
広
津
和
郎
の
戯
曲
創
作
時
代

「
生
き
て
行
く
」
を
中
心
に

入
　
口

愛

は
じ
め
に

　
広
津
和
郎
に
い
く
つ
か
の
戯
曲
作
品
が
あ
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
『
広
津
和
郎
全
集
』
全
十
三
巻
（
昭
四
八
・
十
二
～
四
九
・

十
一
　
中
央
公
論
社
）
に
も
四
篇
し
か
収
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
広
津
の
戯
曲
を
読
も
う
と
思
っ
て
も
、
容
易
に
は
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
が

現
状
で
あ
る
。
広
津
と
戯
曲
が
結
び
つ
か
な
い
理
由
と
し
て
は
、
広
津
の
戯
曲
創
作
が
生
涯
を
通
し
て
行
わ
れ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
あ

る
期
間
に
限
ら
れ
行
わ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
広
津
の
戯
曲
創
作
時
代
は
、
大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
四
月
「
勝
者
敗
者
」
（
『
婦
女
界
』
）
に
始
ま
り
、
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
五
月
「
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

装
の
女
」
（
『
日
本
国
民
』
）
に
終
わ
っ
て
い
る
。
約
七
年
間
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
文
壇
は
、
自
由
主
義
謳
歌
の
風
潮
に
あ
っ
た
既
成

文
学
に
加
え
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
隆
盛
、
大
衆
文
学
の
勃
興
な
ど
混
沌
を
極
め
て
い
た
。
広
津
自
身
は
と
言
え
ば
、

大
正
十
五
年
に
松
沢
は
ま
と
大
森
・
馬
込
村
に
一
家
を
構
え
、
長
ら
く
続
い
て
い
た
放
浪
生
活
に
終
止
符
を
打
っ
て
い
る
。
昭
和
二
（
一
九
二

七
）
年
に
、
親
友
．
宇
野
浩
二
が
発
病
、
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
に
は
、
父
・
柳
浪
を
亡
く
し
て
い
る
。
ま
た
、
翌
年
に
は
出
版
社
で
あ
る

大
森
書
房
を
設
立
し
て
い
る
。
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な
ぜ
こ
の
時
期
に
限
っ
て
、

時
期
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

広
津
は
戯
曲
を
創
作
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
を
み
て
も
、
後
を
み
て
も
戯
曲
創
作
を
試
み
て
い
る
の
は
、
こ
の

小
説
家
が
戯
曲
を
書
く
と
い
う
風
潮
－
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
1

　
さ
き
の
問
い
に
対
す
る
答
え
の
手
が
か
り
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
文
壇
の
戯
曲
ブ
ー
ム
で
あ
る
。

従
来
、
戯
曲
を
書
か
な
か
っ
た
小
説
家
達
が
、
こ
ぞ
っ
て
戯
曲
を
書
き
始
め
、
文
芸
誌
の
創
作
欄
に
は
、
以
前
に
も
増
し
て
戯
曲
が
あ
ふ
れ
て

　
　
　
　い

た
。
ま
た
、
出
版
界
に
お
い
て
も
大
正
十
五
年
四
月
、
改
造
社
よ
り
『
演
劇
改
造
』
が
創
刊
、
文
芸
春
秋
社
よ
り
『
演
劇
新
潮
』
の
復
刊
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

な
さ
れ
、
演
劇
系
雑
誌
の
創
刊
、
復
刊
が
相
次
ぎ
、
演
劇
隆
盛
の
機
運
が
熟
し
て
い
た
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。

　
こ
こ
で
、
そ
の
頃
の
文
壇
の
様
子
を
う
か
が
う
資
料
の
一
つ
と
し
て
、
生
田
長
江
の
発
言
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
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最
近
小
説
家
諸
君
が
し
き
り
に
脚
本
を
書
き
出
し
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
何
か
所
見
を
述
べ
う
と
の
事
で
あ
る
。

　
さ
う
し
た
事
実
に
は
、
漠
然
な
が
ら
全
然
気
附
か
な
い
で
ゐ
た
わ
け
で
も
な
い
が
、
し
か
し
言
わ
れ
て
見
れ
ば
、
実
に
大
に
さ
う
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
殆
ど
小
説
ば
か
り
書
い
て
ゐ
た
や
う
な
人
が
、
俄
に
脚
本
を
書
き
出
し
て
ゐ
る
1
近
松
秋
江
氏
、
藤
森
成
吉
氏
、
広
津

和
郎
氏
な
ぞ
を
は
じ
め
と
し
て
。
（
中
略
）
文
壇
的
小
説
は
十
中
八
九
ま
で
、
い
つ
で
も
き
ま
つ
て
身
辺
雑
事
的
心
境
小
説
で
あ
る
。
そ
し

て
作
者
達
は
と
に
か
く
、
読
者
の
方
で
は
そ
の
心
境
小
説
に
だ
い
ふ
退
屈
し
て
来
て
ゐ
る
の
で
、
単
に
身
辺
雑
事
的
な
ら
ぬ
も
の
が
多
い

と
い
ふ
だ
け
の
理
由
か
ら
で
も
、
脚
本
の
方
を
ま
だ
し
も
よ
ろ
こ
ぶ
と
い
ふ
や
う
な
心
理
を
さ
へ
生
ん
で
ゐ
る
。

　
そ
し
て
斯
う
し
た
読
者
心
理
の
推
移
が
、
何
等
か
の
形
に
於
て
雑
誌
の
編
集
者
及
び
経
営
者
の
頭
へ
、
反
映
し
て
来
な
い
わ
け
は
な
い
。

　
果
然
、
十
数
年
前
に
比
較
す
れ
ば
、
殆
ど
隔
世
の
感
が
あ
る
ほ
ど
、
ど
こ
の
雑
誌
で
も
、
脚
本
原
稿
が
脚
本
な
る
故
に
冷
遇
さ
れ
る
と



い
ふ
や
う
な
こ
と
を
全
く
見
な
く
な
つ
て
ゐ
る
。

　
一
言
に
し
て
云
え
ば
、
脚
本
原
稿
は
近
来
大
い
に
歓
迎
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
小
説
家
が
劇
を
書
き
出
し
た
の
は
」

『
新
潮
』
大
十
五
・
七
）

　
こ
の
発
言
の
な
か
で
、
名
前
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
近
松
秋
江
、
藤
森
成
吉
、
広
津
和
郎
は
、
と
も
に
大
正
十
五
年
に
初
戯
曲
作
品
を
発
表
し

て
い
る
。
「
伊
豆
の
頼
朝
」
（
『
中
央
公
論
』
大
十
五
・
六
）
、
「
犠
牲
」
（
『
改
造
』
大
十
五
・
四
～
五
）
、
「
勝
者
敗
者
」
（
『
婦
女
界
』
大
十
五
・
四
）

は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
初
め
て
発
表
し
た
戯
曲
作
品
名
で
あ
る
。
秋
江
に
お
い
て
は
、
自
身
の
恋
愛
体
験
を
素
材
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る
情
痴
小
説
を

書
き
、
そ
の
名
を
文
壇
に
記
憶
さ
せ
た
。
そ
の
後
、
大
正
十
一
年
に
は
猪
瀬
イ
チ
と
結
婚
、
子
ど
も
の
誕
生
を
機
に
し
て
書
か
れ
始
め
た
「
子

の
愛
の
為
に
」
（
『
中
央
公
論
』
大
十
三
・
十
二
）
な
ど
、
父
親
と
し
て
の
視
点
を
も
つ
小
説
群
を
発
表
し
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
〈
身
辺
雑

事
的
〉
小
説
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
大
正
十
五
年
六
月
、
歴
史
も
の
で
あ
る
「
伊
豆
の
頼
朝
」
の
発
表
に
至
る
の
で
あ
る
。

秋
江
は
、
さ
き
に
挙
げ
た
生
田
長
江
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
た
『
新
潮
』
に
「
歴
史
の
趣
味
か
ら
」
と
い
う
文
章
を
寄
せ
、
は
じ
め
て
戯
曲
を
書

い
た
心
境
を
洩
ら
し
て
い
る
。
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こ
の
頃
、
誰
も
か
れ
も
が
脚
本
を
書
く
の
が
流
行
し
て
来
た
。
こ
れ
か
ら
新
し
く
作
家
た
ら
う
と
す
る
人
は
勿
論
、
従
来
小
説
の
方
で

一
家
を
成
し
て
ゐ
る
人
々
ま
で
が
脚
本
に
手
を
着
け
だ
し
た
と
い
ふ
の
で
、
私
も
そ
の
流
行
か
ぶ
れ
の
し
た
一
人
で
あ
る
か
の
如
く
、
今

度
玩
具
み
た
い
な
一
幕
物
を
書
い
て
み
た
。
（
中
略
）
私
は
戯
曲
を
書
く
な
ら
、
時
代
物
を
書
い
て
み
た
い
と
思
っ
て
ゐ
た
し
、
小
説
を
書

く
な
ら
現
代
物
を
書
か
う
と
思
ふ
。
私
が
自
然
主
義
全
盛
前
夜
か
ら
ー
と
て
も
評
論
を
書
い
て
ゐ
て
は
飯
が
食
へ
な
い
か
ら
、
小
説
を

書
か
う
と
思
ひ
立
つ
た
迄
は
、
脚
本
を
書
き
た
い
と
思
つ
て
ゐ
た
。
（
中
略
）
私
も
・
う
何
時
ま
で
も
自
身
の
実
験
談
、
身
辺
雑
事
を
小
説

に
書
き
た
く
な
い
の
が
山
々
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
歴
史
の
趣
味
か
ら
」
『
新
潮
』
大
十
五
・
七
）



　
秋
江
は
、
長
江
の
指
摘
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
自
身
も
〈
何
時
ま
で
も
自
身
の
実
験
談
、
身
辺
雑
事
を
小
説
に
書
き
た
く
な
い
〉
と
い
う
思

い
を
抱
き
、
文
壇
戯
曲
の
〈
流
行
か
ぶ
れ
の
し
た
一
人
で
あ
る
か
の
如
く
〉
、
戯
曲
に
手
を
染
め
た
の
で
あ
る
。

