
ア
lレ

・
メ
イ
ポ

ン

べ
l
w

の
歌
舞
伎
紹
介

木

村

夫

俊
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奥
へ
ら
れ
た
題
は
外
人
の
み
た
日
本
の
演
劇
と
云
ふ
の
で
あ
る
。

一
式
ふ
ま
で
も
友
く
歌
舞
伎
も
又
外
国
人
の
自
に
正
し
く
映
や
る
以
前

に
は
、
草
な
る
具
園
の
一
景
物
と
し
か
見
え
友
か
っ
た
事
も
あ
る
に

は
あ
っ
た
。

A
7
に
於
て
す
ら
一
般
に
は
相
饗
ら
や
斯
る
幼
稚
注
皮
相

な
認
識
じ
か
持
た
れ
て
居
な
い
と
一
式
ふ
事
は
恐
ら
く
事
賓
で
あ
ら

う
。
ゴ
シ
ッ
プ
を
求
め
る
興
味
か
ら
此
等
を
ふ
り
か
へ
っ
て
み
る
気

も
友
く
は
な
い
、
叉
驚
皐
（
の
念
に
み
ち
た
彼
等
の
自
に
映
じ
た
歌
舞

伎
の
印
象
談
！

l
そ
れ
が
正
し
い
と
否
と
に
拘
ら
や

i
lに
し
づ
か

に
耳
傾
け
て
み
る
必
要
も
あ
る
に
は
あ
る
。
が
此
所
に
紹
介
し
ゃ
う

と
す
る
ア
ル
ベ
ー
ル
・
メ
イ
ボ
シ
の
「
日
本
の
演
劇
」
左
る
書
に
は

巳
に
翠
な
る
珍
ら
し
が
り
の
域
を
脆
し
た
比
較
的
正
し
い
認
識
が
あ

る
様
に
思
は
れ
る
。
疋
し
い
だ
け
に
此
の
書
に
先
一
式
っ
た
草
怠
る
ゴ

シ
ッ
プ
的
興
味
を
求
め
る
事
は
無
駄
に
近
い
。
日
本
ぜ
日
本
人
に
依

・
っ
て
書
か
れ
た
歌
舞
伎
入
門
書
と
大
し
て
異
ら
ぬ
賠
も
事
責
で
あ

る
。
が
又
、
己
に
歌
舞
伎
よ
り
は
、
西
欧
の
停
統
か
ら
此
の
園
に

移
植
せ
ら
れ
た
新
劇
に
な
じ
み
の
深
い
五
日
々
の
世
代
が
‘
メ
イ
ボ
ン

の
様
な
比
較
的
正
し
い
認
識
に
還
し
た
外
園
人
の
歌
舞
伎
を
観
る
事

は
意
外
の
意
味
を
持
っ
か
も
知
れ
な
い
。
彼
は
大
戦
時
代
よ
り
五
年

間
程
日
本
に
滞
在
し
て
居
た
新
聞
記
者
で
あ
る
と
の
事
で
る
る
。
従

っ
て
本
書
を
純
粋
な
間
学
的
研
究
と
み
る
事
は
正
し
く
な
く
、
可
成
り

ジ
ャ

I
ナ
リ
ス
テ
イ
ツ
グ
に
書
か
れ
て
は
居
る
が
、
此
の
場
合
連
俗

的
で
あ
る
と
一
式
ふ
事
は
俗
流
化
を
意
味
し
な
い
と
思
ふ
。
と
も
あ
れ

自
国
の
俸
統
に
は
習
慣
に
依
っ
て
鈍
ら
さ
れ
て
居
る
吾
、
々
の
印
象
が

外
国
人
の
目
を
過
す
事
に
依
っ
て
再
び
強
烈
に
さ
れ
る
事
も
あ
る
。

一
、
日
本
演
劇
の
起
源

二
、
騎
士
的
役
侶
的
思
想

一
二
、
持
情
劇
能

四
，
人
形
芝
居

五
、
喜
劇
の
精
神

六
、
芝
居
の
出
現

七
、
役
者
と
劇
作
家

八
、
肉
罷
訓
練
及
び
舞
踊

九
、
上
演
に
於
け
る
諸
特
償

十
、
作
品
解
説

一一（ 52 ）一一
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十
一
、
舞
蓋
と
観
客
席

以
上
が
本
警
の
白
衣
で
あ
る
。
（
一
）
に
は
単
純
で
愛
ら
し
〈
卒
直
で
譜
語
に

常
国
h
u
日
本
の
劇
の
起
源
が
の
ぺ
ら
れ
、
天
照
大
紳
の
岩
戸
隠
れ
よ
り
、
盆
踊
h

大
和
証
持
、
一
二
番
央
、
申
町
山
市
等
の
説
明
が
行
は
れ
、
併
せ
て
漸
次
に
諺
潤
し
て
来

に
大
陸
一
閉
山
滋
を
日
本
人
が
い
か
に
受
容
れ
た
か
営
、
述
べ
て
居
る
。
会
一
V

に
は
瀞

の
思
想
の
形
成
に
至
る
頃
が
の
ぺ
ら
れ
、
白
拍
子
、
男
舞
、
久
米
舞
、
田
繁
等

の
名
が
め
げ
ら
れ
て
居
る
。
会
一
）
は
能
の
説
明
に
終
始
し
て
居
る
。
能
の
都
民
盆

の
根
援
金
試
さ
、
ぞ
れ
の
精
神
を
の
ベ
、
シ
テ
、
打
ソ
キ
、
一
回
の
説
明
、
ぞ
の
音

楽
、
能
の
諮
流
一
獄
、
上
渓
の
順
序
、
そ
し
て
『
数
箇
の
作
品
・
の
解
説
が
手
際
よ
〈

な
さ
れ
て
居
る
。
（
四
）
に
は
人
形
劇
の
後
庄
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
を
述
べ
て

