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《
主
要
配
役
》

　
　

瀧
窓
志
賀
之
助　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

片
岡　

愛
之
助
（
六
役
）

　
　

瀧
窓
志
賀
之
助
実
は
鯉
の
精

　
　

俵
藤
太
秀
郷

　
　

鯉
王
皇
子
金
鯉

　
　

奴
瀬
田
平

　
　

関
白
中
納
言
橘
広
継　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

瀬
織
津
媛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

片
岡　

秀
太
郎

　
　

三
笠
山
大
百
足　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
川　

猿
弥

　
　

鯉
王　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
川　

中
車

　
　

釣
家
息
女
小
桜
姫　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
村　

壱
太
郎

【歌
舞
伎
評
】

歌
舞
伎
に
お
け
る
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
現
状
と
新
た
な
可
能
性

武

藤

太

郎

―
― 
平
成
二
七
年
明
治
座
五
月
花
形
歌
舞
伎　

通
し
狂
言
『
湧
昇
水
鯉
滝　

鯉
つ
か
み
』
―
―



48

　
　

妻
呉
竹　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
川　

門
之
助

　
　

釣
家
家
老
篠
村
次
郎
公
光　
　
　
　
　
　
　
　

中
村　

亀
鶴

　
　
　

（
登
場
順
）

　
　

《
あ
ら
す
じ
》

　

琵
琶
湖
の
守
神
・
瀬せ

織お
り

津つ

媛ひ
め

が
田
畑
を
荒
ら
す
大
百
足
と
対
峙
し
て
い
た
。
そ
こ
へ
近
江
の
国
司
で
大
百
足
退
治
を
命
じ
ら
れ
た
俵

た
わ
ら
の

藤と
う

太た

秀ひ
で

郷さ
と

が
駆
け
つ
け
る
。
秀
郷
は
瀬
織
津
姫
か
ら
手
渡
さ
れ
た
宝
剣
・
龍
神
丸
で
大
百
足
に
と
ど
め
を
差
す
と
、
大
百
足
は
大
量
の
血

を
吹
い
て
息
絶
え
る
。
大
百
足
は
絶
命
し
た
が
、
そ
の
血
が
不
幸
に
も
、
鯉
王
や
そ
の
息
子
で
あ
る
鯉
王
皇
子
金
鯉
た
ち
鯉
の
精
が
住
ん

で
い
た
琵
琶
湖
に
流
れ
込
む
。
こ
の
血
に
よ
っ
て
琵
琶
湖
は
汚
れ
て
し
ま
っ
た
。
鯉
の
精
た
ち
は
、
こ
の
出
来
事
に
よ
っ
て
、
俵
藤
太
の

家
を
末
代
ま
で
呪
う
事
を
誓
う
の
で
あ
っ
た
。

　

時
は
流
れ
て
、
俵
藤
太
の
末
裔
で
あ
る
釣
家
の
御
息
女
小
桜
姫
が
、
庭
に
向
か
っ
た
座
敷
で
ひ
と
り
琴
を
弾
い
て
い
る
と
、
池
に
若
い

男
、
瀧た

き

窓ま
ど

志し

賀が

之の

助す
け

が
漂
い
つ
い
た
。
志
賀
之
助
は
、
姫
が
か
つ
て
狼
藉
者
に
絡
ま
れ
た
際
に
助
け
て
く
れ
た
美
形
の
青
年
武
士
で
あ

る
。
姫
は
驚
い
た
も
の
の
、
彼
を
助
け
上
げ
る
。
そ
の
様
子
を
見
て
と
っ
た
釣
家
家
老
篠し

の

村む
ら

次じ

郎ろ
う

公き
み

光み
つ

の
妻
呉く

れ

竹た
け

が
姫
と
志
賀
之
助
を
奥

へ
通
し
、
二
人
は
逢
引
き
す
る
。
こ
の
間
、
釣
家
の
宝
剣
・
龍
神
丸
が
何
者
か
に
盗
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
釣
家
の
奴
、
瀬
田
平
の
働
き

