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文
学
・
芸
能
演
劇

あ
り
、
点
て
ら
れ
る
茶
の
味
わ
い
に
も
雲
泥
の
差
が
生
じ
得
る
。
茶
人
た
る
も
の
、

修
養
を
積
ん
で
佳
き
花
を
活
け
、
旨
い
茶
を
点
て
る
手
わ
ざ
を
磨
か
な
く
て
は
な
ら

な
い
。「
た
だ
何
も
せ
ず
下
手
で
も
良
い
」
と
は
決
し
て
参
ら
ぬ
も
の
で
、
や
は
り

そ
こ
に
は
一
つ
の
批
評
眼
が
光
っ
て
い
る
。

　

ま
し
て
や
、
観
客
・
聴
衆
あ
っ
て
こ
そ
成
り
立
つ
舞
台
芸
術
は
む
ろ
ん
の
こ
と
で

あ
る
。

　

新
型
肺
炎
お
よ
び
変
異
株
に
よ
る
悪
疫
猖
獗
の
こ
の
数
年
、
演
劇
・
音
楽
を
は
じ

め
多
く
の
人
を
集
め
て
成
立
す
る
公
演
企
画
は
危
機
的
状
況
と
向
き
合
っ
て
き
た
。

そ
れ
だ
け
に
、
役
者
や
制
作
関
係
者
な
ど
発
信
す
る
側
も
、
時
間
や
金
銭
を
費
や
し

て
足
を
運
び
受
信
す
る
観
客
・
聴
衆
の
側
も
、
お
の
ず
か
ら
内
向
き
に
な
っ
て
い
る

傾
向
が
あ
る
。
そ
う
し
た
中
、
実
際
の
公
演
代
替
と
し
て
の
リ
モ
ー
ト
発
信
に
よ
っ

て
、
観
客
・
聴
衆
の
日
常
の
中
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
入
り
込
も
う
と
す
る
試
み
も
増
え

て
き
た
。
こ
れ
ら
は
何
も
悪
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
。

　

た
と
え
ば
新
国
立
劇
場
バ
レ
エ
団
は
、
二
〇
二
一
年
五
月
に
予
定
さ
れ
て
い
た

〈
コ
ッ
ペ
リ
ア
〉
全
公
演
が
中
止
と
な
っ
た
際
、
無
料
ラ
イ
ブ
配
信
と
銘
打
っ
て
無

観
客
の
舞
台
中
継
を
敢
行
し
た
。
す
る
と
、
全
四
回
で
延
べ
二
十
万
人
が
こ
れ
を
視

た
の
で
あ
る
。
同
劇
場
オ
ペ
ラ
パ
レ
ス
の
席
数
は
一
八
一
四
。
四
回
満
席
で
も
七
二

五
六
人
。
こ
れ
に
比
べ
れ
ば
実
に
二
十
七
倍
以
上
も
の
宣
伝
告
知
の
実
を
挙
げ
た
計

算
に
な
る
。
こ
の
効
果
は
覿
面
で
あ
っ
て
、
昨
年
末
か
ら
今
年
の
年
始
に
か
け
て
同

劇
場
初
の
長
期
公
演
〈
く
る
み
割
り
人
形
〉
が
、
大
晦
日
や
三
ヶ
日
と
い
っ
た
人
の

出
に
く
い
日
程
を
含
ん
で
集
客
が
危
惧
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
毎
回
が
上
々
の

大
入
り
に
終
わ
っ
た
事
実
か
ら
も
証
明
さ
れ
よ
う
。
多
く
の
人
を
惹
き
付
け
る
新
国

立
劇
場
バ
レ
エ
団
の
質
の
高
さ
あ
っ
て
の
こ
と
と
は
い
え
、
無
料
ラ
イ
ブ
配
信
は
新

た
な
観
客
層
を
確
実
に
開
拓
し
た
の
だ
と
思
う
。

舞
台
批
評
の
行
く
末

田
村
良
平＊

　

