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は
じ
め
に

三
好
十
郎
の
戯
曲
「
胎
内
」
は
『
中
央
公
論
』
一
九
四
九
年
四
月
号
（
一
～
三
場
）

と
五
月
号
（
四
～
七
場
）
に
分
載
さ
れ
、
同
年
八
月
に
世
界
評
論
社
か
ら
単
行
本
化

（「
猿
の
図
」〈『
諷
刺
文
学
』
一
九
四
七
年
九
月
〉
を
併
録
）
さ
れ
て
い
る（
１
）。
敗
戦
か

ら
二
年
後
、
戦
争
末
期
に
日
本
軍
が
掘
っ
た
洞
窟
に
三
人
の
男
女
―
闇
ブ
ロ
ー
カ
ー

の
花
岡
金
吾
と
情
婦
村
子
、
洞
窟
掘
削
作
業
に
従
事
し
た
復
員
兵
の
（
性
的
不
能
に

な
っ
て
い
る
）
佐
山
富
夫
―
が
閉
じ
こ
め
ら
れ
、
飢
餓
状
態
の
果
て
に
佐
山
の
男

性
器
が
突
如
屹
立
し
て
新
生
を
暗
示
す
る
、
と
い
う
筋
で
あ
る
。
同
作
は
「
廃
墟
」

（『
世
界
評
論
』
一
九
四
七
年
五
月
）、「
そ
の
人
を
知
ら
ず
」（『
人
間
別
冊
』
一
九
四

八
年
六
月
）
に
続
く
〈
戦
後
三
部
作（
２
）〉
の
掉
尾
を
飾
る
作
品
と
い
わ
れ
、
少
な
か
ら

ぬ
先
行
研
究
が
、
極
限
状
況
下
で
の
生
／
性
と
死
、
人
間
存
在
の
あ
り
よ
う
を
焦
点

化
し
、
三
好
の
敗
戦
・
戦
後
論
と
接
続
す
る
形
で
語
っ
て
き
た
。
そ
の
論
拠
に
は
三

好
自
身
の
「
日
本
の
敗
戦
を
自
分
と
い
う
人
間
が
ど
の
よ
う
に
受
け
取
つ
た
か
？　

に

就
い
て
の
最
も
総
括
的
具
体
的
な
答
え
が
こ
の
作
品
の
内
容
を
な
し
て
い
る
」（「
あ

と
が
き
」『
三
好
十
郎
作
品
集
』
第
三
巻
、
河
出
書
房
、
一
九
五
二
年
）
と
い
う
言
葉

が
援
用
さ
れ
、
戯
曲
自
体
の
評
価
も
概
ね
定
ま
っ
て
い
く
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
い
う
べ
き
か
。
三
好
戯
曲
の
多
く
が
発
表
後
ま
も
な
く
上

演
さ
れ
て
い
る
な
か
で
「
胎
内
」
は
長
ら
く
そ
の
機
会
が
な
か
っ
た
。
初
出
か
ら
数

年
後
に
書
か
れ
た
右
掲
「
あ
と
が
き
」
の
結
び
を
み
て
み
よ
う
。

〔「
猿
の
図
」
の
ほ
か
に
〕
こ
の
作
品
〔「
胎
内
」〕
も
ま
だ
上
演
さ
れ
た
こ
と
が

な
い
。
少
く
と
も
上
演
を
許
可
し
た
事
は
な
い
。（
と
い
う
の
は
私
に
無
断
で
地

方
で
上
演
し
た
劇
団
が
あ
る
ら
し
い
か
ら
。）
し
か
し
、「
猿
の
図
」
と
は
少
し

違
つ
た
意
味
で
、
信
頼
で
き
る
劇
団
の
手
で
上
演
さ
れ
る
折
が
あ
れ
ば
、
私
は

見
た
い
と
思
つ
て
い
る
。

「
猿
の
図
」
は
、
三
芳
重
造
と
い
う
主
要
人
物
の
名
前
か
ら
も
想
像
で
き
る
よ
う
に

三
好
十
郎
そ
の
人
の
投
影
と
自
己
批
判
と
い
っ
た
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
３
）。
三
好

は
「
こ
の
作
品
は
ま
だ
上
演
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
が
、
こ
の
作
品
に
限
り
、
上
演
さ

れ
る
の
を
誰
よ
り
も
私
自
身
が
見
た
い
と
思
う
。
見
な
が
ら
ゲ
ラ
ゲ
ラ
笑
つ
て
み
た

い
の
で
あ
る
。
果
し
て
笑
え
る
か
？　

問
題
だ
」（「
あ
と
が
き
」
前
出
）
と
期
待
を

の
ぞ
か
せ（
４
）、

そ
れ
と
は
「
少
し
違
つ
た
意
味
で
、
信
頼
で
き
る
劇
団
」
が
手
が
け
る

の
で
あ
れ
ば
「
胎
内
」
の
上
演
を
見
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

三
好
十
郎
の
〈
戦
後
〉
を
考
え
る
う
え
で
「
猿
の
図
」
や
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た

戯
曲
群
も
今
後
検
討
を
要
す
る
が
、
と
も
あ
れ
、
茨
木
憲
が
「
胎
内
」
に
つ
い
て
「
こ

三
好
十
郎
の
〈
戦
後
〉
覚
書

― 「
胎
内
」
受
容
の
変
遷
と
上
演
（
不
）
可
能
性

後

藤

隆

基

今
日
の
「
読
む
戯
曲
」
が
、
明
日
の
優
れ
た
「
上
演
脚
本
」
で
な
い
と
は
限
ら
な
い
。

　
　

 

〔
略
〕

「
今
日
の
舞
台
」
は
―
劇
場
は
、
俳
優
は
― 「
昨
日
の
戯
曲
」
の
た
め
に
作
ら
れ

た
も
の
だ
、
と
思
つ
て
ゐ
て
も
い
ゝ
で
は
な
い
か
。

―
岸
田
國
士
「
言
は
で
も
の
こ
と
」（『
言
葉
言
葉
言
葉
』
改
造
社
、
一
九
二
六
年
）
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の
戯
曲
は
さ
す
が
に
、
今
日
ま
で
ま
だ
上
演
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
が
」（『
昭
和

の
新
劇
』
淡
路
書
房
、
一
九
五
六
年
、
一
一
八
頁
。
傍
線
引
用
者
）
云
々
と
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
一
九
五
六
年
の
段
階
で
も
「
胎
内
」
の
〈
上
演
不
可
能
性
〉
と
も
い

う
べ
き
実
感
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
を
払
い
た
い
。
ま
た
「
数
多
い
三
好
戯
曲
の
な

か
で
も
、
か
な
り
特
異
な
相
貌
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
同
時
代
の
演

劇
人
達
に
上
演
で
き
る
も
の
な
ら
上
演
し
て
ご
ら
ん
、
と
、
や
や
挑
む
よ
う
に
語
り

か
け
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
」（
大
武
正
人
「
解
説
と
い
う
こ
と
で
―
三
好
十
郎
雑

記
」、
同
編
『
三
好
十
郎
の
手
帳
』
金
沢
文
庫
、
一
九
七
四
年
、
四
一
五
頁
）
と
い
っ

た
コ
メ
ン
ト
も
参
照
し
て
お
こ
う
。

初
出
掲
載
誌
（
四
月
号
）
の
「
後
記
」
で
、
編
集
人
の
山
本
英
吉
が
「
胎
内
」
を

「
問
題
作
」
と
紹
介
し
て
お
り
、
後
に
戸
板
康
二
は
「
読
者
に
戦
慄
を
与
へ
た
戯
曲
」、

「
様
式
的
に
も
特
殊
な
戯
曲
」（『
現
代
日
本
文
学
全
集
50
』
解
説
、
筑
摩
書
房
、
一
九

五
六
年
）
と
総
括
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
印
象
は
上
演
の
困
難
と
も
無
関
係
で
な
か
っ

た
に
ち
が
い
な
い
。
初
出
か
ら
十
四
年
後
の
一
九
六
三
年
、
劇
団
ど
ら
ま
座
の
第
一

回
試
演
と
し
て
「
胎
内
」
は
初
演
さ
れ
る
の
だ
が（
５
）、
三
好
は
一
九
五
八
年
に
泉
下
の

人
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
結
局
そ
の
舞
台
を
見
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
。

先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
「
胎
内
」
の
先
行
研
究
は
、
三
好
自
身
に
よ
る
評
論
（「
ヘ

ド
的
に
」『
群
像
』
一
九
四
九
年
二
～
七
月
。
の
ち
『
恐
怖
の
季
節
』
作
品
社
、
一
九

五
〇
年
）
や
前
掲
し
た
後
年
の
自
作
解
説
を
論
拠
と
し
て
、
作
家
の
思
想
に
収
斂
す

る
議
論
が
散
見
し
、
戯
曲
自
体
の
同
時
代
評
価
の
検
討
や
先
行
研
究
の
整
理
等
に
つ

い
て
は
未
着
手
の
ま
ま
措
か
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
「
胎
内
」
の
生
成
過
程

と
同
時
代
評
価
を
確
認
し
た
う
え
で
、
以
降
の
受
容
の
変
遷
を
た
ど
り
、
作
品
研
究

の
基
盤
形
成
を
試
み
る
。
併
せ
て
「
胎
内
」
と
い
う
戯
曲
の
上
演
（
不
）
可
能
性
に

つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

一　
「
胎
内
」
の
生
成

前
述
の
と
お
り
、
二
回
に
わ
た
っ
て
『
中
央
公
論
』
に
分
載
さ
れ
た
「
胎
内
」
で

あ
る
が
、
七
場
の
末
尾
に
は
「
一
九
四
九
年
二
月
脱
稿
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
本

節
で
は
、
大
武
正
人
編
『
三
好
十
郎
の
手
帳
』（
前
出
。
以
下
『
手
帳
』
と
略
記
）
を

も
と
に
「
胎
内
」
の
執
筆
過
程
を
確
認
し
て
お
く
。

『
手
帳
』
に
初
め
て
「
胎
内
」
の
内
容
に
関
わ
る
記
述
が
み
え
る
の
は
「1948 . 8 .  

