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は
じ
め
に

本
書
は
す
で
に
演
劇
研
究
者
や
文
学
研
究
者
に
よ
る
詳
細
な
書
評
が
出
さ
れ

て
い
る
。
い
ず
れ
の
書
評
も
、
京
劇
の
近
代
化
と
い
う
本
書
の
中
核
的
主
題
に

か
ん
す
る
優
れ
た
注
釈
と
し
て
読
む
こ
と
の
出
来
る
内
容
で
あ
る
。
本
パ
ネ
ル

で
の
評
者
の
発
表
で
は
、
そ
れ
ら
の
書
評
と
は
異
な
る
視
点
、
と
く
に
二
〇
世

紀
の
社
会
文
化
史
と
い
う
広
い
文
脈
に
お
い
て
京
劇
が
近
代
的
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規

範
を
ど
の
よ
う
に
型
や
演
技
、
演
出
と
し
て
取
り
込
ん
だ
の
か
、
そ
れ
が
ど
の

よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
課
題
を
提
起
し
て
い

る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
整
理
し
た
い
。

本
書
に
お
い
て
、
京
劇
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
の
表
現
の
変
遷
は
「
女

優
の
登
場
を
め
ぐ
る
男
旦
の
興
亡
史
」
と
も
い
う
べ
き
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
議
論

さ
れ
て
お
り
、
序
章
「
男
旦
は
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
を
め
ざ
す
」
、
第
一
章
「
清
末

民
初
の
女
芝
居
」
、
第
二
章
「
港
か
ら
き
た
女
優
」
、
そ
し
て
「
終
章

男
旦

と
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
」
の
四
つ
の
章
に
お
い
て
主
要
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、
第
八
章
で
は
「
た
た
か
う
女
性
像
の
系
譜
」
と
い
う
表
題
の
下
、
革
命

模
範
劇
や
革
命
バ
レ
エ
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
女
性
像
が
類
型
化
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
「
革
命
」
と
い
う
目
標
に
そ
っ
て
臨
機
応
変

に
変
容
す
る
と
い
う
政
治
性
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。

以
下
、
こ
の
二
つ
の
軸
に
そ
っ
て
本
書
の
主
張
を
再
構
成
し
て
み
た
い
。

一
、
男
旦
の
興
亡
史

本
書
の
冒
頭
で
は
「
女
役
の
演
じ
手
が
男
旦
か
ら
女
優
へ
と
移
り
変
わ
っ
た

こ
と
」
が
「
二
〇
世
紀
の
中
国
社
会
に
お
け
る
女
性
観
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
の
変

遷
を
映
し
出
す
現
象
」
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
女
優
の
台
頭
は
男
旦
を

消
滅
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
男
旦
の
演
技
や
表
象
に
大
き
な
変
化
も
た
ら
し
た
。

で
は
、
男
旦
の
近
代
的
変
化
を
惹
起
さ
せ
た
女
優
と
は
、
ど
の
よ
う
な
存
在
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
本
書
で
遍
在
的
に
議
論
さ
れ
て
い
る
ジ
ェ
ン
ダ

ー
表
象
の
話
題
を
編
年
的
に
再
編
し
、
女
優
の
台
頭
と
男
旦
の
変
化
に
つ
い
て

確
認
し
た
い
。

女
優
が
舞
台
に
上
が
る
こ
と
は
一
九
一
〇
年
代
ま
で
に
は
珍
し
い
こ
と
で

は
な
く
な
る
も
の
の
、
京
劇
の
本
場
・
北
京
の
演
劇
界
に
お
い
て
は
「
女
優
の

田村著書評―ジェンダー論の視点から（菅原）



- 62 -

存
在
そ
の
も
の
が
逸
脱
の
意
味
を
含
ん
で
い
た
」
と
い
う
（
第
二
章
、
五
八
頁
）
。

演
劇
界
の
構
造
に
お
い
て
「
女
優
」
は
男
優
に
従
属
的
な
存
在
で
あ
り
、
男
優

の
技
芸
に
は
劣
る
も
の
、
と
み
ら
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
男
優
の
演
技
が

