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一
．
断
絶
を
な
く
す
た
め
に

　

岸
田
國
士
は
日
本
の
近
代
劇
に
お
い
て
重
要
人
物
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
文
学
史

か
ら
見
れ
ば
忘
れ
ら
れ
た
作
家
で
あ
る
。
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
近
代
日
本
を
生

き
た
岸
田
國
士
は
近
代
の
演
劇
人
と
見
な
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
岸
田
は
青

年
期
に
西
洋
文
化
を
直
接
体
験
し
て
お
り
、
同
時
代
の
日
本
演
劇
に
対
し
て
常
に
批
判

的
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
一
方
、
当
時
の
日
本
の
劇
作
家
・
演
劇
人
か
ら
岸
田
演
劇

は
あ
ま
り
評
価
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
岸
田
を
単
純
に
日
本
の
近
代

演
劇
の
範
疇
に
収
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
岸
田
の
現

在
の
評
価
に
は
、
日
本
の
近
代
演
劇
自
体
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
が
潜
ん
で
い

る
の
だ
。

　

本
論
は
岸
田
國
士
研
究
の
現
状
を
見
直
し
て
、
そ
の
戯
曲
・
演
劇
の
意
義
を
明
ら
か

に
す
る
だ
け
で
な
く
、
岸
田
に
よ
る
近
代
演
劇
批
判
の
正
当
性
に
つ
い
て
検
証
し
て
い

き
な
が
ら
、
近
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
日
本
演
劇
史
そ
の
も
の
を
組
み
換
え
て
い

く
。
特
に
、
こ
こ
で
は
初
期
の
一
幕
物
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
先
行
研
究
で
行
わ
れ
て

き
た
戯
曲
内
容
や
テ
ク
ス
ト
分
析
、テ
ー
マ
批
評
な
ど
に
終
始
せ
ず
、戯
曲
の
内
容
（
物

語
）
と
形
式
（
舞
台
）
を
分
け
な
が
ら
新
た
な
岸
田
戯
曲
の
読
解
を
行
う
。
ま
た
、
そ

の
戯
曲
の
ほ
と
ん
ど
で
描
か
れ
て
い
る
「
恋
愛
」
と
、
恋
愛
劇
の
中
で
繰
り
広
げ
ら
れ

る
男
女
の
「
ご
っ
こ
遊
び
」
＝
「
遊
戯
」
に
も
着
目
し
、
最
終
的
に
は
岸
田
が
唱
え
た

「
純
粋
演
劇
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か
、
そ
の
演
劇
理
念
が
現
代
演
劇
に
ど
れ
だ
け
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二
．
初
期
作
品
か
ら
見
る
岸
田
國
士
の
演
劇
理
念

　

第
二
章
で
は
岸
田
國
士
の
処
女
戯
曲
で
あ
る
「
古
い
玩
具
」（
一
九
二
四
年
）
と
、

初
期
の
演
劇
理
念
を
色
濃
く
反
映
し
た
評
論
「
演
劇
一
般
講
話
」（
一
九
二
四
、
二
五

年
）
を
取
り
上
げ
、
文
字
と
し
て
書
か
れ
た
戯
曲
と
実
際
に
舞
台
で
上
演
さ
れ
る
演
劇

の
関
係
を
、
岸
田
自
身
の
理
念
と
実
作
を
比
較
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
。

　
「
古
い
玩
具
」
に
言
及
し
た
先
行
研
究
は
、
主
人
公
・
白
川
留
雄
の
姿
を
岸
田
自
身

の
伝
記
的
事
実
と
重
ね
合
わ
せ
て
、
民
族
的
葛
藤
、
近
代
的
知
識
人
と
し
て
の
苦
し
み
、

西
洋
に
対
す
る
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
な
ど
を
作
品
か
ら
見
出
す
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、

舞
台
で
上
演
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
こ
の
戯
曲
を
読
み
込
む
と
、
留
雄
と
ル
イ
ー
ズ
、

留
雄
と
房
子
の
会
話
と
男
女
の
恋
愛
の
演
技
に
つ
い
て
、
長
々
と
し
た
そ
の
台
詞
は
抒

情
的
で
目
の
前
に
い
る
対
話
者
に
は
向
か
っ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
ト
書
き
の
過
剰
な
書

き
込
み
に
よ
っ
て
登
場
人
物
の
動
き
も
制
限
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
た
し
か
に

初
期
岸
田
戯
曲
の
特
徴
で
あ
る
恋
愛
の
「
ご
っ
こ
遊
び
」
が
垣
間
見
ら
れ
る
も
の
の
、

実
際
の
演
技
に
ま
で
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
。

　

