
　　

ご
来
場
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

舞
台
の
今
宵
は
中
秋
の
名
月
で
す
。
飾
り
団
子
を
供
え
ま

す
。

　

ラ
デ
ィ
ヲ
か
ら
レ
ゲ
エ
・Bob M

arley
の「redem

ption
song

」が
静
か
に
、あ
な
た
に
な
つ
か
し
そ
う
に
聞
こ
え
て
い

ま
す
。

　

ご
存
知
の
よ
う
に
と
い
う
の
も
憚
ら
れ
ま
す
が
、こ
の
公
演

の『
井
筒
』と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
世
阿
弥
の
謡
曲『
井
筒
』か
ら

借
り
受
け
ま
し
た
。舞
台
が
そ
う
な
の
か
ま
た
違
う
の
か
は
観

て
い
た
だ
く
し
か
な
い
の
で
す
が
、こ
こ
で
は「
井
筒
」へ
の
思

い
や
、
い
か
ほ
ど
か
の「
井
筒
」へ
の
距
離
を
綴
る
こ
と
で
、
未

知
座
小
劇
場
や
そ
の
舞
台
等
々
の
紹
介
に
な
れ
ば
と
思
い
ま

す
。

　

少
々
、
ま
だ
戸
惑
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は…

…

　

歌
舞
伎
や
文
楽
、
能
楽
、
あ
る
い
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇

の
舞
台
に
接
す
る
機
会
が
ま
ま
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
と

き
、
そ
の
舞
台
の
内
容
や
展
開
は
、
図
書
館
や
街
の
大
き
な

本
屋
で
事
前
に
情
報
と
し
て
い
か
ほ
ど
か
を
得
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
多
く
の
方
が
労
す
る
ま
で
も
な
く
、
生
活
の
中
で

気
に
か
け
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
た
と
え
ば

『
曽
根
崎
心
中
』
と
い
っ
た
具
合
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
舞
台
を
こ
こ
で
の
脈
絡
か
ら
、
そ
の
歴
史
性
や

文
化
性
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
に
付
さ
れ
た
古
典
と
い
っ
た
概

念
を
割
愛
し
て
、
そ
の
情
況
を
再
演
と
い
う
上
演
形
態
、
そ

の
よ
う
な
物
言
い
を
被
せ
て
集
約
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

そ
こ
に
事
前
に
情
報
が
成
立
す
る
と
い
う
場
の
一
つ
が
あ
る

と
思
わ
れ
ま
す
。
で
す
が
未
知
座
小
劇
場
に
は
再
演
と
い
う

意
思
は
あ
り
ま
せ
ん
。
傲
慢
に
も
観
て
い
た
だ
く
し
か
な

い
、
と
綴
っ
て
し
ま
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
そ
う
し
て…

…

戸
惑
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

と
も
あ
れ
、
多
く
を
囲
い
込
む
こ
と
は
可
能
で
す
。

「
カ
ク
メ
イ
論
」
は
足
蹴
に
さ
れ
、
舞
台
は
情
報
論
＝
演
技
論
と

い
う
具
体
的
な
地
平
を
求
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
だ
。
訪

ね
る
こ
と
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

先
走
っ
た
が『
大
阪
物
語
』と『
井
筒　

続･

大
阪
物
語
』は
、反
転

し
た
『
ゴ
ド
ー
を
待
ち
な
が
ら
』
の
上
に
一
貫
し
て
乗
っ
て
い
る
。

ま
た
、
大
阪
の
オ
バ
チ
ャ
ン
の
逆
巻
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
引
き
連
れ

て
い
る
。こ
れ
ら
が
通
底
し
て
い
る
も
の
だ
。こ
こ
に
未
知
座
小
劇

場
の
演
技
論
が
捏
造
さ
れ
る<

場>

が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
『
井
筒　

続･
大
阪
物
語
』
の
廃
寺
も
ま
た
、
つ
い

に
ア
パ
ー
ト
の
一
室
で
あ
る
。
住
人
が
「
ゴ
ド
ー
（
後
藤
）
さ
ん
」

で
あ
る
な
ら
、
前
作
『
大
阪
物
語
』
に
つ
い
て
少
し
は
触
れ
な
い

わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
さ
て
『
井
筒 

続･

大
阪
物
語
』

は
独
立
し
て
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
前
作
が
「
カ
ク
メ
イ
論
」
で