持
つ
規
範
性
か
ら
の
「
変
身
」
や
「
逸
脱
」
が
芝
居
的
面
白
み
と
し
て
劇
評
家

た
ち
の
好
意
的
評
価
を
獲
得
し
た
の
だ
っ
た
（
第
二
章
、
五
八
頁
）
。

そ
れ
が
一
九
一
〇
年
代
末
頃
よ
り
徐
々
に
変
化
の
兆
し
が
現
れ
る
。
と
り

わ
け
、
女
優
を
評
す
る
時
に
、
女
優
の
身
体
に
固
有
の
美
が
徐
々
に
「
発
見
」

さ
れ
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
女
優
固
有
の
「
美
し
さ
」
を
活
か
す
演
出
が
登
場
す

る
こ
と
に
よ
り
、
女
優
に
た
い
す
る
評
価
が
変
わ
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
一

九
一
〇
年
代
後
半
以
降
、
梅
蘭
芳
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
人
気
を
博
し
て
い
た

女
優
・
劉
嬉
奎
に
つ
い
て
、
日
本
人
の
京
劇
評
論
家
・
辻
聴
花
は
「
薄
化
粧
の

美
」
と
評
し
た
（
第
二
章
、
六
三
―
六
四
頁
）
。
ま
た
、
伝
統
的
な
女
形
の
演

技
の
型
の
束
縛
を
受
け
な
い
「
時
装
戯
」
が
多
く
の
女
優
の
主
な
活
動
の
舞
台

と
な
っ
た
こ
と
も
、
「
生
身
の
女
性
の
身
体
や
容
貌
」
が
女
優
固
有
の
美
的
価

値
に
な
っ
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
っ
た(

第
二
章
、
六
六
頁)
。
著
者
は
辻
聴
花
の

劇
評
の
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
「
性
別
も
含
め
て
役
柄
と
一
体
化
し
た
俳
優
の
身

体
に
注
目
す
る
」
（
第
二
章
、
六
六
頁
）
、
つ
ま
り
男
で
は
な
く
女
で
あ
る
こ

と
そ
の
も
の
が
女
優
に
見
出
さ
れ
た
価
値
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

一
方
、
「
女
で
あ
る
」
と
い
う
女
優
の
価
値
の
「
発
見
」
は
、
女
を
演
じ
る

男
旦
に
も
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
例
え
ば
、
纏
足
を
表
す
「
蹺
」
が
廃
止
さ
れ
、

ま
た
新
た
な
女
性
の
型
と
し
て
「
う
た
と
し
ぐ
さ
」
や
「
た
ち
ま
わ
り
」
の
い

ず
れ
に
お
い
て
も
優
れ
た
技
芸
を
披
露
す
る
総
合
的
な
型
で
あ
る
「
花
衫
」
が

登
場
し
た
（
「
お
わ
り
に
」
、
三
五
〇
―
三
五
一
頁
）
。
さ
ら
に
は
、
女
優
に
よ

る
時
装
戯
の
流
行
に
対
抗
す
べ
く
古
装
戯
が
登
場
し
、
そ
の
中
で
男
旦
が
女
性

の
服
装
の
流
行
を
取
り
込
ん
だ
り
、
女
優
が
時
装
戯
で
表
現
し
た
方
法
と
は
別

の
や
り
方
で
近
代
的
な
女
性
性
を
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
著
者
は

こ
れ
を
「
伝
統
劇
の
身
の
こ
な
し
に
よ
る
「
虚
構
の
身
体
美
」
で
勝
負
し
た(

「
お

わ
り
に
」
、
三
五
〇
頁)

、
と
称
し
て
い
る
。

一
九
二
〇
年
代
に
入
る
と
、
男
旦
が
表
現
す
る
近
代
的
な
女
性
イ
メ
ー
ジ

は
よ
り
先
鋭
化
し
て
い
く
。
そ
の
一
例
と
し
て
著
者
が
注
目
す
る
の
が
肌
の
露

出
で
あ
る
。
小
楊
月
楼
は
旗
袍
を
身
に
つ
け
肌
の
露
出
を
多
く
す
る
こ
と
で
街

の
な
か
に
い
る
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
的
要
素
を
取
り
こ
み
（
序
章
、
一
一
―
一
五

