
北
京
の
『
曾
根
崎
心
中
』

向
　
　
井

芳
　
　
樹

　
一
九
九
一
年
の
暮
れ
に
、
北
京
で
近
松
門
左
衛
門
の
『
曾
根
崎
心
中
』
を
中

国
の
地
方
古
典
劇
で
あ
る
漢
劇
が
『
曾
根
崎
殉
情
』
と
し
て
上
演
し
た
。
私
は
、

日
本
側
の
脚
色
者
と
し
て
、
ま
た
上
演
し
た
武
漢
市
漢
劇
芸
術
研
究
院
の
芸
術

指
導
の
職
務
で
、
こ
の
公
演
に
参
加
し
た
。
そ
し
て
、
『
曾
根
崎
心
中
』
の
中

国
語
訳
を
し
て
く
れ
た
同
志
社
大
学
客
員
研
究
員
の
李
国
勝
君
と
、
同
じ
く
客

員
研
究
員
の
康
小
青
さ
ん
が
通
訳
と
し
て
同
行
し
て
く
れ
た
。

　
こ
の
作
品
は
、
一
九
八
八
年
八
月
武
漢
で
初
演
、
同
年
十
月
に
日
本
で
既
に

上
演
し
た
こ
と
の
あ
っ
た
も
の
だ
が
、
お
初
役
の
主
演
女
優
・
邸
玲
の
一
九
九

二
年
三
月
に
決
定
す
る
「
梅
花
奨
」
（
中
国
の
演
劇
大
賞
）
を
目
指
す
公
演
の

一
つ
の
演
目
と
し
て
、
北
京
で
は
初
め
て
上
演
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
日
本
公
演
で
は
、
関
西
の
尼
崎
市
に
あ
る
「
つ
か
し
ん
ホ
ー
ル
」
で
二
日
間

　
　
　
　
　
北
京
の
『
曾
根
崎
心
中
－

上
演
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
か
ら
、
観
客
動
員
数
も
少
な
く
、
そ
の
す
ば
ら
し

い
舞
台
成
果
の
評
判
に
っ
い
て
は
、
ご
覧
に
な
っ
た
何
人
か
の
演
劇
専
門
家
の

絶
賛
の
批
評
も
あ
っ
た
が
、
残
念
な
が
ら
評
判
に
な
っ
た
と
は
言
え
な
い
で
終

わ
っ
た
。
い
ず
れ
は
東
京
で
上
演
し
て
、
日
本
全
国
で
認
め
ら
れ
た
中
国
版
の

『
曾
根
崎
心
中
』
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
な
に
よ
り
、
肝
心

の
中
国
の
全
国
的
な
評
判
に
な
ら
な
い
と
、
日
本
中
国
の
演
劇
の
交
流
の
目
的

を
十
分
に
は
果
た
せ
な
い
の
だ
と
考
え
て
い
た
。

　
漢
劇
の
根
拠
地
で
あ
る
武
漢
（
中
国
中
央
部
に
あ
る
長
江
沿
い
の
大
都
市
）

で
は
一
九
九
〇
年
の
暮
れ
に
、
武
漢
市
の
あ
る
「
湖
北
省
創
作
劇
コ
ン
ク
ー

ル
」
に
参
加
し
て
、
こ
の
『
曾
根
崎
殉
情
』
が
脚
本
．
企
画
．
演
出
．
主
演
男

優
・
主
演
女
優
・
助
演
俳
優
・
舞
台
装
置
・
音
楽
（
作
曲
．
演
奏
）
．
照
明
な

ど
、
す
べ
て
の
表
彰
部
門
の
最
優
秀
賞
を
独
占
し
た
。
地
元
の
武
漢
で
、
全
面

的
に
認
め
ら
れ
た
こ
の
快
挙
に
、
私
は
大
変
感
激
し
な
が
ら
も
、
や
は
り
北
京



　
　
　
　
北
京
の
『
曾
根
崎
心
中
－

で
の
評
価
が
な
い
と
、
中
国
の
古
典
劇
と
し
て
は
認
め
ら
れ
た
と
は
言
い
が
た

い
と
い
う
思
い
が
残
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
や
っ
と
九
一
年
暮
れ
に
実
現
し
た
の

で
あ
っ
た
。

　
今
回
の
北
京
行
き
で
、
本
来
の
目
的
を
果
た
し
た
外
に
、
中
国
で
の
「
梅
花

奨
」
受
賞
の
仕
組
み
や
、
審
査
員
の
審
査
の
仕
方
や
、
演
劇
関
係
者
の
批
評
の

在
り
方
な
ど
を
、
真
近
か
に
見
て
、
大
変
貴
重
な
体
験
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
の

で
、
そ
の
紹
介
を
も
兼
ね
な
が
ら
、
演
劇
交
流
の
実
際
の
形
や
問
題
を
，
曾
根

崎
殉
情
』
を
具
体
例
と
し
て
考
え
て
行
き
た
い
。

　
か
ね
が
ね
、
「
梅
花
奨
」
に
は
金
銭
や
情
実
が
か
ら
ん
で
、
審
査
に
明
朗
性

が
欠
け
て
い
る
と
か
、
実
力
を
伴
わ
な
い
者
で
も
受
賞
し
て
い
る
と
か
の
、
噂

は
聞
い
て
い
た
。
事
実
、
自
分
で
も
「
梅
花
奨
」
受
賞
者
の
演
技
で
あ
ま
り
感

し
し
な
か
っ
た
経
験
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
梅
花
奨
は
大
変
に
権
威
の
あ

る
も
の
で
一
一
生
に
一
度
し
か
受
賞
で
き
な
い
し
、
受
賞
後
は
そ
の
身
分
や
待

遇
に
も
明
ら
か
に
特
別
の
位
置
付
け
が
あ
る
ら
し
い
。

　
今
回
は
漢
劇
の
若
手
女
優
・
邸
玲
の
梅
花
奨
受
賞
を
目
指
し
て
の
北
京
公
演

で
あ
っ
た
。
北
京
人
民
劇
場
で
の
公
演
で
あ
っ
た
。
こ
の
劇
場
は
北
京
で
も
一

流
の
劇
場
（
日
本
の
感
覚
で
は
一
千
人
規
模
の
中
型
程
度
の
大
き
さ
の
劇
場
）

で
・
梅
花
奨
を
目
指
す
俳
優
達
が
皆
上
演
し
た
が
る
劇
場
で
、
演
劇
公
演
の
テ

レ
ビ
中
継
も
こ
こ
で
行
う
の
が
通
例
に
な
っ
て
い
る
ほ
ど
の
設
備
に
も
恵
ま
れ

た
格
の
高
い
劇
場
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一

最
初
の
公
演
の
予
定
は
、
九
一
年
の
九
月
中
旬
の
予
定
で
あ
っ
た
が
、
八
月

に
肝
心
の
主
演
女
優
で
あ
る
邸
玲
が
練
習
中
の
突
発
事
故
で
、
足
首
を
負
傷
し

た
た
め
・
延
期
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
時
は
一
か
月
後
に
は
回
復
し
て
上