あ
る
の
な
ら
、
こ
の
『
井
筒　

続･

大
阪
物
語
』
は
情
況
論
に
徹

し
て
い
る
か
ら
だ
。「
カ
ク
メ
イ
論
」
を
原
理
論
だ
と
す
る
な
ら
、

や
が
て
は
具
体
性
に
繋
が
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は

「
カ
ク
メ
イ
論
」
を
叛
措
提
す
る
も
の
と
し
て
『
井
筒　

続･
大
阪

物
語
』
が
あ
る
、
と
わ
た
し
は
す
る
。
そ
れ
は
現
況
で
「
カ
ク
メ

イ
論
」
な
ど
あ
り
よ
う
が
な
い
、
死
語
と
す
る
の
が
、
情
況
で
あ

る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

そ
う
で
あ
る
の
な
ら
、
こ
の
「
カ
ク
メ
イ
論
」
を
「
演
技
論
」

と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
『
井
筒　

続･

大
阪
物
語
』

を
見
定
め
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。だ
が
、「
カ
ク
メ
イ
」を「
演
技
」

に
置
き
換
え
る
だ
け
で
何
か
が
照
ら
し
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
よ
う
な
自
問
が
な
い
で
は
な
い
が
、
わ
た
し
が
立
会
っ

た
未
知
座
小
劇
場
と
そ
の
舞
台
の
仮
設
は
、
優
れ
て
演
技
的
で
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
本
質
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
む
し

ろ
そ
の
よ
う
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

れ
は
演
技
で
あ
る
こ
と
の
本
質
を
照
ら
し
て
い
る
。

　

あ
ま
り
言
い
回
し
が
得
意
で
は
な
い
。
外
壁
を
剝
が
す
こ
と
を

心
が
け
よ
う
。
わ
た
し
が
『
井
筒　

続･

大
阪
物
語
』
を
一
つ
の

言
葉
で
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
、
こ
の
舞
台
は
、

ど
こ
に
出
立
の
足
が
か
り
を
、
想
像
力
の
ジ
ャ
ン
ピ
ン
グ
ボ
ー
ド

を
ど
こ
に
し
つ
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
探
る
な
ら
、
わ
た
し

は
「
幻
影
肢
」
と
い
う
言
葉
の
網
を
広
げ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

そ
れ
は
「
事
故
や
病
気
が
原
因
で
手
や
足
を
失
っ
た
り
、
生
ま
れ

な
が
ら
に
し
て
持
た
な
い
患
者
が
、
存
在
し
な
い
手
足
が
依
然
そ

こ
に
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
」
な
の
だ
。『
井
筒 

続

･

大
阪
物
語
』
と
い
う
舞
台
に
こ
の
「
幻
影
肢
」
と
い
う
言
葉
を

す
べ
て
を
貫
く
横
槍
と
し
て
、
突
き
刺
し
て
お
き
た
い
。

　

も
ち
ろ
ん
『
井
筒　

続･

大
阪
物
語
』
は
「
井
筒
」
で
あ
る
か
ら
、

「
井
筒
」
の
構
造
と
し
て
「
女
中
た
ち
」
の
上
に
「
サ
ド
侯
爵
夫
人
」

が
の
っ
か
っ
て
は
い
る
、
に
等
し
い
の
で
あ
ろ
う
。
タ
イ
ト
ル
か

ら
す
れ
ば
「
井
筒
」
の
中
で
「
女
中
た
ち
」
が
佇
み
、そ
の
上
に
「
サ

ド
侯
爵
夫
人
」
が
の
っ
か
っ
て
い
る
と
、
い
え
る
。
い
や
、
客
席

か
ら
は「
女
中
た
ち
」（
＝
前
シ
テ
）の
上
に「
サ
ド
侯
爵
夫
人
」（
＝

後
シ
テ
）
が
の
っ
か
っ
て
い
る
構
造
は
、
謡
曲
『
井
筒
』
そ
の
も

の
の
構
造
で
あ
る
の
だ
、
と
い
う
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。

　

一
歩
引
い
て
視
点
を
換
え
て
み
よ
う
。『
大
阪
物
語
』
と
『
井

筒 

続･

大
阪
物
語
』
に
コ
ア
を
装
っ
て
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
フ

ァ
ク
タ
ー
は
幾
多
あ
る
。『
井
筒　

続･

大
阪
物
語
』だ
け
で
も『
ゴ

ド
ー
を
待
ち
な
が
ら
』、『
井
筒
』、『
女
中
た
ち
』、『
サ
ド
侯
爵
夫

人
』、『
マ
ク
ベ
ス
』、『
桜
の
園
』、『
三
人
姉
妹
』
と
呼
び
出
さ
れ

る
が
、
こ
れ
ら
を
し
て
す
る
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
を
コ
ラ
ー
ジ
ュ
と

呼
ぶ
と
ど
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
部
分
の
独
自
性
の
総
和
が

