
武
者
小
路
実
篤

「
そ
の
妹
」

と
い
う
戯
曲
と
そ
の
上
演

寺

津

浩

樹

武
者
小
路
戯
曲
作
品
の
上
演
で
は
「
そ
の
妹
」
が
最
も
多
い
が
、
大
正
年
間
に
限
ら
ず
現
代
で
も
、
そ
の
演
出
上
の
解
釈
に
よ
り
、

作
品
は
多
様
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
研
究
史
上
の
武
者
小
路
戯
曲
の
不
当
な
批
判
に
も
見
ら
れ
る
。
「
そ
の
妹
」
の
成

立
か
ら
見
て
、
作
品
は
作
者
の
創
作
意
図
か
ら
の
ズ
レ
を
含
む
。
そ
の
結
果
、
批
評
家
と
作
者
の
議
論
は
ど
こ
か
噛
み
合
わ
な
い
。

そ
の
理
由
と
し
て
武
者
小
路
の
表
現
の
特
質
に
、
あ
え
て
文
章
に
技
巧
を
用
い
な
い
で
力
強
さ
を
押
し
出
す
と
い
っ
た
新
し
さ
が
あ

る
。
こ
れ
が
彼
に
当
時
の
文
壇
と
一
線
を
画
さ
せ
、
か
っ
、
意
図
と
は
異
な
る
悲
劇
を
創
作
さ
せ
る
要
因
と
も
な
っ
た
。

初
め
て
の
自
作
上
演
「
わ
し
も
知
ら
な
い
」
の
失
敗
に
比
し
て
、
「
そ
の
妹
」
の
上
演
は
好
評
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
も
作
品
自

体
と
同
じ
よ
う
に
、
上
演
に
お
い
て
も
時
代
か
ら
は
理
解
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
武
者
小
路
戯
曲
を
評
価
す
る
視
点

と
し
て
、
新
た
に
、
外
来
の
表
現
主
義
や
後
期
印
象
派
の
美
術
か
ら
得
た
も
の
を
い
ち
早
く
取
り
入
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
『
白
樺
』

派
の
歴
史
的
特
質
と
同
時
に
、
武
者
小
路
の
資
質
に
と
り
わ
け
適
っ
た
も
の
と
し
て
見
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
:
日
本
近
代
文
学
・
戯
曲
・
武
者
小
路
実
篤
・
演
劇
・
白
樺
派

武
者
小
路
実
篤
の
戯
曲
「
そ
の
妹
」
は
『
白
樺
』
大
正
四
年

三
月
号
に
発
表
さ
れ
、
同
年
九
月
刊
行
の
戯
曲
集
『
向
日
葵
』

に
収
め
ら
れ
た
。
最
初
の
上
演
は
大
正
六
年
三
月
、
赤
坂
見
附

ロ
ー
ヤ
ル
館
で
、
山
本
有
三
の
舞
台
監
督
の
も
と
で
舞
台
協
会

-340-
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に
よ
り
演
じ
ら
れ
た
。
こ
の
作
品
は
、
上
演
回
数
か
ら
見
て
も
、

武
者
小
路
の
戯
曲
作
品
の
中
で
も
最
も
人
気
の
高
い
作
品
で
あ

る
。
『
武
者
小
路
実
篤
全
集
』
第
六
巻
の
「
解
題
」
に
は
武
者

小
路
戯
曲
の
過
去
一
四

O
回
分
の
上
演
記
録
が
あ
る
が
、
う
ち

「
そ
の
妹
」
の
上
演
回
数
が
最
も
多
く
て
一
四
回
、
次
い
で

「
愛
慾
」
(
『
改
造
』
大
日
・

1
初
出
、
大
同
・

7
初
演
)
が
一

O
回
、
「
だ
る
ま
」
(
『
中
央
公
論
』
大
路
・

1
初
出
、
大
日
・

5
初
演
)
が
七
回
、
「
或
る
日
の
一
休
」
(
『
白
樺
』
大
2
・
4

初
出
、
大
7
・
U
初
演
)
、
「
或
る
日
の
素
蓋
鳴
尊
」
(
『
改
造
』

大
叩
・

l
初
出
、
大
口
・

2
初
演
)
、
「
三
和
尚
」
(
『
太
陽
』
大

4
・
9
初
出
、
大
印
・

6
初
演
)
、
「
桃
源
に
て
」
(
『
改
造
』
大

ロ
・

9
初
出
、
大
口
・

2
初
演
)
が
そ
れ
ぞ
れ
六
回
、
「
二
つ

の
心
」
(
『
白
樺
』
大
元
・
日
初
出
、
大
4
・
H
初
演
)
が
五
回

と
続
く
。
こ
れ
ら
の
数
字
に
よ
っ
て
も
、
「
そ
の
妹
」
の
戯
曲

と
し
て
の
人
気
は
明
ら
か
だ
。
関
口
弥
重
吉
氏
は
「
昭
和
初
年

ま
で
に
『
新
潮
』
広
告
面
で
は
六
一
版
の
記
録
が
あ
り
、
ま
た

六
三
版
の
本
も
確
認
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
当
時

か
ら
か
な
り
多
く
の
人
々
に
読
ま
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
と
述

べ
て
い
る
。

「文学部紀要」文教大学文学部第11-2号

し
か
し
実
際
に
上
演
さ
れ
た
作
品
の
印
象
は
、
役
者
や
演
出

者
の
意
図
に
よ
っ
て
ず
い
ぶ
ん
と
異
な
っ
て
く
る
も
の
だ
。
藤

木
宏
幸
氏
に
よ
れ
ば
、
昭
和
四
一
年
に
新
人
会
公
演
ハ
広
次
・

山
本
学
、
静
子
・
渡
辺
康
子
等
)
で
上
演
さ
れ
た
時
に
は
美
し

い
兄
妹
愛
が
テ
l
マ
と
さ
れ
、
そ
の
結
果
「
お
芝
居
じ
み
て
、

新
派
く
さ
く
な
っ
て
」
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
さ
か
の
ぼ
っ
て
、