　
藤
森
成
吉
は
、
大
正
十
年
前
後
の
社
会
主
義
的
傾
向
が
顕
在
化
し
た
頃
か
ら
戯
曲
を
書
き
始
め
た
。
藤
森
も
秋
江
同
様
、
長
江
の
文
章
が
掲

載
さ
れ
た
号
に
「
大
衆
へ
呼
び
か
け
る
」
と
い
う
文
章
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
藤
森
は
〈
大
衆
へ
直
接
呼
び
か
け
る
に
は
、
戯
曲
は
も

つ
と
も
い
・
形
式
だ
と
思
つ
て
を
り
ま
す
〉
と
明
言
し
て
い
る
。
こ
の
発
言
は
、
藤
森
の
第
二
戯
曲
作
品
で
あ
る
「
礫
茂
左
衛
門
」
（
『
新
潮
』

大
十
五
・
五
）
の
テ
ー
マ
と
併
せ
て
考
え
る
と
、
そ
の
説
得
力
を
増
す
。
「
礫
茂
左
衛
門
」
は
初
期
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
戯
曲
を
代
表
す
る
作
品
で
あ

り
、
多
く
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
演
劇
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
観
衆
に
向
け
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
目
的
意
識
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
に
、
藤
森
は

方
法
と
し
て
戯
曲
を
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
広
津
の
場
合
は
ど
う
か
。
秋
江
と
同
じ
よ
う
に
〈
身
辺
雑
事
的
〉
小
説
に
嫌
気
が
さ
し
、
〈
流
行
か
ぶ
れ
の
し
た
一
人
で
あ
る
か
の
如

く
〉
文
壇
の
戯
曲
ブ
ー
ム
に
便
乗
し
、
戯
曲
創
作
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
戯
曲
を
書
き
始
め
た
理
由
を
、
広
津
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
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何
故
戯
曲
に
筆
を
つ
け
た
か
と
い
ふ
事
は
、
先
日
読
売
新
聞
に
も
一
寸
書
い
て
置
い
た
が
、
永
瀬
三
吾
君
の
原
稿
を
読
ま
さ
れ
て
ゐ
る

中
に
、
書
い
て
見
た
い
と
い
ふ
気
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
永
瀬
君
の
書
い
た
も
の
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
そ
れ
に
よ
つ
て
自
分
も
一
つ
戯

曲
を
書
き
上
げ
て
見
た
い
と
い
ふ
気
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
1
戯
曲
に
筆
を
つ
け
た
動
機
と
い
ふ
の
は
そ
れ
だ
け
の
話
で
あ
る
。

（
中
略
）
1
唯
身
辺
雑
記
的
に
行
き
づ
ま
つ
て
ゐ
る
自
分
の
小
説
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
か
ら
脱
す
る
に
は
、
戯
曲
と
い
ふ
も
の
は
、
随
分

役
立
つ
や
う
に
、
自
分
ひ
と
り
で
は
思
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
地
の
文
に
感
想
が
多
く
混
り
た
が
る
癖
の
あ
る
自
分
は
、
戯
曲
だ
と
そ
れ
か

ら
脱
れ
ら
れ
る
や
う
な
気
が
す
る
の
で
、
そ
の
点
便
利
を
感
じ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
（
「
書
か
う
と
思
つ
て
ゐ
る
」
『
新
潮
』
大
十
五
・
七
）



　
広
津
が
言
及
し
て
い
る
永
瀬
三
吾
は
、
戦
後
、
探
偵
小
説
作
家
と
し
て
活
躍
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
戦
前
の
活
動
に
つ
い
て
は
あ

ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
本
稿
に
関
係
の
あ
る
戦
前
の
永
瀬
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
永
瀬
は
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
、
東
京
大
成
中
学
校
卒
業
後
、
佛
語
専
修
学
校
を
経
て
、
ア
テ
ネ
フ
ラ
ン
セ
で
一
時
学
ぶ
。
そ
の
後
、
常

盤
興
行
株
式
会
社
に
勤
務
し
な
が
ら
、
文
筆
業
に
も
手
を
染
め
る
。
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
に
は
、
中
国
天
津
市
に
あ
る
京
津
日
日
新
聞
社

主
幹
と
な
り
、
後
に
社
長
を
務
め
る
。
終
戦
を
迎
え
引
揚
げ
後
、
昭
和
二
十
七
（
一
九
五
二
）
年
、
岩
谷
書
店
に
勤
務
す
る
。
雑
誌
『
宝
石
』

の
編
集
長
と
な
り
、
後
に
取
締
役
を
兼
務
し
、
昭
和
三
十
一
（
一
九
五
六
）
年
に
退
社
し
た
。
昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
に
推
理
小
説
処

女
作
「
軍
鶏
」
を
発
表
し
、
推
理
探
偵
小
説
の
分
野
で
活
躍
を
始
め
る
。
昭
和
三
十
（
一
九
五
五
）
年
に
日
本
探
偵
作
家
ク
ラ
ブ
賞
（
「
売
国
奴
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ベ

『
宝
石
』
昭
二
九
・
十
二
）
を
受
賞
し
て
い
る
。

　
永
瀬
と
広
津
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
広
津
が
永
瀬
の
戯
曲
を
読
ん
だ
と
さ
れ
る
時
期
、
永
瀬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
浅
草
の
常
盤
座
や
金
竜
館
で
脚
本
を
手
が
け
て
い
た
こ
と
は
事
実
の
よ
う
で
あ
る
。
永
瀬
の
回
想
に
〈
わ
た
し
は
駒
形
河
岸
に
お
宅
の
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

根
岸
一
家
（
常
盤
座
、
金
竜
館
、
東
京
ク
ラ
ブ
、
木
馬
館
）
に
厄
介
に
な
っ
て
い
た
〉
と
も
あ
る
。
広
津
が
誌
上
で
言
及
し
て
い
る
永
瀬
の
原

稿
は
、
そ
の
頃
書
か
れ
た
脚
本
原
稿
を
指
し
て
い
る
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
は
永
瀬
と
広
津
の
関
係
で
確
認
で
き
た
こ
と
の
み
挙
げ
て
お
き
た
い
。
大
森
・
馬
込
時
代
、
広
津
は
柳
浪
の
碁
の
相
手
を
、
永
瀬
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヱ

島
田
銀
之
助
（
大
森
書
房
発
行
者
）
に
頼
ん
で
い
た
こ
と
が
永
瀬
の
回
想
の
な
か
に
あ
る
。
そ
の
頃
、
永
瀬
は
池
上
町
に
住
ん
で
お
り
、
お
互

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
の
家
が
近
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
永
瀬
は
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
、
『
三
田
文
学
』
に
広
津
の
推
薦
で
戯
曲
を
三
篇
載
せ
、
〈
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
れ
も
在
来
の
人
々
と
共
に
、
十
分
嘱
目
さ
れ
た
い
〉
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
四
月
に
は
、
大
森
書
房
か
ら
高
田
雅

夫
と
の
共
著
『
社
交
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
へ
行
く
ま
で
』
を
出
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

　
ま
た
、
永
瀬
の
経
歴
を
紹
介
し
た
記
事
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
、
興
味
深
い
。
〈
そ
の
昔
、
サ
ト
ウ
・
ハ
チ
ロ
ー
な
ど
と
と
も
に
、
福
士

幸
次
郎
門
下
の
詩
人
志
望
で
あ
っ
た
彼
は
広
津
和
郎
を
師
と
あ
お
い
で
い
た
時
代
も
あ
〉
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
く
広
津
和
郎
を
師
と
あ
お
い
で
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い
た
〉
こ
と
に
つ
い
て
は
、
他
に
確
認
で
き
る
資
料
が
な
く
、
今
の
と
こ
ろ
断
定
で
き
な
い
。

　
さ
ら
に
、
永
瀬
と
広
津
の
馴
れ
初
め
も
、
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
い
な
い
。
福
士
幸
次
郎
の
紹
介
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
推
測
の
域
を
出
な
い
。

永
瀬
は
福
士
に
師
事
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
福
士
が
後
援
し
て
い
た
詩
雑
誌
『
楽
園
』
（
大
十
一
・
一
～
四
　
楽
園
詩
社
）
の
同
人
で
も
あ
っ

た
。
そ
の
『
楽
園
』
の
編
集
兼
発
行
人
で
あ
っ
た
金
子
光
晴
の
回
想
の
な
か
に
〈
「
楽
園
」
の
責
任
者
は
僕
だ
っ
た
が
、
も
と
も
と
は
、
福
士
幸

次
郎
の
は
じ
め
た
雑
誌
だ
っ
た
。
福
士
の
友
人
が
、
義
理
で
後
援
者
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
広
津
和
郎
や
、
宇
野
浩
二
、
斉
藤
寛
、
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

藤
武
雄
な
ど
い
ろ
い
ろ
居
た
〉
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
断
定
は
で
き
な
い
が
、
福
士
を
介
し
て
広
津
は
永
瀬
を
知
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、
戯
曲
を
書
き
始
め
る
直
接
の
契
機
と
な
っ
た
〈
永
瀬
三
吾
の
原
稿
〉
は
、
現
在
特
定
で
き
て
い
な
い
た
め
、
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
を
永

瀬
か
ら
受
け
た
の
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
戯
曲
的
技
法
を
学
ん
だ
の
か
、
定
か
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
広
津
は
自
身
の
小
説
に
〈
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
〉
を
感
じ
て
い
る
と
告
白
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

こ
か
ら
抜
け
だ
そ
う
と
模
索
し
、
脱
出
の
一
つ
の
手
段
と
し
て
、
戯
曲
創
作
を
試
み
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
だ
が
こ
こ
で
は
、
広
津
が
望

ん
だ
よ
う
に
〈
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
〉
か
ら
の
脱
出
は
か
な
わ
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
脱
出
ど
こ
ろ
か
、
ま
す
ま
す
深
み
に
嵌
っ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
、
広
津
は
自
身
の
〈
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
〉
か
ら
く
る
も
の
か
、
創
作
意
欲
の
減
退
を
洩
ら
し
て
い
る
。
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人
の
作
物
を
読
ん
で
面
白
く
な
い
場
合
、
そ
の
作
物
が
実
際
面
白
く
な
い
場
合
と
、
又
時
に
よ
っ
て
、
自
分
が
創
作
の
出
来
な
い
気
持

