら
ひ
た
い
な
ど
、
断
り
云
ひ
た
る
も
多
い
事
な
り
、
我
こ
ゝ
に
願
望
立
て
、

欧
羅
巴
流
の
台
帳
の
評
と
、
我
邦
伝
来
の
役
者
評
判
記
と
、
ど
ち
ら
も
存

じ
て
そ
し
て
ゴ
ツ
チ
や
に
な
ら
ぬ
や
う
、
棒
示
杭
た
て
た
し
と
、
往
事
柵

草
紙
第
六
号
に
初
め
て
（
一
）
戯
曲
の
評
（
二
）
技
芸
の
評
（
三
）
装
具

の
評
と
記
し
ゝ
こ
と
あ
り
。
こ
れ
よ
り
後
は
い
つ
も
の
型
く
づ
さ
ず
評
し

居
れ
ば
、
こ
の
紙
上
初
御
目
見
得
の
御
客
様
、
お
迷
ひ
な
き
や
う
御
断
り

ま
で
あ
ら

か
し
こ
（
明
治
二
十
四
年
三
月
二
十
四
日
）

　　
ま
ず
三
木
竹
二
は
、
最
近
の
劇
評
は
近
世
期
の
八
文
字
屋
系
の
役
者
評
判
記

と
同
じ
く
役
者
の
芸
に
の
み
関
心
を
払
い
、
筋
や
仕
組
に

着
し
な
い
こ
と
を

批
判
す
る
。
そ
の
上
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
戯
曲
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
を
紹

介
す
る
。
そ
し
て
近
世
期
に
お
い
て
も
筋
へ
の
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
に
触
れ
、

自
分
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
に
戯
曲
評
を
行
う
と
主
張
す
る
。
こ
の
一
文
に
続
い
て
、

「
第
一
番
目
　
台
帳
の
総
評
」
と
し
て
、
福
地
桜
痴
作
の
「
武
勇
誉
出
世
景

清
」
と
そ
の
原
作
で
あ
る
近
松
門
左
衛
門
作
「
出
世
景
清
」
の
批
評
を
展
開
し
、

役
者
の
技
芸
や
舞
台
に
関
し
て
は
一
切
触
れ
ず
、
筋
（
戯
曲
）
に
関
し
て
、
史

実
が
劇
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
荒
唐
無

に
な
っ
て
お
り
「
立
廻
り
の
み
多

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
近
世
期
に
お
い
て
も
、
筋
の
解
釈
に
沿
っ
た
役
者

の
演
技
評
、
仕
組
評
を
掲
載
す
る
絵
入
狂
言
本
、
役
者
評
判
記
に
お
け
る
作
者

の
部
な
ど
、
作
品
の
筋
立
て
へ
の
関
心
は
あ
っ
た
が
、
役
者
評
判
記
で
は
、
役

者
を
通
し
て
筋
や
構
成
、
道
具
な
ど
様
々
な
要
素
を
批
評
す
る
と
い
う
の
が
基

本
な
の
で
あ
り
、
筋
だ
け
が
独
立
し
て
批
評
の
対
象
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
一
方
、
近
代
に
お
い
て
は
歌
舞
伎
の
批
評
に
お
い
て
、
戯
曲
へ
の
関
心
が
提

唱
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
三
木
竹
二
は
、
明
治
二
十
四
年
に
『
朝
野
新
聞
』
で
劇

評
を
担
当
す
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
に
「
劇
評
の
仕
方
」
と
題
し
て
批
評

の
方
針
を
述
べ
る
。

　

　
劇
評
の
仕
方

　
劇
評
の
仕
方
い
ろ

あ
れ
ど
、
ま
づ
我
邦
に
て
は
、
い
に
し
八
文
字

屋
よ
り
年
々
黒
表
紙
出
板
せ
ら
れ
し
頃
よ
り
、
ち
か
く
は
六
二
連
、
水
魚

連
の
人
々
、
斯
道
へ
肩
い
れ
て
世
話
や
か
れ
し
ま
で
、
い
づ
れ
も
役
者
の

評
判
、
芸
道
の
よ
し
あ
し
に
つ
き
て
こ
そ
、
彼
此
と
ス
ツ
パ
抜
か
れ
た
れ
、

筋
の
通
る
通
ら
ぬ
、
仕
組
の
整
ひ
た
り
や
否
、
一
向
頓
着
な
か
り
し
な
り
。

さ
れ
ど
芝
居
と
申
す
も
の
素
と
狂
言
作
者
書
卸
し
の
台
帳
（
即
ち
戯
曲
）

を
、
役
者
の
芸
に
て
演
ず
る
な
れ
ば
、
役
者
の
芸
評
と
云
ふ
も
の
あ
る
か

ら
は
、
作
者
の
正
本
も
評
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
道
理
。
見
よ
や
欧
羅
巴
に
て
は
、

重
を
台
帳
に
措
き
、
そ
の
評
言
は
演
劇
史
に
載
せ
、
千
載
の
後
に
伝
へ
ら

る
れ
ど
、
役
者
の
評
は
、
唯
当
時
の
日
刊
新
聞
に
出
づ
る
の
み
と
聞
く
、

作
の
評
な
き
不
都
合
、
已
に
黒
表
紙
に
も
見
え
て
、
天
保
九
年
発
行
の
役
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く
、
人
を
動
す
べ
き
趣
味
い
と
少
な
し
」
と
批
判
す
る
。

　
こ
れ
を
見
る
と
、
歌
舞
伎
の
舞
台
の
構
成
要
素
す
べ
て
に
関
心
を
払
っ
た
近

世
期
の
批
評
の
う
ち
、
筋
や
構
成
に
関
す
る
関
心
が
受
け
皿
と
な
っ
て
、
西
洋

の
手
法
で
あ
る
戯
曲
の
批
評
に
転
換
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
三
木
竹
二

の
批
評
方
法
は
、
右
の
引
用
文
に
も
あ
る
よ
う
に
既
に
兄
の
森

外
が
主
催
す

る
『
し
が
ら
み
草
紙
』
で
実
践
さ
れ
て
お
り
、
文
芸
評
論
を
展
開
す
る
同
誌
で

歌
舞
伎
の
批
評
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。『
朝
野
新
聞
』
で
は
「
劇
評
の