21

―
ノ
ー
ト
」
で
あ
る
。
三
好
は
「
作
品
に
深
淵
（
題
は
変
え
て
よ
い
か
ら
洞
窟

の
こ
と
、
そ
こ
で
自
滅
す
る
人
間
の
こ
と
）
か
又
は
山
小
屋
の
こ
と
」（
二
四
一
頁
）

と
綴
っ
て
お
り
、
当
初
「
深
淵
」
と
い
う
仮
題
の
下
に
「
洞
窟
」
で
「
自
滅
す
る
人

間
」
の
様
子
か
「
山
小
屋
」
を
舞
台
と
す
る
構
想
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
、
作

品
の
素
案
的
結
構
が
箇
条
書
き
さ
れ
て
い
る
（
二
四
二
頁
）。

①
ア
レ
ゴ
リ
イ
に
し
な
い
た
め
に
、
三
人
の
身
分
を
日
常
性
と
ナ
マ
ミ
の
現
日

本
人
ら
し
い
属
性
を
、

②
そ
れ
か
ら
最
後
を
ヘ
タ
に
明
る
く
し
な
い
よ
う
に
。

○
穴
―
山
に
来
て
や
っ
と
自
信
が
も
て
る
。
岩
と
た
た
か
っ
て
ホ
ッ
タ
（
戦

中
）
そ
の
苦
し
み
終
戦
後
自
信
を
な
く
す
こ
と
ば
か
り
そ
れ
で
回
帰
し
て
来
た
。

そ
こ
へ
男
女
二
人
（
逃
げ
て
い
る
男
）

そ
の
三
人
が
や
り
と
り
し
て
い
る
間
に
地
震
―
恐
怖

そ
れ
か
ら
又
や
り
と
り

出
よ
う
と
す
る
と
口
が
ふ
さ
が
っ
て
い
る
。
―
恐
怖（
６
）

舞
台
の
〈
場
〉
は
「
洞
窟
」
に
絞
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
後
に
佐
山
と
な
る
（
と
思

し
き
）
人
物
は
「
終
戦
後
自
信
を
な
く
す
こ
と
ば
か
り
」
だ
っ
た
が
、
み
ず
か
ら
戦

中
に
「
岩
と
た
た
か
っ
て
ホ
ッ
タ
」
山
の
「
穴
」
に
来
る
― 「（
戦
争
）
そ
の
苦
し

み
」
に
「
回
帰
」
す
る
こ
と
で
、
戦
後
「
自
信
」
を
取
り
戻
す
と
い
う
構
想
で
あ
る
。

戦
争
末
期
に
掘
削
さ
れ
た
洞
窟
が
戦
争
そ
の
も
の
乃
至
戦
中
の
時
間
を
表
象
す
る
装
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置
と
な
る
わ
け
だ
。
そ
こ
に
逃
げ
て
く
る
男
女
二
人
。
三
人
の
「
や
り
と
り
」
の
間

に
地
震
が
起
き
、
彼
ら
は
閉
じ
こ
め
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
や
が
て
「
胎
内
」
と
命

名
さ
れ
る
作
品
の
原
初
形
が
あ
り
、
く
わ
え
て
三
つ
の
言
葉
が
列
挙
さ
れ
る
（
二
四

二
頁
）。○

胎
内　

T
he  I

マ

マ

nteriar  of  the  w
om

b （
７
）

○
胎
内
で　

In  the  w
om

b

○
胎
内
く
ゞ
り　

a  sanctified  cavern

（grotto

）

右
か
ら
順
に
英
題
を
直
訳
す
れ
ば
、
①
子
宮
の
内
部
、
②
子
宮
の
中
で
、
③
神
聖

な
洞
窟
（
洞
穴
）
と
な
る
。
そ
こ
か
ら
洞
窟
が
「
胎
内
」
に
見
立
て
ら
れ
る
わ
け
だ

が
、
①
は
名
詞
形
で
あ
り
、
洞
窟
（
＝
胎
内
）
と
い
う
〈
場
〉
そ
の
も
の
が
主
題
化

さ
れ
よ
う
。
②
は
洞
窟
（
＝
胎
内
）
の
中
で

0

0

と
い
う
助
詞
の
強
調
に
よ
っ
て
〈
場
〉

に
お
け
る
（
人
物
の
）
行
為
や
状
況
等
が
焦
点
化
さ
れ
る
。
さ
ら
に
③
で
は
、
修
験

者
が
山
を
母
胎
に
見
立
て
て
山
中
の
洞
窟
等
を
巡
歴
し
、
擬
死
再
生
の
観
念
を
実
践

す
る
「
胎
内
く
ゞ
り
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
洞
窟
（
＝
胎
内
）

と
い
う
〈
場
〉
の
聖
性
と
、
そ
こ
を
く
ぐ
る

0

0

0

（
通
過
す
る
）
こ
と
で
初
め
て
叶
う
新

生
の
可
能
性
が
胚
胎
さ
れ
て
い
る（
８
）。

『
手
帳
』
を
た
ど
る
と
「In  the  w

om
b

」
が
採
用
さ
れ
、
戯
曲
の
タ
イ
ト
ル
は
「
胎

内
」
に
確
定
し
て
い
く
。
三
好
は
そ
の
後
、
他
の
戯
曲
や
エ
ッ
セ
イ
、
評
論
等
の
仕

事
と
並
行
し
て
「
胎
内
」
の
執
筆
を
す
す
め
、
推
敲
を
重
ね
る
痕
跡
が
『
手
帳
』
に

は
刻
印
さ
れ
て
い
る
。

『
手
帳
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
一
九
四
九
年
の
「
手
帖
１
」
に
よ
れ
ば
、
三
好
は
一

九
四
九
年
一
月
二
十
八
日
に
「
胎
内
」
を
一
旦
脱
稿
。
加
筆
後
、
二
月
五
日
に
弟
子

の
石
崎
一
正
に
音
読
さ
せ
、
多
少
不
満
は
持
っ
た
も
の
の
「
発
表
の
心
」（
二
六
三

頁
）
を
決
め
る
。
掲
載
時
期
は
編
集
者
に
一
任
、
二
回
分
載
も
か
ま
わ
な
い
が
三
回

は
困
る
と
原
稿
を
渡
し
（
同
前
）、
単
行
本
化
の
際
に
は
修
正
箇
所
を
指
示
し
て
い
る

（
二
六
六
、
二
七
四
頁
）。
翌
年
に
は
映
画
化
の
企
画
も
持
ち
こ
ま
れ
た
よ
う
だ
（
二

九
一
頁
）。

当
時
、
三
好
が
戸
板
康
二
へ
送
っ
た
と
い
う
書
簡
に
「『
胎
内
』
は
私
の
戦
争
論
の

一
応
の
終
止
符
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
も
お
か
し
な
作
品
で
す
け
ど
、
あ
ゝ
な
る
よ
り

し
か
た
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」（
一
九
四
九
年
六
月
十
九
日
付（
９
））
と
あ
る
。
作
家
の

0

0

0

意
図

0

0

と
し
て
は
「
胎
内
」
を
も
っ
て
自
ら
の
「
戦
争
論
の
一
応
の
終
止
符
」
を
打
つ

と
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
。

二　
「
胎
内
」
の
同
時
代
評
価

で
は
、
同
時
代
の
「
胎
内
」
評
価
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

三
好
戯
曲
を
上
演
し
続
け
て
い
た
劇
団
文
化
座
の
佐
佐
木
隆
「
劇
作
家
・
三
好
十

郎
」（『
日
本
演
劇
』
一
九
四
九
年
七
月
）
は
「
廃
墟
」、「
そ
の
人
を
知
ら
ず
」、「
胎

内
」
の
三
作
を
一
括
し
、
そ
こ
か
ら
三
好
自
身
の
「
周
囲
（
狭
く
は
演
劇
人
、
広
く

は
日
本
人
）
に
対
す
る
懸
念
と
怒
り
」
を
読
ん
で
い
る
。
な
か
で
も
「
胎
内
」
は
「
作

家
と
し
て
の
腕
だ
め
し
的
な
冒
険
」
と
そ
の
実
験
性
に
ふ
れ
な
が
ら
、
同
作
の
み
を

見
れ
ば
「
失
敗
し
た
作
品
」
と
喝
破
す
る
。

そ
れ
は
レ
ー
ゼ
ド
ラ
マ
と
か
上
演
用
の
戯
曲
と
か
の
問
題
で
な
く
、
戯
曲
一
般

と
し
て
。
そ
れ
は
読
む
人
の
焦
点
を
一
貫
し
て
運
ん
で
く
れ
な
か
つ
た
と
云
う

だ
け
で
。〔
略
〕
最
初
の
方
で
非
常
に
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え