ち
で
い
る
た
め
に
、
何
を
書
き
か
け
て
も
面
白
く
な
く
、
又
人
の
書
こ
う
と
し
て
い
る
も
の
に
も
何
の
刺
激
も
受
け
な
い
、
従
っ
て
面
白

く
な
く
感
ず
る
、
と
い
う
場
合
と
あ
る
。
自
分
は
今
年
に
な
っ
て
か
ら
何
も
書
け
な
い
。
ほ
ん
の
義
理
的
に
短
い
も
の
を
二
つ
ほ
ど
書
い

た
、
そ
し
て
そ
れ
が
自
分
で
も
冷
汗
も
の
だ
っ
た
と
云
う
よ
う
な
状
態
に
あ
る
の
で
、
少
し
心
に
欝
陶
し
さ
を
感
じ
て
い
る
次
第
で
あ
る

が
、
そ
ん
な
気
持
ち
が
作
用
し
て
、
或
は
人
の
作
を
読
ん
で
も
こ
ん
な
に
面
白
く
な
く
感
ず
る
の
か
も
し
れ
な
い
。



（「

z
春
月
評
」
『
時
事
新
報
』
昭
二
・
三
・
三
一
～
四
・
八
）

創
作
に
対
し
て
は
、
従
来
の
よ
う
に
書
け
な
い
、
気
持
ち
が
進
ま
な
い
と
い
う
状
況
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

1
実
際
、
文
学
そ
の
も
の
・
煩
悶
期
が
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
今
の
時
代
に
対
し
て
、
純
粋
哲
学
が
そ
の
煩
悶
期
に
達
し
て

い
る
よ
う
に
、
純
文
学
に
も
煩
悶
期
が
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
（
中
略
）

　
自
分
は
こ
の
数
ヶ
月
、
創
作
の
筆
が
進
ま
な
い
ま
・
に
、
そ
の
創
作
の
筆
の
進
ま
な
い
原
因
を
い
ろ
く
に
考
え
て
見
て
い
る
が
、
突

き
当
た
る
の
は
、
こ
の
問
題
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
陽
春
月
評
」
）

　
こ
こ
で
は
、
自
身
の
文
学
活
動
の
停
滞
を
〈
文
学
そ
の
も
の
・
煩
悶
〉
か
ら
波
及
さ
れ
る
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
〈
文
学
そ
の

も
の
・
煩
悶
期
が
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
〉
と
い
う
同
時
代
文
学
へ
の
認
識
は
、
間
違
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
や
が
て
広
津
は
、
「
わ
が
心
を

語
る
」
（
『
改
造
』
昭
四
・
六
）
と
い
う
文
章
を
発
表
せ
ざ
る
え
な
く
な
る
。

そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
行
き
方
で
疲
れ
切
っ
て
い
る
。
中
に
は
疲
れ
て
い
な
い
人
々
も
あ
る
が
、
併
し
そ
の
疲
れ
て
い
な
い
人
々
の
昔

な
が
ら
の
作
物
を
見
せ
ら
れ
る
事
に
、
彼
等
と
同
時
代
だ
っ
た
わ
れ
わ
れ
が
最
早
疲
れ
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
1
何
故
な
ら
、
そ
の

行
き
止
る
と
こ
ろ
が
解
っ
て
い
る
か
ら
。

　
芥
川
の
あ
の
自
殺
、
自
由
主
義
が
次
ぎ
の
も
の
に
転
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
転
換
を
前
に
し
て
の
こ
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
の
自

殺
は
、
結
局
、
過
去
の
文
化
の
重
荷
に
動
き
の
取
れ
な
い
、
そ
れ
故
に
神
経
の
す
り
へ
っ
て
行
く
、
或
る
一
団
の
作
家
達
の
苦
悶
の
最
も

顕
著
の
現
れ
だ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
わ
が
心
を
語
る
」
）
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そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
達
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
学
的
思
考
・
方
法
・
技
巧
を
も
っ
て
文
学
的
営
為
を
重
ね
る
。
文
壇
に
と
っ
て
こ
の
時
期
は
、
〈
自

由
主
義
が
次
ぎ
の
も
の
に
転
換
し
〉
よ
う
と
す
る
過
渡
期
で
あ
っ
た
。
広
津
が
、
引
き
あ
い
に
出
し
て
い
る
芥
川
龍
之
介
も
そ
の
混
沌
の
渦
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

の
み
込
ま
れ
た
一
人
で
あ
っ
た
。
芥
川
と
は
煩
悶
の
レ
ベ
ル
こ
そ
違
う
も
の
の
、
広
津
自
身
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
こ
の
時
期
の
広

津
の
戯
曲
作
品
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
広
津
が
い
か
な
る
文
学
的
模
索
を
し
て
い
た
の
か
、
ど
こ
へ
向
か
お
う
と
し
て
い
た
の
か
を
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

広
津
戯
曲
の
パ
タ
ー
ン

　
広
津
の
戯
曲
は
、
十
二
作
品
あ
る
。
ま
ず
は
、
そ
の
概
要
を
み
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　
「
勝
者
敗
者
」
（
『
婦
女
界
』
大
十
五
・
四
）
は
、
恋
愛
の
か
け
ひ
き
が
メ
イ
ン
と
な
っ
て
い
る
。
舞
踏
会
の
夜
、
光
子
に
惚
れ
て
い
る
小
川
が

柴
田
に
、
光
子
を
口
説
け
る
も
の
な
ら
口
説
い
て
み
ろ
、
と
〈
挑
戦
〉
を
し
か
け
る
。
小
川
は
純
情
青
年
で
あ
り
、
柴
田
は
軟
派
の
青
年
で
あ

る
。
柴
田
は
実
際
に
光
子
を
口
説
き
、
成
功
す
る
。
し
か
し
、
光
子
は
そ
れ
が
男
同
士
の
〈
挑
戦
〉
だ
っ
た
と
知
り
、
今
度
は
逆
に
柴
田
を
口

説
き
落
と
す
と
い
う
仕
返
し
を
す
る
。
最
後
に
痛
い
目
に
遭
わ
さ
れ
た
柴
田
は
呆
然
と
す
る
。

　
「
海
浜
小
景
」
（
『
中
央
公
論
』
大
十
五
・
八
）
は
、
三
人
の
青
年
の
、
避
暑
地
で
の
一
場
面
で
あ
る
。
純
情
な
青
年
三
好
と
、
物
事
の
道
理
は

判
っ
て
い
な
が
ら
、
実
際
行
動
に
は
う
つ
せ
な
い
青
年
立
花
、
そ
し
て
行
動
派
の
池
上
の
恋
模
様
を
描
い
て
い
る
。
三
好
は
、
立
花
の
助
言
も

あ
っ
て
、
思
い
切
っ
て
み
ね
子
に
告
白
し
、
接
吻
を
し
よ
う
と
す
る
が
失
敗
す
る
。
み
ね
子
に
軽
蔑
さ
れ
た
と
思
い
込
ん
だ
三
好
だ
っ
た
が
、

思
わ
ぬ
み
ね
子
の
発
言
で
、
三
好
の
恋
は
成
就
す
る
。
一
方
、
立
花
は
自
分
の
こ
と
と
な
る
と
ま
っ
た
く
動
け
な
く
な
る
。
立
花
は
未
亡
人
で

あ
る
し
づ
子
に
思
い
を
寄
せ
て
い
る
が
、
な
か
な
か
言
葉
に
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
そ
ん
な
自
分
に
嫌
気
が
さ
し
、
自
己
嫌
悪
に
陥
る
。
結
局
、

同
じ
く
し
づ
子
に
思
い
を
寄
せ
る
池
上
が
、
し
づ
子
を
口
説
き
落
と
す
。
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「
踊
り
子
美
智
子
」
（
『
婦
女
界
』
大
十
五
・
八
）
は
、
奇
抜
な
結
末
が
用
意
さ
れ
た
戯
曲
で
あ
る
。
藤
原
美
智
子
は
、
蛇
の
踊
り
で
世
界
的
に

も
評
価
さ
れ
て
い
る
ダ
ン
サ
ー
で
あ
る
。
美
智
子
の
舞
台
に
小
柴
優
吉
と
箕
田
卓
蔵
は
や
っ
て
く
る
が
、
箕
田
は
、
美
智
子
が
か
つ
て
自
分
が

捨
て
た
女
お
君
だ
と
わ
か
る
。
美
智
子
と
面
識
が
あ
る
小
柴
は
、
楽
屋
に
箕
田
を
連
れ
て
行
き
、
美
智
子
と
ひ
き
会
わ
せ
る
。
箕
田
は
、
美
智

子
を
捨
て
た
こ
と
を
詫
び
、
今
で
も
愛
し
て
い
る
と
言
う
。
し
か
し
、
美
智
子
は
、
い
ま
で
も
変
わ
ら
な
い
箕
田
へ
の
思
い
と
は
裏
腹
に
箕
田

を
許
せ
な
い
と
い
う
思
い
を
も
抱
く
。
美
智
子
は
、
舞
台
裏
の
ほ
う
へ
箕
田
を
連
れ
て
行
き
、
〈
親
友
〉
で
あ
る
大
蛇
を
美
智
子
と
と
も
に
箕
田

に
巻
き
つ
け
る
。
箕
田
は
巻
き
つ
け
ら
れ
た
蛇
の
せ
い
で
死
ん
で
し
ま
う
。

　
「
八
月
の
夜
」
（
『
婦
人
公
論
』
大
十
五
・
十
）
は
、
カ
ッ
フ
ェ
ー
の
娘
の
恋
模
様
を
描
い
て
い
る
。
金
宝
軒
の
娘
で
あ
る
お
は
る
は
、
店
に
で

て
も
恋
人
で
あ
る
望
月
を
待
っ
て
い
る
。
な
か
な
か
店
に
こ
な
い
望
月
に
苛
立
ち
、
店
で
働
く
お
よ
し
に
も
ヒ
ス
テ
リ
カ
ル
に
振
る
舞
っ
て
し