大
正
九
年
の
上
演
(
有
楽
座
で
広
次
・
守
田
勘
弥
、
静
子
・
森

律
子
)
で
も
、
久
保
田
万
太
郎
に
「
身
売
り
の
芝
居
で
も
み
て

ゐ
る
や
う
な
甘
さ
」
を
指
摘
さ
れ
、
酷
評
さ
れ
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
好
評
な
上
演
も
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
評
価
の

振
幅
は
、
作
品
自
体
の
持
つ
特
質
に
由
来
す
る
部
分
も
あ
る
の

で
は
な
い
か
。

武
者
小
路
の
戯
曲
作
品
自
体
に
つ
い
て
は
、
政
治
経
済
史
な

い
し
は
思
想
史
的
な
批
評
基
準
の
用
い
ち
れ
が
ち
な
小
説
史
の

研
究
上
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
芸
術
史
的
で
あ
り
得
べ
き
戯
曲
史

の
研
究
の
上
で
も
、
概
し
て
「
い
さ
さ
か
の
対
立
も
な
い
」
、

「
舞
台
軽
視
、
技
巧
無
視
」
と
-
評
さ
れ
、
ま
た
別
の
評
者
に
は

「
は
た
し
て
劇
は
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
言
わ
れ
、
た

と
え
ば
戯
曲
「
愛
慾
」
を
「
作
者
の
「
思
想
」
の
破
綻
を
示
す

唯
一
の
作
品
」
と
見
る
ま
で
に
批
判
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
の
自
的
は
「
そ
の
妹
」
の
評
価
で
あ
る
が
、
作
品
自
体
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(54) 



武者小路実篤「その妹」という戯曲とその上演

を
論
じ
る
こ
と
は
以
前
お
こ
な
っ
た
の
で
こ
こ
で
は
し
な
い
。

武
者
小
路
の
戯
曲
な
い
し
作
品
創
作
論
を
中
に
挟
み
っ
て
そ

の
戯
曲
作
品
と
し
て
の
発
表
と
同
時
代
評
、
お
よ
び
そ
の
上
演

と
同
時
代
評
を
見
な
が
ら
、
「
そ
の
妹
」
お
よ
び
武
者
小
路
文

芸
の
新
し
い
評
価
軸
を
探
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

「
そ
の
妹
」
は
、
戦
争
で
盲
目
と
な
っ
た
天
才
画
家
が
、
そ

れ
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
様
々
な
不
運
か
ら
最
愛
の
妹
を
失
っ

て
さ
ら
に
不
幸
に
陥
る
物
語
で
あ
る
。
逆
境
の
中
で
必
死
に
生

き
抜
こ
う
と
す
る
人
間
の
力
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
武
者
小
路

は
、
盲
目
と
い
う
ハ
ン
デ
ィ
を
背
負
っ
た
人
間
を
主
人
公
と
し

た
作
品
を
三
た
び
試
み
て
は
失
敗
し
、
四
度
目
に
つ
い
に
完
成

さ
せ
た
が
、
そ
れ
は
作
者
の
意
図
と
は
微
妙
に
異
な
る
色
合
い

を
持
っ
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
次
に
引
用
す
る
の
は
、

武
者
小
路
が
そ
の
創
作
過
程
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
作
品
の
素
材
と
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
モ
チ
ー
フ
が
示
さ
れ
て

い
る
の
で
、
あ
ら
す
じ
の
紹
介
も
兼
ね
て
少
々
長
く
引
用
し
よ

う
。
な
お
、
文
中
「
彼
」
と
あ
る
の
は
武
者
小
路
の
こ
と
で
あ

る。

天
才
の
あ
る
画
家
が
戦
争
で
目
を
つ
ぶ
し
た
。
こ
の
想

像
は
「
彼
が
三
十
の
時
」
を
か
く
時
、
一
す
考
へ
た
筋
で

あ
っ
た
の
だ
。
之
だ
け
で
彼
の
同
情
は
十
二
分
に
生
き
る

こ
と
が
出
来
る
。

画
家
が
盲
目
に
な
る
。
自
己
を
生
か
す
道
を
新
た
に
考

へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
く
ら
目
を
と
り
も

εし
た
く

も
、
こ
の
事
実
の
前
に
立
っ
た
以
上
は
さ
け
る
こ
と
は
出

来
な
い
。
そ
れ
で
生
き
る
道
を
や
っ
と
見
出
し
た
の
が
文

学
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
は
一
人
の
助
手
が
必
要
で
彼

は
そ
の
助
手
と
し
て
よ
き
妹
を
与
へ
た
が
、
そ
こ
か
ら
事

件
が
発
展
し
だ
し
た
。
彼
は
人
間
が
ど
ん
な
に
苦
し
く
も

生
き
ゃ
う
と
す
る
そ
の
力
が
か
き
た
か
っ
た
。

よ
き
目
を
も
っ
た
画
家
が
目
を
失
ひ
、
よ
き
妹
を
も
っ

て
ゐ
た
画
家
が
妹
を
失
ふ
。
そ
し
て
な
ほ
こ
の
世
に
し
が

v

み
つ
い
で
、
更
に
生
き
ゃ
う
と
す
る
。
其
処
が
か
き
た
か

っ
た
。
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な
っ
て
、
そ
れ
で
も
勝
て
な
い
事
実
は
こ
の
世
に
も
多
く

あ
る
。
彼
は
日
中
の
幽
霊
に
勝
つ
所
が
か
き
た
く
は
な
か

っ
た
。
現
実
と
と
つ
く
ま
し
て
ど
っ
ち
で
も
本
当
の
方
に

ゆ
か
す
よ
り
仕
方
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
彼
に
は
そ
の
妹

を
生
か
す
力
が
自
分
に
あ
る
と
は
思
へ
な
か
っ
た
。
西
島

は
彼
よ
り
も
力
あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
力
な
き
も

の
で
も
な
か
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
泣
き
/
¥
、
そ
の
妹
を

