
谷
崎
潤
一
郎
と
中
国
の
伝
統
演
劇

ヒ似

紅

一　
は
じ
め
に

　
谷
崎
潤
一
郎
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
中
国
と
関
わ
り
続
け
た
作
家
で
あ
る
。
二
回
の

中
国
旅
行
を
通
し
、
奉
天
・
天
津
・
北
京
・
上
海
の
劇
場
で
京
劇
を
含
む
中
国
の
伝

統
演
劇
を
鑑
賞
し
た
。
谷
崎
の
観
劇
体
験
に
関
し
て
は
、
西
原
大
輔
著
『
谷
崎
潤
一

郎
と
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
ー
ー
大
正
日
本
の
中
国
幻
想
』
（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇

〇
三
年
）
を
は
じ
め
、
こ
れ
ま
で
の
谷
崎
研
究
で
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
西

原
氏
の
著
書
は
、
同
時
代
の
日
本
語
と
中
国
語
の
文
献
を
使
い
、
二
回
の
旅
行
で
谷

崎
が
ど
の
よ
う
な
行
動
を
取
り
、
ど
の
よ
う
な
人
々
と
つ
き
合
い
が
あ
っ
た
か
に
つ

い

て
実
証
的
に
分
析
し
、
谷
崎
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
中
国
認
識
の
変
遷
を
明
ら

か
に

し
た
。
し
か
し
、
谷
崎
が
「
支
那
劇
を
観
る
記
」
な
ど
の
作
品
で
言
及
し
て
い

る
芝
居
を
い
つ
鑑
賞
し
た
の
か
、
ど
こ
の
劇
場
に
足
を
運
ん
だ
の
か
、
ど
の
よ
う
な

俳
優
と
ど
の
よ
う
な
交
流
を
行
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
関
し
て
は
、
検
証
の

余
地
が
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
。

　
本
稿
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
北
京
や
上
海
に
お
け
る
谷
崎
の
観
劇
体

験
に

焦
点
を
当
て
、
『
順
天
時
報
』
や
『
新
聞
報
』
な
ど
同
時
代
の
中
国
の
新
聞
を

調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
谷
崎
の
観
劇
体
験
の
実
相
を
確
認
し
、
伝
統
演
劇
に
対

す
る
捉
え
方
を
考
察
し
た
い
。
さ
ら
に
、
谷
崎
の
観
劇
体
験
に
深
く
関
わ
り
な
が
ら

も
、
従
来
の
研
究
で
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
平
田
泰
吉
や
塚
本
助
太
郎

に

注
目
し
、
近
代
中
国
の
演
劇
界
で
活
躍
し
た
日
本
人
の
実
態
を
検
証
し
、
伝
統
演

劇
を

媒
介
と
し
た
、
日
中
両
国
の
知
識
人
に
よ
る
文
化
交
流
の
様
相
を
探
っ
て
み
た

い
。

二
　
第
一
回
中
国
旅
行
の
観
劇
体
験

　
谷
崎
が
初
め
て
中
国
を
訪
れ
た
の
は
、
一
九
一
八
年
一
〇
月
で
あ
る
。
二
箇
月
ほ

ど
の
中
国
滞
在
中
、
彼
は
中
国
の
美
景
・
美
人
・
美
食
に
魅
了
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、

頻
繁
に
各
地
の
劇
場
に
足
を
運
び
、
伝
統
演
劇
を
鑑
賞
し
た
。
そ
の
観
劇
体
験
を
記

し
て
い
る
随
筆
「
支
那
劇
を
観
る
記
」
（
『
中
央
公
論
』
一
九
一
九
年
六
月
号
）
で
、

谷
崎
は

中
国
の
伝
統
演
劇
に
対
す
る
憧
れ
を
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
支
那
へ
行
つ
た
ら
出
来
る
だ
け
多
く
の
劇
場
を
廻
つ
て
見
た
い
と
は
、
最
初

か

ら
の
私
の
希
望
で
あ
つ
た
。
支
那
の
演
劇
、
支
那
の
俳
優
、
1
刺
戟
の
強
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い

色
彩

と
甲
高
い
音
楽
と
か
ら
成
り
立
つ
て
居
る
ら
し
い
彼
の
国
の
舞
台
の
光

景

は
、
見
な
い
前
か
ら
私
の
好
奇
心
を
唆
り
、
其
処
へ
行
け
ば
自
分
が
常
々
憧

れ
て
居
る
夢
の
や
う
な
美
し
さ
と
、
怪
し
い
異
国
情
調
と
の
織
り
交
つ
た
物
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　

接
す

る
事
が
出
来
る
だ
ら
う
と
想
像
し
て
居
た
。
　
　
（
第
二
二
巻
、
七
〇
頁
）

　
幼
少
時
代
か
ら
漢
文
学
に
熱
中
し
た
谷
崎
は
、
文
壇
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
こ
ろ
に
は

「刺
青
」
「
願
麟
」
「
人
魚
の
嘆
き
」
な
ど
、
中
国
の
古
典
文
学
か
ら
題
材
を
と
っ
て

「支
那
趣
味
」
あ
ふ
れ
る
作
品
を
多
く
発
表
し
、
中
国
に
対
す
る
憧
れ
を
語
っ
て
い

る
。
第
一
回
中
国
旅
行
か
ら
帰
国
後
、
旅
行
の
体
験
を
も
と
に
し
た
「
蘇
州
紀
行
」

（『
中
央
公
論
』
一
九
一
九
年
二
・
三
号
）
「
秦
准
の
夜
」
（
『
中
外
』
一
九
一
九
年
二

月
号
、
『
新
小
説
』
三
月
号
）
「
盧
山
日
記
」
（
『
中
央
公
論
』
・
一
九
二
一
年
九
月
号
）

の

ほ

か

に
、
「
西
湖
の
月
」
（
『
改
造
』
一
九
一
九
年
六
月
）
「
天
鷲
絨
の
夢
」
（
『
大
阪

朝

日
新
聞
』
一
九
一
九
年
＝
～
一
二
月
連
載
）
「
鶴
涙
」
（
『
中
央
公
論
』
一
九
二

一
年
）
の
よ
う
な
「
支
那
趣
味
」
の
文
学
を
精
力
的
に
生
産
し
て
い
る
。
西
原
氏
が

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
お
い
て
中
国
は
「
夢
の
よ
う
に
美
し
く
、

お
伽
噺
の
よ
う
に
非
現
実
的
で
、
『
ア
ラ
ビ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
』
の
よ
う
な
怪
し
い
魅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ

カ
に
あ
ふ
れ
た
、
奇
妙
で
不
可
思
議
で
エ
キ
ソ
テ
ィ
ッ
ク
な
世
界
」
と
し
て
表
象
さ

れ

て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
刺
戟
の
強
い
色
彩
と
甲
高
い
音
楽
」
か
ら
成
り
立
つ

中
国
の
伝
統
演
劇
に
、
谷
崎
は
幻
想
や
空
想
を
展
開
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
「
夢
の
や

う
な
美
し
さ
、
怪
し
い
異
国
情
調
」
を
期
待
し
て
い
た
。

　
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
中
国
の
奉
天
に
着
い
た
谷
崎
は
、
親
友
の
木
下
杢
太
郎
の

案
内
で
、
遊
郭
の
平
康
里
に
あ
っ
た
中
華
茶
園
で
伝
統
演
劇
を
鑑
賞
し
た
。
奉
天
で

は
じ
め
て
伝
統
演
劇
と
接
し
た
体
験
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

観
客
席
の
模
様
は
日
本
の
活
動
写
真
小
屋
の
お
粗
末
な
物
だ
と
思
へ
ば
間
違

ひ

は
な
い
。
等
級
は
楼
上
と
楼
下
の
二
つ
に
別
れ
て
居
た
き
り
で
あ
つ
た
と
思

ふ
。
楼
下
の
方
は
地
面
へ
直
に
ベ
ン
チ
が
並
べ
て
あ
る
だ
け
で
あ
つ
た
。
私
が

這
入
つ
て
行
つ
た
と
き
、
舞
台
で
は
小
柄
な
若
い
女
優
が
、
き
ら
き
ら
と
銀
色

に

光

る
毒
々
し
い
冠
を
戴
い
て
、
真
紅
な
地
に
金
色
の
刺
繍
を
一
面
に
施
し
た

服
を
着
け
て
、
キ
ヤ
ア
、
キ
ヤ
ア
と
猫
の
哺
く
や
う
な
声
を
張
り
な
が
ら
台
辞

を
云
つ
て
居
た
。
何
だ
か
斯
う
赤
く
煤
で
た
蝦
の
や
う
な
感
じ
が
し
た
。
そ
の

女
優
だ

け
は
そ
ん
な
に
嫌
で
は
な
か
つ
た
け
れ
ど
、
後
か
ら
出
て
来
る
役
者
た

ち
は
み
ん
な
気
味
の
悪
い
度
強
い
隈
取
り
を
し
て
居
る
の
で
、
悪
夢
に
魔
さ
れ

る
や
う
な
不
愉
快
を
覚
え
た
。
お
ま
け
に
立
ち
廻
り
と
な
る
と
音
楽
が
ヤ
ケ
に

騒

々
し
い
。
銅
鍵
の
や
う
な
物
を
無
闇
に
ヂ
ヤ
ラ
ン
ヂ
ヤ
ラ
ン
と
鳴
ら
し
続
け

る
の
で
、
耳
が
聾
に
な
つ
て
し
ま
ふ
。
（
中
略
）
私
の
抱
い
て
居
た
幻
覚
は
此

れ

で
滅
茶
々
々
に
壊
さ
れ
て
し
ま
つ
た
。
　
　
　
　
　
（
第
二
二
巻
、
七
一
頁
）

　
粗
末
な
劇
場
、
女
優
の
歌
唱
や
衣
裳
、
役
者
の
「
気
味
の
悪
い
強
い
隈
取
り
」
と

騒
々
し
い
音
楽
に
、
谷
崎
は
強
い
違
和
感
を
覚
え
た
。
期
待
し
て
い
た
「
夢
の
や
う

な
美
し
さ
、
怪
し
い
異
国
情
調
」
ど
こ
ろ
か
、
奉
天
の
観
劇
か
ら
「
悪
夢
に
魔
さ
れ

る
や
う
な
不
愉
快
」
を
感
じ
た
谷
崎
は
、
激
し
い
幻
滅
に
襲
わ
れ
た
。

　
谷
崎
の
観
劇
を
案
内
し
た
木
下
杢
太
郎
は
、
奉
天
を
「
支
那
の
場
末
」
と
し
、
そ

こ
の
芝
居
を
「
仕
様
が
な
い
」
も
の
と
否
め
て
い
る
が
、
「
可
な
り
芝
居
が
盛
ん
な

土
地
」
の
天
津
に
つ
い
て
も
、
谷
崎
は
「
や
つ
ば
り
一
向
感
心
す
る
気
に
な
れ
」
な

く
、
以
下
の
よ
う
な
不
満
を
漏
ら
し
て
い
る
。

　
第
一
小
屋
が
不
潔
な
の
に
は
少
か
ら
ず
辟
易
し
た
。
甚
し
い
の
に
な
る
と
、

立

ち
廻
り
に
ト
ツ
タ
リ
が
と
ん
ぼ
返
り
を
打
つ
た
す
る
と
舞
台
か
ら
ぱ
つ
と
埃

が
舞
ひ

上
つ
て
其
の
辺
が
濠
々
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
美
人
だ
の
色
男
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だ

の
に

扮
し
て
ゐ
る
役
者
ま
で
が
、
舞
台
へ
ペ
ツ
と
疾
を
吐
い
た
り
手
鼻
を
か

ん

だ

り
す
る
。
（
芸
者
で
さ
へ
お
客
の
座
敷
で
手
鼻
を
か
む
奴
が
ゐ
る
。
）
眼
の

さ
め
る
や
う
な
ケ
バ
ケ
バ
し
い
衣
装
を
着
て
ゐ
て
其
れ
を
や
る
の
だ
か
ら
全
く

不
思
議
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
二
巻
、
七
二
頁
）
。

　
同
時
代
の
旅
行
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
『
朝
鮮
満
洲
支
那
案
内
』
（
鉄
道
院
編
、
一
九
一

九
）
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
天
津
に
は
下
天
仙
茶
園
、
東
天
仙
茶
園
、
丹
桂
茶

園
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
下
天
仙
茶
園
は
「
建
築
宏
壮
、
約
千
五
百
人
の