ら
れ
る
と
、
そ
の
密
度
で
あ
く
ま
で
「
胎
内
」
を
読
み
通
そ
う
と
す
る
。
そ
う

す
る
と
い
ろ
い
ろ
な
疑
問
に
打
つ
か
る
。
例
え
ば
あ
れ
だ
け
の
空
腹
で
、
つ
ま

り
ガ
イ
コ
ツ
に
な
り
か
け
て
、
人
間
は
、
も
の
を
云
う
か
し
ら
、
も
し
云
つ
た

と
し
た
ら
果
し
て
あ
ゝ
云
う
こ
と
を
あ
れ
だ
け
の
量
で
云
う
か
し
ら
〔
略
〕
つ

ま
り
、
こ
れ
は
戯
曲
形
式
の
不
統
一
が
原
因
し
て
い
る
失
敗
が
あ
る
と
思
う

佐
佐
木
は
「
戯
曲
一
般
」
の
問
題
と
し
て
、
読
者
に
不
親
切
な
「
戯
曲
形
式
の
不

統
一
が
原
因
し
て
い
る
失
敗
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
最
初
に
設
定
さ
れ
た
「
非
常
に

リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
」
で
読
み
進
め
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
劇
の
進
行
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に
つ
れ
て
極
限
状
況
に
追
い
込
ま
れ
、
飢
餓
状
態
に
陥
っ
た
登
場
人
物
が
戦
争
批
判

や
イ
ン
テ
リ
批
判
、
そ
し
て
最
終
的
に
は
人
間
愛
に
つ
い
て
の
独
白
を
延
々
と
続
け

る
こ
と
―
す
な
わ
ち
「
ガ
イ
コ
ツ
に
な
り
か
け
て
、
人
間
は
〔
略
〕
あ
ゝ
云
う
こ

と
を
あ
れ
だ
け
の
量
で
云
う
か
し
ら
」
と
い
う
疑
問
は
、
い
わ
ゆ
る
〈
リ
ア
リ
ズ
ム
〉

で
は
処
理
で
き
な
い
表
現
の
様
相
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
佐
佐
木
の
あ
る
一
面
的

な
演
劇
観
か
ら
の
評
言
と
う
け
と
る
こ
と
も
で
き
る
。
佐
佐
木
の
指
摘
は
、
前
掲
し

た
『
手
帳
』（
二
四
二
頁
）
に
い
う
ア
レ
ゴ
リ
ー
を
避
け
る
た
め
に
登
場
人
物
に
付
与

さ
れ
た
日
常
性
・
現
代
性
（
＝
写
実
的
要
素
）
が
、
後
半
し
だ
い
に
極
限
状
況
が
深

ま
る
な
か
で
観
念
的
に
変
容
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
、
ま
た
そ
の
劇
構
造
へ
の
批
判
で

あ
る
が
、
裏
を
返
せ
ば
、
そ
う
し
た
劇
と
し
て
の
一
貫
性
の
欠
如
は
「
胎
内
」
を
特

徴
づ
け
る
要
素
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

作
中
の
登
場
人
物
を
「
極
端
な
條
件
に
置
い
て
あ
そ
こ
ま
で
実
験
す
る
と
い
う
こ

と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
」
と
戯
曲
の
状
況
設
定
に
疑
問
を
投
げ
か
け
な
が
ら
も

「
こ
う
い
う
作
品
（
胎
内
）
を
僕
ら
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
批
評
し
て
は
い
か
ぬ

と
い
う
こ
と
は
言
え
る
」
と
す
る
青
野
季
吉
の
評
言
（
中
山
義
秀
・
青
野
季
吉
・
荒

正
人
「
創
作
合
評
（
二
六
回
）」『
群
像
』
一
九
四
九
年
七
月
）
か
ら
は
、
従
来
の
評

価
軸
で
は
捉
え
き
れ
な
い
「
胎
内
」
の
感
触
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

青
野
は
「
こ
れ
は
上
演
も
で
き
な
い
」
と
上
演
の
不
可
能
性
を
明
言
し
、
さ
ら
に

「
第
一
、
今
ま
で
の
概
念
で
い
う
戯
曲
じ
や
な
い
」
と
既
成
戯
曲
と
の
懸
隔
を
感
じ

と
っ
て
い
る
。
青
野
の
「
た
だ
一
種
戯
曲
の
形
式
を
か
り
た
と
い
う
も
の
」
と
い
う

言
表
は
、
戸
板
康
二
の
「
エ
ッ
セ
イ
を
ド
ラ
マ
の
形
で
書
い
て
い
る
の
じ
や
な
い
？
」

（
三
島
由
紀
夫
・
梅
田
晴
夫
・
矢
代
静
一
・
戸
板
康
二
「
既
成
作
家
を
語
る
」『
劇
作
』

一
九
五
〇
年
一
月
）
と
い
う
発
言
と
も
呼
応
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
当
時
三
好
が

連
載
し
て
い
た
「
ヘ
ド
的
に
」（
前
出
）
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
一
連

の
文
章
に
は
戦
後
新
劇
（
人
／
界
）
へ
の
批
判
等
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
青
野
が
「
胎

内
」
に
つ
い
て
「
自
分
の
む
し
や
く
し
や
腹
を
全
部
吐
き
出
し
た
も
の
で
す
よ
。
世

の
中
の
反
感
や
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
あ
そ
こ
へ
吐
き
出
し
た
」（「
創
作
合
評
（
二

六
回
）」
前
出
。
傍
線
引
用
者
）
と
述
べ
る
の
も
「
ヘ
ド
的
に
」
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
の

影
響
が
み
て
と
れ
る
。

と
は
い
え
、
平
田
次
三
郎
は
「
猛
烈
な
こ
の
熱
気
、
す
さ
ま
じ
い
こ
の
風
力
、
均

斉
と
端
正
・
秩
序
と
調
和
と
は
全
く
逆
な
疾
風
と
怒
涛
・
混
乱
と
破
調
、
そ
し
て
こ

の
何
か
、
時
に
血
腥
さ
く
、
時
に
キ
ナ
く
さ
い
、
異
様
な
い
の
ち
の
身
ぶ
る
い
」（「
三

好
十
郎
の
「
胎
内
」
に
つ
い
て
」『
近
代
文
学
』
一
九
四
九
年
十
二
月
）
を
前
に
、
作

品
と
自
分
と
の
関
係
が
「
僕
ひ
と
り
に
か
ぎ
ら
れ
る
と
は
思
へ
ぬ
の
で
あ
」
り
、
そ

の
と
き
「
胎
内
」
は
「
彼
〔
読
者
〕
の
生
を
疾
風
と
怒
涛
に
さ
ら
さ
せ
、
自
ら
装
ひ

を
破
り
捨
て
さ
せ
、
裸
の
自
己
を
凝
視
さ
せ
る
に
違
ひ
な
い
」（
同
前
）
と
賛
意
を
表

し
、
ま
た
「
こ
の
作
家
は
ち
よ
つ
と
桁
外
れ
だ
な
」（「
創
作
合
評
（
二
六
回
）」
前

出
。
青
野
）、「
三
好
氏
の
傑
作
で
す
よ
」（
同
前
。
中
山
義
秀
）
と
称
揚
さ
れ
る
と
こ

ろ
に
「
胎
内
」
評
価
の
困
難
が
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

戸
板
康
二
は
、
前
掲
「
既
成
作
家
を
語
る
」
の
な
か
で
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。

極
端
に
い
え
ば
、
何
か
空
間
は
設
定
さ
れ
て
い
て
も
、「
胎
内
」
な
ん
と
い
う
も

の
は
、
別
な
一
つ
の
文
学
で
す
。
芝
居
に
無
関
心
の
人
が
見
て
あ
ん
な
こ
と
は

あ
り
得
な
い
生
理
的
に
も
あ
ん
な
長
く
い
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
感
じ
た
人

が
い
る
ん
で
す
よ
。
炭
坑
か
な
ん
か
の
中
に
い
た
人
か
な
ん
か
が
見
て
ね
。
素

朴
な
見
方
だ
け
れ
ど
、
そ
う
い
つ
て
る
ん
だ
け
れ
ど
ね
。

「
芝
居
に
無
関
心
」
で
「
炭
坑
か
な
ん
か
の
中
に
い
た
人
」
の
「
素
朴
な
見
方
」
で

は
「
あ
ん
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
戦
後
、
学
生
や
市
民
サ
ー

ク
ル
と
い
っ
た
ア
マ
チ
ュ
ア
の
演
劇
運
動
が
高
ま
る
な
か
で
、
勤
労
者
に
よ
る
自
立

演
劇
（
職
場
演
劇
）
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
た
。
大
日
本
印
刷
に
勤
務
し
な
が
ら
同
社