居
る
。
億
儲
師
に
依
フ
て
演
ぜ
ら
れ
た
義
経
、
教
療
の
物
語
、
国
附
瑠
璃
に
づ
い

て
、
さ
て
は
文
築
に
フ
い
て
も
言
及
さ
れ
、
併
せ
て
三
牒
線
音
築
の
特
異
性
が

の
べ
ら
れ
る
c

（
五
）
日
本
の
劇
に
一
貫
せ
る
喜
劇
の
精
紳
を
み
た
メ
イ
ポ
シ
は

此
所
で
古
代
よ
り
能
狂
言
に
至
る
ま
で
の
喜
劇
的
要
素
を
設
さ
、
落
訟
の
存
在

に
ヲ
い
て
も
語
フ
て
居
る
。
名
人
柳
家
小
さ
ん
の
V

ベ
ル
ト
ワ

I
ル
の
一
ワ
が

紹
介
さ
れ
る
。

2
0歌
舞
伎
の
禁
民
が
設
明
ぜ
ら
れ
て
居
る
o

部
も
阿
一
閥
、
名

古
屋
山
三
郎
の
登
場
、
能
舞
窒
形
式
の
採
用
、
能
と
歌
舞
伎
の
差
異
、
即
も
武

士
…
術
と
町
人
世
明
日
術
に
つ
い
て
、
浮
世
心
絵
、
名
優
坂
田
藤
十
郎
の
逸
話
、
立
役

敵
役
等
一
の
説
明
、
評
判
記
、
社
舎
に
於
け
る
劇
壇
の
地
位
等
が
の
べ
ら
れ
て
居

る
。
（
七
）
は
菊
五
一
郎
、
幸
四
郎
等
の
名
優
、
近
松
、
並
木
五
卒
、
款
問
爾
等
の

劇
作
家
の
説
明
等
。
（
八
）
で
は
日
本
演
劇
の
起
漏
出
よ
り
流
れ
て
居
る
役
者
の
内

懐
訓
練
が
跡
づ
け
ら
れ
、
角
カ
に
も
言
及
さ
れ
、
つ
い
で
阪
束
、
旗
開
、
花
柳

の
舞
踊
諸
流
振
と
そ
の
踊
り
の
コ
ジ
グ
エ
ン
シ
ヨ
ン
が
説
明
さ
れ
る
。
（
一
部
本

穏
に
紹
介
）
（
九
）
に
は
フ
ら
ね
、
す
て
ぜ
り
ふ
、
と
も
り
等
の
言
葉
の
説
明
よ

り
初
め
て
歌
舞
伎
の
ヨ
ジ
グ
エ
ジ
シ
司
ン
が
の
べ
ら
れ
て
あ
る
の
だ
が
、
そ
の

大
部
分
は
後
程
紹
介
す
る
。
〈
十
）
有
名
な
歌
舞
伎
作
品
の
解
題
。
（
十
一
）
擬

音
、
馬
の
足
の
説
明
か
ら
初
め
て
舞
童
と
客
席
、
劇
場
金
慢
の
装
飾
雰
園
気
等

が
の
べ
ら
れ
、
づ
い
で
結
語
と
な
フ
て
居
る
。
之
又
そ
の
一
部
を
後
に
紹
介
す

る
事
に
し
た
。

紹
介
は
舞
墓
に
つ
い
て
の
べ
ら
れ
た
箇
所
に
焦
射
を
向
仕
ず
一
惑
に

し
た
。
之
に
は
紙
教
の
闘
係
も
大
い
に
あ
る
が
、
一
つ
に
は
此
の
遅

に
外
人
と
し
て
は
一
番
新
鮮
な
目
が
む
け
ら
れ
て
居
り
、
叉
五
口
14

に

と
っ
て
も
一
番
興
味
が
あ
る
と
信
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
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ゴ
ル
ド
ン
・
ク

γイ
グ
の
作
品
の
中
で
『
麓
牽
監
督
』
が
『
好
劇

家
』
に
『
失
は
れ
た
芝
居
謹
一
柄
を
も
う
一
度
比
の
事
柄
が
埋
葬
さ
れ

た
場
所
に
大
念
ぎ
で
探
険
し
に
行
か
う
』
と
語
っ
た
一
言
葉
が
憶
ひ
出

さ
れ
る
。
併
し
乍
ら
日
本
で
は
此
ん
左
事
を
考
へ
る
事
も
な
い
。
此

の
園
は
め
ぐ
ま
れ
て
昂
る
、
止
の
園
は
自
国
の
劇
の
停
統
を
保
存
し

て
居
る
。
能
は
十
三
世
紀
に
於
け
る
が
如
く
に
演
ぜ
ら
れ
、
歌
舞
伎

は
十
七
世
紀
に
於
け
る
が
如
く
に
演
ぜ
ら
れ
て
居
る
1

或
る
芝
居
小

屋
の
戸
の
内
に
ふ
み
と
め
ば
、
そ
と
に
は
土
日
の
日
本
の
環
境
が
あ
る
。
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味
は
ふ
俄
柴
は
確
か
に
遠
い
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
商
洋
は
今
の
今

だ
け
を
し
か
み
歩
、
昨
日
は
己
に
択
に
被
は
れ
、
会
て
は
忘
れ
ら
れ
、

全
て
は
夫
は
れ
た
：
：
：
・
：
事
を
考
へ
て
み
よ
う
。
日
本
の
『
芝
居
留
号

術
』
が
、
そ
の
力
と
そ
の
美
と
を
全
て
夫
は
や
ノ
に
今
日
ま
で
綾
い
て

居
る
事
を
知
れ
ば
、
そ
れ
が
ど
ん
友
魔
術
で
あ
る
か
を
了
解
出
来
よ

λ
ノ
。

護
柄
と
人
の
心
理
に
興
味
を
持
つ
外
園
人
が
と
の
闘
で
上
損
さ
れ

る
芝
居
を
見
れ
ば
プ
日
本
の
魂
に
や
っ
と
奥
深
く
っ
き
す
L
ん
で
ふ

れ
る
満
足
を
得
る
。
歌
舞
伎
に
し
ば
／
＼
行
け
ば
昔
し
の
ひ
ご
き
が

今
も
友
り
渡
っ
て
居
る
、
国
民
に
親
し
み
深
い
美
の
表
現
の
手
段
を

曾
得
す
る
事
が
出
来
る
。
東
京
特
」
或
る
大
が
私
に
一
式
っ
た
事
が
あ
る

『
日
本
は
謂
は
ど
物
の
怪
の
出
波
ず
る
家
で
あ
る
』
と
、
就
中
劇
場
の

内
で
は
昔
の
幻
を
見
る
事
が
出
来
る
。
身
振
り
、
物
腰
、
踊
、
唄
が

理
想
の
環
境
を
形
成
し
、
現
代
の
現
貴
か
ら
、
工
業
化
さ
れ
た
位
舎

で
の
つ
ら
い
附
労
働
か
ら
の
が
れ
様
と
す
る
一
人
一
入
の
人
み
訟
が
、

そ
と
で
柴
し
み
、
打
ち
興
歩
る
。
一
人
一
人
は
、
夢
を
奥
へ
て
く
れ

魔
法
の
慰
安
者
で
あ
り
、
夢
の
支
配
者
で
あ
る
役
者
の
所
へ
往
く

0

・
さ
て
然
ら
ば
此
の
不
死
身
の
華
街
の
技
巧
は
ど
う
し
て
出
来
る
の

だ
ら
う
か
。
先
づ
客
席
に
つ
き
出
た
も
心
、
花
道
の
つ
い
た
舞
牽
を

み
や
う
、
い
や
と
う
一
式
っ
た
方
が
よ
か
ら
う
、
活
動
の
場
を
見
ゃ
う

と
い
や
ま
だ
と
う
云
っ
た
方
が
よ
か
ら
う
、
演
技
の
場
を
見
ょ
う

と
。
此
所
は
も
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
劇
場
で
は
な
い
。
此
の
会
て
は
局