全
体
と
し
て
の
構
造
な
ら
『
井
筒　

続･

大
阪
物
語
』
は
ど
う
な

る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
『
井
筒
』
と
い
う
重
石
が
被
さ
っ
て
い

る
以
上
、
部
分
は
一
つ
の
構
造
と
な
る
し
か
な
い
。『
井
筒
』
は

す
で
に
構
造
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
『
井
筒
』
は
『
井
筒
』

で
あ
る
こ
と
を
譲
ら
な
い
。
つ
ま
り
『
井
筒 

続･

大
阪
物
語
』
は

コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
は
い
え
な
い
。
構
造
の
構
造
化
で
あ
る
と
い
え
ば

い
い
だ
ろ
う
か
。

　

舞
台
『
井
筒　

続･
大
阪
物
語
』
は
ま
た
、
先
ほ
ど
持
ち
出
し

た「
幻
影
肢
」の
構
造
を
、謡
曲『
井
筒
』の
構
造
と
し
て
捉
え
返
し
、

つ
ま
り
「
み
え
な
い
も
の
を
み
る
」
と
い
う
演
技
の
方
法
仮
説
を
、

具
体
的
に
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
と
思
え
る
。
わ
た
し
た
ち
は
女

優
の
息
吹
を
、
そ
こ
に
こ
そ
客
席
か
ら
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ

ろ
う
。

　

象
徴
的
に
は
『
少
女
仮
面
』
の
腹
話
術
師
と
人
形
の
関
係
を
四

カ
国
語
の
中
に
投
げ
込
み
、
見
え
る
関
係
と
見
え
な
い
関
係
を
、

操
り
操
ら
れ
る
関
係
を
、
多
言
語
の
通
話
性
と
不
通
話
性
を
、
主

客
交
換
性
を
、
混
乱
の
坩
堝
と
し
て
す
く
い
上
げ
、
丸
ご
と
差
し

出
し
て
見
せ
た
。
差
し
出
さ
れ
た
。
不
可
解
で
不
純
と
思
わ
れ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
は
こ
の
『
井
筒　

続･

大
阪
物
語
』
の
静
か
な

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
う
し
て
幻
惑
の
よ
う
に
構
造
が
多
重
化
し
て
い
る
。
そ
れ
を

『
井
筒 

続･

大
阪
物
語
』
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
よ
う
。
だ
が
は
た

し
て
こ
れ
は
コ
ラ
ー
ジ
ュ
で
な
く
、
構
造
の
構
造
化
で
あ
ろ
う

か
？ 

ま
た
、
恣
意
的
な
記
号
の
全
体
で
あ
ろ
う
か
。…

…

と
も

か
く
い
ま
わ
た
し
は
、
論
拠
な
く
、
取
り
合
え
ず
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
モ
ジ
ュ
ー
ル
で
あ
る
と
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　

は
て
さ
て
、
こ
こ
で
わ
た
し
は
、
多
言
を
弄
し
て
、『
井
筒　

続･

大
阪
物
語
』
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
と
毛
頭
考

え
て
は
い
な
い
。
何
ほ
ど
か
を
わ
た
し
の
言
葉
で
語
り
、
整
理
で

き
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
未
知
座
小
劇
場
の
舞
台
を
数
年
ぶ

り
に
観
た
こ
と
の
喜
び
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
ま
た
、
次
回
と
い
う
機

会
が
あ
れ
ば
、
三
人
の
女
優
た
ち
の
ス
タ
ン
ス
と
、
そ
の
精
神
の

幅
に
載
せ
た
演
技
の
幅
に
つ
い
て
、
何
ほ
ど
か
見
定
め
た
い
気
は

す
る
。
そ
れ
も
こ
れ
も
次
が
あ
れ
ば
だ
。
人
知
れ
ず
、
あ
な
た
と

と
も
に
祈
り
た
い
気
が
し
な
い
で
は
な
い
。

　

今
夜
も
「
ゴ
ド
ー
さ
ん
」
の
部
屋
で
は
「
ご
っ
こ
」
め
い
た
想

像
力
が
ハ
タ
メ
キ
、
ド
ン
ド
ン
と
烏
飛
び
が
披
瀝
さ
れ
る
の
だ
ろ

う
か…

…

な
ら
、
最
後
に
、
一
つ
ぐ
ら
い
は
言
い
た
い
こ
と
を
言

っ
て
お
き
た
い
。
大
阪
の
オ
バ
チ
ャ
ン
よ
ろ
し
く
「
ウ
ル
サ
イ
」

な
ど
と
文
句
を
投
げ
つ
け
ら
れ
る
心
配
は
あ
る
ま
い
。

　