仕
方
」
に
先
だ
っ
て
、
兄
の

外
に
よ
る
推
薦
文
が
あ
り
、
坪
内
逍
遙
も
劇
評

の
新
展
開
に
注
意
を
払
っ
て
い
た
）
21
（

。
舞
台
を
構
成
す
る
様
々
な
要
素
の
一
つ
で

あ
っ
た
戯
曲
が
独
立
し
て
批
評
の
対
象
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
戯
曲
が
文
学
の

一
類
に
含
ま
れ
る
と
い
う
近
代
に
お
け
る
文
学
の
概
念
の
再
編
と
も
関
わ
り
合

っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
三
木
竹
二
の
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
戯
曲
の
内
容
に
つ
い
て
触
れ
ず
に
近
世

期
以
来
の
役
者
の
批
評
を
す
べ
き
と
い
う
旧
派
と
の
論
争
を
通
し
て
形
を
な
し

た
。
例
え
ば
位
付
け
の
復
活
を
試
み
た
幸
堂
得
知
は
、
昔
の
「
真
の
見
巧
者
」

は
作
者
の
難
を
拾
っ
た
り
狂
言
に
非
を
打
っ
た
り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
し

て
、
狂
言
の
筋
へ
素
人
が
口
出
す
こ
と
を
批
判
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
三
木
竹

二
は
、『
朝
野
新
聞
』
の
記
事
の
一
年
前
、「
し
が
ら
み
草
紙
」
七
号
に
「
批
評

家
た
ら
む
も
の
戯
曲
と
い
へ
る
詩
の
善
悪
を
評
せ
ず
し
て
可
な
る
理
由
な
し
」

と
反
論
し
て
い
る
。

　
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
新
た
な
批
評
を
主
張
す
る
三
木
竹
二
自
身
も
、

『
朝
野
新
聞
』
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
役
者
の
技
芸
評
や
道
具
立
て
の
評
を
無

視
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
歌
舞
伎
の
作
品
と
は
、
近
世
期
、
近
代
を
問
わ
ず
、

舞
台
で
上
演
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
歌
舞
伎
の
批
評
の
対
象
と
は
、
戯
曲
で
は

な
く
、
舞
台
の
上
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
が
、
坪
内
逍
遙
ら
に

始
ま
る
現
代
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お
け
る
戯
曲
の
み
を
対
象
と
し
て
研
究
す
る

行
為
と
、
劇
評
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。

　
以
上
、
歌
舞
伎
の
批
評
に
お
け
る
戯
曲
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
近
世
か
ら
近

代
へ
の
変
化
を
考
察
し
た
。
近
世
期
に
お
い
て
も
作
品
の
筋
は
軽
視
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
近
世
期
の
筋
に
対
す
る
関
心
が
近
代
の
戯
曲
評
へ

と
転
換
し
た
。
し
か
し
、
近
代
に
入
っ
て
戯
曲
以
外
の
要
素
が
軽
ん
じ
ら
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
く
、
近
世
の
役
者
評
判
記
に
あ
っ
た
役
者
や
道
具
の
工
夫
な

ど
へ
の
批
評
は
継
続
し
た
。
近
世
に
お
い
て
は
、
戯
曲
と
そ
れ
以
外
の
要
素
が

役
者
評
の
中
で
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
近
代
に
入
っ
て
戯
曲

が
独
立
し
て
批
評
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
こ
そ
が
、
大
き
な
転
換
と
い
え
よ
う
。

四
　
型
　
伝
統
を
ふ
ま
え
た
近
代
へ
の
転
換

　
最
後
に
、
現
代
の
歌
舞
伎
の
劇
評
で
重
要
な
視
点
で
あ
る
型
を
取
り
上
げ
、

歌
舞
伎
の
批
評
に
お
け
る
近
世
か
ら
近
代
へ
の
転
換
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
察

す
る
。

　
歌
舞
伎
に
お
け
る
型
と
は
、
歌
舞
伎
と
い
う
演
劇
の
ジ
ャ
ン
ル
を
支
え
る
意

味
で
の
型
、
例
え
ば
女
形
が
両
膝
を
つ
け
て
歩
く
こ
と
や
歌
舞
伎
独
特
の
セ
リ

フ
の
抑
揚
と
い
っ
た
型
か
ら
、
舞
台
上
の
特
定
の
作
品
に
お
け
る
役
者
の
一
つ

一
つ
の
細
か
な
動
き
の
型
ま
で
あ
る
。
歌
舞
伎
の
台
本
の
通
り
動
け
ば
舞
台
上
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の
作
品
が
成
立
す
る
の
で
は
な
く
て
、「
泣
く
」
と
台
本
に
あ
っ
た
時
、
号
泣

す
る
の
か
、
忍
び
泣
き
を
す
る
の
か
、
笑
い
な
が
ら
悲
し
み
を
こ
ら
え
る
の
か
、

様
々
な
演
出
が
考
え
ら
れ
る
。
歌
舞
伎
の
場
合
は
近
世
期
以
来
、
基
本
的
に
演

出
家
は
お
ら
ず
役
者
が
演
出
を
担
っ
て
お
り
、
例
え
ば
九
代
目
市
川
団
十
郎
が

演
じ
た
動
き
が
後
輩
役
者
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
「
九
代
目
の
型
」
と
呼
称
さ

