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一

　演
劇
的
な
考
え
方
と
音
楽

　「
教
科
書
の
改
善
・
充
実
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
（
国
語
）
─
平
成
18
、

19
年
度
文
部
科
学
省
委
嘱
事
業
「
教
科
書
の
改
善
・
充
実
に
関
す
る
研
究
事

業
」
─
」（
平
成
20
年
３
月
、
文
部
科
学
省
の
委
嘱
を
受
け
た
み
ず
ほ
総
合
研

究
所
株
式
会
社
に
よ
る
。
以
下
『
報
告
書
』
と
略
記
）
と
い
う
文
書
が
文
部
科

学
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
開
さ
れ
て
お
り

（
１
）、

そ
の
中
の「
第
１
章 

４
・
２
・

11
の
個
別
テ
ー
マ
に
つ
い
て
」
の
「（
３
）
演
劇
教
材
を
復
活
さ
せ
る
」（

２
）

で
、

「
国
語
教
室
に
演
劇
的
空
間
を
創
り
出
し
て
い
く
」
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、「
こ
と
ば
の
持
つ
身
体
性
と
対
話
性
と
を
取
り
戻
す
」
た
め
で
あ
り
、

つ
ま
り
、「
演
劇
的
」
と
い
う
こ
と
で
意
味
し
て
い
る
の
は
、
一
つ
に
は
「
こ

と
ば
に
お
け
る
身
体
性
の
復
権
」、
も
う
一
つ
は
「
こ
と
ば
に
お
け
る
対
話
性

の
回
復
」
で
あ
る
が
、「
対
話
性
」
に
関
し
て
は
、
竹
内
敏
晴
の
研
究
に
つ
い

て
（
３
）「

こ
と
ば
を
身
体
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
と
ら
え
、
対
話
の
成
立
を
身
体

ぐ
る
み
の
次
元
で
考
え
て
い
る
」
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、「
身
体
性
の
復
権
」

の
方
が
よ
り
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、「
国
語
教
室
に
演
劇
的
空
間
を
創
り
出
し
て
い
く
」
こ
と
と
は
、

「
演
劇
的
要
素
と
い
う
も
の
を
加
味
し
た
実
践
を
創
り
出
し
て
い
く
と
い
う
こ

と
」
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
「
演
劇
的
要
素
」
を
加
味
す
る
と
い
う
の
は
、
も

ち
ろ
ん
、
国
語
教
育
で
戯
曲
教
材
を
取
り
上
げ
る
と
い
っ
た
こ
と
に
と
ど
ま
る

の
で
は
な
く
、「
身
体
性
」
に
重
点
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
戯
曲
教
材
で
あ
っ
て

も
な
く
て
も
、
た
と
え
ば
「
声
に
出
し
て
読
む
」（

４
）

こ
と
の
方
に
「
演
劇
的

要
素
」が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
通
常
の
会
話
で
あ
っ
て
も
、

発
声
器
官
や
呼
吸
器
官
な
ど
の
身
体
の
関
わ
り
が
あ
る
、
つ
ま
り
身
体
性
が
あ

る
の
だ
か
ら
、
特
に
「
演
劇
的
」
と
い
う
場
合
は
「
演
じ
る
」
こ
と
が
考
え
ら

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在
の
思
考
と
不
可
分
の
か
た
ち
で
言
葉
を
発
す
る

の
で
は
な
く
、
書
か
れ
て
与
え
ら
れ
た
言
葉
、
あ
る
い
は
、
記
憶
の
中
に
あ
る

言
葉
を
、
身
体
を
通
し
て
外
に
広
が
っ
て
い
く
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る

（
５
）。

　
音
楽
に
お
い
て
も
演
じ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
も
そ
も
音
楽
で
は
「
演
奏
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る

（
６
）。

そ
の

よ
う
な
共
通
部
分
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
『
報
告
書
』
で
の
演
劇
的
な
考
え

方
を
音
楽
に
つ
い
て
の
思
考
に
敷
衍
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
演
じ
る
と
い
う
視
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点
か
ら
国
語
科
と
音
楽
科
と
を
多
少
と
も
連
続
的
に
捉
え
る
こ
と
を
試
み
、
そ

の
意
義
を
探
り
た
い
。

　『
報
告
書
』
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
竹
内
は
、『
報
告
書
』
で
引
用
さ

れ
て
い
る
箇
所
を
含
む
節
で
、「
三
年
生
ぐ
ら
い
ま
で
は
、
少
な
く
と
も
国
語
・

体
育・音
楽
の
三
つ
は
分
け
な
い
で
、
一
つ
に
統
合
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
」（

７
）

と
述
べ
て
い
る
（「
三
年
生
」
は
小
学
校
三
年
生
の
こ
と
で
あ
る
）。
こ
の
こ
と
は
、

と
り
わ
け
言
葉
の
身
体
性
の
面
か
ら
国
語
と
音
楽
と
の
両
教
科
に
共
通
す
る
面

に
つ
い
て
考
え
る
上
で
示
唆
的
で
あ
り

（
８
）、

さ
ら
に
、
学
校
教
育
は
い
ろ
い
ろ

な
教
科
に
分
け
ら
れ
て
い
て
も
、
多
く
の
教
科
が
あ
っ
た
上
で
一
つ
の
教
育
で
あ

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
統
合
す
る
と
い
う
よ
り
、
そ
も
そ
も
何
を
分
け
な
い
方

が
良
い
か
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
歌
う
こ
と
は
、「
声
に
出
し
て
」
と
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
も
そ
も

声
を
使
う
の
で
あ
り

（
９
）、

そ
こ
に
は
呼
吸
器
官
や
発
声
器
官
が
関
わ
る
の
だ

か
ら
、
も
と
よ
り
身
体
的
な
活
動
で
あ
る
。
し
か
し
、
身
体
を
使
う
か
ら
と

い
っ
て
、
身
体
感
覚
を
十
分
に
持
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
楽

譜
を
読
ん
で
、
そ
れ
を
言
わ
ば
機
械
的
に
音
に
置
き
換
え
て
い
る
だ
け
で
あ
れ

ば
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
自
動
化
さ
れ
て
い
て
、
意
識
的
能
動
的
で
は
な
い
身

体
の
使
い
方
で
あ
る
。

　
身
体
感
覚
を
持
っ
て
音
楽
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
自
分
自
身
が
あ

る
高
さ
に
い
る
と
い
う
感
覚
と
と
も
に
音
を
捉
え
、
そ
の
高
さ
が
変
わ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
が
動
い
て
い
く
と
い
う
感
覚
で
（
実
際
の
動
き
を
伴
う

の
で
は
な
く
て
も
）旋
律
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
リ
ズ
ム
に
し
て
も
、

単
に
長
短
の
あ
る
音
の
組
み
合
わ
せ
で
は
な
く
、
拍
の
周
期
的
な
強
勢
を
自
身

の
身
体
の
力
と
し
て
感
じ
る
こ
と
か
ら
拍
子
が
生
ま
れ
（
拍
自
体
に
も
身
体
感

覚
が
あ
る
）、
そ
し
て
ま
た
、
た
と
え
ば
《
春
が
来
た
》（
高
野
辰
之
作
詞
、
岡

野
貞
一
作
曲
）
で
、「
春
が
来
た
（
は
る
が
き
た
）」
の
［
る
が
］
が
他
の
音
の

半
分
の
音
価
に
な
る
こ
と
で
、［
は
る
が
］
か
ら
［
き
た
］
へ
自
身
が
動
い
て

い
く
と
感
じ
る
と
こ
ろ
に
リ
ズ
ム
は
あ
る
。

　
そ
れ
は
声
楽
で
も
器
楽
で
も
同
じ
で
あ
る
が
、
声
楽
の
場
合
は
言
葉
を
発
す

る
こ
と
に
伴
う
身
体
感
覚
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
息
を
吸
う
こ
と
や
、
一
つ
の

ま
と
ま
り
を
歌
い
き
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
息
を
調
節
す
る
こ
と
に
も
、
言

葉
を
発
す
る
場
合
よ
り
も
意
識
的
な
身
体
の
調
整
が
伴
う
し
、
良
い
声
が
出
る

よ
う
に
身
体
を
調
節
す
る
こ
と
も
、
言
葉
を
発
す
る
場
合
よ
り
も
歌
う
と
き
の

方
が
気
を
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
言
葉
を
発
す
る
場
合
よ
り

も
歌
う
場
合
の
方
が
身
体
感
覚
が
強
い
か
と
い
う
と
、
そ
れ
が
そ
う
単
純
な
問

題
で
な
い
こ
と
は
、
後
で
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
身
体
感
覚
が
音
楽
に
必
要
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い

が
、
身
体
感
覚
が
あ
っ
た
方
が
、
音
楽
が
対
象
化
さ
れ
た
音
の
組
み
合
わ
せ
で

は
な
く
、
自
身
の
活
動
と
と
も
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
よ
り
実
感
の
あ
る
も
の

と
な
り
、
そ
れ
は
体
験
と
し
て
の
強
さ
あ
る
い
は
深
さ
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
よ
う
な
身
体
感
覚
の
た
め
に
は
、
リ
ト
ミ
ッ
ク
の
よ
う
に
身
体
の
動
き

を
伴
う
音
楽
教
育
の
方
法
が
有
効
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
身
体
感
覚
が
得