観
客
を

容

る
」
と
い
わ
れ
、
東
天
仙
茶
園
の
規
模
は
そ
れ
と
「
伯
仲
す
」
と
称
さ
れ

　
　
　
き
　

て
い

る
。
し
か
し
、
天
津
で
「
到
る
処
の
芝
居
小
屋
を
覗
い
て
見
た
」
谷
崎
は
劇
場

の

不
潔
さ
や
俳
優
の
行
動
に
対
す
る
不
快
感
や
嫌
悪
を
顕
わ
に
し
た
。
谷
崎
と
同
じ

よ
う
に
、
一
九
二
一
年
大
阪
毎
日
新
聞
の
特
派
員
と
し
て
中
国
旅
行
を
．
遂
げ
た
芥
川

は
、
上
海
に
お
け
る
伝
統
演
劇
の
楽
屋
と
俳
優
に
言
及
し
た
際
に
以
下
の
よ
う
な
記

述
を
残
し
て
い
る
。

　
唯
一
つ
書
い
て
置
き
た
い
の
は
、
楽
屋
に
ゐ
る
時
の
緑
牡
丹
で
あ
る
。
私
が

彼
を
訪
問
し
た
の
は
、
亦
舞
台
の
楽
屋
だ
つ
た
。
い
や
、
楽
屋
と
い
ふ
よ
り
も
、

舞
台
裏
と
云
つ
た
方
が
、
或
は
実
際
に
近
い
か
も
知
れ
な
い
。
兎
に
角
其
処
は

舞
台
の
後
の
、
壁
が
剥
げ
た
、
蒜
臭
い
、
如
何
に
も
惨
憺
た
る
処
だ
つ
た
。

（中
略
）
。
お
ま
け
に
支
那
の
舞
台
裏
に
は
、
な
り
の
薄
き
た
な
い
役
者
た
ち
が
、

顔
だ

け
は
例
の
隈
取
り
を
し
た
儘
、
何
人
も
う
ろ
う
ろ
歩
い
て
ゐ
る
。
そ
れ
が

電
燈
の
光
の
中
に
、
恐
る
べ
ぎ
埃
を
浴
び
な
が
ら
、
往
つ
た
り
来
た
り
し
て
ゐ

る
容
子
は
殆
百
鬼
夜
行
の
図
だ
つ
た
。
（
中
略
）
彼
は
横
を
向
く
が
早
い
か
、

真
紅
に
銀
糸
の
繍
を
し
た
、
美
し
い
袖
を
翻
し
て
、
見
事
に
床
の
上
へ
手
演
を

　
　
ハ
ぐ
　

か
ん
だ
。

　
汚
い
舞
台
や
役
者
に
よ
る
不
潔
な
慣
習
に
受
け
た
衝
撃
は
、
谷
崎
と
芥
川
と
も
同

じ
で
あ
る
が
、
川
本
三
郎
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
リ
ア
ル
に
中
国
の
汚
さ
を
描

写
す
る
芥
川
と
異
な
っ
て
、
現
実
よ
り
幻
想
を
大
事
に
す
る
谷
崎
は
「
汚
な
さ
を
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

り
つ
つ
、
そ
の
汚
な
さ
を
美
に
転
化
し
よ
う
と
す
る
」
。
彼
は
天
津
の
劇
場
と
役
者

に

否
定
的
な
態
度
を
取
り
な
が
ら
も
、
「
音
楽
に
聞
き
惚
れ
つ
s
首
や
手
足
で
拍
子

を
取
り
な
が
ら
、
佳
境
に
来
る
と
熱
狂
し
て
掛
け
声
を
か
け
た
り
喝
采
し
た
り
す
る
」

中
国
人
観
客
の
様
子
を
記
録
し
、
「
私
は
つ
く
ρ
＼
、
支
那
人
は
音
楽
を
好
む
国
民

で
あ
る
事
を
知
つ
た
」
（
第
二
二
巻
、
七
二
頁
）
と
理
解
を
示
し
て
い
る
。

　
谷
崎
は
奉
天
や
天
津
の
伝
統
演
劇
を
「
下
等
な
芝
居
」
と
酷
評
し
た
が
、
北
京
の

滞
在
期
間
に
お
い
て
も
伝
統
演
劇
を
鑑
賞
し
、
「
夢
の
や
う
な
美
し
さ
、
怪
し
い
異

国
情
調
」
を
求
め
続
け
た
。
「
支
那
劇
を
観
る
記
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。

　
北
京
へ
着
い
た
明
く
る
日
、
神
田
の
小
川
町
の
や
う
に
書
店
が
列
ん
で
ゐ
る

琉
璃
街
へ
行
つ
て
、
支
那
現
代
の
戯
曲
を
集
め
て
あ
る
戯
考
と
い
ふ
書
物
を
あ

る
だ
け
買
つ
て
来
た
。
そ
れ
か
ら
劇
通
を
以
て
有
名
な
辻
さ
ん
や
、
同
文
書
院

出
身
の
村
田
孜
郎
君
や
、
平
田
泰
吉
君
な
ど
に
説
明
を
聞
い
た
り
案
内
を
し
て

貰
つ
た
り
し
て
ゐ
る
う
ち
に
、
だ
ん
だ
ん
分
る
や
う
に
な
つ
て
来
た
。
北
京
に

前
後
十
日
ば
か
り
滞
在
し
て
ゐ
た
間
、
私
は
毎
日
一
つ
や
二
つ
の
劇
場
を
覗
か

な
い
事
は
な
か
つ
た
。
新
聞
の
広
告
に
よ
つ
て
其
の
日
の
芝
居
の
芸
題
を
知
り
、

そ
れ
か
ら
戯
考
を
開
い
て
其
の
戯
曲
の
筋
を
呑
み
込
み
、
そ
の
上
劇
通
の
講
釈

を
聞
き
つ
つ
見
物
す
る
の
だ
か
ら
、
俄
然
と
し
て
悟
り
を
開
い
た
や
う
に
分
り

出
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
二
巻
、
七
二
頁
）
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こ
の
記
述
か
ら
、
北
京
に
到
着
し
た
翌
日
か
ら
、
京
劇
の
鑑
賞
に
夢
中
に
な
っ
て

い

た

谷
崎
の
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
辻
さ
ん
」
と
「
村
田
孜

郎
君
」
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
簡
単
に
紹
介
し
よ
う
。
「
辻
さ
ん
」
と
は
、
北
京
で
日

本
人
に
よ
り
刊
行
さ
れ
た
中
国
語
新
聞
『
順
天
時
報
』
の
主
筆
で
あ
り
、
京
劇
研
究

家
で
も
あ
る
辻
聴
花
の
こ
と
で
あ
る
。
「
村
田
孜
郎
君
」
は
、
同
文
書
院
を
卒
業
し

た
後
、
大
阪
毎
日
新
聞
社
の
記
者
に
な
り
、
梅
蘭
芳
の
一
九
一
九
年
日
本
公
演
に
深

く
関
わ
り
、
海
外
で
梅
蘭
芳
を
紹
介
し
た
最
初
の
書
『
支
那
劇
と
梅
蘭
芳
』
（
玄
文

社
、
一
九
一
九
）
の
著
者
で
あ
る
。

　
一
方
、
北
京
で
谷
崎
の
観
劇
を
案
内
し
た
三
人
の
「
劇
通
」
の
中
で
、
平
田
泰
吉

に

つ
い

て

は
、
従
来
の
谷
崎
研
究
で
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
、
こ
の
人

物
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
日
本
の
国
策
通
信
社
で
あ
る
「
同
盟
通
信
社
」
を
運
営

し
た
古
野
伊
之
助
の
伝
記
『
古
野
伊
之
助
』
に
、
平
田
に
関
す
る
記
述
が
残
さ
れ
て

い

る
。
青
森
県
出
身
の
平
田
は
、
早
稲
田
大
学
英
文
科
卒
業
後
東
方
通
信
社
に
入
り
、

北
京
支
社
に
派
遣
さ
れ
た
。
「
英
語
も
中
国
語
も
達
者
で
」
有
能
な
人
で
あ
る
が
、

酒
好
き
で
酔
う
と
前
後
不
覚
に
な
り
、
往
来
で
も
ど
こ
で
も
寝
込
ん
で
し
ま
う
こ
と

が
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
支
社
長
に
注
意
さ
れ
る
と
、
辞
表
を
出
し
て
辞
め
て
し
ま
っ

た
。
当
時
の
国
際
通
信
社
の
北
京
支
局
長
だ
っ
た
古
野
は
、
平
田
の
話
を
聞
き
付
け
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ほ
　

飲
み

屋
で
酔
い
つ
ぶ
れ
て
い
る
平
田
を
捜
し
出
し
採
用
し
た
。

　
ま
た
、
『
古
野
伊
之
助
』
の
中
で
、
「
劇
作
家
の
秋
田
雨
雀
と
は
中
学
時
代
か
ら
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ア
　

緒
で
、
秋
田
は
、
平
田
は
天
才
だ
っ
た
、
と
語
っ
て
い
た
と
い
う
」
と
言
及
さ
れ
て

お
り
、
雨
雀
も
下
宿
時
代
の
生
活
を
回
想
し
た
自
伝
の
中
で
、
平
田
が
「
今
隠
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
き
　

る
支
那
通
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
九
四
二
年
五
月
一
〇
日
『
同
盟

通
信
報
』
の
「
華
文
放
送
活
動
を
開
始
」
と
い
う
記
事
の
中
で
、
平
田
は
「
古
野
社

長
が
北
京
支
局
長
時
代
か
ら
北
京
に
い
た
。
先
頃
ま
で
東
亜
部
に
あ
っ
て
活
躍
、
中

国
語
を
話
す
方
は
そ
れ
程
で
も
な
い
が
、
中
国
人
お
よ
び
中
国
を
理
解
す
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
も
　

非
常
な
も
の
で
あ
る
。
同
君
は
ま
た
中
国
の
劇
通
と
し
て
も
有
名
だ
」
と
紹
介
さ
れ

て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
資
料
か
ら
、
平
田
が
辻
聴
花
や
村
田
と
同
じ
よ
う
に
、
北
京

で
活
躍
し
た
日
本
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
り
な
が
ら
、
伝
統
演
劇
に
深
い
愛
着
や

豊
富
な
知
識
を
持
つ
「
劇
通
」
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
前
述
の
「
支
那
劇
を
観
る
記
」
の
引
用
に
お
い
て
、
谷
崎
は
平
田
の
名
前
に
一
回

し
か
言
及
し
て
い
な
い
が
、
中
国
の
伝
統
演
劇
に
詳
し
い
三
人
の
「
劇
通
の
講
釈
を

聞
き
つ
つ
見
物
す
る
の
だ
か
ら
、
俄
然
と
し
て
悟
り
を
開
い
た
や
う
に
分
り
出
し
て

来
た
の
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
谷
崎
が
観
劇
の
中
で
平
田
の
助
言

を
受
け
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
西
原
氏
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
谷
崎
は
一
〇
月
二
六
日
に
北
京
に
到
着
し
、
一
一
月

四

日
ま
で
滞
在
し
て
い
た
。
一
〇
日
間
ほ
ど
の
北
京
滞
在
中
、
谷
崎
は
「
支
那
劇
を

観

る
記
」
で
は
「
李
陵
碑
」
「
孝
義
節
」
「
御
碑
亭
」
と
い
っ
た
三
つ
の
芝
居
や
、
梅

蘭
芳
、
王
鳳
卿
、
尚
小
雲
の
三
人
の
俳
優
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
京

劇
の
演
目
や
俳
優
に
つ
い
て
は
、
西
原
氏
の
著
書
で
、
波
多
野
乾
一
『
支
那
劇
五
百

番
』
と
『
支
那
劇
と
其
名
優
』
の
記
述
を
引
用
し
つ
つ
、
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
谷
崎
が
い
つ
、
ど
こ
の
劇
場
で
観
劇
を
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
解

明
さ
れ
て
い
な
い
部
分
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
の
『
順
天
時
報
』

の

演
劇
広
告
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
り
確
認
で
き
る
。

　
『
順
天
時
報
』
は
、
一
九
〇
一
年
一
二
月
に
東
亜
同
文
書
院
の
福
州
支
部
主
任
の

中
島
真
雄
が
創
刊
し
た
中
国
語
の
新
聞
で
あ
る
。
中
下
正
治
『
新
聞
に
み
る
日
中
関

係
史
－
中
国
の
日
本
人
経
営
紙
1
』
（
研
文
出
版
、
一
九
九
六
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の

新
聞
は
対
華
北
政
策
の
重
視
、
清
朝
政
府
へ
の
工
作
、
対
露
作
戦
へ
の
準
備
の
た
め

に

創
刊
さ
れ
た
。
一
九
〇
五
年
に
中
島
は
順
天
時
報
社
を
公
使
館
に
譲
渡
し
、
以
後

外
務
省
の
機
関
紙
と
な
り
、
華
北
に
お
け
る
最
も
権
威
の
あ
る
新
聞
の
一
つ
に
な
っ

た
。
そ
の
後
も
、
上
野
岩
太
郎
、
亀
井
陸
良
、
渡
辺
哲
信
ら
が
経
営
を
続
け
、
発
行
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部
数
は