不
幸
な
位
置
に
お
と
し
入
れ
た
。
兄
の
犠
牲
に
し
た
。

(
「
或
る
男
」
百
七
十
七
)

「文学部紀要」文教大学文学部第11-2号

こ
う
し
て
作
品
自
体
が
独
自
に
走
り
出
し
て
作
者
の
意
図
と

は
異
な
っ
て
し
ま
っ
た
結
果
、
武
者
小
路
は
「
今
度
の
自
分
の

脚
本
は
社
会
劇
で
も
問
題
劇
で
も
な
い
。
(
中
略
)
盲
目
と
そ

の
妹
を
あ
、
〉
云
ふ
境
遇
に
お
く
と
自
分
の
今
の
リ
ズ
ム
は
二
人

を
あ
す
こ
に
迄
流
れ
っ
か
す
の
で
あ
る
。
問
題
劇
と
か
、
性
格

劇
と
か
を
書
か
う
と
は
夢
に
も
思
っ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
」

(
「
六
号
雑
記
」
『
白
樺
』
、
大
4

・3
)
と
弁
解
め
い
た
補
足
を

加
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
は
「
人
間
が
ど
ん
な
に
苦

し
く
も
生
き
ゃ
う
と
す
る
そ
の
力
」
が
、
作
品
末
尾
の
広
次
の

姿
に
は
あ
ま
り
強
く
感
じ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
武

者
小
路
は
広
次
の
末
尾
の
台
詞
に
大
変
苦
心
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
初
出
「
俺
は
今
力
が
ほ
し
い
。
」
か
ら
『
向
白
書
(
大
4

・

9
)
収
録
時
に
「
(
泣
く
)
」
が
付
け
加
え
ら
れ
、
初
演
時
の
脚

本
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
『
そ
の
妹
』
(
大
5

・U
)

で
は

「
俺
は
今
自
信
が
ほ
し
い
。
固
ま
ひ
が
し
て
来
た
。
」
へ
と
変
わ

り
、
岩
波
文
庫
(
昭
3

・4
)
で
は
最
も
シ
ン
プ
ル
な
「
俺
は

力
が
ほ
し
い
。
」
に
一
反
さ
れ
て
い
る
。
『
向
日
葵
』
収
録
時
の
改

変
は
、
三
井
甲
之
の
批
評
で
「
単
に
『
力
』
と
は
い
は
ず
に

『
何
し
ろ
金
の
力
と
い
ふ
も
の
が
』
と
や
う
に
考
へ
又
言
へ
ば

事
実
に
随
順
す
る
」
(
「
白
樺
の
人
々
」
『
文
章
世
界
』
大
4

・

4
)
と
言
わ
れ
、
「
そ
ん
な
風
に
と
ら
れ
て
は
た
ま
ら
な
い
と

思
っ
た
」
か
ら
だ
と
後
に
武
者
小
路
は
述
べ
て
い
る
(
「
六
号

ω
 

雑
記
」
『
白
樺
』
大
6

・4
)
。
出
来
上
が
っ
た
作
品
と
作
者
の

意
図
と
が
異
な
る
以
上
、
作
者
と
批
評
家
と
の
議
論
が
ど
こ
か

噛
み
合
わ
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
と
言
え
る
。

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
山
田
横
榔
の
「
主
人
公
の

ひ

ろ

じ

ぜ

つ

だ

い

ゅ

う

き

も

つ

ぐ

わ

ん

き

ゃ

う

う

ん

め

い

ち

か

ら

た

h

か

広
次
が
絶
大
の
勇
気
を
以
て
頑
強
に
運
命
の
力
と
闘
っ
て
ゆ

り

、

マ

マ

し

せ

い

そ

う

せ

ん

と

う

せ

い

く

わ

っ

う

つ

く
、
そ
の
濠
々
し
い
。
而
か
も
懐
槍
な
戦
闘
の
生
活
を
写
し

け

だ

か

フ

マ

ニ

ス

ム

ス

ぜ

ん

べ

ん

つ

ら

ぬ

て
あ
る
。
気
高
い
人
道
主
義
が
全
篇
を
貫
い
て
ゐ
る
の
で
、

ど

く

し

ゃ

お

ぽ

せ

っ

し

ゃ

く

わ

ん

と

も

な

と

も

読
者
を
し
て
覚
え
ず
切
歯
施
腕
せ
し
め
、
倶
に
泣
き
、
与
に

7
山
け
り

氾

日

，.『札〆，‘、
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ど

ほ

か

ご

と

さ

く

ひ

ん

し

ん

す

ぐ

げ

い

憤
ら
し
め
る
。
斯
く
の
如
き
作
品
こ
そ
は
真
に
傑
れ
た
る
芸

じ
ゆ
っ
ひ
ん

術
品
で
あ
る
」
(
「
三
月
の
文
壇
」
『
文
章
世
界
』
大
4

・4
)

と
い
っ
た
評
価
も
あ
り
、
ま
た
、
読
者
か
ら
の
手
紙
も
増
え
、

「
そ
の
妹
」
は
お
お
む
ね
好
評
を
博
し
た
の
で
あ
る
。

三
井
甲
之
や
山
田
償
榔
の
よ
う
な
殻
蛍
一
口
褒
庇
が
武
者
小
路
に

と
っ
て
は
「
理
解
な
き
」
悪
評
や
好
評
と
感
じ
ら
れ
た
(
『
向

日
葵
』
あ
と
が
き
)
の
は
、
こ
う
し
た
事
情
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
武
者
小
路
は
「
そ
の
妹
」
の
発
表
以
前
か
ら
「
自