ら
れ
て
も
、
そ
れ
で
十
分
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
音

楽
の
身
体
性
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
言
葉
の
身
体
性
と
同
一
か
ど
う
か
、
ま
た
、

音
楽
の
身
体
性
と
言
葉
の
身
体
性
と
が
そ
も
そ
も
同
じ
で
は
な
い
に
し
て
も
、

音
楽
の
身
体
性
が
言
葉
の
身
体
性
に
直
結
す
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
か
ら



演じる空間を創る音楽教育

3

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
言
葉
の
身
体
性
に
あ
ら
た
め
て
視
点
を
移
す
必
要
が
あ
る
。

　『
報
告
書
』
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
齋
藤
孝
の
『
声
に
出
し
て
読
み

た
い
日
本
語
』の
中
心
点
は
、
日
本
語
の
暗
誦
、
朗
誦
を
勧
め
る
こ
と
に
あ
り
、

そ
れ
は
、
声
に
出
し
て
読
ん
で
こ
そ
魅
力
的
な
日
本
語
が
あ
る
と
い
う
理
由
か

ら
で
あ
る
。
声
に
出
し
て
読
む
こ
と
の
「
基
本
は
リ
ズ
ム
・
テ
ン
ポ
・
響
き
を

楽
し
む
と
い
う
こ
と
」（

10
）

で
あ
り
、
ど
の
日
本
語
文
を
読
む
場
合
で
も
「
共

通
し
て
い
る
の
は
、
声
を
腹
か
ら
し
っ
か
り
出
し
、
息
づ
か
い
の
技
を
こ
ら
す

と
い
う
こ
と
」（

11
）

で
、「
自
分
の
息
づ
か
い
を
楽
し
む
要
領
で
日
本
語
の
ヴ
ァ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
味
わ
っ
て
く
だ
さ
い
。」（

12
）

と
述
べ
て
い
る
。

　
確
か
に
、
言
葉
の
持
つ
語
調
や
そ
れ
に
よ
る
リ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
押
韻
な
ど

の
繰
り
返
し
は
、
そ
れ
を
発
音
す
る
器
官
を
働
か
せ
る
こ
と
、
ま
た
、
発
声
す

る
た
め
の
呼
吸
の
器
官
な
ど
の
身
体
の
関
わ
り
が
あ
っ
て
こ
そ
実
感
で
き
る
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
身
体
性
は
必
要
か
と
い
う
疑
問
が

な
い
と
も
限
ら
な
い
が
、
書
か
れ
た
も
の
を
単
に
読
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、

言
葉
が
自
分
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
感
覚
を
持
つ
た
め
に
、
身
体
感
覚
の
支
え

が
あ
っ
た
方
が
良
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
言
葉
の
身
体
性
は
、「
読
む
」
こ
と
に
は
限
ら
れ
な

い
。
会
話
な
ど
、
普
通
に
言
葉
を
発
す
る
場
合
で
も
、
発
声
器
官
や
呼
吸
器
官

を
用
い
る
。
日
常
的
な
話
す
こ
と
の
中
で
身
体
性
を
重
視
す
る
こ
と
も
可
能
で

あ
ろ
う
が
、
日
常
会
話
の
よ
う
に
言
葉
が
思
考
と
不
可
分
で
あ
る
場
合
は
、
言

葉
の
概
念
的
意
味
に
第
一
の
重
点
が
置
か
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
音
声
面
を
重
視

す
る
場
合
も
、
そ
れ
は
、
思
考
あ
る
い
は
思
考
と
と
も
に
あ
る
感
情
を
よ
り
良

く
表
わ
し
、
伝
え
る
た
め
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
書
か
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
記

憶
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
、
思
考
か
ら
い
っ
た
ん
距
離
を
置
き
、
意
味
が
す
で

に
わ
か
っ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
方
が
、
言
葉
の
身
体
性
を
強
調
し
、
身
体
感
覚

と
と
も
に
言
葉
を
味
わ
う
た
め
に
は
有
利
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
言
い
換
え

れ
ば
、
書
か
れ
た
も
の
、
記
憶
さ
れ
た
も
の
を
演
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
演
じ
る

と
い
う
の
は
、
単
な
る
再
現
で
は
な
い
。
自
分
の
思
考
の
外
に
あ
る
言
葉
を
、

そ
の
意
味
の
理
解
か
ら
出
発
し
て
自
分
の
思
考
に
組
み
入
れ
て
発
す
る
の
で

あ
り
、
そ
の
際
、
自
身
の
日
常
的
な
活
動
に
根
差
し
た
思
考
で
は
な
い
か
ら
こ

そ
、
言
葉
の
音
の
側
面
、
つ
ま
り
は
、
音
の
た
め
の
発
声
や
呼
吸
と
い
う
身
体

感
覚
に
重
点
が
移
る
。

　
そ
の
よ
う
に
言
葉
の
身
体
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
は
、
単
に

書
か
れ
た
、
あ
る
い
は
記
憶
さ
れ
た
も
の
を
読
ん
で
い
る
だ
け
で
な
く
、
自
身

の
身
体
感
覚
と
と
も
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
言
葉
は
概
念
的
意
味
を
表
わ
す
だ
け

の
記
号
で
は
な
く
、
実
感
を
伴
っ
た
も
の
に
な
る
。
言
葉
を
使
う
と
き
に
人
間

が
直
接
扱
っ
て
い
る
も
の
は
音
で
あ
る
が
、
言
葉
を
使
う
目
的
は
、
概
念
的
意

味
を
表
わ
す
こ
と
の
側
に
あ
り
、
し
か
も
、
概
念
的
意
味
と
音
と
の
間
に
必
然

的
な
つ
な
が
り
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
概
念
的
意
味
を
表
わ
し
て
し
ま
え
ば
、

言
葉
の
音
は
も
は
や
重
要
で
は
な
く
な
る
。
し
か
し
、
暗
誦
や
朗
誦
に
せ
よ
歌

唱
に
せ
よ
、
言
葉
を
演
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
は
概
念
的
意
味
の
み
が
重

要
な
の
で
は
な
い
よ
う
に
、
す
な
わ
ち
、
音
の
側
も
重
要
で
あ
る
よ
う
に
性
質

を
変
え
、
そ
の
た
め
に
、
言
葉
は
発
す
る
（
歌
う
）
者
に
密
着
し
た
も
の
に
な

る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
声
に
出
し
て
読
む
こ
と
と
歌
う
こ
と
と
は
ど
の
よ
う
に
違
う
の

だ
ろ
う
か
。
言
葉
の
概
念
的
な
意
味
の
点
で
の
違
い
は
な
い
。
思
考
と
不
可
分
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な
言
葉
で
は
な
く
、
与
え
ら
れ
た
言
葉
を
演
じ
る
と
い
う
点
で
も
違
い
は
な

い
。
違
い
が
あ
る
の
は
、
そ
の
演
じ
方
で
あ
る
。
歌
う
場
合
に
は
、
言
葉
の
音

と
音
と
の
関
係
を
普
通
に
発
す
る
場
合
と
は
全
く
違
う
よ
う
に
変
え
て
い
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
が
す
わ
な
ち
歌
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
も
で
き
る
。
た

と
え
ば
、「
春
が
来
た
」
と
い
う
言
葉
を
歌
の
《
春
が
来
た
》
と
同
じ
よ
う
な

音
の
長
短
の
関
係
に
し
て
［
は
ー
る
が
き
ー
た
ー
］
と
日
常
会
話
で
発
音
す
る

こ
と
は
考
え
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
音
の
高
低
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
意
味
よ
り
も
音
の
側
、
ひ
い
て
は
身
体
感
覚
の
方
に
重
点
を
移
す

働
き
が
、
声
に
出
し
て
読
む
こ
と
よ
り
も
歌
う
方
が
強
い
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
こ
と
は
、
声
楽
の
言
葉
の
意
味
が
わ
か
ら
な
く
て
も
、
な
い
し
は
、

言
葉
を
無
く
し
て
楽
器
で
演
奏
し
て
も
音
楽
と
し
て
成
り
立
つ
こ
と
か
ら
も
わ

か
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
、
音
の
関
係
の
側
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
、
言
葉
そ
の

も
の
か
ら
は
遠
ざ
か
る
と
い
う
面
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
言
葉
に
対
す
る
意
識

を
あ
ま
り
持
た
ず
に
歌
う
こ
と
も
で
き
て
し
ま
う
。
ど
れ
ほ
ど
音
楽
の
実
感
を

持
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
言
葉
の
実
感
に
つ
な
が
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
か
と
い
う
と
、
一
般
論
と
し
て
は
、
歌
う
と
い

う
の
は
、
音
楽
に
言
葉
が
加
わ
っ
て
い
る
の
で
な
く
、
言
葉
を
演
じ
て
い
る
の

で
あ
り
、
歌
う
こ
と
が
同
時
に
発
話
（
言
葉
の
言
わ
ば
朗
読
）
で
あ
る
と
い
う

意
識
と
姿
勢
を
持
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
実
践
す

る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
簡
単
で
は
な
い
。

　
た
と
え
ば
、
歌
う
だ
け
で
な
く
、
歌
詞
を
朗
読
し
て
み
る
こ
と
も
有
効
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
歌
詞
が
音
楽
な
し
で
相
応
の
魅
力
を
持
つ
か
ど
う
か
は
わ
か