常
時
二
～
三
万
部
程
度
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
一
九
一
九
年
五
四
運
動
以

降
、
急
減
し
て
五
、
六
千
部
と
な
り
、
一
九
三
〇
年
に
停
刊
し
た
。
一
九
一
〇
年
代

以
降
、
休
演
日
を
除
き
、
辻
聴
花
が
担
当
し
た
第
五
面
に
は
様
々
な
演
劇
関
連
記
事

や

上
演
に
関
す
る
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
北
京
の
メ
ジ
ャ
ー
な
劇
場
や
俳
優
の

演
出
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
辻
聴
花
が
北
京
に
お

け
る
谷
崎
の
観
劇
に
付
き
添
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、
谷
崎
が
観
劇
の
際

に

参
考
に

し
て
い
た
「
新
聞
の
広
告
」
と
は
、
『
順
天
時
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
主
要

劇
場
で
の
京
劇
上
演
に
関
す
る
広
告
で
あ
る
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
一
方
、
当
時
の
伝
統
演
劇
界
の
上
演
状
況
に
つ
い
て
は
、
辻
聴
花
『
支
那
芝

居
』
（
支
那
風
物
研
究
会
、
一
九
二
四
）
に
「
戯
目
、
即
ち
芸
題
は
、
毎
日
毎
晩
、

取

り
変
る
。
多
く
は
、
一
幕
物
、
或
は
数
幕
も
の
、
中
の
一
幕
を
選
ん
で
演
り
、
稀

れ
に

続
き
物
を
演
ず
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
も
多
く
は
、
一
幕
づ
＼
日
を
換
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

演
る
の
で
、
一
日
に
同
じ
も
の
を
続
け
て
演
る
こ
と
は
、
殆
ん
ど
無
い
」
と
説
明
さ

れ

て
い

る
。
つ
ま
り
、
同
じ
劇
場
の
同
じ
俳
優
陣
で
も
、
必
ず
毎
日
の
よ
う
に
演
目

を
取
り
替
え
、
同
様
な
番
付
で
上
演
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
谷
崎
の
北
京
滞
在
中
の
『
順
天
時
報
』
の
演
劇
広
告
欄
を
調
べ
て
み
る
と
、
「
李

陵
碑
」
が
上
演
さ
れ
た
の
は
一
〇
月
三
〇
日
の
広
和
楼
の
み
で
あ
り
、
そ
の
日
に
主

役
を
務
め
た
の
は
語
富
英
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
で
、
谷
崎
が
一
〇
月
三

〇
日
に
広
和
楼
で
謹
富
英
の
「
李
陵
碑
」
を
鑑
賞
し
た
可
能
性
が
大
き
い
と
思
わ
れ

る
。　

謹
富
英
が
ど
う
い
う
俳
優
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
波
多
野
乾
一
著

『
支
那
劇
と
其
名
優
』
に
お
い
て
、
謹
富
英
は
「
京
劇
名
優
の
謹
小
培
の
子
で
、
富

連
成
科
班
の
出
身
卒
業
後
上
海
に
聰
せ
ら
れ
歓
迎
を
受
け
た
。
曝
子
は
低
い
が
韻
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

が
あ
る
。
「
定
軍
山
」
「
珠
簾
案
」
「
南
天
門
」
「
天
雷
報
」
等
が
得
意
で
あ
る
」
と
紹

介
さ
れ
て
い
る
。
謹
富
英
の
祖
父
の
謂
塞
培
も
「
劇
界
大
王
」
と
呼
ば
れ
た
有
名
な

俳
優
で

あ
り
、
「
語
派
を
学
ば
な
い
生
は
無
い
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
語
氏
の
一
家
は

京
劇
界
に
強
い
影
響
を
与
え
た
。

　
ま
た
、
広
和
楼
は
北
京
の
前
門
外
の
東
の
肉
市
に
あ
り
、
「
前
清
の
始
め
に
建
て

ら
れ
た
頗
る
歴
史
附
き
の
も
の
、
芝
居
好
き
の
康
煕
帝
や
、
乾
隆
帝
は
、
時
々
忍
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

足

で
、
此
処
に
観
劇
に
来
ら
れ
た
」
旧
式
の
劇
場
で
あ
り
、
清
代
お
よ
び
民
国
以
降

の

多
く
の
筆
記
や
書
物
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
有
名
な
劇
場
で
あ
る
。
京
劇
の
中
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

最
も
正
統
な
「
京
朝
派
」
の
揺
籠
で
あ
る
「
富
連
成
科
班
」
は
、
一
九
〇
六
年
か
ら

二
〇
年
間
に
近
く
こ
の
劇
場
で
上
演
さ
れ
て
い
た
。
広
和
楼
は
「
京
朝
派
」
の
主
要

な
活
動
場
所
で
あ
り
、
そ
の
保
守
的
な
慣
習
も
大
変
根
深
か
っ
た
た
め
、
北
京
の
全

て
の
劇
場
の
中
で
最
も
遅
く
「
新
式
劇
場
」
に
改
築
さ
れ
、
一
九
一
九
年
か
ら
は
夜

　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

も
芝
居
を
上
演
し
た
。
謹
富
英
は
一
二
歳
か
ら
富
連
成
科
班
に
入
り
、
卒
業
す
る
ま

で
広
和
楼
で
活
躍
し
い
て
い
た
。

　
谷
崎
は
中
国
各
地
で
観
劇
を
重
ね
て
い
く
う
ち
に
、
中
国
音
楽
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
と

西
洋
音
楽

と
の
違
い
に
気
づ
き
、
「
日
本
人
に
も
共
通
な
感
情
の
流
露
が
あ
る
の
だ

か

ら
、
悲
し
い
所
は
悲
し
く
感
ぜ
ら
れ
、
勇
ま
し
い
所
は
勇
ま
し
く
感
ぜ
ら
れ
る
の

で

あ
る
」
と
語
り
、
「
李
陵
碑
な
ど
＼
云
ふ
戯
曲
の
悲
壮
な
味
は
ひ
は
、
私
に
も
可

な
り
よ
く
分
つ
た
や
う
な
気
が
し
た
」
（
第
二
十
二
巻
、
七
二
～
七
三
頁
）
と
述
べ

て

い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
謂
富
英
に
よ
る
「
韻
味
が
あ
る
」
演
唱
か
ら
、
谷
崎
は

「
李
陵
碑
」
の
「
悲
壮
な
味
は
ひ
」
を
聞
き
取
れ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
谷
崎
は
、
「
支
那
劇
を
観
る
記
」
で
ど
の
役
者
の
「
李
陵
碑
」
を
鑑
賞
し
た
の
か

を
明
記
し
な
い
が
、
「
尚
小
雲
の
孝
義
節
を
見
た
」
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
『
順
天

時
報
』
の
広
告
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
前
述
の
一
〇
月
三
〇
日
の
紙
面
に
、
尚
小
雲
が

三
慶
園
で
「
孝
義
節
」
を
演
じ
る
と
い
う
広
告
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。
谷
崎
が
鑑
賞
し
た
「
尚
小
雲
の
孝
義
節
」
が
、
こ
の
日
に
三
慶
園
で
上
演
さ

れ
た

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
支
那
劇
を
観
る
記
」
の
「
北
京
に
前
後
十
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日
ば
か
り
滞
在
し
て
ゐ
た
間
、
私
は
毎
日
一
つ
や
二
つ
の
劇
場
を
覗
か
な
い
事
は
な

か

つ

た
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
谷
崎
が
一
〇
月
三
〇
日
に
広
和
楼
と
三
慶
園
の
両
劇

場
に
足
を
運
び
、
「
李
陵
碑
」
と
「
孝
義
節
」
の
二
つ
の
芝
居
を
鑑
賞
し
た
可
能
性

が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

　
三
慶
園
の
広
告
に
は
、
尚
小
雲
と
と
も
に
「
孝
義
節
」
を
演
出
し
た
襲
雲
甫
の
名

前
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
襲
雲
甫
は
、
「
老
旦
界
の
革
命
党
」
と
称
さ
れ
、
「
彼
は
旧

規
に
循
ふ
こ
と
を
潔
し
と
せ
ず
、
唱
工
に
青
衣
の
調
を
加
へ
身
段
に
女
性
的
の
分
子

を
加
味
し
、
一
段
の
新
ら
し
い
老
旦
を
創
成
し
た
。
彼
が
一
時
「
花
老
旦
」
と
緯
名

さ
れ
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
の
唱
工
は
棉
遠
＋
温
蓄
、
抑
揚
頓
挫
に
長
じ
、
鎮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

痛
の
致
は
掩
ふ
と
こ
ろ
と
な
ら
ず
剛
健
姻
郷
各
そ
の
妙
を
極
め
た
」
と
い
う
。

　
谷
崎
が
観
劇

し
た
三
慶
園
と
は
、
清
代
の
中
頃
に
建
て
ら
れ
、
そ
の
後
天
津
出
身

の

酪
九
蓮

ら
に
よ
っ
て
資
金
が
か
き
集
め
ら
れ
て
改
築
さ
れ
た
劇
場
で
あ
る
。
こ
の

劇
場
の
規
格
は
地
勢
の
関
係
で
ほ
か
の
劇
場
よ
り
少
し
小
さ
い
が
、
観
衆
は
八
、
九

百
人
収
容
で
き
た
。
舞
台
や
楽
屋
裏
の
配
置
や
構
造
は
、
前
述
の
広
和
楼
と
ほ
ぼ
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
　

じ
で
あ
り
、
民
国
期
に
入
っ
た
後
に
横
に
並
ぶ
長
椅
子
を
設
置
し
て
改
装
さ
れ
た
。

　
北
京
に
お
け
る
観
劇
体
験
の
中
で
、
谷
崎
に
最
も
深
い
印
象
を
残
し
た
の
は
、
梅

蘭
芳
と
王
鳳
卿
が
広
徳
楼
で
演
じ
た
「
御
碑
亭
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
演
目
は
明
代
末

期
の
短
編
小
説
集
『
今
古
奇
観
』
か
ら
題
材
を
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
書
生
の
王
有

道
は

科
挙
受
験
の
た
め
都
へ
上
る
。
彼
の
妻
の
孟
月
華
は
実
家
か
ら
の
帰
り
道
、
上

京
途
中
の
若
い
書
生
の
柳
生
春
と
御
碑
亭
で
雨
宿
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
一
晩

中
一
言
も
交
わ
さ
ず
、
雨
が
止
む
と
す
ぐ
に
別
れ
た
。
帰
宅
し
た
王
有
道
は
妹
の
淑

英
か
ら
こ
の
事
を
知
り
、
妻
の
不
貞
を
疑
い
離
縁
を
迫
る
。
及
第
し
た
王
は
偶
然
に

柳
に
出
会
い
、
柳
か
ら
真
相
を
聞
き
、
妻
に
許
し
を
請
い
、
柳
と
妹
の
淑
英
と
を
婚

約
さ
せ
る
。
こ
の
演
目
の
中
で
、
梅
蘭
芳
は
妻
の
孟
月
華
を
演
じ
、
王
鳳
卿
は
王
有

道
を
演
じ
た
。

　
「
支
那
劇
を
観
る
記
」
で
言
及
さ
れ
て
い
る
広
徳
楼
と
は
、
一
九
〇
〇
年
の
火
災

で
焼
か
れ
た
が
、
一
九
〇
四
年
に
再
建
さ
れ
た
。
一
九
三
〇
年
代
ま
で
、
広
徳
楼
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

京
劇
の
上
演
に
最
も
重
要
な
劇
場
で
あ
り
、
現
在
は
北
京
小
劇
場
と
な
っ
て
い
る
。

　
京
劇
を
代
表
す
る
名
優
の
梅
蘭
芳
に
つ
い
て
、
谷
崎
は
「
声
ば
か
り
で
な
く
、
表

情
が
あ
り
動
作
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
我
々
の
如
き
素
人
に
は
理
解
さ
れ
易
い
点
も
あ