れ
、
劇
評
や
役
者
の
芸
談
な
ど
で
用
い
ら
れ
る
。
歌
舞
伎
学
会
の
一
九
九
八
年

の
紀
要
『
歌
舞
伎
　
研
究
と
批
評
』
に
お
い
て
、「
作
品
研
究
の
起
点
」
と
し

て
近
世
演
劇
研
究
者
と
劇
評
家
が
座
談
会
を
行
っ
て
い
る
）
22
（

。
そ
こ
で
、
歌
舞
伎

史
の
研
究
者
で
あ
る
今
尾
哲
也
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

僕
は
七
代
目
坂
東
三
津
五
郎
に
、
型
と
い
う
の
は
何
で
す
か
と
聞
く
と
、

（
中
略
）「
型
っ
て
肚
で
す
よ
」
と
ズ
バ
ッ
と
言
っ
た
ん
で
す
ね
。
要
す
る

に
肚
が
で
き
て
い
れ
ば
、
型
と
い
う
の
は
生
き
る
。
だ
か
ら
肚
を
把
握
し

て
い
く
の
に
役
者
と
い
う
も
の
は
、
も
う
苦
労
に
苦
労
を
し
て
、
勉
強
に

勉
強
を
重
ね
る
ん
だ
と
思
う
（
後
略
）

　　
今
尾
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
演
技
の
型
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
登
場
人
物

の
立
場
や
性
格
の
解
釈
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
。
こ
の
登
場
人
物
の
理
解
を
、
現

代
の
歌
舞
伎
の
劇
評
に
お
い
て
は
「
肚
」「
性
根
」
と
称
す
る
。
さ
ら
に
、
今

尾
は
歌
舞
伎
の
批
評
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

歌
舞
伎
を
批
評
す
る
場
合
、
何
を
基
準
に
す
る
の
か
。
結
局
そ
れ
は
戯
曲

し
か
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
型
を
基
準
に
し
て
歌
舞
伎
を
見
る
事
は
、
多

分
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
型
の
善
し
悪
し
を
見
つ
め
て
い
く
た
め
に
は
、

（
中
略
）
戯
曲
に
照
ら
し
て
、
こ
う
い
う
類
の
演
出
の
あ
り
方
が
い
い
の

か
悪
い
の
か
、
あ
る
い
は
納
得
で
き
る
の
か
で
き
な
い
の
か
を
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　　
こ
の
よ
う
に
、
特
定
の
作
品
の
特
定
の
場
面
の
演
出
で
あ
る
型
の
善
し
悪
し

の
評
価
の
基
準
は
、
戯
曲
の
正
し
い
読
み
と
、
登
場
人
物
の
正
確
な
把
握
で
あ

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
様
々
な
型
の
中
か
ら
、
最
も
正
し
い
型
を
、
良
い
型
と
し

て
評
価
す
る
。
逆
に
戯
曲
の
内
容
か
ら
逸
脱
し
、
役
者
が
見
栄
え
の
良
さ
な
ど

を
優
先
し
た
も
の
を
悪
い
型
と
し
て
批
判
す
る
。
ま
た
、
芸
の
継
承
に
お
い
て

後
継
者
た
ち
が
、
型
の
根
拠
と
な
る
登
場
人
物
の
心
や
作
品
解
釈
に
つ
い
て
勉

強
も
せ
ず
に
、
形
だ
け
受
け
継
い
で
し
ま
う
形
骸
化
し
た
型
は
、
本
来
は
良
い

型
で
あ
っ
て
も
批
判
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
型
と
い
う
役
者
の
芸
の
把
握
の
方

法
は
、
戯
曲
と
い
う
近
代
に
な
っ
て
日
本
に
移
入
し
て
き
た
概
念
と
強
く
結
び

つ
い
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
型
の
視
点
か
ら
の
批
評
を
始
め
た
の
が
、
三
木
竹
二
と
さ
れ
て

い
る
。
慶
応
三
年
生
ま
れ
の
三
木
竹
二
は
明
治
六
年
に
一
家
で
津
和
野
か
ら
東

京
へ
移
住
し
、
歌
舞
伎
を
熱
心
に
見
る
よ
う
に
な
る
。
幕
末
か
ら
活
躍
し
た
九

代
目
市
川
団
十
郎
や
五
代
目
尾
上
菊
五
郎
が
明
治
三
十
年
代
に
相
次
い
で
な
く

な
り
、
近
世
期
の
歌
舞
伎
は
消
滅
す
る
と
い
う
危
機
感
が
演
劇
界
全
体
を
覆
っ

て
い
た
。
竹
二
は
自
分
が
目
に
し
た
、
九
代
目
団
十
郎
や
五
代
目
菊
五
郎
の
演
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技
を
書
き
留
め
よ
う
と
し
た
。
あ
わ
せ
て
、
三
木
竹
二
が
主
張
す
る
戯
曲
の
批

評
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
演
技
を
記
録
し
、
批
評
を
行
っ
た
。

　
戯
曲
の
解
釈
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
役
者
の
演
技
に
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
か
ど

う
か
を
批
評
す
る
型
の
視
点
は
、
先
述
し
た
「
傾
城
浅
間
嶽
」
の
強
盗
殺
人
の

場
面
の
批
評
の
よ
う
に
既
に
近
世
期
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
新
た
な
演
出
を
作

り
出
す
だ
け
で
は
な
く
、
近
世
期
の
役
者
評
判
記
に
お
い
て
芸
系
へ
の
言
及
が

あ
る
こ
と
か
ら
も
、
型
に
通
じ
る
考
え
方
は
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
近
世
期
の

役
者
評
判
記
の
批
評
の
方
法
が
、
型
と
い
う
方
法
に
転
換
し
て
近
代
以
降
、
現

代
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　
近
世
期
の
歌
舞
伎
に
お
い
て
は
、
同
じ
事
を
単
純
に
繰
り
返
す
こ
と
を
「
焼

き
直
し
」
と
し
て
嫌
い
、
常
に
新
し
い
趣
向
が
凝
ら
さ
れ
る
こ
と
を
評
価
し
た
。

そ
の
中
で
リ
ア
リ
テ
ィ
が
感
じ
ら
れ
な
い
趣
向
は
批
判
さ
れ
た
。
一
方
近
代
に

お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
批
評
の
方
法
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
善
し
悪