ら
な
い
。
齋
藤
の
『
声
に
出
し
て
読
み
た
い
日
本
語
』
に
は
、
暗
誦
、
朗
誦
す

る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
日
本
語
文
が
集
め
ら
れ
て
お
り
、
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず

し
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歌
詞
が
、
声
に
出

し
て
読
む
こ
と
で
魅
力
が
感
じ
ら
れ
る
日
本
語
で
あ
っ
て
も
、
歌
を
知
っ
て
か

ら
朗
読
す
る
の
で
は
、
単
に
歌
う
べ
き
言
葉
を
読
む
こ
と
に
な
り
が
ち
で
、
そ

う
な
れ
ば
、
そ
の
言
葉
を
身
体
感
覚
と
と
も
に
味
わ
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。

　
齋
藤
は
『
声
に
出
し
て
読
み
た
い
日
本
語
』
に
、
音
楽
が
付
け
ら
れ
て
歌
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の
を
い
く
つ
か
収
録
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
の

土
井
晩
翠
の
《
荒
城
の
月
》（
瀧
廉
太
郎
が
作
曲
し
て
い
る
）
の
解
説
に
「
詩

を
つ
ぶ
や
い
て
い
る
う
ち
に
自
然
に
廉
太
郎
の
曲
に
な
る
。」（

13
）

と
書
い
て

い
る
が
、
瀧
廉
太
郎
の
曲
を
知
ら
な
け
れ
ば
つ
ぶ
や
い
て
い
る
う
ち
に
廉
太
郎

の
曲
に
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
、
瀧
廉
太
郎
の
曲
を
完
全
に

忘
れ
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
り
、
そ
れ
を
齋
藤
が
意
図
し

て
い
る
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
歌
う
際
に
、
言
葉
の
音
を
普
通
に
発
す
る
場
合
に
近
づ
け
れ
ば
近
づ

け
る
ほ
ど
、
音
楽
と
し
て
は
不
自
然
に
な
り
か
ね
な
い
の
だ
か
ら
、
声
を
出
し

て
読
む
こ
と
は
、
歌
う
の
と
は
別
に
、
音
楽
科
で
は
な
く
国
語
科
で
、
そ
れ
に

適
し
た
教
材
で
行
な
い
、
そ
の
体
験
を
根
底
に
持
っ
た
上
で
、
音
楽
科
で
歌
唱

を
す
る
際
に
は
、
朗
誦
か
ら
歌
唱
へ
の
接
続
を
促
す
よ
う
に
言
葉
に
意
識
を
向

け
さ
せ
る
方
が
良
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
の
観
点
か
ら
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
』（

14
）

に
目
を
向
け
れ
ば
、
音
楽

科
の
歌
唱
に
つ
い
て
、〔
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
〕
で
は
「
思
い
に
合
っ
た
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表
現
を
す
る
た
め
に
必
要
な
次
の
（
ア
）
か
ら
（
ウ
）
ま
で
の
技
能
を
身
に
付

け
る
こ
と
。」
と
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
（
ア
）
は
、「
範
唱
を
聴
い
て

歌
っ
た
り
、
階
名
で
模
唱
し
た
り
暗
唱
し
た
り
す
る
技
能
」（

15
）

で
あ
る
。
こ

の
、
範
唱
を
聴
い
て
歌
う
と
い
う
の
は
、
楽
譜
が
使
わ
れ
始
め
る
〔
第
３
学
年

及
び
第
４
学
年
〕
以
降
も
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
教
師
の
範
唱
を

聴
い
て
、
そ
れ
を
児
童
が
模
唱
す
る
と
い
う
こ
と
に
し
て
も
、
教
師
の
歌
を
音

と
し
て
記
憶
し
て
、
そ
れ
を
再
現
す
る
だ
け
の
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
楽
譜

を
機
械
的
に
音
に
す
る
の
と
大
差
な
い
の
だ
か
ら
、
言
葉
に
十
分
に
意
識
が
向

け
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。

　
で
は
、
歌
唱
の
際
の
言
葉
の
扱
い
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る

か
と
い
う
と
、『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
』
の
〔
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
〕

で
は
、
同
じ
「
思
い
に
合
っ
た
表
現
を
す
る
た
め
に
必
要
な
次
の
（
ア
）
か
ら

（
ウ
）
ま
で
の
技
能
」
の
う
ち
の
（
イ
）
に
「
自
分
の
歌
声
及
び
発
音
に
気
を

付
け
て
歌
う
技
能
」、〔
第
３
学
年
及
び
第
４
学
年
〕
で
の
そ
れ
に
対
応
す
る
箇

所
で
は
、「
呼
吸
及
び
発
音
の
仕
方
に
気
を
付
け
て
、
自
然
で
無
理
の
な
い
歌

い
方
で
歌
う
技
能
」（

16
）、〔

第
５
学
年
及
び
第
６
学
年
〕
で
は
「
呼
吸
及
び
発

音
の
仕
方
に
気
を
付
け
て
、
自
然
で
無
理
の
な
い
、
響
き
の
あ
る
歌
い
方
で
歌

う
技
能
」（

17
）

と
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
』
で
は
、
歌
唱
に
つ
い
て
、〔
第
１
学
年
〕

で
も
〔
第
２
学
年
及
び
第
３
学
年
〕
で
も
、
歌
唱
に
つ
い
て
身
に
付
け
る
こ
と

の
一
つ
と
し
て
、「
創
意
工
夫
を
生
か
し
た
表
現
で
歌
う
た
め
に
必
要
な
発
声
、

言
葉
の
発
音
、
身
体
の
使
い
方
な
ど
の
技
能
」（

18
）

が
示
さ
れ
、『
高
等
学
校

学
習
指
導
要
領
』
の
「
音
楽
Ⅰ
」
で
は
、
理
解
す
る
こ
と
の
一
つ
と
し
て
「
言

葉
の
特
性
と
曲
種
に
応
じ
た
発
声
と
の
関
わ
り
」（

19
）、

身
に
付
け
る
こ
と
の

一
つ
と
し
て
「
曲
に
ふ
さ
わ
し
い
発
声
、
言
葉
の
発
音
、
身
体
の
使
い
方
な
ど

の
技
能

（
20
）

が
示
さ
れ
て
お
り
、「
音
楽
Ⅱ
」
で
は
、
理
解
す
る
こ
と
の
一
つ

と
し
て
「
言
葉
の
特
性
と
曲
種
に
応
じ
た
発
声
と
の
関
わ
り
及
び
そ
の
関
わ
り

に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
表
現
上
の
効
果
」（

21
）、

身
に
付
け
る
べ
き
こ
と
の

一
つ
と
し
て
「
曲
に
ふ
さ
わ
し
い
発
声
、
言
葉
の
発
音
、
身
体
の
使
い
方
な
ど

の
技
能
」（

22
）

と
書
か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
論
と
し
て
特
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
歌
声

（
あ
る
い
は
発
声
）、
発
音
、
呼
吸
、
身
体
の
使
い
方
の
点
で
あ
り
、
そ
れ
は
ど

の
校
種
・
学
年
で
も
重
視
さ
れ
て
い
る
。
歌
う
際
に
は
、
歌
声
の
適
切
さ
、
そ

の
た
め
の
呼
吸
、
あ
る
い
は
、
音
楽
の
面
で
の
、
た
と
え
ば
一
つ
の
フ
レ
ー
ズ

を
歌
う
の
に
適
し
た
呼
吸
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
呼
吸
の
た
め
の
身
体
の
使
い

方
に
重
点
が
置
か
れ
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
身
体
感
覚
が

あ
り
、
特
に
呼
吸
法
や
息
継
ぎ
の
面
で
は
、
ま
た
、
発
声
に
つ
い
て
も
、
発
話

の
場
合
と
は
違
っ
た
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、
身
体
性
が
よ
り
意
識
さ
れ
る

こ
と
に
も
な
り
、
そ
れ
が
音
楽
の
実
感
に
も
つ
な
が
る
。

　
し
か
し
、
朗
誦
か
ら
歌
唱
へ
の
接
続
を
促
す
た
め
に
重
要
な
の
は
、
そ
れ
を

言
葉
の
発
音
お
よ
び
そ
の
た
め
の
呼
吸
、
ま
た
、
発
音
や
呼
吸
の
た
め
の
身
体

の
使
い
方
と
い
か
に
結
び
付
け
る
か
で
あ
る
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
言
葉

を
言
葉
ら
し
く
発
音
す
る
こ
と
と
歌
う
こ
と
と
の
間
に
は
し
ば
し
ば
矛
盾
が
あ

る
。
言
葉
の
発
音
に
関
し
て
、『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
』
に
手
が
か
り
を

求
め
る
と
、「
言
語
の
も
つ
音
質
、
発
音
や
ア
ク
セ
ン
ト
な
ど
が
、
旋
律
や
リ
ズ

ム
、
あ
る
い
は
、
曲
の
構
成
な
ど
に
影
響
を
与
え
て
い
る
場
合
も
あ
る
。」（

23
）
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と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

創
意
工
夫
の
過
程
で
、
曲
想
と
音
楽
の
構
造
や
歌
詞
の
内
容
と
の
関
わ
り

に
関
す
る
新
た
な
知
識
を
得
た
り
、
こ
れ
ま
で
身
に
付
け
た
発
声
を
生
か

し
た
り
し
な
が
ら
、「
静
か
な
始
ま
り
の
中
に
も
力
強
さ
が
欲
し
い
の
で
、

言
葉
の
発
音
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
、
一
つ
一
つ
の
言
葉
を
訴
え
か
け
る
よ