の
労
組
演
劇
部
で
劇
作
を
は
じ
め
た
鈴
木
政
男）
（1
（

は
、
木
下
順
二
と
の
対
談
（「
演
劇
論

叢
」『
テ
ア
ト
ロ
』
一
九
四
九
年
六
月
）
で
、
自
身
の
兵
役
体
験
か
ら
、
戦
地
に
行
っ

て
い
な
い
木
下
の
「
山
脈
」（
一
九
四
九
年
）
に
対
し
て
「
物
足
り
な
い
」、
登
場
人
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物
に
「
同
情
は
し
た
け
れ
ど
も
共
感
は
持
て
な
い
」
と
難
じ
て
い
る
。
批
判
の
矛
先

は
三
好
の
「
胎
内
」
に
も
向
け
ら
れ
る
。

今
一
般
の
劇
の
専
門
家
た
ち
が
か
い
て
い
る
の
は
、
何
か
や
や
こ
し
い
。〔
略
〕

あ
れ
は
特
殊
な
場
合
だ
よ
。
戦
後
、
壕
の
中
に
男
と
女
が
入
る
。
あ
ん
な
こ
と

は
、
実
際
に
あ
っ
た
と
し
て
も
例
外
だ
。
あ
ん
な
と
こ
ろ
で
男
女
の
心
理
を
書

く
の
は
、
ば
か
ば
か
し
く
な
っ
て
来
る
。
そ
れ
が
芸
術
だ
と
言
う
ん
な
ら
、
僕

は
疑
わ
ざ
る
を
得
な
い
ね
。

木
下
は
「
確
か
に
鈴
木
君
が
言
う
意
味
は
、
反
省
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
は
思
う
が

…
…
」
と
穏
当
に
応
じ
て
議
論
は
区
切
り
が
つ
く
の
だ
が
、
対
談
を
読
ん
だ
千
田
是

也
は
「
と
も
か
く
鈴
木
君
と
い
う
人
は
演
劇
に
つ
い
て
は
な
ん
に
も
知
ら
な
い
ね
。

そ
の
か
わ
り
生
き
る
と
云
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
木
下
君
が
堂
々
め
ぐ
り
を
し
て
い

る
点
を
ズ
バ
リ
と
突
い
て
い
る
」（
千
田
是
也
・
八
田
元
夫
「
演
劇
と
現
実
に
つ
い

て
」『
テ
ア
ト
ロ
』
一
九
四
九
年
九
月
）
と
評
し
て
い
る
。
し
か
し
―
鈴
木
に
限
ら

ず
―
「
こ
れ
か
ら
戯
曲
を
書
い
て
行
く
人
、
少
く
と
も
そ
れ
を
専
門
的
に
や
ろ
う

と
す
る
者
は
、
芝
居
を
知
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
。
自
分
が
立
っ
て
い
る
労
働
者
と

し
て
の
立
場
と
い
う
こ
と
で
傲
慢
に
な
り
す
ぎ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
の
摂
取
に
つ
い

て
案
外
ほ
っ
か
ぶ
り
し
て
す
ま
し
て
い
ら
れ
て
は
こ
ま
る
」（
同
前
）
と
釘
を
さ
す
。

そ
れ
で
も
「
胎
内
」
か
ら
当
然
想
起
さ
れ
る
戦
争
と
い
う
近
過
去
、
敗
戦
・
戦
後

と
い
う
現
在

0

0

に
、
個
人
の
実
体
験
や
自
ら
の
内
面
を
重
ね
る
同
時
代
を
生
き
た
者
な

ら
で
は
の
見
方
や
、
実
感
と
し
て
の
作
品
に
対
す
る
違
和
感
を
一
概
に
無
視
は
で
き

ま
い
。

そ
う
し
た
同
時
代
評
の
な
か
で
、
戯
曲
の
内
容
に
ふ
み
こ
も
う
と
す
る
の
が
、
荒

正
人
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
の
「
部
屋
」
と
か
「
壁
」
な
ど
も
情
景
な
ど
は
似
て
い
ま
す
が
、
そ

れ
と
は
本
質
的
に
違
つ
た
も
の
で
す
ね
、
や
は
り
。
戦
争
中
掘
つ
て
い
た
防
空

壕
に
舞
い
戻
つ
て
き
た
イ
ン
ポ
テ
ン
ト
の
男
と
、
そ
の
穴
の
な
か
に
隠
れ
た
詐

欺
男
と
そ
の
情
婦
―
そ
し
て
入
口
が
土
砂
の
崩
壊
で
埋
ま
つ
て
し
ま
う
と
い

う
よ
う
な
人
工
的
だ
が
、
そ
れ
で
い
て
戦
後
の
感
覚
に
は
自
然
な
も
の
と
し
て

受
取
ら
れ
る
シ
チ
ュ
エ
イ
シ
ョ
ン
を
こ
の
作
家
は
ど
う
い
う
よ
う
な
心
的
動
機
で

設
定
し
た
の
か
、
そ
れ
が
知
り
た
い
で
す
。   

（「
創
作
合
評
（
二
六
回
）」
前
出
）

荒
正
人
は
そ
の
後
「
三
好
十
郎
論
」（『
悲
劇
喜
劇
』
一
九
五
〇
年
四
・
五
月
）
で

も
「
胎
内
」
に
つ
い
て
少
な
か
ら
ぬ
紙
幅
を
割
い
て
論
及
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
胎

内
」
の
「
シ
チ
ュ
エ
イ
シ
ョ
ン
は
、
サ
ル
ト
ル
の
「
壁
」
と
か
「
部
屋
」
な
ど
の
よ

う
に
外
界
と
の
自
然
な
つ
な
が
り
が
遮
断
さ
れ
た
一
種
の
限
界
状
況
」
だ
が
、
そ
う

し
た
「
状
況
設
定
」
で
は
な
く
「
そ
こ
に
お
か
れ
た
人
間
の
精
神
の
変
化
」
を
戯
曲

の
主
題
と
し
て
見
い
だ
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
外
的
條
件
の
変
革
に
も
、
内
部
精
神

の
変
容
に
も
徹
底
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
佐
山
を
「
触
媒
」
と
す
る
登
場
人
物
た

ち
の
変
化
―
心
的
交
錯
と
生
／
死
の
揺
動
で
あ
る
と
す
る
。
荒
は
そ
の
点
に
お
い

て
「
廃
墟
」
や
「
そ
の
人
を
知
ら
ず
」
に
は
な
い
「
発
展
」
が
「
胎
内
」
に
は
あ
る

と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
一
九
四
九
年
九
月
、
読
売
新
聞
社
が
「
読
売
文
学
賞
」
を
設
立
し
、
毎
年

一
回
、
小
説
賞
（
戯
曲
含
）、
文
芸
評
論
賞
、
詩
歌
賞
、
文
学
研
究
賞
（
翻
訳
そ
の
他

含
）
の
四
分
野
で
、
単
行
本
、
新
聞
、
雑
誌
（
同
人
雑
誌
含
）
に
発
表
さ
れ
た
作
品

か
ら
各
一
篇
を
選
び
、
贈
賞
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
年
十
二
月
に
は
戯
曲
を
小
説

賞
か
ら
切
り
離
し
て
戯
曲
賞
（
久
保
田
万
太
郎
委
員
長
）
が
設
け
ら
れ
、
福
田
恆
存

「
キ
テ
ィ
颱
風
」、
真
船
豊
「
猿
蟹
合
戦
」、
三
好
十
郎
「
胎
内
」
が
最
終
選
考
に
残

る
。
結
局
こ
の
年
の
戯
曲
賞
は
受
賞
作
な
し）
（（
（

、
久
保
田
万
太
郎
の
「
胎
内
」
に
対
す

る
選
評
に
は
「
作
者
の
執
拗
さ
が
、
い
た
ず
ら
に
作
を
濁
ら
せ
冗
漫
に
し
て
い
る
。

も
つ
と
救
い
が
ほ
し
い
」（「
戯
曲
賞
の
選
考
に
つ
い
て
」『
読
売
新
聞
』
一
九
五
〇
年

五
月
二
十
七
日
）
と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
「
胎
内
」
が
一
定
の
客
観
的
評

価
を
得
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
も
い
え
よ
う
。

そ
ん
な
中
で
、
一
九
五
二
年
刊
行
の
『
三
好
十
郎
全
集
』
第
三
巻
に
「
胎
内
」
が
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収
め
ら
れ
、
三
好
自
身
が
「
あ
と
が
き
」
に
以
下
の
よ
う
な
自
作
解
説
を
付
し
た
。

 
日
本
の
敗
戦
を
自
分
と
い
う
人
間
が
ど
の
よ
う
に
受
け
取
つ
た
か
？　

に
就

い
て
の
最
も
総
括
的
具
体
的
な
答
え
が
こ
の
作
品
の
内
容
を
な
し
て
い
る
。「
廃

墟
」
も
同
じ
よ
う
な
基
盤
か
ら
書
か
れ
た
も
の
だ
つ
た
が
、
書
か
れ
た
時
期
が

敗
戦
の
時
か
ら
あ
ま
り
に
近
か
つ
た
た
め
に
作
家
と
し
て
の
眼
が
ど
こ
か
熱
し

す
ぎ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
そ
う
い
う
い
う
状
態
の
時
で
な
け
れ
ば
掴
め
な