演
可
能
だ
と
考
え
た
ら
し
く
、
一
か
月
後
の
予
定
だ
っ
た
が
、
実
際
に
は
回
復

の
経
過
が
悪
く
、
更
に
十
一
月
に
ま
で
延
期
に
な
り
、
ま
た
そ
の
予
定
日
の
直

前
に
な
っ
て
十
二
月
中
旬
に
ま
で
延
び
、
そ
こ
で
や
っ
と
確
定
し
た
。
劇
場
の

確
保
が
、
日
本
の
よ
う
に
一
年
と
か
半
年
前
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

の
な
ら
、
到
底
で
き
な
い
話
で
あ
る
が
、
三
回
の
延
期
の
期
間
中
も
、
一
貫
し

て
北
京
人
民
劇
場
を
公
演
劇
場
と
し
て
確
保
で
き
た
の
は
大
変
に
幸
運
で
あ
っ

た
ら
し
い
。

　
　
　
　
一
一

　
さ
て
・
私
は
公
演
が
開
始
さ
れ
る
三
日
前
に
北
京
に
到
達
し
た
。
劇
場
の
真

っ
正
面
の
護
国
寺
賓
館
が
私
達
の
宿
泊
所
で
あ
っ
た
。
漢
劇
の
劇
団
員
達
は
二

か
所
に
別
れ
て
劇
場
所
属
の
接
待
所
に
宿
泊
し
て
い
た
。
武
漢
か
ら
総
勢
九
十

人
余
り
の
団
体
で
、
コ
ッ
ク
数
名
を
同
道
し
て
の
大
移
動
を
し
て
来
て
い
た
の

で
あ
っ
た
。
武
漢
市
文
化
局
の
責
任
者
や
、
「
武
漢
晩
報
」
の
記
者
や
、
武
漢

市
漢
劇
芸
術
研
究
院
院
長
の
陳
伯
華
さ
ん
は
我
々
と
同
宿
で
あ
っ
た
。
一
週
間

を
彼
ら
全
部
と
一
緒
に
過
ご
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
お
陰
で
実
り
の
多
い
北
京

滞
在
が
出
来
た
。



　
公
演
前
の
舞
台
稽
古
に
立
ち
会
う
こ
と
が
、
今
回
の
北
京
行
き
の
私
の
目
的

の
第
一
で
は
あ
っ
た
が
、
別
に
私
に
も
役
割
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と

が
、
次
第
に
判
っ
て
来
た
。

　
す
で
に
、
武
漢
漢
劇
芸
術
研
究
院
と
、
そ
の
母
体
で
あ
る
武
漢
漢
劇
院
と
、

さ
ら
に
そ
れ
が
所
属
す
る
武
漢
市
文
化
局
、
そ
れ
を
後
援
す
る
武
漢
市
の
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ズ
ム
の
多
数
の
責
任
者
達
が
、
邸
玲
の
受
賞
の
た
め
の
下
工
作
を
始
め

て
い
た
。
根
回
し
の
た
め
に
関
係
者
が
個
別
に
手
分
け
を
し
て
、
審
査
員
の
所

を
回
っ
て
、
宣
伝
活
動
を
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
受
賞
を
目
指
す
も
の
な
ら

当
然
だ
れ
も
が
す
る
行
動
で
あ
る
ら
し
い
。
同
時
期
に
受
賞
を
目
指
す
公
演
が

行
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
自
分
の
公
演
当
日
、
劇
場
に
何
人
の
審
査
員
が
来

て
く
れ
る
か
の
心
配
か
ら
す
る
行
為
で
あ
っ
た
。
審
査
員
達
を
訪
問
し
て
切
符

を
配
っ
た
り
、
審
査
員
達
を
招
い
て
宴
席
を
設
け
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の

結
果
、
果
た
し
て
何
人
の
審
査
員
が
当
日
来
て
く
れ
る
か
が
問
題
で
あ
っ
た
。

実
際
に
は
、
こ
の
事
前
の
根
回
し
の
期
問
に
、
札
束
が
も
の
を
い
っ
た
例
も
あ

っ
た
ら
し
い
が
、
今
度
の
邸
玲
の
場
合
に
は
、
失
礼
だ
が
、
予
算
の
乏
し
い
武

漢
市
漢
劇
芸
術
研
究
院
と
武
漢
市
文
化
局
に
は
、
そ
ん
な
に
ば
ら
ま
く
だ
け
の

予
算
が
あ
る
は
ず
は
な
い
。
俳
優
の
実
力
だ
け
で
受
賞
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。

　
私
は
こ
の
際
、
直
接
に
は
な
ん
の
役
に
も
立
た
な
い
の
だ
が
、
宴
席
な
ど
に

同
席
し
て
、
日
本
か
ら
も
遠
来
の
応
援
団
が
来
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
い
う
意

　
　
　
　
　
北
京
の
『
曾
根
崎
心
中
』

味
と
、
『
曾
根
崎
殉
情
』
の
日
本
側
の
脚
色
者
と
し
て
北
京
・
武
漢
の
新
聞
・

雑
誌
ニ
フ
ジ
オ
ニ
ァ
レ
ビ
記
者
の
取
材
を
う
け
て
、
そ
の
宣
伝
を
担
当
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
。

　
一
九
九
〇
年
後
半
の
北
京
で
の
京
劇
二
百
周
年
記
念
祭
に
、
武
漢
か
ら
選
ば

れ
て
参
加
し
た
時
の
北
京
の
武
漢
公
演
で
、
邸
玲
は
『
宇
宙
鋒
』
の
演
技
力
に

つ
い
て
は
、
既
に
北
京
の
批
評
家
達
の
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た
ら
し
く
、
北

