
『天
竺
徳
兵
衛
韓
噺
』
に
お
け
る
趣
向
の
考
察

-

木
琴
を
打
つ
座
頭
を
め
ぐ
っ
て

-

鵜

飼

伴

子

一

は
じ
め
に

文
化
元
年

二

八
〇
四
)
七
月
江
戸
の
河
原
崎
座
で
初
演
さ
れ
た
r
荒

ぢくとく
ぺ
いいこくはなし

壁
徳
兵
衛
韓
噺
l
(以
下

r韓
噺
J
と
略
称
)
は
､
の
ち
に

r東
海
道
四
谷

怪
談
j
な
ど
多
-
の
著
名
な
作
品
を
残
し
た
四
代
目
鶴
屋
南
北

(当
時
勝

俵
蔵
)
が
､
狂
言
作
者
と
し
て
最
初
の
大
成
功
を
収
め
た
出
世
作
で
あ
る
｡

本
稿
で
は
､
そ
の
五
幕
目
大
詰
の
演
出
と
趣
向
に
関
し
て
い
さ
さ
か
の

考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
が
､
r韓
噺
｣
の
初
演
台
帳
は
現
在
に
伝
わ
ら

な
い
た
め
､
当
該
部
分
の
梗
概
を

r歌
舞
妓
年
代
記
｣
､
r歌
舞
伎
年
表
｣
､

絵
本
番
付
等
の
記
事
か
ら
勘
案
し
て
記
す
｡

田
舎
座
頭
徳
都
と
な
っ
て
滝
川
左
京
の
館
へ
入
-
込
ん
だ
天
竺
徳

兵
衛

(初
代
尾
上
松
助
)
は
､
所
持
し
た
木
琴
を
望
ま
れ
､
越
後
節

を
歌
い
な
が
ら
木
琴
を
打
つ
｡
そ
れ
よ
り
怪
し
ま
れ
て
詮
議
に
か
け

ら
れ
､
前
の
池
に
飛
び
込
む
｡
人
び
と
が
驚
い
て
い
る
と
､
花
道
の

揚
幕
に
て
上
健
と
呼
び
､
早
替
り
で
偽
の
上
使
此
柑
大
炊
之
助
に
化

け
た
天
竺
徳
兵
衛
が
現
れ
る
｡
そ
こ
へ
本
物
の
此
村
大
炊
之
助

(岩

井
喜
代
太
郎
)
が
現
れ
て
徳
兵
衛
は
正
体
を
見
破
ら
れ
､
さ
ら
に
巳

の
年
月
の
揃
っ
た
滝
川
左
京

(市
川
門
蔵
)
の
切
腹
に
よ
り
術
を
挫

か
れ
る
｡

r韓
噺
J
は
､
r歌
舞
妓
年
代
記
｣
に

｢此
早
が
は
り
三
ケ
津
に
ま
ね
る

者
あ
る
ま
じ
と
大
評
判
に
て
｡
無
人
の
夏
き
ゃ
う
げ
ん
大
入
大
繁
昌
ま
こ

と
に
1
流
の
名
人
と
い
ふ
べ
し
｣
と
あ
る
よ
う
に
､
江
戸
屈
指
の
実
悪
役

者
で
あ
っ
た
初
代
尾
上
松
助
の
行
う
早
替
り
の
驚
-
べ
き
早
さ
と
巧
妙
さ
､

ま
た
幽
霊
の
不
思
議
な
効
果
を
あ
げ
る
仕
掛
け
や
工
夫
な
ど
､
視
覚
的
な

面
白
さ
が
何
よ
り
も
大
き
な
話
題
を
呼
ん
だ
｡
し
か
し
､
も
う
ひ
と
つ
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
事
実
と
し
て
､
当
時
舶
来
の
珍
し
い
楽
器
で
あ
っ
た
木

琴
を
､
舞
台
に
も
ち
出
し
て
見
せ
る
と
い
う
だ
け
で
な
-
､
音
曲
の
演
奏

を
得
意
と
し
て
い
た
松
助
に
歌
い
な
が
ら
演
奏
さ
せ
､
聴
覚
的
な
面
白
さ

を
狙
っ
た
と
こ
ろ
に
も
大
き
な
特
徴
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た



い
｡
絵
本
番
付
に

｢此
所
木
琴
の
ゑ
ち
ご
ぶ
し
水
中
の
早
か
わ
り
上
使
古

今
ま
れ
な
る
は
や
き
事
大
当
り
大
評
判
-

｣
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
わ
か
る
と
お
り
､
こ
の
幕
は
木
琴
の
越
後
節
と
水
中
の
早
替
-
と
の
二

点
に
よ
っ
て
格
別
の
評
判
を
取
っ
た
の
で
あ
る
｡

天
竺
徳
兵
衛
が
田
舎
座
頭
徳
都
と
な
っ
て
滝
川
左
京
の
館
へ
入
り
込
み
'

望
ま
れ
て
所
持
の
木
琴
を
打
ち
､
越
後
節
を
歌
う
｡
そ
れ
よ
り
怪
し
い
と

見
答
め
ら
れ
て
池
に
飛
び
込
み
､
早
替
り
で
偽
上
使
此
村
大
炊
之
助
と
な

っ
て
登
場
す
る
｡
論
を
進
め
る
上
で
､
こ
の
一
連
の
演
技
を
仮
に

｢木
琴

を
打
つ
座
頭
の
趣
向
｣
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
｡

木
琴
を
打
つ
座
頭
の
趣
向
に
関
す
る
従
来
の
研
究
に
は
､
次
の
も
の
が

(-)

あ
る
｡
亀
屋
東
西
氏
は

｢天
竺
徳
兵
衛
誕
噺
｣
で
､
明
和
二
年

(
一
七
六

五
)
十

l
月
市
村
座
上
演
の
r
隙

敷

聖

叫
監

置

｣

第

壷

目
に
演
じ
ら

れ
た
常
磐
津
浄
瑠
璃
r

va
e批
鵜

椛

封

に
お
け
る
仙
台
座
頭
と
本
狂
言
の

座
頭
徳
都
と
は
同
巧
異
曲
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
､
郡
司
正
勝
氏
は

｢r茄

1巌
vJ
(郁
粟

野

解
説
当

で
､
天
明
七
年

(
壱

八
七
)
九
月

て
ん
Lnく
と
-
べ
いこき
やうの
と

り
かぢ

桐
座
上
演
の
｢
天

竺

徳

兵

衛

故

郷

取

舵

J

の
役
割
番
付
に

｢座
頭
升
都

市
川
団
十
郎
｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
､
r韓
噺
l
以
前
の
天
竺
徳
兵
衛
物
の
狂

言
の
中
に
座
頭
が
登
場
し
て
い
た
可
能
性
を
示
さ
れ
た
｡
古
井
戸
秀
夫
氏

(3
)

は

｢天
竺
徳
兵
衛
-

座
頭
と
上
使
-

｣
で
､
｢座
頭
｣
を
広
-

｢変

化
｣
の
所
作
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
と
と
ら
え
､
｢座
頭
｣
か
ら

｢上

便
｣
の
早
替
り
は
､
も
と

｢七
変
化
｣
の
系
譜
に
た
っ
て
い
て
､
r韓
噺
｣

は
江
戸
の

｢七
変
化
｣
舞
踊
に
醸
成
さ
れ
て
出
来
て
き
た
も
の
で
あ
る
と

さ
れ
た
｡
加
え
て
郡
司
氏
の
指
摘
さ
れ
た

｢座
頭
升
都
｣
に
つ
い
て
は
､

｢捨
て
役
か
､
も
し
-
は
登
場
し
て
も
印
象
の
薄
い
も
の
で
あ
っ
た
｣
と
し
､

r韓
噺
l
と
天
竺
徳
兵
衛
物
の
先
行
作
品
と
の
間
に
､
座
頭
を
介
し
た
直
接

的
な
関
連
性
は
見
出
せ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
江
戸
時
代
後
期
に

現
れ
た
木
琴
の
文
化
に
注
目
し
た
唯

一
の
文
章
と
し
て
は
､
肥
田
暗
三
氏

(4)

の

｢木
琴
も
の
が
た
り
-

江
戸
時
代
の
木
琴
｣
が
あ
る
｡

木
琴
を
打
つ
座
頭
の
趣
向
は
､
r韓
噺
j
を
特
徴
づ
け
る
極
め
て
重
要
な

趣
向
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
右
に
掲
げ
た
先
行
研
究
で
は
､
仙
台
座

頭
の
舞
踊
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
た
に
過
ぎ
ず
､
｢韓
噺
｣
以
前
に
存
在
し