ま
う
。
お
は
る
の
専
ら
の
悩
み
は
、
望
月
が
「
現
状
維
持
が
一
番
い
い
の
さ
」
と
い
っ
て
、
二
人
の
関
係
を
は
っ
き
り
さ
せ
ず
に
い
る
こ
と
に

あ
る
。
お
は
る
は
、
望
月
を
忘
れ
よ
う
と
す
る
が
で
き
ず
、
結
局
現
状
維
持
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
戯
曲
の
後
半
部
分
で
は
、
カ
ッ
フ
ェ
ー
の
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

子
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
お
り
、
躍
動
感
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
男
の
心
・
女
の
心
」
（
『
女
性
』
大
十
五
・
十
二
）
は
、
男
女
の
心
理
劇
と
い
っ
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
喫
茶
店
を
営
む
女
が
、
男
の
留
守
中

に
浮
気
を
し
て
し
ま
う
。
そ
の
浮
気
を
見
破
っ
て
男
が
帰
っ
て
く
る
。
男
が
店
で
女
を
問
い
た
だ
し
て
い
る
間
に
、
女
と
関
係
し
た
男
の
代
理

人
が
強
請
に
く
る
。
咄
嵯
に
、
男
は
女
を
か
ば
っ
て
、
代
理
人
を
や
り
こ
め
て
し
ま
う
。
結
局
、
女
と
は
別
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
男
は
自
嘲

気
味
に
朝
を
迎
え
る
。
浮
気
に
至
っ
て
し
ま
っ
た
女
の
心
理
と
、
そ
の
浮
気
を
容
認
し
た
も
の
の
、
女
と
別
れ
ら
れ
ず
に
い
る
男
の
心
理
が
対

照
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
「
生
き
て
行
く
」
（
『
婦
女
界
』
昭
二
・
一
～
三
）
は
、
心
臓
病
を
患
っ
た
大
崎
貞
蔵
と
そ
の
妻
で
あ
る
と
き
子
の
や
り
と
り
が
主
と
な
り
、
構

成
さ
れ
て
い
る
。
画
家
で
あ
る
大
崎
は
、
病
気
の
た
め
か
不
機
嫌
や
憂
欝
が
昂
じ
、
自
分
の
画
が
描
け
ず
に
い
る
。
だ
が
、
食
べ
て
い
く
た
め

に
は
、
擦
筆
の
仕
事
な
ど
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
不
機
嫌
が
生
じ
、
病
状
も
良
く
な
ら
な
い
。
そ
ん
な
夫
を
み
る
に
み
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か
ね
た
と
き
子
は
、
元
絵
画
モ
デ
ル
と
い
う
こ
と
を
生
か
し
て
、
大
崎
の
友
人
で
あ
る
柏
木
友
次
郎
の
と
こ
ろ
ヘ
モ
デ
ル
と
し
て
勤
め
る
よ
う

に
な
る
。
だ
が
、
大
崎
は
、
柏
木
と
と
き
子
の
仲
を
疑
い
、
嫉
妬
す
る
。
つ
い
に
は
、
と
き
子
と
の
言
い
争
い
の
最
中
に
金
槌
で
自
分
の
心
臓

を
叩
き
、
死
ん
で
し
ま
う
。

　
「
情
熱
」
（
『
文
芸
春
秋
』
昭
二
・
四
）
は
、
喜
劇
で
あ
る
。
二
ヶ
月
間
離
れ
ば
な
れ
に
な
る
北
野
と
友
千
代
だ
が
、
そ
の
別
れ
の
夜
に
居
合
わ

せ
た
富
田
は
、
二
人
の
気
持
ち
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
夜
、
富
田
は
銀
座
で
北
野
に
声
を
か
け
ら
れ
、
有
頂
天
に
な
っ
て
い
た
。

な
ぜ
な
ら
、
富
田
は
万
年
新
聞
記
者
で
う
だ
つ
が
上
が
ら
な
い
の
に
比
べ
、
北
野
は
事
業
で
成
功
し
て
お
り
、
今
で
は
天
と
地
と
の
差
が
あ
る

ほ
ど
待
遇
が
違
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
北
野
が
以
前
と
変
わ
ら
ぬ
友
情
を
し
め
し
て
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
夜
、
美
形
で
あ

る
友
千
代
と
席
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
。
友
千
代
と
北
野
は
、
遠
回
し
に
富
田
に
帰
る
よ
う
促
す
が
、
富
田
は
気
が
つ
か
な
い
。
つ

い
に
、
友
千
代
が
「
好
い
加
減
に
な
さ
い
」
と
言
葉
を
ぶ
つ
け
、
富
田
は
す
ご
す
ご
と
帰
る
。
し
か
し
、
富
田
が
帰
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

友
千
代
は
、
さ
き
ほ
ど
富
田
に
ぶ
つ
け
た
苛
立
ち
で
気
が
抜
け
た
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
、
北
野
と
接
吻
も
で
き
な
い
。

　
「
妻
」
（
『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
昭
三
・
六
）
で
は
、
庄
三
と
そ
の
妻
時
子
と
時
子
の
従
姉
妹
園
子
の
三
角
関
係
が
描
か
れ
て
い
る
。
庄
三
と
園
子

と
の
浮
気
が
、
時
子
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
時
子
は
、
幼
い
頃
か
ら
園
子
に
劣
等
感
を
抱
い
て
お
り
、
こ
の
時
と
ば
か
り
に
、
妻
の
優
越
感

を
も
っ
て
園
子
を
や
り
こ
め
る
。
庄
三
は
、
そ
ん
な
時
子
に
距
離
を
感
じ
る
。
ま
た
、
時
子
は
時
子
で
夫
や
園
子
を
や
り
こ
め
た
後
、
虚
脱
感

の
た
め
か
泣
き
出
し
て
し
ま
う
。

　
「
第
二
の
秘
密
」
（
『
現
代
』
昭
三
・
十
二
）
も
、
夫
の
浮
気
を
め
ぐ
る
戯
曲
と
な
っ
て
い
る
。
画
家
で
あ
る
小
杉
繁
作
は
妻
京
子
の
ヒ
ス
テ
リ

イ
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
京
子
の
遠
縁
の
娘
で
あ
る
町
子
が
遊
び
に
く
る
。
繁
作
は
町
子
に
過
去
の
恋
愛
を
話
し
は
じ
め
る
。
と
こ
ろ

が
、
か
つ
て
繁
作
が
好
意
を
持
っ
た
女
性
は
、
町
子
の
叔
母
に
あ
た
り
、
そ
れ
に
気
が
つ
い
た
町
子
に
繁
作
は
狼
狽
す
る
。
狼
狽
す
る
繁
作
に

町
子
は
「
新
し
く
秘
密
を
作
っ
た
ら
…
…
」
と
接
吻
を
す
る
。

　
「
激
情
曲
」
（
『
文
芸
春
秋
』
昭
四
・
八
）
は
、
喜
劇
で
あ
る
。
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
足
立
は
、
有
夫
の
貞
子
に
恋
を
し
て
い
る
。
足
立
は
、
貞
子
に
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思
い
を
告
げ
よ
う
と
家
に
来
て
も
ら
う
よ
う
手
紙
を
出
す
。
一
人
で
は
心
細
く
、
友
人
の
小
西
に
も
来
て
も
ら
う
。
足
立
は
貞
子
に
愛
の
告
白

を
す
る
が
、
真
に
は
受
け
取
っ
て
も
ら
え
な
い
。
二
人
の
話
題
は
音
楽
へ
と
移
り
、
貞
子
は
「
激
情
曲
」
の
足
立
の
弾
き
方
に
注
文
を
つ
け
る
。

そ
れ
に
足
立
は
音
楽
家
ら
し
く
反
抗
し
、
結
果
と
し
て
罵
り
あ
っ
て
し
ま
う
。
貞
子
が
帰
っ
た
後
、
告
白
の
結
果
を
聞
こ
う
と
し
た
小
西
が
足

立
に
「
君
、
恋
愛
は
？
」
と
尋
ね
る
と
、
足
立
は
我
に
か
え
り
、
自
分
は
恋
を
し
て
い
た
の
だ
と
思
い
出
す
。

　
「
幸
子
の
心
持
」
（
『
週
刊
朝
日
』
昭
五
・
七
）
は
、
吉
川
弘
二
と
幸
子
の
恋
愛
物
語
で
あ
る
。
横
浜
で
ダ
ン
サ
ー
を
し
て
い
る
幸
子
は
吉
川
に

思
い
を
寄
せ
て
い
る
。
一
方
、
吉
川
は
物
静
か
な
静
子
に
惚
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
静
子
に
は
恋
人
ら
し
い
交
際
は
拒
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
へ
、

知
り
合
い
で
あ
っ
た
幸
子
が
蓮
っ
葉
を
装
い
、
吉
川
を
誘
う
。
一
夜
を
と
も
に
し
た
翌
朝
、
吉
川
は
幸
子
に
弄
ば
れ
た
と
口
に
し
、
後
悔
す
る
。

そ
れ
で
も
幸
子
は
「
愛
し
て
く
だ
さ
っ
た
」
と
言
い
残
し
、
そ
の
場
を
去
ろ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
、
吉
川
は
幸
子
の
愛
情
に
気
が
つ
く
。

　
「
男
装
の
女
」
（
『
日
本
国
民
』
昭
七
・
五
）
は
、
唯
一
の
時
代
も
の
で
あ
る
。
明
治
十
年
春
の
西
南
役
に
お
け
る
、
熊
本
城
攻
囲
中
の
協
同
隊

を
題
材
に
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
女
人
禁
制
の
協
同
隊
の
幹
部
で
あ
る
宮
崎
八
郎
の
と
こ
ろ
へ
通
う
妻
波
子
。
同
じ
く
幹
部
の
高
田
露
、
田
中

賢
道
が
、
通
っ
て
く
る
波
子
を
み
つ
け
、
隊
則
違
反
だ
と
し
て
斬
ろ
う
と
す
る
が
、
波
子
の
宮
崎
を
思
う
一
生
懸
命
さ
に
胸
を
打
た
れ
、
結
局