京
の
審
査
員
達
は
早
く
か
ら
邸
玲
に
対
し
て
は
好
意
的
で
あ
っ
た
。
全
国
的
に

は
ま
だ
余
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、
武
漢
の
漢
劇
の
若
者
達
が
劇
団
と
し
て
、

ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
個
人
で
、
そ
の
実
力
を
北
京
で
認
め
ら
れ
た
の
が
、
そ

の
時
の
大
き
な
成
果
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
当
日
ま
で
は
何
人

の
審
査
員
が
来
て
く
れ
る
の
か
は
、
不
安
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
受
賞
対
象
の
邸
玲
主
演
の
演
目
『
宇
宙
鋒
』
な
ど
の
三
っ
の
演
目
の
舞
台
が

終
わ
っ
た
後
、
す
ぐ
に
審
査
員
達
は
舞
台
に
上
が
っ
て
劇
団
員
達
と
一
緒
に
記

念
写
真
を
撮
影
す
る
。
こ
れ
が
慣
例
で
あ
る
ら
し
い
。
三
十
人
ぐ
ら
い
の
審
査

員
達
が
舞
台
に
上
が
っ
た
。
そ
の
時
の
評
判
は
大
変
に
良
か
っ
た
こ
と
は
、
観

客
席
か
ら
も
十
分
に
判
っ
た
。

　
そ
の
後
、
別
の
漢
劇
の
若
者
達
の
公
演
が
あ
り
、
一
日
お
い
て
『
曾
根
崎
殉

情
』
が
上
演
さ
れ
た
。
こ
の
時
は
二
十
人
ぐ
ら
い
の
審
査
員
が
舞
台
直
後
の
記

念
写
真
に
加
わ
っ
た
。
観
客
も
初
日
に
比
べ
る
と
少
し
少
な
か
っ
た
し
、
舞
台

に
上
が
っ
て
く
れ
た
審
査
員
の
数
も
減
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
観
客
席
に
は
感
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動
の
涙
を
流
す
人
も
数
多
く
、
審
査
員
達
の
中
に
も
感
動
を
は
っ
き
り
と
示
し

て
く
れ
る
人
も
あ
っ
て
、
北
京
公
演
は
大
成
功
で
あ
っ
た
。

　
日
本
で
の
最
初
の
公
演
の
幕
が
閉
ま
っ
た
と
き
に
は
、
お
初
・
徳
兵
衛
が
、

カ
ー
テ
ン
コ
ー
ル
が
終
わ
る
や
否
や
、
わ
っ
と
泣
き
出
し
た
。
舞
台
の
上
も
下

も
感
動
の
涙
の
交
歓
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
に
比
べ
る
と
俳
優
達
も
冷

静
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
冷
静
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
観
客
席
の
ハ
ン
カ
チ
が
印
象

的
で
、
近
松
が
北
京
で
も
理
解
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
実
感
が
わ
い
て
来
て
、
私

の
目
頭
も
熱
く
な
っ
た
。

　
北
京
に
到
着
し
た
時
に
、
『
曾
根
崎
殉
情
』
が
人
民
大
会
堂
で
上
演
出
来
る

か
も
し
れ
な
い
と
言
う
話
が
出
て
い
た
。
始
め
は
事
情
も
判
ら
な
い
ま
ま
に
、

一
回
公
演
が
増
え
た
ぐ
ら
い
に
考
え
て
い
た
が
、
様
子
が
判
っ
て
来
る
に
つ
れ

て
、
大
変
な
こ
と
だ
と
言
う
こ
と
が
判
っ
て
来
た
。
事
前
に
脚
本
や
ビ
デ
オ
な

ど
に
よ
る
審
査
が
あ
っ
て
、
直
前
に
な
っ
て
許
可
が
下
り
た
。

　
人
民
大
会
堂
は
国
家
的
な
行
事
の
行
わ
れ
る
場
所
で
、
そ
の
中
の
五
百
人
規

模
の
劇
場
で
上
演
が
出
来
る
こ
と
は
、
漢
劇
の
関
係
者
が
大
変
に
興
奮
す
る
ほ

ど
名
誉
な
事
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
日
本
の
国
会
議
員
や
政
府
高
官
に
相
当
す
る

中
国
の
要
人
達
が
観
客
で
、
一
般
の
観
客
は
入
れ
な
い
し
、
お
陰
で
外
国
人
で

あ
る
私
は
、
申
請
し
て
許
可
を
得
る
時
問
が
不
足
し
て
い
て
許
可
が
出
ず
、
関

係
者
で
は
あ
っ
た
が
、
観
客
に
な
っ
て
立
ち
会
う
こ
と
も
、
入
場
も
許
さ
れ
な

か
っ
た
。
過
去
に
大
会
堂
内
劇
場
で
の
京
劇
の
上
演
の
例
は
あ
っ
た
が
、
地
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

古
典
劇
上
演
の
前
例
は
な
く
、
更
に
外
国
種
の
創
作
劇
上
演
の
例
も
な
い
の
で
、

漢
劇
の
『
曾
根
崎
殉
情
』
上
演
は
、
漢
劇
の
歴
史
に
止
ま
ら
ず
、
中
国
演
劇
史

に
も
残
る
大
変
な
快
挙
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
も
大
変
好
評
で
、
終

幕
後
、
中
国
の
政
府
高
官
・
要
人
達
の
賛
辞
が
続
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
北
京
に
来
る
前
の
武
漢
の
公
演
で
、
観
劇
し
た
武
漢
市
長
が
「
目
頭
が
熱
く