部
づ
け
ら
れ
た
限
ら
れ
た
も
の
で
注
く
、
客
席
の
奥
か
ら
廻
轄
す
る

一
控
室
に
一
三
で
フ
ッ
ト
ラ
イ
ト
か
ら
背
景
に
一
ま
で
、
廻
り
舞
蚕
の
外
橡

に
ま
で
庚
が
る
。
此
の
諾
部
分
の
何
れ
に
於
て
も
、
潰
伎
は
法
則
に

縫
っ
て
、
特
別
の
コ
シ
ヴ
ヱ
シ
シ
ヨ
ン
に
従
っ
て
行
は
れ
る
。

花
道
は
競
技
場
の
競
走
路
と
考
へ
れ
ば
よ
い
。
事
責
此
の
間
廊
内

に
は
運
動
競
技
の
雰
圏
第
が
あ
る
。
役
者
は
自
分
の
肉
躍
を
以
っ
て

潰
や
る
も
舞
踏
家
で
あ
る
と
共
に
運
動
家
で
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
毎

日
の
芝
居
の
一
初
め
に
は
時
に
は
軽
業
的
な
熱
烈
な
踊
り
が
踊
ら
れ

る
。
此
の
幕
の
一
初
め
の
舞
踊
は
萱
は
劇
原
理
の
宣
告
一
口
で
も
あ
ら
う
。

肉
鰐
訓
練
は
劇
教
育
の
根
抵
で
あ
る
。

日
本
に
於
け
る
程
、
此
程
複
雑
な
、
此
程
専
門
的
及
、
此
ほ
ど
コ

シ
ヴ
ヱ
ン
シ
ヨ
シ
を
背
負
っ
た
慎
劇
用
語
は
左
い
。
は
っ
き
り
と
此

を
き
L
わ
け
る
の
に
，
日
本
人
は
此
と
数
百
年
間
た
ぢ
ん
で
来
た
の

で
あ
る
。
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此
の
園
で
は
決
し
て
舞
蓋
塞
術
は
現
賓
の
草
純
友
叉
正
確
な
再
生

で
あ
る
た
ど
と
は
思
は
れ
な
い
。
劇
は
他
と
は
具
っ
た
世
界
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
或
る
一
の
装
置
が
特
異
な
活
動
の
様
態
を
一
示
し
で
居

る
。
演
伎
は
同
じ
舞
蓋
の
土
で
観
客
に
向
っ
て
’
な
さ
れ
る
の
で
は
な

い
。
花
道
の
上
に
も
又
演
伎
は
行
は
れ
る
。
此
は
平
土
間
の
観
客
席

の
上
を
、
叉
一
階
の
桟
敷
と
水
平
に
走
っ
て
居
る
。
（
信
州
地
方
の
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劇
場
に
は
廊
下
に
依
っ
て
結
ぼ
れ
た
二
つ
の
舞
塞
が
あ
る
）
演
伎
は

複
合
し
、
同
時
的
で
あ
り
、
時
に
方
、
左
の
花
道
の
上
で
並
行
し
て

行
は
れ
る
。
観
衆
が
習
は
守
し
て
合
同
得
し
て
居
る
此
の
コ
ン
ヴ
ヱ
ン

シ
ヨ
シ
あ
れ
ば
と
そ
多
面
的
な
演
出
が
可
能
た
の
で
あ
る
。
舞
裏
上

の
人
物
は
花
道
の
小
さ
い
幕
の
後
ろ
に
居
る
見
え
た
い
役
者
の
話
聾

叫
撃
を
き
い
て
居
り
乍
ら
、
花
遣
に
現
は
れ
た
同
じ
役
者
を
見
も
し

＆
な
け
れ
ば
そ
の
聾
を
き
L
も
し
な
い
と
云
ふ
事
に
さ
れ
て
居
る
。
か

く
て
様
々
の
埜
憂
の
上
で
御
玉
が
相
手
を
無
視
す
る
の
で
あ
る
。

突
然
花
道
の
幕
が
カ
一
プ
リ
と
聞
け
ら
れ
る
。
興
奮
！
客
席
の
注

視
が
此
所
に
向
け
ら
れ
る
。
此
の
時
に
訟
る
と
中
央
舞
董
の
幕
が
下

る
。
之
は
決
し
て
（
五
日
々
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
見
物
を
ま
ご
つ
か
せ
る
様

に
）
二
つ
の
演
伎
の
並
存
を
止
め
る
の
で
は
な
く
‘
む
し
ろ
或
る
舞

踊
、
或
る
歌
劇
、
或
る
韓
踏
師
の
か
ど
や
か
し
い
通
路
を
充
分
に
債

値
づ
け
る
篤
な
の
で
あ
る
。
花
道
は
理
想
と
し
て
八
つ
の
直
分
に
分

た
れ
る
。
役
者
は
一
初
め
の
七
直
分
を
ゆ
る
や
か
友
歩
み
で
謹
む

l
l

之
は
急
ぎ
足
の
印
象
を
輿
へ
る
l
！
l
、
次
い
で
立
止
り
、
見
物
の
方
に

向
き
、

H
U

自
分
を
充
分
に
み
せ
る

r
人
は
思
ふ
さ
ま
生
き
生
き
と
し

た
像
を
讃
え
る
事
が
出
来
る
。
人
は
一
神
話
、
俸
説
、
歴
史
上
の
友
じ
ー
み

の
深
い
人
物
の
立
鰻
的
友
像
を
目
一
杯
に
浮
べ
る
事
が
出
来
る
。
花

道
は
見
物
に
之
等
の
人
物
を
近
づ
け
る
、
い
友
之
等
の
人
物
と
一
括
購

ぜ
し
め
る
。
此
が
大
い
に
芝
居
の
家
園
祭
｜
｜
日
本
の
劇
の
主
た
る

目
的
と
す
る
も
の
！
ー
を
賓
現
ず
る
の
に
役
立
つ
の
で
あ
る
。
か
く

し
て
見
物
は
此
の
剰
を
現
賞
に
生
き
生
き
と
感
タ
る
の
で
あ
る
。
此

の
花
道
は
叉
演
出
の
目
的
の
震
に
も
利
用
さ
れ
る
。
忠
臣
戴
に
於
て

は
之
は
一
の
橋
が
渡
さ
れ
て
居
る
事
に
な
り
．
鯉
つ
か
み
で
は
廻
り

舞
蓋
上
の
沼
に
住
ぐ
小
川
と
か
は
る
。
此
は
草
な
る
流
れ
の
み
で
な

く
、
一
一
也
の
鯉
に
な
っ
た
役
者
が
潜
み
泳
ぐ
水
と
ま
で
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
第
一
列
の
見
物
は
飛
沫
の
迷
惑
を
う
け
な
い
様
雨
ム
口
調
を
ひ