し
の
判
断
基
準
に
戯
曲
の
解
釈
と
い
う
西
欧
か
ら
入
っ
て
き
た
要
素
を
取
り
入

れ
な
が
ら
、
そ
の
上
で
、
正
し
い
型
と
は
何
で
あ
る
か
を
批
評
し
て
い
る
。
近

世
期
は
、
芸
を
継
承
し
な
が
ら
も
無
数
の
型
が
拡
散
的
に
生
み
出
さ
れ
た
の
に

対
し
て
、
近
代
以
降
は
、
正
し
い
表
現
を
期
待
し
て
い
る
と
い
う
点
に
違
い
が

見
ら
れ
る
。
こ
の
点
が
近
代
に
お
け
る
大
き
な
転
換
と
言
え
よ
う
。

　
た
だ
し
、
現
代
に
お
け
る
型
を
め
ぐ
る
議
論
は
単
純
で
は
な
い
。
正
し
く
戯

曲
を
解
釈
し
、
登
場
人
物
を
把
握
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
近
代
以
降
で
は
原

作
を
尊
重
す
る
こ
と
を
基
本
に
お
く
が
、
舞
台
上
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
さ
せ

る
型
で
あ
れ
ば
、
原
作
の
戯
曲
の
解
釈
か
ら
の
逸
脱
を
容
認
す
る
こ
と
も
あ
る
。

例
え
ば
、「
義
経
千
本
桜
」
の
三
段
目
「
鮓
屋
」
に
お
い
て
、
弥
助
と
称
し
て

鮓
屋
に
匿
わ
れ
て
い
る
平
家
の
公
達
平
維
盛
に
片
想
い
す
る
鮓
屋
の
娘
お
里
が
、

弥
助
の
正
体
を
知
っ
た
後
に
、「
鮓
屋
の
娘
が
惚
れ
ら
れ
う
か
」
の
場
面
で
お

里
が
維
盛
を
つ
ね
る
型
が
あ
る
。「
作
品
研
究
の
起
点
」
の
座
談
会
に
お
い
て
、

近
世
演
劇
研
究
者
で
現
代
の
文
楽
の
劇
評
も
行
う
内
山
美
樹
子
は
、
身
分
差
を

知
っ
て
理
性
的
な
行
動
を
と
る
戯
曲
の
内
容
か
ら
逸
脱
し
た
あ
る
ま
じ
き
演
出

で
批
判
を
受
け
て
き
た
型
で
あ
る
が
、
演
じ
る
者
に
よ
っ
て
は
、「
女
と
い
う

も
の
は
、
時
に
衝
動
的
な
行
動
を
す
る
」
と
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
と
し
て

容
認
し
て
い
る
。
ま
た
、
歌
舞
伎
の
劇
評
家
で
研
究
者
で
も
あ
る
渡
辺
保
や
児

玉
竜
一
は
同
じ
座
談
会
で
、
肚
や
正
し
い
戯
曲
の
解
釈
を
基
準
に
す
る
の
で
は

な
く
、
型
そ
の
も
の
を
基
準
に
演
技
を
評
価
す
る
こ
と
を
肯
定
す
る
意
見
を
述

べ
て
い
る
）
23
（

。
こ
の
よ
う
に
西
洋
に
由
来
す
る
合
理
的
な
戯
曲
中
心
の
批
評
方
法

で
は
割
り
切
れ
な
い
要
素
を
型
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
る
。
そ
の
要
素
と
は
、

歌
舞
伎
の
ジ
ャ
ン
ル
を
支
え
る
伝
統
的
な
も
の
と
も
言
え
る
。
こ
れ
が
戯
曲
を

基
準
に
お
い
た
批
評
と
抵
触
す
る
の
か
、
共
存
す
る
の
か
と
い
う
議
論
は
、
明

治
の
三
木
竹
二
と
幸
堂
得
知
の
論
争
以
来
今
で
も
続
い
て
い
る
の
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
舞
台
か
ら
観
客
が
受
け
る
感
興
と
リ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
点
か
ら
、

評
価
基
準
と
し
て
戯
曲
の
解
釈
が
最
優
先
に
な
ら
な
い
事
例
が
現
代
に
お
い
て

も
見
ら
れ
る
。
歌
舞
伎
の
批
評
が
、
歌
舞
伎
の
戯
曲
研
究
と
は
異
な
り
、
舞
台

を
作
品
の
完
成
形
と
し
て
批
評
対
象
に
し
て
い
る
た
め
、
役
者
評
判
記
以
来
の

役
者
の
演
技
を
通
し
て
舞
台
を
評
価
す
る
と
い
う
姿
勢
を
、
型
の
視
点
が
有
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ま
で
の
劇
評
研
究
史
で
は
、
役
者
中
心
の
役
者
評
判
記
、
戯
曲
へ
の
関

心
を
も
っ
た
近
代
の
劇
評
と
い
う
風
に
整
理
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
に
完
全

に
と
っ
て
代
わ
っ
た
の
で
は
な
く
、
戯
曲
の
解
釈
を
取
り
入
れ
な
が
ら
も
、
そ

れ
が
絶
対
的
な
批
評
の
基
準
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
戯
曲
の
解
釈
が

絶
対
的
な
批
評
の
尺
度
に
な
ら
な
い
の
は
、
三
木
竹
二
が
戯
曲
評
に
加
え
て
芸

評
や
道
具
立
て
の
批
評
を
残
し
た
時
点
か
ら
既
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
）
24
（

。

ま
と
め

　
本
稿
で
は
、
歌
舞
伎
の
批
評
に
お
け
る
近
世
か
ら
近
代
へ
の
転
換
に
つ
い
て

考
察
を
し
た
。
従
来
の
劇
評
に
つ
い
て
の
研
究
で
は
、
近
代
以
降
の
戯
曲
を
重

視
す
る
立
場
か
ら
、
歌
舞
伎
の
質
的
変
化
に
連
動
し
て
各
時
代
の
批
評
の
性
質

が
述
べ
ら
れ
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
劇
評
の
文
化
史
と
い
う
立
場
か
ら
、
出
版

ジ
ャ
ン
ル
を
整
理
す
る
視
点
に
立
ち
、
分
析
を
試
み
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
近