古
典
芸
能
を
軸
と
し
た
舞
台
批
評
に
日
ご
ろ
携
わ
っ
て
い
る
と
、
最
近
と
み
に
痛

感
す
る
こ
と
が
あ
る
。「
果
た
し
て
批
評
は
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
根

本
問
題
で
あ
る
。

　

む
ろ
ん
、
私
自
身
は
絶
対
に
必
要
だ
と
信
じ
て
は
い
る
。
文
化
現
象
の
何
事
に
お

い
て
も
批
評
な
き
と
こ
ろ
に
創
造
は
あ
り
得
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
っ
て
本
来
そ
れ
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
あ
る
。

　

例
え
ば
茶
の
湯
。
こ
れ
は
茶
を
点
て
る
亭
主
と
そ
れ
を
喫
す
る
客
と
の
間
で
の
み

成
り
立
ち
「
観
客
」
は
存
在
し
な
い
。
招
か
れ
て
赴
く
以
上
、
客
は
亭
主
の
す
べ
て

を
あ
り
の
ま
ま
受
け
容
れ
る
の
が
定
め
で
あ
り
、
亭
主
は
そ
れ
を
満
た
す
客
を
厳
し

く
人
選
し
て
招
く
。
つ
ま
り
茶
の
湯
と
は
、
不
特
定
多
数
に
開
か
れ
て
い
る
も
の
で

は
な
い
。
席
中
で
活
け
ら
れ
る
花
、
点
て
ら
れ
る
茶
は
亭
主
自
身
の
人
間
存
在
と
等

価
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
巧
拙
や
美
味
不
味
を
評
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
何

が
ど
う
あ
ろ
う
と
、
た
だ
あ
り
の
ま
ま
を
受
け
止
め
る
の
が
茶
の
湯
の
本
道
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
一
歩
離
れ
て
み
れ
ば
、
投
げ
入
れ
る
花
に
は
お
の
ず
か
ら
上
手
下
手
が
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い
」。
慧
眼
で
あ
り
、
達
人
の
言
で
あ
る
。
昨
今
は
何
か
と
い
う
と
プ
レ
ト
ー
ク
や

ア
フ
タ
ー
ト
ー
ク
と
い
っ
た
舞
台
解
説
が
付
く
も
の
の
、
出
演
者
が
説
く
古
典
芸
能

の
魅
力
は
多
く
の
場
合
、「
本
当
は
難
し
い
け
れ
ど
、
そ
れ
に
は
目
を
つ
ぶ
っ
て
分

か
り
や
す
く
、
楽
し
く
」
と
い
っ
た
遁
辞
に
類
す
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
歌
舞
伎
で

も
能
で
も
良
質
の
観
客
へ
の
鑑
賞
誘
導
は
、
現
代
に
通
用
す
る
舞
台
芸
術
と
し
て
の

本
質
的
価
値
や
意
味
を
踏
ま
え
、
そ
れ
を
説
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
楽
屋

裏
の
苦
労
話
を
聞
か
せ
た
り
、
能
装
束
や
笛
や
鼓
に
触
ら
せ
る
よ
う
な
疑
似
体
験
は
、

ま
っ
た
く
と
は
言
わ
ぬ
ま
で
も
、
古
典
演
劇
の
真
の
価
値
を
理
解
す
る
た
め
に
は
ま

ず
無
意
味
で
あ
ろ
う
。

　

芸
術
に
接
す
る
楽
し
さ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
「
批
評
す
る
楽
し
さ
」
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
批
評
の
手
法
、
批
評
の
価
値
を
学
び
、
み
ず
か
ら
主
体
的
に
批
評
に
臨
む

実
践
が
、
学
校
教
育
こ
と
に
国
語
教
育
の
根
幹
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
だ

と
私
は
考
え
る
。「
実
用
国
語
」
と
称
し
て
小
手
先
の
実
学
主
義
ば
か
り
重
ん
ず
る

文
部
科
学
省
の
昨
今
の
方
針
は
、
そ
ん
な
批
評
精
神
を
骨
抜
き
に
す
る
も
の
だ
。
そ

こ
に
豊
か
な
文
化
の
華
は
開
か
な
い
。

　