う
に
、
徐
々
に
ク
レ
シ
ェ
ン
ド
し
て
歌
い
た
い
」
な
ど
の
よ
う
に
、
思
い

や
意
図
が
深
ま
っ
た
り
新
た
な
思
い
や
意
図
と
な
っ
た
り
す
る
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
。（

24
）

　
こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
歌
唱
に
お
い
て
は
音
楽
と
の
関
係
で
言
葉
の

発
音
を
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
に
と
ど
め
な
け
れ
ば
、
歌
と
し

て
は
不
自
然
に
な
り
か
ね
な
い
だ
ろ
う
。

　
言
葉
の
発
音
が
音
楽
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
か
た
ち
で
わ

か
る
の
が
、
言
葉
の
分
節
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
中
学
校
の
歌
唱
教
材
に
な
っ

て
い
る
《
夏
の
思
い
出
》（
江
間
章
子
作
詞
、
中
田
喜
直
作
曲
）
の
中
間
部
の

「
水
芭
蕉
の
花
が
咲
い
て
い
る
（
み
ず
ば
し
ょ
う
の
は
な
が
さ
い
て
い
る
）」
の

と
こ
ろ
は
、「
み
ず
ば
し
ょ
う
」
の
「
う
」
で
音
が
延
び
、「
は
な
が
」
の
「
な
」

が
強
拍
に
あ
る
こ
と
か
ら
、［
み
ず
ば
し
ょ
う
］［
の
は
］［
な
が
］
と
い
う
よ

う
に
捉
え
て
歌
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
言
う
ま
で
も
な

く
、［
み
ず
ば
し
ょ
う
の
］［
は
な
が
］［
さ
い
て
い
る
］
と
捉
え
て
、
そ
れ
に

対
応
し
た
歌
い
方
を
し
な
け
れ
ば
言
葉
の
面
で
は
不
自
然
で
あ
り
、
そ
の
よ
う

に
歌
っ
て
こ
そ
、「
は
な
」
が
強
調
さ
れ
て
思
い
が
込
め
ら
れ
る
言
葉
に
な
り
、

相
応
の
発
音
と
息
の
使
い
方
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
は
、
当
然
す
ぎ
る
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
教
師
は

音
楽
を
専
門
的
に
勉
強
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
、
た
と
え
ば
「
言
葉
を
大
切
に

す
る
」と
い
う
意
識
の
も
と
、
ご
く
普
通
に
行
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

意
識
の
中
心
が
言
葉
よ
り
も
音
楽
に
な
れ
ば
、
忘
れ
が
ち
か
も
し
れ
な
い
こ
と

で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
言
葉
を
大
切
に
す
る
と
い
っ
て
も
、
先
に
も
述

べ
た
よ
う
に
、
普
通
に
発
す
る
言
葉
に
近
づ
け
れ
ば
、
音
楽
と
し
て
か
え
っ
て

不
自
然
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
声
楽
曲
の
歌
詞

と
い
う
範
囲
内
で
言
葉
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
も
、
当
然

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
言
葉
と
し
て
の
発
音
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
音
の
ま
と
め
方
な
い
し
フ
レ
ー

ジ
ン
グ
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
た
め
に
適
し
た
呼
吸
法
が
相
ま
っ
て
、
言
葉
の

身
体
性
が
強
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
音
楽
科
と
し
て
も
、
そ
こ
で
終

わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
、
言
葉
を
演
じ
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
か
ど
う
か

も
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
自
分
で
は
［
み
ず
ば
し
ょ
う
の
］［
は
な
が
］
と
歌
っ

て
い
る
つ
も
り
で
あ
っ
て
も
、
そ
う
は
伝
わ
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ

の
問
題
を
解
決
す
る
の
は
、
第
三
節
で
考
え
る
よ
う
な
対
話
で
あ
る
。

二

　芸
術
的
空
間

　『
報
告
書
』
で
は
、「
身
体
性
の
復
権
」、「
対
話
性
の
回
復
」
に
よ
っ
て
「
国

語
教
室
に
演
劇
的
空
間
を
創
り
出
し
て
い
く
」
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
「
演
劇
的
要
素
と
い
う
も
の
を
加
味
し
た
実
践
を
創
り
出
し
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て
い
く
と
い
う
こ
と
」で
あ
っ
て
、
演
劇
的
空
間
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
で
の「
空

間
」
と
い
う
の
は
、（
国
語
）
教
室
と
い
う
一
つ
の
場
所
と
い
う
意
味
あ
い
し

か
持
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
演
劇
は
、
舞
台
と
い
う
場
所
で
俳
優
が
演
技
し
て
物
語
を
展
開

し
、
そ
れ
を
客
席
と
い
う
場
所
に
座
っ
た
観
客
が
観
て
い
る
と
い
う
だ
け
の

も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
俳
優
に
観
客
が
共
感
す
る
、
な
い
し
、
俳
優
と

観
客
と
が
一
体
感
を
持
つ
と
い
う
以
上
に
、
観
る
者
と
観
ら
れ
る
者
と
の
境
界

が
取
り
去
ら
れ
た
一
つ
の
空
間
が
創
り
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
音

楽
も
同
様
で
、
演
奏
者
と
聴
衆
と
の
間
の
境
界
が
な
く
な
っ
て
一
つ
の
空
間
が

創
り
出
さ
れ
る

（
25
）。

た
だ
し
、
音
楽
は
演
劇
と
比
べ
て
抽
象
度
が
高
く
、
ま

た
、
そ
も
そ
も
聴
覚
と
い
う
距
離
を
必
要
と
し
な
い
感
覚
に
訴
え
る
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
空
間
が
生
じ
る
構
造
に
つ
い
て
は
、
演
劇
の
方
が

考
え
や
す
い
面
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
演
劇
学
に
手
が
か
り
を
求
め
る

こ
と
に
す
る
。

　
河
竹
登
志
夫
は
『
演
劇
概
論
』
に
お
い
て
、「
演
劇
な
る
も
の
と
観
客
、
あ
る

い
は
舞
台
に
作
ら
れ
つ
つ
あ
る
作
品
な
い
し
俳
優
と
観
客
と
の
一
般
的
対
応
関

係
、
相
互
依
存
関
係
の
本
質
」（

26
）

を
考
察
す
る
際
、「
演
劇
的
「
場
」」（

27
）

の
概
念
を
導
入
し
て
お
り
、「
場
」
と
は
「
あ
る
性
質
を
も
っ
た
空
間
の
部
分
」（

28
）

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
磁
場
を
あ
げ
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
そ
の
「
場
」
の
様
相
は
、
た
と
え
ば
磁
力
線
や
重
力
の
方
向
（
鉛
直
線
）

の
よ
う
に
、
ベ
ク
ト
ル
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
劇
場
内

に
生
ず
る
「
演
劇
の
場
」
も
、
こ
れ
と
よ
く
似
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
磁
石
に
相
当
す
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
舞
台
で
刻
々
に
生
み
出
さ

れ
る
上
演
作
品
で
あ
る
。
観
客
は
劇
場
内
の
空
間
に
生
じ
た
場
の
力
、
す

な
わ
ち
舞
台
に
向
っ
て
集
中
す
る
ベ
ク
ト
ル
に
作
用
さ
れ
、
相
互
に
交
わ

り
引
き
合
う
緊
張
し
た
「
演
劇
の
場
」
が
成
立
す
る
。

　
観
客
は
さ
ら
に
、
こ
の
劇
場
内
の
時
間
空
間
的
な
、
す
な
わ
ち
四
次
元

の「
演
劇
の
場
」の
な
か
で
、
各
個
各
様
に「
心
理
学
的
な
場
」を
つ
く
り
、

一
連
の
心
理
的
な
い
し
生
理
的
な
行
動
を
お
こ
な
う
の
で
あ
る
。（

29
）

　
河
竹
は
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
概
念
を
用
い
て
演
劇
の
場
の
特
質
を
詳
述
す
る

が
、
こ
こ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
「
演
劇
の
場
」（
あ
る
い
は
演
劇
的
空
間
）
が

生
じ
る
か
に
つ
い
て
、
ベ
ク
ト
ル
と
そ
の
作
用
と
い
う
考
え
方
に
着
目
す
る
に

と
ど
め
て
お
く
。

　
ま
た
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ビ
エ
と
ク
リ
ス
ト
フ
・
ト
リ
オ
ー
は
、『
演
劇

と
は
何
か
』（
日
本
語
訳
書
名
『
演
劇
学
の
教
科
書
』）
の
「
演
劇
で
は
何
を
す

る
か 

演
劇
空
間
の
は
た
ら
き
」
の
章
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

舞
台
の
空
間
は
、
役
者
の
身
振
り
、
声
、
身
体
に
中
心
を
置
い
て
、
観
客

に
向
け
て
提
示
さ
れ
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
観
客
は
、
演
技
や
上
演
の
あ
り
方

に
応
じ
て
、
提
示
さ
れ
た
も
の
を
考
慮
の
中
に
入
れ
て
解
釈
す
る
。
演
劇

は
、「
演
劇
性
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
通
じ
た
、
空
間
の
諸
カ