っ
か
ぶ
る
。
此
の
控
室
上
の
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
配
慮
と
リ
ア
リ
ズ
ム

を
超
え
た
夢
、
象
徴
の
現
出
、
此
の
同
様
の
矛
眉
は
叉
日
本
人
の
気

質
を
特
徴
づ
け
る
様
で
あ
る
。
夢
を
み
、
義
術
的
、
詩
的
で
あ
る
と

共
に
、
又
積
極
的
、
物
質
的
、
卑
俗
で
も
あ
る
の
だ
。

歌
舞
伎
の
常
容
が
皆
プ
ル
ヂ
ヨ
ワ
で
あ
る
事
を
忘
れ
な
い
事
支
。

教
養
は
み
一
く
友
い
の
に
、
非
常
に
活
援
た
彼
等
は
現
賓
性
を
J

神
話

的
毘
史
的
環
境
を
出
来
る
限
り
の
民
賓
性
を
以
っ
て
舞
葺
上
に
再
現

す
る
事
を
望
ん
だ
。
作
り
話
が
彼
等
を
喜
ば
せ
た
、
彼
等
は
美
し
い

デ
ザ
イ
ン
を
望
ん
だ
。
そ
し
て
し
ば
／
＼
そ
の
デ
ザ
イ
ン
が
非
常
に

犬
き
た
も
の
と
友
っ
て
、
作
り
話
が
そ
と
に
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
！
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廻
り
舞
牽
に
依
る
す
ば
ら
し
い
潰
出
、
永
遠
の
幻
の
泉
、
観
覧
の

躍
術
l
i
－
－
・
：
此
の
機
構
が
又
演
伎
の
様
相
を
様
A

に
し
複
雑
に
す

る
。
皐
一
の
生
で
は
な
く
、
複
雑
及
、
前
と
後
陀
槌
起
す
る
事
件
の
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。
な
が
り
が
演
出
さ
れ
る
。
此
は
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
！
？
の
劇
場
の
心
グ

棒
の
周
り
を
廻
る
「
費
移
的
装
簡
」
に
な
ぞ
ら
へ
る
事
が
出
来
、
命

叉
ロ

1
マ
の
ヱ
グ
グ
ス
ト
一
ア
の
様
に
、
後
り
に
惨
酷
訟
叉
厭
ふ
べ
き

シ
l
y
b
L
見
物
の
目
か
ら
隠
す
事
が
出
来
る
。
い
よ
／
＼
ハ
ラ
売
り

の
行
は
れ
様
と
す
る
瞬
間
此
の
廻
り
舞
肇
は
廻
柑
持
す
る
。

人
物
の
情
緒
と
衣
裳
の
反
映
の
色
合
と
の
聞
に
は
、
叉
家
、
庭
、

森
の
装
飾
の
色
と
位
置
が
つ
く
り
出
す
印
象
ー
ー
ー
と
此
の
ウ
ノ
ッ
ト
リ

ず
る
様
な
デ
ザ
イ
シ
の
内
で
展
開
さ
れ
る
演
伎
と
の
間
に
は
微
妙
な

関
係
が
あ
る
。
大
切
で
な
い
も
の
、
無
用
の
も
の
は
何
も
た
い
。
此

J

の
ア
シ
サ
シ
プ
ル
の
内
の
何
物
で
も
が
は
っ
き
り
と
し
た
意
味
を
持

つ
の
で
あ
る
。
見
物
は
装
飾
を
、
わ
け
で
も
色
を
「
謹
む
」
。

潰
出
法
は
最
近
五
十
年
間
の
内
に
ひ
ろ
げ
ら
れ
、
ゆ
た
か
に
さ
れ

は
し
た
が
、
人
物
の
動
き
等
に
は
大
し
た
改
革
は
注
さ
れ
て
居
な
い
。

役
者
に
課
せ
ら
れ
た
規
則
は
数
多
く
し
か
も
最
格
で
あ
る
。
何
一
っ

す
た
れ
た
も
の
は
友
い
。
役
者
の
謹
む
方
向
、
動
き
は
謂
和
の
と
れ

た
ア
シ
サ
シ
プ
ル
を
生
む
様
に
規
制
さ
れ
て
居
る
。
主
役
と
雄
も
役

割
建
行
の
範
圏
内
に
先
行
者
に
依
っ
て
引
か
れ
た
棋
の
内
に
止
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。
此
の
停
統
へ
の
忠
霊

i
i唯
に
書
か
れ
た
作
品
へ
の

み
で
は
な
く
、
止
E

の
役
者
に
依
っ
て
創
建
さ
れ
た
作
品
へ
の
此
の
牟

敬
と
そ
は
日
本
の
劇
を
か
く
も
高
く
位
置
づ
け
た
も
の
に
他
な
ら
な

い
。
比
と
そ
が
歌
舞
伎
の
減
亡
を
救
ふ
も
の
た
の
で
あ
る
。
喝
采
が

な
り
わ
た
っ
て
居
る
時
に
も
、
役
者
は
宛
も
そ
の
喝
采
が
自
分
に
向

け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
の
様
に
無
感
覚
に
し
て
居
る
。
で
は
ほ

ん
と
に
人
々
は
何
に
喝
采
を
逢
っ
て
居
る
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
連