る
の
だ
ら
う
」
（
第
二
十
二
巻
、
七
三
頁
）
と
称
賛
し
て
い
る
。
梅
蘭
芳
の
演
技
に

惹
か
れ

た
谷
崎
の
様
子
は
、
北
京
で
の
観
劇
を
案
内
し
た
村
田
孜
郎
の
著
書
で
も
言

及

さ
れ
て
い
る
。
村
田
は
、
梅
蘭
芳
の
一
九
一
九
年
日
本
公
演
に
合
わ
せ
、
同
年
の

五
月
に
『
支
那
劇
と
梅
蘭
芳
』
を
刊
行
し
た
。
そ
の
中
で
、
村
田
は
「
谷
崎
潤
一
郎

氏
の
梅
郎
観
」
と
い
う
題
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
小
説
家

と
し
て
文
名
隠
れ
な
き
谷
崎
潤
一
郎
氏
は
支
那
漫
遊
の
途
次
北
京
を

過

ぎ
数
日
の
滞
在
を
屡
々
劇
場
に
出
入
し
て
支
那
を
観
察
し
た
、
著
者
は
一
日

氏
を
伴
う
広
徳
楼
に
梅
蘭
芳
の
劇
を
観
た
芸
題
は
御
碑
亭
で
蘭
芳
の
配
役
は
名

優
王
鳳
卿
で
あ
つ
た
、
氏
は
劇
の
始
終
に
就
て
仔
細
の
注
意
を
怠
ら
な
か
つ
た

が
芝
居
が

終
つ
て
か
ら
北
京
で
各
処
の
支
那
劇
を
覗
い
て
見
た
が
今
日
始
め
て

劇
ら
し
い
劇
を
見
た
と
語
り
梅
蘭
芳
の
眉
目
と
表
情
更
に
そ
の
声
調
等
に
就
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
　

遺
憾
は

な
い
と
賞
讃
し
て
止
ま
な
か
つ
た
。

　
奉
天
や
天
津
の
観
劇
で
幻
滅
を
味
わ
っ
た
谷
崎
は
、
梅
蘭
芳
と
王
鳳
卿
が
広
徳
楼

で

演
じ
た
「
御
碑
亭
」
に
感
銘
を
受
け
、
伝
統
演
劇
の
芸
術
的
な
魅
力
に
心
を
動
か

し
た
。
梅
蘭
芳
は
、
大
倉
八
郎
の
招
膀
に
応
じ
て
一
九
一
九
年
四
月
か
ら
五
月
に
か

け
て
日
本
公
演
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
、
京
劇
の
初
め
て
海
外
公
演
で
あ
り
、
中
国
の

演
劇
史
上
で
画
期
的
な
功
績
を
残
し
た
。
谷
崎
は
帝
国
劇
場
で
梅
蘭
芳
の
日
本
公
演

を
鑑
賞
し
、
「
梅
蘭
芳
の
事
に
就
い
て
何
か
書
い
て
く
れ
」
（
第
二
十
二
巻
、
七
〇
頁
）

26



谷崎潤一郎と中国の伝統演劇

と
い
う
『
中
央
公
論
』
の
編
集
で
あ
る
瀧
田
樗
陰
か
ら
の
依
頼
を
受
け
て
「
支
那
劇

を
観
る
記
」
を
執
筆
し
た
の
で
あ
る
が
、
梅
蘭
芳
と
土
ハ
に
夫
婦
を
演
じ
た
立
役
の
王

鳳
卿
の
演
出
を
絶
賛
し
た
。
「
や
s
幸
四
郎
に
似
た
趣
が
あ
つ
て
、
カ
ッ
チ
リ
と
引

き
締
ま
つ
た
、
何
と
な
く
支
那
の
古
英
雄
の
如
き
颯
爽
と
し
た
風
貌
と
態
度
と
肉
声

と
を
持
つ
た
王
鳳
卿
が
来
た
な
ら
ば
、
或
は
梅
よ
り
も
評
判
に
な
つ
た
か
も
知
れ
な

い
」
（
第
二
十
二
巻
、
七
三
頁
）
と
称
賛
し
て
い
る
。
一
九
一
八
年
に
広
徳
楼
で
鑑

賞

し
た
「
騒
々
し
く
は
な
く
、
も
つ
と
男
性
的
で
沈
痛
を
極
め
て
ゐ
た
」
（
第
二
十

二
巻
、
七
四
頁
）
と
い
う
王
鳳
卿
の
演
出
は
、
谷
崎
に
非
常
に
強
い
印
象
を
残
し
、

生
涯
に

わ
た
っ
て
も
忘
れ
が
た
い
も
の
と
な
っ
た
。
一
九
五
六
年
九
月
号
『
中
央
公

論
』
に
は
、
「
三
十
年
後
の
再
会
」
と
い
う
題
で
、
当
時
中
国
訪
日
京
劇
代
表
団
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

副
団
長
・
総
演
出
と
し
て
、
梅
蘭
芳
と
と
も
に
来
日
し
た
欧
陽
予
情
と
箱
根
で
行
な
っ

た
対
談
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
戦
争
を
乗
り
越
え
て
再
会
を
果
た
し
た
二
人
の
対
談

の
中
で
、
谷
崎
は
第
一
回
中
国
旅
行
で
鑑
賞
し
た
王
鳳
卿
の
演
技
を
懐
か
し
く
回
想

し
、
「
あ
の
人
は
な
か
な
か
う
ま
い
と
思
つ
て
感
心
し
た
よ
」
「
う
ま
い
役
者
だ
つ

　　
　

た
」
と
賞
賛
し
て
や
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
帝
劇
で
上
演
さ
れ
た
「
御
碑
亭
」
と
北
京
の
広
徳
楼
で
鑑
賞
し
た
当
時

と
比
較
し
て
、
谷
崎
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
帝
劇
で
私
の
見
た
の
は
御
碑
亭
で
あ
つ
た
が
、
王
鳳
卿
が
一
枚
訣
け
て
ゐ
た

為
め
に
、
北
京
の
広
徳
楼
で
見
た
時
よ
り
も
劣
つ
て
ゐ
た
事
は
争
は
れ
な
い
。

そ

れ
か

ら
柳
生
春
に
扮
し
た
俳
優
も
、
北
京
で
や
つ
た
役
者
の
方
が
上
手
で
あ

つ
た

や

う
に
思
ふ
。
王
有
道
と
柳
生
春
と
が
、
試
験
官
の
前
で
話
を
す
る
時
の

台
辞
の
云
ひ
渡
し
や
抑
揚
が
、
馬
鹿
に
好
か
つ
た
の
だ
け
れ
ど
、
此
の
間
は
そ

れ
ほ

ど
で
も
な
か
つ
た
。
御
碑
亭
の
雨
宿
り
の
場
の
梅
蘭
芳
の
出
来
栄
え
も
北

京
の
時
の
方
が
優
れ
て
ゐ
た
。
広
徳
楼
の
舞
台
で
は
、
御
碑
亭
の
側
に
楊
柳
の

立
ち
木
を
据
ゑ
て
、
そ
れ
が
い
か
に
も
雨
の
情
景
を
添
へ
て
ゐ
た
の
に
、
ど
う

云
ふ
訳
か
帝
劇
で
は
柳
を
置
か
な
か
つ
た
。
孟
月
華
は
御
碑
亭
の
上
手
の
柱
の

ほ
と
り
に
う
つ
く
ま
り
、
柳
生
春
は
下
手
の
柳
の
蔭
に
し
よ
ん
ぼ
り
と
そ
み
つ
s
、

互
ひ

に

更
け
行
く
鐘
の
音
を
数
へ
て
歌
を
う
た
ふ
の
で
あ
る
。
あ
の
柳
は
是
非

と
も
あ
つ
た
方
が
い
s
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
二
巻
、
七
四
頁
）

　

こ
の
引
用
で
、
北
京
の
広
徳
楼
で
梅
蘭
芳
と
王
鳳
卿
の
表
現
力
豊
か
な
演
技
力
と

歌
を
賞
賛
し
、
帝
劇
で
の
上
演
に
不
満
を
漏
ら
し
て
い
る
谷
崎
の
様
子
を
う
か
が
う

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
一
方
、
谷
崎
は
広
徳
楼
で
上
演
さ
れ
た
「
御
碑
亭
」

が
帝
劇
よ
り
優
れ
た
原
因
と
し
て
、
上
演
に
参
与
し
た
俳
優
の
演
技
力
の
み
な
ら
ず
、

広
徳
楼
の
舞
台
上
に
設
置
さ
れ
た
「
楊
柳
」
と
い
う
舞
台
装
置
に
も
あ
る
こ
と
を
鋭

く
指
摘
し
て
い
る
。
京
劇
を
は
じ
め
、
中
国
の
伝
統
演
劇
の
舞
台
装
置
は
、
通
常
机

と
椅
子
の
み
を
基
本
的
な
道
具
と
し
て
用
い
、
情
景
の
デ
ィ
テ
ー
ル
は
俳
優
の
演
技

の

型
と
観
客
の
想
像
力
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
清
末
か
ら
中
華
民

国
初
期
に
か
け
て
、
ガ
ス
灯
や
電
気
が
発
達
し
、
西
洋
式
劇
場
が
登
場
す
る
に
つ
れ

て
、
京
劇
に
新
式
の
舞
台
装
置
が
導
入
さ
れ
、
西
洋
画
の
手
法
を
取
り
入
れ
た
背
景

幕

な
ど
も
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
梅
蘭
芳
の
一
九
一
九
年
日
本
公
演
で

は
、
よ
り
伝
統
的
な
京
劇
を
日
本
人
の
観
客
に
紹
介
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
帝
劇
の

舞
台
に
背
景
や
舞
台
装
置
を
使
わ
な
か
っ
た
が
、
な
ぜ
谷
崎
は
「
御
碑
亭
」
の
舞
台

に
「
楊
柳
」
の
設
置
に
拘
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
古
来
よ
り
中
国
で
は
、
旅
人
を
見
送
る
時
、
楊
柳
の
枝
を
折
っ
て
手
渡
す
「
折
柳

贈
別
」
と
い
う
民
間
風
習
が
あ
る
。
柳
は
離
別
詩
の
素
材
と
し
て
多
用
さ
れ
、
哀
情

を
そ
そ
り
、
特
に
李
白
や
王
維
な
ど
唐
代
の
詩
に
お
い
て
は
楊
柳
1
1
別
離
と
ま
で
常

識
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
楊
柳
は
空
閨
を
守
る
女
性
の
隠
喩
と
し
て
歌
わ
れ
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

層
哀
情
を
掻
き
立
て
る
。
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谷
崎
は
小
学
校
高
等
科
を
卒
業
す
る
ま
で
前
か
ら
、
秋
香
塾
と
い
う
漢
学
塾
で

「
大
学
」
か
ら
「
中
庸
」
「
論
語
」
「
孟
子
」
な
ど
を
読
破
し
、
漢
詩
に
深
い
関
心
を

持
ち
、
李
白
や
白
楽
天
や
杜
甫
な
ど
の
唐
詩
に
も
大
変
愛
着
が
あ
っ
た
。
楊
柳
を
用

い

た
詩
文
を
し
ば
し
ば
自
ら
の
作
品
に
引
用
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
蘇
州
紀
行
」

の

文
末
に
「
聯
芳
楼
記
」
の
蘇
台
竹
枝
曲
を
挙
げ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
「
楊
柳
青

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

青
楊
柳
黄
青
黄
愛
色
過
年
華
妾
似
柳
線
易
憔
悼
郎
如
柳
架
太
顛
狂
」
が
あ
る
。

ま
た
、
「
西
湖
の
月
」
で
は
、
西
湖
で
自
殺
し
た
女
主
人
公
麗
小
姐
を
思
い
だ
し
、

同
じ
西
湖
で
一
命
を
断
っ
た
六
朝
の
名
妓
蘇
小
小
の
墓
の
石
柱
に
刻
ま
れ
て
い
る
詩

文
を
引
用
し
、
薄
命
の
佳
人
を
悼
ん
で
物
語
を
閉
じ
た
。
引
用
さ
れ
た
詩
文
の
中
に

「
花
須
柳
眼
渾
無
頼
落
架
遊
綜
亦
有
情
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
支
那
趣
味
」
あ

ふ
れ

る
作
品
で
、
「
楊
柳
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
運
命
に
恵
ま
れ
な
い
中
国
人
女
性
と
強

く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
前
述

し
た
よ
う
に
、
谷
崎
は
北
京
に
着
い
て
翌
日
、
琉
璃
街
で
京
劇
の
筋
を
『
戯

考
』
を
買
っ
た
後
に
、
各
主
要
劇
場
に
足
を
運
び
、
伝
統
演
劇
を
鑑
賞
し
た
。
そ
れ

故
、
谷
崎
は
「
御
碑
亭
」
を
鑑
賞
す
る
前
に
す
で
に
こ
の
演
目
の
筋
を
知
っ
て
い
た

こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
広
徳
楼
の
舞
台
に
設
置
さ
れ
た
「
楊
柳
」
を
通
し
て
、
谷
崎

は
「
御
碑
亭
」
の
筋
に
あ
る
雨
の
情
景
を
聯
想
し
た
。
し
か
も
こ
の
雨
で
知
ら
な
い

男
性
と
一
夜
を
明
か
し
て
誤
解
さ
れ
た
女
主
人
公
の
孟
月
華
の
不
運
も
、
谷
崎
の
心

に

浮
か
ば
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
広
徳
楼
の
「
御
碑
亭
」
で
柳
生
春
を
演
じ