一
方
、
同
時
期
に
書
か
れ
た
「
演
劇
一
般
講
話
」
を
見
て
い
く
と
、
岸
田
は
戯
曲
の

言
葉
と
舞
台
の
言
葉
を
明
確
に
分
け
る
こ
と
を
す
で
に
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
当
時

の
「
大
正
戯
曲
時
代
」
と
い
う
、
テ
ー
マ
ば
か
り
重
視
し
た
作
品
が
創
作
さ
れ
て
い
た

時
期
と
し
て
は
革
新
的
な
演
劇
の
捉
え
方
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
先
に
見
た
と
お
り
、

岸
田
自
身
も
実
作
と
な
る
と
そ
う
し
た
理
念
や
理
想
を
う
ま
く
か
た
ち
に
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
、「
文
学
的
な
戯
曲
」
か
ら
は
完
全
に
脱
し
き
れ
て
い
な
い
。

岸
田
國
士
の
「
純
粋
演
劇
」

│
│
初
期
作
品
に
お
け
る
恋
愛
と
演
戯
│
│

村　

田　
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つ
ま
り
、「
古
い
玩
具
」
は
戯
曲
（
読
み
物
）
と
し
て
は
評
価
で
き
る
も
の
の
、
実
際

に
舞
台
に
上
げ
る
と
な
る
と
、
不
自
然
な
場
面
の
連
続
で
、
作
中
の
登
場
人
物
が
舞
台

上
で
「
生
き
て
い
る
」
と
は
言
い
が
た
い
。
し
か
し
、
岸
田
は
こ
の
時
点
で
日
本
演
劇

の
弱
点
を
す
で
に
意
識
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
後
の
戯
曲
創
作
に
も
活
か
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

三
．
岸
田
國
士
と
近
代
演
劇

　

第
三
章
で
は
「
チ
ロ
ル
の
秋
」（
一
九
二
四
年
）
か
ら
「
ぶ
ら
ん
こ
」、「
紙
風
船
」（
と

も
に
一
九
二
五
年
）
ま
で
の
岸
田
戯
曲
の
展
開
だ
け
で
な
く
、
同
時
期
の
演
劇
に
関
す

る
エ
ッ
セ
イ
を
拾
い
上
げ
、
自
ら
の
理
念
が
徐
々
に
具
現
化
さ
れ
て
い
く
過
程
を
見
て

い
く
。

　
「
チ
ロ
ル
の
秋
」
も
外
国
を
舞
台
と
し
て
い
て
、
主
に
ア
マ
ノ
と
ス
テ
ラ
の
対
話
で

構
成
さ
れ
て
い
る
。
対
照
的
に
「
ぶ
ら
ん
こ
」
と
「
紙
風
船
」
は
日
本
に
お
け
る
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
階
級
と
思
わ
れ
る
若
い
夫
婦
の
対
話
の
み
が
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
恋

愛
に
お
け
る
「
ご
っ
こ
遊
び
」
の
構
造
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、「
古
い

玩
具
」
以
上
に
そ
の
「
演
戯
性
」
が
前
景
化
さ
れ
、
よ
り
明
確
な
か
た
ち
が
行
わ
れ
て

い
る
た
め
、「
チ
ロ
ル
の
秋
」
か
ら
「
紙
風
船
」
ま
で
の
作
品
群
で
は
、「
ご
っ
こ
遊
び
」

そ
の
も
の
が
登
場
人
物
に
も
観
客
に
も
意
識
的
に
示
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
舞
台
上

で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
行
為
と
言
葉
が
、
こ
れ
ま
で
の
現
実
の
も
の
と
は
異
な
る
別
の
空

間
と
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
、
観
客
た
ち
の
想
像
力
を
大
い
に
刺
激
さ
せ
る
こ
と
に
成
功

し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
岸
田
の
試
み
は
当
時
の
演
劇
界
か
ら
あ
ま
り
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
。
小
山

内
薫
や
里
見
弴
ら
は
岸
田
戯
曲
の
一
側
面
だ
け
を
捉
え
て
「
ハ
イ
カ
ラ
」
で
「
気
取
っ

た
」
も
の
だ
と
酷
評
し
た
。
こ
う
し
た
批
判
の
背
景
に
は
、
当
時
の
「
築
地
小
劇
場
」

派
（
小
山
内
薫
ら
）
と
「
演
劇
新
潮
」
派
（
菊
池
寛
、
山
本
有
三
ら
）
を
発
端
と
し
た

日
本
の
近
代
演
劇
史
の
争
い
も
あ
っ
た
。

　

日
本
の
近
代
劇
の
問
題
は
、
戯
曲
を
舞
台
上
で
「
再
現
す
る
」
こ
と
が
演
劇
の
す
べ

て
あ
り
、
小
説
的
な
物
語
内
容
、
そ
の
テ
ー
マ
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
岸
田
の
、
男
女
二
人
の
会
話
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
る
「
何
も
起
こ
ら