批
評
が
必
要
と
さ
れ
な
い
社
会
は
、
非
文
化
的
な
、
非
人
間
的
な
暗
黒
社
会
で
あ

る
。
そ
ん
な
将
来
が
到
来
せ
ぬ
も
の
か
、
私
は
本
当
に
危
惧
し
て
い
る
。

　

だ
が
、
こ
う
し
た
無
料
配
信
公
演
は
も
ち
ろ
ん
常
態
と
は
な
り
得
な
い
し
、
有
料

化
す
れ
ば
視
聴
者
は
ぐ
っ
と
減
る
。
こ
れ
と
同
時
に
、
役
者
や
歌
手
、
ダ
ン
サ
ー
な

ど
出
演
す
る
側
が
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
観
客
・
聴
衆
に
直
接
語
り
掛
け
る
よ
う
な

発
信
例
が
増
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
非
常
事
態
下
に
顧
客
を
繫
ぎ
止
め
る
効
果
を
期

待
す
る
も
の
で
あ
る
に
も
せ
よ
、
舞
台
を
批
評
的
に
突
き
放
し
て
見
る
視
点
を
誤
魔

化
し
か
ね
な
い
逆
効
果
も
あ
り
は
し
な
い
か
。
出
演
者
が
欲
す
る
の
は
往
々
に
し
て

「
サ
ポ
ー
タ
ー
」
で
あ
り
、「
温
か
い
目
で
見
て
く
れ
る
、
聴
い
て
く
れ
る
味
方
」
だ
。

し
か
し
、
悪
く
す
る
と
こ
れ
は
「『
た
だ
何
も
せ
ず
下
手
で
も
良
い
自
分
』
を
許
容

し
て
く
れ
る
他
者
」
へ
容
易
に
す
り
替
わ
り
か
ね
な
い
。

　

舞
台
批
評
の
存
在
感
が
薄
く
な
っ
た
背
景
の
一
つ
に
、
こ
う
し
た
問
題
が
あ
る
よ

う
に
私
は
思
う
。

　

一
昨
年
秋
か
ら
朝
日
新
聞
の
歌
舞
伎
劇
評
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
諸
外

国
の
演
劇
批
評
で
は
通
例
で
あ
る
初
日
速
評
で
は
な
く
、
掲
載
日
は
お
お
む
ね
中
日

を
過
ぎ
千
穐
楽
も
近
く
な
っ
た
こ
ろ
で
、
批
評
の
是
非
に
よ
っ
て
客
入
り
に
影
響
し

な
い
よ
う
な
興
行
側
（
す
な
わ
ち
新
聞
社
に
と
っ
て
は
広
告
収
入
の
ス
ポ
ン
サ
ー
）

へ
の
配
慮
が
透
け
て
見
え
る
（
実
際
、
好
評
価
を
記
す
と
客
足
が
伸
び
る
も
の
で
あ

る
）。
歌
舞
伎
批
評
を
専
門
に
掲
載
し
て
い
た
月
刊
誌
『
演
劇
界
』
の
刊
行
終
了
も

発
表
さ
れ
た
。
能
楽
関
係
者
の
誰
も
が
読
ん
で
い
る
月
刊
紙
『
能
楽
タ
イ
ム
ズ
』
の

月
評
担
当
者
の
中
で
は
、
こ
の
二
十
年
以
上
ず
っ
と
私
が
最
年
少
だ
。
紙
媒
体
が
ダ

メ
な
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
発
信
で
有
意
義
な
批
評
が
見
ら
れ
る
か
と
い
え
ば
、
決
し

て
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
読
み
者
も
減
り
、
書
き
手
も
育
た
な
い
。
伝
統
芸
能
の
批

評
は
風
前
の
灯
火
と
い
っ
た
態
で
あ
る
。

　

惜
し
く
も
先
日
亡
く
な
っ
た
中
村
吉
右
衛
門
は
常
々
こ
う
言
っ
て
い
た
。「
古
典

の
神
髄
を
理
解
し
て
く
れ
る
上
質
の
観
客
を
育
て
な
け
れ
ば
歌
舞
伎
の
将
来
は
な