た

一
連
の
天
竺
徳
兵
衛
物
の
歌
舞
伎

･
浄
瑠
璃
作
品
と
の
関
連
の
中
で
十

分
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
は
言
い
が
た
い
｡

本
稿
で
は
､
木
琴
を
打
つ
座
頭
の
趣
向
が
､
天
竺
徳
兵
衛
物
の
先
行
狂

言
の
な
か
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
仙
台
座
頭
の
趣
向
を
も
と
に
､
新
奇

な
も
の
を
好
ん
で
流
行
に
取
り
入
れ
る
江
戸
人
の
噂
好
に
合
わ
せ
て
､
南

北
が
工
夫
し
て
作
り
上
げ
た
趣
向
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
｡
そ

の
上
で
､
r韓
噺
｣
に
よ
っ
て
宣
伝
さ
れ
た
木
琴
が
､
江
戸
時
代
後
期
の
都

市
の
人
び
と
の
生
活
に
与
え
た
文
化
的
影
響
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
み
た

い
と
田
や
っ
｡

二

座
頭
の
趣
向

r韓
噺
J
以
前
の
歌
舞
伎
の
中
に
現
れ
た
座
頭
の
趣
向
と
は
､
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡

座
頭
の
登
場
す
る
変
化
舞
踊
に
つ
い
て
は
､
す
で
に
古
井
戸
氏
が
い
-

(Ll')

つ
か
の
例
を
あ
げ
て
述
べ
て
お
ら
れ
る
｡
仙
台
座
頭
の
舞
踊
を
得
意
と
し

た
役
者
に
､
所
作
事
の
名
人
と
し
て
知
ら
れ
た
九
代
目
市
相
羽
左
衛
門
が

い
る
｡
九
代
目
羽
左
衛
門
は
､
市
村
亀
蔵
を
名
乗
っ
て
い
た
宝
暦
十

一
年

二

七
六

二

五
月
､
市
村
座
で
上
方
に
上
る
名
残
り
と
し
て
七
変
化
の
所

2



作
を
演
じ
た
｡
そ
の
と
き
踊
り
､
上
方
で
も
評
判
の
よ
か
っ
た
仙
台
座
頭

の
趣
向
を
取
り
入
れ
た
の
が
､
明
和
二
年

二

七
六
五
)
十

一
月
市
村
座

上
演
の
常
磐
津
浄
瑠
璃
敵

襲

6〉
で

あ
る
｡
こ
こ
で
､
九
代
目
羽

左
衛
門
の
仙
台
座
頭
舞
踊
の
具
体
例
と
し
て
､
｢韓
噺
｣
と
の
趣
向
の
類
似

が
指
摘
さ
れ
て
い
る

r蜘
味
締
梓
弦
J
の
内
容
を
検
討
し
て
み
た
い
｡

こ
の
浄
瑠
璃
は
､
上
中
下
の
三
部
か
ら
成
る
｡

上
の
巻

病
に
臥
す
源
頼
光
を
守
護
し
て
､
坂
田
公
時

(三
代
目
大

谷
広
治
)
と
碓
井
貞
光

へ沢
村
喜
十
郎
)
が
宿
直
を
し
て
い

る
｡
そ
こ
へ
土
蜘
の
精
霊

(九
代
目
市
村
羽
左
衛
門
)
が
切

禿
に
化
け
て
現
れ
､
頼
光
の
寝
所
に
入
り
込
も
う
と
す
る
が
､

二
人
に
怪
し
ま
れ
姿
を
消
す
｡

中
の
巻

公
時
と
貞
光
が
睡
魔
と
戦
う
た
め
に
碁
を
打
っ
て
い
る
と
､

土
蜘
の
精
霊
が
仙
台
座
頭
に
化
け
て
現
れ
､
仙
台
浄
瑠
璃
を

語
り
､
さ
ら
に
､
所
望
に
ま
か
せ
て
珍
し
い
踊
歌
を
歌
う
｡

二
人
が
聞
き
入
っ
て
い
る
と
'
座
頭
は
目
を
見
開
き
､
頼
光

の
寝
所
を
♯
お
う
と
す
る
｡
貞
光
が
怪
し
ん
で
捕
ま
え
よ
う

と
す
る
と
､
仙
台
座
頭
の
姿
は
掻
き
消
す
よ
う
に
消
え
る
｡

下
の
巻

山
伏
に
化
け
た
土
蜘
の
精
霊
は
､
途
中
で
連
れ
に
な
っ
た

梓
蛮
女

(三
代
目
芳
沢
崎
之
助
)
に
恋
を
仕
掛
け
る
が
､
正

体
を
見
破
ら
れ
て
土
蜘
の
姿
を
現
し
､
公
時
と
貞
光
に
退
治

さ
れ
る
｡

中
の
巻
を
さ
ら
に
詳
し
-
見
る
と
､
真
剣
に
碁
を
打
っ
て
い
る
二
人
の

武
将
の
前
に
､
影
の
ご
と
-
忽
然
と
現
れ
た
座
頭
は
､
｢じ
た
い
そ
れ
が
し

は
奥
州
も
の
で
､
三
味
も
弾
ま
す
し
ょ
げ
い
も
上
手
｣
と
自
分
を
売
り
込

み
､
頼
光
の
寝
所
へ
入
り
込
も
う
と
す
る
｡
｢奥
州
座
頭
か
｡
さ
い
は
い
の

ね
む
た
覚
し
､
国
ぶ
し
の
じ
ゃ
う
る
り
面
白
い
所
､
サ
ア
-

き
､
た
い
｣

と
所
望
さ
れ
る
と
､
浄
瑠
璃
は
得
物
だ
が
古
風
に
思
う
だ
ろ
う
か
ら
よ
し

た
方
が
い
い
､
と
い
っ
た
ん
断
る
｡
｢聞
キ
お
よ
ん
だ
仙
台
浄
る
り

二
段

し
ょ
も
う
だ
-

｣
と
強
-
望
ま
れ
る
の
で
､
背
負
っ
て
き
た
三
味
線
を

鳴
ら
し
'
漠
の
高
祖
の
臣
契
噂
の
剛
勇
ぶ
り
の
一
節
を
語
る
｡
二
人
か
ら

｢
コ
レ
-

お
坊
､
是
斗
リ
の
げ
い
じ
や
有
ル
ま
い
｡
何
ン

ぞ
珍
ら
し
い
踊
苛

で
も
な
い
か
｡
と
て
も
の
事
に
サ
ア
-

所
望
だ
-

｣
と
望
ま
れ
､
｢
ヲ

ヤ
さ
て
-

そ
れ
さ
ま
達
ア
あ
こ
ぎ
だ
ア
ユ
｡
ア
､
と
て
も
ぬ
れ
た
袖
だ
｡

お
ら
ァ
国
さ
お
ん
ど
り
苛
を
'
さ
ら
ば
ぶ
ん
ま
け
申
べ
い
｣
と
承
知
L
t

｢お
ら
が
在
所
に
や
ナ
ア
め
ん
く

め
い
し
よ
が
ご
ざ
る
｡
恋
に
や
だ
て
な

る
い
し
ぶ
み
か
き
や
れ
｡
た
よ
り
松
嶋
錦
木
立
て
､
い
か
な
る
雪
に
も
雨

に
も
忍
文
字
摺
色
じ
ゃ
へ
｡
い
ろ
に
ま
よ
ふ
て
ア
ア
安
達
が
原
の
鬼
に
な

る
ま
で
｡
見
す
て
ら
れ
た
る
む
ね
は
ほ
ん
に
く

む
ね
は
も
や
つ
く
む
や

-

の
関
｡
ほ
ん
に
は
ぎ
の
を
り
は
し
杖
が
な
ふ
て
は
な
ら
ぬ
ぞ
へ
｣
と

歌
い
､
二
人
が
聞
き
入
っ
て
前
後
を
忘
れ
て
い
る
の
を
見
計
ら
い
､
妖
怪

変
化
の
正
体
を
ち
ら
り
と
見
せ
､
い
つ
の
間
に
か
姿
を
消
す
演
出
に
な
っ

て
い
る
｡

座
頭
に
化
け
て
館
へ
人
-
込
み
'
芸
を
披
露
し
て
相
手
を
油
断
さ
せ
'

怪
し
ま
れ
る
と
消
え
失
せ
る

(ま
た
は
正
体
を
現
す
)
趣
向
は
､
中
世
末

葉
に
お
け
る
盲
僧
や
浄
瑠
璃
を
語
る
座
頭
が
､
比
較
的
容
易
に
貴
人
や
武

将
の
邸
に
招
か
れ
て
芸
を
披
露
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
知
識
を
背
景

に
し
て
成
立
し
て
い
る
｡
そ
し
て
こ
の
趣
向
は
､
座
頭
の
役
に
付
さ
れ
た

イ
メ
ー
ジ
の
典
型
的
と
な
っ
て
､
以
後
の
狂
言
'
お
も
に
変
化
舞
踊
の
中

に
定
着
す
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
の
点
で
t
r韓
噺
J
の
木
琴
を
打
つ
座
頭
の