頁
）
、
欧
陽
予
倩
も
ま
た
潘
金
蓮
を
演
じ
る
時
に
胸
を
露
わ
に
す
る
演
技
を
取

り
込
む
こ
と
で
（
終
章
、
三
二
九
頁
）
、
近
代
的
な
女
性
表
象
を
演
出
し
た
。

こ
う
し
た
現
象
を
、
著
者
は
「
二
〇
世
紀
の
京
劇
の
男
旦
は
、
男
の
身
体
を
も

っ
て
女
を
演
じ
る
方
法
や
役
柄
を
改
革
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
虚
像
と
し
て
の

自
ら
を
、
同
じ
く
虚
構
の
女
性
像
で
あ
る
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
に
近
付
け
よ
う
と
し

た
」
（
お
わ
り
に
、
三
五
一
頁
）
と
結
論
づ
け
る
。

他
方
、
著
者
は
女
優
と
女
優
を
ま
な
ざ
す
観
客
と
の
非
対
称
的
関
係
に
つ

い
て
も
着
目
す
る
。
具
体
的
に
は
、
女
優
と
い
う
存
在
は
観
客
に
と
っ
て
現
実

的
な
欲
望
の
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
メ
デ
ィ
ア
を
媒
介
し

て
流
通
し
男
性
観
客
に
消
費
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
女
優
に
対
す
る
審
美
基
準

は
、
男
性
観
客
が
男
旦
で
表
現
さ
れ
た
女
性
イ
メ
ー
ジ
を
見
る
際
の
そ
れ
と
は

異
な
る
も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
（
第
四
章
、
一
四
二
―
一
四
三
頁
）
。

こ
う
し
た
議
論
が
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
映
画
理
論
の
古
典
で
も
あ
る
ロ
ー
ラ
・
マ

ル
ヴ
ィ
の
「
男
性
の
ま
な
ざ
し
理
論
」
と
も
通
底
し
て
い
る
こ
と
は
指
摘
す
る

ま
で
も
な
い
が
、
観
客
の
ま
な
ざ
し
が
持
つ
こ
の
よ
う
な
政
治
性
に
つ
い
て
は
、

評
者
も
か
つ
て
議
論
し
た
こ
と
が
あ
り
、
著
者
と
問
題
意
識
を
共
有
で
き
る
と

考
え
て
い
る
。
拙
著
『
映
画
館
の
な
か
の
近
代
―
―
映
画
観
客
の
上
海
史
』（
晃

洋
書
房
、
二
〇
一
九
年
）
で
は
二
〇
世
紀
前
半
の
上
海
に
お
け
る
観
客
の
形
成
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に
つ
い
て
理
論
と
実
証
研
究
の
双
方
か
ら
議
論
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た

結
論
は
「
観
客
」
と
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
、
文
化
的
、
そ
し
て
階
級
的
に
大
き
な

偏
り
を
持
っ
た
集
団
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
「
偏
り
」
と

は
、
具
体
的
に
は
新
中
間
層
の
男
性
で
識
字
層
、
か
つ
異
性
愛
者
で
あ
る
と
い

う
も
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
属
性
は
社
会
の
主
流
文
化
の
担
い
手
で
あ
る
こ
と

と
等
価
関
係
に
あ
り
、
女
優
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
概
ね
そ
う
し
た
集
団
の
政

治
的
ま
な
ざ
し
に
も
と
づ
い
て
創
造
さ
れ
て
い
た
。
肌
を
露
出
し
た
女
優
の
身

体
が
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
健
康
美
の
反
映
と
見
る
べ
き

か
、
と
い
う
判
断
は
常
に
映
画
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
主
な
担
い
手
で
あ
り
、
ジ