分
は
今
脚
本
の
第
一
幕
を
か
い
て
ゆ
き
な
や
ん
で
ゐ
る
。
(
中

略
)
新
年
の
雑
誌
の
小
説
を
三
つ
四
つ
読
ん
だ
が
世
界
が
あ
ま

り
に
ち
が
う
の
で
淋
し
か
っ
た
。
し
か
し
や
り
上
げ
た
い
と
思

っ
て
ゐ
る
」
(
「
そ
の
妹
を
か
き
つ
〉
」
「
六
号
雑
感
」
「
白
樺
』

大
4

・2
)
と
述
べ
て
い
る
(
こ
の
大
正
四
年
一
月
に
発
表
さ

れ
た
も
の
は
谷
崎
潤
一
郎
「
お
艶
殺
し
」
、
森
鴎
外
「
山
撤
大

夫
、
徳
田
秋
声
「
あ
ら
く
れ
」
、
永
井
荷
風
「
夏
姿
」
な
ど
)

が
、
こ
れ
も
先
の
「
理
解
」
の
な
さ
と
無
関
係
で
は
な
い
。

作
者
自
身
の
制
御
を
超
え
、
ま
た
一
方
で
同
時
代
の
批
評
家

た
ち
の
評
価
を
揺
る
が
せ
た
「
そ
の
妹
」
と
い
う
作
品
の
持
つ

魔
力
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
を
、
次
に
見
て
み
よ
う
。

武
者
小
路
の
文
学
の
方
法
は
、
つ
ね
に
創
作
時
の
感
情
の
白

熱
を
根
底
に
持
ち
、
し
た
が
っ
て
地
の
文
や
叙
景
を
苦
手
と
し
、

逆
に
会
話
に
よ
る
想
像
が
得
意
で
、
し
た
が
っ
て
戯
曲
や
「
雑

感
」
と
呼
ば
れ
る
エ
ッ
セ
イ
の
創
作
に
自
ず
と
向
か
う
乙
と
に

な
っ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
す
で
に
他
で
し
ば
し
ば
論
じ
て

い
る
の
ωで

こ
れ
以
上
触
れ
な
い
。

こ
こ
で
は
、
武
者
小
路
文
芸
に
お
け
る
外
来
の
影
響
を
武
者

小
路
自
身
の
言
葉
を
引
用
し
て
確
か
め
た
い
。
ゴ

l
リ
キ
l
や

ス
ト
リ
ン
ド
べ
り
な
ど
の
海
外
の
演
劇
を
見
、
ま
た
戯
曲
を
読

ん
で
感
じ
た
こ
と
を
武
者
小
路
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
或
る
男
」
百
六
十
一
か
ら
の
引
用
に
な
る
が
、
こ
れ
は
お
そ

ら
く
大
正
二
年
秋
か
ら
年
末
に
か
け
て
の
こ
と
を
述
べ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

彼
は
そ
の
秋
、
(
だ
っ
た
と
思
ふ
)
自
由
劇
場
で
や
っ

た
ゴ
ル
キ
!
の
「
夜
の
宿
」
を
見
て
す
っ
か
り
お
ど
ろ
い

た
。
彼
は
自
分
の
自
信
を
す
っ
か
り
打
ち
こ
は
さ
れ
た
や

う
な
気
が
し
た
。
こ
ん
な
い
〉
脚
本
が
他
に
あ
る
か
と
思

-336-

(57) 
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っ
た
。
と
も
か
く
そ
の
全
体
の
感
じ
が
、
一
つ
の
地
の
底

か
ら
燃
え
上
る
生
命
の
炎
の
シ
ン
ホ
ニ
ー
の
や
う
な
気
が

し
た
。
(
中
略
〉
う
ち
く
だ
か
れ
た
自
信
を
と
り
戻
す
の

に
二
三
日
か
〉
っ
た
。

そ
の
後
、
彼
は
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ヒ
の
「
死
の
舞
踏
」

を
よ
ん
だ
。
そ
し
て
「
夜
の
宿
」
に
ま
さ
る
と
も
、
劣
ら

な
い
恐
ろ
し
さ
を
感
じ
た
。
こ
の
作
の
そ
ば
に
ゆ
く
と
、

ど
ん
な
作
も
甘
い
や
う
な
気
が
す
る
だ
ら
う
と
思
っ
た
。

之
は
彼
に
と
っ
て
ま
る
で
ち
が
ふ
世
界
で
は
な
か
っ
た
。

其
処
が
な
ほ
恐
ろ
し
か
っ
た
。

お

紛

Q
U
μ
いい

ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ヒ
の
影
響
を
う
け
て
ド
イ
ツ
に
表
現

派
が
出
来
た
と
す
れ
ば
、
彼
の
こ
の
芝
居
も
ス
ト
リ
ン
ド

ベ
ル
ヒ
の
「
ダ
マ
ス
カ
ス
の
方
へ
」
か
ら
影
響
を
'
つ
け
て

出
来
た
点
で
、
何
処
か
似
か
よ
ひ
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

彼
は
精
神
的
に
セ
ザ
ン
ヌ
や
ゴ
オ
ホ
の
影
響
を
'
つ
け
た
こ

と
は
前
に
か
い
た
。
彼
は
脚
本
の
方
で
は
あ
き
ら
か
に
イ

プ
セ
ン
、
マ

i
テ
ル
リ
ン
ク
、
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ヒ
の
影

響
を
'
つ
け
た
。
(
「
或
る
男
」
百
六
十
六
)
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こ
こ
で
は
武
者
小
路
は
自
ら
を
ド
イ
ツ
表
現
主
義
文
芸
の
作

家
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
ま
た
、
セ
ザ
ン
ヌ
や
ゴ
ッ
ホ
な
ど
の

後
期
印
象
派
か
ら
表
現
主
義
の
先
駆
と
な
っ
た
画
家
か
ら
の

「
精
神
的
」
影
響
を
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
深
さ
や
力
強
さ
、