あ
の
、
な
ん
と
も
下
品
で
低
級
と
思
わ
れ
る
、
駄
洒
落
は
い
か

が
し
た
も
の
か
。
な
ん
と
か
な
ら
な
い
か
。
客
席
の
笑
い
に
つ
ら

れ
て
笑
っ
て
し
ま
う
の
が
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
わ
た
し
は
悔
し

い
。（
詩
人
・
八
尾
市
在
住
）

井
筒
と

水
月
見

大

い
づ
つ

井
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物
語
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多
く
は
乱
反
射
し
た
ま
ま
で
あ
る
、
と
い
い
た
い
ほ
ど
な
の
で

す
。

　

さ
て
、
こ
う
し
て
未
知
座
小
劇
場
の
『
井
筒
』
と
い
う
物
語

は
、
と
あ
る
四
畳
半
の
ア
パ
ー
ト
の
一
室
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
書
き
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
そ
こ
は
唐
十

郎
の
『
少
女
仮
面
』
、
ジ
ャ
ン
・
ジ
ュ
ネ
『
女
中
た
ち
』
や
三
島

由
紀
夫
『
サ
ド
侯
爵
夫
人
』
の
一
室
で
も
あ
る
は
ず
で
す
。

　

ラ
デ
ィ
ヲ
か
らBob M

arley

の
「redem

ption song

」
や
桂

銀
淑
の
「
す
ず
め
の
涙
」
が
今
夜
も
少
々
う
る
さ
く
流
れ
て
い
ま

す
。
未
知
座
小
劇
場
の
前
作
『
大
阪
物
語
』
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た

一
室
に…

…

　
「…

…

ラ
デ
ィ
ヲ
を
消
し
て
く
れ
！
」

　

今
回
の
舞
台
の
よ
う
に
思
い
を
乱
反
射
さ
せ
て
み
ま
し
た
。

　

み
な
さ
ま
に
は
舞
台
を
お
楽
し
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

そ
し
て
肝
に
銘
じ
て
「
す
べ
て
を
演
技
論
で
突
破
せ
よ
！
」
と

し
ま
す
。　

（
文
責
・
河
野
明
）

さ
れ
る
。
大
阪
の
、
日
本
か
ら
の
独
立
が
呼
び
か
け
ら
れ
画
策
さ

れ
る
。
先
走
っ
て
、
国
歌
が
公
募
さ
れ
、
人
気
音
楽
の
投
票
の
結

果
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
「
レ
ッ
ト
・
イ
ッ
ト
・
ビ
ー
」
が
一
位
と
な

り
、
国
歌
に
決
定
す
る
。
こ
の
突
飛
性
は
書
く
と
面
は
ゆ
い
が
、

そ
れ
が
、
豆
腐
の
角
に
ど
の
よ
う
に
頭
を
ぶ
つ
け
て
「
死
ね
る

か
」
と
い
う
可
能
性
と
と
も
に
、
演
技
論
を
装
っ
て
事
実
さ
れ
る

と
き
、
国
歌
は
想
像
力
と
し
て
の
物
理
力
を
獲
得
し
て
行
く
。

　

こ
の
地
平
に
も
う
一
つ
の
構
造
が
仕
組
ま
れ
て
い
た
。
と
あ
る

ア
パ
ー
ト
の
一
室
の
住
人
は
「
ゴ
ド
ー
さ
ん
」
な
の
だ
。
モ
ジ
リ

で
後
藤
さ
ん
な
の
だ
が
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ベ
ケ
ッ
ト
の
『
ゴ
ド
ー

を
待
ち
な
が
ら
』
と
は
ち
が
っ
て
、
大
阪
の
オ
バ
チ
ャ
ン
が
「
ゴ

ド
ー
さ
ん
」
を
訪
ね
る
の
で
あ
る
。
待
つ
こ
と
は
訪
ね
る
こ
と
に

転
位
す
る
。
演
劇
的
な
反
転
が
目
指
さ
れ
る
。
す
る
と
原
論
的
な

　

『
井
筒　

続･

大
阪
物
語
』
に
つ
い
て
書
く
と
す
れ
ば
、
そ
の

舞
台
を
ど
の
よ
う
に
観
た
の
か
、
ど
う
立
ち
会
っ
た
の
か
だ
。
そ

こ
に
想
い
を
飛
翔
さ
せ
よ
う
。
舞
台
の
み
に
的
を
絞
ら
な
い
。

　