た
俳
優
が
「
下
手
の
柳
の
蔭
に
し
よ
ん
ぼ
り
と
そ
み
つ
、
」
、
上
手
の
柱
の
ほ
と
り

に

う
ず
く
ま
っ
た
孟
月
華
を
演
じ
た
梅
蘭
芳
と
「
互
ひ
に
更
け
行
く
鐘
の
音
を
数
へ

て
歌
を
う
た
ふ
」
と
い
う
場
面
は
、
舞
台
装
置
や
俳
優
の
演
技
と
音
楽
が
融
合
し
、

京
劇
の
「
視
覚
的
・
聴
覚
的
・
空
間
的
芸
術
」
の
魅
力
を
十
分
発
揮
し
、
谷
崎
に
感

嘆
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
谷
崎
は
北
京
の
観
劇
を
通
し
て
、
中
国
古
典
文
学
の
作

品
世
界
に
想
像
力
を
馳
せ
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
で
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
世
界
を
味
わ
う

こ
と
が
で
き
た
と
も
い
え
よ
う
。

三
　
支
那
劇
研
究
会
と
の
関
わ
り

　
一
九
一
七
年
の
中
国
旅
行
か
ら
帰
国
早
々
に
書
か
れ
た
「
支
那
旅
行
」
と
い
う
文

章
で
、
谷
崎
は
「
今
度
は
亦
春
に
で
も
な
つ
た
ら
も
う
一
遍
支
那
へ
行
つ
て
見
よ
う

と
思
つ
て
居
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
エ
ッ
セ
ー
「
映
画
雑
感
」
（
『
新
小
説
』

一
九

二
一
年
三
月
号
）
で
横
浜
の
「
町
の
様
子
が
何
と
な
く
上
海
あ
た
り
を
想
い
出

せ
」
る
（
第
二
二
巻
、
一
〇
一
頁
）
と
語
り
、
小
説
「
ア
ゴ
・
マ
リ
ア
」
（
『
中
央
公

論
』
一
九
二
三
年
一
月
号
）
で
「
お
前
も
都
合
が
好
か
つ
た
ら
是
非
上
海
へ
遊
び
に

お

い

て

で
」
と
上
海
に
出
か
け
た
い
と
い
う
希
望
を
持
っ
て
い
た
。
第
一
回
中
国
旅

行
か
ら
八
年
経
っ
た
一
九
二
六
年
一
月
六
日
か
ら
二
月
一
九
日
に
か
け
て
、
谷
崎
は

ふ

た
た
び
上
海
を
訪
れ
る
願
望
を
実
現
し
た
。
こ
の
旅
に
つ
い
て
、
後
に
谷
崎
は

「
上
海
見
聞
録
」
（
『
文
藝
春
秋
』
一
九
二
六
年
五
月
号
）
や
「
上
海
交
遊
記
」
（
『
女

性
』
一
九
二
六
年
五
・
六
・
八
月
号
）
の
中
に
感
触
を
書
き
留
め
て
い
る
。
「
上
海

交
遊
記
」
は
内
山
書
店
、
顔
つ
な
ぎ
の
会
、
文
芸
消
寒
会
と
田
漢
君
に
送
る
手
紙
と

い

っ

た

四
章
か
ら
構
成
さ
れ
、
様
々
な
文
化
人
と
の
交
流
を
詳
し
く
記
述
し
て
い
る
。

上
海
旅
行
の
後
に
「
支
那
趣
味
」
の
作
品
を
ぱ
っ
た
り
と
書
か
な
く
な
っ
た
の
も
興

味
深
い
。
西
原
氏
は
、
谷
崎
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
も
と
つ
い
た
中
国
観
に
大
き

な
変
更
を
迫
り
、
「
支
那
趣
味
」
の
文
学
を
放
棄
す
る
に
至
ら
し
め
た
理
由
に
つ
い

て
究
明
し
、
田
漢
、
郭
沫
若
と
い
っ
た
中
国
の
近
代
知
識
人
と
の
交
流
が
、
谷
崎
に

と
っ
て
一
つ
の
大
き
な
転
機
に
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
一
九
二

六
年
の
第
二
回
中
国
旅
行
は
、
谷
崎
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
体
験

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
第
二
回
中
国
旅
行
で
、
谷
崎
は
上
海
で
村
田
と
再
会
し
、
上
海
の
北
四
川
路
に
あ
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谷崎潤一郎と中国の伝統演劇

る
内
山
書
店
の
主
人
内
山
完
造
の
斡
旋
で
、
内
山
書
店
の
二
階
で
顔
つ
な
ぎ
の
会
に

参
加

し
、
若
い
近
代
文
学
者
や
映
画
俳
優
ら
と
積
極
的
に
交
流
を
持
っ
た
。
彼
と
同

席

し
た
上
海
滞
在
の
日
本
人
に
は
、
支
那
劇
研
究
会
の
塚
本
助
太
郎
、
菅
原
英
次
郎

も
招
待
さ
れ
た
。
従
来
の
谷
崎
研
究
で
は
、
上
海
で
設
立
さ
れ
た
支
那
劇
研
究
会
と

そ

の

関
係
者
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
節
で
ま
ず
谷
崎

と
支
那
劇
研
究
会
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
い
。

　
ま
ず
、
支
那
劇
研
究
会
の
関
係
者
た
ち
の
略
歴
を
概
観
し
よ
う
。
塚
本
助
太
郎
は
、

内
山
完
造
の
親
し
い
友
人
で
あ
る
。
塚
本
は
一
九
〇
〇
年
に
滋
賀
県
に
生
ま
れ
、
八

幡
商
業
卒
業
後
、
三
井
物
産
か
ら
派
遣
さ
れ
、
上
海
豊
田
紡
織
廠
の
営
業
部
に
勤
務

し
た
。
中
国
生
活
は
三
〇
年
に
及
び
、
一
九
四
七
年
に
日
本
に
帰
国
し
た
。
大
阪
産

業
デ
ザ
イ
ン
振
興
会
事
務
局
を
運
営
し
、
大
阪
デ
ザ
イ
ン
セ
ン
タ
ー
創
設
に
参
加
し

た
。
北
京
に
留
学
し
た
当
時
、
前
述
し
た
京
劇
研
究
家
・
辻
聴
花
の
弟
子
と
な
り
、

そ

の
指
導
を
受
け
て
お
り
、
京
劇
に
対
し
て
相
当
な
知
識
を
持
っ
て
い
た
。

　
菅
原
英
次
郎
は
、
谷
崎
が
「
上
海
交
遊
記
」
で
「
菅
原
君
」
と
呼
ん
で
い
る
人
物

で
、
升
屋
治
三
郎
と
同
一
人
物
で
あ
る
。
内
山
は
「
文
芸
漫
談
会
の
思
出
」
の
中
で
、

彼
に
つ
い
て
「
坪
内
士
行
の
同
窓
で
、
日
本
商
人
界
の
先
覚
半
田
棉
行
の
御
曹
子
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
カ
　

お
ま
ん
ま
よ
り
も
劇
が
好
き
と
い
う
人
で
」
あ
る
と
言
及
し
て
い
る
。

　
支
那
劇
研
究
会
の
設
立
に
つ
い
て
、
塚
本
は
内
山
完
造
の
弟
・
内
山
嘉
吉
と
の
対

　
　
ロ
ロ
ペ
イ

談

「
老
板
と
魯
迅
さ
ん
の
想
い
出
」
で
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

　
内
山

う
。

上
海
で
あ
ん
た
は
、
支
那
劇
研
究
会
と
い
う
の
を
始
め
た
わ
け
で
し
ょ

　
塚
本
　
う
ん
、
そ
う
な
ん
だ
。
上
海
㎡
ζ
○
》
の
活
動
の
中
か
ら
始
ま
っ
た

ん

で
す
。
（
中
略
）
、
私
は
教
会
へ
通
う
よ
り
も
、
鴫
ζ
○
〉
の
活
動
の
ほ
う
を

熱
心
に

や
っ
た
ん
で
す
。
支
那
劇
研
究
会
と
い
う
の
は
、
〈
ζ
○
〉
の
文
化
活

動
の
一
つ
と
し
て
、
中
国
演
劇
を
研
究
し
よ
う
と
い
う
会
で
し
た
。
老
板
に
相

談
す
る
と
、
日
中
の
文
化
交
流
の
面
か
ら
み
て
も
、
そ
れ
は
と
て
も
い
い
と
賛

成

し
て
く
れ
ま
し
た
。
（
中
略
）
支
那
劇
研
究
会
の
ス
タ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
メ
ン

バ

ー
は
、
升
屋
治
三
郎
、
竹
内
良
男
な
ど
で
、
老
板
は
一
応
メ
ン
バ
ー
に
は
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

わ
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
名
前
だ
け
で
す
。

　
支
那
劇
研
究
会
の
設
立
に
関
し
て
塚
本
に
助
言
し
た
内
山
完
造
は
、
「
古
雑
誌
か

ら
」
と
い
う
文
章
の
中
で
、
「
大
正
十
四
年
拾
月
一
日
発
行
の
『
支
那
劇
研
究
』
と

云
ふ
雑
誌
を
見
る
と
、
当
時
昆
山
花
園
日
本
人
基
督
教
青
年
会
の
中
に
支
那
劇
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ
　

会

と
云
ふ
も
の
が
あ
つ
た
」
と
述
べ
、
支
那
劇
研
究
会
の
会
則
お
よ
び
既
刊
さ
れ
た

四

冊
の
雑
誌
の
目
次
も
掲
載
・
紹
介
し
て
い
る
。
「
古
雑
誌
か
ら
」
で
挙
げ
て
い
る

支
那
劇
研
究
会
の
会
則
の
最
後
に
「
附
則
、
本
会
々
則
は
大
正
十
二
年
十
二
月
十
四

日
規
定
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
支
那
劇
研
究
会
が
一
九
二
三
年
一
二

月
十
四
日
に
成
立
し
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
内
山
完
造
の
「
文
芸
漫
談
会
の
思
出
」
に
よ
る
と
、
支
那
劇
研
究
会
は
一

九
二
四
年
九
月
に
雑
誌
『
支
那
劇
研
究
』
の
第
一
輯
を
発
行
、
そ
の
投
稿
者
に
は
欧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

陽
予
情
・
謝
六
逸
・
唐
越
石
・
辻
聴
花
・
松
居
松
翁
な
ど
が
い
た
。
支
那
劇
研
究
会

の

設
立

は
、
北
京
の
京
劇
愛
好
者
の
中
で
も
反
響
を
呼
ん
だ
。
辻
聴
花
は
一
九
二
四

年
＝
月
二
日
の
『
順
天
時
報
』
の
第
五
面
の
紙
面
に
「
上
海
日
人
設
立
支
那
劇

研
究
会
」
と
題
し
た
記
事
を
掲
載
し
た
。

　
近
頃
、
上
海
の
通
信
に
よ
る
と
、
上
海
に
い
る
日
本
人
の
三
木
、
松
本
、
竹

内
、
塚
本
、
向
井
、
菅
原
の
六
人
は
、
発
起
人
と
し
て
、
支
那
劇
研
究
会
を
設

立
し
た
。
こ
の
会
は
、
中
国
演
劇
に
関
す
る
一
切
の
研
究
や
発
表
を
目
的
と
し
、

そ

の

目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
講
演
会
又
は
茶
話
会
、
観
劇
会
、
会
員
の
相
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互
的
研
究
、
研
究
録
の
発
行
と
い
っ
た
四
つ
の
事
業
を
行
う
。
（
中
略
）
し
か

も
中
日
の
劇
界
は
、
し
だ
い
に
近
寄
り
、
（
中
略
）
こ
の
よ
う
な
時
期
に
、
支

那
劇
研
究
会
の
設
立
は
、
確
か
に
好
い
機
会
を
得
ら
れ
た
。

　
辻
聴
花
は
、
『
順
天
時
報
』
で
支
那
劇
研
究
会
の
設
立
の
経
緯
や
目
的
を
紹
介
し
、

演
劇
研
究
を
通
し
て
日
中
両
国
の
友
好
交
流
を
図
る
と
い
う
文
化
的
な
役
割
に
期
待

を
寄
せ
て
い
る
。

　
前
述

し
た
よ
う
に
、
塚
本
や
菅
原
の
同
行
の
も
と
で
、
谷
崎
は
内
山
書
店
で
開
催

し
た
顔
つ
な
ぎ
の
会
に
出
席
し
た
。
そ
の
会
で
、
谷
崎
は
内
山
完
造
の
紹
介
に
よ
り

当
時
の
中
国
文
壇
を
代
表
す
る
作
家
や
映
画
俳
優
と
知
り
合
い
、
両
国
の
文
壇
・
劇

壇
の

状
況
、
文
学
作
品
の
翻
訳
や
映
画
界
の
実
情
な
ど
、
広
範
囲
に
渡
っ
て
情
報
を

交
換
し
、
意
見
を
述
べ
合
っ
た
。
後
日
、
顔
つ
な
ぎ
の
会
に
参
加
し
た
田
漢
と
欧
陽

予
情
の
主
催
で
、
九
〇
人
も
の
上
海
の
文
芸
者
や
俳
優
た
ち
を
招
き
、
谷
崎
の
歓
迎

会
と
し
て
盛
大
な
「
文
芸
消
寒
会
」
が
開
か
れ
た
。
支
那
劇
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
で