テ
ゴ
リ
ー
の
常
に
唯
一
で
あ
り
常
に
反
復
さ
れ
る
経
験
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
こ
と
に
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
観
客
は
伝
統
的

に
は
受
動
的
な
窃
視
者
の
立
場
に
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
ま
す
ま
す
舞
台
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上
に
見
え
る
も
の
と
結
ば
れ
、
演
出
お
よ
び
演
技
が
観
客
に
提
示
す
る
物

と
身
体
と
の
想
像
上
の
変
容
に
取
り
込
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
、
よ
く
言

わ
れ
る
よ
う
に
、
観
客
が
演
技
に
参
加
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。（

30
）

　
そ
し
て
ま
た
、「
物
と
身
体
と
の
想
像
上
の
変
容
」
に
関
係
し
て
、「
身
体
、

役
者
の
演
技
、
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
」
の
章
の
次
の
部
分
が
こ
の
論
で
の
思
考
に

と
っ
て
重
要
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。

と
り
わ
け
口
は
、
口
が
投
げ
か
け
る
息
、
声
、
音
、
そ
し
て
、
口
が
生
み

出
す
話
が
通
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
観
客
の
そ
れ
ぞ
れ
が
は
っ
き
り
感
じ
る

よ
う
に
、
声
の
身
体
性
、
つ
ま
り
、
逆
説
的
な
が
ら
、
肉
体
の
物
質
性
が

存
在
し
、
そ
れ
が
見
出
さ
れ
る
の
は
、
ま
ず
息
の
中
、
す
な
わ
ち
、
役
者

が
吐
く
空
気
の
中
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
、
言
わ
れ
る
台
詞
の
中
に
投
げ

か
け
ら
れ
る
と
同
時
に
、
観
客
に
向
け
て
投
げ
か
け
ら
れ
る
声
の
中
で
あ

る
。
俳
優
の
こ
の
よ
う
な
息
は
、
腹
筋
と
内
肋
間
筋
か
ら
生
じ
、
真
の
身

体
的
作
業
、
す
な
わ
ち
朗
読
の
作
業
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
で
、
完
全

に
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
、
声
に
肉
体
と
力
と
を
与
え
る
。
だ
か
ら
、
台

詞
の
分
節
は
そ
の
よ
う
に
し
て
際
立
ち
、
音
に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ
、
ま

ず
呼
吸
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。（

31
）

　
つ
ま
り
、
学
校
教
育
の
問
題
に
視
点
を
戻
し
て
考
え
れ
ば
、
身
体
を
使
っ
て

声
に
出
し
て
読
む
だ
け
で
は
な
く
、
身
体
性
に
よ
っ
て
他
の
人
に
も
伝
わ
っ
て

こ
そ
、
演
劇
的
空
間
は
生
じ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
息
が
重
要
な
役
割
を
持

つ
。
歌
う
場
合
に
も
同
じ
こ
と
が
当
て
は
ま
る
が
、
言
葉
の
概
念
的
意
味
の
側

に
重
点
が
置
か
れ
る
か
、
音
声
な
い
し
身
体
感
覚
の
方
に
比
重
が
か
か
る
か
に

よ
る
違
い
が
あ
る
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
器
楽
で

あ
っ
て
も
、
言
葉
は
使
わ
な
く
て
も
音
お
よ
び
身
体
性
は
あ
る
の
だ
か
ら
（
特

に
息
を
使
う
楽
器
の
場
合
は
歌
う
こ
と
と
類
似
し
た
身
体
性
を
持
つ
）、
そ
れ
が

伝
わ
る
こ
と
に
よ
る
、
演
劇
的
空
間
と
同
じ
性
質
を
持
つ
空
間
が
生
起
し
得
る
。

　
そ
の
よ
う
な
演
劇
的
空
間
の
構
造
に
つ
い
て
さ
ら
に
思
考
を
進
め
れ
ば
、
山

崎
正
和
が
『
演
技
す
る
精
神
』
の
中
で
言
う
「「
鼎
話
」
的
表
現
構
造
」（

32
）

に
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。「
鼎
話
」
と
い
う
の
は
、「
対
話
」
が
二
者

の
関
係
で
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
の
対
し
て
、
三
者
の
関
係
で
生
ま
れ
る
と
い

う
こ
と
で
山
崎
が
用
い
て
い
る
新
造
語
で
あ
る
。

　
そ
の
三
者
と
い
う
の
は
、「
見
せ
る
人
間
と
見
せ
ら
れ
る
人
間
、
さ
ら
に
、

積
極
的
に
外
か
ら
見
る
人
間
」（

33
）

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
見
せ
ら
れ
る
人

間
」
と
い
う
の
は
、
観
客
の
こ
と
で
は
な
く
、
舞
台
上
の
相
手
役
で
あ
り
、
積

極
的
に
外
か
ら
「
見
る
人
間
こ
そ
が
厳
密
な
意
味
で
「
観
客
」
で
あ
る
。」（

34
）

つ
ま
り
、
演
じ
る
人
間
か
ら
そ
の
相
手
役
に
向
か
っ
て
の
情
報
伝
達
は
、「
あ

く
ま
で
も
そ
の
対
話
を
横
か
ら
眺
め
る
第
三
の
存
在
、
す
な
は
ち
観
客
の
受
容

に
よ
っ
て
完
結
す
る
の
で
あ
る
。」（

35
）

そ
し
て
、

演
劇
の
場
合
に
は
、
登
場
人
物
が
肉
体
を
持
つ
俳
優
の
姿
で
出
現
し
、
ど

ん
な
言
語
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
、
観
客
に
た
い
し
て
み
づ
か
ら
の
対
話
を

通
じ
て
中
継
す
る
。
言
葉
は
人
物
を
描
き
出
す
反
面
、
人
物
を
な
か
だ
ち

と
し
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
相
手
役
の
理
解
と
反
応
に
よ
っ
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て
意
味
を
補
充
さ
れ
る
。〔
中
略
〕
こ
れ
を
観
客
の
側
か
ら
い
へ
ば
、
彼

ら
は
、
言
葉
の
イ
メ
ー
ジ
の
内
容
を
受
け
と
り
な
が
ら
、
同
時
に
、
そ
れ

が
交
信
さ
れ
る
場
面
そ
の
も
の
を
伝
へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
言
葉
と
と
も

に
そ
の
言
葉
が
置
か
れ
た
「
状
況
」
そ
れ
自
体
を
理
解
さ
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。（

36
）

　
こ
こ
で
の
「
観
客
」
は
、
単
に
傍
観
的
に
舞
台
上
で
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と

を
見
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
「
鼎
話
」
的
構
造
に
は
な
ら
ず
、
河
竹
の

言
う
ベ
ク
ト
ル
、
す
な
わ
ち
方
向
性
と
持
っ
た
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
観
客
が
舞
台
上
の
俳
優
に
実
際
の
具
体
的
な
働
き
か
け
を
す
る
の
で
は

な
く
て
も
、
上
村
博
が
『
身
体
と
芸
術
』
で
、
役
者
は
役
に
な
り
き
る
の
で
な

く
、「「
役
を
演
じ
て
い
る
自
分
の
身
体
を
見
る
観
客
」
と
し
て
、
劇
の
登
場
人

物
の
身
体
運
動
を
、
行
為
さ
れ
る
も
の
か
ら
、
見
ら
れ
、
聴
か
れ
る
も
の
へ
と

転
換
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」（

37
）

と
述
べ
る
と
き
の
「
観
客
」
と
同
一
化
さ

れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
同
一
化
さ
れ
て
こ
そ
演
劇
的
空
間
が
生
起
す
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
音
楽
の
場
合
は
、
舞
台
上
で
の
対
話
に
相
当
す
る
も
の
が
な
い
た
め
（
対
話

的
な
様
式
の
作
品
は
あ
っ
て
も
）、
鼎
話
的
構
造
を
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
観
客
の
役
割
、
そ
し
て
、
上
村
が
言
う
「
自
分
の
身
体
を

見
る
観
客
」
を
言
い
換
え
て
「
自
分
の
声
や
音
を
聴
く
聴
衆
」
と
い
う
点
は
同

じ
で
あ
ろ
う
。

　
演
劇
に
せ
よ
音
楽
に
せ
よ
、
そ
の
よ
う
な
空
間
の
生
起
に
は
、
劇
場
あ
る
い

は
演
奏
会
場
よ
り
も
学
校
の
教
室
の
方
が
有
利
な
面
が
あ
る
。
劇
場
や
演
奏
会

場
で
は
一
般
に
舞
台
と
客
席
と
が
分
か
れ
、
演
じ
る
者
と
観
た
り
聴
い
た
り
す

る
者
と
が
明
確
に
区
別
さ
れ
る
が
、
学
校
教
育
の
場
で
は
、
た
と
え
ば
劇
を
上

演
す
る
場
合
、
特
定
の
児
童
生
徒
の
み
が
も
っ
ぱ
ら
演
じ
、
他
の
児
童
生
徒
は

そ
れ
を
観
る
だ
け
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
論
で
演
劇

的
空
間
と
言
う
と
き
、
実
際
に
劇
を
上
演
す
る
場
合
に
限
定
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
朗
読
す
る
場
合
も
、
全
員
が
一
緒
に
朗
読
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る