趣
向
が
､
r蜘
妹
練
梓
弦
L
に
お
け
る
仙
台
座
頭
の
趣
向
の
流
れ
を
汲
む
こ

3



と
は
疑
い
な
い
.
た
だ
し
､
r韓
噺
J
の
座
頭
は
仙
台
座
頭
で
は
な
-
､
越

後
座
頭
で
あ
る
ら
し
い
｡
r韓
噺
｣
の
役
割
番
付
は

｢田
舎
座
頭
徳
都

尾

上
松
助
｣
と
記
す
の
み
で
あ
る
が
､
文
化
二
年

(
一
八
〇
五
)
正
月
刊
の

やくしやせう
ふだ
つき

評
判
記
r
役

者

正

札

附

し

(江
戸
之
巻
)
尾
上
松
助
の
評
文
に

｢大
切
越
後

座
と
う
に
て
越
後
ぶ
L
に
て
も
-
き
ん
を
打
｣
と
あ
る
の
で
､
越
後
座
頭

説
を
裏
付
け
る
か
と
思
わ
れ
る
｡
越
後
の
盲
僧
が
は
や
り
歌
を
歌
う
こ
と

が
あ
っ
た
こ
と
は
､
文
化
十
四
年

二

八

一
七
)
の

r諸
国
風
俗
間
状
越

後
国
長
岡
領
古
志
三
島
蒲
原
三
部
答
書
J
に
､
｢謡
初
三
日
の
夜
し
侍
-
､

田
舎
に
は
め
-
ら
法
師
な
ど
よ
び
て
'
時
の
は
や
り
苛
う
た
ふ
て
､
う
た

(7)

ひ
ぞ
め
と
い
ふ
と
侍
り
｣

と
あ
り
､
資
料
的
に
も
確
認
で
き
る
｡
ま
た
､

松
助
は
三
味
線
で
は
な
-
木
琴
を
背
負
っ
て
登
場
す
る
の
で
､
三
味
線
の

伴
奏
を
必
要
と
す
る
仙
台
浄
瑠
璃
は
語
ら
ず
'
越
後
節
だ
け
を
歌
っ
て
聞

か
せ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
｡
仙
台
浄
瑠
璃
を
語
ら
な
い
田
舎
座
頭
な
ら

ば
､
仙
台
座
頭
で
な
-
て
も
構
わ
な
い
だ
ろ
う
か
ら
､
松
助
が
舞
台
上
で

歌
う
越
後
節
の
名
称
に
因
む
越
後
座
頭
の
設
定
に
し
た
の
は
､
十
分
考
え

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

亀
屋
東
西
氏
は
､
r蜘
妹
細
枠
弦
｣
の
作
者
金
井
三
笑
が
南
北
の
師
匠
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
､
r蜘
妹
綿
棒
弦
l
と

r韓
噺
｣
の
間
に
狂
言
作
者
を

介
し
た
関
連
を
推
測
さ
れ
て
い
る
｡
初
代
尾
上
松
助
も

｢蜘
昧
練
梓
弦
｣

が
上
演
さ
れ
た
明
和
二
年

二

七
六
五
)
十

一
月
に
は
'
市
村
座
で
九
代

目
羽
左
衛
門
と
同
座
し
て
い
る
か
ら
､
む
ろ
ん
仙
台
座
頭
の
所
作
を
見
て

い
た
だ
ろ
う
｡
だ
が
､
そ
れ
だ
け
で
は

r韓
噺
J
の
天
竺
徳
兵
衛
が
な
ぜ

座
頭
に
化
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
の
説
明
と
し
て
は
不
十
分
と
思
わ
れ

る
.
そ
こ
で
､
r韓
噺
j
以
前
の
天
竺
徳
兵
衛
物
の
狂
言
の
中
で
､
武
士
の

屋
敷
に
出
向
い
て
珍
し
い
歌
を
歌
う
､
も
し
-
は
座
頭
と
な
っ
て
御
前
へ

あ
が
る
､
と
い
っ
た
演
出
が
行
な
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
必

要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た
､
木
琴
を
打
ち
な
が
ら
地
方
の
歌
を
歌
う

演
出
を
可
能
に
し
た
松
助
の
芸
風
も
､
あ
わ
せ
て
老
え
ね
ば
な
ら
な
い
｡

三

天
竺
徳
兵
衛
物
の
先
行
作
品
に
見
ら
れ
る
異
国
(異
細
)
の
歌

r韓
噺
j
以
前
の
天
竺
徳
兵
衛
物
の
狂
言
の
中
に
､
徳
兵
衛
が
珍
し
い

歌
を
歌
っ
て
聞
か
せ
る
趣
向
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
見
て
み
る
こ
と
に
す

る
｡

｢天
竺
徳
兵
衛
｣
の
役
名
が
資
料
的
に
確
認
で
き
る
早
い
時
期
の
も
の

で
は
､
元
文
二
年

二

七
三
七
)
十

一
月
市
村
座
顔
見
世

蓑

か･つ

の
鎌
倉
長
九
郎

(実
悪
)､
寛
保
二
年

二
七
四
二
)
二
月
河
原
崎
座

r紅

はくやわらぎ
そが

白

和

曽

我

｣

の
市
川
勘
十
郎

(敵
役
)､
宝
暦
五
年

(
一
七
五
五
)
正
月
中

村
座
r
新

艇

鋸

削

野

の
笠
屋
又
九
郎

(敵
役
)
が
天
竺
徳
兵
衛
を
演
じ

て
い
る
が
､
い
ず
れ
も
軽
い
役
で
あ
り
､
評
判
記
等
の
記
事
か
ら
徳
兵
衛

が
歌
を
歌
っ
た
事
実
は
確
認
で
き
な
い
｡

宝
暦
七
年

二

七
五
七
)
正
月
大
坂
大
松
西
助
座

(大
西
芝
居
)
で
初

演
さ
れ
た

rk
<Sul巌
鄭
縦
覧

影

¶

(以
下

r開
音
往
来
｣
と
略
称
)

は
､
初
代
並
木
正
三
の
作
で
､
初
め
て
天
竺
徳
兵
衛
を
主
役
に
設
定
し
て

措
い
た
も
の
で
､
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
国
崩
し
の
大
悪
党
と
い
う
､
そ
の

後
の
天
竺
徳
兵
衛
像
を
決
定
し
た
画
期
的
な
作
品
で
あ
る
｡
初
演
台
帳
が

残
さ
れ
て
い
る
の
で
､
詳
細
な
内
容
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
｡

初
代
中
山
新
九
郎
扮
す
る
天
竺
徳
兵
衛
が
､
天
竺
へ
吹
き
流
さ
れ
た
経

緯
お
よ
び
天
竺
の
あ
-
さ
ま
を
認
め
た
口
書
を
､
場
所
こ
そ
武
家
屋
敷
で

は
な
-
揚
屋
で
あ
る
が
､
将
軍
東
山
義
輝
､
三
好
長
慶
､
細
川
勝
元
ら
の
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居
並
ぶ
前
へ
持
参
す
る
と
､
長
慶
の
家
来
た
ち
が
そ
れ
を
読
み
上
げ
る
｡

そ
の
口
書
に
､
天
竺
の
色
町
に
つ
い
て
触
れ
る
部
分
が
あ
り
､
天
竺
で
歌

わ
れ
て
い
る
と
い
う
は
や
り
歌
の
文
句
が
紹
介
さ
れ
る
｡
当
該
部
分
を
引

用
す
る
と
､

和
田
之
助

あ
の
方
も
色
町
は
華
麗
に
て
ム
候

ぽ
ん
ほ
う
ぎ
ゃ
と

申
曲
輪
へ
参
り

こ
ん
た
ん
で
の
ゑ
ち
や
へ
と

揚
屋
女
郎

は

や
り
う
た

禿

お
び
た
ゞ
敷

皆
-

琵
琶
を
持
っ
て

流

行

歌

を
歌

ひ
申
候

そ
の
文
句
に
日

義
輝

こ
り
ゃ
聞
事
じ
ゃ
わ
い
や
い

和
田
之
助

こ
ん
ち
ょ
ろ
れ
い
い
ち
よ
わ
-
に
ぢ
よ
ち
よ
ち
り
ち
よ

か
ち
や
み
よ
ば
ち
や
有
は
む
ち
よ
め
の
こ
わ
ち
う
さ
ん
ち
や

む
雨
け
ち
ょ
ん
び
さ
ち
ゃ
ち
よ
け
ば
か
り
き
ち
ょ
ん
じ
つ
さ

ん
ち
ゃ
ん
せ
う
っ
ち
ゃ
か
ま
へ
り
ま
し
よ
と
け
つ
ん
-

と

け
く

つ
ん

こ
な
緑
が
日
本
に
も
あ
ろ
か

と
歌
ひ
申
候

義
輝

ハ
テ

難
し
い
歌
じ
ゃ
な
ア

と
な
っ
て
い
る
｡

こ
ん
ち
ょ
ろ
云
々
の
歌
詞
に
ど
ん
な
意
味
を
込
め
た
つ
も
-
な
の
か
は

不
明
で
あ
る
が
､
最
後
を

｢こ
な
縁
が
日
本
に
も
あ
ろ
か
｣
で
締
め
-
-

っ
て
お
り
､
こ
れ
が
色
町
で
の
流
行
歌
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
､