緊
張
感
は
、
武
者
小
路
の
表
現
の
特
質
で
あ
る
「
無
技
巧
」
の

意
識
化
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
だ
。

こ
こ
に
は
武
者
小
路
が
文
芸
の
理
想
と
し
て
求
め
る
も
の
が
、

「
一
つ
の
地
の
底
か
ら
燃
え
上
る
生
命
の
炎
の
シ
ン
ホ
ニ
ー
」

と
い
う
言
葉
で
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
そ
の
妹
」
の

目
指
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
「
死
の
舞
踏
」
に

つ
い
て
は
「
之
は
彼
に
と
っ
て
ま
る
で
ち
が
ふ
世
界
で
は
な
い
」

と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
「
そ
の
妹
」
の
一
年
ほ
ど
前
に
書
い
た
戯
曲
「
A
と

運
命
」
(
『
白
樺
』
大

3
・4
)
に
関
連
し
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

枝
葉
の
内
要
に
拘
泥
し
す
ぎ
て
文
章
の
リ
ズ
ム
が
パ
ラ

/
¥
に
な
る
こ
と
は
元
よ
り
恐
れ
る
。
そ
れ
か
ら
意
味
の

あ
り
さ
う
な
顔
を
し
た
が
る
言
葉
を
つ
か
う
こ
と
を
嫌
ふ
。



自
分
の
か
く
も
の
に
技
巧
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
技

巧
を
な
る
べ
く
つ
か
は
な
い
処
に
あ
る
。
事
実
っ
か
べ
な

い
の
で
あ
る
が
、
っ
か
う
こ
と
が
又
気
が
ひ
け
る
の
で
も

あ
る
。
(
中
略
)
尤
も
ニ
イ
チ
ェ
が
云
っ
て
ゐ
る
さ
う
だ

が
、
頭
が
白
熱
し
切
っ
た
時
に
は
自
覚
す
る
余
裕
も
な
い

言
葉
が
ほ
と
ば
し
り
出
る
こ
と
が
あ
る
。
自
分
は
そ
の
時
、

勿
論
さ
う
云
ふ
言
葉
を
尊
重
し
、
そ
の
言
葉
の
火
を
少
し

で
も
よ
わ
め
る
こ
と
を
恐
れ
は
す
る
。

(
「
自
分
の
文
章
」
「
雑
感
」
『
白
樺
』
大
4
・
6
)

武者小路実篤「その妹jという戯曲とその上演

こ
れ
に
続
け
て
武
者
小
路
は
「
こ
の
自
分
の
行
き
方
が
近
頃

の
日
本
で
は
幾
分
か
珍
ら
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
自

分
が
新
ら
し
い
文
壇
、
或
は
芸
術
に
運
動
を
起
し
得
た
な
ら
ば

そ
の
点
だ
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
先
に
見
た
「
そ
の
妹
」

執
筆
時
の
淋
し
さ
と
無
縁
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

事
実
は
小
説
に
向
き
、
空
想
は
戯
曲
に
向
く
と
言
う
(
「
自

ω
 

分
の
創
作
す
る
時
の
態
度
」
『
新
理
想
主
義
』
大

5
・
3
)
武

者
小
路
に
と
っ
て
戯
曲
様
式
は
、
よ
り
自
由
な
物
語
世
界
の
創

造
の
場
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
こ
で
登
場
人
物
相
互
の
心
理
的
相

克
、
主
人
公
の
生
き
方
の
必
然
性
が
最
も
重
ん
じ
ら
れ
て
創
作

さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
武
者
小
路
の
書
く
作
品
に
は
自
ず
と
運

命
と
の
、
そ
れ
も
よ
り
悲
劇
的
で
過
酷
な
運
命
と
の
格
闘
が
描

か
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
「
そ
の
妹
」
の
よ
う
な

運
命
劇
・
境
遇
劇
に
も
読
み
と
れ
る
悲
劇
が
生
ま
れ
る
の
は

「
死
を
恐
れ
な
が
ら
も
死
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
問
。

或
は
そ
れ
に
比
敵
す
る
だ
け
の
緊
張
し
た
生
命
の
底
に
流
れ
る

こ
と
を
強
い
ら
れ
て
ゐ
る
人
間
を
か
〉
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
「
死
以
上
の
も
の
」
(
「
雑
感
」
「
白
樺
』
大
3
・
5
)
と
考
え

る
武
者
小
路
に
と
っ
て
必
然
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

四

は
の
，・ー・、

F
h
u

向。
〆，、、

「
そ
の
妹
」
発
表
の
二
一
ヶ
月
後
、
大
正
四
年
六
月
に
帝
国
劇

場
で
戯
曲
「
わ
し
も
知
ら
な
い
」
が
上
演
さ
れ
た
(
釈
迦
・
守

田
勘
弥
、
流
離
王
・
市
川
猿
之
助
)
。
こ
れ
は
武
者
小
路
に
と
っ

て
は
初
め
て
の
自
作
の
上
演
で
あ
っ
た
が
、
彼
自
身
に
は
と
う

て
い
満
足
で
き
な
い
出
来
映
え
で
あ
っ
た
。
作
者
に
と
っ
て
は

重
要
で
あ
っ
た
運
命
観
照
の
内
的
苦
痛
の
モ
チ
ー
フ
は
、
舞
台

で
は
そ
れ
ほ
ど
重
く
緊
張
感
の
あ
る
表
現
を
克
ち
取
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
(
「
わ
し
も
知
ら
な
い
」
上
演
に
関
す
る
詳
細
は
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同時上演された「債鬼」酒井よね子の芳子小枚淑の西島

， 

三井光子の妹静子

別
稿
で
述
べ
る
)
。
そ
の
後
「
二
つ
の
心
」
も
新
富
座
で
上
演

さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
喜
多
村
緑
郎
、
川
上
貞
奴
ら
の
役
者
が
あ