ェ
ン
ダ
ー
的
に
も
階
級
的
に
限
定
さ
れ
た
主
流
社
会
に
お
け
る
「
観
客
」
に
よ

っ
て
下
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
実
存
と
し
て
の
女
性
は
概
ね
不
在
で
あ
り
、

不
可
視
化
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
に
お
い
て
議
論
さ
れ
る
、
劇
場

に
お
け
る
観
客
が
女
優
に
た
い
し
て
む
け
る
ま
な
ざ
し
が
持
つ
政
治
性
と
い
う

問
題
は
映
画
と
映
画
観
客
と
の
関
係
と
共
通
の
構
造
を
有
し
て
い
る
と
い
え

る
。

二
、
女
性
像
の
類
型
化
と
変
奏

次
に
、
本
書
が
あ
つ
か
う
も
う
一
つ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
的
主
題
で
あ
る
、
革

命
模
範
劇
に
お
け
る
女
優
の
型
の
議
論
に
つ
い
て
概
観
し
た
い
。
主
に
第
八
章

で
展
開
さ
れ
る
こ
の
議
論
は
、
革
命
模
範
劇
と
革
命
バ
レ
エ
に
お
け
る
女
性
の

役
柄
に
着
目
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
革
命
模
範
劇
に
お
け
る
人
物
や
役
柄
は

基
本
的
に
は
京
劇
の
コ
ー
ド
に
依
拠
し
て
お
り
、
女
性
の
場
合
主
に
髪
型
が
重

要
な
コ
ー
ド
を
表
す
と
い
う
（
第
八
章
、
二
八
七
―
二
八
九
頁
）
。
例
え
ば
、

革
命
バ
レ
エ
版
『
紅
色
女
子
軍
』
で
は
、
主
人
公
・
呉
清
花
が
少
女
か
ら
女
性

革
命
戦
士
へ
と
成
長
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
髪
型
も
少
女
性
を
象
徴
す
る
「
長

髪
・
お
さ
げ
」
か
ら
女
性
革
命
戦
士
を
象
徴
す
る
「
短
髪
・
お
か
っ
ぱ
」
へ
と

変
化
す
る
。
革
命
バ
レ
エ
版
『
紅
色
女
子
軍
』
の
演
出
に
は
江
青
が
直
接
関
わ

っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
著
者
は
そ
れ
が
「
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
か
ら
革
命
戦
士

へ
と
転
身
を
と
げ
た
江
青
を
な
ぞ
ら
え
る
よ
う
な
、
少
女
（
お
さ
げ
）
か
ら
革

命
戦
士
（
お
か
っ
ぱ
）
へ
の
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
ス
・
ロ
マ
ン
を
描
く
も
の
」(

第

八
章
、
二
九
七
頁)

で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
。
他
方
、
『
沙
家
浜
』
に
お
い
て

阿
慶
嫂
の
表
象
に
み
ら
れ
る
「
長
髪
・
お
だ
ん
ご
」
は
、
妻
で
あ
り
男
性
英
雄

に
救
済
さ
れ
る
べ
き
客
体
と
い
う
そ
の
本
来
の
役
柄
を
越
え
、
む
し
ろ
革
命
の

主
体
的
な
担
い
手
と
し
て
の
女
性
像
を
象
徴
す
る
と
い
う
新
た
な
意
議
を
も
っ

て
い
る
と
い
う
。
髪
型
に
よ
る
コ
ー
ド
の
他
に
も
、
少
女
と
革
命
戦
士
を
分
か

つ
手
が
か
り
は
重
層
的
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
革
命
バ
レ
エ
『
紅

色
娘
子
軍
』
に
お
い
て
は
足
を
用
い
た
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
表
現
が
重
要

な
演
出
と
し
て
あ
り
、
髪
型
や
服
装
に
加
え
て
足
の
振
り
付
け
上
の
所
作
な
ど

が
そ
れ
ぞ
れ
に
意
味
す
る
も
の
が
絡
み
合
い
な
が
ら
場
面
ご
と
に
置
か
れ
た
女

性
主
人
公
の
地
位
や
心
情
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

三
、
身
体
性
を
め
ぐ
っ
て

以
上
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
か
ら
本
書
が
議
論
す
る
大
き
な
二
つ
の
話
題
に