綿
と
う
ち
つ
ど
い
て
人
々
の
好
ん
だ
像
の
忠
置
な
再
製
に
劃
し
て
ど

は
↓
な
か
ら
う
か
。
人
形
の
撲
に
役
者
は
作
品
を
正
確
に
演
や
る
。
人

形
の
様
に
彼
は
演
佼
以
外
の
他
の
何
も
の
に
も
耳
を
か
さ
や
ノ
回
を
閉

す
の
で
あ
る
。
あ
や
つ
り
人
形
！
此
が
一
一
番
の
讃
辞
で
あ
る
！

か
く
も
特
殊
た
演
伎
を
特
徴
づ
け
る
に
は
「
ロ
ボ
ッ
ト
演
佼
」
と
一
式

ふ
し
か
言
葉
一
な
い
。
身
振
り
と
一
氏
ひ
拳
措
と
一
五
ひ
人
間
以
上
で
あ

る
。
演
出
自
韓
が
人
形
芝
居
の
そ
れ
で
あ
る
J

本
欄
に
飾
る
人
形
の

大
き
い
の
が
舞
憂
板
の
落
し
戸
か
ら
せ
り
出
さ
れ
る
。

此
の
人
形
劇
の
特
徴
は
此
所
数
年
来
の
い
く
つ
か
の
舞
蔓
改
革
に

も
拘
ら
や
残
う
て
居
る
。
役
者
の
足
一
冗
に
は
あ
や
つ
り
人
形
の
人
形

っ
か
ひ
の
様
友
助
手
が
相
か
は
ら
や
黒
い
着
物
を
着
て
っ
き
そ
っ
て

居
る
。
彼
は
自
分
の
ひ
き
う
け
た
人
物
に
ピ
ツ
グ
リ
と
つ
い
て
上
潰

の
最
中
に
役
者
の
衣
裳
を
替
へ
た
り
、
武
具
を
つ
け
た

p
、
姿
勢
を

と
L
の
へ
る
の
を
手
停
っ
た
り
す
る
。
役
者
の
手
に
も
の
を
持
た
せ

て
や
り
、
腰
掛
を
持
っ
て
来
て
や
り
、
遣
を
あ
け
て
や
り
・
：
：
：
：
投

者
は
、
ま
る
で
人
形
で
は
左
い
か
。
此
の
黒
衣
の
人
犯
人
は
正
し
く
も

寸
陰
」
友
る
名
を
出
品
（
一
へ
る
。
控
室
の
上
は
た
え
十
此
の
「
陰
」
が
往
っ

た
り
来
た
り
す
る
。
併
し
非
常
に
身
軽
で
、
す
ば
や
く
叉
か
ど
み
と

一一（ 56 ）一一



介紹伎舞歎のシポイメ・ 1レ｝ぺ1レア

ん
で
居
る
の
で
決
し
て
情
景
の
邪
魔
に
な
る
事
は
な
い
。
見
物
に
は

少
し
も
見
え
な
い
と
云
ふ
事
に
な
っ
て
居
る
の
だ
！
但
し
此
の
「
陰
」

の
役
割
は
段
子
と
減
少
し
て
行
く
。
竹
竿
の
先
に
つ
る
し
た
提
灯
で

「
内
心
の
表
白
」
を
す
る
役
者
の
瞳
を
て
ら
し
出
し
て
や
っ
た
時
代
は

己
に
土
日
の
事
で
あ
る
。
劇
評
家
遣
は
や
が
て
は
此
の
役
者
引
の
忠
賓

左
下
僕
が
舞
憂
か
ら
姿
を
け
す
事
を
，
説
測
し
て
居
る
。
と
う
な
れ
ば

役
者
は
韓
基
で
は
大
い
に
様
子
を
か
へ
る
で
あ
ら
う
し
、
叉
そ
の
結

果
と
し
て
、
生
身
の
人
間
と
な
っ
た
役
者
が
見
物
の
目
に
は
何
か
不

倫
快
な
又
ぶ
し
つ
け
な
も
の
と
映
じ
は
し
な
い
で
あ
ら
う
か
。

揮
瑠
璃
一
孟
一
日
紫
は
と
り
わ
け
メ
ロ
デ
ィ
に
富
ん
で
居
る
。
ア
ン
サ
シ

プ
ル
に
於
け
る
和
一
音
は
厳
密
に
守
ら
れ
．
二
拍
子
及
び
四
拍
子
だ
け

が
用
び
ら
れ
る
ο

三
絃
の
、
ギ
タ
1
、
三
味
線
は
、
十
六
世
紀
の
封
建

武
士
が
格
末
を
つ
げ
た
後
に
め
ば
え
た
懸
の
感
傷
を
停
播
ず
る
の
に

大
い
に
役
立
っ
た
。
調
子
の
不
正
確
友
御
互
ひ
の
音
の
濁
立
し
た
三

味
線
音
楽
に
は
、
何
か
軟
い
、
限
り
な
い
、
市
小
同
念
、
ゴ
ツ
ゴ
ツ
し

た
所
が
あ
る
。
之
は
日
求
人
が
病
的
な
趣
味
か
ら
好
む
所
の
不
調
和

の
結
合
な
の
で
あ
る
。
同
様
の
趣
味
が
古
代
日
本
人
を
支
那
の
墨

絵
、
ぼ
か
し
た
色
彩
の
緒
、
た
め
ら
っ
た
様
友
細
長
い
つ
ぎ
め
だ
ら

け
の
線
の
檎
に
赴
か
し
め
た
の
で
あ
る
。
此
の
一
音
柴
の
グ
リ
ザ
I
ユ

は
、
同
上
の
拾
の
中
で
、
黒
で
は
げ
し
く
強
調
さ
れ
た
鶴
の
様
夜
、

太
鼓
の
重
々
し
い
ひ
ど
き
の
規
則
的
な
一
孟
一
日
に
依
っ
て
公
さ
へ
ら
れ

る
。
メ
ロ
デ
ィ
ー
か
ら
は
友
れ
て
、
太
鼓
の
あ
ら
い
一
音
が
し
っ
か
り

し
た
り
ヅ
ム
を
刻
む
。
竹
の
笛
に
依
っ
て
奏
で
ら
れ
る
憂
慢
な
菅
は

メ
ロ
デ
ィ
の
構
成
に
だ
け
し
か
加
は
ら
な
い
。
か
よ
わ
い
高
一
昌
一
日
に
上

り
、
永
い
嘆
息
に
と
け
と
ん
で
、
く
だ
か
れ
た
様
に
又
落
ち
と
む
。

あ
の
世
の
聾
と
も
一
式
へ
様
、
う
す
ぐ
ら
い
！
l
光
と
で
は
か
す
か
な

光
し
か
な
い
、
た
そ
が
れ
の
雰
園
気
が
放
射
さ
れ
る
O
J

迷
ひ
の
世
界

に
迷
ぴ
と
ん
だ
様
な
か
よ
わ
い
賓
盟
、
か
し
と
く
も
あ
き
ら
め
様
と

す
る
つ
か
れ
き
っ
た
賓
躍
が
思
ひ
う
か
べ
ら
れ
る
。
音
の
瀧
に
は
と

ば
れ
た
二
、
三
、
五
人
の
語
り
手
は
金
切
り
聾
を
あ
げ
腹
の
底
か
ら

聾
を
出
し
、
草
調
注
調
子
か
ら
念
激
な

p
ズ
ム
に
移
り
、
賞
讃
、
感

動
、
恐
怖
の
吃
並
を
惜
し
げ
も
左
く
費
し
て
、
役
者
の
演
伎
に
よ
り

完
全
な
意
味
を
加
へ
、
よ
り
熱
い
色
を
加
へ
、
調
語
・
封
話
を
み
た

し
‘
沈
黙
を
う
づ
め
る
。
浮
瑠
璃
の
語
り
手
の
塞
に
依
nJ
て
諸
人
物