ま
り
に
い
い
加
減
な
の
で
、
武
者
小
路
自
身
も
そ
の
成
果
に
は

期
待
し
な
か
っ
た
ら
し
い
(
「
或
る
男
」
百
九
十
一
)
。

こ
う
し
て
三
度
目
の
自
作
上
演
と
な
っ
た
「
そ
の
妹
」
の
上

演
は
大
正
六
年
三
月
赤
坂
見
附
ロ
ー
ヤ
ル
館
で
お
こ
な
わ
れ
た
。

文
壇
は
『
白
樺
』
全
盛
期
を
迎
え
つ
つ
あ
り
、
武
者
小
路
は
前

年
に
戯
曲
「
或
る
青
年
の
夢
」
の
連
載
を
終
え
て
こ
の
年

一
月

に
刊
行
、
ま
た
上
演
と
同
じ
三
月
に
は
小
説
「
不
幸
な
男
」
を

脱
稿
し
た
。
翌
年
九
月
に
は
「
新
し
き
村
」
建
設
の
た
め
に
、

日
向
に
旅
立
つ
こ
と
に
な
る
、
そ
の
よ
う
な
上
昇
的
な
時
期
だ
っ

た。

お
ゆ

っu
h
けい

加藤精ーの広次

武
者
小
路
は
上
演
に
先
立
っ
て
の
講
演
会
で
、
今
の
日
本
の

演
劇
に
は
芸
術
味
が
足
り
ず
、
戯
曲
も
イ
プ
セ
ン
や
ス
ト
リ
ン

ド
ベ
リ
に
比
肩
し
う
る
も
の
が
な
い
と
演
説
し
て
い
る
(
「
雑

感
」
『
白
樺
』
大
6

・4
)
。
自
作
に
よ
ほ
ど
の
自
信
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
が
、
同
時
に
「
広
次
に
傑
作
を
つ
く
ら
し
た
い
気
で

は
人
後
に
落
ち
な
い
」
と
も
述
べ
、
こ
こ
に
は
や
は
り
多
少
の

不
安
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

さ
て
、
山
本
有
三
の
演
出
(
舞
台
監
督
)
の
も
と
に
、

広
次



を
加
藤
精
一
が
、
静
子
を
三
井
光
子
が
演
じ
た
舞
台
は
概
し
て

好
評
で
あ
っ
た
。

武者小路実篤「その妹Jという戯曲とその上演

ひ

き

か

た

ぷ

た

い

け

ふ

く

わ

い

げ

き

み

た

め

園
三
月
三
十
日
久
方
ぶ
り
の
舞
台
協
会
劇
を
見
る
為

ゐ

け

た

く

ん

あ

か

き

か

く

わ

ん

む

し

や

こ

う

ぢ

し

に
井
桁
君
と
赤
坂
ロ
ー
ヤ
ル
館
に
行
く
、
武
者
小
路
氏

い

も

う

と

ひ

じ

ゃ

う

お

も

し

ろ

せ

ま

ぶ

た

い

の
『
そ
の
妹
』
を
非
常
に
面
白
く
見
た
。
あ
の
狭
い
舞
台

た

〈

み

つ

か

き

う

く

つ

お

も

ひ

あ

た

を
巧
に
使
っ
て
さ
の
み
窮
屈
な
思
を
与
へ
な
か
っ
た
の
は

か

ん

と

く

し

ゃ

え

ら

ま

く

か

で

の

監
督
者
の
賢
い
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
幕
あ
ひ
に
勘
解
由

こ

う

ぢ

し

し

ゃ

く

せ

う

か

い

む

し

ゃ

ζ

う

ぢ

し

は

じ

あ

小
路
子
爵
の
紹
介
で
武
者
小
路
氏
に
始
め
て
逢
っ
た
、

ど

う

し

ひ

と

ま

か

し

ば

ゐ

し

ん

ば

い

同
氏
は
『
人
任
せ
に
し
て
ゐ
た
芝
居
で
す
か
ら
心
配
し
て

は

ん

き

ゃ

う

よ

ろ

こ

ゐ
ま
し
た
が
:
:
:
』
と
い
っ
て
反
響
の
あ
る
の
を
喜
ん

で
ゐ
た
。
(
豊
後
)(

「
演
芸
日
誌
」
「
新
演
芸
』
大
6

・5
)

武
者
小
路
自
身
は
上
演
後
の
感
想
で
「
自
分
は
「
そ
の
妹
」

を
泣
い
て
か
い
た
。
か
い
て
ゐ
る
時
散
歩
し
な
が
ら
泣
き
す
ぎ

る
程
泣
い
た
こ
と
も
よ
く
あ
る
。
自
分
は
そ
の
感
じ
が
見
物
人

に
伝
は
る
の
を
見
た
。
自
分
の
心
の
動
き
の
、
見
物
人
の
心
に
伝

は
っ
て
ゆ
く
の
を
見
た
」
(
「
「
そ
の
妹
」
上
演
に
就
て
」
『
新

演
芸
』
大
6

・5
)
と
一
応
は
満
足
の
意
を
表
明
し
て
い
る
が
、

第
五
幕
初
め
近
く
で
広
次
が
「
理
想
」
と
言
う
時
の
自
己
憐
偶

的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
役
者
に
伝
わ
ら
な
か
っ
た
と
悔
や
ん
で
い

る
。
し
か
し
、
そ
.
れ
以
上
に
問
題
だ
っ
た
の
は
、
「
そ
の
妹
」

に
続
け
て
演
じ
ら
れ
た
出
し
物
が
、
武
者
小
路
の
最
も
畏
怖
す

る
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ク
の
「
債
鬼
」
(
一
幕
)
で
あ
っ
た
こ
と