な
い
」
劇
の
評
価
は
自
ず
と
低
く
な
り
、
恋
愛
描
写
が
舞
台
上
で
の
ア
ク
シ
ョ
ン
の
ほ

と
ん
ど
す
べ
て
で
あ
る
た
め
に
、
甘
っ
た
る
い
、
軟
弱
な
「
物
語
」
だ
と
判
断
さ
れ
て

し
ま
っ
た
。
た
だ
、
岸
田
は
現
実
の
み
に
立
脚
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
異
な
る
別
の
舞

台
上
で
の
現
実
の
可
能
性
を
、
ご
っ
こ
遊
び
が
生
み
出
す
「
幻
想
性
」
や
「
空
想
性
」

を
用
い
る
こ
と
で
鮮
や
か
に
表
現
し
、
日
本
の
演
劇
の
可
能
性
を
拡
張
し
よ
う
と
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

四
．「
純
粋
演
劇
」
の
た
め
の
実
験

　

岸
田
國
士
の
初
期
戯
曲
に
お
け
る
「
言
葉
の
美
」
や
「
劇
的
文
体
」
な
ど
と
い
っ
た

概
念
は
、
何
が
ど
の
よ
う
に
画
期
的
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
だ
十
分
に
解
明
で
き
て
い
な

い
。
こ
こ
で
は
、「
紙
風
船
」
以
後
の
作
品
で
あ
る
「
恋
愛
恐
怖
病
」
と
「
驟
雨
」（
と

も
に
一
九
二
六
年
発
表
）
を
中
心
に
、
岸
田
の
演
劇
理
念
、
並
び
に
そ
れ
が
い
か
に
「
純

粋
演
劇
」
と
し
て
理
論
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
。

　

こ
の
二
作
品
で
も
、
や
は
り
岸
田
戯
曲
の
特
徴
で
あ
る
恋
愛
に
お
け
る
「
ご
っ
こ
遊

び
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で

は
な
く
、
そ
の
「
演
戯
」
の
質
が
以
前
の
も
の
と
異
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
ご
っ

こ
遊
び
」
は
男
女
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
単
な
る
「
空
想
」
で
は
な
い

た
め
、
こ
れ
ま
で
の
作
品
と
比
べ
て
か
な
り
現
実
味
を
帯
び
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
恋
愛
恐
怖
病
」
で
は
、
女
が
男
に
気
の
あ
る
素
振
り
を
見
せ
る
が
、
男
は
恋
愛
に
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「
億
劫
」
で
か
つ
「
こ
は
い
」
気
持
ち
を
持
っ
て
お
り
、
最
後
に
は
女
は
男
と
別
れ
（
第

一
場
）、
別
の
男
と
結
婚
す
る
。
だ
が
、
別
の
男
か
ら
語
ら
れ
る
話
で
は
、
女
は
わ
ざ

と
男
に
対
し
て
気
の
あ
る
素
振
り
を
し
て
男
が
逃
げ
る
よ
う
に
も
っ
て
い
っ
た
と
い
う

（
第
二
場
）。
ま
た
、「
驟
雨
」
は
説
明
調
の
言
葉
が
多
い
が
、
そ
う
し
た
会
話
は
物
語

展
開
に
直
接
結
び
つ
か
ず
に
、
登
場
人
物
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
台
詞
と
な
り
、
他
人

の
言
葉
で
自
分
自
身
が
作
り
出
さ
れ
る
と
い
う
、
言
葉
そ
の
も
の
が
「
ご
っ
こ
遊
び
」

を
す
る
よ
う
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
岸
田
に
対
す
る
当
時
の
「
ハ
イ
カ
ラ
」
で
「
気
取
っ
た
」
演
劇
と
い
う
批
判

へ
の
返
答
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
二
作
品
が
そ
れ
ぞ
れ
多
様
な
解
釈
を
可
能
に
さ
せ
て
い

る
の
は
、
岸
田
の
初
期
創
作
理
念
を
発
展
さ
せ
、
そ
の
後
の
「
対
話
さ
せ
る
術
」（
一

九
二
五
年
）
や
「『
語
ら
れ
る
言
葉
』
の
美
」（
一
九
二
八
年
）
と
い
っ
た
エ
ッ
セ
イ
風

の
評
論
で
補
強
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
物
語
展
開
を
意
識
さ
せ
る
よ
う
な
限
ら
れ
た
意

味
を
持
つ
対
話
で
は
な
く
、
た
だ
対
話
し
て
い
る
と
い
う
そ
の
状
態
、
発
話
そ
の
も
の

を
重
視
し
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
岸
田
が
試
み
た
「
言
葉
の
美
」
や
「
劇
的
文
体
」