こ
と
さ
ら
に
異
国
の
言
葉
め
か
し
て
聞
か
せ
な
が
ら
､
お
そ
ら
-
恋
の
歌

を
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
｡
｢韓
噺
｣
の
徳
都
が
歌
う

趨
後
節
も
､
恋
の
歌
で
あ
る
｡
中
山
新
九
郎
の
天
竺
徳
兵
衛
は
座
頭
に
化

け
る
わ
け
で
は
な
-
､
し
か
も
舞
台
で
実
際
に
歌
を
歌
う
の
は
天
竺
徳
兵

衛
で
も
座
頭
で
も
な
い
第
三
者
で
あ
る
た
め
t
r開
音
往
来
J
か
.it
r韓
噺
L

を
直
接
的
に
結
び
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
､
物
堅
い
侍
た
ち
の
前
で

異
国
の
和
ら
か
な
色
恋
の
歌
を
披
露
す
る
趣
向
が
､
す
で
に

r開
音
往
来
L

に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
事
実
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
う
｡

r開
音
往
来
L
の
影
響
下
に
作
ら
れ
､
r韓
噺
L
が
登
場
人
物
名
お
よ
び

ス
ト
ー
リ
ー
設
定
な
ど
を
直
接
的
に
依
拠
し
た
作
品
が
宝
暦
十
三
年

二

七
六
三
)
四
月
初
演
の
人
形
浄
瑠
璃

完

邸
姦

j

9〉で
あ
る
｡
こ

の
中
で
は
天
竺
の
流
行
歌
は
歌
わ
れ
る
こ
と
が
な
-
､
座
頭
も
出
て
い
な

い
｡
し
た
が
っ
て
､
｢韓
噺
L
の
木
琴
を
打
つ
座
頭
の
趣
向
は
､
南
北
の
創

案
に
よ
る
歌
舞
伎
な
ら
で
は
の
趣
向
と
考
え
て
い
い
よ
う
で
あ
る
｡

明
和
五
年

二

七
六
八
)
八
月
中
村
座
上
演
の
r
茄

顧

ぶ

毅

郎

郷

聯

かぢ梶
j
(以
下

r古
郷
取
梶
J
と
略
称
)
は
､
台
帳
が
伝
わ
ら
ず
'
諸
年
表
類

に
も
評
判
記
に
も
内
容
に
関
す
る
記
述
が
な
い
た
め
､
従
来
そ
の
内
容
は

全
-
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
｡
古
井
戸
氏
は
､
｢宝
暦
七
年
に
大
坂
で
初
演

さ
れ
た
､
並
木
正
三
の

r天
竺
徳
兵
衛
開
音
往
来
｣
の
脚
色
に
､
三
勝
半

七
の
世
話
狂
言
を
増
補
し
た
も
の
｣
と
さ
れ
た
｡
r開
音
往
来
J
と

r古
郷

へ_0
)

取
梶
｣
の
登
場
人
物
名
を
照
合
し
て
み
る

と､
そ
の
推
測
は
お
そ
ら
く
妥

当
で
あ
ろ
う
と
確
認
で
き
る
｡
そ
れ
で
は
､
こ
の
両
者
の
間
に
違
い
を
も

た
ら
す
肝
心
の

｢脚
色
｣
は
､
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡

幸
い
に

r古
郷
取
梶
し
の
中
で
使
わ
れ
た
長
唄
の
詞
章
が
伝
わ
っ
て
い

る
の
で
,
検
討
を
加
え
て
み
た
い
｡
顧

祁

聯

難

獣

rお
と
ぎ
も
み
ぢ
早 はや

艶

即

撃

ん
｣
の
三
曲
が
そ
れ
で
.e離
.

r渡
初
鶴
丹
前
J
は
､
r古
郷
取
梶
]
第

一
番
目
に
使
わ
れ
た
長
唄
で
､

秋
し
の

(四
代
目
岩
井
半
四
郎
)､
あ
げ
は
ひ
め

(吉
沢
山
人
)､
奴
可
内

(松
本
大
七
)t
は
-
ま
の
介

(二
代
目
市
川
八
百
蔵
)
が
登
場
す
る
｡
r開

音
往
来
J
で
は
'
揚
葉
姫
と
播
磨
之
助
は
恋
仲
で
あ
り
､
将
軍
殺
し
と
不

義
の
科
で
と
も
に
屋
敷
を
追
放
さ
れ
､
身
の
潔
白
を
証
明
す
る
た
め
に
難
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難
辛
苦
す
る
｡
r古
郷
取
梶
J
に
お
け
る
二
人
の
役
割
も
､
ほ
ほ
そ
れ
を
踏

襲
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
､
秋
し
の
と
可
内
の
役
名
は

r開
音
往
来
)

に
は
見
え
な
い
た
め
､
そ
れ
ぞ
れ
主
人
を
守
護
す
る
忠
実
な
家
来
と
し
て
､

r古
郷
取
梶
｣
の
際
に
造
形
さ
れ
た
人
物
で
あ
ろ
う
｡

r畳
ざ
ん
｣
は
､
｢古
郷
取
梶
｣
第
二
番
目
に
使
わ
れ
た
長
唄
で
､
正
本

の
表
紙
に
は
､
文
を
書
-
か
さ
や
三
勝

(二
代
目
瀬
川
菊
之
丞
)
の
姿
が

措
か
れ
て
い
る
｡
か
さ
や
三
勝
は

r開
音
往
来
｣
に
は
登
場
せ
ず
､
明
ら

か
に

r古
郷
取
梶
｣
で
新
し
-
付
け
加
え
た
ス
ト
ー
リ
ー
の
人
物
で
あ
る
｡

rお
と
ぎ
も
み
ぢ
早
物
証
巴

も
､
r古
郷
取
梶
]
第
二
番
目
に
使
用
さ
れ

た
長
唄
で
あ
る
が
､
ま
さ
に
こ
の
長
唄
が
､
r韓
噺
J
の
木
琴
を
打
つ
座
頭

の
趣
向
に
､
多
大
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
証
し
ょ
う

と
思
う
｡
r韓
噺
j
以
前
の
天
$
11徳
兵
衛
物
の
狂
言
の
中
に
､
座
頭
徳
都
の

役
名
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

rお
と
ぎ
も
み
ぢ
早
物
語
J
に
登
場
す
る
の
は
'
ざ
と
う
徳
い
ち

(四

代
目
市
川
団
十
郎
)､
へ
ん
た
-
小
左
衛
門

(市
川
久
蔵
)､
ち
ろ
-
勘
右

衛
門

(宮
崎
八
蔵
)
の
三
人
と
､
本
文
中
に

｢高
麗
蔵
｣
｢三
治
｣
と
指
定

さ
れ
た
部
分
が
あ
る
こ
と
か
ら
､
細
川
勝
元

(初
代
市
川
高
麗
蔵
)､
よ
し

丸
君

(市
川
三
治
)
も
か
ら
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
詞
章
の
内
容
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
｡