な
る
よ
う
な
感
動
」
を
受
け
、
北
京
公
演
の
費
用
の
市
費
負
担
を
約
束
し
た
と

い
う
話
を
北
京
で
聞
い
た
。

　
人
民
大
会
堂
公
演
の
成
功
と
合
わ
せ
て
、
本
当
に
願
っ
て
い
た
中
国
全
土
で

の
理
解
が
得
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
思
い
が
深
か
っ
た
。

三

　
そ
し
て
、
そ
の
翌
日
、
同
じ
劇
場
の
会
議
室
に
北
京
の
演
劇
関
係
者
が
集
ま

り
、
北
京
人
民
劇
場
の
会
議
室
を
使
っ
て
、
「
武
漢
漢
劇
芸
術
研
究
院
北
京
公

演
座
談
会
」
と
称
す
る
座
談
会
が
開
か
れ
た
。
そ
の
出
席
者
数
は
五
十
人
を
越

え
た
。

　
中
国
の
代
表
的
な
新
聞
の
「
人
民
日
報
」
の
文
化
担
当
の
主
任
記
者
か
ら
、

演
劇
全
般
の
専
門
雑
誌
で
あ
る
「
劇
本
」
・
「
戯
劇
報
」
や
、
北
京
の
新
聞
「
北

京
日
報
」
「
北
京
晩
報
」
な
ど
の
編
集
長
や
主
任
記
者
や
、
中
央
広
播
電
台

（
ラ
ジ
オ
）
の
記
者
や
、
北
京
京
劇
院
の
名
女
優
孫
銃
敏
に
至
る
ま
で
、
審
査

員
を
兼
ね
た
批
評
家
達
が
集
ま
っ
た
の
で
あ
る
。



　
普
通
は
出
席
者
の
全
員
が
口
頭
で
批
評
を
す
る
の
だ
が
、
午
前
中
の
二
時
問

と
い
う
時
間
制
限
も
あ
っ
て
、
批
評
の
人
数
は
二
十
人
に
限
ら
れ
た
。
初
め
は

一
人
十
分
と
い
う
時
問
制
限
で
、
途
中
か
ら
八
分
・
五
分
と
だ
ん
だ
ん
短
く
な

り
、
繰
り
返
し
に
な
る
こ
と
は
省
略
し
て
と
い
う
条
件
が
付
い
た
り
す
る
程
で

あ
っ
た
。
出
席
者
の
数
も
近
来
に
な
い
多
数
で
、
批
評
の
活
発
さ
も
か
つ
て
な

い
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

　
彼
ら
は
ま
ず
、
口
々
に
邸
玲
の
演
技
の
す
ば
ら
し
さ
を
賛
美
し
た
。
中
に
は

お
得
意
の
漢
詩
を
作
詩
し
て
来
て
い
て
披
露
す
る
人
が
数
人
あ
っ
た
。
彼
女
が

も
し
受
賞
し
な
い
の
な
ら
「
梅
花
奨
」
の
価
値
は
な
い
と
か
、
既
に
「
梅
花

奨
」
を
越
え
た
領
域
に
達
し
て
い
る
と
い
っ
た
賛
美
の
批
評
が
続
い
た
。
「
若

者
が
評
判
に
な
り
人
気
が
出
る
と
、
映
画
や
テ
レ
ビ
の
方
に
興
味
を
も
っ
て
、

古
典
劇
を
離
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
邸
玲
に
は
そ
う
い
う
こ
と
の
な
い
よ
う

に
」
と
、
真
剣
に
忠
告
す
る
批
評
家
も
あ
っ
た
。
邸
玲
の
「
梅
花
奨
」
受
賞
は
、

も
う
決
ま
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
話
は
『
曾
根
崎
殉
情
』
に
及
ん
で
い
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
全
員
の
批
評
家
は
肯

定
的
な
意
見
で
あ
り
、
批
評
の
内
容
や
方
法
な
ど
は
、
中
国
語
で
話
さ
れ
て
い

る
以
外
は
、
日
本
で
の
合
評
会
に
出
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
ほ
ど
で
あ
っ

た
。
い
か
に
も
中
国
人
の
批
評
ら
し
い
も
の
か
ら
紹
介
し
た
い
。

　
ま
ず
、
『
曾
根
崎
殉
情
』
の
題
名
が
中
国
式
の
題
名
付
け
の
常
識
に
合
わ
な

い
と
い
う
意
見
が
出
た
。
「
曾
根
崎
」
は
地
名
か
、
人
名
か
、
よ
く
判
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
北
京
の
『
曾
根
崎
心
中
』

地
名
を
作
晶
の
題
名
に
す
る
例
は
中
国
に
は
あ
ま
り
な
い
し
、
人
名
を
重
視
す

る
の
が
中
国
式
だ
か
ら
、
『
初
娘
殉
情
（
お
初
心
中
）
』
に
す
べ
き
で
あ
る
と
言

い
出
す
人
が
あ
っ
た
。
確
か
に
日
本
で
も
心
中
物
の
題
名
は
、
近
松
が
『
曾
根

崎
心
中
』
と
名
付
け
る
ま
で
は
、
「
助
六
心
中
」
な
ど
の
人
名
を
用
い
た
も
の

も
あ
っ
た
し
、
も
っ
と
も
な
意
見
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
漢
劇
の
当
時
者
は
日
本
の
古
典
劇
に
取
材
し
た
の
で
、
「
心
中
」

を
「
殉
情
」
に
変
え
る
こ
と
は
翻
訳
だ
か
ら
や
む
を
得
な
い
が
、
「
曾
根
崎
」

を
外
す
こ
と
は
考
え
な
か
っ
た
と
答
え
て
い
た
。

　
す
こ
し
余
談
に
な
る
が
、
人
名
の
中
国
語
訳
に
っ
い
て
は
、
陳
伯
華
先
生
か

ら
、
お
初
の
名
前
は
中
国
語
で
は
発
音
し
に
く
い
の
で
困
っ
た
と
い
う
話
を
聞

い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
「
初
」
の
中
国
語
の
発
音
が
、
あ
ま
り
き
れ
い
に
は
響
か
な
い
「
ツ
ユ
ー
」

な
の
で
、
日
本
の
「
お
し
ん
」
が
中
国
で
持
て
は
や
さ
れ
た
と
き
に
「
阿
信
」

の
よ
う
に
「
阿
初
」
と
す
る
の
は
、
歌
唱
の
場
合
に
良
く
な
い
の
で
、
「
初
娘
」

と
し
た
の
が
良
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
李
国
勝
が
最
初
に
中
国
語
に
翻
訳

し
た
と
き
に
、
音
韻
の
響
き
の
こ
と
に
つ
い
て
は
知
ら
な
い
ま
ま
に
、
古
典
劇

の
他
の
語
例
に
倣
っ
て
「
初
娘
」
の
翻
訳
を
選
ん
だ
こ
と
が
後
か
ら
判
明
し
た

の
だ
が
、
歌
唱
の
場
合
、
後
ろ
の
単
語
の
音
韻
を
長
く
引
き
伸
ば
す
こ
と
が
通

例
な
の
で
、
「
初
」
の
よ
う
な
響
の
悪
い
音
韻
で
終
わ
る
よ
り
は
「
娘
（
ニ
ャ

ン
）
」
で
終
わ
る
方
が
響
き
が
良
い
の
で
あ
る
。
音
楽
劇
で
あ
る
中
国
古
典
劇
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北
京
の
『
曾
根
崎
心
中
』