世
期
の
役
者
評
判
記
を
、
劇
を
批
評
す
る
た
め
に
生
ま
れ
た
新
た
な
出
版
ジ
ャ

ン
ル
と
位
置
づ
け
、
容
色
本
位
の
野
郎
評
判
記
、
技
芸
本
位
の
役
者
評
判
記
と

い
う
性
質
の
変
化
は
、
刊
行

度
な
ど
出
版
物
の
性
質
の
変
化
と
も
関
連
が
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
近
世
期
か
ら
近
代
へ
の
歌
舞
伎
の
批
評
の

変
化
も
、
近
世
期
の
出
版
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
制
約
か
ら
の
解
放
と
、
近
代
に
お

け
る
新
た
な
印
刷
技
術
や
流
通
シ
ス
テ
ム
と
い
う
出
版
物
の
性
質
の
変
化
が
影

響
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
役
者
毎
に
批
評
す
る
役
者

評
判
記
か
ら
上
演
作
品
毎
に
批
評
す
る
近
代
の
歌
舞
伎
の
批
評
に
転
換
し
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
ま
た
、
近
代
の
歌
舞
伎
の
批
評
は
、
戯
曲
を
重
視
す
る
傾
向
に
あ
る
と
従
来

の
研
究
は
指
摘
す
る
が
、
近
世
期
に
お
い
て
も
作
品
の
筋
や
構
成
へ
の
関
心
は

あ
っ
た
。
こ
の
近
世
期
の
筋
に
対
す
る
関
心
が
近
代
の
戯
曲
評
へ
と
転
換
し
た

と
は
い
え
、
近
代
に
な
っ
て
戯
曲
以
外
の
要
素
が
軽
ん
じ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な

く
、
近
世
の
役
者
評
判
記
に
あ
っ
た
役
者
や
道
具
の
工
夫
な
ど
へ
の
批
評
は
継

続
し
た
。
近
世
に
お
い
て
は
、
戯
曲
と
そ
れ
以
外
の
要
素
が
役
者
評
の
中
で
渾

然
一
体
と
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
近
代
に
入
っ
て
戯
曲
が
独
立
し
て
批
評

の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
こ
そ
が
、
大
き
な
転
換
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
歌
舞

伎
の
批
評
が
戯
曲
評
で
は
な
く
舞
台
評
で
あ
る
が
故
に
、
戯
曲
解
釈
に
基
づ
く

演
技
の
「
型
」
と
い
う
近
代
的
な
批
評
の
方
法
の
中
に
も
、
戯
曲
を
第
一
義
に

お
か
な
い
近
世
期
の
役
者
評
判
記
の
視
点
が
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
注

（
１
）　
高
野
辰
之
「
役
者
評
判
記
」
東
京
帝
国
大
学
演
劇
史
学
会
編
『
演
劇
史
研

究
　
第
一
輯
』
第
一
書
房
、
一
九
三
二
年
、
二
二
五
〜
二
九
二
頁
。
守
随
憲
治

「
歌
舞
伎
劇
評
史
」『
日
本
演
劇
と
劇
文
学
』
日
本
精
神
文
化
第
一
巻
八
号
、
河

出
書
房
、
一
九
三
四
年
、
二
三
二
〜
二
四
三
頁
。
守
随
憲
治
「
役
者
評
判
記
」

『
演
劇
百
科
大
事
典
　
第
五
巻
』
平
凡
社
、
一
九
六
一
年
、
四
二
八
〜
四
三
一

頁
。
鳥
越
文
蔵
「
役
者
評
判
記
の
役
割
　
伝
統
的
役
者
評
判
記
論
に
そ
っ
て
」

『
元
禄
歌
舞
伎
攷
』
八
木
書
店
、
一
九
九
一
年
、
一
〇
九
頁
。
初
出
は
伝
統
芸

術
の
会
編
『
伝
統
と
現
代
　
第
四
巻
　
歌
舞
伎
』
学
芸
書
林
、
一
九
六
九
年
、

五
二
〜
七
〇
頁
。
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（
２
）　
例
え
ば
、
前
掲
守
随
「
役
者
評
判
記
」
で
は
、「
元
禄
時
代
以
後
に
な
る

と
、
遊
女
評
判
記
の
成
長
は
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
、
歌
舞
伎
芝
居
の
評
判
が
、

演
技
演
出
の
評
と
し
て
進
歩
の
跡
を
み
せ
た
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
容
色
本

位
の
野
郎
評
判
記
が
技
芸
本
位
の
役
者
評
判
記
に
変
化
し
た
こ
と
を
「
進
化
」

と
と
ら
え
る
考
え
方
は
潜
在
的
に
根
強
く
、
例
え
ば
池
山
晃
「
観
客
の
視
点

（
一
）
役
者
評
判
記
」（『
岩
波
講
座
　
歌
舞
伎
・
文
楽
　
四
巻
　
歌
舞
伎
文
化

の
諸
相
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）
に
お
い
て
も
、
こ
の
変
化
を
「
脱
皮
」

と
す
る
。

（
３
）　
同
注（
１
）守
随
「
歌
舞
伎
劇
評
史
」
で
は
、
写
実
主
義
、
自
然
主
義
、
浪

漫
主
義
な
ど
文
学
の
分
析
方
法
を
用
い
て
論
じ
る
。
戯
曲
を
基
準
に
し
た
歌
舞

伎
の
批
評
史
は
、
例
え
ば
水
田
か
や
乃
「
役
者
評
判
記
か
ら
よ
み
と
れ
る
も
の

　
元
文
〜
寛
延
期
を
中
心
に
」（『
芸
能
史
研
究
』
一
〇
八
、
一
九
九
〇
年
、
三

九
〜
五
六
頁
）
で
も
、
十
八
世
紀
中
期
の
役
者
評
判
記
の
特
色
と
し
て
「
狂
言

そ
の
も
の
へ
の
視
点
」
が
加
わ
り
、
役
者
毎
の
芸
評
と
は
別
に
、「
劇
評
」
が

成
立
し
て
い
る
と
し
て
、
画
期
的
と
評
価
し
て
い
る
。

（
４
）　
武
井
協
三
「
初
期
歌
舞
伎
の
演
技
」
二
〇
〇
三
年
、h

ttp
:
w
w
w
.n
ijl.