座
頭
徳
都
は
､
へ
ん
た
り
小
左
衛
門
と
ち
ろ
り
勘
右
衛
門
に
促
さ

れ
て
､
｢我
は
い
な
か
の
う
か
れ
ざ
と
う
で
ご
ざ
る
｡
今
度
此
度
四
国

西
国
洛
中
洛
ぐ
わ
い
官
金
集
に
ま
わ
る
〈

う
ゝ
う
ゝ
ざ
っ
と
の
ほ

う
｣
と
言
い
な
が
ら
御
前
へ
あ
が
る
｡
徳
都
は
ま
ず

｢天
地
の
間
に

し
ら
ぬ
字
は
ご
ざ
ら
ぬ
｣
と
言
い
､
漢
字
の
知
っ
た
か
ぶ
り
を
す
る
｡

小
左
衛
門
が
､
｢技
も
物
知
-
だ
は
へ
｣
と
お
だ
て
て
浄
瑠
璃
を
聞
き

た
い
と
い
い
'
細
川
勝
元
も
奥
州
の
浄
瑠
璃
を
開
き
た
い
と
所
望
す

ママ

る
｡
求
め
に
応
じ
､
｢去
程
に
嚢
に
又
上
る
り
は
せ
ん
と
い
ふ
色
め
い

マ

マ

た
る
め
ね
い
有
り
｡
お
ん
ぞ
う
し
牛
若
殿
に
-
び
つ
た
け
か
つ
ほ
れ

て
｣
と
語
り
は
じ
め
る
が
､
す
ぐ
に
浄
瑠
璃
は
の
け
て
和
ら
か
な
楓

江
の
な
げ
ぶ
L
に
な
る
｡
そ
し
て
両
国
の
涼
み
の
屋
形
船
の
真
ん
中

で
歌
舞
伎
役
者
の
声
色
を
つ
か
う
さ
ま
を
見
せ
､
｢白
い
物
は
｣
｢赤

い
物
は
｣
と
い
う

｢物
は
尽
-
し
｣
の
言
葉
遊
び
を
し
､
め
で
た
い

め
で
た
い
と
祝
っ
て
､
我
が
住
む
里
へ
帰
ろ
う
､
と
帰
っ
て
ゆ
く
｡

座
頭
徳
都
は
､
題
名
の
と
お
り

｢伽
｣
を
す
る
た
め
に
御
前
に
参
上
し
､

さ
ま
ざ
ま
な
芸
を
見
せ
て
な
ぐ
き
み
と
し
た
｡
天
竺
徳
兵
衛
も
､
御
前
に

あ
が
っ
て
天
竺
の
あ
ら
ま
し
を
物
語
り
､
人
び
と
を
興
が
ら
せ
る
役
割
を

担
っ
て
い
た
｡
天
竺
徳
兵
衛
が
異
国
を
感
じ
さ
せ
る
怪
し
い
人
物
で
あ
る

の
と
同
じ
よ
う
に
､
座
頭
も
都
を
遠
-
離
れ
た
異
郷
か
ら
や
っ
て
来
る
､

素
性
の
知
れ
な
い
人
物
で
あ
り
､
両
者
は
､
｢異
｣
な
る
も
の
を
肉
体
に
内

包
す
る
と
い
う
共
通
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
｡
そ
の
両
者
が
ひ
と
つ

の
芝
居
の
中
で
課
せ
ら
れ
た
役
割
は
､
同
じ
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
｡

rお
と
ぎ
も
み
ぢ
早
物
語
J
が

r古
郷
取
梶
j
全
体
の
筋
と
ど
の
よ
う
に
関

係
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
､
い
ま
ひ
と
つ
不
明
で
あ
り
､
座
頭
徳
都
が

実
は
天
竺
徳
兵
衛
の
仮
の
姿
だ
と
断
言
す
る
決
め
手
は
な
い
が
､
徳
兵
衛

と
徳
都
と
い
う
名
前
の
類
似
か
ら
推
し
て
も
､
二
人
が
同
1
の
人
物
で
あ

る
可
能
性
は
皆
無
と
は
い
え
な
い
｡
r蜘
味
綿
棒
弦
｣
に
代
表
さ
れ
る
仙
台

座
頭
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
､
ど
こ
か
得
体
の
知
れ
な
い
怪
し
さ
を
持

つ
座
頭
が
､
御
前
に
あ
が
っ
て
芸
を
披
露
す
る
｡
｢古
郷
取
梶
｣
は
､
そ
の

面
白
さ
を
天
竺
徳
兵
衛
の
得
体
の
知
れ
な
さ
と
重
ね
合
わ
せ
て
､
採
用
し

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
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安
永
四
年

二

七
七
五
)
四
月
森
田
座
で
上
演
さ
れ
た

｢天
竺
徳
兵
衛

古
郷
取
梶
l
は
､
四
代
目
団
十
郎
の
子
供
で
､
明
和
五
年
の
時
に
三
代
目

松
本
幸
四
郎
を
名
乗
っ
て

｢よ
い
ね
の
仁
助
｣
の
役
を
勤
め
て
い
た
五
代

目
市
川
団
十
郎
が
､
父
の
役
で
あ
っ
た
天
竺
徳
兵
衛
を
明
和
五
年
の
と
お

り
に
勤
め
た
ら
し
い
が
'
こ
の
時
の
台
帳
は
現
存
し
な
い
た
め
､
詳
し
い

内
容
を
知
り
得
な
い
｡

天
明
七
年

(
三

八
七
)
九
月
桐
座
r
茄

献

血

縦

断

郵

脚

鵬

L

は
,

五
代
目
団
十
郎
に
よ
る
二
度
目
の
天
竺
徳
兵
衛
で
､
r古
郷
取
梶
J
の
三
溝

で
あ
る
｡
こ
の
時
の
役
割
番
付
に
は
､
郡
司
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
､

｢座
頭
升
都

市
川
団
十
郎
｣
の
役
人
替
名
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
升
都
の
役

名
は
､
お
そ
ら
-
団
十
郎
の
俳
名
の
三
升
か
ら
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
こ

の
狂
言
も
詳
し
い
梗
概
を
知
る
方
法
を
欠
-
た
め
､
推
測
の
域
を
出
な
い

の
で
あ
る
が
､
升
都
と

rお
と
ぎ
も
み
ぢ
早
物
語
｣
の
徳
都
と
は
､
同
じ

よ
う
な
役
割
を
担
う
役
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
｡

rお
と
ぎ
も
み
ぢ
早
物
誌
巴

の
詞
章
を
見
る
こ
と
に
よ
り
､
r韓
噺
J
の

木
琴
を
打
つ
座
頭
の
趣
向
が
､
江
戸
上
演
の
天
竺
徳
兵
衛
物
の
先
行
狂
言

で
あ
る

｢古
郷
取
梶
｣
の
仙
台
座
頭
の
舞
踊
を
下
敷
に
､
座
頭
の
三
味
線

の
代
わ
り
に
木
琴
と
い
う
新
し
い
楽
器
を
採
用
し
て
作
ら
れ
た
趣
向
で
あ

る
こ
と
が
確
認
で
き
た
｡
rお
と
ぎ
も
み
ぢ
早
物
語
｣
の
座
頭
は
､
変
化
舞

踊
の
中
で
よ
-
行
わ
れ
､
ま
た
九
代
目
市
村
羽
左
衛
門
が

r蜘
味
練
梓
弦
j

で
演
じ
て
好
評
だ
っ
た
仙
台
座
頭
の
趣
向
を
､
天
竺
徳
兵
衛
物
の
狂
言
に

取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
り
､
rお
と
ぎ
も
み
ぢ
早
物
語
l
を
媒
介
と
し
て
､

r蜘
昧
練
梓
弦
｣
と

r韓
噺
｣
は
座
頭
の
系
譜
の
流
れ
の
上
に
つ
な
が
る
｡

た
だ
し
､
こ
こ
で
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
､
r蜘
妹
練
梓
弦
｣

と

rお
と
ぎ
も
み
ぢ
早
物
語
｣
と
は
と
も
に
所
作
事
で
あ
り
､
三
味
線
を

弾
-
の
も
歌
を
歌
う
の
も
座
頭
自
身
で
は
な
い
の
に
対
し
て
､
r韓
噺
J
で

は
座
頭
徳
都
に
扮
し
た
尾
上
松
助
自
身
が
木
琴
を
演
奏
し
､
歌
を
歌
っ
た

点
で
あ
る
｡
木
琴
を
打
つ
座
頭
の
趣
向
を
可
能
に
し
た
要
因
と
し
て
､
音

曲
の
演
奏
を
得
意
と
す
る
松
助
の
芸
風
お
よ
び
舞
台
上
で
役
者
が
実
際
に

楽
器
を
演
奏
す
る
趣
向
に
関
し
て
､
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡

四

音
曲
に
秀
で
た
松
助
の
芸
風

初
代
尾
上
松
助
は
'
舞
台
で
よ
-
楽
器
を
演
奏
す
る
役
者
で
あ
っ
た
｡

文
化
元
年
の

r韓
噺
J
に
先
立
つ
十
年
ほ
ど
の
彼
の
経
歴
を
見
て
も
､
寛

政
九
年

(
l
七
九
七
)
十

1
月
中
村
座
r

v鋸
都

棚

卸

封

の
座
頭
松
都

･

松
嶋
検
校
実
は
安
倍
の
貞
任
､
享
和
元
年

二

八
〇
一
)
五
月
河
原
崎
座

覇

罰
剛
獣

の
玉
川
検
校
実
は
沢
田
左
近
兵
衛
紫
義
､
享
和
二
年

(
l

八
〇
二
)
正
月
中
村
座

熟

獣
郡
朋
離
rj
の
大
和
町
三
味
線
稽
古
場
ぬ
れ

髪
の
お
せ
き
な
ど
で
得
意
の
芸
を
見
せ
て
い
る
｡

松
助
の
音
楽
的
才
能
は
若
い
こ
ろ
か
ら
､
た
と
え
ば
三
十

一
歳
の
時
､

安
永
五
年

二

七
七
六
)
三
月
刊
の
評
判
記
r
街

敏

郎

郡

部

(京
之
巻
)