だ
か
ら
こ
そ
の
苦
労
で
あ
っ
た
。
聞
い
て
見
る
ま
で
は
、
思
い
も
よ
ら
な
い
こ

と
で
あ
っ
た
。

　
中
国
に
は
「
心
中
」
は
な
い
か
ら
、
二
人
の
主
人
公
が
死
ぬ
必
然
性
が
感
じ

ら
れ
な
い
と
い
っ
た
批
評
が
あ
っ
た
。
中
国
式
の
劇
の
展
開
に
す
る
の
な
ら
、

憎
い
九
平
次
を
殺
し
て
か
ら
逃
げ
れ
ば
よ
い
し
、
ど
う
し
て
も
逃
げ
ら
れ
な
く

な
っ
た
時
に
こ
そ
、
死
ね
ば
よ
い
。
こ
ん
な
に
す
ぐ
に
死
ぬ
の
で
は
納
得
が
ゆ

か
な
い
と
言
う
意
見
で
あ
る
。
武
漢
の
上
演
の
時
に
も
、
湖
北
省
の
省
長
が
感

想
と
し
て
「
結
末
の
部
分
で
二
人
が
死
ぬ
の
は
良
く
な
い
。
死
な
な
い
よ
う
に

し
て
、
反
抗
と
し
て
の
逃
亡
を
結
末
に
す
れ
ば
良
い
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
を
後

か
ら
聞
い
た
が
、
や
は
り
似
た
考
え
方
が
中
国
人
に
は
あ
る
も
の
だ
。

　
し
か
し
、
す
ぐ
に
別
の
人
が
、
中
国
に
は
現
在
も
若
者
の
結
婚
に
か
ら
ん
だ

心
中
事
件
は
実
際
に
あ
る
し
、
心
中
す
る
二
人
の
心
情
や
行
為
は
理
解
出
来
る
。

中
日
の
国
家
や
民
族
の
死
生
観
の
違
い
や
、
自
殺
の
美
学
の
存
在
な
ど
を
考
え

る
べ
き
で
あ
る
と
た
し
な
め
た
。
最
初
に
『
曾
根
崎
心
中
』
を
中
国
に
紹
介
し

た
人
と
い
う
か
、
中
国
の
大
き
な
辞
書
で
あ
る
『
辞
海
』
に
近
松
の
項
目
の
解

説
を
書
い
た
方
が
、
「
心
中
」
の
訳
語
と
し
て
「
殉
情
」
の
語
句
を
当
て
ら
れ

た
。
「
心
中
」
の
ま
ま
で
は
中
国
人
に
は
「
心
の
中
」
の
意
味
し
か
理
解
さ
れ

な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
日
本
人
の
方
は
「
殉
情
」
で
は
、
『
殉
情
小

夜
曲
』
な
ど
を
連
想
す
る
と
、
そ
の
意
味
が
判
ら
な
い
が
、
「
殉
死
」
の
「
殉
」

だ
と
考
え
る
と
、
人
情
に
殉
死
す
る
意
味
で
す
ぐ
に
納
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
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お
初
は
遊
女
で
あ
る
か
ら
、
「
初
娘
」
も
も
っ
と
遊
女
ら
し
い
色
気
を
出
す

べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
出
た
。
『
曾
根
崎
殉
情
』
で
は
、
原
作
で
の
お
初

の
年
齢
も
十
代
で
若
い
し
、
上
演
女
優
も
当
時
十
代
で
若
々
し
い
魅
力
を
強
調

し
て
い
た
。
初
々
し
い
乙
女
ぶ
り
が
き
わ
だ
っ
て
い
た
の
で
、
遊
女
と
い
う
職

業
の
女
性
の
中
国
古
典
劇
の
表
現
様
式
に
従
え
ば
、
す
こ
し
お
嬢
さ
ん
風
に
な

り
過
ぎ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
徳
兵
衛
に
中
国
で
い
う
小
生
（
二

枚
目
）
で
演
じ
た
方
が
よ
い
、
文
生
（
立
ち
役
）
・
武
生
（
立
ち
廻
り
専
門
役
）

の
中
問
で
演
じ
て
い
る
の
は
良
く
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
熊
国
強
は
も
と
も

と
文
生
の
役
柄
の
俳
優
で
、
脇
役
が
中
心
で
合
っ
た
が
、
『
曾
根
崎
殉
情
－
で

初
め
て
主
役
に
抜
擢
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
二
枚
目
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
っ
た

批
評
の
意
味
は
判
ら
な
く
は
な
い
が
、
す
ぐ
に
別
の
人
が
反
対
さ
れ
た
よ
う
に
、

今
回
の
『
曾
根
崎
殉
情
』
の
場
合
は
こ
の
ま
ま
で
良
い
、
青
春
悲
劇
の
哀
れ
さ

は
、
こ
れ
で
十
分
に
表
さ
れ
て
い
る
と
、
私
も
考
え
て
い
る
。

　
ま
た
、
滑
稽
だ
っ
た
の
は
、
日
本
に
は
昔
か
ら
「
切
腹
」
が
あ
る
の
だ
か
ら
、

心
中
の
時
も
「
は
ら
き
り
」
を
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
出
た
時
で

あ
る
。
さ
す
が
に
出
席
者
は
皆
ど
っ
と
笑
っ
た
、
す
ぐ
に
、
そ
れ
は
武
士
の
す

る
こ
と
で
、
町
人
は
「
切
腹
」
は
し
な
い
の
だ
と
、
日
本
通
の
人
が
訂
正
す
る

解
説
を
し
て
く
れ
た
。

　
劇
の
素
材
が
日
本
の
も
の
だ
か
ら
、
舞
台
や
衣
装
は
も
っ
と
徹
底
的
に
日
本

式
の
衣
装
や
履
物
で
演
ず
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
出
た
。
も
し
、
中
国