あ
る
塚
本
や
菅
原
も
同
席
し
た
。
さ
ら
に
、
宴
会
の
途
中
で
中
国
人
の
願
い
に
応
じ

て
、
塚
本
や
菅
原
は
日
本
語
の
歌
を
歌
っ
た
。
谷
崎
は
そ
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
記

し
て
い
る
。

　
「
さ
、
日
本
人
も
隠
し
芸
を
出
し
給
へ
、
支
那
人
ば
か
り
に
や
ら
せ
て
は
い

か
ん
！
」

　
と
、
誰
か
s
云
ひ
出
し
た
。
す
る
と
向
う
の
隅
の
方
か
ら
で
か
ん
し
よ
の
合

唱
が
お
ツ
始
ま
つ
た
。
此
れ
は
同
じ
く
招
待
を
受
け
た
塚
本
君
、
菅
原
君
等
の

一
団
で
あ
つ
た
が
、
驚
い
た
こ
と
に
は
、
と
て
も
大
勢
の
支
那
人
が
一
緒
に
な

つ
て

で
か
ん

し
よ
を
怒
鳴
つ
た
。
次
に
は
欧
陽
予
情
君
が
、
此
れ
は
本
職
の
芝

居
の
一
節
を
、
優
し
い
女
の
声
で
唄
ふ
。
一
座
は
さ
す
が
に
鳴
り
を
静
め
て
謹

聴
す

る
。
「
で
か
ん
し
よ
は
学
生
の
歌
だ
、
純
粋
の
日
本
の
唄
を
や
り
給
へ
」

と
、
日
本
人
側
が
又
攻
め
ら
れ
て
、
塚
本
君
が
謡
を
坤
る
。
「
新
聞
報
」
に
日

く
、

「
是
二
於
イ
テ
塚
本
助
太
郎
等
再
ビ
純
粋
ノ
日
歌
ヲ
唱
フ
、
其
ノ
声
鳴
々

然
、

誠
二
吾
人
未
ダ
曾
テ
聞
カ
ザ
ル
所
ト
為
ス
。
…
…
…
L

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（第
十
巻
、
五
八
九
～
五
九
〇
頁
）

　
「
で
か
ん
し
よ
」
と
は
、
デ
カ
ン
シ
ョ
節
で
、
兵
庫
県
篠
山
市
を
中
心
に
盆
踊
り

歌
と
し
て
歌
わ
れ
る
民
謡
で
あ
り
、
学
生
歌
と
し
て
も
広
く
歌
わ
れ
た
。
塚
本
や
菅

原
の
歌
に
合
わ
せ
、
多
く
の
中
国
人
も
歌
い
出
し
た
光
景
は
、
谷
崎
に
び
っ
く
り
さ

せ

た
。
上
述
の
引
用
で
谷
崎
が
言
及
し
て
い
る
『
新
聞
報
』
は
、
華
盛
紡
織
廠
の
代

表
取
締
役
で
あ
る
A
・
W
・
ダ
ン
フ
ォ
ー
ス
、
英
国
商
人
で
あ
る
F
．
F
．
フ
ェ
リ
ー

ズ

と
中
国
人
実
業
家
の
張
叔
和
が
一
八
九
三
年
二
月
一
七
日
に
創
刊
し
た
新
聞
紙
で

あ
る
。
少
数
の
知
識
人
以
外
の
幅
広
い
階
層
の
人
々
に
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
民

国
期
に
は
販
売
部
数
が
し
ば
し
ば
『
申
報
』
を
上
回
っ
て
、
も
っ
と
も
人
気
の
あ
る

商
業
新
聞
に
成
長
し
た
。

　
谷
崎
は
「
上
海
交
遊
記
」
で
『
新
聞
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
消
寒
会
の
記
事
を
二
か

所
ほ
ど
引
用
し
て
い
る
。
谷
崎
が
目
を
通
し
て
自
ら
の
作
品
に
も
引
用
し
た
『
新
聞

報
』
の
記
事
は
、
一
九
二
六
年
二
月
一
日
第
五
面
の
記
事
で
あ
る
。
そ
の
タ
イ
ト
ル

に
は
、

●
大
盛
況
の
芸
術
界
消
寒
会

▲
欧
陽
予
情
氏
、
剣
舞
を
す
る
　
　
▲
塚
本
助
太
郎
氏
、
日
本
の
歌
を
歌
う

▲
香
艶
親
王
、
大
鼓
謡
を
唱
え
る
　
▲
方
紅
葉
女
士
、
京
劇
を
歌
う

▲
菱
清
女
士
は
郭
沫
若
の
人
相
を
見
る
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と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
に
は
執
筆
者
の
名
前
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、

消
寒
会
の
様
子
を
詳
細
に
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
日
の
参
加
者
の
一
人
で
は
な

い

か

と
推
測
さ
れ
る
。
以
下
に
、
記
事
に
記
さ
れ
て
い
る
塚
本
の
演
唱
に
つ
い
て
拙

訳
を
挙
げ
て
見
て
お
こ
う
。

　
前
述
し
た
一
九
二
六
年
二
月
一
日
の
『
新
聞
報
』
の
記
事
に
「
方
紅
葉
女
士
、
京

劇
を

歌
う
」
と
い
っ
た
内
容
も
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
谷
崎
の
「
上
海
交
遊
記
」
に

こ
の
部
分
が
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
以
下
に
、
新
聞
記
事
の
中
に
書
か
れ
て
い
る

「
方
紅
葉
女
士
、
京
劇
を
歌
う
」
と
い
う
部
分
を
拙
訳
で
挙
げ
て
み
よ
う
。

谷崎潤一郎と中国の伝統演劇

　
次
い
で
、
支
那
研
究
会
の
会
員
諸
氏
に
日
本
の
歌
を
歌
っ
て
も
ら
っ
た
。
そ

の

場
に
居
合
わ
せ
た
日
本
語
の
歌
の
で
き
る
人
が
、
立
ち
上
が
っ
て
声
を
合
わ

せ

る
。
す
る
と
郭
沫
若
氏
が
突
然
立
ち
上
が
っ
て
、
こ
れ
は
純
粋
の
日
本
の
歌

で

は
な
い
か
ら
、
別
な
の
を
歌
い
な
さ
い
と
い
う
。
そ
こ
で
塚
本
助
太
郎
氏
ら

は
日
本
の
謡
曲
を
歌
っ
た
。
そ
の
声
は
鳥
が
鳴
く
よ
う
で
、
筆
者
が
今
ま
で
聞

い

た

こ
と
も
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
は
、
文
芸
消
寒
会
に
関
す
る
「
上
海
交
遊
記
」
の
記
述
が
、
『
新
聞
報
』

の

記
事
の
内
容
と
概
ね
一
致
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
記
事
の
タ
イ
ト
ル
に

「
塚
本
助
太
郎
氏
、
日
本
の
歌
を
歌
う
」
と
明
記
さ
れ
、
執
筆
者
が
塚
本
の
演
唱
を

高
く
評
価
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
塚
本
を
は
じ
め
と
す
る
支
那
劇
研
究
会
の
メ
ン

バ

ー
た
ち
が
上
海
の
新
聞
界
や
文
壇
で
有
名
人
や
関
係
者
と
交
友
が
あ
っ
た
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
O
こ
の
よ
う
に
、
『
新
聞
報
』
の
記
事
と
「
上
海
交
遊
記
」
の
記
述
を

合
わ
せ
て
み
る
と
、
同
時
代
の
上
海
に
お
け
る
日
中
両
国
の
知
識
人
や
文
化
人
が
剣

舞
・
太
鼓
謡
・
京
劇
や
日
本
の
民
謡
な
ど
様
々
な
芸
術
形
式
を
通
し
て
、
直
接
に
相

互
交
流

し
、
創
造
の
場
を
共
有
す
る
と
い
う
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
う
か
が
う
こ
と

も
で
き
る
だ
ろ
う
。

四
　
上
海
に
お
け
る
京
劇
体
験

　
新
舞
台
で
連
環
戯
を
演
じ
る
た
め
に
招
か
れ
て
い
た
ヒ
ロ
イ
ン
の
方
紅
葉
も

出
席
し
て
い
た
。
横
に
座
っ
て
い
た
の
は
、
張
織
雲
女
士
で
あ
る
。
皆
は
張
女

士
に

歌

を
求
め
た
が
、
張
さ
ん
は
、
「
私
は
歌
え
ま
せ
ん
」
と
応
じ
、
代
わ
り

に

方
紅
葉
を
推
薦
し
た
。
皆
は
拍
手
を
し
て
止
ま
な
か
っ
た
。
方
さ
ん
は
、
謙

遜
し
な
が
ら
張
織
雲
に
無
理
強
い
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
一
曲
が
終
わ
ら
な
い
う

ち
に
、
万
雷
の
拍
手
が
起
こ
る
。
皆
は
、
「
も
う
一
曲
」
と
願
っ
た
が
、
方
女

士
は

す
で
に
ど

こ
か
に
こ
っ
そ
り
逃
げ
て
い
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

　

こ
の
記
事
で
、
方
紅
葉
は
上
海
の
新
舞
台
で
連
環
劇
を
演
じ
た
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
新
舞
台
と
は
、
京
劇
の
名
優
の
播
月
樵
が
一
九
〇
八
年
に
上
海

で
夏
氏
兄
弟
と
と
も
に
、
海
外
の
先
進
的
な
劇
場
技
術
を
取
り
入
れ
て
作
り
あ
げ
た

中
国
初
の
近
代
化
劇
場
で
あ
る
。
こ
の
劇
場
の
設
立
は
、
京
劇
の
改
良
運
動
を
推
進

し
、
そ
の
影
響
は
全
国
に
及
ん
だ
。

　
「
連
環
戯
」
と
は
、
連
鎖
劇
の
こ
と
で
あ
り
、
劇
の
途
中
に
映
画
を
、
あ
る
い
は

映
画
の
途
中
に
劇
を
上
演
し
、
舞
台
劇
と
映
画
と
を
組
み
合
わ
せ
た
演
劇
で
あ
り
、

日
本
で
も
大
正
時
代
に
流
行
し
て
い
た
。
方
紅
葉
が
新
舞
台
で
演
出
し
た
連
環
戯
と

は
、
一
九
二
六
年
一
月
二
二
日
か
ら
二
九
日
に
か
け
て
『
新
聞
報
』
に
広
告
が
連
載

さ
れ
た
連
鎖
劇
「
凌
波
仙
子
」
で
あ
る
。
凌
波
仙
子
と
い
う
女
神
が
過
ち
を
補
う
た

め
に
、
下
界
に
下
り
、
俗
人
に
生
ま
れ
変
わ
つ
て
、
勧
善
懲
悪
を
実
践
し
な
が
ら
人

間
の
男
性
と
恋
に
落
ち
る
と
い
う
筋
の
劇
で
あ
る
。
谷
崎
が
自
ら
の
作
品
で
『
新
聞
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報
』
の
記
事
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
連
載
さ
れ
た
「
凌
波
仙
子
」
の
広
告
に

目
を
通
し
た
可
能
性
も
あ
る
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
一
月
二
八
日

の

紙
面
に
掲
載
さ
れ
た
こ
の
劇
の
広
告
「
（
七
）
空
前
的
女
楽
隊
」
で
は
、
「
女
楽
隊

は
、
予
情
先
生
に
お
願
い
し
て
指
導
し
て
く
だ
さ
っ
た
」
と
欧
陽
予
情
の
参
与
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
上
海
の
文
壇
や
演
劇
界
に
つ
い
て
熱
心
に

紹
介
し
た
欧
陽
予
情
が
、
谷
崎
に
「
凌
波
仙
子
」
に
つ
い
て
話
し
た
可
能
性
も
あ
る
。

　
一
月
二
七
日
の
広
告
（
図
1
）
に
は
、
主
役
の
方
紅
葉
に
関
す
る
紹
介
と
写
真
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
拙
訳
で
挙
げ
て
み
よ
う
。