に
よ
り
、
龍
神
丸
は
再
び
篠
村
の
手
元
に
戻
る
。
篠
村
が
龍
神
丸
を
か
ざ
し
、
そ
の
光
に
よ
っ
て
奥
の
障
子
に
映
し
出
さ
れ
た
の
は
、
人

間
の
影
で
は
な
く
大
魚
の
影
だ
っ
た
。
や
が
て
奥
か
ら
出
て
き
た
志
賀
之
助
を
篠
村
が
問
い
詰
め
る
と
、
志
賀
之
助
は
自
ら
の
正
体
を
明

か
す
。
こ
の
志
賀
之
助
は
実
は
本
物
の
志
賀
之
助
で
は
な
く
、
釣
家
に
怨
み
を
も
つ
鯉
の
精
の
化
身
で
あ
っ
た
の
だ
。
龍
神
丸
を
盗
ん
だ
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の
も
、
こ
の
鯉
の
精
で
あ
っ
た
。
鯉
の
精
は
恨
み
を
晴
ら
す
べ
く
、
小
桜
姫
を
誑
か
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
正
体
を
明
か
さ
れ
た
鯉
の

精
が
復
讐
を
し
よ
う
と
し
た
瞬
間
、
ど
こ
か
ら
か
矢
が
放
た
れ
鯉
の
精
に
命
中
す
る
。
こ
の
矢
を
放
っ
た
者
こ
そ
、
本
物
の
志
賀
之
助
で

あ
る
。
篠
村
は
龍
神
丸
を
志
賀
之
助
に
与
え
、
鯉
退
治
を
命
じ
る
。
志
賀
之
助
は
そ
の
命
に
従
い
、
鯉
の
精
を
追
い
か
け
る
。

　

琵
琶
湖
に
た
ど
り
着
い
た
志
賀
之
助
は
巨
大
な
鯉
と
水
中
で
激
し
く
格
闘
す
る
。
大
雨
と
激
し
い
水
し
ぶ
き
の
中
、
つ
い
に
志
賀
之
助

は
と
ど
め
を
刺
し
て
、
鯉
退
治
を
成
し
遂
げ
る
の
だ
っ
た(

1)

。

＊

　

「
鯉
つ
か
み
」
正
式
外
題
『
湧わ

き

昇の
ぼ
る

水み
ず
に

鯉こ
い

滝た
き

』
は
主
人
公
が
鯉
の
精
と
戦
う
鯉
退
治
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
「
鯉
つ
か
み
」
は
元
々

作
品
名
で
は
な
く
趣
向
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
作
品
で
用
い
ら
れ
て
き
た
。
文
化
一
〇
（
一
八
一
三
）
年
七
月
に
中

村
座
で
上
演
さ
れ
た
『
短み

じ
か

夜よ

仇
う
き
な
の

散ち
ら
し

書が
き

』
の
中
で
三
代
目
尾
上
菊
五
郎
演
じ
る
主
人
公
大
工
六
三
郎
が
本ほ

ん

水み
ず

を
用
い
て
鯉
と
の
格
闘
の
場

面
を
演
じ
た
の
は
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
巨
大
な
鯉
と
の
戦
い
の
場
面
は
、
本
水
を
使
用
す
る
た
め
、
怪

談
物
と
並
ん
で
、
江
戸
時
代
か
ら
夏
の
風
物
詩
た
る
「
夏
芝
居
」
の
代
表
的
な
演
出
と
し
て
人
気
を
集
め
た
。

　

明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
十
一
月
、
初
代
市
川
右
団
次
が
こ
の
江
戸
時
代
以
来
の
「
鯉
つ
か
み
」
の
趣
向
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
勝か

つ

諺け
ん

蔵ぞ
う

と
奈な

河が
わ

三み

津つ

助す
け

の
合
作
に
よ
る
新
作
『
新し

ん

舞ぶ

台た
い

清き
よ

水み
ず

群も
う

参で

』
を
上
演
す
る
。
こ
の
上
演
は
右
団
次
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
大
阪
道
頓
堀
角
座