つ
い
て
概
観
し
た
が
、
評
者
が
興
味
を
も
っ
た
点
は
男
旦
や
女
優
の
身
体
性
に

か
ん
す
る
問
題
で
あ
る
。

本
書
で
は
、
近
代
に
お
け
る
男
旦
は
「
男
の
身
体
を
も
っ
て
女
を
演
じ
る
方
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法
や
役
柄
を
改
革
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
虚
像
と
し
て
の
自
ら
を
、
同
じ
く
虚

構
の
女
性
像
で
あ
る
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
に
近
づ
け
よ
う
と
し
た
」
と
総
評
さ
れ
て

い
る
（
三
五
一
頁
）
。
こ
の
こ
と
は
、
男
旦
と
い
う
存
在
が
近
代
的
ジ
ェ
ン
ダ

ー
観
の
元
に
厳
格
に
二
分
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
男
女
の
性
別
規
範
の
結
節
点
で

あ
り
、
男
旦
の
身
体
と
は
そ
の
よ
う
な
近
代
的
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
伝
播
し
強

化
す
る
一
つ
の
メ
デ
ィ
ウ
ム
で
あ
っ
た
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
。
メ
デ
ィ
ウ
ム

と
し
て
の
男
旦
が
媒
介
す
る
の
は
男
性
の
ま
な
ざ
し
の
持
つ
欲
望
に
応
答
す
る

よ
う
な
女
性
像
だ
け
で
は
な
い
。
「
男
の
身
体
」
を
持
つ
男
旦
は
、
近
代
的
な

女
性
規
範
を
演
じ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
「
男
性
の
ま
な
ざ
し
」
と
い
う
視
座
の

正
統
性
そ
の
も
の
を
も
媒
介
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
こ
と
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
上
海
で
起
こ
っ
た
女
性
や
女
優
の
男
装

ブ
ー
ム
と
興
味
深
い
対
比
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
評
者
は
論
文
「
男

装
す
る
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
―
―
映
画
『
化
身
姑
娘
』
シ
リ
ー
ズ
と
女
性
観
客
」（
『
ア

ジ
ア
遊
学
』
第
二
六
七
号
、
二
〇
二
二
年
三
月
）
の
中
で
、
二
〇
世
紀
前
半
の

大
衆
文
化
に
お
い
て
女
性
読
者
、
女
性
の
映
画
観
客
た
ち
が
頻
繁
に
男
装
し
た

こ
と
を
と
り
あ
げ
、
こ
の
現
象
が
男
女
を
明
確
に
二
分
し
流
動
性
を
認
め
な
い

近
代
的
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
や
、
異
性
愛
の
完
成
形
と
し
て
の
結
婚
に
た
い
す
る

な
ん
ら
か
の
異
議
申
し
た
て
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
男
旦
の
よ
う

な
男
性
の
表
象
上
の
「
女
性
化
」
と
、
男
装
ブ
ー
ム
の
よ
う
な
女
性
の
表
象
上

の
「
男
性
化
」
と
が
成
し
て
い
る
こ
の
奇
妙
な
対
照
性
を
つ
き
つ
め
る
と
、
興

味
深
い
考
察
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
で
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
の
質
疑
応
答
で
議
論
さ
れ
た
こ
と
の
な
か

か
ら
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
／
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
研
究
と
歴
史
性
の
問
題
に
つ
い
て

若
干
の
紙
幅
を
割
き
、
方
法
論
を
め
ぐ
る
一
つ
の
注
釈
と
し
て
残
し
て
お
き
た

い
。
近
年
と
く
に
ク
ィ
ア
研
究
の
文
脈
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
過
去
の
現
象

を
現
在
の
視
点
か
ら
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
と
い
う
課
題
と
、
実
証
史
学