『
井
筒　

続･

大
阪
物
語
』
は
文
字
ど
お
り
「
続
・
大
阪
物

語
」
だ
。
こ
れ
は
未
知
座
小
劇
場
の
前
作
『
大
阪
物
語
』
の
続
編

だ
。
ま
ず
そ
の
舞
台
を
観
た
こ
と
の
主
観
を
持
ち
出
し
て
お
け

ば
、
そ
れ
は
未
知
座
小
劇
場
の
、
あ
る
い
は
河
野
明
の
ア
ナ
ク
ロ

な
「
情
況
論
」
で
あ
っ
た
。
文
字
ど
お
り
政
治
的
な
あ
る
い
は
情

況
論
と
し
て
の
「
カ
ク
メ
イ
論
＝
常
識
＝
物
語
」
で
も
い
い
の
だ

が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
徹
底
し
て
幻
視
し
な
い
未
知
座
小
劇
場

で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
演
技
論
と
し
て
咀
嚼
さ
れ
る
。

　

後
述
の
た
め
『
大
阪
物
語
』
の
概
略
を
記
し
て
お
こ
う
。
と
あ

る
ア
パ
ー
ト
の
一
室
で
夜
毎
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ラ
ジ
オ
が
放
送

葉
で
や
は
り
い
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す
が
、
こ
れ
ら
を
わ
た
し

が
思
い
つ
く
ま
ま
の
構
造
と
し
て
提
出
し
た
と
し
て
、
未
知
座
小

劇
場
の
稽
古
場
の
俳
優
に
は
何
程
の
助
言
に
も
な
り
ま
せ
ん
。
こ

の
よ
う
な
物
言
い
は
フ
ム
フ
ム
と
聞
く
し
か
な
い
の
で
す
。
仮
設

が
捏
造
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
、
場
の
行
為
が
そ
こ
に
あ
っ
て
し

ま
う
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
別
の
可
能
性
で
す
。

　

と
も
あ
れ
、
ま
ず
こ
れ
ら
の
仮
設
を
加
算
法
と
呼
ん
で
お
き
ま

す
。

　

構
造
を
身
体
と
し
て
構
造
た
ら
し
め
る
に
は
、
控
除
が
問
題
で

す
。
引
き
算
で
す
。
例
え
ば
歌
舞
伎
の
女
形
が
、
女
を
行
為
す
る

の
で
は
な
く
、
男
を
消
す
こ
と
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
こ
れ
は
構

造
と
し
て
の
控
除
法
で
す
。
逆
説
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
何
も
し
な

い
と
い
う
こ
と
が
、
在
る
と
い
う
行
為
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

言
葉
を
弄
ん
で
い
る
の
だ
と
し
て
も
、
道
元
の
只
管
打
坐
や
百
尺

の
竿
頭
は
、
浅
は
か
に
も
、
わ
た
し
に
は
そ
の
よ
う
に
し
て
よ
う

や
く
想
起
さ
れ
る
だ
け
な
の
で
す
。
今
は
そ
う
な
の
だ
と
吐
露
す

る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

だ
が
し
か
し
さ
て
、
今
回
の
未
知
座
小
劇
場
の
『
井
筒
』
に
出

演
す
る
の
は
女
優
三
人
の
み
で
す
。

　

こ
の
女
優
三
人
の
み
と
い
う
の
は
も
う
一
つ
の
枷
を
は
め
た
だ

け
と
い
う
加
算
法
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
、
意
味
あ
る
控
除
法
を

引
き
出
す
の
で
し
ょ
う
か
？ 

い
ず
れ
に
し
ろ
、
何
を
行
為
し
な
い

の
か
。
大
そ
れ
た
こ
と
を
い
え
ば
、
演
劇
が
演
劇
で
あ
っ
て
し
ま

う
身
体
は
、い
く
ら
か
の
呟
き
を
も
ら
す
で
し
ょ
う
か
？

　

い
ま
ひ
と
つ
、
こ
の
場
で
こ
う
い
う
問
い
が
許
さ
れ
る
な
ら
、

「
業
平
の
面
影
」
の
本
当
と
は
な
ん
な
の
で
し
ょ
う
か
。ど
こ
ま
で

持
ち
運
べ
ば
、
後
シ
テ
・
井
筒
の
女
の
世
界
は
す
べ
て
を
凌
駕
し

て
、
世
界
に
屹
立
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。わ
た
し
が
、
あ
の
場
で
立

ち
つ
く
し
た
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
？

　

一
般
的
に
、
無
難
に
い
え
ば
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
井
筒

の
底
の
水
面
に
は
「
近
代
的
自
我
」
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
多

分
、
水
面
と
い
う
鏡
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
自
身
を
他
者
と
い
う