の
新
改
築
の
杮
落
し
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
右
団
次
は
得
意
芸
で
あ
っ
た
ケ
レ
ン
の
一
つ
、
早
替
り
を
組
み
合
わ
せ
た
水
芸
で
大
評
判
を
呼

ぶ
。
以
来
「
鯉
つ
か
み
」
は
本
水
使
用
と
早
替
り
と
い
う
、
二
つ
の
ケ
レ
ン
の
要
素
を
も
つ
演
目
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ

し
て
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
九
月
に
は
、
父
親
の
芸
を
受
け
継
ぐ
か
た
ち
で
二
代
目
市
川
右
団
次
が
現
在
の
外
題
『
湧
昇
水
鯉
滝
』
で

こ
れ
を
上
演
す
る
。
以
後
、
三
代
目
実じ

つ

川か
わ

延え
ん

若じ
ゃ
く

（
上
演
時
は
二
代
目
実
川
延
二
郎
）
、
五
代
目
片か

た

岡お
か

我が

當と
う

、
そ
し
て
現
在
は
五
代
目
片
岡
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愛
之
助
、
七
代
目
市
川
染
五
郎
が
こ
の
作
品
を
受
け
継
い
で
い
る
。
染
五
郎
以
外
は
皆
、
上
方
の
歌
舞
伎
俳
優
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

「
鯉
つ
か
み
」
を
採
用
し
た
作
品
は
、
上
方
歌
舞
伎
の
代
表
的
な
演
目
と
い
う
一
面
も
も
っ
て
い
る
。

＊

　

平
成
二
七
（
二
〇
一
五
）
年
は
「
鯉
つ
か
み
」
の
当
た
り
年
で
あ
る
。
五
月
に
明
治
座
で
片
岡
愛
之
助
が
実
に
三
年
連
続
で
「
鯉
つ
か

み
」
を
上
演
し
、
六
月
に
も
大
阪
松
竹
座
で
上
演
し
た
。
さ
ら
に
八
月
に
は
、
市
川
染
五
郎
が
ア
メ
リ
カ
・
ラ
ス
ベ
ガ
ス
の
ホ
テ
ル
・
ベ

ラ
ー
ジ
オ
の
巨
大
噴
水
を
舞
台
に
、
「K

A
B

U
K

I Spectacle at FO
U

N
TA

IN
S O

F B
ELLA

G
IO

 K
oi-Tsukam

i "Fight w
ith a C

arp"

」

と
題
し
て
、
噴
水
シ
ョ
ー
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
「
鯉
つ
か
み
」
を
上
演
し
た
。

　

今
回
筆
者
が
観
劇
し
た
明
治
座
の
『
湧
昇
水
鯉
滝
』
で
は
、
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
な
ぜ
鯉
の
精
が
釣
家
に
怨
み

を
も
っ
て
い
た
の
か
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
新
た
に
「
釣
家
の
宝
刀
・
龍
神
丸
に
よ
っ
て
大
百
足
退
治
が
行
わ
れ
た
結
果
、
大
百
足
の

血
で
琵
琶
湖
が
汚
れ
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
鯉
の
精
た
ち
の
国
が
汚
さ
れ
た
」
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
を
序
幕
に
加
え
て
い
る
。
こ
の
新
し

い
ス
ト
ー
リ
ー
の
追
加
に
は
、
本
水
使
用
の
大
が
か
り
で
派
手
な
演
出
だ
け
に
重
き
を
置
く
の
で
は
な
く
、
志
賀
之
助
と
鯉
の
対
決
に
よ

り
深
い
意
味
を
も
た
せ
よ
う
と
す
る
演
出
側
の
意
図
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
今
回
の
上
演
で
は
、
愛
之
助
が
早
替
り
も
含
め
て
本

物
と
偽
物
の
志
賀
之
助
を
は
じ
め
主
要
な
六
役
を
勤
め
、
さ
ら
に
は
ス
ッ
ポ
ン
（
花
道
に
設
置
さ
れ
た
小
型
の
セ
リ
舞
台
）
か
ら
宙
乗
り

で
登
場
す
る
な
ど
、
本
水
以
外
の
部
分
で
も
ケ
レ
ン
芸
を
見
せ
て
、
観
客
を
楽
し
ま
せ
た
。

　