に
､
｢阿
古
屋
の
琴
責
め
の
段
｣
の
演
技
を
評
し
て

｢琴
な
ら
胡
弓
な
ら
三

味
線
な
ら
う
ま
い
事
-

｣
｢苛
を
う
た
ふ
て
じ
ゃ
声
も
う
つ
く
し
い
わ
い

な
｣
と
褒
め
ら
れ
て
き
た
過
去
が
あ
る
｡
r韓
噺
｣
の
座
頭
と
の
類
似
性
が

高
い
と
思
わ
れ
る

｢会
稽
櫓
錦
木
｣
の
座
頭
松
都

･
松
嶋
検
校
実
は
安
倍

やくしや

の
貞
任
役
に
対
す
る
寛
政
十
年

(
一
七
九
八
)
正
月
刊
の
評
判
記

r役
者

はね
つるべ

桔

棒

｣

(江
戸
之
巻
)
の
評
文
を
見
る
と
､
｢安
倍
貞
任
の
お
役
に
て
､
松

市
の
仙
台
座
頭
に
て
三
味
せ
ん
を
引
'
松
嶋
検
校
と
成
､
琴
を
し
ら
べ
ら

る
､
迄
よ
し
-

｡
此
琴
苛
は
､
村
岡
の
作
で
三
朝
丈
ふ
し
附
の
よ
し
｡
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お
も
し
ろ
い
草
-

｣
と
あ
る
｡
村
岡
は
こ
の
狂
言
の
立
作
者
の
村
岡
幸

治
を
指
し
'
三
朝
は
松
助
の
俳
名
で
あ
る
｡
松
助
が
､
狂
言
中
で
自
分
が

歌
う
琴
歌
の
作
曲
を
手
掛
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
ま
た
同
じ
寛
政
十

辛

(
三

九
八
)
正
月
刊
の
別
の
評
判
記
郭

郡

新

郎

獣

で
は
､
｢二
役

あ
べ
の
貞
任
に
て
､
松
し
ま
け
ん
ぎ
ゃ
う
と
成
入
込
､
琴
を
の
ぞ
ま
れ

一

曲
を
だ
ん
ぜ
ら
る
ゝ
間
､
さ
り
と
は
き
つ
い
も
の
く

｡
(中
略
)
三
役
座

頭
松
都
に
て
､
の
し
は
丈
の
相
手
に
三
味
せ
ん
を
引
る
､
は
さ
り
と
は
御

-
ろ
う
-

｣
と
い
う
は
め
言
葉
の
あ
と
に
､
悪
口
が

｢な
ん
ぞ
と
い
ふ

と
音
曲
も
の
を
出
し
た
も
の
だ
｡
狂
言
に
そ
れ
程
手
が
廻
っ
た
ら
言
分
は

あ
る
め
い
｣
と
辛
口
の
評
を
つ
け
て
い
る
｡
松
助
が
音
曲
物
に
自
分
の
芸

の
特
徴
を
見
出
し
､
そ
れ
を
売
り
物
に
し
て
い
る
姿
は
､
あ
る
人
に
と
っ

て
は
う
ん
ざ
り
す
る
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

だんのうら

役
者
が
舞
台
上
で
楽
器
を
演
奏
す
る
こ
と
は
､
松
助
以
前
に
も

｢壇
浦

触
新
野

の
第
二
二
阿
古
屋
の
琴
責
め
の
乳

は〉
や
､
二
代
目
大
谷
広
治
の

大
森
彦
七

(赤
面
の
琴
『

､
四
代
目
松
本
幸
四
郎
の
鬼
王
新
左
衛
門
の
三

味
線
(
藍

和

郎
酌
獣

第
二
番
戦

〉な
ど
､
役
者
の
腕
前
を
見
せ
る
芸
と

し
て
､
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
て
観
客
に
喜
ば
れ
る
趣
向
で
あ
っ
た
｡
松
助

の
場
合
は
､
演
奏
の
腕
も
上
手
で
あ
っ
た
が
､
そ
れ
に
合
わ
せ
て
歌
う
歌

が
ま
た
見
事
な
も
の
で
あ
っ
た
｡
観
客
の
中
に
は
､
松
助
の
歌
を
楽
し
み

に
劇
場
に
来
た
人
も
多
か
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡
い
か
な
る
批
評
が
な

さ
れ
よ
う
と
､
松
助
が
舞
台
に
上
が
る
か
ら
に
は
､
音
曲
の
場
面
は
当
然

予
想
さ
れ
期
待
さ
れ
る
見
せ
場
の
ひ
と
つ
で
さ
え
あ
っ
た
ろ
う
｡

先
に
列
挙
し
た
三
狂
言
の
狂
言
作
者
連
名
に
は
､
そ
の
す
べ
て
に

r韓

噺
J
の
作
者
で
あ
る
勝
俵
蔵

(後
の
四
代
目
鶴
屋
南
北
)
が
加
わ
っ
て
い

る
｡
南
北
は
､
松
助
が
琴
や
三
味
線
を
演
奏
し
な
が
ら
歌
を
歌
う
場
面
が

観
客
に
非
常
に
評
判
が
よ
い
こ
と
を
よ
-
知
っ
て
い
た
｡
南
北
が
立
作
者

と
し
て
自
由
に
筆
を
ふ
る
う
こ
と
を
許
さ
れ
た
文
化
元
年

(
一
八
〇
四
)

夏
､
河
原
崎
座
の
中
心
役
者
は
松
助
で
あ
っ
た
.
r韓
噺
j
の
よ
う
に
松
助

一
人
を
活
躍
さ
せ
る
芝
居
で
は
､
何
ら
か
の
か
た
ち
で
彼
の
得
意
芸
を
十

分
に
披
露
す
る
場
面
を
作
る
必
要
が
あ
っ
た
｡
桧
助
の
音
曲
の
腕
が
十
分

に
発
揮
で
き
る
役
と
い
え
ば
､
し
ば
し
ば
演
じ
て
好
評
を
博
し
て
い
る
座

頭
や
検
校
の
類
と
な
る
｡
天
明
七
年

二

七
八
七
)
以
来
江
戸
で
演
じ
ら

れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
天
竺
徳
兵
衛
の
狂
言
に
新
し
-
趣
向
を
案
ず
る
に

あ
た
っ
て
､
南
北
は
所
作
事
だ
っ
た
仙
台
座
頭
を
､
松
助
の
た
め
に
､
舞

踊
劇
で
は
な
-
座
頭
が
実
際
に
歌
っ
て
演
奏
す
る
趣
向
に
仕
立
て
た
｡
し

か
し
､
三
味
線
を
抱
え
て
仙
台
浄
瑠
璃
を
語
る
普
通
の
仙
台
座
頭
で
は
､

天
竺
徳
兵
衛
の

｢天
竺
｣
の
意
味
が
弱
い
｡
そ
こ
で
､
異
国
情
緒
を
詰
め

込
ん
だ
舶
来
の
楽
器
木
琴
を
打
ち
な
が
ら
越
後
節
を
歌
う
と
い
う
､
今
ま

で
に
な
い
奇
怪
な
座
頭
が
創
造
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡

五

木
琴
の
伝
来

座
頭
の
趣
向
が
松
助
の
技
芸
に
ふ
さ
わ
し
い
趣
向
と
し
て
用
意
さ
れ
た

と
す
る
と
､
残
さ
れ
た
開
港
は
木
琴
で
あ
る
｡

江
戸
時
代
の
木
琴
に
関
す
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が

現
状
で
､
ま
と
ま
っ
た
研
究
と
し
て
は
､
管
見
に
入
る
か
ぎ
り
で
佃
前
記

の
肥
田
氏
の
論
文
が
唯

一
の
も
の
で
あ
る
｡
肥
田
氏
は
､
r長
崎
歳
時
記
し
､

｢退
閑
雑
記
｣､
r木
琴
就
J
の
記
事
を
あ
げ
て
'
木
琴
が
お
そ
ら
-
黒
人
の

手
に
よ
っ
て
長
崎
へ
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
､
わ
が
国
に
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
寛
政
時
代
ご
ろ
の
こ
と
で
は
な
い
か
t
と
想
定
さ
れ
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て
い
る
｡
r長
崎
歳
時
記
｣
､
r退
閑
雑
記
｣
に
､
木
琴
は
オ
ラ
ン
ダ
人
の
連