斬
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
以
上
、
広
津
の
戯
曲
作
品
に
つ
い
て
概
要
を
紹
介
し
た
が
、
そ
の
多
く
は
男
と
女
の
仲
を
題
材
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
男
女
の
恋
の
か
け
ひ

き
（
「
勝
者
敗
者
」
・
「
男
の
心
・
女
の
心
」
）
で
あ
る
と
か
、
恋
愛
に
お
け
る
苦
悩
（
「
海
浜
小
景
」
）
、
ま
た
、
妻
の
ヒ
ス
テ
リ
イ
や
夫
の
浮
気
（
「
妻
」
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

「
第
二
の
秘
密
」
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
広
津
の
戯
曲
の
三
分
の
一
が
婦
人
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
事
情
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
れ
も
一
つ
の
傾
向
と
い
っ
て
い
い
と
思
う
が
、
戯
曲
的
効
果
を
狙
っ
て
か
、
最
後
は
予
想
も
つ
か
な
い
結
末
で
締
め
く
く
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ

る
〈
ど
ん
で
ん
返
し
〉
の
パ
タ
ー
ン
が
多
い
（
「
勝
者
敗
者
」
・
「
海
浜
小
景
」
・
「
踊
り
子
美
智
子
」
・
「
生
き
て
行
く
」
・
「
情
熱
」
・
「
第
二
の
秘
密
」
・

「
激
情
曲
」
・
「
幸
子
の
心
持
」
）
。
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戯
曲
「
生
き
て
行
く
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
こ
の
な
か
で
〈
広
津
和
郎
の
戯
曲
の
代
表
作
〉
と
い
わ
れ
て
い
る
作
品
が
「
生
き
て
行
く
」
で
あ
る
。
さ
き
ほ
ど
紹
介
し
た
よ
う
に
、
こ
の

作
品
で
は
夫
婦
間
の
や
り
と
り
が
主
と
な
っ
て
い
て
、
｝
見
、
広
津
の
戯
曲
パ
タ
ー
ン
か
ら
外
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
「
生

き
て
行
く
」
の
主
人
公
で
あ
る
大
崎
貞
蔵
の
救
い
よ
う
の
な
い
、
欝
々
と
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
他
の
戯
曲
作
品
と
比
べ
、
異
彩
を
放
っ
て
い

る
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
広
津
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

大
正
十
四
、
五
年
頃
私
が
「
婦
女
界
」
に
連
載
し
た
「
生
き
て
行
く
」
と
い
ふ
三
幕
物
の
芝
居
で
、
婦
人
雑
誌
だ
か
ら
と
云
つ
て
調
子
を

下
ろ
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
私
は
ほ
ん
気
で
書
い
た
の
で
あ
る
が
、
一
向
評
判
に
な
ら
な
か
つ
た
。
書
い
た
の
が
婦
人
雑
誌
な
の
で
、
文

壇
で
は
問
題
に
し
な
か
つ
た
の
だ
と
思
つ
て
ゐ
た
が
、
私
自
身
は
ひ
そ
か
に
自
負
を
持
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
は
小
説
の
方
の
処
女
作
で
あ
る

「
神
経
病
時
代
」
以
来
そ
れ
に
聯
関
し
た
テ
ー
マ
と
し
て
私
が
追
求
し
て
ゐ
た
も
の
で
、
私
と
し
て
は
最
も
本
格
的
な
作
品
の
つ
も
り
で

あ
つ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
私
も
脚
本
を
書
い
た
」
『
演
劇
』
昭
二
十
六
・
六
）
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こ
の
発
言
か
ら
も
読
み
と
れ
る
よ
う
に
、
広
津
は
か
な
り
力
を
入
れ
て
「
生
き
て
行
く
」
の
執
筆
に
取
り
組
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
創
作
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

た
戯
曲
の
多
く
は
一
幕
物
だ
が
、
こ
の
作
品
は
三
幕
物
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
〈
「
神
経
病
時
代
」
以
来
そ
れ
に
聯
関
し
た
テ
ー
マ
〉
と
あ
る

よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
〈
性
格
破
産
〉
者
の
系
列
作
品
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
「
生
き
て
行
く
」
の
主
人
公
で
あ
る
大
崎
は
、
先
天
的
な
心
臓
病
を
患
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
そ
こ
か
ら
く
る
不
機
嫌
、
憂
薔
、
痛
癩
に
自

分
自
身
を
持
て
余
し
て
い
る
。



自
分
で
も
そ
れ
に
気
が
つ
い
て
い
る
よ
。
併
し
俺
の
不
機
嫌
に
な
っ
て
来
る
時
は
、
俺
は
自
分
で
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
ん
だ
。
年
々
不

機
嫌
に
な
っ
て
行
く
。
日
と
共
に
不
機
嫌
に
な
っ
て
行
く
。
生
き
て
い
る
事
は
、
不
機
嫌
に
な
っ
て
行
く
こ
と
な
ん
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
生
き
て
行
く
」
）

　
こ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
創
造
は
、
広
津
が
描
い
て
き
た
〈
性
格
破
産
〉
者
の
要
素
ー
1
憂
欝
・
意
思
の
欠
如
・
実
行
力
の
欠
如
・
敏
感
す
ぎ

る
神
経
・
弱
い
身
体
・
消
極
的
自
己
解
釈
1
を
充
分
ふ
く
ま
せ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
〈
性
格
破
産
〉
者
に
つ
い
て
、
少
し
言
及

し
て
お
き
た
い
。
広
津
の
言
葉
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

ト
ル
ス
ト
イ
が
流
行
し
、
最
初
は
そ
の
精
神
的
な
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
が
青
年
を
感
動
さ
せ
て
ゐ
た
が
、
そ
の
中
に
そ
の
精
神
的
と
い
ふ
点
だ

け
が
残
り
、
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
の
方
は
何
処
か
に
消
え
て
行
つ
て
し
ま
ふ
と
共
に
、
次
い
で
ベ
ル
グ
ソ
ン
な
ど
が
流
行
し
、
創
造
の
哲
学
、

生
命
の
哲
学
に
青
年
は
有
頂
天
に
な
り
、
個
性
の
無
限
の
成
長
の
可
能
を
人
々
は
賛
美
し
て
ゐ
た
。
併
し
私
は
さ
う
し
た
知
識
青
年
達
の
、

口
で
は
生
命
の
無
限
の
成
長
を
唱
へ
な
が
ら
、
そ
の
性
格
が
事
に
当
つ
て
実
行
力
が
な
く
、
忍
耐
力
が
な
く
、
甚
だ
頼
り
な
い
も
の
で
あ

る
事
が
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
「
神
経
病
時
代
」
の
後
に
書
い
た
「
二
人
の
不
幸
者
」
の
序
文
で
私
は
知
識
青
年
層
の
か

う
し
た
弱
さ
を
「
性
格
破
産
」
と
名
づ
け
て
論
じ
た
が
、
つ
ま
り
後
年
の
言
葉
で
云
え
ば
、
「
イ
ン
テ
リ
の
弱
さ
と
脆
さ
」
と
い
ふ
も
の
が
、

そ
の
当
時
か
ら
私
に
気
に
な
つ
て
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
あ
と
が
き
」
『
神
経
病
時
代
・
若
き
日
』
岩
波
文
庫
版
　
昭
二
十
六
・
十
二
）
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広
津
が
言
う
と
こ
ろ
の
〈
知
識
青
年
達
の
、
口
で
は
生
命
の
無
限
の
成
長
を
唱
へ
な
が
ら
、
そ
の
性
格
が
事
に
当
つ
て
実
行
力
が
な
く
、
忍

耐
力
が
な
く
、
甚
だ
頼
り
な
い
〉
〈
弱
さ
〉
は
、
大
崎
に
も
当
て
は
ま
る
。
そ
の
点
で
「
生
き
て
行
く
」
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
＜
性
格
破
産
〉
者
の



系
列
に
属
す
る
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
戯
曲
と
し
て
の
構
造
に
主
眼
を
お
い
て
読
み
解
く
こ
と
と
し
た
い
。

「
生
き
て
行
く
」
の
構
図

保
昌
正
夫
は
「
勝
者
敗
者
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

「
勝
者
敗
者
」
の
作
り
は
、
た
し
か
に
「
喜
劇
」

作
法
の
原
型
と
い
っ
て
よ
い
形
を
み
せ
て
い
る
。

基
本
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

調
で
あ
っ
て
、
若
い
男
女
の
関
係
を
勝
ち
負
け
に
構
図
し
て
お
り
、
こ
の
作
者
の
戯
曲

（
中
略
）
若
い
男
女
関
係
の
「
図
案
化
」
（
1
1
「
活
人
画
」
化
）
が
作
者
の
戯
曲
創
作
の

　
　
　
　
（
「
広
津
和
郎
の
戯
曲
1
『
生
き
て
行
く
』
ま
で
」
『
悲
劇
喜
劇
』
平
七
・
十
こ

　
保
昌
が
指
摘
す
る
広
津
の
〈
戯
曲
創
作
の
基
本
〉
で
あ
る
〈
図
案
化
〉
、
〈
「
活
人
画
」
化
〉
は
、
「
勝
者
敗
者
」
の
み
な
ら
ず
、
「
生
き
て
行
く
」

に
も
応
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
〈
図
案
化
〉
、
〈
「
活
人
画
」
化
〉
は
、
劇
空
間
内
の
人
物
配
置
が
、
わ
か
り
や
す
く
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

と
理
解
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
作
品
で
は
、
生
き
る
こ
と
に
前
向
き
で
、
何
事
に
対
し
て
も
正
論
で
対
処
し
て
い
く
と
き
子
と
、
何
に
対
し
て

も
卑
屈
な
態
度
を
と
り
、
と
き
子
の
正
論
を
理
解
は
で
き
る
も
の
の
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
大
崎
の
対
照
的
な
構
図
で
あ
る
。
こ
れ

に
加
え
て
、
柏
木
友
次
郎
と
い
う
大
崎
の
友
人
の
画
家
が
登
場
し
、
三
角
関
係
を
生
じ
さ
せ
る
。
さ
ら
に
柏
木
は
画
家
と
し
て
も
成
功
を
収
め