新
舞
台
　
来
年
よ
り
連
環
劇
「
凌
波
仙
子
」
を
上
演

方
紅
葉

（六
）
方
紅
葉
女
士
を
紹
介
す
る

　
方
紅
葉
は
、
映
画
の
ス
タ
ー
で
も
な
く
、
舞
台
の
役
者
で
も
な
い
。
何
故
我
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
彼
女
を
招
い
て
き
た
の
か
。

“

一
チ
⑨
　
繭
国

IIIEillijpt1

図1：1926年1月27日「新聞報」広告

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
あ
る
役
者

が
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
専
ら

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
み
を
演
じ
て

い

た
。
こ
の
役
者
は
ナ
ポ
レ

オ
ン
を
演
じ
る
と
、
そ
の
音

容
や
笑
顔
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
と

そ
っ
く
り
で
あ
る
た
め
、
劇

場
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
舞
台
稽

古
を
す
る
場
合
は
、
大
金
を

惜
し
む
こ
と
な
く
、
わ
ざ
わ

ざ
彼
を
招
き
、
そ
の
真
に
迫

る
こ
と
を
求
め
た
。

　
新
舞
台
で
「
凌
波
仙
子
」
の
舞
台
稽
古
を
行
う
際
に
、
方
紅
葉
女
士
の
個
性
、

ふ

る
ま
い
、
音
容
、
笑
顔
な
ど
が
凌
波
仙
子
に
そ
っ
く
り
で
あ
る
た
め
、
我
々

は
非
常
に
手
間
暇
を
か
け
、
わ
ざ
わ
ざ
彼
女
を
招
い
て
き
、
そ
の
真
に
迫
る
姿

を
求
め
る
。

　
芸
術
は
研
究
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
と
い
え
ど
も
、
そ
の
大
半
は
生
ま
れ
つ
き

の

優
れ
た
才
能
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
方
紅
葉
女
士
の
芸
術
才
能
に
は
、
確
か

に

人
を
敬
服
さ
せ
る
部
分
が
あ
る
。
彼
女
は
、
専
門
的
な
演
劇
の
訓
練
を
受
け

た
こ
と
が
な
い
も
の
の
、
歌
を
歌
う
と
正
確
で
あ
り
、
ふ
く
ら
み
が
あ
っ
て
滑

ら
か
で
あ
る
。
芝
居
を
上
演
す
る
と
、
こ
ま
や
か
で
適
切
な
評
論
に
値
す
る
。

さ
ら
に
、
生
ま
れ
つ
き
の
美
し
い
容
貌
を
こ
と
わ
ざ
で
形
容
す
る
と
、
「
巧
笑

情
今
」
（
み
め
よ
き
笑
顔
）
や
「
美
目
紛
号
」
（
待
ち
望
む
よ
う
な
美
し
い
目
）

と
言
っ
て
も
よ
い
。
彼
女
は
映
画
を
演
じ
た
の
は
初
め
て
で
あ
る
が
、
映
画
を

撮
影
す
る
際
に
、
実
に
巧
み
で
優
れ
、
生
き
生
き
と
し
て
、
一
般
の
ス
タ
ー
と

し
て
い
さ
さ
か
も
遜
色
が
な
い
。
こ
れ
は
、
彼
女
の
ず
ば
抜
け
て
優
れ
た
芸
術

的
才
能
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

こ
の
広
告
で
は
、
方
紅
葉
の
「
ず
ば
抜
け
て
優
れ
た
芸
術
的
才
能
」
を
高
く
評
価

し
て
い
る
。
先
述
の
一
九
二
六
年
二
月
一
日
の
記
事
と
合
わ
せ
て
見
る
と
、
文
芸
消

寒
会
で
コ
曲
が
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
、
万
雷
の
拍
手
が
起
こ
る
」
と
い
う
方
紅
葉

の
優
れ

た
演
唱
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
文
芸
消
寒
会
で
方
紅
葉
に
歌
わ
せ
た
張
織
雲
に
関
し
て
は
、
谷
崎
は
自
ら

の

作
品
で
言
及
し
て
い
る
。
顔
つ
な
ぎ
の
会
で
、
当
時
俳
優
と
し
て
活
躍
し
な
が
ら

映
画
関
係
の
仕
事
も
し
て
い
た
欧
陽
予
情
か
ら
、
谷
崎
は
「
女
優
の
う
ち
で
は
近
頃

売

り
出
し
の
張
織
雲
嬢
が
最
も
人
気
が
あ
る
」
（
第
十
巻
、
五
七
二
頁
）
と
紹
介
し
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て
い

た
。
文
芸
消
寒
会
の
宴
会
が
始
ま
る
前
の
状
況
に
つ
い
て
、
谷
崎
は
、

七
時
頃
に
な
つ
て
漸
く
酒
宴
が
開
か
れ
る
。
七
八
人
づ
s
組
を
作
つ
て
席
へ
着

く
の
だ
が
、
と
て
も
テ
ー
ブ
ル
を
列
べ
き
な
い
ほ
ど
の
盛
況
。
そ
こ
へ
後
れ
馳

せ

に
張
織
雲
嬢
が
や
つ
て
来
る
、
人
相
見
の
婦
人
菱
清
女
士
と
云
ふ
奇
抜
な
の

が
現
れ

る
、
通
り
路
も
何
も
塞
つ
て
し
ま
つ
て
、
身
動
き
も
な
ら
な
い
。
一
と

通
り
席
が
定
ま
る
と
又
余
興
が
始
ま
る
。
　
　
　
　
　
（
第
十
巻
、
五
八
七
頁
）

て

ゐ
る
の
は
キ
ャ
メ
ラ
・
ウ
オ
ー
ク
と
、
人
工
光
線
の
使
ひ
方
だ
け
で
あ
る
。

コ

ツ

ピ
ー
は
何
本
作
る
か
と
聞
い
た
ら
、
普
通
七
本
で
あ
る
と
の
こ
と
。
「
支

那
に

は
独
特
の
風
俗
習
慣
伝
説
が
あ
る
の
に
、
さ
う
云
ふ
も
の
を
な
ぜ
題
材
に

し
な
い
の
で
す
か
」
と
尋
ね
る
と
、
「
私
も
お
説
に
賛
成
な
の
だ
が
、
ビ
ジ
ネ

ス

だ

か

ら
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
、
任
衿
頻
君
は
苦
笑
ひ
し
た
。
但
し
女
優

は
ハ
イ
カ
ラ
な
役
に
扮
す
る
場
合
で
も
洋
装
で
な
く
皆
支
那
服
を
着
て
ゐ
る
の

が
大
へ
ん
美
し
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
十
巻
、
五
五
五
～
五
五
六
頁
）

谷崎潤一郎と中国の伝統演劇

　

と
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
の
記
述
か
ら
、
谷
崎
が
直
接
張
織
雲
に
会
っ
て
い
た
こ
と

に

疑

う
余
地
は
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
二
と
通
り
席
が
定
ま
る
と
又
余
興
が
始

ま
る
」
と
簡
潔
に
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
の
「
余
興
」
に
は
、
『
新
聞
報
』
の
記
事

で

掲
載
さ
れ
た
方
紅
葉
の
京
劇
演
唱
も
含
ま
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
た
め
、

始
終
文
芸
消
寒
会
の
進
展
に
留
意
し
、
後
に
自
ら
の
作
品
に
詳
し
く
書
き
留
め
た
谷

崎
は
、
消
寒
会
で
方
紅
葉
の
京
劇
の
演
唱
も
聞
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、

方
紅
葉
の
演
唱
は
、
谷
崎
に
あ
ま
り
印
象
を
残
さ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
、
谷
崎
は
当
時
の
中
国
演
劇
に
対
す
る
不
満
を
「
上
海
見
聞
録
」
で
次

の

よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
支
那
の
映
画
は
日
本
に
比
べ
て
遥
か
に
幼
稚
だ
と
聞
か
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
自

分
の
国
の
長
所
を
捨
て
て
西
洋
の
真
似
ば
か
り
し
よ
う
と
す
る
点
、
低
級
な
点
、

俗
悪
な
点
等
は
五
十
歩
百
歩
で
、
今
の
日
本
は
支
那
を
笑
へ
た
義
理
で
も
な
か

ら
う
。
尤
も
一
と
し
き
り
浅
草
で
流
行
つ
た
連
鎖
劇
を
、
近
頃
漸
く
「
連
環
戯
」

と
唱
へ
て
ポ
ツ
ポ
ツ
や
り
出
し
た
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
そ
れ
だ
け
後
れ
て
ゐ
る

の

だ

ら
う
が
、
少
く
と
も
「
新
人
的
家
庭
」
で
は
、
ア
ク
テ
イ
ン
グ
、
カ
ッ
テ

ィ
ン
グ
、
デ
イ
レ
ク
テ
イ
ン
グ
等
、
必
ず
し
も
日
本
に
劣
つ
て
ゐ
な
い
。
劣
つ

　
上
述
の
引
用
で
、
谷
崎
は
上
海
に
滞
在
し
て
い
る
間
に
「
連
環
劇
」
の
存
在
を
知
っ

て

お
り
、
そ
の
発
展
が
日
本
よ
り
遅
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
だ
が
、
上

海
の
映
画
の
欠
点
を
鋭
く
指
摘
す
る
同
時
に
、
谷
崎
は
日
中
両
国
の
映
画
や
演
劇
に

共
通
し
た
欠
点
と
し
て
、
「
自
分
の
国
の
長
所
を
捨
て
て
西
洋
の
真
似
ば
か
り
し
よ

う
と
す
る
点
、
低
級
な
点
、
俗
悪
な
点
」
を
見
出
し
、
容
赦
な
く
批
判
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
顔
つ
な
ぎ
の
会
で
欧
陽
予
情
や
田
漢
と
日
中
両
国
の
映
画
や
文
学
に
つ
い

て
意
見
を
交
わ
し
た
際
に
、
谷
崎
は
「
上
海
交
遊
記
」
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

西
洋
か

ぶ
れ

と
云
ふ
こ
と
か
ら
、
上
海
の
支
那
劇
の
悪
趣
味
に
堕
し
て
ゐ
る
こ

と
や
、
線
牡
丹
の
攻
撃
が
始
ま
る
。
私
は
去
年
、
関
西
で
緑
牡
丹
の
「
神
女
牧

羊
」
と
か
云
ふ
も
の
を
見
た
が
、
あ
の
大
詰
の
方
に
あ
る
ト
ー
ダ
ン
ス
の
真
似

の

や
う
な
踊
り
は
一
体
何
だ
。
あ
s
云
ふ
も
の
は
肉
体
の
な
ま
め
か
し
い
女
が

踊
つ
て
こ
そ
美
し
い
の
だ
。
そ
れ
に
真
似
事
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
あ
の
踊
り
の

下
手
さ
加
減
は
ど
う
だ
。
あ
れ
が
線
牡
丹
の
得
意
の
出
し
物
だ
と
聞
い
て
、
つ

く
づ
く
呆
れ
返
つ
た
が
、
そ
れ
を
日
本
人
の
看
客
が
拍
手
喝
采
し
た
の
に
は
、

私

は
全
く
情
け
な
い
気
が
し
た
。
　
　
　
　
（
第
十
巻
、
五
七
二
～
五
七
三
頁
）
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こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
京
劇
俳
優
の
線
牡
丹
と
は
、
本
名
は
黄
玉
麟
、
貴
州
の

生

ま
れ
で
あ
り
、
天
津
と
上
海
で
有
名
で
あ
っ
た
が
、
一
九
二
五
年
に
初
め
て
北
京

の

舞
台
に
上
り
、
「
風
塵
三
侠
」
「
龍
女
牧
羊
」
な
ど
の
劇
を
も
っ
て
歓
迎
を
受
け
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ガ
　

「南
方
俳
優
に
し
て
北
京
に
入
り
終
始
好
評
を
博
し
た
の
は
彼
位
の
も
の
で
あ
る
」

と
い
う
。
一
九
二
五
年
六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
、
村
松
梢
風
の
斡
旋
で
帝
国
劇
場

の

招
聴
を

受

け
、
帝
国
劇
場
、
宝
塚
大
劇
場
、
名
古
屋
御
園
座
な
ど
で
三
三
回
も
公

演

を
行
っ
た
。
日
本
公
演
の
傍
ら
、
彼
は
東
京
放
送
局
の
ラ
ジ
オ
番
組
に
も
出
演
し

た
。
『
東
京
毎
日
新
聞
』
『
大
阪
日
日
新
聞
』
『
読
売
新
聞
』
『
報
知
新
聞
』
『
時
事
新

報
』
『
国
民
新
聞
』
な
ど
の
新
聞
紙
に
報
道
さ
れ
、
上
演
に
関
す
る
劇
評
も
掲
載
さ

れ

て
高
い
評
価
を
受
け
た
。

　
「
上
海
交
遊
記
」
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
谷
崎
は
関
西
で
緑
牡
丹
の
日
本
公
演
を
見