そ
し
て
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
、
本
水
で
の
格
闘
場
面
で
あ
る
。
舞
台
中
央
に
設
け
ら
れ
た
水
槽
の
中
で
暴
れ
ま
わ
る
巨
大
な
鯉
を
相
手

に
、
愛
之
助
演
じ
る
志
賀
之
助
が
必
死
に
食
ら
い
つ
い
て
激
し
い
格
闘
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
水
し
ぶ
き
が
前
方
の
客
席
に
飛

ん
で
い
く
ほ
ど
激
し
く
、
そ
の
激
し
さ
に
客
席
も
大
い
に
沸
く
。
最
後
に
志
賀
之
助
は
、
力
尽
き
た
鯉
を
両
手
に
掴
ん
で
高
々
と
担
ぎ
上
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げ
、
大
見
得
を
切
る
。
そ
し
て
鯉
と
の
格
闘
を
制
し
た
志
賀
之
助
は
び
し
ょ
濡
れ
の
ま
ま
花
道
へ
と
向
か
い
「
飛
び
六
方
」
（
片
手
を
大

き
く
振
っ
て
、
勢
い
よ
く
足
を
踏
み
鳴
ら
し
な
が
ら
花
道
を
退
場
す
る
所
作
）
で
引
っ
込
む
。
志
賀
之
助
の
踏
む
六
方
に
合
わ
せ
て
観
客

が
拍
手
で
応
え
、
観
客
と
舞
台
が
一
体
と
な
る
大
団
円
に
、
筆
者
は
歌
舞
伎
の
真
骨
頂
を
見
る
思
い
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
筆
者
は
幾
ば
く
か
の
物
足
り
な
さ
を
感
じ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
印
象
を
も
っ
た
要
因
は
何
な
の
か
、
そ

の
疑
問
を
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
大
が
か
り
な
舞
台
装
置
を
用
い
て
い
た
初
演
当
時
の
演
出
記
録
と
比
較
し
て
、
極
端
に
規
模
が
縮
小
し

て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
、
今
日
の
「
鯉
つ
か
み
」
が
直
面
し
て
い
る
現
状
に
た
ど
り
着
い
た
。
す
な
わ
ち
、
大
が
か
り
な
舞
台
装
置
と

本
水
を
用
い
て
巨
大
な
鯉
と
の
格
闘
を
躍
動
的
な
演
出
で
表
現
し
、
壮
大
な
作
品
世
界
を
創
り
出
す
と
い
う
、
「
鯉
つ
か
み
」
が
本
来
も

ち
合
わ
せ
て
い
る
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
現
状
を
生
み
出

し
た
明
治
以
降
の
歌
舞
伎
に
お
け
る
役
者
や
興
行
者
、
そ
し
て
行
政
が
目
指
し
て
き
た
方
向
性
の
問
題
点
も
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

＊

　

大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
十
月
の
『
演
芸
画
報
』
に
、
本
郷
座
で
上
演
さ
れ
た
二
代
目
右
団
次
の
『
湧
昇
水
鯉
滝
』
の
舞
台
設
営
と
、

そ
こ
で
行
わ
れ
た
「
鯉
つ
か
み
」
の
挿
絵
（
図
Ⅰ
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
舞
台
設
営
の
状
況
を
、
劇
評
家
川か

わ

尻し
り

清せ
い

譚た
ん

が
同
号

掲
載
の
「
楽
屋
風
呂
」
で
語
っ
て
い
る
。

先
ず
平
土
間
を
三
側
潰
し
て
の
水
槽
と
し
て
、
続
い
て
花
道
の
全
部
を
箸
箱
に
引
て
取
れ
ば
、
是
に
も
水
が
一
杯
、
い
ず
れ
も
ト

タ
ン
張
を
黒
塗
に
し
て
深
く
見
せ
る
段
取
の
所
、
急
場
の
事
と
て
ペ
ン
キ
の
乾
か
ぬ
恐
れ
が
あ
り
、
底
へ
黒
布
を
引
て
そ
れ
を
鉄