が
、
演
じ
る
こ
と
と
聴
く
こ
と
と
を
分
け
る
の
は
容
易
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
役

割
交
替
が
行
な
わ
れ
て
、
あ
ら
た
め
て
空
間
が
創
り
出
さ
れ
て
い
き
、
そ
こ
に

は
対
話
な
い
し
鼎
話
の
構
造
が
あ
る
。
身
体
性
を
持
っ
た
言
葉
で
対
話（
鼎
話
）

を
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
ま
さ
に
演
劇
的
空
間
が
あ
る
。

　「
対
話
」
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
は
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
で
あ
る
が
、『
報

告
書
』
で
は
身
体
性
を
持
っ
た
言
葉
の
や
り
と
り
と
し
て
「
対
話
性
の
回
復
」

が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

演
劇
的
空
間
と
身
体
性
を
持
っ
た
言
葉
に
よ
る
対
話
と
は
相
互
に
作
用
し
て
い

る
の
で
あ
る
。「
対
話
」
と
い
う
こ
と
で
さ
ら
に
考
え
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
、『
報
告
書
』
の
後
の
平
成
29
年
告
示
の
『
学
習
指
導
要
領
』
で
掲

げ
ら
れ
た
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
で
、
こ
れ
は
、「「
主
体
的
・
対

話
的
で
深
い
学
び
」
の
実
現
に
向
け
た
授
業
改
善
（
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン

グ
の
視
点
に
立
っ
た
授
業
改
善
）」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

三

　音
楽
に
よ
る
「
対
話
」

　「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
中
心
は
「
深
い
学
び
」
に
あ
っ
て
、
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そ
の
た
め
の
方
法
が
対
話
な
の
だ
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
、
国
語
科
に
し
て
も
そ

れ
以
外
の
教
科
に
し
て
も
、
対
話
そ
の
も
の
が
重
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
た
と
え
ば
、『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説 

音
楽
編
』
で
は
、「
対
話
に

よ
っ
て
自
分
の
考
え
な
ど
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
場
面
を
ど
こ
に
設
定
す

る
か
、
学
び
の
深
ま
り
を
つ
く
り
だ
す
た
め
に
、
生
徒
が
考
え
る
場
面
と
教
師

が
教
え
る
場
面
を
ど
の
よ
う
に
組
み
立
て
る
か
、
と
い
っ
た
視
点
で
授
業
改
善

を
進
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。」（

38
）

と
い
う
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
対
話
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で

き
、
持
た
せ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
対
話
と
い
え
ば
、
定
義

と
し
て
、
言
葉
を
声
に
出
し
て
や
り
と
り
す
る
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
対
話
が
一

番
は
っ
き
り
し
た
か
た
ち
で
現
れ
る
の
は
、
国
語
科
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
国

語
科
に
手
が
か
り
を
求
め
た
い
。 

　
国
語
科
の
目
的
を
確
認
す
る
ま
で
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、「
国
語
科
は
、

様
々
な
事
物
、
経
験
、
思
い
、
考
え
等
を
ど
の
よ
う
に
言
葉
で
理
解
し
、
ど
の

よ
う
に
言
葉
で
表
現
す
る
か
、
と
い
う
言
葉
を
通
じ
た
理
解
や
表
現
及
び
そ
こ

で
用
い
ら
れ
る
言
葉
そ
の
も
の
を
学
習
対
象
と
し
て
い
る
。」（

39
）

そ
の
た
め
、

言
葉
で
理
解
す
る
こ
と
も
、
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
も
、
言
葉
に
よ
る
対
話
を

通
し
て
、
理
解
が
正
し
い
か
ど
う
か
、
よ
り
良
い
表
現
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

等
々
と
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
対
話
で
用
い
る
言
葉

は
、
国
語
科
が
対
象
と
し
て
い
る
言
葉
そ
の
も
の
で
あ
る
。 

　
な
お
、
対
話
が
演
劇
の
主
た
る
形
式
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
演
劇
的
」

と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
実
際
に
演
劇
を
行
な
う
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
も
考

え
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
関
心
事
は
国
語
よ
り
も
む
し
ろ
音
楽
の

授
業
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
に
は
立
ち
入
ら
な
い
で
お
く
。 

　
さ
て
、
そ
の
よ
う
な
視
点
を
持
っ
て
音
楽
科
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
音
楽
科

は
言
葉
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
言
葉
で
対
話
し
て
も
、

そ
れ
は
必
然
的
に
音
楽
に
つ
い
て
の

0

0

0

0

0

対
話
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
ば
音

楽
の
特
徴
を
言
語
化
し
、
そ
の
対
話
を
通
し
て
、
こ
れ
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た

こ
と
に
気
づ
く
な
ど
の
か
た
ち
で
、
学
習
が
深
ま
る
と
い
っ
た
こ
と
は
あ
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
音
楽
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
だ

か
ら
、
方
法
に
よ
っ
て
は
、
言
語
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
音
楽
そ
の
も
の
か
ら

は
離
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
危
険
性
も
は
ら
ん
で
い
る
。 

　
独
立
行
政
法
人
教
職
員
支
援
機
構
の
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
授
業
実

践
事
例
」（

40
）

で
紹
介
さ
れ
て
い
る
二
百
の
事
例
の
う
ち
に
、
小
中
学
校
の
音

楽
科
の
事
例
が
五
つ
、
高
等
学
校
の
芸
術
科
で
音
楽
に
関
す
る
事
例
が
一
つ
あ

り
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
中
の
対
話
に
関
す
る
記
述
を
抜
き
出
し
て
み
る
と
、
次

の
も
の
が
あ
る
（
こ
の
論
文
で
の
便
宜
の
た
め
に
番
号
を
付
す
）。

（
一
）
合
奏
に
お
い
て
音
が
合
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
ど
う
す
れ
ば

合
う
か
に
つ
い
て
の
意
見
を
出
し
合
う
。（
小
学
校
一
年
）

（
二
）
様
々
な
表
現
を
出
し
合
い
な
が
ら
、
よ
り
イ
メ
ー
ジ
に
合
っ
た
表
現
を

探
っ
て
い
く
。（
小
学
校
五
年
）

（
三
）
鑑
賞
し
た
音
楽
の
感
想
を
言
葉
や
音
楽
で
伝
え
合
う
こ
と
で
、
音
楽
的

な
特
徴
を
客
観
的
な
根
拠
と
し
て
共
有
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
、
言
葉
で

の
交
流
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
歌
う
こ
と
を
通
し
て
音
楽
的
な
特
徴
を

共
有
・
共
感
す
る
。（
中
学
校
二
年
）
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（
四
）
三
味
線
を
演
奏
す
る
速
さ
や
リ
ズ
ム
を
相
談
し
、
ま
た
、
グ
ル
ー
プ
ご

と
の
成
果
を
聴
き
合
う
。（
中
学
校
二
年
）

（
五
）
楽
譜
に
示
さ
れ
て
い
る
用
語
や
記
号
の
意
味
を
確
認
し
た
り
、
そ
の
意

図
に
つ
い
て
考
え
を
伝
え
合
っ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
曲
に
対
す

る
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
し
、
発
表
の
際
は
、
聴
く
側
の
生
徒
が
発
表
者
の

表
現
に
込
め
ら
れ
た
思
い
や
意
図
を
考
え
て
気
付
い
た
こ
と
を
伝
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
発
表
者
は
自
分
た
ち
の
思
い
や
意
図
を
伝
え
る
表
現

が
で
き
た
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
中
学
校
二
年
）

（
六
）
話
し
合
い
を
通
し
て
歌
詞
の
意
味
を
理
解
す
る
。（
高
等
学
校
一
年
）

　（
六
）
は
歌
詞
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
た
め
別
と
し
て
、
い
ず
れ
も
、
音
楽

の
重
要
な
点
に
つ
い
て
対
話
的
に
授
業
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
、
た
と
え
ば
（
一
）
は
、
合
奏
に
お
い
て
音
が
合
っ
た
、
そ
の
先
が
重
要

で
あ
ろ
う
。（
四
）
も
同
様
で
、
速
さ
や
リ
ズ
ム
は
音
楽
の
他
の
要
素
と
関
係

す
る
の
で
あ
っ
て
、
速
さ
や
リ
ズ
ム
を
決
め
る
こ
と
は
音
楽
が
ど
の
よ
う
に
な

る
か
に
も
影
響
す
る
。
紹
介
さ
れ
て
い
る
授
業
実
践
に
お
い
て
そ
の
点
が
落
ち

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
授
業
実
践
全
体

を
検
討
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、
音
楽
の
授
業
に
お
け
る
対
話
に
つ
い
て

考
え
る
た
め
の
手
が
か
り
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
音
が
合
っ

た
そ
の
先
に
あ
る
べ
き
も
の
に
つ
い
て
対
話
が
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど

う
か
、
あ
る
い
は
、
ど
の
よ
う
な
対
話
で
あ
れ
ば
寄
与
で
き
る
か
が
重
要
な
の

で
あ
る
。（
二
）
に
つ
い
て
は
、
イ
メ
ー
ジ
に
合
っ
た
表
現
を
探
っ
て
い
っ
て
、

最
終
的
に
旋
律
が
で
き
る
段
階
に
ま
で
対
話
が
関
わ
る
余
地
は
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。（
三
）
も
同
様
で
、
音
楽
的
な
特
徴
は
言
葉
で
表
わ
す
こ
と
が
で
き
、
実