れ
て
き
た
黒
人
た
ち
が
作
っ
て
鳴
ら
す
楽
器
と
記
さ
れ
て
い
る
が
､
喜
多

村
信
節
の

r嬉
遊
笑
覧
】
は
､
出
所
不
明
の
楽
器
と
し
て
木
琴
を
あ
げ
､

中
国
の
古
代
楽
器
で
あ
る
撃
甑
が
変
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
､
と
考
察
し

･〓､

て
い
る
｡
r韓
噺
j
初
演
の
文
化
元
年
か
ら

r嬉
遊
笑
覧
｣
の
書
か
れ
た
文

政
末
年
ま
で
わ
ず
か
二
十
数
年
で
あ
る
が
､
そ
の
頃
に
は
す
で
に
木
琴
が

何
処
か
ら
来
た
楽
器
で
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
-
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡

い
ず
れ
に
し
て
も
､
木
琴
が
オ
ラ
ン
ダ
の
黒
人
経
由
も
し
-
は
中
国
経
由

で
外
国
と
の
交
流
口
で
あ
る
長
崎
に
も
た
ら
さ
れ
､
長
崎
か
ら
江
戸
の
町

へ
運
ん
で
来
ら
れ
た
舶
来
の
楽
器
で
あ
り
､
｢韓
噺
｣
の
舞
台
上
で
演
奏
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
広
-
江
戸
の
大
衆
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
楽
器

で
あ
る
の
は
確
実
で
あ
る
｡

木
琴
は
､
ど
の
よ
う
に
し
て
松
助
ま
た
は
南
北
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ

た
の
だ
ろ
う
か
｡
実
在
の
座
頭
が
木
琴
を
打
っ
た
と
い
う
記
事
は
､
随

筆

･
記
録
類
に
書
き
留
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
-
､
実
在
の
モ
デ
ル
は
な
い

と
思
わ
れ
る
｡
木
琴
を
打
つ
座
頭
と
い
う
の
は
､
い
か
に
も
虚
構
ら
し
い

座
頭
だ
っ
た
の
だ
が
､
お
定
ま
り
の
楽
器
で
あ
る
三
味
線
の
代
わ
り
に
異

国
渡
来
の
新
楽
器
で
あ
る
木
琴
を
背
負
わ
せ
､
耳
慣
れ
な
い
木
琴
の
音
色

を
聴
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
徳
都
の
胡
散
臭
さ
が

1
層
強
ま
り
'
徳
都

実
は
天
竺
徳
兵
衛
の
異
国
趣
味
的
な
性
格
を
ま
す
ま
す
強
調
す
る
効
果
が

あ
っ
た
｡

江
戸
人
に
は
､
新
奇
な
も
の
､
珍
し
い
も
の
を
よ
-
好
み
､
積
極
的
に

生
活
文
化
の
中
に
取
り
入
れ
て
流
行
を
作
っ
て
い
こ
う
と
す
る
性
質
が
あ

る
｡
例
え
ば
､
は
や
り
す
た
り
の
激
し
い
も
の
に
､
町
を
流
し
て
歩
-
秦

売
り
た
ち
が
い
る
｡
彼
ら
は
衆
目
を
集
め
る
た
め
'
服
装
や
売
り
声
な
ど

に
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
凝
ら
す
｡
そ
し
て
そ
の
姿
は
､
物
見
高
い
江
戸
の

人
び
と
に
よ
っ
て
観
察
さ
れ
､
し
ば
し
ば
紙
上
や
舞
台
上
に
再
現
さ
れ
た
｡

外
郎
売
は
そ
の
典
型
的
な

一
例
で
あ
る
｡
安
永
九
年

二

七
八
〇
)
刊
の

黄
表
紙

蚕

に
･
主
人
の
苦
難
を
救
う
金
の
才
覚
の
た
め
､

忠
義
な
兄
弟
が
そ
の
こ
ろ
江
戸
の
町
で
流
行
し
て
い
た

｢与
勘
平
｣
の
膏

El旧E:

薬
売
り
に
な
っ
て
町
を
売
-
歩
-
姿
が
措
か
れ
た
こ
と
も
あ
る
｡
時
の
流

行
を
直
ち
に
作
中
に
採
り
入
れ
る
の
は
､
黄
表
紙
の
特
色
の
1
つ
で
あ
っ

た
｡
南
北
が
､
文
政
八
年

二

八
二
五
)
の
夏
に
江
戸
の
町
に
現
れ
て
人

び
と
の
口
の
端
に
掛
か
っ
て
い
た
藤
八
五
文
薬
売
り
の
風
俗
を
､
七
月
か

ら
中
村
座
で
上
演
さ
れ
た

｢東
海
道
四
谷
怪
談
｣
の
直
助
の
商
売
に
す
ぐ

さ
ま
取
り
入
れ
た
こ
と
や
､
文
政
三
年

二

八
二
〇
)
十
月
か
ら
翌
年
六

月
ま
で
江
戸
で
興
行
し
大
流
行
し
た

｢か
ん
か
ん
の
う
｣
の
踊
り
を
､
文

政
四
年

二

八
三

)
七
月
河
原
崎
座
上
演
の

r梨
漸
献
銚
断
郊
野

第

(_7)

二
番
目
の
葬
礼
の
場
面
に
採
用
し
た
こ
と
な
ど
は
､
彼
の
流
行
に
村
す
る

機
敏
な
反
応
を
示
す

一
例
で
あ
る
｡

芝
居
の
舞
台
は
､
そ
の
よ
う
な
流
行
風
物
を
再
現
し
て
み
せ
る
場
所
で

あ
る
の
と
同
時
に
､
大
衆
の
好
み
を
先
取
り
し
て
敷
か
ず
の
流
行
を
生
み

出
す
場
所
で
も
あ
っ
た
｡
役
者
の
舞
台
衣
裳
は
'
魚
層
客
に
よ
っ
て
染
色

や
模
様
が
模
倣
さ
れ
､
服
飾
界
の
モ
ー
ド
を
左
右
す
る
大
き
な
情
報
発
信

源
と
な
っ
た
｡
役
者
の
日
常
の
服
装
や
小
道
具
の
類
も
同
様
で
あ
る
｡

木
琴
の
場
合
'
｢韓
噺
｣
以
前
に
巷
間
に
広
ま
っ
て
い
た
と
い
う
記
事
は

見
当
ら
ず
､
お
そ
ら
-
町
の
人
び
と
は
､
r韓
噺
｣
の
舞
台
で
紹
介
さ
れ
な

い
か
ぎ
り
､
実
物
を
目
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
ほ
ど
､

珍
し
い
楽
器
で
あ
っ
た
｡
舞
台
上
は
広
告
場
所
で
あ
る
｡
流
行
が
い
か
に

し
て
作
ら
れ
､
広
め
ら
れ
て
い
-
の
か
を
熟
知
し
て
い
た
南
北
と
松
助
は
､
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ま
だ
世
間
に
あ
ま
-
知
ら
れ
て
い
な
い
木
琴
が
必
ず
江
戸
人
の
興
味
を
引

-
も
の
で
あ
る
と
の
自
信
が
あ
-
'
そ
し
て
そ
れ
が
人
び
と
の
噂
に
上
り
､

ち
ょ
っ
と
し
た
ブ
ー
ム
を
も
惹
起
す
る
で
あ
ろ
う
と
の
計
算
の
上
で
､
問

題
の
木
琴
を
打
つ
座
頭
の
趣
向
を
創
作
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡

六
江
戸
時
代
の
木
琴
の
絵

こ
う
し
て
'
木
琴
を
打
つ
座
頭
の
趣
向
が
出
来
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い

て
考
察
し
て
き
た
｡
最
後
に
､
r韓
噺
｣
が
及
ぼ
し
た
影
響
の
一
端
と
し
て
､

木
琴
の
絵
の
紹
介
を
し
た
い
｡

現
存
す
る
江
戸
時
代
の
木
琴
の
実
物
は
､
天
理
図
書
館
に
伝
曲
亭
馬
琴

愛
用
の
木
琴
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る

(図
A
)0

描
か
れ
る
木
琴
は
､

1
､
木
琴
そ
の
も
の
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の

(図
B
C
D
E
)

二
､
r韓
噺
j
以
後
定
着
し
た
'
木
琴
を
打
つ
座
頭
の
姿
が
対
象
と
な

っ
て
い
る
も
の

(図
F
G
H
I
I
K
L
)

三
､
木
琴
を
打
つ
美
人

(素
顔
の
役
者
及
び
若
衆
を
含
む
)
が
対
象

と
な
っ
て
い
る
も
の

(図
M
N
O
P
Q
R
S
T
)