棒
で
押
え
る
事
と
な
つ
て
見
る
と
、
扨さ

て

其
鉄
棒
が
方
々
へ
引
掛
つ
て
自
由
に
動
け
ず
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
を
打
壊
し
た
り
、
又
釘
で
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止
め
て
は
水
が
洩
る
な
ど
の
大
苦
心
… (

2)
　

こ
の
文
章
や
挿
絵
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
志
賀
之
助
と
鯉
と
の
格
闘
場
面
の
上
演
の
た
め
に
、
大
が
か
り
な
舞
台
設
営
が
施
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
図
Ⅰ
の
右
上
の
絵
か
ら
は
、
客
席
の
前
の
部
分
を
つ
ぶ
し
て
大
き
な
水
槽
を
設
営
し
て
い
る
様
子
が
見
て
と
れ

る
。
こ
の
時
の
上
演
で
は
、
舞
台
前
に
水
槽
を
造
る
こ
と
は
勿
論
、
川
尻
の
文
章
の
中
に
「
花
道
の
全
部
を
箸
箱
に
引
て
取
れ
ば
、
是
に

も
水
が
一
杯
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
よ
う
に
、
花
道
ま
で
も
水
槽
に
し
て
お
り
、
こ
の
花
道
の
水
槽
の
中
を
二
代
目
右
団
次
演
じ
る
志
賀

之
助
が
泳
ぎ
な
が
ら
出
て
く
る
演
出
ま
で
あ
っ
た
と
の
記
録
も
残
っ
て
い
る
。

　

江
戸
時
代
の
芝
居
小
屋
で
は
、
演
目
に
応
じ
て
「
水み

ず

船ふ
ね

」
と
呼
ば
れ
る
巨
大
な
水
槽
を
本
舞
台
の
前
に
増
築
し
て
い
た
。
当
時
の
夏
狂

言
で
は
「
鯉
つ
か
み
」
に
限
ら
ず
本
水
を
使
用
す
る
演
出
が
数
多
く
あ
っ
た
た
め
に
、
こ
の
「
水
船
」
が
大
い
に
活
躍
し
た
。
こ
の
「
水

船
」
、
芝
居
小
屋
に
常
設
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
常
に
使
用
す
る
時
期
が
終
わ
れ
ば
、
す
ぐ
に
撤
収
で
き
、
そ
し
て
ま
た
次

の
使
用
機
会
が
く
れ
ば
組
み
立
て
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
の
芝
居
小
屋
が
一
般
に
も
っ
て
い
た
融
通
性
を
示
す
典
型
的

な
設
え
で
あ
る
。

　

現
在
の
劇
場
で
は
こ
の
よ
う
な
大
が
か
り
な
舞
台
設
営
を
頻
繁
に
行
う
こ
と
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
然
消
防
法
な
ど
の
法

律
的
な
問
題
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
何
よ
り
も
明
治
の
近
代
化
以
降
、
様
々
な
演
劇
ジ
ャ
ン
ル
の
出
現
に
伴
っ
て
、
多
目
的
な
活
用
を
重
視

し
、
舞
台
と
客
席
以
外
の
特
別
な
設
え
を
し
な
い
画
一
的
設
計
の
劇
場
建
築
が
推
進
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
劇
場
形
式
が
固
定
化
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
、
そ
の
要
因
が
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
江
戸
期
の
芝
居
小
屋
の
よ
う
な
「
歌
舞
伎
の
た
め
だ
け
」
に
存
在
し
、

「
歌
舞
伎
の
た
め
」
の
融
通
が
き
く
劇
場
が
今
日
で
は
ほ
ぼ
皆
無
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

融
通
性
の
欠
如
し
た
、
固
定
化
さ
れ
た
劇
場
構
造
の
な
か
で
上
演
可
能
な
演
目
が
優
先
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
反
面
、
大
が
か
り

な
仕
掛
け
や
既
存
の
構
造
を
大
幅
に
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
舞
台
設
営
を
必
要
と
す
る
演
目
は
敬
遠
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
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ま
た
大
が
か
り
な
舞
台
設
営
を
必
要
と
す
る
作
品
が
久
々
に
上
演
さ
れ
る
に
し
て
も
、
で
き
る
だ
け
既
存
の
舞
台
構
造
の
中
で
上
演
す
る