際
に
歌
っ
て
み
て
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
も
有
効
だ
が
、
そ
れ
と
曲
全
体
を
歌

う
こ
と
と
の
間
に
は
多
少
と
も
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

　
対
話
を
言
葉
に
よ
る
も
の
に
限
定
す
れ
ば
、（
五
）
は
、
言
語
化
で
き
る
範

囲
内
で
の
「
思
い
や
意
図
」
に
な
り
か
ね
ず
、
そ
こ
で
の
対
話
が
音
楽
に
関
す

る
「
思
い
や
意
図
」
を
十
全
に
表
現
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
吟
味

の
余
地
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
対
話
的
な
学
び
の
一
つ
の
限
界
を
示
し
て
い

る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
対
話
を
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
対
話
に

ま
で
拡
張
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
数
学
科
に

お
い
て
「
数
学
的
な
表
現
を
用
い
て
説
明
し
伝
え
合
う
活
動
」（

41
）

と
い
う
と

き
の
「
数
学
的
な
表
現
」
は
、
数
学
に
つ
い
て
の
表
現
で
は
な
く
、
数
学
に
他

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
音
楽
そ
の
も
の
に
よ
っ

て
言
わ
ば
「
説
明
し
伝
え
合
う
活
動
」
と
い
う
発
想
が
あ
っ
て
も
良
い
の
で
は

な
い
か
。

　『
報
告
書
』
に
お
い
て
、
国
語
教
育
に
演
劇
的
要
素
を
導
入
す
る
こ
と
に
つ

い
て
特
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
シ
ナ
リ
オ
・
戯
曲
教
材
の
見
直
し
」、

「「
説
得
劇
」
の
実
践
」、「「
朗
読
劇
」
の
実
践
」、「「
紙
芝
居
」
の
実
践
」、「「
詩

の
ボ
ク
シ
ン
グ
」
の
実
践
」
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
「
詩
の
ボ
ク
シ
ン
グ
」
の

実
践
が
、
音
楽
の
場
合
の
対
話
に
も
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
そ
の
実
践
と

は
、
楠
か
つ
の
り
が
始
め
た
「
二
人
の
朗
読
者
が
自
作
を
朗
読
し
て
勝
ち
負
け

を
競
う
イ
ベ
ン
ト
」（

42
）

で
あ
り
、
そ
の
朗
読
者
を
朗
読
ボ
ク
サ
ー
と
呼
び
、

「
勝
敗
の
判
定
基
準
は
、
朗
読
ボ
ク
サ
ー
の
く
り
出
す
声
と
言
葉
が
「
ど
れ
だ

け
観
客
を
引
き
つ
け
た
か
」
に
あ
る
。」（

43
）
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音
楽
に
置
き
換
え
て
考
え
れ
ば
、
歌
う
者
は
、
声
と
言
葉
、
そ
し
て
音
楽

を
、
聴
く
者
を
引
き
付
け
る
よ
う
に
繰
り
出
す
の
で
あ
る
。
ビ
エ
と
ト
リ
オ
ー

が
台
詞
の
分
節
は
「
ま
ず
呼
吸
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
」
と
言

う
よ
う
に
、
聴
く
者
を
引
き
付
け
る
た
め
に
は
身
体
性
が
不
可
欠
で
あ
り
、
聴

く
者
は
歌
う
者
の
歌
を
、
身
体
性
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
受
け
と
め
る
。「
ボ

ク
シ
ン
グ
」
と
い
う
よ
う
に
勝
敗
を
決
め
る
の
で
は
な
く
て
も
、「
勝
ち
負
け

よ
り
も
、
他
者
に
自
分
の
表
現
し
た
も
の
が
届
く
か
ど
う
か
を
き
び
し
く
見
つ

め
る
場
」（

44
）

が
そ
こ
に
は
あ
っ
て
、
ま
た
、
勝
敗
を
自
分
な
り
に
判
断
で
き

る
ぐ
ら
い
の
意
識
を
持
っ
て
聴
く
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
教
室
で
は

も
ち
ろ
ん
、
あ
る
児
童
生
徒
（
た
ち
）
が
歌
い
、
そ
れ
を
別
の
児
童
生
徒
（
た

ち
）
が
聴
き
、
聴
い
た
児
童
生
徒
（
た
ち
）
は
、
ど
の
よ
う
な
呼
吸
、
ど
の
よ

う
な
発
音
、
ど
の
よ
う
な
発
声
や
フ
レ
ー
ジ
ン
グ
等
々
で
歌
っ
て
い
る
か
を
受

け
と
め
、
ど
う
す
れ
ば
よ
り
良
く
「
観
客
」
に
伝
わ
る
か
を
考
え
、
そ
れ
を
自

身
の
身
体
的
活
動
に
置
き
直
し
て
歌
い
、
そ
れ
を
ま
た
児
童
生
徒
（
た
ち
）
が

聴
き
、
ま
た
歌
う
と
い
う
よ
う
に
、
相
互
作
用
が
繰
り
返
さ
れ
る
、
つ
ま
り
、

言
わ
ば
対
話
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

「「
詩
の
ボ
ク
シ
ン
グ
」
の
場
合
は
、

言
葉
を
他
者
に
伝
え
る
と
同
時
に
、
他
者
の
言
葉
を
良
く
聞
き
分
け
る
能
力
を

育
て
」（

45
）

る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
音
楽
に
よ
る
対
話
は
、
他
者
の
音
楽
を
良

く
聴
く
能
力
を
育
て
、
そ
れ
が
ま
た
、
自
分
の
歌
い
方
に
戻
っ
て
い
く
。

　
楠
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

こ
れ
ま
で
の
朗
読
が
読
み
手
が
い
て
観
客
が
い
る
と
い
っ
た
一
方
向
的
な

関
係
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、「
詩
の
ボ
ク
シ
ン
グ
」
で
は
、
競
う
者
が
い
て

ジ
ャ
ッ
ジ
が
い
て
観
客
が
い
る
と
い
う
、
三
方
向
の
関
係
を
意
識
し
な
が

ら
の
朗
読
と
な
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
の
伝
え
方
が
重
層
的
に

な
り
、
詩
の
言
葉
が
よ
り
大
き
な
他
者
性
を
も
て
る
場
と
な
る
。（

46
）

　
山
崎
が
言
う
「
鼎
話
」
的
構
造
は
、
舞
台
上
の
対
話
と
観
客
と
の
三
者
か

ら
成
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
「
ジ
ャ
ッ
ジ
」
が
い
る
わ
け
で
は
な
い
た

め
、
こ
こ
で
の
「
三
方
向
の
関
係
」
は
「
鼎
話
」
的
構
造
と
同
じ
で
は
な
い

が
、
前
の
節
で
考
え
た
芸
術
的
空
間
が
成
り
立
つ
に
は
三
者
（
以
上
）
の
関
係

が
必
要
な
の
だ
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
「
以
上
」
の
語

を
加
え
た
の
は
、
空
間
を
構
成
す
る
要
素
の
数
え
方
は
必
ず
し
も
一
つ
に
定
め

ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
演
劇
の
観
客
や
音
楽
の
聴
衆
は
同
時
に

「
ジ
ャ
ッ
ジ
」
で
も
あ
り
得
る
し
、
舞
台
上
の
俳
優
の
相
手
役
は
、
役
を
演
じ

て
い
る
俳
優
を
観
る
、
聴
く
者
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
二
点
を
結
ぶ
直
線
の
よ

う
な
関
係
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
三
つ
以
上
の
点
を
作
り
、
そ
れ
ら

の
間
の
相
互
関
係
が
あ
っ
て
こ
そ
、
単
な
る
場
所
で
は
な
く
、
芸
術
な
ら
で
は

の
空
間
（
あ
る
い
は
場
）
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
音
楽
の
場
合
、
演
劇
の
基
本
的
要
素
で
あ
る
俳
優
ど
う
し
の
対
話
に
相
当
す

る
も
の
が
な
い
が
、
斉
唱
の
よ
う
に
と
も
に
歌
う
際
に
は
、
歌
う
者
の
間
で
歌

う
こ
と
と
聴
く
こ
と
と
の
相
互
関
係
が
で
き
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
関
係
が

で
き
れ
ば
「
ボ
ク
シ
ン
グ
」
的
構
造
が
生
じ
る
。
し
か
も
、
同
じ
も
の
を
歌
っ

て
い
る
こ
と
で
、
音
楽
に
つ
い
て
も
言
葉
に
つ
い
て
も
初
め
か
ら
身
体
感
覚
に

共
通
性
が
あ
る
た
め
、
空
間
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
よ
り
強
固
な
基
盤
と
な

る
だ
ろ
う
（
合
唱
の
よ
う
に
全
員
が
同
じ
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
場
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合
、
お
よ
び
、
合
奏
を
含
め
た
器
楽
の
よ
う
に
言
葉
を
伴
わ
な
い
場
合
は
、
事

情
が
複
雑
に
な
る
た
め
、
こ
こ
で
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
）。

　
芸
術
的
空
間
を
児
童
生
徒
が
創
り
、
そ
こ
で
、
言
葉
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