式
に
変
え
て
上
演
す
る
の
な
ら
登
場
人
物
の
人
名
や
地
名
な
ど
も
、
全
部
中
国

式
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
人
も
あ
っ
た
。
シ
ェ
ク
ス
ピ
ァ
の
作
品
を
取
り
入

れ
た
場
合
に
は
そ
う
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
人
も
あ
っ
た
。

　
す
ぐ
に
、
し
か
し
、
そ
れ
は
話
劇
（
日
本
の
新
劇
）
の
場
合
で
あ
っ
て
、
今

回
は
古
典
劇
で
や
る
の
だ
か
ら
、
日
本
式
に
徹
底
す
る
必
要
は
な
い
し
、
ち
ょ

う
ど
日
中
国
交
回
復
二
十
周
年
を
記
念
し
て
、
中
国
京
劇
団
が
日
本
の
時
代
劇

に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
日
本
の
衣
装
や
履
物
を
採
用
し
て
い
る
の
で
、
動
き

が
制
限
さ
れ
て
困
っ
て
い
る
と
い
う
実
例
を
挙
げ
て
、
古
典
劇
の
様
式
性
を
尊

重
し
た
今
回
の
試
み
を
、
高
く
評
価
す
る
意
見
が
大
勢
を
占
め
た
。

　
『
曾
根
崎
殉
情
』
の
場
合
で
も
、
最
初
は
漢
劇
の
関
係
者
達
も
、
日
本
式
衣

装
・
履
物
で
の
上
演
を
主
張
し
て
い
た
が
、
実
際
に
舞
台
で
そ
れ
で
や
っ
て
み

て
、
演
技
の
困
難
さ
を
実
際
に
知
り
、
．
漢
劇
様
式
に
戻
し
た
経
緯
が
あ
っ
た
。

　
中
国
古
典
劇
の
様
式
に
慣
れ
た
も
の
に
は
、
着
物
で
は
立
ち
廻
り
も
日
常
の

演
技
も
出
来
な
い
し
、
中
国
式
の
舞
台
装
置
で
は
象
徴
化
が
進
ん
で
い
る
の
で

屋
内
外
の
区
別
を
つ
け
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
か
ら
、
室
の
出
入
り
に
際
し
て

脱
い
だ
り
、
履
い
た
り
す
る
日
本
式
の
下
駄
や
草
履
で
は
、
立
ち
廻
り
が
で
き

な
い
の
は
、
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
普
通
の
様
式
的
な
演
技
さ
え
も
ス
ム
ー
ズ
に

は
出
来
な
い
。
中
国
京
劇
団
の
主
演
男
優
の
李
光
さ
ん
が
、
坂
本
竜
馬
役
で
苦

労
し
て
い
る
と
い
う
話
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
も
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ

る
。

　
　
　
　
　
北
京
の
「
曾
根
崎
心
中
』

　
天
満
屋
の
縁
の
下
に
隠
れ
る
場
面
は
、
中
国
古
典
劇
で
は
舞
台
装
置
で
、
家

の
内
と
外
と
い
っ
た
二
重
舞
台
を
っ
く
ら
な
い
の
が
慣
例
だ
か
ら
、
縁
側
が
作

れ
な
い
の
で
、
徳
兵
衛
は
机
の
下
に
隠
れ
る
よ
う
に
変
え
て
あ
っ
た
。
そ
れ
に

対
し
て
、
机
の
下
で
は
す
ぐ
に
九
平
次
に
見
え
て
し
ま
う
か
ら
滑
稽
で
あ
る
と

い
う
人
が
あ
っ
た
。
様
式
的
に
演
技
を
写
実
的
に
見
る
こ
と
か
ら
お
こ
る
、
こ

う
し
た
素
人
風
の
批
評
も
出
て
く
る
と
こ
ろ
に
、
楽
し
さ
が
あ
っ
た
。

　
中
国
古
典
劇
の
専
門
家
ら
し
い
批
評
も
当
然
沢
山
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
袖
の

先
に
一
米
半
ほ
ど
の
白
い
布
を
つ
け
る
「
水
袖
」
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
師
匠

の
陳
伯
華
先
生
（
第
一
回
の
梅
花
奨
の
受
賞
者
で
、
漢
劇
の
代
表
的
な
大
女

優
）
の
技
術
を
う
ま
く
採
り
入
れ
て
、
し
か
も
邸
玲
流
に
な
っ
て
い
て
良
い
と

い
う
肯
定
的
な
も
の
と
、
そ
の
使
用
頻
度
数
が
多
す
ぎ
る
と
や
や
非
難
気
味
な

意
見
が
出
た
り
し
た
。

　
ま
た
、
最
後
の
心
中
道
行
の
場
面
で
、
二
人
は
お
初
の
用
意
し
た
中
国
の
結

婚
式
用
の
紅
色
の
衣
装
を
着
る
が
、
舞
台
上
で
観
客
に
見
え
る
形
で
着
替
え
る

の
は
良
く
な
い
、
中
国
式
で
は
舞
台
の
袖
に
二
人
は
隠
れ
て
着
替
え
る
べ
き
だ

と
い
う
人
が
あ
っ
た
。
（
日
本
公
演
の
時
に
は
、
着
替
え
る
に
も
振
り
付
け
が

あ
っ
て
、
さ
す
が
中
国
式
だ
と
褒
め
る
人
が
多
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
）

　
こ
の
時
に
新
し
い
中
国
の
工
夫
で
、
結
婚
式
や
知
耳
選
び
の
時
に
、
男
女
を
結
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ぶ
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
使
わ
れ
る
深
紅
の
布
の
花
が
効
果
を
あ
げ
た
。
日
本
の
歌

舞
伎
や
文
楽
の
『
曾
根
崎
心
中
』
で
、
心
中
場
面
の
演
出
に
水
色
の
お
初
の
帯

を
引
き
裂
い
て
結
び
、
長
い
布
で
二
人
を
括
く
り
合
う
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
そ

れ
を
深
紅
の
花
と
同
じ
色
の
長
い
布
に
変
え
て
、
両
端
を
二
人
に
持
た
せ
る
な

ど
の
大
変
効
果
的
な
所
作
の
振
り
付
け
が
工
夫
さ
れ
た
。
日
本
で
も
評
判
に
な

っ
た
場
面
で
あ
る
が
、
や
は
り
中
国
で
も
新
鮮
な
魅
力
を
感
じ
取
っ
て
も
ら
え

た
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
た
だ
、
中
国
で
は
長
い
布
は
、
古
典
劇
の
場
合
首
吊
り
自
殺
の
小
道
具
と
し