鏡
に
う
つ
し
て
自
己
を
確
認
し
ま
す
。
そ
ん
な
「
近
代
的
自
我
」

で
す
。
他
者
を
認
め
る
こ
と
で
自
己
を
定
め
る
は
ず
で
す
。
中
世

史
家
の
網
野
善
彦
に
習
っ
て
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の
現
在
の
わ
た
し

た
ち
の
生
活
心
情
や
価
値
意
識
は
中
世
ま
で
は
通
用
し
、
持
ち
運

　

こ
う
し
て
井
筒
の
下
の
水
面
は
、
わ
た
し
に
は
近
代
主
義
的
な

自
我
を
う
つ
す
鏡
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
鏡
な
ら

た
だ
佇
ん
で
魅
入
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
は
舞
台
で
す
か
ら
、

そ
の
佇
み
を
あ
な
た
が
観
客
席
か
ら
見
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

見
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
こ
と
だ
と
い
う
無
限
連
鎖
が
、
終
わ
る
こ

と
の
な
い
見
る=

見
ら
れ
る
と
い
う
入
れ
子
が
成
立
す
る
の
で
し

ょ
う
。
そ
の
と
き
あ
な
た
は
、
客
席
に
在
り
な
が
ら
、
井
筒
の
底

で
月
明
か
り
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
見
る
も
の
が
見
ら
れ
る
と
い
う
近
代
劇
の
構
造
で
す
。

能
楽
の
『
井
筒
』
が
そ
う
で
な
い
と
す
る
な
ら
、
わ
た
し
た
ち
は

つ
い
に
里
の
女
の
寂
寞
と
憐
憫
を
、
そ
れ
ら
を
甘
受
す
る
も
の
が

あ
っ
て
し
ま
う
そ
の
よ
う
な
大
い
な
る
も
の
に
立
ち
会
わ
ざ
る
を

え
な
い
の
で
し
ょ
う
。
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
わ
た
し
は
つ
い
に

「
曰
く
不
可
解
」
と
斜
に
構
え
て
ポ
ー
ズ
し
ま
す
。
こ
の
ポ
ー
ズ

を
突
き
崩
す
に
は
、
や
は
り
『
古
事
記
伝
』
を
あ
ら
わ
し
た
本
居

宣
長
が
い
う
「
物
の
あ
わ
れ
」
に
類
す
る
も
の
を
持
ち
出
し
、
そ

れ
を
「
あ
り
の
ま
ま
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
心
も
ち
」
と

す
る
こ
と
で
、
突
き
崩
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　

二
〇
一
四
年
の
現
在
に
生
き
る
わ
た
し
た
ち
は
さ
ら
に
、
現
代

の
わ
た
し
ど
も
の
語
感
か
ら
こ
の
事
態
を
み
れ
ば
、
拡
散
し
な
が

ら
こ
れ
を
宗
教
的
に
概
念
化
し
て
み
れ
ば
、
里
の
女
は
親
鸞
の
い

う
往
相
回
向
を
願
い
、
在
原
業
平
を
受
け
入
れ
る
べ
く
、
浄
土
か

ら
還
相
回
向
を
は
た
し
て
あ
る
べ
く
、
こ
こ
に
い
る
。
そ
の
こ
と

自
体
が
里
の
女
の
往
還
回
向
で
す
。
こ
う
し
て
「
井
筒
」
は
浄
土

へ
の
と
ば
口
で
あ
り
、
振
り
向
く
こ
と
の
な
い
出
口
と
な
り
ま

す
。
親
鸞
は
大
無
量
寿
経
十
八
願
の
は
て
、
里
の
女
は
仏
（
＝
井

筒
の
女
）
と
な
っ
て
往
還
を
は
た
し
こ
こ
に
い
る
の
だ
と
い
う
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
誤
読
を
許
す
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

わ
た
し
は
『
歎
異
抄
』
を
そ
の
よ
う
に
読
み
ま
す
。

　

あ
く
が
る…

…

『
源
氏
物
語
』に
出
て
く
る
言
葉
を
使
え
ば
、
里

の
女
は
あ
く
が
れ
て
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
で
は
こ
の
世
界
は
、
ど
の
よ
う
に
い
っ
た
ら
い
い
の
か
、

そ
れ
は
舞
台
で
は
い
か
に
し
て
可
能
か
と
い
う
仮
設
は
、
演
者
が

男
で
あ
り
、
シ
テ
の
役
柄
が
女
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
シ
テ
の
女

が
業
平
と
い
う
男
を
行
為
す
る
と
い
う
能
楽
の
構
造
の
な
か
で

「
井
筒
」
を
「
井
筒
」
た
ら
し
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
、
そ
う
言