音
楽
に
よ
っ
て
対
話
を
す
る
。
と
い
う
よ
り
、
実
際
に
対
話
す
る
の
で
な
く
て

も
、
対
話
が
で
き
る
よ
う
な
姿
勢
で
歌
い
（
演
奏
し
）、
聴
き
、
さ
ら
に
言
え

ば
、
聴
く
者
は
ジ
ャ
ッ
ジ
す
る
者
で
も
あ
り
、
そ
の
ジ
ャ
ッ
ジ
が
ま
た
自
分
が

歌
う
こ
と
へ
と
戻
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
芸
術
的
空
間
は
創
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
こ
に
こ
そ
、
よ
り
深
い
学
び
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註（
１
） https://w

w
w

.m
ext.go.jp/a_m

enu/shotou/kyoukasho/seido/
08073004/002.htm

（
２
） https://w

w
w

.m
ext.go.jp/a_m

enu/shotou/kyoukasho/seido/
08073004/002/007.htm

　
ウ
ェ
ブ
上
の
記
事
と
し
て
の
扱
い
で
ペ
ー
ジ
番
号

が
な
い
た
め
、
以
下
、
引
用
箇
所
の
明
記
は
省
略
す
る
。

（
３
） 

こ
の
記
述
の
前
に
、
竹
内
敏
晴
の
『
話
す
と
い
う
こド

ラ
マと

─
朗
読
源
論
へ
の
試
み
』

（
一
九
八
一
、
国
土
社
）
の
二
四
八
ペ
ー
ジ
か
ら
の
引
用
が
あ
る
。

（
４
） 

『
報
告
書
』
で
は
齋
藤
孝
の
『
声
に
出
し
て
読
み
た
い
日
本
語
』（
二
〇
〇
一
、

草
思
社
）
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、『
報
告
書
』
の
中
で
こ
の
節

に
先
立
つ
「
第
１
章 

４・
２
・
」
の
「（
１
）
朗
読
・
暗
唱
教
材
（
詩
・
古
典
・

そ
の
他
）
を
開
発
し
充
実
さ
せ
る
」
で
、
た
と
え
ば
「
詩
や
古
典
な
ど
の
暗
唱

な
ど
を
通
し
て
言
葉
の
美
し
さ
や
リ
ズ
ム
を
体
感
さ
せ
、
基
礎
・
基
本
の
充
実

を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
５
） 

黙
読
で
あ
っ
て
も
眼
は
使
い
、
眼
は
身
体
器
官
で
あ
る
が
、
外
に
向
け
て
働
き

か
け
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
こ
こ
で
身
体
性
と
の
関
係
で
眼
を
考
慮
す
る
必

要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
６
） 

「
演
奏
」
の
語
は
器
楽
に
限
定
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
声

楽
も
含
め
て
考
え
る
。

（
７
） 

竹
内
、
前
掲
書
、
二
四
六
ペ
ー
ジ
。

（
８
） 

体
育
と
の
関
係
も
興
味
深
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
そ
れ
に
立
ち
入
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

（
９
） 

楽
譜
を
見
て
、
あ
る
い
は
楽
譜
を
使
わ
な
く
て
も
、
頭
の
中
で
歌
を
想
像
す
る

こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
学
校
教
育
の
範
囲
内
で
考
慮
に
入
れ
る
必
要
は
な
い

だ
ろ
う
。

（
10
） 

齋
藤
、『
声
に
出
し
て
読
み
た
い
日
本
語
』、
三
ペ
ー
ジ
。

（
11
） 

齋
藤
、
前
掲
書
、
三
ペ
ー
ジ
。

（
12
） 

齋
藤
、
前
掲
書
、
三
ペ
ー
ジ
。

（
13
） 

齋
藤
、
前
掲
書
、
一
〇
二
ペ
ー
ジ
。

（
14
） 

『
学
習
指
導
要
領
』
お
よ
び
『
学
習
指
導
要
領
解
説
』
は
す
べ
て
、
小
中
学
校

は
平
成
29
年
告
示
、
高
等
学
校
は
平
成
30
年
告
示
の
も
の
を
文
部
科
学
省
の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
閲
覧
。https://w

w
w

.m
ext.go.jp/a_m

enu/shotou/new
-

cs/1384661.htm

（
15
） 

『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
』、
一
一
七
ペ
ー
ジ
。

（
16
） 

同
、
一
一
九
ペ
ー
ジ
。

（
17
） 

同
、
一
二
二
ペ
ー
ジ
。

（
18
） 

『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
』、
一
〇
〇
お
よ
び
一
〇
一
ペ
ー
ジ
。

（
19
） 

『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』、
一
四
一
ペ
ー
ジ
。

（
20
） 

同
、
一
四
一
ペ
ー
ジ
。

（
21
） 

同
、
一
四
四
ペ
ー
ジ
。

（
22
） 

同
、
一
四
四
ペ
ー
ジ
。

（
23
） 

『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説 

音
楽
編
』、
二
五
ペ
ー
ジ
。

（
24
） 

同
、
三
八
ペ
ー
ジ
。

（
25
） 

さ
ら
に
一
般
化
し
て
考
え
れ
ば
、
芸
術
体
験
と
い
う
の
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
絵
画
を
観
る
と
き
、
初
め
は
絵
画
と
い
う
対

象
化
さ
れ
た
空
間
を
観
て
い
る
が
、
次
第
に
観
る
者
と
絵
画
と
を
含
み
込
ん
だ

一
つ
の
空
間
に
変
質
し
、
そ
の
と
き
に
こ
そ
芸
術
体
験
は
あ
る
。

（
26
） 

河
竹
登
志
夫
、『
演
劇
概
論
』、
一
九
七
八
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
四
四
ペ
ー
ジ
。

（
27
） 

河
竹
、
前
掲
書
、
一
四
三
ペ
ー
ジ
。

（
28
） 

河
竹
、
前
掲
書
、
一
四
四
ペ
ー
ジ
。
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（
29
） 

河
竹
、
前
掲
書
、
一
四
五
ペ
ー
ジ
。

（
30
） Christian Biet, Christophe T

riau, Qu’est-ce que le théâtre?, 2006, 
Éditions Gallim

ard. pp.397f. 

ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ビ
エ
、
ク
リ
ス
ト
フ
・
ト

リ
オ
ー
著
、
佐
伯
隆
幸
日
本
語
版
監
修
、
穴
澤
万
里
子
他
訳
、『
演
劇
学
の
教

科
書
』、
二
〇
〇
九
、
国
書
刊
行
会
、
二
五
八
～
二
五
九
ペ
ー
ジ
。
訳
書
を
参
考

に
し
て
訳
出
し
て
い
る
。
訳
書
の
「
日
本
語
版
監
修
者
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、

改
訂
版
を
原
本
と
し
て
翻
訳
し
て
い
る
と
の
こ
と
だ
が
、
改
訂
版
の
出
版
年
等

は
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
出
版
社
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
で
も
改
訂
版
の
情

報
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

（
31
） Biet, T

riau, ibidem
,  p.457.

　
日
本
語
訳
書
二
九
七
ペ
ー
ジ
。
こ
の
部
分
で
は

ま
ず
口
の
所
作
の
こ
と
が
書
か
れ
、
そ
れ
と
の
対
比
で
言
葉
が
通
る
と
こ
ろ
で

あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
文
の
途
中
か
ら
引
用
し
て
い
る
。

（
32
） 

山
崎
正
和
、『
演
技
す
る
精
神
』、
一
九
八
三
、一
九
八
八
（
文
庫
版
）、
中
央
公

論
社
、
三
一
ペ
ー
ジ
。

（
33
） 

山
崎
、
前
掲
書
、
三
二
ペ
ー
ジ
。

（
34
） 

山
崎
、
前
掲
書
、
三
二
ペ
ー
ジ
。

（
35
） 

山
崎
、
前
掲
書
、
三
三
ペ
ー
ジ
。

（
36
） 

山
崎
、
前
掲
書
、
三
四
ペ
ー
ジ
。

（
37
） 

上
村
博
、『
身
体
と
芸
術
』、
一
九
九
八
、
昭
和
堂
、
一
三
二
～
一
三
三
ペ
ー
ジ
。

（
38
） 

『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説 

音
楽
編
』、
九
二
～
九
三
ペ
ー
ジ
。

（
39
） 

『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説 

国
語
編
』、
一
三
二
ペ
ー
ジ
。

（
40
） https://w

w
w

.nits.go.jp/jisedai/achievem
ent/jirei/

（
41
） 

『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説 

数
学
編
』、
六
〇
ペ
ー
ジ
。

（
42
） 

楠
か
つ
の
り
、『「
詩
の
ボ
ク
シ
ン
グ
」
っ
て
何
だ
!?
』、
二
〇
〇
二
、
新
書
館
、

二
〇
ペ
ー
ジ
。

（
43
） 

楠
、
前
掲
書
、
二
〇
ペ
ー
ジ
。『
報
告
書
』
で
も
引
用
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る

（
引
用
に
誤
字
が
あ
る
）。

（
44
） 

楠
、
前
掲
書
、
六
五
ペ
ー
ジ
。

（
45
） 

楠
、
前
掲
書
、
一
八
三
ペ
ー
ジ
。

（
46
） 

楠
、
前
掲
書
、
六
五
～
六
六
ペ
ー
ジ
。

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
資
料
は
す
べ
て
二
〇
二
三
年
九
月
二
八
日
に
最
終
確
認
。）