て
用
い
ら
れ
る
事
が
多
い
。
布
や
紐
を
首
に
掛
け
両
端
を
背
中
の
方
に
垂
ら
す

と
、
首
を
く
く
っ
た
事
に
な
る
。
そ
の
型
に
と
ら
わ
れ
て
、
二
人
は
首
吊
り
自

殺
を
す
る
の
か
と
思
っ
て
い
た
ら
違
っ
て
い
た
た
め
、
か
え
っ
て
予
想
外
の
死

に
方
で
興
味
深
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
思
い
が
け
な
い
感
想
で
あ
っ
た
。

　
「
観
音
巡
り
」
の
場
で
、
『
曾
根
崎
殉
情
』
で
は
九
平
次
と
徳
兵
衛
が
出
会
っ

て
、
金
を
だ
ま
し
取
る
場
面
が
あ
る
。
そ
の
時
の
九
平
次
の
登
場
で
、
直
前
に

下
手
に
隠
れ
て
い
た
の
に
、
再
度
登
場
の
時
に
は
上
手
か
ら
出
て
来
た
、
そ
れ

は
不
自
然
で
あ
る
。
ま
た
、
九
平
次
が
徳
兵
衛
か
ら
金
を
借
り
る
時
に
、
自
分

で
証
文
を
書
き
印
鑑
を
押
す
の
は
不
自
然
だ
と
い
っ
た
非
難
が
あ
っ
た
。
そ
の

指
摘
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
登
・
退
場
は
中
国
古
典
劇
の
よ
う
な
様
式

的
な
演
劇
で
も
同
じ
こ
と
で
、
反
対
側
か
ら
出
て
来
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
し
、

近
松
の
原
作
通
り
に
貸
手
が
証
文
を
書
か
な
い
と
（
中
国
で
も
識
字
能
力
の
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

無
の
関
係
か
ら
古
典
劇
で
は
、
証
文
は
貸
手
が
書
く
の
が
常
識
で
あ
る
ら
し

い
）
九
平
次
の
陰
謀
が
す
ぐ
に
露
見
し
て
し
ま
う
。
日
本
公
演
の
時
に
は
、
私

も
こ
の
改
訂
に
は
気
が
付
い
て
い
た
が
、
中
国
式
か
と
思
っ
た
り
し
た
こ
と
と
、

上
演
の
直
前
に
手
順
を
変
え
さ
せ
る
の
を
は
ば
か
っ
て
、
訂
正
を
し
な
か
っ
た

が
、
や
は
り
改
め
る
必
要
が
あ
る
演
出
で
あ
っ
た
。

　
中
国
古
典
劇
は
京
劇
以
外
も
す
べ
て
、
歌
曲
を
中
心
に
す
る
オ
ペ
ラ
で
あ
る

か
ら
、
当
然
歌
唱
力
の
批
評
が
あ
る
。
初
演
に
比
べ
て
邸
玲
の
歌
唱
力
は
一
段

と
良
く
な
っ
て
い
る
が
、
心
中
直
前
に
回
想
的
に
歌
う
二
度
目
の
「
井
筒
」
の

歌
（
原
作
に
は
な
い
も
の
で
、
中
国
側
脚
色
者
の
創
乍
に
な
る
も
の
で
、
お
初

・
徳
兵
衛
の
共
通
の
故
郷
で
あ
る
石
上
村
に
残
る
、
『
伊
勢
物
語
』
の
筒
井
筒

の
段
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
た
）
の
時
の
調
子
を
、
も
う
少
し
高
く
す
べ
き
で
あ

る
と
い
っ
た
専
門
的
な
も
の
も
あ
っ
た
。

五

　
心
中
の
場
面
で
、
私
は
特
に
注
文
し
て
、
中
国
式
の
死
に
方
（
体
を
真
っ
す

ぐ
に
伸
ば
し
た
ま
ま
後
方
に
倒
れ
る
も
の
で
、
侵
戸
と
い
う
）
で
の
心
中
を
工

夫
し
て
も
ら
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
は
す
ぐ
に
「
双
侵
戸
（
ス
ウ
ァ
ン
・
ジ
ャ

ン
・
ス
ー
）
」
生
言
う
名
が
付
け
ら
れ
た
。
二
人
で
一
緒
に
手
を
っ
な
い
だ
ま

ま
仰
向
け
に
倒
れ
る
と
い
う
型
で
あ
る
。
こ
れ
が
中
国
に
は
今
ま
で
な
か
っ
た

新
し
い
型
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
新
工
夫
と
し
て
評
価
さ
れ
た
。
日
本
で



も
私
が
強
調
し
た
の
で
評
判
に
な
っ
て
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
全
国
版
の
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー

ス
で
も
流
し
て
も
ら
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
本
場
で
の
高
い
評
価
は
私

に
と
っ
て
大
変
に
う
れ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
『
曾
根
崎
殉
情
』
は
漢
劇
の
代
表
的
な
演
目
と
し
て
定
着
さ
せ
て
ほ
し
い
と