で
、
「
或
る
男
」
二
百
五
で
は
こ
れ
に
触
れ
て
「
彼
の
作
は
圧

倒
さ
れ
た
」
、
「
勝
利
の
感
じ
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か

だ
」
な
ど
と
述
べ
て
い
る
。
武
者
小
路
の
プ
ラ
イ
ド
の
方
が
高

か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。

五

内
ノ

u

、3
ノ

円
、

U

1

i
3ω 

武
者
小
路
の
戯
曲
を
評
価
す
る
視
点
と
し
て
、
関
口
弥
重
吉

氏
は
状
況
設
定
の
単
純
や
会
話
の
平
易
を
演
出
者
や
役
者
の
自

由
の
余
地
と
し
て
評
価
し
て
い
も
祖
父
江
昭
二
氏
は
武
者
小

路
の
対
話
的
発
想
を
「
リ
ア
リ
ズ
ム
の
契
機
」
と
し
て
評
価
し

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
評
価
は
従
来
の
批
判
に
対
し
て

水
掛
け
論
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

武
者
小
路
辰
子
氏
は
武
者
小
路
に
対
し
て
ト
ル
ス
ト
イ
や
メ
1

テ
ル
リ
ン
ク
が
与
え
た
影
響
は
、
思
想
で
あ
っ
て
文
芸
で
は
な
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い
と
言
う
。
確
答
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
代
わ
っ
て
、
ス
ト

リ
ン
ド
ベ
リ
と
い
う
ド
イ
ツ
表
現
主
義
の
影
を
指
摘
し
て
い
る

が
、
私
も
ー
こ
れ
に
賛
同
す
る
。

東
珠
樹
氏
は
高
村
光
太
郎
の
評
論
「
緑
色
の
太
陽
」
(
『
ス
バ

ル
』
明
必
・

4
)
を
紹
介
し
「
こ
の
高
村
の
評
論
と
そ
れ
に
続

く
有
島
(
壬
生
馬
・
寺
津
注
)
の
セ
ザ
ン
ヌ
紹
介
が
、
「
自
己

を
生
か
す
」
こ
と
を
、
文
学
(
芸
術
)
の
最
大
の
眼
目
と
す
る

白
樺
同
人
た
ち
に
強
い
感
動
と
共
感
を
呼
び
起
し
た
こ
と
は
、

"
 

想
像
に
難
く
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
セ
ザ

ン
ヌ
は
後
期
印
象
派
に
分
類
さ
れ
、
「
物
の
実
在
と
量
お
よ
び

空
間
を
表
現
し
よ
う
と
努
内
レ
た
画
家
で
あ
り
、
同
じ
後
期

印
象
派
で
武
者
小
路
が
繰
り
返
し
慣
れ
を
述
べ
た
ゴ
ッ
ホ
は

「
強
烈
な
色
と
筆
触
で
内
的
生
命
を
表
出
し
よ
う
と
熱
中
す
色

画
家
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
表
現
主
義
へ
の
距
離
は
、
そ
う
遠

く
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
こ
と
は
「
そ
の
妹
」
よ
り
十
数
年
遅

れ
て
日
本
に
流
行
す
る
こ
と
に
な
る
、
一
連
の
表
現
主
義
戯
曲

と
同
一
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
し
か
し
1

西
洋
美
術
・

芸
術
の
性
急
と
も
言
わ
れ
る
紹
介
者
で
あ
っ
た
『
白
樺
』
派
の

視
線
は
、
確
か
に
世
界
の
同
時
代
芸
術
を
見
据
え
て
い
た
は
ず

で
あ
り
、
事
実
、
志
賀
直
哉
や
有
島
武
郎
で
は
な
い
、
武
者
小

「文学部紀要J文教大学文学部第11~2号

路
実
篤
こ
そ
が
、
自
身
の
資
質
に
適
っ
た
力
強
い
、
緊
張
感
の

あ
る
表
現
を
、
そ
の
作
家
活
動
の
初
期
か
ら
目
標
と
し
て
い
た

こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
も
は
や
戯
曲
「
そ
の
妹
」
の
悲
劇
性
・
ド

ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
l
の
ア
リ
バ
イ
を
繰
り
返
す
必
要
は
な
い
だ
ろ

う
。
戯
曲
を
論
じ
た
本
稿
は
、
最
後
に
力
強
さ
溢
れ
る
武
者
小

路
の
小
説
の
表
現
を
引
用
し
て
締
め
括
り
た
い
。

何
し
ろ
自
分
は
お
ち
つ
い
て
ゐ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
母

に
打
ち
あ
け
て
云
ふ
の
は
気
ま
り
が
わ
る
か
っ
た
。
思
一
飯

食
っ
て
か
ら
も
じ
っ
と
し
て
は
ゐ
ら
れ
な
い
の
で
神
田
に

行
っ
た
。
さ
う
し
て
一
人
鶴
の
こ
と
を
思
っ
て
微
笑
ん
だ
。

美
し
い
、
美
し
い
、
優
し
い
、
優
し
い
、
気
高
い
、
気

高
い
、
鶴
は
女
だ
!

自
分
は
そ
の
夕
、
麻
布
の
友
を
訪
れ
て
、
『
鶴
に
逢
っ

た
よ
』
と
簡
単
に
話
し
た
。
友
は
『
さ
う
か
い
、
そ
り
ゃ

よ
か
っ
た
ね
』
と
云
っ
た
。

(
小
説
「
お
目
出
た
き
人
L

十
一
J
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武者小路実篤「その妹」という戯曲とその上演

十
月
の
或
日
自
分
は
気
分
の
い
〉
淋
し
い
秋
の
気
を
深

く
呼
吸
し
な
が
ら
庭
を
歩
い
て
ゐ
た
ら
女
中
が
来
た
。
さ

う
し
て
自
分
に
一
通
の
手
紙
を
わ
た
し
た
。

自
分
の
胸
は
お
ど
っ
た
。
川
路
氏
か
ら
の
手
紙
で
あ
る
。

自
分
は
封
を
切
っ
た
、
さ
う
し
て
読
ん
だ
。
自
分
は
全

身
に
力
を
入
れ
た
。
白
か
ら
涙
が
な
が
れ
た
。

鶴
は
人
妻
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

自
分
は
耐
え
や
う
耐
え
ゃ
う
と
し
た
が
耐
え
兼
ね
て
声

出
し
て
泣
い
た
。
自
分
は
ど
う
し
て
い
〉
か
わ
か
ら
な
く

な
っ
た
。
自
分
は
夢
中
で
庭
を
歩
き
ま
わ
っ
て
自
分
の
室

に
入
っ
て
机
の
上
に
泣
き
伏
し
た
。
(
同
十
二
)