と
い
う
制
約
が
発
生
し
て
し
ま
う
た
め
、
規
模
の
縮
小
と
い
う
状
況
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
回
の
明
治
座
公

演
で
も
、
既
存
の
舞
台
構
造
の
極
端
な
変
更
は
な
く
、
中
央
に
水
槽
が
置
か
れ
て
い
る
だ
け
の
舞
台
設
営
で
あ
っ
た
。
こ
の
水
槽
も
、
二

人
の
演
者
が
中
に
入
っ
て
格
闘
場
面
の
大
立
ち
回
り
を
演
じ
る
の
に
十
分
な
広
さ
が
あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

実
際
、
歌
舞
伎
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
状
況
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
識
者
も
指
摘
し
て
い
る
。
亀
岡
典
子
は
「
劇
場
建
築
の
近
代
化

に
伴
っ
て
、
本
水
使
用
が
難
し
く
」(

3)

な
っ
た
こ
と
に
よ
る
「
鯉
つ
か
み
」
の
上
演
数
減
少
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
ま
た
服
部
幸
雄

は
、
江
戸
期
の
芝
居
小
屋
が
も
っ
て
い
た
「
自
在
的
構
造
」(

4)

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
服
部
は
前
出
の
二
代
目
右
団
次
の
本
郷
座

公
演
を
例
に
出
し
て
、
「
芝
居
小
屋
の
構
造
や
機
構
は
も
っ
と
自
由
に
で
き
な
い
も
の
か
」(

5)

と
、
現
代
の
劇
場
が
抱
え
る
融
通
性
の

欠
如
、
不
自
由
な
構
造
に
異
議
を
唱
え
て
い
る
。
実
際
、
戦
後
最
初
に
演
じ
ら
れ
た
昭
和
三
三
（
一
九
五
八
）
年
八
月
・
大
阪
毎
日
ホ
ー

ル
で
の
三
代
目
実
川
延
若
に
よ
る
「
鯉
つ
か
み
」
で
は
、
舞
台
の
構
造
上
の
理
由
か
ら
、
本
水
は
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
時
の
忸
怩

た
る
思
い
が
延
若
に
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
昭
和
四
八
（
一
九
七
三
）
年
八
月
・
南
座
で
の
五
代
目
片
岡
我
當
に
よ
る
「
鯉
つ
か
み
」
に

お
い
て
、
演
出
指
導
の
延
若
は
、
客
席
を
つ
ぶ
し
て
舞
台
前
に
水
槽
を
取
り
付
け
る
異
例
の
設
営
を
行
っ
た
。
延
若
の
思
い
が
強
く
出
て

い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

　

一
方
、
現
存
す
る
芝
居
小
屋
で
の
「
鯉
つ
か
み
」
の
上
演
は
、
そ
の
「
自
在
的
構
造
」
を
存
分
に
発
揮
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
岐

阜
県
瑞
浪
市
に
残
る
美
濃
歌
舞
伎
博
物
館
相あ

い

生お
い

座ざ

で
昭
和
五
一
（
一
九
七
六
）
年
八
月
に
上
演
さ
れ
た
三
代
目
市
川
猿
之
助
（
現
二
代
目

市
川
猿
翁
）
に
よ
る
「
鯉
つ
か
み
」
（
外
題
『
新し

ん

舞ぶ

台た
い

水み
ず

昇や

鯉こ
い

滝た
き

』
）
で
は
、
相
生
座
に
残
る
水
槽
を
活
用
し
て
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
志

賀
之
助
と
鯉
と
の
格
闘
が
演
じ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
は
平
成
二
四
（
二
〇
一
二
）
年
十
一
月
、
愛
之
助
が
初
め
て
「
鯉
つ
か
み
」
を
演
じ
た