ac.jp
k
ib
an
-s
p
ro
ject

seik
a
p
d
f
2003

2003-03.p
d
f

（
二
〇
〇
八
年
一

月
三
〇
日
閲
覧
）。「
玉
川
千
之
丞
の
登
場
　
歌
舞
伎
演
技
の
形
成
」『
高
麗
大

学
国
際
学
術
大
会
　
十
八
世
紀
東
ア
ジ
ア
の
公
演
文
化
』
二
〇
〇
六
年
、
二
四

九
〜
二
五
九
頁
、
な
ど
。
武
井
は
野
郎
評
判
記
に
加
え
て
、
浮
世
草
子
『
男
色

大
鑑
』、
菱
川
師
宣
の
絵
本
『
古
今
役
者
物
語
』、
さ
ら
に
大
名
の
日
記
を
駆
使

し
て
、
野
郎
歌
舞
伎
時
代
の
女
形
玉
川
千
之
丞
の
嫉
妬
に
狂
う
す
さ
ま
じ
い
女

の
表
現
力
な
ど
を
分
析
し
て
い
る
。

（
５
）　
同
注（
１
）鳥
越
文
蔵
「
役
者
評
判
記
の
役
割
　
伝
統
的
役
者
評
判
記
論
に

そ
っ
て
」
で
は
、『
役
者
口
三
味
線
』
の
登
場
を
時
代
区
分
と
す
る
通
説
に
対

し
て
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
刊
『
野
良
立
役
舞
台
大
鏡
』
を
分
岐
点
と
し

て
い
る
。
幕
末
ま
で
の
役
者
評
判
記
が
踏
襲
す
る
『
役
者
口
三
味
線
』
の
基
本

形
の
萌
芽
が
ほ
ぼ
出
そ
ろ
っ
て
い
る
の
が
、
そ
の
理
由
で
あ
る
。
鳥
越
の
指
摘

は
、
以
後
の
役
者
評
判
記
研
究
で
も
踏
ま
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
松
澤
正
樹

「
三
都
役
者
評
判
記
の
成
立
と
そ
の
背
景
　
和
泉
屋
版
「
鑑
も
の
」
を
中
心

に
」（『
論
究
日
本
文
学
』
六
二
、
立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
、
一
九
九
五
年
五

月
、
三
三
〜
四
五
頁
）
や
注
（
２
）
池
山
晃
「
観
客
の
視
点
（
一
）
役
者
評
判

記
」
等
。

（
６
）　
八
文
字
屋
が
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
に
本
屋
仲
間
か
ら
脱
退
す
る
と
、

八
文
字
屋
の
芝
居
関
係
書
の
板
株
（
出
版
権
）
を
、
大
坂
の
演
劇
関
係
の
書
物

を
手
が
け
て
き
た
河
内
屋
太
助
が
譲
り
受
け
、
八
文
字
屋
の
評
判
記
の
形
式
を

継
承
し
て
い
く
。

（
７
）　
近
世
後
期
に
な
る
と
、
興
行
慣
習
の
崩
壊
に
よ
っ
て
顔
見
世
興
行
に
す
ら

触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
年
度
の
役
者
評
判
記
も
登
場
す
る
が
、
そ
の
場
合
は
、

こ
の
よ
う
な
芸
系
に
多
く
の
情
報
が
さ
か
れ
る
。
こ
の
状
況
は
注
（
３
）
水
田

か
や
乃
「
役
者
評
判
記
か
ら
よ
み
と
れ
る
も
の
　
元
文
〜
寛
延
期
を
中
心
に
」

に
詳
し
く
分
析
さ
れ
て
い
る
。

（
８
）　『
役
者
口
三
味
線
』
以
前
の
評
判
記
で
あ
る
元
禄
三
年
刊
の
『
役
者
大

鑑
』
は
、
元
禄
五
年
、
元
禄
八
年
の
評
判
記
で
版
木
が
流
用
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）　
河
合
眞
澄
「
役
者
評
判
記
の
開
口
部
と
西
鶴
作
品
」『
近
世
文
学
の
交
流

　
演
劇
と
小
説
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
二
五
〜
二
五
〇
頁
。
浮
世
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草
子
作
者
江
島
其
磧
が
役
者
評
判
記
の
作
者
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
が
、
河
合
は
役
者
評
判
記
の
開
口
部
に
つ
い
て
浮
世
草
子
と
し
て
の
性
質
に

注
目
す
べ
き
事
を
提
唱
し
た
。

（
10
）　
人
形
浄
瑠
璃
の
評
判
記
で
現
存
最
古
の
も
の
は
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）

刊
の
『
音
曲
猿
口
轡
』。
人
形
浄
瑠
璃
は
そ
れ
以
前
か
ら
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
既
に
確
立
さ
れ
て
い
た
役
者
評
判
記
の
形
式
を
使
っ
て
刊
行
さ
れ
た
。
し

か
し
役
者
評
判
記
の
よ
う
に
定
期
刊
行
物
化
し
な
か
っ
た
。

（
11
）　
中
野
三
敏
『
江
戸
名
物
評
判
記
案
内
』
一
九
八
五
年
、
岩
波
新
書
。
な
お
、

享
保
期
の
遊
女
評
判
記
は
役
者
評
判
記
に
倣
っ
た
形
式
の
も
の
も
刊
行
さ
れ
た
。

（
12
）　
荻
田
清
「
綿
喜
板
役
者
評
判
記
の
出
現
」『
上
方
板
歌
舞
伎
関
係
一
枚

考
』
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
九
年
。
池
山
晃
「「
出
板
物
」
と
し
て
の
役
者
評