の
魂
の
欣
瞳
が
外
に
現
は
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

品
目
し
は
自
然
の
物
一
音

l
l沖
の
波
、
岸
謹
に
う
ち
あ
げ
る
弱
い
波
、

雨
の
管
、
風
の
昔
、
宮
鳴
！

i
は
一
青
葉
に
依
っ
て
つ
く
ら
れ
た
。
次

で
よ
り
想
像
力
の
劣
っ
た
見
物
が
賓
際
の
イ
ル
1
J
V

ヨ
シ
を
要
求
す

る
に
つ
れ
楽
屋
が
用
び
ら
れ
、
籍
の
中
ポ
」
豆
を
廻
し
て
海
の
一
音
を
模

倣
し
た
。
小
波
や
大
波
は
今
日
で
は
錫
片
を
つ
け
た
木
の
間
筒
で
つ

く
ら
れ
る
。
覇
に
依
っ
て
つ
く
ら
れ
た
風
は
凡
ゆ
る
一
音
階
の
嘆
息
を

捷
ら
し
て
舞
蓋
に
悲
劇
味
を
、
さ
み
し
い
印
象
を
奥
へ
る
。
街
端
に
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放
り
出
さ
れ
、
山
に
迷
ひ
と
ん
だ
子
供
が
ゆ
き
な
や
ん
で
居
る
時
に

は
き
っ
と
は
げ
し
く
雪
が
降
っ
て
来
る
。
零
は
賓
は
入
れ
綿
な
の
で

あ
る
。
ガ
ー
ゼ
で
作
っ
た
水
、
虫
の
泣
聾
－
j
a
－
－
：
子
供
ら
し
い
護
明

に
す
ぎ
ぬ
の
で
あ
ら
う
か
。
此
の
全
く
と
を
ご
、
ま
し
た
舞
蓋
装
置
を

笑
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
か
。
日
本
の
演
劇
が
雰
園
起
訴
を
創
建
す
る
も

の
で
あ
る
事
を
忘
れ
や
に
置
か
う
。

役
者
謹
は
昔
乍
ら
の
規
則
に
従
っ
て
顔
に
隈
取
り
を
す
る
。
舞
蓋

に
も
リ
ア
リ
ズ
ム
の
影
響
が
あ
っ
て
此
の
隈
取
を
草
純
化
し
ゃ
う
と

す
る
傾
向
も
現
は
れ
た
が
、
未
だ
大
い
に
議
論
の
あ
る
所
で
あ
る
。

蓋
し
舞
憂
で
の
上
演
が
非
常
に
特
別
友
秩
序
の
・
も
の
で
あ
る
か
ら
に

は
、
役
者
の
顔
は
舞
憂
で
は
ぬ
り
か
へ
ら
れ
ね
ば
友
ら
ね
。
賓
際
の

生
と
舞
蓋
上
の
生
の
け
じ
め
を
よ
く
心
得
て
居
る
日
本
人
の
見
物
は

げ
此
う
一
三
コ
シ
ヴ
ヱ
シ
シ
ヨ
ン
が
訣
け
て
居
れ
ば
「
芝
居
ら
し
く
な

日
い
こ
と
一
式
ふ
。
顔
に
隈
取
り
を
施
さ
ね
ば
役
者
で
は
な
い
の
で
あ

ル一
P

る
。
人
は
そ
ん
友
顔
を
う
ま
ら
ぬ
と
思
ふ
で
あ
ら
う
、
グ
ロ
テ
ス
ク

メ
一
と
さ
へ
思
ふ
で
あ
ら
う
！
人
は
憤
慨
し
、
繭
弐
り
と
ば
す
。
そ
し

利
一
て
見
物
は
嘗
惑
す
る
、
何
と
友
れ
ば
見
物
は
顔
付
の
中
に
人
物
の
性

肘
一
格
を
「
読
み
と
ら
う
」
と
し
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。

一
向
一
日
本
人
の
黄
色
い
皮
膚
が
厚
化
粧
を
必
要
と
し
て
活
る
亨
乞
知
ら

開
店
ぅ
。
も
し
も
元
々
’
小
さ
い
鼻
・
口
を
誇
張
レ
な
け
れ
ば
、
そ
の
顔
は

允
一
控
室
霊
の
上
で
は
何
も
浮
上
っ
て
来
ぬ
だ
ら
う
。
顔
の
面
積
は
大
き
く

し
、
頭
は
大
き
く
し
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。
本
民
の
仮
面
の
様
に
顔
を

彩
ら
友
け
れ
ば
友
ら
ぬ
。
日
本
人
の
槙
は
普
通
立
波
一
友
均
勢
を
有
し

て
居
る
か
ら
‘
上
に
衣
を
ま
と
へ
ば
そ
れ
で
充
分
美
し
く
見
え
る
。

そ
れ
に
又
手
、
足
、
胸
、
腹
を
民
裸
に
し
て
見
せ
る
事
す
ら
あ
る
。

此
は
大
い
に
効
果
を
あ
げ
る
。
此
の
場
合
わ
か
り
易
い
、
あ
っ
さ
り
一

し
た
隈
取
、
き
っ
と
結
ん
だ
口
元
が
必
要
で
あ
る
。
は
げ
し
い
争
闘

を
す
る
無
頼
漢
、
悪
漢
、
暗
殺
者
、
批
漢
、
武
士
‘
の
役
を
演
や
J

る

役
者
は
脂
肪
質
で
あ
っ
て
も
い
け
、
な
い
し
、
J

あ
ま
り
に
筋
肉
が
た
く

ま
し
く
て
も
い
け
友
い
。
瞳
は
す
ん
友
り
し
、
微
妙
な
韓
つ
き
で
ー
あ
－

p
、
し
か
も
非
常
に
故
捷
で
き
び

J
ー
し
て
活
畿
で
あ
れ
ば
世
間
い
舞
ト

蓋

を

充

分

に

補

め

る

事

が

出

来

る

。

日

役
者
は
今
一
式
っ
た
組
と
形
を
持
つ
必
要
が
あ
っ
、
た
れ
ば
と
そ
、
女
ベ

が
舞
蓋
か
ら
放
逐
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
初
め
の
頃
の
劇
に
於
て
も
女
－

は
美
し
い
若
衆
を
や
る
だ
け
に
し
か
遁
さ
な
か
っ
た
。
道
息
十
者
は
女

役
者
の
醜
献
を
大
い
に
鳴
ら
し
、
舞
蓋
は
男
だ
け
の
も
の
に
な
っ
た
。

そ
れ
に
叉
舞
裏
は
と
て
も
細
長
く
奥
深
く
、
従
っ
て
そ
ん
友
舞
蔓
で

は
外
に
向
っ
て
表
白
す
る
カ
が
大
い
に
必
要
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

が
女
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
男
の
役
者
は
女
の
役
を
や
る
事
に
剛
馴
れ