と
は
、
単
な
る
詩
的
で
美
し
い
意
味
を
持
っ
た
言
葉
で
も
、
ま
た
現
実
世
界
や
日
常
生

活
と
結
び
つ
い
た
対
照
項
の
あ
る
言
葉
で
も
な
く
、
舞
台
上
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
対
話

に
よ
っ
て
舞
台
上
に
多
角
的
な
「
今
・
こ
こ
」
を
表
出
さ
せ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

五
．「
純
粋
演
劇
」
か
ら
現
代
演
劇
へ

　

最
後
に
、
本
論
の
第
一
の
目
的
で
あ
る
、
岸
田
國
士
が
思
い
描
い
た
「
純
粋
演
劇
」

と
は
一
体
何
だ
っ
た
の
か
、
こ
れ
ま
で
の
論
拠
を
基
に
考
え
て
い
く
。
さ
ら
に
、
岸
田

演
劇
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
現
代
演
劇
と
共
鳴
し
て
い
っ
た
の
か
、
改
め
て
確
認
し
て

い
く
。

　

岸
田
の
「
純
粋
演
劇
」
の
構
想
は
、
一
九
三
三
年
に
「
純
粋
演
劇
の
問
題
│
│
わ
が

新
劇
壇
に
寄
す
│
│
」
で
文
章
化
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
こ
の
理
念
は
岸
田

が
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
、
現
地
で
演
劇
を
学
ん
で
い
た
こ
ろ
か
ら
考
え
て
い
た
と
言
え

る
。
こ
れ
ま
で
の
劇
作
は
そ
こ
へ
至
る
ま
で
の
実
験
だ
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。

　

そ
の
「
純
粋
演
劇
」
に
つ
い
て
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
コ
ポ
ー
の
影
響
だ
け
で
な
く
、
近
代

の
フ
ラ
ン
ス
文
学
に
お
け
る
作
家
た
ち
（
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
マ
ラ
ル
メ
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
）

に
よ
る
演
劇
・
ダ
ン
ス
評
論
ま
で
引
用
し
て
い
き
な
が
ら
、
演
劇
の
「
純
粋
」
性
を
舞

台
上
の
人
物
の
存
在
と
結
び
つ
け
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
「
純
粋
」
理
論
者
は
、
単
な
る

現
実
の
人
物
│
│
俳
優
│
│
を
越
え
た
何
か
を
舞
台
上
の
登
場
人
物
に
求
め
た
の
だ
と

考
え
た
の
だ
。「
話
さ
れ
る
言
葉
」
と
「
舞
台
上
の
人
間
」
の
根
本
的
な
見
直
し
こ
そ
、

岸
田
國
士
が
思
い
描
い
た
「
純
粋
演
劇
」
で
あ
り
、
新
し
い
現
実
（
リ
ア
ル
）
な
の
だ

と
結
論
づ
け
る
。

　

現
代
で
は
、「
現
代
口
語
演
劇
理
論
」
の
提
唱
者
で
あ
る
平
田
オ
リ
ザ
に
よ
っ
て
岸

田
國
士
の
戯
曲
の
言
葉
が
再
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
念
は
平
田
の
次
世
代
に
当
た

る
劇
作
家
、
演
出
家
た
ち
（
前
田
司
郎
、
岩
井
秀
人
、
岡
田
利
規
、
藤
田
貴
大
）
に
も

間
接
的
だ
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
一
方
、
平
田
と
は
別
の
か
た
ち
で
岸

田
演
劇
に
注
目
し
た
ケ
ラ
リ
ー
ノ
・
サ
ン
ド
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
（
以
下
Ｋ
Ｅ
Ｒ
Ａ
）
に
つ
い

て
も
取
り
上
げ
る
。
Ｋ
Ｅ
Ｒ
Ａ
は
自
身
が
興
味
の
あ
る
作
家
・
演
劇
人
た
ち
（
カ
フ
カ
、

チ
ェ
ー
ホ
フ
、
別
役
実
、
ウ
デ
ィ
・
ア
レ
ン
な
ど
）
の
持
つ
芸
術
性
の
特
徴
と
岸
田
の

そ
れ
を
結
び
つ
け
て
、
無
個
性
的
な
登
場
人
物
の
心
理
描
写
や
対
話
の
や
り
と
り
か
ら

現
れ
出
る
不
条
理
な
笑
い
を
見
出
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
岸
田
國
士
の
演
劇
に
は
現
代
性
・
普
遍
性
が
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
日
本
の
近
代
演
劇
で
は
決
し
て
成
し
得
な
か
っ
た
岸
田
の
「
純
粋
演
劇
」
の
理
念

が
、
現
代
演
劇
に
お
い
て
実
現
可
能
な
も
の
と
な
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。