い
っ
た
意
見
に
は
じ
ま
り
、
こ
の
作
品
を
漢
劇
の
よ
う
な
地
方
劇
に
だ
け
止
め

て
お
く
の
で
は
な
く
、
京
劇
化
す
る
べ
き
で
あ
る
、
そ
の
た
め
に
は
「
せ
り

ふ
」
の
発
音
を
武
漢
弁
で
は
な
く
、
北
京
の
普
通
話
に
し
た
方
が
よ
い
（
こ
れ

は
方
言
の
問
題
で
は
な
く
、
「
韻
白
」
と
「
京
白
」
と
言
っ
た
伝
統
的
な
京
劇

や
漢
劇
に
共
通
す
る
発
声
の
問
題
で
も
あ
る
よ
う
だ
）
と
か
、
テ
レ
ビ
や
映
画

に
し
た
い
。
北
京
の
中
国
中
央
電
視
台
と
日
本
と
の
合
同
製
作
で
『
曾
根
崎
殉

情
』
を
っ
く
る
べ
き
で
あ
る
と
か
と
い
っ
た
、
そ
の
後
に
っ
い
て
の
提
言
が
続

い
た
。
こ
れ
ら
が
実
現
さ
れ
れ
ば
、
間
違
い
な
く
、
北
京
に
『
曾
根
崎
心
中
』

ブ
ー
ム
が
こ
の
春
に
お
こ
り
そ
う
で
あ
る
。

　
現
在
の
中
国
の
古
典
劇
界
の
実
情
か
ら
考
え
て
も
、
新
し
い
創
作
劇
が
望
ま

れ
て
い
る
が
、
『
曾
根
崎
殉
情
』
の
場
合
は
、
そ
の
意
味
か
ら
も
中
国
演
劇
史

に
残
る
快
挙
で
あ
る
。
外
国
の
作
者
で
あ
る
近
松
門
左
衛
門
を
選
ん
だ
の
は
大

変
勇
気
の
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
創
作
劇
で
梅
花
奨
を

目
指
す
よ
う
な
大
胆
な
例
は
、
今
ま
で
な
か
っ
た
か
ら
大
変
に
す
ば
ら
し
い
。

し
か
も
、
若
者
達
を
そ
の
よ
う
な
実
験
的
な
試
み
に
主
役
と
し
て
取
り
上
げ
た

こ
と
は
高
く
評
価
出
来
る
。
若
者
だ
か
ら
出
来
た
と
い
う
側
面
が
あ
る
が
、
陳
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伯
華
先
生
を
初
め
と
す
る
漢
劇
の
指
導
者
達
の
決
断
と
努
力
と
力
量
を
高
く
評

価
し
た
い
と
い
う
意
見
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。

　
演
劇
で
あ
る
以
上
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
が
重
視
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、

劇
団
全
体
の
協
力
態
勢
の
良
さ
に
つ
い
て
の
高
い
評
価
も
あ
り
、
批
評
家
達
の

目
配
り
が
行
き
届
い
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
た
。

　
他
に
、
作
曲
・
演
奏
・
舞
台
装
置
な
ど
、
武
漢
で
最
優
秀
賞
を
独
占
し
た
こ

と
が
、
北
京
で
も
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
た
。
日
本
歌
曲
の
利
用
が
効
果
的
で
耳

に
残
っ
た
こ
と
、
単
純
な
装
置
を
さ
ま
ざ
ま
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
て
大
変
効

果
的
で
あ
っ
た
こ
と
（
舞
台
装
置
に
つ
い
て
は
、
既
に
別
に
全
国
の
コ
ン
ク
ー

ル
で
、
中
国
の
代
表
作
に
選
ば
れ
、
続
い
て
プ
ラ
ハ
で
行
わ
れ
る
世
界
の
舞
台

芸
術
コ
ン
ク
ー
ル
に
参
加
出
品
中
で
あ
る
と
聞
い
た
）
な
ど
の
賛
辞
が
あ
っ
た

こ
と
も
書
き
留
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
た
、
主
演
の
邸
玲
の
演
技
だ
け
で
な
く
、
徳
兵
衛
を
演
じ
た
熊
国
強
、
九

平
次
を
演
じ
た
王
立
新
、
そ
の
他
の
脇
役
達
や
、
舞
台
監
督
（
日
本
の
演
出

家
）
や
、
立
ち
廻
り
や
舞
踊
の
指
導
者
な
ど
の
関
係
者
一
人
一
人
の
名
前
を
挙

げ
て
の
、
好
意
的
な
賛
辞
の
続
い
た
と
こ
ろ
に
、
中
国
の
批
評
の
姿
勢
が
う
か

が
わ
れ
て
、
心
地
よ
か
っ
た
。

　
中
国
で
も
、
た
し
か
に
近
松
の
世
界
が
理
解
さ
れ
た
と
い
う
手
ご
た
え
が
あ

っ
た
。
『
曾
根
崎
心
中
』
は
『
曾
根
崎
殉
情
』
と
し
て
漢
劇
の
代
表
演
目
に
な

っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
古
典
劇
の
財
産
に
な
る
に
違
い
な
い
。
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ま
た
、
中
国
に
は
毎
年
政
府
主
催
で
、
新
作
の
創
作
劇
に
対
し
て
「
文
華

奨
」
と
い
う
創
作
脚
本
大
賞
が
出
て
い
る
よ
う
だ
が
、
『
曾
根
崎
殉
情
」
も
一

九
九
二
年
度
の
対
象
作
と
し
て
、
賞
取
り
レ
ー
ス
に
名
乗
り
を
上
げ
た
ら
し
い
。

一
九
九
一
年
暮
れ
の
上
演
作
品
が
受
賞
出
来
る
か
ど
う
か
は
、
一
九
九
二
年
十

月
に
な
ら
な
い
と
判
明
し
な
い
と
い
う
。
い
か
に
も
中
国
風
で
、
の
ん
び
り
し

て
い
る
。
「
文
華
奨
」
は
中
国
の
創
作
劇
を
対
象
と
す
る
も
の
で
、
外
国
の
作

品
は
当
然
対
象
に
な
ら
な
い
。
『
曾
根
崎
殉
情
』
は
近
松
門
左
衛
門
の
作
品
が

原
作
の
翻
案
創
作
劇
で
あ
る
。
今
ま
で
に
、
一
」
う
し
た
作
品
が
受
賞
し
た
こ
と

は
な
い
。
わ
が
『
曾
根
崎
殉
情
』
が
受
賞
す
る
た
め
に
は
、
政
府
当
局
の
勇
気

あ
る
決
断
が
必
要
で
あ
る
。
結
果
が
判
明
す
る
ま
で
の
楽
し
み
で
あ
る
。

　
同
行
し
て
く
れ
て
、
座
談
会
や
記
者
達
の
イ
ン
タ
ー
ビ
ュ
ー
な
ど
に
、
っ
き

っ
き
り
で
通
訳
し
て
も
ら
っ
た
李
国
勝
・
康
小
青
さ
ん
の
お
二
人
に
感
謝
し
た

い
。
さ
ら
に
、
い
ず
れ
近
い
時
期
に
中
国
の
新
聞
・
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
る
邸
玲

と
『
曾
根
崎
殉
情
」
の
批
評
の
数
々
を
、
彼
ら
に
翻
訳
し
て
も
ら
い
、
日
中
両

国
の
演
劇
交
流
の
実
際
を
見
極
め
る
仕
事
を
、
更
に
一
緒
に
続
け
て
行
き
た
い
。

一
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