た
。
だ
が
、
谷
崎
は
「
日
本
人
の
看
客
が
拍
手
喝
采
し
た
」
線
牡
丹
の
公
演
に
好
感

を
抱
か
な
か
っ
た
。
彼
は
、
演
目
の
「
神
女
牧
羊
」
に
お
け
る
線
牡
丹
の
踊
り
を

「
ト
ー
ダ
ン
ス
の
真
似
」
と
捉
え
、
当
時
の
伝
統
演
劇
を
「
西
洋
か
ぶ
れ
」
と
い
う

「
悪
趣
味
に
堕
し
て
ゐ
る
」
と
鋭
く
看
破
し
、
当
時
の
中
国
の
伝
統
演
劇
を
厳
し
く

批
判
し
て
い
る
。

五
　
ま
と
め

　
今
回
の
調
査
で
は
、
『
順
天
時
報
』
の
演
劇
広
告
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

谷
崎
が
第
一
回
中
国
旅
行
で
実
際
に
観
劇
し
た
期
日
や
場
所
、
鑑
賞
し
た
芝
居
や
名

優
に
つ
い
て
の
可
能
性
を
探
求
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
時
期
の
谷
崎

が
舞
台
装
置
、
音
楽
、
俳
優
の
演
技
力
な
ど
か
ら
総
合
的
に
伝
統
演
劇
を
評
価
し
、

晩
年
で
も
伝
統
演
劇
に
対
し
て
高
い
関
心
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

　
第
一
回
中
国
旅
行
と
異
な
っ
て
、
上
海
旅
行
か
ら
帰
国
後
「
支
部
趣
味
」
あ
ふ
れ

る
作
品
は
書
か
な
く
な
っ
た
。
第
二
回
中
国
旅
行
の
体
験
を
詳
細
に
記
述
し
た
作
品

の
中
で
、
支
那
劇
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
と
交
流
を
行
っ
た
こ
と
は
言
及
さ
れ
て
い
る

が
、
伝
統
演
劇
に
関
す
る
言
及
は
極
め
て
少
な
い
。
そ
の
た
め
、
谷
崎
が
上
海
で
伝

統
演
劇
と
接
点
を
持
た
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
き
た
。
本
稿
は
、
同
時
代
の
文

献
資
料
や
『
新
聞
報
』
の
記
事
や
広
告
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
支
那
劇
研
究
会

の

実
態
を
明
ら
か
に
し
、
谷
崎
が
文
芸
消
寒
会
で
女
優
の
京
劇
や
剣
舞
な
ど
様
々
な

中
国
の
芸
術
を
見
た
こ
と
を
検
証
し
、
同
時
代
の
北
京
と
上
海
で
伝
統
演
劇
を
媒
介

と
し
て
文
化
交
流
を
行
っ
た
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
端
を
考
証
す
る
こ
と
が
で
き

た
。　

近
代
以
降
の
京
劇
は
、
そ
れ
以
前
の
伝
統
演
劇
を
継
承
し
な
が
ら
、
激
動
し
た
二

〇
世
紀
の
中
国
社
会
で
、
積
極
的
に
西
洋
や
日
本
か
ら
舞
台
背
景
や
演
出
技
法
な
ど

を
導
入
し
、
近
代
的
な
発
展
を
遂
げ
た
。
し
か
し
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
、
従
来
の

娯
楽
業
の
中
心
で
あ
っ
た
京
劇
は
、
十
年
も
し
な
い
う
ち
に
映
画
に
主
役
の
座
を
譲
っ

た
。　

こ
の
時
期
の
谷
崎
は
、
映
画
に
対
し
て
高
い
関
心
を
持
ち
、
映
画
関
係
の
活
動
を

行
い
、
上
海
旅
行
の
期
間
で
も
積
極
的
に
映
画
作
家
・
監
督
・
女
優
と
交
流
を
行
っ

た
。
中
国
の
近
代
文
学
や
映
画
の
発
展
が
同
時
代
の
日
本
に
も
遅
れ
て
い
た
に
も
か

か

わ
ら
ず
、
谷
崎
は
自
国
の
日
本
の
「
西
洋
か
ぶ
れ
」
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
批
判
し

て
い

る
。
そ
の
一
方
、
谷
崎
は
「
自
分
の
国
の
長
所
を
捨
て
て
西
洋
の
真
似
ば
か
り

し
よ
う
と
す
る
」
一
部
の
中
国
の
伝
統
演
劇
に
対
し
て
、
容
赦
な
く
批
判
し
て
い
る
。

　
今
回
の
調
査
で
は
、
断
片
的
な
情
報
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
資
料

を
活
用
し
、
今
後
更
な
る
調
査
と
研
究
を
進
あ
た
い
。
近
年
、
戯
曲
家
と
し
て
の
谷

崎
の
活
動
が
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
中
、
中
国
で
鑑
賞
し
た
伝
統
演
劇
が
谷
崎
の
戯
曲

作
品
に
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
た
の
か
、
さ
ら
に
北
京
や
上
海
の
演
劇
・
映
画
関
係

者
た
ち
か
ら
い
か
な
る
影
響
を
受
け
た
の
か
な
ど
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
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た
い
。

付
記
　
本
稿
は
「
第
十
七
回
谷
崎
潤
一
郎
研
究
会
」
（
二
〇
＝
二
・
三
・
一
六
、
於
大
妻
女
子

　
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
を
基
に
し
て
い
る
。
貴
重
な
意
見
を
下
さ
っ
た
方
々
に
深
謝
し
た
い
。

　
註

（
1
）
　
本
稿
で
引
用
し
た
谷
崎
の
文
章
は
、
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三

　
　
年
）
に
よ
る
。
引
用
文
の
後
に
は
、
巻
数
と
頁
数
を
記
す
。
下
線
は
引
用
者
に
よ
る
。

（
2
）
西
原
大
輔
『
谷
崎
潤
一
郎
と
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
ー
大
正
日
本
の
中
国
幻
想
』
、
中

　
　
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
三
年
、
＝
二
五
頁
。

（
3
）
　
鉄
道
院
編
『
朝
鮮
満
洲
支
那
案
内
』
、
一
九
一
九
年
、
一
八
五
頁
。

（
4
）
　
芥
川
龍
之
介
「
上
海
游
記
」
、
『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
八
巻
』
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七

　
　
年
、
三
一
～
三
二
頁
。

（
5
）
　
川
本
三
郎
『
大
正
幻
影
』
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
七
年
、
一
七
九
頁
。

（
6
）
　
『
古
野
伊
之
助
』
、
新
聞
通
信
調
査
会
内
古
野
伊
之
助
伝
記
編
集
委
員
会
、
一
九
七
〇
年
、

　
　
七
八
～
九
〇
頁
。

（
7
）
　
前
掲
書
、
九
〇
頁
。

（
8
）
秋
田
雨
雀
『
雨
雀
自
伝
』
、
新
評
論
社
、
一
九
五
三
年
、
一
六
頁
。

（
9
）
大
平
安
孝
「
華
文
放
送
活
動
を
開
始
」
、
『
同
盟
通
信
報
』
一
九
四
二
年
五
月
一
〇
日
。

（
1
0
）
　
辻
聴
花
「
第
五
　
興
行
」
、
『
支
那
芝
居
　
下
巻
』
、
支
那
風
物
研
究
会
、
一
九
二
四
年
、

　
　
一
二
七
頁
。

（
H
）
　
波
多
野
乾
一
『
支
那
劇
と
其
名
優
』
、
新
作
社
、
一
九
二
五
年
、
一
一
四
頁
。

（
1
2
）
　
辻
聴
花
「
第
四
　
劇
場
」
、
前
掲
書
、
九
五
頁
。

（
1
3
）
　
一
九
〇
四
年
に
北
京
で
「
喜
連
成
」
と
し
て
発
足
、
一
二
年
に
「
富
連
成
」
と
名
称
変

　
　
更
し
、
四
二
年
に
停
止
と
な
る
ま
で
九
百
人
あ
ま
り
の
俳
優
を
養
成
し
、
最
も
京
劇
に
も

　
　
た
ら
し
た
影
響
が
大
き
い
俳
優
育
成
所
で
あ
る
。

（
1
4
）
　
李
暢
『
清
代
以
来
的
北
京
劇
場
』
（
北
京
燕
山
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
九
五
～
一
〇

　
　
〇
頁
）
を
参
照
。

（
1
5
）
註
（
1
1
）
、
前
掲
書
、
二
五
四
～
二
五
五
頁
。

（
1
6
）
　
葉
龍
章
「
北
京
戯
院
考
」
（
『
文
史
資
料
選
編
　
第
十
三
輯
』
、
北
京
出
版
社
、
一
九
八

　
　
二
年
）
を
参
照
。

（
1
7
）
　
註
（
1
4
）
、
前
掲
書
、
一
〇
七
～
一
〇
八
頁
。

（
1
8
）
　
村
田
孜
郎
「
谷
崎
潤
一
郎
氏
の
梅
郎
観
」
、
『
支
那
劇
と
梅
蘭
芳
』
、
玄
文
社
、
一
九
一

　
　
九
年
、
五
八
頁
。

（
1
9
）
　
欧
陽
予
情
は
中
国
を
代
表
す
る
劇
作
家
、
演
出
家
で
あ
る
。
一
九
〇
二
年
に
来
日
し
、

　
　
成
城
中
学
・
明
治
大
学
・
早
稲
田
大
学
で
学
ん
だ
。
在
日
中
国
人
留
学
生
が
作
っ
た
新
劇

　
　
劇
団
の
春
柳
社
に
参
加
し
、
「
黒
奴
籏
天
録
」
（
原
作
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
）
に

　
　
出
演
し
た
。
帰
国
後
、
新
劇
運
動
に
尽
力
し
、
京
劇
俳
優
と
し
て
も
活
躍
し
た
。
「
北
梅

　
　
南
欧
」
と
い
わ
れ
、
梅
蘭
芳
と
並
び
称
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
京
劇
や
映
画

　
　
の
脚
本
を
手
が
け
、
新
中
国
の
成
立
後
に
中
央
戯
劇
学
院
の
院
長
と
な
っ
た
。
一
九
五
六

　
　
年
に
中
国
訪
日
京
劇
代
表
団
の
副
団
長
・
総
演
出
と
し
て
、
梅
蘭
芳
と
と
も
に
来
日
し
た
。

（
2
0
）
　
「
対
談
　
三
十
年
後
の
再
会
」
、
『
中
央
公
論
』
九
月
号
、
一
九
五
六
年
九
月
、
八
九
～

　
　
九
〇
頁
。

（
2
1
）
　
許
曼
麗
「
楊
柳
小
考
ー
柳
の
民
俗
、
中
日
比
較
の
視
点
か
ら
」
（
慶
鷹
義
塾
大
学
藝

　
　
文
学
会
『
芸
文
研
究
』
第
五
十
号
、
一
九
八
六
年
）
、
許
曼
麗
「
楊
柳
績
考
…
信
仰
か
ら

　
　
別
離
の
象
徴
へ
」
（
慶
雁
義
塾
大
学
藝
文
学
会
『
芸
文
研
究
』
第
五
十
三
号
、
一
九
八
八

　
　
年
）
を
参
照
。

（
2
2
）
　
楊
柳
青
々
　
楊
柳
黄
む
　
青
黄
色
を
変
へ
て
　
年
光
過
ぐ
　
妾
は
似
た
り
　
柳
糸
の
憔

　
　
埣
し
易
に
　
男
は
如
た
り
　
柳
架
の
太
顛
狂
な
る
に

（
2
3
）
　
内
山
完
造
「
文
芸
漫
談
会
の
思
出
」
、
『
魯
迅
の
思
い
出
』
、
社
会
思
想
社
、
一
九
七
九

　
　
年
、
三
〇
八
頁
。

（
2
4
）
　
塚
本
助
太
郎
・
内
山
嘉
吉
「
《
対
談
》
老
板
と
魯
迅
さ
ん
の
想
い
出
」
、
前
掲
書
、
三
六

　
　
七
頁
。

（
2
5
）
　
内
山
完
造
「
古
雑
誌
か
ら
」
、
『
上
海
汗
語
』
、
華
中
鉄
道
株
式
会
社
総
裁
弘
報
室
、
一

　
　
九
四

四
年
、
一
九
一
頁
。

（2
6
）
　
註
（
2
3
）
、
前
掲
書
、
三
〇
八
頁
。

（2
7
）
　
註
（
7
）
、
前
掲
書
、
二
四
三
頁
。
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