い
面
や
要
素
も
出
て
い
る
け
れ
ど
、
仕
事
全
体
に
ウ
ワ
ず
つ
た
よ
う
な
調
子
が

あ
り
す
ぎ
た
。
／
こ
の
作
品
で
は
そ
れ
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
作
者
の
眼
は
冷

た
く
な
つ
て
い
る
。
そ
れ
に
唯
単
な
る
敗
戦
と
い
う
事
件
か
ら
の
投
影
だ
け
で

な
く
、
そ
の
投
影
の
中
で
の
人
間
性
の
根
源
の
よ
う
な
も
の
へ
の
、
少
く
と
も

切
り
込
み
だ
け
で
も
実
現
さ
れ
て
い
る
。

重
言
な
が
ら
、
こ
の
作
家
の
言
葉
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
「
廃
墟
」
と
の
連
関
や
、
三

好
の
敗
戦
・
戦
後
論
の
象
徴
と
し
て
「
胎
内
」
を
読
む
先
行
研
究
が
大
勢
を
占
め
て

い
く
。
そ
の
際
、
三
好
の
八
月
十
五
日
体
験
に
ま
つ
わ
る
挿
話
が
前
景
化
さ
れ
る
パ

タ
ー
ン
も
散
見
し
、
前
掲
し
た
戸
板
康
二
宛
三
好
書
簡
（
一
九
四
九
年
六
月
十
九
日

付
）
も
傍
証
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
同
書
簡
に
よ
っ
て
「
胎
内
」
が
、
三
好
の
「
戦

争
論
」
の
「
一
応
の
終
止
符
」
と
見
な
さ
れ
て
い
く
わ
け
だ
が
、
む
し
ろ
「
ど
う
も

お
か
し
な
作
品
で
す
け
ど
、
あ
ゝ
な
る
よ
り
し
か
た
が
」
な
か
っ
た
と
い
う
自
覚
的

な
「
お
か
し
」
さ
に
着
目
す
る
と
き
、
お
そ
ら
く
「
胎
内
」
の
上
演
不
可
能
性
と
も

い
う
べ
き
問
題
が
炙
り
だ
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三　
「
胎
内
」
受
容
の
変
遷
と
上
演

三
好
十
郎
の
死
（
一
九
五
八
年
）
か
ら
五
年
後
の
一
九
六
三
年
六
月
、
前
述
し
た

よ
う
に
、
劇
団
ど
ら
ま
座
が
第
一
回
試
演
会
と
し
て
俳
優
座
劇
場
で
「
胎
内
」
を
初0

演0

す
る
（
黒
川
敏
郎
・
西
桂
太
演
出
）。
こ
の
と
き
、
サ
ル
ト
ル
作
「
出
口
な
し
」
が

同
時
上
演
さ
れ
て
い
た
。
三
好
あ
る
い
は
「
胎
内
」
に
お
け
る
サ
ル
ト
ル
の
影
響
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
同
時
代
評
に
お
い
て
戸
板
康
二
や
荒
正
人
が

言
及
し
て
い
る
。
サ
ル
ト
ル
は
一
九
四
〇
年
代
に
初
め
て
日
本
に
紹
介
さ
れ
、
わ
け

て
も
戦
後
知
識
人
の
あ
い
だ
で
実
存
主
義
の
流
行
を
う
ん
だ）
（1
（

。
宍
戸
恭
一
は
後
に
、

三
好
が
「
戯
曲
座
の
生
徒
た
ち
に
、
毎
回
の
よ
う
に
カ
ミ
ュ
の
こ
と
を
熱
心
に
話
し

た
が
、
サ
ル
ト
ル
の
サ
の
字
さ
え
口
に
し
な
か
っ
た
」（「
戦
後
三
好
十
郎
の
宝
物
」

新
国
立
劇
場
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
二
〇
〇
四
年
）
と
い
う
池
田
生
二
の
直
話
を
紹
介

し
、
三
好
自
身
も
、
サ
ル
ト
ル
の
「
汚
れ
た
手
」
に
つ
い
て
「
感
心
せ
ぬ
。
外
国
で

も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
と
な
る
と
忽
ち
大
し
た
も
の
ゝ
よ
う
に
思
う
愚
。
カ
タ
カ
ナ

崇
拝
病
の
あ
わ
れ
さ
。〔
略
〕
作
家
で
あ
る
よ
り
も
一
種
の
思
想
家
で
、
自
分
の
思
想

を
作
品
の
形
で
実
ケ
ン
し
て
い
る
だ
け
」（『
日
記
』
三
〇
〇
頁
）
と
難
じ
て
い
る
。

し
か
し
、
作
家
の
言
表
は
と
ま
れ
、
戸
板
の
「
は
じ
め
の
場
面
の
設
定
ね
。
サ
ル
ト

ル
は
読
ま
な
い
に
し
て
も
話
を
聞
い
た
ん
じ
や
な
い
か
と
い
う
気
が
し
た
」（「
既
成

作
家
を
語
る
」
前
出
）
と
い
っ
た
印
象
は
、
同
時
代
読
者
が
少
な
ら
ず
共
有
し
て
い

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
三
好
の
サ
ル
ト
ル
受
容
問
題
は
稿
者
の
力
量
を
こ
え
る

た
め
、
こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
が
、
両
者
を
結
び
つ
け
る
か
た
ち
で
、
当
時
「
胎
内
」 

―
ひ
い
て
は
三
好
十
郎
が
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
留
意
さ
れ
て
い
い
。

一
九
六
三
年
の
ど
ら
ま
座
公
演
に
つ
い
て
、
関
き
よ
し
は
「
約
半
分
に
カ
ッ
ト
」

（「
一
月
公
演
短
評
録
」『
テ
ア
ト
ロ
』
一
九
六
五
年
三
月
）
し
て
い
た
と
い
い
、
あ
ず

さ
欣
平
は
「
真
っ
暗
で
な
に
を
や
っ
て
る
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
」（
宮
岸
泰
治
・
あ
ず

さ
欣
平
「
演
劇
時
評
」『
悲
劇
喜
劇
』
一
九
八
三
年
十
二
月
）
と
後
に
回
想
し
て
い

る
。
公
に
は

0

0

0

初
め
て
の
「
胎
内
」
上
演
と
さ
れ
る
が
、
い
ま
だ
戯
曲
に
対
す
る
と
ま

ど
い
は
ぬ
ぐ
い
き
れ
て
い
な
い
印
象
で
あ
る
。

そ
の
二
年
後
、
劇
団
大
地
（
一
月
、
紀
伊
國
屋
ホ
ー
ル
、
奥
田
民
治
演
出
）
が
「
胎

内
」
を
上
演
。
関
き
よ
し
に
よ
れ
ば
、
全
編
通
し
て
の
初
演
は
一
九
六
五
年
の
劇
団

大
地
に
な
る
と
い
う
が
（「
一
月
公
演
短
評
録
」
前
出
）、
一
九
六
〇
年
代
に
お
け
る

「
胎
内
」
へ
の
着
目
と
し
て
、
永
平
和
雄
が
続
け
て
三
好
論
を
発
表
し
て
お
り）
（1
（

、
戦
後
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文
学
を
担
う
劇
作
家
と
し
て
の
三
好
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
「
胎
内
」

を
戦
後
の
「
三
好
戯
曲
の
極
点
」（「
三
好
十
郎
の
戯
曲
―
「
浮
標
」
か
ら
「
廃
墟
」

へ
―
」『
日
本
文
学
』
十
六
号
、
一
九
六
七
年
一
月
）
と
し
、
状
況
設
定
や
性
の
象

徴
性
に
よ
っ
て
人
間
存
在
の
根
源
が
問
わ
れ
て
い
る
点
は
評
価
し
な
が
ら
し
か
し
、

佐
山
の
独
白
に
表
象
さ
れ
る
「
過
剰
」
な
「
観
念
」
の
発
露
に
つ
い
て
は
劇
の
根
幹

に
か
か
わ
る
欠
点
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
（「
三
好
十
郎
論
―
そ
の
「
戦
後
」
に

つ
い
て
の
ノ
ー
ト
―
」『
テ
ア
ト
ロ
』
一
九
六
七
年
七
月
）。
埴
谷
雄
高
は
「
ひ
た

す
ら
死
を
軸
と
す
る
戦
争
な
し
に
生
れ
得
な
か
っ
た
一
種
ど
ん
づ
ま
り
の
極
限
の
み

に
目
を
そ
そ
ぎ
、
そ
こ
か
ら
目
が
離
せ
な
く
な
っ
た
作
品
」（『
全
集
・
現
代
の
発
見
』

第
八
巻
、
解
説
、
学
芸
書
林
、
一
九
六
七
年
）
と
述
べ
、
大
島
勉
は
「
戦
後
の
混
濁

の
な
か
に
新
生
を
希
求
し
た
作
品
で
あ
る
が
、
男
女
の
性
の
対
立
と
融
和
を
通
し
て

人
間
根
源
の
契
機
に
せ
ま
る
」（「
三
好
十
郎　

秋
霊
幻
怪
／
浮
標
／
胎
内
／
肌
の
匂

い
／
殺
意
／
捨
吉
ほ
か
」『
国
文
学
』
一
九
七
〇
年
七
月
臨
時
増
刊
）
と
述
べ
る
。

ま
た
、
山
内
登
美
雄
「
死
と
性
と
生
・
近
代
写
実
主
義
の
限
界　

Ｔ
・
ウ
ィ
リ
ア

ム
ズ
『
欲
望
と
い
う
名
の
電
車
』
と
デ
ィ
レ
ー
ニ
イ
『
蜜
の
味
』
三
好
十
郎
『
胎
内
』」

（『
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
』
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
六
六
年
）
は
「
股
間
や
、
太
い
キ