判
記
　
再
び
河
内
屋
太
助
板
評
判
記
に
つ
い
て
」『
日
本
文
学
研
究
』
三
六
、

大
東
文
化
大
学
日
本
文
学
会
、
一
九
九
七
年
二
月
、
一
二
四
〜
一
三
三
頁
。
池

山
、
注
（
２
）
等
。
八
文
字
屋
の
版
株
を
譲
り
受
け
た
河
内
屋
太
助
も
、
評
判

記
の
類
板
の
訴
え
を
起
こ
す
。
な
お
、
江
戸
で
も
こ
の
こ
ろ
か
ら
幕
末
に
か
け

て
一
枚

の
評
判
記
が
出
る
が
係
争
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

（
13
）　
例
え
ば
、
筋
書
き
に
関
し
て
は
、
十
七
世
紀
末
か
ら
十
八
世
紀
前
期
に
刊

行
さ
れ
た
絵
入
狂
言
本
や
、
十
八
世
紀
後
期
に
刊
行
さ
れ
た
根
本
、
正
本
写
が

あ
る
。
な
お
、
基
本
的
に
近
世
期
に
お
い
て
は
歌
舞
伎
の
台
帳
（
台
本
）
は
出

版
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
劇
団
の
企
業
秘
密
と
い
う
こ
と
と
、
上
演

中
も
セ
リ
フ
な
ど
に
変
化
を
つ
け
て
い
く
た
め
台
本
の
決
定
稿
が
で
き
に
く
い

と
い
う
説
も
あ
る
。
役
者
評
判
記
と
は
別
に
、
歌
舞
伎
の
歴
史
や
、
役
者
の
芸

系
、
大
道
具
や
役
者
の
扮
装
、
観
劇
の
習
慣
な
ど
に
触
れ
た
劇
書
と
分
類
さ
れ

る
出
版
物
も
刊
行
さ
れ
た
。
劇
書
の
多
く
は
八
文
字
屋
が
手
が
け
、
役
者
評
判

記
と
相
互
補
完
的
な
関
係
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
広
瀬
千
紗
子
「
八
文

字
屋
系
劇
書
の
成
立
　
『
新

古
今
役
者
大
全
』
を
め
ぐ
っ
て
」『
芸
能
史
研

究
』
四
五
、
一
九
七
四
年
四
月
、
四
四
〜
六
四
頁
。
広
瀬
「
八
文
字
屋
劇
書
の

変
遷
」『
芸
能
史
研
究
』
五
六
、
一
九
七
七
年
一
月
、
一
九
〜
三
三
頁
。
注

（
３
）
水
田
か
や
乃
「
役
者
評
判
記
か
ら
よ
み
と
れ
る
も
の
　
元
文
〜
寛
延
期

を
中
心
に
」）。
ま
た
、
江
戸
で
は
役
者
の
似
顔
な
ど
の
浮
世
絵
や
、
芸
系
、
あ

る
い
は
上
演
年
表
と
い
っ
た
も
の
へ
の
関
心
か
ら
年
代
記
や
年
鑑
が
出
版
さ
れ

た
（
赤
間
亮
「
歌
舞
伎
の
出
版
物
（
二
）
江
戸
の
劇
書
」『
岩
波
講
座
　
歌
舞

伎
・
文
楽
　
四
巻
　
歌
舞
伎
文
化
の
諸
相
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
三
一

〜
三
四
頁
）。
こ
の
よ
う
に
、「
役
者
評
判
記
」
の
ジ
ャ
ン
ル
に
差
し
障
り
の
な

い
別
の
出
版
物
の
形
式
で
、
観
客
の
好
奇
心
に
応
え
て
い
っ
た
。

（
14
）　
戸
部
銀
作
「
六
二
連
の
事
」『
日
本
演
劇
』
第
四
巻
第
三
号
一
九
四
六
年

四
月
、
三
三
〜
三
七
頁
。
山
本
二
郎
「
明
治
初
期
の
劇
評
」『
演
劇
界
』
一
九

四
八
年
八
月
、
二
〜
五
頁
。
林
京
平
「
日
本
劇
評
史
の
展
望
」『
総
合
世
界
文

芸
』
一
九
五
三
年
九
月
、
一
五
五
〜
一
七
四
頁
。
今
尾
哲
也
『
六
二
連
の
「
俳

優
評
判
記
」
に
つ
い
て
』『
演
劇
評
論
』
一
九
五
四
年
八
月
、
一
三
〜
一
九

頁
・
九
月
、
一
六
〜
二
〇
頁
。
権
藤
芳
一
『
近
代
歌
舞
伎
劇
評
家
論
』
演
劇
出

版
社
、
一
九
五
九
年
。
権
藤
「
評
判
記
か
ら
劇
評
へ
　
明
治
十
・
二
十
年
代
の

歌
舞
伎
劇
評
」『
芸
能
史
研
究
』
二
四
、
一
九
六
九
年
一
月
、
一
〜
一
二
頁
。

藤
田
洋
「
歌
舞
伎
誌
の
系
譜
　
役
者
評
判
記
か
ら
六
二
連
ま
で
」『
季
刊
雑
誌

　
歌
舞
伎
』
二
号
、
一
九
六
八
年
十
月
、
一
九
三
〜
一
九
七
頁
。
藤
田
「
歌
舞

伎
雑
誌
の
系
譜
　
六
二
連
の
俳
優
評
判
記
」『
季
刊
雑
誌
　
歌
舞
伎
』
三
号
、
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一
九
六
九
年
一
月
、
二
〇
四
〜
二
〇
九
頁
。
服
部
幸
雄
「
過
渡
期
の
演
劇
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ズ
ム
　
六
二
連
の
「
俳
優
評
判
記
」
に
つ
い
て
」『
悲
劇
喜
劇
』（
特

集
・
演
劇
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
）、
一
九
七
七
年
十
二
月
、
六
〜
一
〇
頁
。
法
月