野
島
は
こ
の
小
説
を
読
ん
で
、
泣
い
た
、
感
謝
し
た
、

怒
っ
た
、
わ
め
い
た
、
そ
し
て
や
っ
と
よ
み
あ
げ
た
。
立

ち
上
っ
て
室
の
な
か
を
歩
き
ま
は
っ
た
。
そ
し
て
自
分
の

机
の
上
の
鴨
居
に
か
け
て
あ
る
大
宮
か
ら
送
っ
て
く
れ
た

ベ
l
ト
フ
エ
ン
の
マ
ス
ク
に
気
が
つ
く
と
彼
は
い
き
な
り

そ
れ
を
つ
か
ん
で
力
ま
か
せ
に
引
っ
ぱ
っ
て
、
釣
つ
で
あ

る
糸
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
庭
石
の
上
に

た
〉
き
つ
け
た
。
石
膏
の
マ
ス
ク
は
粉
微
塵
に
と
び
ち
つ

た
。
彼
は
い
き
な
り
机
に
向
っ
て
、
大
宮
に
手
紙
を
か
い

た

。

(

小

説

「

友

情

」

下

篇

十

一

ヨ

注

ω
「
解
題
」
、
『
武
者
小
路
実
篤
全
集
』
第
二
巻
、
昭
回
・

2
、
小
学
館

ω
「
問
題
性
に
迫
り
得
ず
」
、
『
テ
ア
ト
ロ
』

m、
昭
但

-m

ω
藤
木
宏
幸
「
「
そ
の
妹
」
の
上
演
を
め
ぐ
っ
て
」
、
『
武
者
小
路
実

篤
全
集
』
第
二
巻
月
報
、
昭
臼
・

2
、
小
学
館

ω
大
山
功
「
武
者
小
路
実
篤
」
、
『
近
代
日
本
戯
曲
史
』
第
二
巻
、
昭

M
-
m、
近
代
日
本
戯
曲
史
刊
行
会

間
永
平
和
雄
「
白
樺
派
の
劇
作
家
l
人
間
探
求
の
文
学
・
武
者
小
路

と
有
島
の
間
」
、
「
近
代
戯
曲
の
世
界
』
昭
U
・
3
、
東
京
大
学
出
版

ム一品

仙
川
寺
津
浩
樹
「
「
そ
の
妹
」
の
悲
劇
性
|
生
命
力
表
現
の
変
容
l
」、

『
日
本
文
芸
論
叢
』
第
3
号
、
昭

ω
・
3

m
「
或
る
男
」
は
武
者
小
路
の
自
伝
的
小
説
。
初
出
は
『
改
造
』
大

日
・

7
1同
ロ
・
日
。
以
下
、
「
或
る
男
」
の
引
用
は
す
べ
て
『
武

者
小
路
実
篤
全
集
』
第
五
巻
、
昭
臼
・

8
、
小
学
館
に
よ
る

ω
『
武
者
小
路
実
篤
全
集
』
第
三
巻
、
似
頁
下

i
術
頁
上

ω
ω
に
同
じ

ωω
と
同
書
、
閣
頁
上
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ωω
と
同
書
、
似
頁
下

i
的
頁
上

ω
寺
津
浩
樹
「
武
者
小
路
実
篤
〈
初
期
雑
感
〉
の
特
質
|
〈
聖
典
〉

と
し
て
の
文
芸
」
、
『
菊
田
茂
男
教
授
退
官
記
念
日
本
文
芸
の
潮
流
』
、

お
う
ふ
う
、
平
成
6
年
1
月
、
な
ど

ωω
と
同
書
、
組
頁
上

ω
側
と
同
書
、
組
頁
下

ωω
と
同
書
、
約
頁
上

側
側
と
同
書
、
抑
頁
下

i
m頁
上

側
「
解
説
」
、

ωと
同
書

側
「
実
篤
に
お
け
る
「
戯
曲
」
」
、
『
武
者
小
路
実
篤
全
集
』
第
六
巻

月
報
6
、
昭

m
-
m、
小
学
館

ω
「
解
説
」
、
『
武
者
小
路
実
篤
全
集
』
第
六
巻
、
昭
臼
・
問
、
小
学

館
側
「
白
樺
派
と
近
代
美
術
」
、
『
白
樺
派
と
近
代
美
術
』
、
昭
防
・

7
、

東
出
版

制
「
造
形
美
術
の
時
代
様
式
印
象
主
義
」
、
竹
内
敏
雄
編
『
美
学

事
典
』
増
補
版
、
昭
却
・

6
、
弘
文
堂

例
制
に
同
じ

帥
初
刊
は
明
弘
・

2
、
洛
陽
堂
、
引
用
は
『
武
者
小
路
実
篤
全
集
』

第
一
巻
、
昭
臼
・
ロ
、
小
学
館
よ
り

制
初
出
は
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
大

8
-
m
i同
-
U
、
引
用
は
『
武

者
小
路
実
篤
全
集
』
第
五
巻
、
昭
回
・

8
、
小
学
館
よ
り

「文学部紀要J文教大学文学部第11-2号

本
文
中
に
引
用
し
た
写
真
は
、
『
新
演
芸
』
大
正
六
年
五
月
号
に
よ

る。
な
お
、
本
稿
は
平
成
八
年
七
月
二
九
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
日
本
近
代

演
劇
史
研
究
会
七
月
例
会
で
の
発
表
を
も
と
に
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
本
稿
は
平
成
七
年
度
か
ら
九
年
度
の
本
学
部
共
同
研
究

「
『
白
樺
』
派
の
様
式
研
究
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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