ノ
コ
や
、
全
裸
や
半
裸
の
女
体
な
ど
が
舞
台
上
で
使
わ
れ
る
こ
と
」
に
着
目
し
、
戦

後
の
三
好
戯
曲
で
「
裸
の
女
体
が
し
き
り
に
使
わ
れ
る
こ
と
の
意
味
」
や
「
弁
証
的

な
言
葉
に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
内
容
と
す
る
長
い
せ
り
ふ
」
の
多
さ
を
「
逐

語
訳
的
ス
タ
イ
ル
で
背
理
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
の
表
現
―
「
そ
れ
ら
を
直
接
に
舞

台
に
出
す
こ
と
な
く
〔
略
〕
そ
れ
ら
の
意
味
す
る
も
の
を
間
接
的
に
表
わ
す
こ
と
の

で
き
る
道
」
の
模
索
に
見
い
だ
す
独
自
の
論
を
展
開
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
三
好
戯

曲
が
「
上
演
用
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
読
む
た
め
の
戯
曲
と
い
う
性
質
を
次
第
に

強
め
て
い
っ
た
」
と
総
括
し
て
い
る
。

こ
の
時
期
の
論
考
の
中
で
も
、
奥
野
健
男
の
言
説
は
後
続
の
「
胎
内
」
論
の
範
型

と
な
っ
て
い
く
。

 

「
胎
内
」
は
日
本
人
の
実
存
を
象
徴
的
に
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
洞
窟
は
、
安

全
の
幻
想
、
か
く
ま
い
の
や
す
ら
ぎ
を
与
え
て
く
れ
る
が
、
扉
を
閉
じ
て
は
い

け
な
い
の
だ
。
扉
を
閉
じ
た
と
き
洞
窟
は
閉
鎖
的
な
、
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
空
間

に
な
っ
て
し
ま
う
、
も
う
外
は
見
え
な
い
、
そ
こ
で
男
二
人
女
一
人
の
現
世
と

距
て
ら
れ
た
極
限
状
況
が
あ
ら
わ
れ
る
。
武
田
泰
淳
の
「
ひ
か
り
ご
け
」
の
先

駆
的
な
作
品
と
も
い
え
る
。
／
こ
の
絶
望
的
な
出
口
な
し
の
状
況
の
中
で
作
者

は
戦
争
の
本
質
、
人
間
の
生
死
を
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
考
え
追
求
す
る
。「
胎
内
」
は

脱
出
が
絶
望
的
に
な
り
、
死
に
直
面
し
、
死
が
決
定
し
た
と
き
、
は
じ
め
て
生

き
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
知
り
、
再
生
す
る
と
い
う
劇
だ
。 

 
 

（『
現
代
戯
曲
大
系
』
第
一
巻
、
解
説
、
三
一
書
房
、
一
九
七
一
年
。
傍
線
引
用
者
）

そ
し
て
奥
野
は
「
戦
争
と
敗
戦
の
中
の
人
間
の
実
存
を
劇
作
の
中
で
求
め
た
の
は

ひ
と
り
三
好
十
郎
だ
け
」
で
、「
戦
後
初
期
の
新
劇
の
不
振
の
約
十
年
間
の
中
で
、
真

に
あ
ふ
れ
る
よ
う
な
、
火
山
の
噴
火
の
よ
う
な
仕
事
で
、
新
劇
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
、

い
や
劇
作
家
の
光
栄
と
責
任
を
負
っ
た
の
は
三
好
十
郎
だ
け
と
言
っ
て
よ
い
。
三
好

十
郎
は
日
本
の
戦
後
新
劇
を
ひ
と
り
で
負
っ
て
い
た
」
と
称
揚
す
る
の
で
あ
る
。

一
九
七
三
年
に
は
、
劇
団
手
織
座
（
五
月
、
手
織
座
ア
ト
リ
エ
、
貫
恒
美
演
出
）

と
劇
団
民
藝
（
七
月
、
砂
防
会
館
ホ
ー
ル
、
内
山
鶉
演
出
）
が
「
胎
内
」
を
続
け
て

上
演
し
て
い
る
。
二
つ
の
舞
台
に
つ
い
て
は
、
小
松
幹
生
「
ド
タ
バ
タ
の
功
徳
と
写

実
の
力
」（『
テ
ア
ト
ロ
』
一
九
七
三
年
九
月
）
の
端
的
な
比
較
が
あ
る
。

手
織
座
ア
ト
リ
エ
で
観
た
「
胎
内
」
は
、
ほ
と
ん
ど
装
置
の
な
い
正
方
形
の
穴

の
よ
う
な
部
屋
の
闇
の
中
で
、
ひ
た
す
ら
佐
山
の
内
省
の
声
に
耳
を
澄
ま
す
と

い
う
演
出
で
、
直
接
的
に
作
者
三
好
十
郎
の
思
想
・
態
度
を
聴
く
と
い
う
感
じ

の
舞
台
で
あ
っ
た
が
、
民
芸
の
こ
れ
は
、
可
能
な
限
り
写
実
的
な
舞
台
づ
く
り

で
あ
る
。
ま
ず
舞
台
一
ぱ
い
に
岩
肌
を
ご
つ
ご
つ
と
見
せ
て
、
ま
さ
し
く
山
の

洞
窟
が
あ
り
、
右
手
奥
に
あ
る
ら
し
い
入
口
の
方
か
ら
雨
の
音
が
聞
こ
え
る

手
織
座
の
抽
象
性
と
民
藝
の
具
象
性
は
き
わ
め
て
対
蹠
的
で
あ
り
、
佐
佐
木
隆
が
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前
掲
の
同
時
代
評
で
指
摘
し
た
、
劇
の
一
貫
性
の
欠
如
と
も
い
う
べ
き
事
態
が
そ
れ

ぞ
れ
に
二
分
さ
れ
て
舞
台
化
さ
れ
た
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。
写
実
性
に
比
重
を
置
い

た
と
思
し
い
民
藝
版
を
演
出
し
た
内
山
鶉
は
「
後
半
の
４
景
―
上
演
の
さ
い
は
５

と
６
を
合
せ
て
３
景
と
し
た
が
―
は
、
観
念
表
現
が
主
と
な
る
だ
け
に
舞
台
化
が

む
ず
か
し
い
。
ぼ
く
の
演
出
も
成
功
し
た
と
は
思
え
な
い
」（「「
胎
内
」
の
う
め
き
」

『
悲
劇
喜
劇
』
一
九
八
四
年
十
一
月
）
と
述
べ
て
お
り
、
や
は
り
後
半
の
「
観
念
表

現
」
の
扱
い
に
困
難
を
み
て
い
る
。

後
年
、
内
山
鶉
が
「
胎
内
」
上
演
に
際
し
て
宇
野
重
吉
と
交
わ
し
た
会
話
を
回
想

し
て
い
る
が
、
こ
の
戯
曲
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
上
で
傾
聴
す
べ
き
で
あ
る
。

 

「
お
ま
え
、『
胎
内
』
や
り
た
い
と
言
っ
て
た
な
」
と
宇
野
重
吉
に
言
わ
れ
た

の
は
、
ぼ
く
が
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
作
品
が
思
う
に
ま
か
せ
ず
、
そ
の
代

案
と
し
て
だ
っ
た
。「
や
っ
た
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
か
、
あ
れ
は
ア
ン
グ
ラ
の
ハ
シ

リ
だ
よ
」
…
…
一
九
七
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。（
内
山
鶉
「
美
と
醜
、
は
ざ
ま
の

き
ら
め
き
」、
三
好
十
郎
没
後
50
年
記
念
誌
編
集
委
員
会
編
『
三
好
十
郎
没
後
50

年
記
念
誌　

劇
作
家　

三
好
十
郎
』
所
収
、
書
肆
草
茫
々
、
二
〇
〇
八
年
）

一
九
七
三
年
と
い
え
ば
、
寺
山
修
司
、
唐
十
郎
、
佐
藤
信
ら
―
い
わ
ゆ
る
〈
ア

ン
グ
ラ
演
劇
〉
の
旗
手
た
ち
の
次
世
代
、
つ
か
こ
う
へ
い
が
劇
壇
デ
ビ
ュ
ー
し
た
年

で
あ
る
。
新
劇
の
老
舗
劇
団
で
あ
る
民
藝
の
支
柱
的
役
割
を
担
っ
て
き
た
宇
野
重
吉

が
「
胎
内
」
に
着
目
し
、
か
つ
「
ア
ン
グ
ラ
の
ハ
シ
リ
」
と
い
う
見
方
か
ら
上
演
を

す
す
め
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

一
九
七
四
年
に
は
、
大
武
正
人
が
三
好
の
手
帳
や
ノ
ー
ト
の
類
い
を
ま
と
め
た
『
三

好
十
郎
の
手
帳
』（
前
出
）
を
編
纂
し
て
基
礎
資
料
が
公
刊
さ
れ
、
同
氏
に
よ
る
『
三

好
十
郎
論
』（
五
月
書
房
）
も
刊
行
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
三
好
研
究
に
進
展