　

こ
こ
で
は
『
井
筒
』
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
す
。
世

阿
弥
の
謡
曲
に
、
わ
た
し
の
関
心
が
あ
る
部
位
は
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
（
地
）さ
な
が
ら
見
み
え
し
、
昔
男
の
、
冠
直
衣
は
、
女

　
　

と
も
見
え
ず
、
男
な
り
け
り
、
業
平
の
面
影（
左
へ
大

　
　

き
く
回
っ
て
大
小
前
へ
行
き
、
井
筒
の
そ
ば
へ
出
て

　
　

薄
を
か
き
分
け
て
の
ぞ
き
こ
む
）

　
　
「
岩
波
・
日
本
古
典
文
学
大
系 

謡
曲
集
上
」か
ら

　

こ
と
に
よ
っ
て
は
少
々
複
雑
な
構
図
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

「
業
平
」
と
「
業
平
の
面
影
」
の
差
異
で
あ
る
と
い
い
始
め
て
も

い
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
謡
曲
で
は
井
筒
を
覗
き
込
む
後
シ

テ
・
井
筒
の
女
が
井
筒
の
底
の
水
面
に
「
業
平
の
面
影
」
を
見
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
わ
た
し
の
断
定
は
や
は
り
傲
慢
で
す
。
「
井
筒
」
を
私
物

化
し
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
井
筒
の
底
は
、
演
劇
的
に
開
か
れ
る

こ
と
で
、
想
像
力
は
解
放
さ
れ
る
。
で
す
が
こ
こ
で
は
「
業
平
」

を
見
て
い
る
の
で
は
な
く
「
業
平
の
面
影
」
を
見
る
と
地
謡
で
い

い
定
め
て
い
る
の
だ
と
も
、
誤
読
し
ま
す
。
わ
た
し
は
、
後
シ

テ
・
井
筒
の
女
が
「
昔
男
の
、
冠
直
衣
」
を
ま
と
う
こ
と
に
よ
っ

て
「
業
平
」
の
よ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
単
に
井
筒
の
底
の

水
面
に
ま
で
引
き
伸
ば
し
て
い
る
だ
け
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、
そ
れ
は
わ
た
し
だ
け
の
独
断
で
了
わ
る
の
で
は
な
い
、
と
い

え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
事
態
は
そ
の
よ
う
に
も
読

む
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
物
言
い
は
可
能
で
し
ょ
う
か
。
業

平
の
形
見
を
つ
け
て
前
シ
テ
・
里
の
女
が
井
筒
を
覗
き
込
む
こ
と

で
、
後
シ
テ
・
井
筒
の
女
は
成
立
し
、
後
シ
テ
・
井
筒
の
女
は
前

シ
テ
・
里
の
女
と
業
平
を
見
て
い
る
の
だ
、
と
。

　

換
言
す
れ
ば
「
業
平
の
面
影
」
と
は
自
身
の
こ
と
で
あ
り
業
平

の
こ
と
だ
と
。
こ
こ
ま
で
は
想
起
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
つ
ま
り
業

平
が
業
平
を
覗
き
込
ん
で
い
る
。
里
の
女
が
里
の
女
を
覗
き
込
ん

で
い
る
。
こ
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
は
同
義
反
復
で
は
な
く
自
家
癒
着

と
い
っ
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
追
憶
と
い
う
時
な
の
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。

「
鴫
立
つ
沢
の
秋
の
夕
暮
れ
」
の
飛
躍
と
い
っ
た
ら
い
い
の
か
断

絶
と
い
っ
た
ら
い
い
の
か
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
差
異
と
し
な
い

こ
の
移
行
は
な
ん
な
の
か
と
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。
寺
山
修
司
の

「
マ
ッ
チ
」
と
「
祖
国
」
と
も
か
け
離
れ
て
異
な
る
も
の
で
す
。

そ
の
離
れ
さ
加
減
に
魅
入
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
井
筒
が
、
こ
の
廃

寺
の
こ
こ
に
在
っ
て
し
ま
う
と
い
う
断
絶
で
す
。

　

も
う
一
つ
処
理
し
き
れ
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

井
筒
の
底
に
空
海
が
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
観
る
月
明
か
り
は
、

室
戸
岬
の
御
厨
人
窟
の
よ
う
に
差
し
込
ん
で
い
た
は
ず
で
す
。
こ

こ
で
私
度
僧
空
海
の
口
に
、
つ
い
に
明
け
の
明
星
が
飛
び
込
む
。

そ
ん
な
井
筒
の
底
で
す
。

　