て
い
る
の
に
対
し
、
大
崎
は
そ
の
才
能
を
認
め
ら
れ
て
い
な
が
ら
も
、
成
功
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
何
か
問
題

が
起
き
そ
う
だ
と
い
う
予
兆
は
用
意
さ
れ
て
お
り
、
戯
曲
構
成
の
〈
図
案
化
〉
、
〈
「
活
人
画
」
化
〉
は
成
立
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
主
人
公
の
大
崎
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
て
、
大
崎
の
妻
で
あ
る
と
き
子
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
み
て
い
き
た
い
。

　
と
き
子
は
、
病
気
で
あ
る
夫
に
対
し
て
献
身
的
に
看
護
す
る
、
良
妻
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
タ
イ
プ
の
女
性
と
し
て
登
場
す
る
。
大
崎
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と
結
婚
す
る
前
は
、
絵
の
モ
デ
ル
を
し
て
お
り
、
モ
デ
ル
時
代
は
大
崎
の
仲
間
か
ら
崇
拝
さ
れ
る
ほ
ど
、
一
目
置
か
れ
て
い
た
。

べ
た
が
、
と
き
子
は
大
崎
と
対
照
的
で
、
何
よ
り
希
望
に
充
ち
、
前
向
き
な
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
き
に
も
述

ね
え
、
あ
な
た
、
そ
し
て
あ
な
た
も
お
身
体
が
直
っ
て
、
好
い
絵
を
お
描
き
に
な
っ
て
、
幸
福
に
な
り
ま
し
ょ
う
ね
、
幸
福
に
。

度
幸
福
に
な
れ
ま
す
わ
。
ね
、
ほ
ん
と
う
に
、
ほ
ん
と
う
に
幸
福
に
な
れ
ま
す
わ
。

（
間
）
屹

　
と
き
子
は
、
夫
に
嫌
な
仕
事
を
さ
せ
た
く
な
い
た
め
に
、
職
業
婦
人
に
な
っ
て
働
こ
う
と
い
う
。
夫
の
心
臓
に
負
担
が
か
か
る
と
わ
か
れ
ば
、

夫
婦
の
接
近
を
あ
く
ま
で
拒
む
。
極
端
な
ほ
ど
正
論
づ
く
し
で
あ
る
。
と
き
子
の
希
望
に
充
ち
た
、
ひ
た
む
き
さ
は
、
の
ち
の
「
風
雨
強
か
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

べ
し
」
の
ヒ
サ
ヨ
に
も
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
対
照
的
な
大
崎
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
際
立
た
せ
る
点
で
、
充
分
に
効
果
を

発
揮
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

行
き
詰
ま
り
の
果
て
ー
大
崎
の
死

　
で
は
、
夫
で
あ
る
大
崎
は
ど
う
か
。
一
時
的
に
、
自
分
ら
し
い
絵
を
描
く
と
い
う
希
望
を
抱
く
が
、
す
ぐ
に
卑
屈
に
な
り
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な

思
考
に
陥
る
。
た
と
え
ば
、
若
き
友
人
で
あ
る
宮
田
と
比
べ
て
、
以
下
の
よ
う
な
会
話
を
交
わ
す
。
食
べ
て
い
く
た
め
に
、
不
本
意
な
仕
事
を

こ
な
す
と
い
う
場
面
で
あ
る
。

宮
田
　
だ
っ
て
、
そ
の
位
の
事
、
誰
だ
っ
て
や
っ
て
い
ま
す
よ
。
随
分
有
名
な
人
達
だ
っ
て
や
っ
て
い
ま
す
よ
。
1
僕
も
兄
貴
に
貰
う

　
金
だ
け
で
は
、
カ
ン
ヴ
ァ
ス
の
大
き
い
の
が
買
え
な
い
の
で
、
擦
筆
の
肖
像
を
描
い
て
お
金
を
儲
け
よ
う
か
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
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大
崎
　
君
の
よ
う
な
心
持
で
い
れ
ば
、
何
も
恐
れ
る
事
は
な
い
よ
。
何
も
恐
れ
な
け
れ
ば
、
何
も
害
に
な
る
事
は
な
い
ん
だ
。

　
望
が
あ
れ
ば
、
物
事
は
総
て
過
程
に
過
ぎ
な
い
。
併
し
、
希
望
が
な
け
れ
ば
、
物
事
は
一
つ
一
つ
が
み
な
行
詰
り
だ
。

　
大
崎
は
、
何
に
お
い
て
も
積
極
的
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
た
と
え
希
望
を
抱
い
た
と
し
て
も
持
続
し
な
い
。

か
、
希
望
や
明
る
さ
が
み
え
た
途
端
、
大
崎
は
そ
れ
ら
を
排
除
し
て
し
ま
う
。

（
中
略
）
希

持
続
し
な
い
ど
こ
ろ

大
崎
　
お
前
は
一
日
一
日
快
活
に
な
っ
て
行
く
。
お
前
が
外
か
ら
持
っ
て
来
る
快
活
の
風
が
、
俺
に
は
ぴ
っ
た
り
来
な
い
ん
だ
。

と
き
子
　
わ
た
し
解
り
ま
せ
ん
わ
。
何
を
云
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
か
、
わ
た
し
に
は
解
り
ま
せ
ん
わ
。

大
崎
　
俺
は
こ
ん
な
事
を
云
う
自
分
に
恥
じ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
お
前
が
働
き
に
行
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
毎
日
毎
日
、
眼
に
見
え

　
て
生
き
生
き
し
て
行
く
。
1
そ
の
お
前
を
生
き
生
き
さ
せ
て
行
く
外
の
風
が
、
俺
に
は
苦
し
い
ん
だ
。
（
吐
き
出
す
よ
う
に
）
あ
あ
、

　
見
っ
と
も
な
い
、
見
っ
と
も
な
い
事
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
だ
が
、
俺
は
嫉
妬
し
て
い
る
ん
だ
。
お
前
の
快
活
を
嫉
妬
し
て
い
る
ん
だ
。

　
と
き
子
が
柏
木
の
と
こ
ろ
ヘ
モ
デ
ル
と
し
て
出
か
け
て
い
く
よ
う
に
な
り
、
大
崎
は
と
き
子
の
変
化
を
敏
感
に
察
知
す
る
。
大
崎
は
、
希
望

や
明
る
さ
を
求
め
て
い
な
が
ら
、
結
局
は
拒
み
、
受
け
つ
け
よ
う
と
は
し
な
い
。
こ
こ
で
大
崎
に
つ
い
て
、
特
に
注
目
し
た
い
点
が
あ
る
。
そ

れ
は
先
天
的
な
心
臓
病
で
あ
る
。

俺
の
心
臓
は
癒
り
っ
こ
は
あ
り
ゃ
し
な
い
ん
だ
。
医
者
も
云
っ
て
い
た
通
り
、
先
天
的
な
ん
だ
か
ら
な
。
先
祖
代
代
の
奴
が
ア
ル
コ
オ
ル

を
飲
み
す
ぎ
た
た
め
の
故
障
な
ん
だ
そ
う
だ
か
ら
、
俺
の
一
生
の
養
生
じ
ゃ
、
と
て
も
癒
り
っ
こ
な
い
ん
だ
。
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大
崎
の
こ
の
持
病
は
、
大
崎
の
身
体
は
お
ろ
か
、
精
神
さ
え
も
蝕
ん
で
い
る
。
い
や
、
後
者
の
方
に
よ
り
、
大
崎
は
参
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
先
天
的
な
心
臓
病
に
よ
る
心
悸
充
進
は
、
大
崎
の
身
体
を
苦
し
め
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
で
は
何
よ
り
大
崎
の
病
い
か
ら
く
る
痴
癩
・

不
機
嫌
．
憂
欝
が
強
調
さ
れ
る
。
大
崎
は
始
終
、
痛
癩
・
不
機
嫌
・
憂
登
に
縛
ら
れ
、
結
果
的
に
は
先
天
的
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
、
そ
れ
ら

が
不
可
避
的
な
も
の
で
あ
る
と
決
定
づ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
逃
れ
よ
う
と
し
て
も
逃
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
大
崎
は
、
自
分
自
身
で

は
持
病
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
の
不
機
嫌
に
参
り
、
憂
骸
で
は
な
い
と
き
子
を
攻
撃
す
る
。
働
き
に
出
る
よ
う

に
な
り
、
明
る
く
な
っ
て
い
く
と
き
子
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
大
崎
は
、
と
き
子
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
を
投
げ
つ
け

る
。

　
お
前
は
単
純
な
女
だ
よ
。
ー
だ
け
れ
ど
、
（
急
に
瞼
し
い
調
子
に
な
る
。
）
そ
の
単
純
が
俺
に
は
又
圧
迫
な
ん
だ
。
お
前
の
明
る
さ
が

俺
に
は
圧
迫
な
ん
だ
。
お
前
の
論
理
は
お
前
に
は
恐
ら
く
一
つ
も
間
違
っ
て
い
な
か
ろ
う
。
正
当
に
働
く
た
め
な
ら
職
業
は
恥
じ
な
い
。

モ
デ
ル
を
し
て
も
い
い
。
良
人
の
病
気
を
癒
さ
せ
る
の
が
急
務
だ
。
そ
の
た
め
に
は
良
人
の
友
人
に
雇
わ
れ
て
も
い
い
。
ー
こ
れ
は
お

前
に
取
っ
て
は
一
つ
も
間
違
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
澄
み
切
っ
た
空
の
よ
う
に
透
明
な
心
理
だ
ろ
う
。
総
て
は
将
来
の
希
望
だ
と
云
え
る

だ
ろ
う
。
1
と
こ
ろ
が
…
…
と
こ
ろ
が
…
…
そ
れ
が
俺
に
取
っ
て
は
、
そ
う
は
行
か
な
い
ん
だ
。
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こ
こ
に
は
、
大
崎
の
限
界
が
あ
る
。
不
機
嫌
や
憂
欝
を
嫌
だ
と
思
っ
て
も
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
希
望
を
求
め
な
が
ら
、