的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
間
に
は
し
ば
し
ば
齟
齬
が
生
じ
う
る
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当

日
に
著
者
か
ら
指
摘
を
受
け
た
よ
う
に
、
男
旦
の
身
体
性
が
持
つ
近
代
的
な
ジ

ェ
ン
ダ
ー
規
範
へ
の
従
順
さ
、
あ
る
い
は
攪
乱
と
い
う
評
者
の
問
題
意
識
は
、

歴
史
的
実
証
性
を
踏
ま
え
な
い
と
い
う
側
面
を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
。
他
方
で
、

実
証
史
学
の
方
法
で
は
常
に
不
可
視
化
さ
せ
ら
れ
る
し
か
な
い
事
象
を
可
視
化

す
る
た
め
の
方
法
論
に
つ
い
て
も
絶
え
間
な
く
議
論
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と

考
え
る
。

女
優
の
身
体
性
に
つ
い
て
は
、
特
に
革
命
バ
レ
エ
版
の
『
紅
色
娘
子
軍
』
で

主
人
公
・
呉
清
花
を
演
じ
た
バ
レ
エ
ダ
ン
サ
ー
の
薛
菁
華
に
つ
い
て
触
れ
て
お

き
た
い
。
薛
は
身
長
が
一
七
〇
㎝
近
く
あ
っ
た
た
め
に
い
わ
ゆ
る
プ
リ
マ
ド
ン

ナ
的
な
身
体
性
か
ら
は
逸
脱
し
て
い
た
も
の
の
、
革
命
バ
レ
エ
で
は
そ
の
大
柄

な
身
体
が
、
力
を
強
調
し
た
振
り
付
け
と
見
事
に
連
動
し
、
大
き
な
存
在
感
を

発
揮
し
た
。
た
と
え
ば
、
こ
ぶ
し
を
振
り
上
げ
る
よ
う
な
仕
草
は
劇
中
何
度
も

反
復
さ
れ
る
。
冒
頭
の
被
虐
シ
ー
ン
で
は
薛
の
長
い
手
足
が
舞
台
中
央
に
置
か

れ
、
赤
く
フ
リ
ル
の
き
い
た
衣
裳
や
強
い
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
演
出
も
相
ま
っ
て
、

痛
々
し
さ
よ
り
も
む
し
ろ
神
々
し
い
印
象
が
勝
る
。
革
命
模
範
劇
に
お
け
る
女

性
の
髪
型
が
表
す
役
割
規
範
で
い
え
ば
、
「
お
さ
げ
」
は
少
女
性
を
表
現
し
て

い
る
が
、
薛
菁
華
の
堂
々
た
る
身
体
性
に
よ
っ
て
「
少
女
」
は
弱
々
し
い
存
在

で
は
な
く
、
む
し
ろ
革
命
的
精
神
を
持
つ
そ
の
強
さ
が
前
景
化
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
「
左
翼
映
画
」
以
来
お
な
じ
み
の
、
旧
社
会

の
封
建
的
性
別
規
範
や
資
本
主
義
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
社
会
格
差
に
よ
っ

て
被
虐
さ
れ
る
か
弱
い
女
性
像
と
鋭
い
対
照
関
係
に
あ
る
。
ま
た
同
時
に
「
一

七
年
期
」
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
映
画
に
お
い
て
農
民
や
労
働
者
男
性
の
身
体
的
、

精
神
的
逞
し
さ
が
強
調
さ
れ
た
演
出
の
延
長
上
に
出
現
し
た
表
現
で
あ
る
と
も
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位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
二
〇
世
紀
初
頭
、
女
性
で
あ
る
こ
と
そ
の
も
の
に

女
優
の
価
値
が
見
出
さ
れ
る
一
方
で
、
文
芸
作
品
に
お
い
て
弱
き
存
在
と
し
て

徹
底
的
な
被
虐
の
対
象
と
さ
れ
た
女
性
表
象
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
脱
性
別
化
さ

れ
た
強
き
革
命
戦
士
へ
昇
華
さ
せ
ら
れ
た
と
総
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。