世
阿
弥
の
『
井
筒
』
に
深
入
り
せ
ず
、
わ
た
し
ど
も
の
物
語
に

近
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
す
が
、
さ
て
な
に
ほ
ど
か
世
界
を
想
起

す
る
囲
い
込
み
は
で
き
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
し
て
や
は
り
多
分

と
い
い
た
い
の
で
す
が
、
す
で
に
お
気
づ
き
の
よ
う
に
、
わ
た
し

は
こ
の
拙
文
で
「
井
筒
」
を
、
多
く
の
イ
メ
ー
ジ
を
羅
列
す
る
こ

と
で
そ
れ
を
無
化
し
よ
う
と
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
の

か
、
と
最
後
に
呟
き
ま
す
。

ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
、
こ
こ
で
の
世
阿
弥
が
仮
設
し
た

「
近
代
的
自
我
」
が
そ
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
換
言
す
れ
ば
、
こ
の

「
井
筒
」
が
夏
目
漱
石
の
『
門
』
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
入

る
こ
と
も
、
ま
た
い
る
こ
と
も
受
容
で
き
な
い
わ
た
し
と
い
う
自

我
が
「
井
筒
」
（
＝
門
）
を
で
て
歩
き
始
め
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
し
ょ
う
。

　

ま
だ
多
面
に
拡
げ
て
み
ま
す
。

　

思
い
つ
く
ま
ま
に
想
起
す
れ
ば
、
こ
の
「
井
筒
」
の
底
の
不
気

味
さ
と
、
わ
た
し
の
立
ち
す
く
む
と
い
う
驚
き
は
、
や
は
り
柳
田

國
男
の
『
遠
野
物
語
』
に
似
て
い
ま
す
。
山
人
譚
に
類
似
し
ま

す
。
こ
の
「
井
筒
」
自
体
が
境
界
と
い
う
意
味
で
道
祖
神
と
も
い

い
た
い
ほ
ど
で
す
。
す
る
と
、
金
春
禅
竹
の
『
明
宿
集
』
に
な
ら

う
な
ら
、
こ
の
「
井
筒
」
の
底
は
「
後
戸
」
と
い
う
こ
と
に
も
な

る
。
ま
た
そ
こ
に
は
折
口
信
夫
の
「
ま
れ
び
と
」
が
現
れ
る
の
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。
い
く
と
こ
ろ
ま
で
い
け
ば
、
能
に
し
て
能
に
あ

ら
ず
の
「
翁
」
の
世
界
に
た
ど
り
着
く
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

総
じ
て
こ
こ
に
は
物
語
が
横
た
わ
っ
て
い
ま
す
。
安
藤
礼
二
は

こ
の
『
遠
野
物
語
』
の
こ
と
を
「
私
と
共
同
体
、
声
と
文
字
と
い

う
通
常
で
は
乗
り
越
え
が
た
い
差
異
を
無
化
し
て
し
ま
う
作
品
な

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
紡
が
れ
る
物
語
も
、
生
者
と
死
者
を
つ
な

ぎ
、
現
実
と
超
現
実
を
つ
な
ぎ
、
現
世
と
他
界
を
つ
な
ぐ
も
の
と

な
る
」
（
『
た
そ
が
れ
の
国
』
）
と
。
物
語
と
い
え
ば
中
上
健
次

の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
中
上
健
次
は
『
千
年
の
愉
楽
』
で

「
路
地
」
を
物
語
と
し
て
提
出
し
て
い
ま
し
た
。
き
っ
と
こ
の

「
井
筒
」
は
路
地
に
通
じ
、
迷
宮
の
扉
を
あ
け
る
こ
と
に
な
る
の

で
し
ょ
う
。

　

こ
う
し
て
、
こ
の
「
井
筒
」
は
物
語
の
と
ば
口
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

視
点
を
変
え
ま
す
。
わ
た
し
ど
も
未
知
座
小
劇
場
の
『
井
筒
』

に
は
西
行
法
師
が
そ
れ
と
な
く
登
場
し
ま
す
。
名
づ
け
て
「
西
シ
ャ

ン
」
で
す
。
わ
た
し
が
口
ず
さ
む
西
行
の
歌
に
次
が
あ
り
ま
す
。

　　
　

心
な
き
身
に
も
あ
は
れ
は
知
ら
れ
け
り

　
　

鴫
立
つ
沢
の
秋
の
夕
暮
れ

　　

こ
の
「
心
な
き
身
に
も
あ
は
れ
は
知
ら
れ
け
り
」
と
後
段
の

『
井
筒
　
続
・
大
阪
物
語
』に
よ
せ
て

寺
上　

健