が
み
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
田
中
單
之
が
「
研
究
動
向　

三
好
十
郎
」（『
昭
和
文
学
研

究
』
第
二
集
、
一
九
八
〇
年
十
二
月
）
で
「
こ
こ
三
年
間
の
研
究
動
向
を
書
け
と
い

う
依
頼
に
対
し
て
、
特
筆
す
べ
き
動
向
は
な
い
、
と
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は

残
念
で
あ
る
。
／
〔
略
〕
三
好
が
我
々
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
自
ら

の
戦
前
、
戦
中
に
対
し
、
戦
後
ど
う
対
決
し
た
か
、
そ
の
壮
絶
な
た
た
か
い
が
重
要

な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
目
下
の
と
こ
ろ
、
戦
後
の
作
品
に
対
す
る
ま
と
も
な
作
品

論
が
一
つ
も
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

そ
れ
は
演
劇
の
現
場
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
一
九
八
三
年
九
月
に
劇
団
文

芸
（
労
音
会
館
ホ
ー
ル
、
大
内
三
朗
演
出
）
に
よ
る
上
演
が
あ
り
、
あ
ず
さ
欣
平
は
、

こ
の
公
演
が
も
た
ら
し
た
「
一
つ
の
成
果
は
「
胎
内
」
を
明
る
く
見
せ
て
く
れ
た
」

（
宮
岸
泰
治
・
あ
ず
さ
欣
平
「
演
劇
時
評
」
前
出
）
こ
と
と
述
べ
る
が
、
石
沢
秀
二

「
実
感
的
〝
戦
後
〟
演
劇
観
」（『
テ
ア
ト
ロ
』
一
九
八
五
年
六
月
）
の
「
残
念
な
が
ら

こ
の
新
劇
は
、
社
会
的
反
響
を
呼
ぶ
ほ
ど
の
上
演
は
い
ま
だ
に
な
い
」
と
い
う
一
文

が
、
従
来
の
上
演
史
の
状
況
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
九
八
九
年
、
三
好
十
郎
没
後
三
十
年
記
念
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
日
本
演
劇
学
会
）

が
催
さ
れ
、
三
好
再
評
価
の
機
運
が
高
ま
っ
た
こ
と
は
、
ひ
と
つ
の
画
期
と
し
て
挙

げ
ら
れ
よ
う
。
そ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
席
上
で
、
西
村
博
子
は
以
下
の
よ
う
に
発
言

し
て
い
る
。

戦
後
の
三
好
十
郎
は
、
自
分
が
敗
戦
の
と
き
に
泣
い
た
、
あ
れ
は
何
だ
ろ
う
と

い
う
、
自
分
を
見
詰
め
る
作
業
か
ら
仕
事
を
始
め
ま
し
て
、
そ
し
て
「
廃
墟
」

と
い
う
作
品
で
一
つ
の
答
え
を
得
た
わ
け
で
す
ね
。〔
略
〕
／
そ
の
次
に
「
胎

内
」
で
は
、
絶
対
的
に
死
が
先
に
待
ち
受
け
て
い
る
、
出
口
な
し
、
逃
れ
よ
う

も
な
く
死
が
目
の
前
に
あ
る
と
き
に
男
性
が
立
つ
、
そ
こ
に
こ
そ
生
が
あ
る
の

だ
と
い
う
、
大
戦
中
、
死
な
ぬ
ば
か
り
に
生
き
た
戦
争
、
あ
の
と
き
こ
そ
生
だ
っ

た
と
い
う
彼
の
実
感
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
確
認
し
た
と
思
う
の
で
す
ね
。

（
秋
浜
悟
史
・
西
村
博
子
・
宮
岸
泰
治
・
藤
木
宏
幸
「
三
好
十
郎
を
め
ぐ
っ
て
」

『
日
本
演
劇
学
会
紀
要
』
二
七
号
、
一
九
八
九
年
五
月
）

西
村
は
同
年
刊
行
の
『
実
存
へ
の
旅
立
ち
―
三
好
十
郎
の
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー

―
』（
而
立
書
房
）
に
「
胎
内
」
に
関
す
る
小
文
を
収
め
て
い
る
が
、
そ
の
論
旨
は
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右
の
発
言
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
。
ま
た
田
中
單
之
『
三
好
十
郎
論
』（
菁
柿
堂
、
一

九
八
九
年
。
後
に
第
二
版
、
二
〇
〇
三
年
）
は
、
三
好
自
身
の
「
知
識
人
」
と
し
て

の
社
会
的
自
覚
か
ら
劇
中
の
「
知
識
人
」
と
は
何
か
を
検
討
し
、
復
員
兵
の
佐
山
を

軸
に
物
語
を
追
い
、
原
義
の
「
胎
内
」
が
意
味
す
る
新
生
を
強
調
す
る
。
先
行
研
究

が
指
摘
し
て
き
た
〈
極
限
状
況
下
で
の
人
間
の
精
神
の
変
容
〉
と
い
う
点
な
ど
が
看

過
さ
れ
る
憾
み
も
の
こ
る
が
、
こ
の
年
に
ま
と
ま
っ
た
三
好
論
が
続
け
て
公
刊
さ
れ

た
こ
と
の
意
義
は
大
と
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

お
わ
り
に

二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て）
（1
（

、
新
国
立
劇
場
の
「T

H
E  L

O
F

T 

小
空
間
か
ら
の
提

案
」
と
銘
打
っ
た
主
催
公
演
（
栗
山
民
也
演
出
、
新
国
立
劇
場
小
劇
場
、
二
〇
〇
四

年
十
月
）、
こ
ど
も
の
城
／
ゴ
ー
チ
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
主
催
公
演
（
鈴
木
勝
秀
演
出
、
青

山
円
形
劇
場
、
二
〇
〇
五
年
十
月
）
と
「
胎
内
」
の
上
演
が
続
い
た
。
い
ず
れ
も
文

字
ど
お
り
の
「
小
空
間
」
で
の
試
み
で
、
前
者
は
「
中
央
に
細
長
く
抽
象
的
な
舞
台

（
島
次
郎
美
術
）
が
敷
か
れ
、
両
側
か
ら
観
客
が
見
下
ろ
す
」（
内
田
洋
一
「
闇
に
差

す
一
条
の
光
」『
テ
ア
ト
ロ
』
二
〇
〇
四
年
十
二
月
）
状
況
を
設
定
し
、
ま
た
「
照
明

の
光
量
を
あ
げ
て
明
る
く
し
、
音
楽
な
ど
の
補
助
手
段
は
一
切
使
わ
な
い
で
、
ひ
た

す
ら
に
俳
優
の
言
語
と
身
体
行
動
だ
け
で
三
好
十
郎
の
作
品
世
界
を
表
現
し
て
い
た
」

（
貝
山
武
久
・
安
達
英
一
「
演
劇
時
評
」『
悲
劇
喜
劇
』
二
〇
〇
五
年
二
月
。
貝
山
の

発
言
）。

内
田
が
「
穴
の
中
の
極
限
状
況
を
描
く
「
胎
内
」
を
見
る
こ
と
で
、
観
客
は
こ
ん

な
に
も
厳
し
い
ま
な
ざ
し
が
過
去
に
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
。
右
も
左
も
な
く
、
つ
ま

り
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
で
は
な
く
、
身
体
の
、
と
り
わ
け
性
の
問
題
と
し
て
日
本

人
の
崩
壊
を
突
き
詰
め
た
」（「
闇
に
差
す
一
条
の
光
」
前
出
）
と
評
し
た
よ
う
に
、

劇
世
界
は
約
六
十
年
前
の
「
過
去
」
で
あ
る
。
貝
山
は
、
栗
山
民
也
が
三
好
と
、
た

と
え
ば
オ
ニ
ー
ル
の
戯
曲
を
「
等
距
離
」
に
置
き
、
現
代
日
本
で
生
き
る
自
身
の
「
感

性
」
で
読
み
、
演
出
す
る
姿
勢
に
着
目
す
る
（「
演
劇
時
評
」
前
出
）。
一
方
で
「
戦

争
経
験
の
な
い
今
の
若
い
世
代
に
ど
こ
ま
で
届
く
か
」（
同
前
）
と
い
う
懸
念
は
、
受

容
す
る
側
は
も
ち
ろ
ん
、
制
作
す
る
側
の
問
題
と
し
て
も
必
然
的
に
生
じ
る
。
戯
曲

の
発
表
か
ら
半
世
紀
余
、
三
好
十
郎
そ
の
人
か
ら
も
距
離
を
と
っ
た
客
観
的
視
座
を

獲
得
し
、
小
空
間
に
お
け
る
抽
象
的
な
舞
台
設
計
、
俳
優
の
身
体
と
言
葉
に
焦
点
化

し
た
演
出
、
そ
れ
ら
を
実
現
す
る
演
技
術
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
等
も
含
め
、
演
劇
自
体