た
の
で
、
女
が
居
な
く
て
も
や
っ
て
行
け
る
様
に
友
っ
た
。
男
の
役

者
は
そ
っ
く
り
そ
の
ま
L
の
女
と
た
っ
た
の
で
、
男
の
役
者
だ
け
で

女
に
も
男
に
も
一
扮
す
る
事
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
見
物
は
此
の
倒
錯



を
喜
ん
だ
の
で
あ
る
。
女
形
は
一
般
に
感
情
趣
味
、
物
腰
物
一
式
ぴ
ま

で
が
女
そ
の
ま
L
で
あ
る
。
女
形
の
家
の
中
で
の
調
度
の
も
の
に
は

飴
り
男
の
も
の
は
な
い
。
女
形
は
遊
女
と
姉
を
競
H
U
、
同
じ
誘
惑
力

を
有
し
た
の
で
あ
る
。
男
が
女
の
役
を
す
る
と
一
民
ふ
此
の
上
演
法
は

日
本
の
創
の
最
も
著
し
い
特
徴
で
あ
る
。
此
う
し
て
、
非
常
に
奇
妙

友
雑
種
的
な
人
物
の
型
が
出
来
上
る
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
舞
蓋

上
の
女
は
正
確
に
は
女
で
は
な
い
。
舞
塞
上
に
女
を
描
く
場
合
に
は

役
者
は
賓
際
の
特
徴
、
忠
雲
な
模
倣
を
さ
け
る
。
す
ぺ
る
様
友
歩
き

っ
さ
と
一
五
ひ
、
消
え
入
る
様
な
態
度
と
一
式
ひ
．
そ
の
し
と
や
か
さ
と

一
式
ぴ
、
わ
ざ
と
ら
し
い
は
ぢ
ら
ぴ
と
一
式
ひ
も
そ
の
援
や
か
な
話
し
ぶ

り
と
一
耳
ひ
、
会
く
日
本
の
女
そ
の
ま
L
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
此
の
美

し
い
拾
を
浮
彫
に
し
た
り
、
脚
光
の
向
ふ
に
繊
細
な
姿
を
描
く
に
は

一
寸
品
目
が
折
れ
る
。
此
の
外
見
の
中
に
は
が
っ
ち
り
し
た
男
々
レ
さ

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
此
所
か
ら
し
て
複
雑
友
印
象
が
生
じ
、
此
を

叉
混
請
を
好
む
見
物
が
賞
美
す
る
の
で
あ
る
。
女
形
に
劃
す
る
此
う

一
式
ふ
鹿
念
あ
る
が
故
に
、
舞
蔓
の
改
革
者
達
を
し
て
H

と
う
し
て
も
帝

国
劇
場
の
若
き
女
優
が
そ
の
本
来
の
女
ら
し
さ
に
加
ふ
る
に
何
等
か

の
男
ら
し
さ
を
加
へ
な
け
れ
ば
な
ら
友
い
様
に
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

併
し
此
の
意
闘
に
反
し
て
、
女
優
は
失
敗
に
格
っ
た
。
女
形
の
様
な

効
果
を
持
ち
得
な
か
っ
た
。
女
優
は
徐
り
に
女
ら
し
く
有
り
す
ぎ
る

の
で
あ
る
！
身
振
り
に
見
物
を
感
銘
さ
せ
る
程
の
カ
も
持
た
な
い
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女
優
は
、
聾
も
必
要
↓
な
だ
け
い
か
せ
る
力
が
な
い
。
舞
蓋
が
大
費
賢

い
の
で
聾
も
身
振
引
り
も
苓
ま
れ
て
し
ま
ふ
。
雑
沓
、
往
来
、
周
り
を

廻
る
「
陰
」
、
悲
批
友
場
面
を
展
開
す
る
鞍
士
、
結
え
や
情
景
を
か
へ

て
行
く
機
械
師
、
弾
き
手
、
語
り
手
｜
｜
此
等
の
物
昔
、
此
等
の
動

き
が
皆
弾
力
の
な
い
役
者
を
塵
倒
し
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。
更
に
又

此
所
が
、
そ
の
木
造
の
天
井
が
非
常
に
高
く
て
見
え
な
い
程
の
劇
場

で
あ
り
、
二
千
徐
の
席
は
ぎ
っ
し
り
つ
ま
り
、
そ
の
見
物
の
群
は
端

に
障
っ
て
舞
蓋
も
み
や
ノ
に
、
さ
ゑ
が
ら
ピ
ク
ニ
ッ
ク
の
様
に
、
喰
ペ

飲
み
、
喫
煙
し
、
話
し
合
ぴ
、
又
呼
び
聾
に
鹿
や
る
小
さ
い
費
り
子

が
居
り
、
劇
場
の
男
が
御
伴
の
者
に
つ
か
ぴ
の
用
事
を
し
ら
せ
に
来

る
し
、
控
室
の
ひ
げ
、
花
道
が
あ
っ
て
見
晴
し
も
悪
い
、
劇
場
で
あ

る
に
於
て
を
や
で
あ
る
。
役
者
は
自
分
の
周
り
に
見
、
聞
い
て
居
る

見
物
皆
を
、
演
佼
そ
と
の
け
の
見
物
皆
を
惹
き
つ
け
る
の
に
、
周
り

に
気
の
ま
ぎ
れ
と
ん
だ
見
物
の
注
意
を
集
め
る
の
に
、
役
者
は
何
と

一
式
ふ
努
力
を
必
要
と
す
る
事
で
あ
ら
う
！

劇
場
は
舞
墓
以
外
の
所
ま
で
一
神
様
の
御
佐
ひ
の
様
に
椅
麗
に
飾
ら

れ
て
居
る
。
小
屋
の
前
は
色
々
の
色
彩
の
布
の
小
境
、
墨
で
古
風
な

字
躍
で
書
い
た
ま
ね
き
、
番
組
の
め
ぼ
し
い
シ
l
y
を
描
い
た
給
の

下
に
す
っ
か
り
隠
れ
て
し
ま
ふ
。
：
：
：
劇
場
金
樫
が
一
つ
の
世
界
な

の
で
あ
る
。
客
席
舞
塞
は
そ
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
。
午
後
と
夜
一

杯
此
所
に
と
ぢ
と
も
る
見
物
の
望
み
、
欲
望
は
全
て
み
た
さ
れ
る
の
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で
あ
る
。
昔
し
は
芝
居
辻
朝
の
六
時
か
ら
初
ま
っ
た
も
の
だ
。