そ
の
希
望
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
排
除
さ
え
し
て
し
ま
う
。
結
局
、
大
崎
は
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
う
し
か
な
い
の
で
あ

る
。
こ
れ
こ
そ
大
崎
の
限
界
で
あ
り
、
行
き
詰
ま
り
の
表
出
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
く
る
と
、
も
う
大
崎
に
は
死
と
い
う
選
択
肢
し
か
残
さ
れ
て

い
な
い
。
こ
こ
に
き
て
大
崎
の
行
き
詰
り
の
果
て
に
た
ど
り
つ
く
死
が
、
自
然
の
流
れ
で
あ
っ
た
こ
と
が
了
承
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



あ
っ
は
は
は
。
1
貴
様
は
生
き
て
い
る
が
い
い
。

あ
ら
ゆ
る
意
味
で
、
破
滅
し
て
い
る
ん
だ
1

こ
の
世
に
用
が
な
い
の
は
こ
の
俺
だ
。
俺
こ
そ
仕
方
の
な
い
身
体
な
ん
だ
。
俺
こ
そ

　
大
崎
は
、
自
ら
振
り
上
げ
た
金
槌
を
、
と
き
子
に
で
は
な
く
、

は
死
ん
で
し
ま
っ
た
大
崎
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
叫
ぶ
。

自
分
の
心
臓
に
向
か
っ
て
打
ち
つ
け
る
。
こ
の
劇
的
展
開
の
あ
と
、
と
き
子

　
イ
ゴ
イ
ス
ト
ー
　
あ
な
た
は
何
だ
っ
て
死
ん
だ
ん
で
す
。
自
分
だ
け
で
解
決
つ
け
て
、
自
分
だ
け
で
苦
痛
か
ら
の
が
れ
て
行
っ
て
、
わ

た
し
に
記
憶
の
幽
霊
を
背
負
わ
せ
よ
う
と
し
て
。
一
生
わ
た
し
に
記
憶
の
重
荷
を
背
負
わ
せ
よ
う
と
し
て
。
ー
イ
ゴ
イ
ス
ト
1
　
何
で

わ
た
し
は
死
ん
で
や
る
も
の
か
。
あ
な
た
の
幽
霊
な
ん
か
に
つ
ぶ
さ
れ
て
堪
る
も
の
か
。
（
間
）
生
き
て
行
く
と
も
、
わ
た
し
は
生
き
て
い

く
と
も
。
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い
さ
さ
か
喜
劇
的
で
す
ら
あ
る
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
だ
が
、
と
き
子
は
こ
こ
で
も
前
向
き
な
言
葉
を
発
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
ま
で
、
大
崎
と

と
き
子
の
対
照
的
な
構
図
は
崩
れ
る
こ
と
は
な
い
。
痛
癩
・
不
機
嫌
・
憂
欝
に
苛
ま
れ
、
し
か
し
、
そ
の
欝
々
と
し
た
世
界
か
ら
抜
け
だ
す
こ

と
も
で
き
ず
、
自
分
を
〈
こ
の
世
に
用
が
な
い
の
は
こ
の
俺
だ
〉
と
し
、
自
殺
す
る
大
崎
。
一
方
、
夫
の
残
像
す
ら
心
に
留
め
る
こ
と
を
拒
み
、

生
き
よ
う
と
す
る
と
き
子
。
滅
ぶ
べ
く
し
て
滅
ぶ
大
崎
と
〈
生
き
て
行
く
〉
決
心
を
す
る
と
き
子
が
象
徴
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
身

体
的
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
精
神
的
病
い
に
冒
さ
れ
た
人
間
へ
の
挟
別
と
一
方
で
、
そ
う
で
は
な
い
人
間
の
〈
生
〉
の
肯
定
と
が
読
み
と
れ

る
。
こ
の
挟
別
と
〈
生
〉
の
肯
定
が
、
の
ち
の
作
品
に
も
投
影
さ
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
と
き
子
の
〈
記
憶
の
幽
霊
〉
と
い

う
言
葉
は
「
わ
が
心
を
語
る
」
に
あ
る
〈
抱
月
の
幽
霊
〉
や
〈
チ
ェ
エ
ホ
フ
の
幽
霊
〉
へ
と
つ
な
が
る
言
葉
で
あ
ろ
う
。
広
津
は
、
島
村
抱
月
、

チ
ェ
ー
ホ
フ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
語
る
。



私
が
早
稲
田
に
在
学
中
、
い
ろ
い
ろ
な
先
生
に
教
を
受
け
た
が
、
島
村
抱
月
ほ
ど
心
に
残
る
人
は
い
な
か
っ
た
。
（
中
略
）
虚
無
的
な
眼
の

魅
力
1
そ
う
し
た
魅
力
に
掴
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）

　
だ
が
、
こ
ん
な
行
詰
り
の
、
そ
れ
以
上
に
道
の
開
け
よ
う
の
な
い
、
滅
び
て
行
く
事
に
喜
び
を
感
ず
る
よ
う
な
魅
力
に
捉
わ
れ
て
い
る

と
い
う
事
が
、
私
に
は
堪
え
ら
れ
な
い
と
に
な
っ
て
来
た
。

　
君
の
存
在
を
知
っ
た
と
い
う
事
が
私
の
心
を
高
め
て
く
れ
た
事
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
と
共
に
、
私
が
ど
う
と
も
こ
う
と
も
出
来
な
い
と

こ
ろ
に
落
込
む
の
を
も
君
は
確
か
に
手
伝
っ
て
く
れ
た
。
1
そ
こ
で
、
君
は
死
ん
だ
か
ら
も
う
い
い
が
、
生
き
て
い
る
私
は
、
ど
う
し

て
も
こ
の
行
き
づ
ま
り
の
穴
の
中
か
ら
這
い
上
が
っ
て
、
そ
し
て
後
れ
馳
せ
な
が
ら
、
君
の
時
代
と
は
違
っ
た
意
思
で
、
改
め
て
今
の
日

本
を
見
直
し
、
そ
の
進
む
べ
き
方
向
を
見
つ
け
、
そ
れ
へ
向
か
っ
て
進
ん
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
（
「
わ
が
心
を
語
る
」
）

　
広
津
は
、
計
り
知
れ
な
い
影
響
を
島
村
抱
月
や
チ
ェ
ー
ホ
フ
ら
か
ら
受
け
て
い
る
。
そ
の
影
響
か
ら
逃
れ
て
、
新
し
い
文
学
的
方
向
性
を
見

極
め
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
「
挟
別
宣
言
」
が
こ
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
と
き
子
が
大
崎
に
こ
の
こ
と
ば
を
投
げ
つ
け
た
よ
う
に
、
後
年
、
「
わ

が
心
を
語
る
」
の
な
か
で
広
津
も
自
身
に
影
響
を
与
え
た
作
家
や
ロ
シ
ア
作
家
に
対
し
て
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
ば
を
投
げ
つ
け
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

　
広
津
の
戯
曲
創
作
は
、
小
説
の
〈
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
〉
を
脱
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
広

津
の
戯
曲
は
近
代
文
学
史
上
に
一
石
を
投
じ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
広
津
は
た
だ
文
壇
の
戯
曲
ブ
ー
ム
に
便
乗
し
た
だ
け
な
の
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
戯
曲
創
作
を
試
み
る
こ
と
は
、
広
津
の
文
学
的
営
為
の
な
か
で
は
必
然
の
流
れ
で
あ
っ
た
。
広
津
は
、
ど
ん
ど
ん
行

き
詰
ま
っ
て
い
く
自
身
の
文
学
に
対
し
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
し
た
。
広
津
が
戯
曲
創
作
に
乗
り
出
し
た
の
は
、
ど
う
に
か
し
て
文
学
的
煩
悶

の
な
か
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
し
た
苦
悶
の
裏
返
し
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
広
津
の
文
学
的
煩
悶
期
と
戯
曲
創
作
時
代
が
一
致
す
る
の
で
あ
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る
。
「
生
き
て
行
く
」
の
な
か
で
自
身
を
〈
こ
の
世
に
用
が
な
い
〉
と
し
た
大
崎
が
死
に
、
〈
生
き
て
行
く
と
も
〉
と
叫
ん
だ
と
き
子
が
生
き
残

る
と
い
う
結
末
を
用
意
し
た
広
津
は
、
「
わ
が
心
を
語
る
」
で
明
ら
か
に
し
た
、
過
去
の
行
き
詰
ま
り
と
の
「
挟
別
宣
言
」
を
前
に
、
こ
の
戯
曲

で
そ
の
「
宣
言
」
を
試
み
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
注

　
　
　
（
1
）
広
津
の
戯
曲
全
作
品
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
上
演
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
＊
印
を
付
し
、
後
ろ
に
上
演
期
日
、
上
演
団
体
、
上

　
　
　
　
演
場
所
を
示
し
た
。

　
　
　
　
　
　
大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
四
月
　

＊
「
勝
者
敗
者
」
　
　
田
中
良
舞
台
装
置
　
　
　

「
婦
女
界
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
月
　
　
　
　
「
海
浜
小
景
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
中
央
公
論
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
「
踊
り
子
美
智
子
」
　
　
田
中
良
舞
台
装
置
　
　
　
　
　
　
『
婦
女
界
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
月
　
　
　
　
「
八
月
の
夜
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
婦
人
公
論
」

　
　
　
　
　
　
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
　
　
一
月
（
～
三
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
谷
川
露
二
舞
台
装
置

昭
和
三
（
一
九
二
八
）

昭
和
四
（
一
九
二
九
）

昭
和
五
（
一
九
三
〇
）

昭
和
七
（
一
九
三
二
）

＊
「
勝
者
敗
者
」

　
　
　
二
月

　
　
　
四
月

年
六
月
十
五
日

　
　
　
十
月

年
　
　
八
月

年
七
月
一
日

年
　
　
五
月

「
父
の
心
配
」

「
情
熱
」

「
妻
」

「
第
二
の
秘
密
」

「
激
情
曲
」

「
幸
子
の
心
持
」

「
男
装
の
女
」

田
中
良
画

1
1
新
国
劇
台
本
1
1

　
　
　
　
田
中
良
画

大
正
十
五
年
五
月
一
日
よ
り

『
婦
女
界
』

『
世
界
』

°
『
文
芸
春
秋
』

『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』

『
現
代
』

「
文
芸
春
秋
』

『
週
刊
朝
旦

「
日
本
国
民
」
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新
国
劇
澤
田
正
二
郎
一
座
　
　
　
於
邦
楽
座