兵
庫
県
出
石
町
の
芝
居
小
屋
・
永え

い

楽ら
く

館か
ん

で
の
公
演
で
は
、
愛
之
助
が
本
水
使
用
の
演
出
を
望
み
、
舞
台
の
設
営
を
永
楽
館
側
に
希
望
し

た
。
こ
の
設
営
は
、
こ
の
と
き
復
原
直
後
だ
っ
た
永
楽
館
の
舞
台
構
造
を
再
び
変
え
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
。
し
か
し
管
轄
す
る
豊
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岡
市
は
こ
の
要
望
を
受
け
入
れ
、
本
水
使
用
可
能
な
舞
台
設
営
を
実
施
し
た
の
で
あ
る(

6)

。

　

現
在
の
劇
場
で
は
、
ひ
と
つ
の
演
目
の
た
め
に
、
大
き
く
舞
台
構
造
を
変
え
る
と
い
う
事
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
。
大
正
期
に
二
代
目

右
団
次
が
行
っ
た
よ
う
な
、
舞
台
構
造
を
根
本
か
ら
変
え
る
よ
う
な
融
通
性
を
も
っ
た
劇
場
は
、
現
在
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
そ
の
た

め
既
存
の
劇
場
構
造
の
な
か
で
の
最
大
限
の
工
夫
で
演
出
を
行
う
し
か
方
法
は
残
っ
て
い
な
い
。
舞
台
構
造
を
自
由
自
在
に
変
え
て
大
が

か
り
な
仕
掛
け
を
可
能
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
芝
居
小
屋
の
衰
退
が
、
「
鯉
つ
か
み
」
の
も
っ
て
い
る
、
躍
動
的
な
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
性
を

削
ぎ
落
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

＊

　

今
年
五
月
の
明
治
座
で
の
「
鯉
つ
か
み
」
を
観
た
筆
者
の
印
象
、
そ
し
て
今
日
の
「
鯉
つ
か
み
」
を
取
り
巻
く
現
状
に
つ
い
て
こ
こ
ま

で
述
べ
て
き
た
が
、
そ
う
し
た
現
状
を
打
破
す
る
可
能
性
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
が
、
八
月
に
行
わ
れ
た
染
五
郎
に
よ
る
ラ
ス

ベ
ガ
ス
公
演
で
あ
る
。
筆
者
は
現
地
で
の
鑑
賞
が
叶
わ
な
か
っ
た
が
、
幸
い
に
公
式
映
像(

7)

や
こ
の
公
演
に
密
着
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー(

8)

で
そ
の
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
の
上
演
で
は
、
ホ
テ
ル
・
ベ
ラ
ー
ジ
オ
正
面
の
巨
大
な
噴
水
の
中
に
舞
台
を
作
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
ト
制
作
を
専
門

と
す
る
「
チ
ー
ム
ラ
ボ
」
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
に
よ
る
Ｃ
Ｇ
映
像
を
使
用
し
て
、
噴
水
の
中
を
雄
大
に
泳
ぐ
巨
大
な
鯉
を
映
し
出
し

た
。
さ
ら
に
は
舞
台
上
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
も
巨
大
な
鯉
の
映
像
を
映
し
出
し
、
映
像
の
中
で
躍
動
す
る
巨
大
な
鯉
に
合
わ
せ
て
染
五
郎
演

じ
る
志
賀
之
助
が
舞
台
上
で
立
ち
回
る
格
闘
場
面
を
見
せ
た
。
こ
の
演
出
に
よ
っ
て
、
あ
ら
す
じ
か
ら
認
識
し
て
い
る
巨
大
な
鯉
と
い
う

存
在
を
、
観
客
が
高
度
な
Ｃ
Ｇ
映
像
を
通
し
て
実
際
に
そ
の
大
き
さ
を
視
覚
的
に
体
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
そ

の
巨
大
な
鯉
の
映
像
に
連
動
す
る
よ
う
に
染
五
郎
が
立
ち
回
る
姿
は
、
大
が
か
り
な
装
置
を
最
大
限
活
用
し
、
壮
大
な
規
模
の
作
品
世
界