の
概
念
や
定
義
、
表
現
方
法
が
多
様
化
し
た
こ
と
で
、
か
つ
て
〈
上
演
不
可
能
〉
と

さ
れ
て
い
た
戯
曲
の
上
演
可
能
性
が
ひ
ろ
が
っ
た
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
過
去
の

戯
曲
が
他
な
ら
ぬ
〈
現
在
〉
に
お
い
て
読
ま
れ
る
／
上
演
さ
れ
る
（
観
ら
れ
る
）
こ

と
の
意
義
は
そ
こ
に
存
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注

（
１
）  

後
に
『
三
好
十
郎
作
品
集
』
第
三
巻
（
河
出
書
房
、
一
九
五
二
年
）、『
現
代

日
本
文
学
全
集
50
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
五
六
年
）、『
全
集
・
現
代
文
学
の
発

見
』
第
八
巻
（
学
芸
書
林
、
一
九
六
七
年
）、『
現
代
戯
曲
大
系
』
第
一
巻
（
三

一
書
房
、
一
九
七
一
年
）、『
現
代
文
学
大
系
58
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
）

に
収
録
。

（
２
）  

宍
戸
恭
一
「
戦
後
三
好
十
郎
の
宝
物
」（
新
国
立
劇
場
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
二

〇
〇
四
年
）
等
に
拠
る
。
鈴
木
章
吾
「『
胎
内
』
論
―
思
想
・
死
と
再
生
の
ド

ラ
マ
」（『
三
好
十
郎
研
究
』
第
三
号
、
二
〇
〇
九
年
十
月
）
は
「
猿
の
図
」
を

含
め
た
〈
四
部
作
〉
と
す
る
。
な
お
初
出
後
の
座
談
会
で
戸
板
康
二
が
「
こ
ん

ど
「
群
像
」
の
新
年
号
に
三
百
枚
の
脚
本
を
書
く
と
い
う
こ
と
で
す
。「
そ
の
人

を
知
ら
ず
」
と
三
部
作
で
ね
、
戦
争
と
い
う
も
の
を
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
描

い
て
ゆ
こ
う
と
い
う
の
で
す
」（
三
島
由
紀
夫
・
梅
田
晴
夫
・
矢
代
静
一
・
戸
板

康
二
「
既
成
作
家
を
語
る
」『
劇
作
』
一
九
五
〇
年
一
月
）
と
述
べ
て
い
る
。
お

そ
ら
く
「
夜
の
道
づ
れ
」（『
群
像
』
一
九
五
〇
年
二
月
）
の
こ
と
と
思
し
く
、
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三
好
自
身
は
「
そ
の
人
を
知
ら
ず
」、「
胎
内
」、「
夜
の
道
づ
れ
」
を
〈
戦
後
三

部
作
〉
と
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。
荒
正
人

「
三
好
十
郎
論
」（『
悲
劇
喜
劇
』
一
九
五
〇
年
四
・
五
月
）
は
「
夜
の
道
づ
れ
」

を
「
胎
内
」
に
対
す
る
答
え
と
評
し
て
い
る
。

（
３
）  

川
俣
晃
自
「
解
説
」（
三
好
十
郎
『
三
好
十
郎
の
仕
事
』
第
三
巻
、
前
掲
注

１
、
四
九
七
頁
）。

（
４
）  

「
猿
の
図
」
は
、
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
・
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
九
州
地
区
劇
団
占
領
期
Ｇ
Ｈ
Ｑ
検
閲
台
本
（
ダ
イ
ザ
ー
・
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
）
に
よ
れ
ば
、
福
岡
市
の
「
劇
研
と
も
だ
ち
座
」（
申
請
者
・
七
里
英

成
）
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
許
可
（
一
九
四
七
年
十
二
月
十
八
日
付
）
を
得
て
発
表
後
ま

も
な
く
上
演
し
て
い
た
よ
う
だ
（
資
料
番
号
六
九
八
二
）。

（
５
）  

三
好
ま
り
「
三
好
十
郎
（
年
譜
・
研
究
文
献
目
録
・
作
品
放
送
年
表
・
戯
曲

年
表
・
歿
後
上
演
記
録
）」（『
日
本
演
劇
学
会
紀
要
』
第
二
〇
号
、
一
九
八
二
年

九
月
）、
新
国
立
劇
場
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
前
掲
注
２
）
の
「
上
演
記
録
」
を
参

照
し
た
。

（
６
）  

当
該
箇
所
に
つ
い
て
は
、
三
好
ま
り
「「
胎
内
」
の
こ
と
」（
こ
ど
も
の
城
／

ゴ
ー
チ
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
二
〇
〇
五
年
）で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）  

大
武
正
人
編
『
三
好
十
郎
の
手
帳
』（
金
沢
文
庫
、
一
九
七
四
年
）
の
編
者
注

に
は
「
子
の
宿
る
場
所
と
し
て
の
子
宮
を
考
え
て
、「
胎
内
」
と
い
う
題
名
は
つ

け
ら
れ
た
。
暗
い
作
品
で
は
あ
る
が
「
胎
内
」
は
、
人
間
の
甦
生
（
よ
み
が
え

り
）
と
い
う
よ
り
、
人
間
誕
生
の
ド
ラ
マ
と
考
え
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
」（
四
二

七
頁
）
と
あ
る
。

（
８
）  

別
な
手
帖
（「1948 . 

11
月

事
務
的
な
」）
の
終
わ
り
に
は
「
胎
内   In  the 

w
om

b,  T
he  Interior  of  the  w

om
b

／
胎
内
く
ぐ
り   A  sanctified  cavern 

（grotto

）  Sanctified

」
と
あ
る
（
前
掲
『
三
好
十
郎
の
手
帳
』
二
五
四
頁
）。

（
９
）  

大
武
正
人
「
解
説
と
い
う
こ
と
で
―
三
好
十
郎
雑
記
」（
前
掲
『
三
好
十
郎

の
手
帳
』
四
一
五
頁
）。

（
10
）  

大
笹
吉
雄
・
岡
室
美
奈
子
・
神
山
彰
・
扇
田
昭
彦
編
『
日
本
戯
曲
大
事
典
』

（
白
水
社
、
二
〇
一
六
年
）
の
「
鈴
木
政
男
」（
中
村
義
裕
執
筆
）
の
項
に
よ
る
。

（
11
）  

三
好
十
郎
は
一
九
五
二
年
に
「
炎
の
人
」
で
第
三
回
読
売
文
学
賞
戯
曲
賞
を

受
賞
し
て
い
る
。

（
12
）  

日
本
に
お
け
る
サ
ル
ト
ル
受
容
は
、
石
井
素
子
「
日
本
に
お
け
る
Ｊ
．
‐
Ｐ
．

サ
ル
ト
ル
の
受
容
―
翻
訳
・
出
版
史
の
視
点
か
ら
―
」（『
京
都
大
学
大
学

院
教
育
学
研
究
科
紀
要
』
五
二
号
、
二
〇
〇
六
年
）、
増
田
靖
彦
「
サ
ル
ト
ル
は

日
本
で
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
か
―
そ
の
黎
明
期
を
中
心
と
し
て
―
」

（『
人
文
』
六
号
、
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇
七
年
）を
参
照
し
た
。

（
13
）  

永
平
和
雄
「
三
好
十
郎
の
戯
曲
―
「
浮
標
」
か
ら
「
廃
墟
」
へ
―
」（『
日

本
文
学
』
十
六
号
、
一
九
六
七
年
一
月
）、
同
「
三
好
十
郎
論
―
そ
の
「
戦

後
」
に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト
―
」（『
テ
ア
ト
ロ
』
同
年
七
月
）、
同
「
戦
後
戯
曲

の
原
点
」（『
日
本
近
代
文
学
』
第
九
集
、
一
九
六
八
年
十
月
）。

（
14
）  

二
〇
〇
〇
年
以
降
の
研
究
と
し
て
は
、
鈴
木
章
吾
「『
胎
内
』
論
―
思
想
・

そ
の
死
と
再
生
の
ド
ラ
マ
」（『
三
好
十
郎
研
究
』
第
三
号
、
二
〇
〇
九
年
十
月
）、

小
林
孝
吉
「
生
と
死
を
め
ぐ
る
存
在
の
ド
ラ
マ
―
三
好
十
郎
と
戯
曲
『
胎
内
』」

（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
二
〇
一
〇
年
四
月
）
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
論
旨
は
、

タ
イ
ト
ル
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

※ 
引
用
文
の
旧
字
は
基
本
的
に
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
・
傍
点
等
は
適
宜
省
略
、
引
用

文
中
の
〔  

〕
は
引
用
者
に
よ
る
注
記
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
は
立
教
Ｓ
Ｆ
Ｒ
共

同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
「
戦
後
の
〈
ヤ
ミ
市
〉
が
も
た
ら
し
た
都
市
文
化
と
メ
デ
ィ

ア
の
表
象
に
関
す
る
多
角
的
研
究
」（
研
究
代
表
者
・
井
川
充
雄
、
二
〇
一
五
～
一

六
年
度
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
ご
と
う
り
ゅ
う
き　

立
教
大
学
社
会
学
部
教
育
研
究
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）