者
ど
伊
建
男
が
一
夜
を
化
粧
に
費
す
u

痢
郷

震
に
日
本
の
劇
場
は
世
界
の
内
の
世
界
で
あ
る
｜
｜
形
の
、
色
の
、

一
主
一
日
の
、
リ
ズ
ム
の
、
象
徴
の
、
幻
の
、
世
界
で
あ
る
。
宛
ら
オ
ア
シ

ス
の
様
に
、
乾
い
た
都
市
の
中
で
開
か
れ
る
。

劇
場
の
入
口
に
下
僕
が
居
る
、
人
々
は
下
駄
や
草
履
を

i
l巷
の

ち
り
を
あ
づ
け
る
。
人
は
自
分
自
身
の
震
い
も
の
も
股
ぎ
ず
て

B

此

所
左
魂
の
携
帯
口
問
預
り
一
所
と
す
る
の
で
は
友
い
か

7

客
席
の
ぐ
る

り
に
る
る
み
が
き
あ
げ
た
板
敷
の
上
を
す
ぺ
る
様
な
足
ど
り
で
謹
む

見
物
は
何
か
自
由
な
、
軽
々
と
し
た
春
日
第
友
、
治
、
だ
や
か
も
仏
所
が
あ

る
。
戸
が
一
寸
開
く
、
舞
蔓
が
一
寸
見
え
る
。
人
々
が
出
た
り
入
つ

げ
一
た
り
す
る
。
人
皆
は
自
分
の
家
に
居
る
様
に
築
業
に
振
舞
ふ
。
此
は

ご
も
う
、
回
合
の
斐
閣
で
の
た
の
し
い
そ
ど
ろ
あ
る
き
と
同

t
事、た。

ル
一
事
萱
、
舞
憂
の
環
境
は
皆
が
放
し
て
来
た
景
色
を
追
懐
す
る
時
の
あ

と
の
た
だ
や
か
及
喜
び
を
皆
に
注
ぎ
と
む
。
自
然
の
前
に
於
る
が
如
く

料
一
劇
場
で
は
、
人
は
環
境
に
身
を
委
す
、
周
閣
に
身
を
委
す
。
見
物
は

肘
一
観
劇
の
一
時
を
全
く
の
つ

L
ま
し
い
心
で
味
は
ふ
。
、
だ
が
劇
場
は
自

鰍
一
然
よ
り
も
っ
と
か
し
と
く
て
、
治
し
ゃ
べ
り
で
あ
る
が
：
・
：

阪
一
全
く
｜
｜
最
後
に
申
上
げ
る
が
｜
｜
一
部
分
も
の
去
は
ぬ
塞
栴
で

か
と
あ
時
此
の
劇
華
街
は
確
に
敦
化
的
の
美
黙
を
有
し
て
居
る
。
秩
序
、

あ調
る手口

訓
練
、
節
度
の
精
神
を
畳
醒
さ
せ
る
。

紅
舎
の
事
術
で
あ
る
。

此
は
完
全
友
華
街
で

以
上
大
部
分
メ
イ
ボ
ン
自
身
の
言
葉
を
か
り
で
彼
の
歌
舞
伎
舞
蓋

離
を
紹
介
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
以
上
は
彼
の
歌
舞
伎
論
会
韓
よ
り

み
れ
ば
そ
の
約
十
分
の
一
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
大
韓
メ
イ
ボ

シ
が
歌
舞
伎
会
障
に
ど
れ
だ
け
の
理
解
と
洞
察
乞
有
し
て
居
る
か
を

知
る
事
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
但
し
私
達
は
彼
と
同
じ
く
あ
る
が
ま

L

の
歌
舞
伎
を
肯
定
す
る
事
は
薦
賭
す
る
。
本
書
の
護
行
は
既
に
一

九
一
二
五
年
の
事
に
麗
す
る
。
従
っ
て
歌
舞
伎
の
あ
り
方
は
今
日
と
は

幾
分
趣
を
具
に
し
て
居
た
に
建
ひ
た
い
。
併
し
そ
の
事
を
考
慮
に
入

れ
て
み
て
も
、
そ
の
時
己
に
私
謹
は
メ
イ
ボ
ン
と
同
じ
く
歌
葬
伎
を

沙
漠
の
オ
ア
シ
ス
に
例
へ
る
喜
び
を
失
っ
て
居
た
で
あ
ら
う
。
彼
の

歌
舞
伎
へ
の
斯
る
打
ち
込
み
方
は
、
彼
の
理
解
の
深
さ
を
一
不
す
と
共

に
、
や
は
り
一
外
国
人
の
無
責
任
な
異
国
情
緒
へ
の
憧
れ
が
基
底
を

た
し
て
居
る
様
に
思
は
れ
る
。
一
口
に
云
っ
て
維
持
さ
れ
た
停
統
へ

の
魅
力
l
i
l
併
し
此
は
云
ひ
か
へ
れ
ば
歌
舞
伎
が
生
活
と
は
友
れ
た

古
典
へ
の
凝
固
の
姿
を
一
式
ぴ
現
は
し
た
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
歌

舞
伎
は
今
停
読
の
内
に
援
困
じ
て
行
く
か
、
も
し
く
は
何
等
か
の
脱

皮
を
詮
げ
る
事
を
必
要
と
し
て
居
る
。
叉
弐
の
様
反
事
も
一
式
へ
る
で
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あ
ら
う
。
歌
舞
伎
及
び
能
以
前
の
俸
統
か
ら
は
友
れ
て
、
日
本
に
劇

の
成
長
は
有
り
得
な
い
と
。
う
っ
し
植
え
た
新
制
と
歌
舞
伎
の
停
統

と
の
間
に
は
飴
り
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
庫
県
す
ぎ
た
、
新
劇
の
勃
興
は
云
ふ

ま
で
も
な
い
必
然
の
成
行
で
あ
る
。
と
同
時
に
と
っ
て
代
ら
れ
た
歌

舞
伎
は
も
っ
と
債
値
あ
る
遺
産
と
し
て
も
っ
と
新
劇
を
刺
戟
す
べ
き

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
新
劇
と
交
渉
が
持
た
れ
る
べ
き
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
此
の
橋
渡
し
を
し
ゃ
う
と
m
V

試
み
は
数
少
く
・
な
さ

れ
、
そ
し
て
大
し
た
成
巧
も
沿
さ
め
て
居
な
い
。
そ
し
て
吾
等
の
世

代
は
な
じ
み
も
持
た
や
に
、
何
が
な
し
な
じ
ん
だ
も
の
と
し
て
，
落

日
の
歌
舞
伎
に
に
ぶ
い
眼
を
む
け
て
居
る
始
末
で
は
な
か
ら
う
か
。

メ
イ
ボ
ン
に
も
抜
け
が
た
い
エ
キ
ゾ
一
ア
イ
シ
ズ
ム
が
あ
る
に
は
あ

っ
た
様
で
あ
る
が
、
同
時
に
彼
の
軽
快
な
筆
に
一
不
さ
れ
た
理
解
、
洞

察
、
事
責
へ
の
新
鮮
な
誤
り
泣
き
認
識
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ

る。
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