を
生
み
出
す
と
い
う
、
現
在
の
劇
場
で
上
演
さ
れ
る
「
鯉
つ
か
み
」
が
失
っ
て
い
る
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
性
を
存
分
に
発
揮
す
る
も
の
だ
っ



55

た
。

　

こ
の
ラ
ス
ベ
ガ
ス
で
の
一
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
「
鯉
つ
か
み
」
の
新
た
な
可
能
性
を
生
み
出
し
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
今
回
の

公
演
で
試
み
ら
れ
た
よ
う
な
二
次
元
と
三
次
元
、
つ
ま
り
映
像
と
演
劇
を
連
動
さ
せ
た
演
出
は
、
現
在
の
劇
場
構
造
の
中
で
も
十
分
に
可

能
な
演
出
で
あ
る
。
時
代
の
流
れ
に
よ
っ
て
本
水
演
出
の
規
模
が
縮
小
し
て
し
ま
っ
た
今
日
、
新
た
な
手
段
を
用
い
て
、
新
し
い
ス
ペ
ク

タ
ク
ル
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
、
こ
の
企
画
は
我
々
に
見
せ
て
く
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

＊

　

今
回
の
明
治
座
公
演
で
は
、
最
後
の
引
っ
込
み
で
、
観
客
の
拍
手
に
合
わ
せ
て
、
花
道
で
六
法
を
踏
む
ず
ぶ
濡
れ
の
愛
之
助
が
い
た
。

そ
の
姿
に
、
現
代
の
「
鯉
つ
か
み
」
が
も
つ
、
観
客
と
舞
台
と
が
一
体
と
な
る
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
性
の
一
端
を
改
め
て
見
る
こ
と

が
で
き
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
昔
の
観
客
が
今
の
観
客
よ
り
は
る
か
に
「
凄
い
も
の
」
を
見
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
一
抹

の
哀
愁
と
羨
ま
し
さ
が
筆
者
の
胸
に
去
来
し
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
今
日
の
劇
場
の
限
界
と
、
か
つ
て
の
芝
居
小
屋
が
も
っ
て
い
た
可
能

性
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
に
見
た
ラ
ス
ベ
ガ
ス
で
の
試
み
は
、
新
し
い
時
代
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
性
あ
ふ
れ
る
「
鯉
つ
か
み
」
を
、
我
々
は
こ
の

先
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
、
と
い
う
期
待
感
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
近
年
、
十
一
代
目
市
川
海
老
蔵
の
自
主
公
演
「
Ａ
Ｂ
Ｋ
Ａ

Ｉ
」
や
、
四
代
目
市
川
猿
之
助
に
よ
る
「
ス
ー
パ
ー
歌
舞
伎
Ⅱ
」
、
そ
し
て
市
川
染
五
郎
に
よ
る
「
歌
舞
伎
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ
」
な
ど
、
現
代
の

最
新
技
術
を
用
い
た
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
重
視
の
試
み
が
数
を
増
や
し
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
共
に
、
新
し
い
「
鯉
つ
か
み
」
も
ま
た
、

伝
統
的
要
素
を
守
り
な
が
ら
、
常
に
時
代
に
合
わ
せ
た
新
し
い
表
現
方
法
を
取
り
入
れ
て
発
展
し
続
け
て
い
る
歌
舞
伎
と
い
う
芸
能
の
神

髄
を
我
々
に
伝
え
て
く
れ
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。
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九
月
十
二
日 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放
送
）
お
よ
び
『
市
川
染
五
郎
の
「
鯉
（
こ
い
）
つ
か
み
」
〜
ラ
ス
ベ
ガ
ス

に
歌
舞
伎
の
花
咲
く
〜
』
（
平
成
二
七
年
九
月
二
七
日 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放
送
）

（
む
と
う　

た
ろ
う
・
東
京
藝
術
大
学
）
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図
Ⅰ　

『
演
芸
画
報
』
大
正
三
年
十
月
号 

演
芸
画
報
社 

八
〇
―
八
一
頁

　

※ 

右
上
に
客
席
の
前
の
部
分
を
つ
ぶ
し
て
大
き
な
水
槽
（
水
船
）
を
設
営
し
て
い
る
画
が
あ
る
。
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