　
　
　
＊
「
生
き
て
行
く
」
　
　
　
　
　
昭
和
二
年
頃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慶
応
大
学
生
・
九
重
京
二
の
素
人
劇
団
　
　
於
　
時
事
新
報
社
屋
上

（
2
）
広
津
も
出
版
界
の
戯
曲
迎
合
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
「
い
や
、
ど
う
も
。
そ
れ
で
後
を
書
く
気
は
？
』
「
そ
れ
が
面
白
い
ね
。
「
勝

　
者
敗
者
」
を
書
い
て
か
ら
方
々
か
ら
脚
本
ば
か
り
頼
み
に
来
る
ね
。
今
、
×
×
へ
脚
本
を
書
い
て
ゐ
る
。
X
X
X
、
X
X
×
か
ら
も
頼
ま
れ
て
ゐ
る
。

　
君
の
方
へ
は
そ
の
次
位
に
上
げ
ま
せ
う
。
』
」
（
「
処
女
作
戯
曲
上
演
の
感
」
「
演
劇
新
潮
」
大
十
五
・
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

（
3
）
『
演
劇
改
造
」
の
創
刊
号
に
次
の
よ
う
な
匿
名
批
評
が
あ
る
。
「
三
月
に
「
テ
ア
ト
ル
」
が
出
て
四
月
に
「
演
劇
改
造
」
と
「
演
劇
新
潮
」
ガ
同
時
に

　
出
る
。
ま
だ
大
阪
の
方
か
ら
「
劇
」
と
い
ふ
の
が
出
る
さ
う
だ
し
既
に
出
て
ゐ
る
も
の
で
は
、
イ
プ
セ
ン
会
の
「
演
劇
研
究
」
鈴
木
氏
の
「
劇
場
」
そ

　
の
他
同
人
雑
誌
風
の
も
の
は
ま
だ
く
仲
々
あ
る
様
だ
。
こ
の
所
実
に
雑
誌
劇
壇
の
全
盛
期
と
い
ふ
観
が
あ
る
。
」
（
「
演
劇
改
造
」
「
演
劇
改
造
一
大
十

　
五
・
四
）

（
4
）
永
瀬
三
吾
の
ご
子
息
で
あ
る
永
瀬
高
明
氏
、
森
川
哲
明
氏
ご
提
供
の
自
筆
略
歴
（
下
書
き
・
昭
和
三
五
年
）
、
自
筆
略
歴
（
下
書
き
・
昭
和
三
七
年
十

　
二
月
）
に
拠
る
。

（
5
）
永
瀬
の
浅
草
時
代
に
つ
い
て
、
森
川
哲
明
氏
に
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
た
。
以
下
、
聞
き
書
き
し
た
こ
と
を
箇
条
書
き
に
て
記
し
て
お
く
。

　
　
・
永
瀬
は
、
サ
ト
ウ
ハ
チ
ロ
ー
、
国
木
田
虎
雄
と
三
人
で
根
岸
興
行
部
へ
野
球
部
員
と
し
て
雇
わ
れ
た
、
と
当
時
親
し
か
っ
た
藤
浦
洗
が
、
戦
後
、

　
あ
る
雑
誌
に
書
い
て
い
た
と
記
憶
す
る
。

　
　
・
旗
　
兵
が
昭
和
三
十
年
代
ご
ろ
、
東
京
新
聞
に
連
載
し
て
い
た
日
本
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
歴
史
を
た
ど
る
読
物
に
よ
る
と
、
菊
田
一
夫
の
「
お
軽

　
勘
平
」
が
日
本
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
最
初
の
作
品
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
実
は
永
瀬
が
浅
草
レ
ビ
ュ
ー
で
同
じ
題
材
の
作
品
を
上
演
し
て
お
り
、
こ
れ
こ

　
そ
が
第
一
号
と
い
っ
て
よ
い
、
と
い
っ
た
こ
と
を
書
い
て
い
た
よ
う
に
記
憶
す
る
。

　
　
：
水
瀬
は
、
サ
ト
ウ
ハ
チ
ロ
ー
の
父
佐
藤
紅
緑
に
私
淑
し
て
い
た
。

（
6
）
「
大
震
災
と
い
う
む
か
し
話
」
「
浅
草
」
昭
五
十
二
・
八
　
東
京
宣
商
出
版
部

（
7
）
「
月
報
」
四
「
広
津
和
郎
全
集
』
昭
四
九
・
二
　
中
央
公
論
社

（
8
）
「
町
へ
出
た
妻
（
一
幕
）
」
昭
三
・
七
、
「
都
会
ス
ケ
ッ
チ
ー
昇
降
機
を
中
心
と
す
る
一
幕
も
の
ー
」
昭
三
・
十
一
、
「
母
と
子
の
家
（
一
幕
）
」
昭
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四
・
五

（
9
）
「
編
集
後
記
」
「
三
田
文
学
』
昭
三
・
七

（
1
0
）
「
文
学
賞
受
賞
者
総
ま
く
り
」
『
東
京
タ
イ
ム
ズ
』
昭
三
十
・
三
・
十
九

（
H
）
「
随
筆
皿
・
詩
」
「
木
々
高
太
郎
全
集
」
六
　
昭
四
六
・
三
　
朝
日
新
聞
社

（
1
2
）
広
津
は
芥
川
の
「
点
鬼
簿
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
同
情
的
共
感
を
示
し
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
世
代
に
世
の
中
に
出
、
年
齢
も

　
ち
ょ
う
ど
似
通
っ
て
い
る
だ
け
、
芥
川
君
か
ら
あ
あ
い
う
作
を
見
せ
ら
れ
る
と
、
自
分
は
深
い
同
情
を
覚
え
、
人
の
生
命
の
或
る
一
面
に
つ
い
て
、
し

　
み
じ
み
と
身
に
つ
ま
さ
れ
ず
に
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
芥
川
君
の
あ
の
気
取
り
、
思
わ
せ
ぶ
り
、
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
は
、
あ
の
小
品
に

　
も
感
ぜ
ら
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
併
し
底
に
ひ
そ
ん
で
い
る
作
者
の
さ
び
し
さ
に
は
、
十
分
な
真
実
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
健
康
の
衰
え
か
ら
来

　
る
、
死
と
直
面
し
た
よ
う
な
淋
し
さ
が
あ
る
が
、
併
し
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
と
全
然
関
係
な
い
も
の
で
は
な
い
。
」
（
「
『
点
鬼
簿
』
と
『
歯
車
』
」
『
自
由
と

　
責
任
と
に
つ
い
て
の
考
察
』
昭
三
三
・
四
　
中
央
公
論
社
）

（
1
3
）
後
半
部
分
に
登
場
す
る
芸
妓
・
梅
奴
が
、
お
客
に
媚
び
を
売
っ
て
で
も
商
売
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
啖
呵
を
き
る
と
こ
ろ
に
は
、
後
の
「
女

　
給
」
（
『
婦
人
公
論
』
昭
五
・
八
～
七
・
二
）
な
ど
に
も
通
じ
る
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。

（
1
4
）
婦
人
雑
誌
に
戯
曲
を
書
く
こ
と
に
つ
い
て
、
広
津
は
次
の
よ
う
に
語
る
。
「
中
村
武
羅
夫
君
が
中
堅
作
家
（
イ
ヤ
な
言
葉
だ
が
）
達
が
、
婦
人
雑
誌
の

　
通
俗
物
に
逃
げ
て
行
く
と
い
う
事
を
指
摘
し
た
例
の
中
に
、
自
分
の
戯
曲
を
も
挙
げ
て
い
た
が
、
自
分
は
「
婦
人
雑
誌
」
の
通
俗
小
説
の
代
わ
り
に
、

　
戯
曲
を
婦
人
雑
誌
に
書
い
て
い
る
の
で
は
な
い
、
も
っ
と
も
通
俗
小
説
が
書
け
な
い
か
ら
、
そ
の
代
わ
り
に
戯
曲
を
婦
人
雑
誌
に
寄
稿
し
て
い
る
の
だ

　
と
云
え
な
い
事
は
な
い
。
併
し
自
分
は
別
段
調
子
を
落
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
」
（
「
続
文
芸
雑
感
」
『
時
事
新
報
』
昭
二
・
一
・
一
九
～
二
八
）
婦

　
人
雑
誌
だ
か
ら
と
い
っ
て
〈
別
段
調
子
を
落
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
〉
だ
ろ
う
が
、
題
材
は
選
ん
で
い
た
と
は
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

（
1
5
）
保
昌
正
夫
「
広
津
和
郎
の
戯
曲
ー
『
生
き
て
行
く
』
ま
で
」
（
『
悲
劇
喜
劇
』
四
八
（
十
こ
　
一
九
九
五
・
十
一
　
早
川
書
房
）

（
1
6
）
掲
載
雑
誌
、
二
月
号
の
終
わ
り
に
次
の
よ
う
な
附
記
が
あ
り
、
連
載
二
回
の
と
こ
ろ
、
三
回
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
「
作
者
附
記
－

　
二
月
号
で
完
結
の
予
定
の
所
、
意
外
に
長
く
な
り
ま
し
た
の
で
、
三
月
号
で
完
結
し
ま
す
。
」
（
「
生
き
て
行
く
」
『
婦
女
界
』
昭
二
・
二
）

（
1
7
）
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
で
あ
る
お
千
代
が
、
「
風
雨
強
か
る
べ
し
」
で
の
マ
ユ
ミ
に
相
通
じ
る
こ
と
も
看
過
せ
ざ
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一166一



＊
広
津
和
郎
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
特
記
な
き
も
の
は
す
べ
て
「
広
津
和
郎
全
集
」
普
及
版
（
昭
六
三
～
平
一
　
中
央
公
論
社
）
に
拠
る
。

（
博
士
後
期
課
程
三
年
）
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