敏
彦
「
六
二
連
「
俳
優
評
判
記
」」『
歌
舞
伎
　
研
究
と
批
評
』
一
〜
一
九
、
一

九
八
八
年
八
月
〜
一
九
九
七
年
六
月
。
法
月
編
『
六
二
連
俳
優
評
判
記
』（
歌

舞
伎
資
料
選
書
・
九
）
上
・
中
・
下
、
国
立
劇
場
調
査
養
成
部
調
査
資
料
課
、

二
〇
〇
二
〜
二
〇
〇
五
年
。
法
月
校
訂
『
六
二
連
俳
優
評
判
記
・
歌
舞
伎
新
報

編 

上
／
歌
舞
伎
新
報
社 

編
』（
歌
舞
伎
資
料
選
書
・
一
〇
）、
国
立
劇
場
調
査

養
成
部
調
査
資
料
課
、
二
〇
〇
六
年
。
池
山
晃
「
六
二
連
『
俳
優
評
判
記
』
の

位
置
　
新
し
い
劇
評
媒
体
群
の
な
か
で
」『
日
本
文
学
研
究
』
四
三
、
大
東
文

化
大
学
、
二
〇
〇
四
年
二
月
、
四
〇
〜
四
九
頁
。

（
15
）　
同
注
（
13
）
赤
間
は
近
世
後
期
に
は
一
枚
物
が
出
さ
れ
、
速
報
性
に
対
応

し
た
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
一
枚
物
で
あ
る
ゆ
え
に
、
批
評
に
関
す
る
記
事
は

役
者
評
判
記
に
比
べ
て
は
る
か
に
少
な
く
、
一
口
コ
メ
ン
ト
程
度
で
あ
る
。

（
16
）　
同
注
（
14
）
池
山
晃
。

（
17
）　
幸
堂
得
知
（
天
保
十
四
年
〔
一
八
四
三
〕〜
大
正
二
年
〔
一
九
一
三
〕）
は
、

六
歳
か
ら
観
劇
歴
を
持
ち
、
近
世
後
期
の
歌
舞
伎
と
観
劇
姿
勢
を
肌
で
知
る
者

と
し
て
、
戯
曲
を
評
す
る
新
た
な
趨
勢
に
異
を
唱
え
た
。
位
付
け
に
関
し
て
は
、

『
国
民
新
聞
』
明
治
二
十
三
年
四
月
三
日
の
記
事
で
試
み
る
。
同
紙
明
治
二
十

四
年
二
月
五
日
に
露
蝶
園
春
狂
生
が
「
演
劇
評
の
又
評
」
で
幸
堂
得
知
の
姿
勢

を
評
価
す
る
も
、
継
続
し
な
か
っ
た
こ
と
を
嘆
く
。
こ
れ
に
対
す
る
幸
堂
得
知

の
回
答
は
同
紙
二
月
十
日
の
記
事
。
こ
こ
で
毎
回
位
付
け
を
し
な
い
理
由
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

（
18
）　
同
注
（
13
）。

（
19
）　『
歌
舞
伎
評
判
記
集
成
』
Ⅰ
期
、
十
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
二

〇
一
頁
。

（
20
）　
水
田
か
や
乃
、
注
（
３
）「
役
者
評
判
記
か
ら
よ
み
と
れ
る
も
の
」、
四
六

〜
四
七
頁
。
水
田
「
狂
言
作
者
の
登
場
　
役
者
評
判
記
か
ら
よ
み
と
れ
る
も

の
」『
歌
舞
伎
の
狂
言
　
言
語
表
現
の
追
究
』、
八
木
書
店
、
一
九
九
二
年
、
七

三
〜
九
一
頁
。

（
21
）　
坪
内
逍
遙
「
八
文
字
屋
以
来
の
全
盛
」『
延

集
』
第
七
号
（
明
治
二
十

四
年
四
月
二
十
五
日
）。
逍
遙
協
会

『
未
刊
・
坪
内
逍
遙
資
料
集
　
５
』
逍

遙
協
会
、
二
〇
〇
二
年
。
三
四
七
〜
三
四
九
頁
。

（
22
）　「
作
品
研
究
の
起
点
」『
歌
舞
伎
　
研
究
と
批
評
』
二
一
、
歌
舞
伎
学
会
、

一
九
九
八
年
六
月
、
三
〜
二
八
頁
。

（
23
）　
同
注
（
22
）。
児
玉
竜
一
は
、「
肚
で
は
泣
く
べ
き
で
あ
る
け
れ
ど
、
踊
っ

て
い
る
よ
う
な
陶
酔
感
」
に
「
肚
と
は
別
の
よ
さ
」
を
見
い
だ
し
、
渡
辺
保
は

「
わ
ざ
と
の
面
白
さ
」
と
し
て
い
る
。

（
24
）　
近
代
以
降
の
劇
評
史
に
言
及
の
多
い
権
藤
芳
一
は
、「
戯
曲
評
に
お
い
て

可
成
り
清
新
で
あ
っ
た
竹
二
が
、
い
ざ
劇
評
と
な
る
と
極
め
て
月
並
み
に
な
り

前
近
代
的
に
な
る
」
と
指
摘
し
、「
通
に
近
ず
き
た
い
と
さ
え
思
う
」
と
指
摘

す
る
（
権
藤
芳
一
『
近
代
歌
舞
伎
劇
評
家
論
』
演
劇
出
版
社
、
一
九
五
九
年
、

一
一
六
頁
）。
ま
た
、
権
藤
は
武
智
鉄
二
、
戸
板
康
二
、
三
宅
周
太
郎
に
も
そ

の
傾
向
が
あ
っ
た
と
す
る
。
竹
二
に
関
す
る
考
察
で
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
の

は
、
筆
者
は
権
藤
以
外
知
ら
な
い
が
、
権
藤
の
近
代
劇
作
家
の
考
察
に
は
常
に
、

劇
作
家
の
出
身
地
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
。
地
方
出
身
で
近
世
以
来
の
歌
舞
伎
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劇評ジャンルの文化史

界
の
近
く
に
身
を
置
か
な
い
三
木
竹
二
が
抱
く
、
大
都
市
江
戸
で
天
保
期
以
来

歌
舞
伎
を
見
続
け
た
観
劇
体
験
に
裏
付
け
ら
れ
た
視
点
へ
の
あ
こ
が
れ
は
、
そ

こ
に
こ
そ
あ
る
べ
き
姿
の
歌
舞
伎
が
あ
る
と
の
考
え
に
根
ざ
す
も
の
だ
ろ
う
。

現
代
の
型
の
視
点
に
お
い
て
、
戯
曲
か
ら
逸
脱
し
て
も
歌
舞
伎
の
舞
台
と
し
て

観
客
に
感
興
を
与
え
る
演
出
を
肯
定
す
る
姿
勢
に
通
底
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
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