の
三
つ
に
分
類
で
き
る
｡

図
B
C
D
は
､
文
化
二
年

二

八
〇
五
)
に
鶴
屋
喜
右
衛
門
か
ら
出
板

さ
れ
た
黄
表
紙
の
題
碁
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
同

1
年
同

1
枚
元
の
黄
表
紙

題
第
は
作
者
に
関
係
な
-
す
べ
て
同

1
の
意
匠
で
作
ら
れ
る
と
い
う
当
時

の
出
版
界
の
慣
行
の
元
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
図
案
で
､
文
化
元
年
の

｢韓

噺
]
で
話
題
に
な
っ
た
木
琴
を
､
流
行
に
敏
感
な
出
版
界
が
い
ち
早
-
敬

-
入
れ
た
例
で
あ
る
｡

図
E
は
､
文
政
五
年

(
一
八
二
二
)
午
年
に
､
葛
飾
北
斎
が
不
染
居
為

1
の
名
で
制
作
し
た
馬
尽
し
の
摺
り
物

(二
十
八
図
揃
い
か
)
の
う
ち
の

一
つ
で
あ
る
｡

図
F
は
,
文
化
六
年

(
1
<
〇
九
二

ハ
月
森
田
座
初
演
両

断

靴

献

化

すがたみ

粧
鏡
J
で
､
初
代
尾
上
栄
三
郎

(後
の
三
代
目
尾
上
菊
五
郎
)
が
､
座
頭

音
の
い
ち

(辻
番
付
で
は
座
頭
徳
都
実
は
岩
倉
の
夜
叉
丸
)
に
扮
し
､
初

め
て
養
父
松
助
譲
り
の
木
琴
を
打
つ
座
頭
の
趣
向
を
演
じ
た
と
き
の
錦
絵

で
あ
る
｡
｢木
琴
唄
｣
と
し
て
､
｢か
ね
て
手
-
だ
と
わ
し
や
し
り
な
が

ら
/
く
ど
き
じ
や
う
ず
に
つ
い
ほ
れ
や
す
-
/
だ
ま
さ
れ
て
さ
-
む
ろ
の

む
め
｣
｢は
る
の
な
が
日
に
の
ぼ
り
つ
め
た
る
/
や
つ
こ
い
か
い
と
め
き
ら

れ
て
/
今
の
-
や
し
さ
｣
｢わ
し
は
あ
ほ
む
め
ゆ
り
お
と
/
さ
れ
て
L
も
と

な
れ
よ
ふ
て
い
ろ
/
ず
い
た
｣
と
歌
詞
が
記
さ
れ
て
い
る
｡

図
G
H
も
､
三
代
目
菊
五
郎
の
座
頭
を
措
い
た
も
の
で
あ
る
が
､
成
立

･つた

て

年
代
は
未
詳
｡
と
も
に

｢も
つ
き
ん
の
歌

｣

と
し
て

｢か
ね
て
手

-
だ
と

し
やうづ

わ
し
や
/
し
り
な
が
ら
-
ど
き
上

手

に
/
つ
い
ほ
れ
や
す
-
/
だ
ま
さ
れ

うめ

たち

て
さ
-
/
む
ろ
の
梅

｣

｢き
れ
て
み
れ
ん
で
/
ま
た
立

か

へ
り
/
こ
ん
ど
あ

ふ
の
が
/
こ
ち
や
/
い
の
ち
が
け
/
こ
ん
ど
あ
ふ
の
が
工
釦
が
け
｣
の
文

句
が
書
か
れ
て
い
る
｡

て
ん
ぢ
く
と
く
べ
ゑ
ゐ
こ
く
ば
な
し

図
-
は
､
天
保
四
年

(
一
八
三
三
)
刊
の
合
巻
r
天

竺

徳

兵

衛

韓

噺

]

(夷
福
lnア
王
人
綴

二

勇
斎
国
芳
画
)
九
丁
裏

･
十
丁
表
の
絵
で
あ
る
.
こ

れ
は
､
天
保
三
年

二

八
三
二
)
八
月
に
河
原
崎
座
で
上
演
さ
れ
た

r天

竺
徳
兵
衛
韓
噺
j
を
そ
の
ま
ま
草
双
紙
仕
立
て
に
し
た
も
の
で
､
座
頭
徳

都
は
所
演
の
三
代
目
菊
五
郎
の
似
顔
絵
で
措
か
れ
て
い
る
｡

図
l
K
L
は
､
い
ず
れ
も
見
世
物
興
行
の
番
付
で
あ
る
｡
図
1
は
､
藤

治
改
め
竹
沢
幸
升

･
倖
万
治
改
め
三
代
目
竹
沢
藤
治
に
よ
る
曲
独
楽
の
番
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付
で
､
年
代
は
未
詳
｡
初
代
竹
沢
藤
治
改
め
梅
升

･
倖
万
治
改
め
二
代
目

藤
治
の
改
名
披
露
興
行
は
嘉
永
二
年

二

八
四
九
)
三
月
な
の
で
､
そ
れ

以
降
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡
右
中
段
に
木
琴
を
打
つ
座
頭
の
姿
が

Fm=内

描
か
れ
て
い
る
｡
朝
倉
無
声

r見
世
物
研

究J
に､
嘉
永
二
年
三
月
の
興

行
の
時
に
行
わ
れ
て
流
行
し
た
三
曲
拳
の
歌
の
文
句

｢お
ま
へ
按
摩
の
名

で
徳

1
さ
ん
､
木
琴
が
お
好
き
で
か
ん
こ
ろ
-
ん
の
り
ん
､
琴
は
誠
に
調

子
よ
-
､
て
ん
く

天
竺
雷
さ
ん
､
丸
-
お
さ
ま
る
三
曲
拳
､
そ
ん
な
事

は
ご
ろ
-

ぐ
る
-

廻
っ
て
一
拳
L
や
う
｣
が
紹
介
さ
れ
､
｢唄
の
中
に

按
摩
の
徳

1
又
は
天
竺
雷
さ
ん
と
あ
る
の
は
､
天
竺
徳
兵
衛
の
狂
言
に
よ

っ
て
'
藤
治
が
木
琴
た
ゝ
-
徳

一
に
早
替
り
し
た
の
を
い
ふ
の
で
､
雷
さ

ん
は
雷
の
曲
で
あ
る
｣
と
の
説
明
が
あ
る
｡

図
K
も
'
明
治
十
三
年

(
一
八
八
〇
)
正
月
大
阪
道
頓
堀
朝
日
座
で
演

じ
ら
れ
た
竹
沢
万
治

･
竹
沢
万
苦
に
よ
る
曲
独
楽
の
番
付
で
'
左
中
段
で

座
頭
が
木
琴
を
打
っ
て
い
る
｡

図
L
は
､
初
代
竹
沢
藤
治
と
同
じ
こ
ろ
に
活
躍
し
､
軽
業
の
刀
の
刃
渡

り
を
得
意
と
し
た
養
老
滝
五
郎
の
軽
業
番
付

(部
分
)
で
､
年
代
は
未
詳
｡

こ
れ
ら
の
見
世
物
興
行
は
､
い
ず
れ
も
芝
居
の
名
場
面
を
取
-
入
れ
た
派

手
な
演
出
を
行
い
な
が
ら
曲
芸
を
見
せ
る
の
を
眼
目
と
し
て
お
り
'
金
毛

九
尾
の
狐
等
と
並
ん
で
､
r韓
噺
J
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
木
琴
を
打
つ
座
頭

の
趣
向
が
､
彼
ら
の
得
意
演
目
に
入
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
｡

図
M
は
､
喜
多
川
歌
麿
に
よ
っ
て
文
化
元
年

二

八
〇
四
)
か
ら
文
化

三
年

二

八
〇
六
)
の
間
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
抱
き
柏

(尾
上
家

の
紋
)
の
つ
い
た
羽
織
を
着
た
若
衆
が
､
木
琴
を
打
っ
て
い
る
｡
三
味
線

を
弾
-
女
性
の
前
に
置
か
れ
た
正
本
に
は

｢か
ね
て
手
-
だ
と
/
わ
し
や

し
り
な
か
ら
/
く
ど
き
じ
や
う
づ
に
/
ほ
だ
さ
れ
て
/
た
ま
さ
れ
て
さ

-
/
む
ろ
の
梅
｣
と
書
か
れ
て
い
る
｡

図
N
は
､
文
化
三
年

(
一
八
〇
六
)
英
山
筆

｢遊
君
か
む
ろ
三
曲
の
図
｣

で
､
扇
屋
内
花
扇
に
付
い
て
い
る
禿
が
'
木
琴
を
演
奏
す
る
姿
を
描
い
た

も
の
で
あ
る
｡

図
0
は
､
初
代
歌
川
豊
国
が
両
国
橋
の
花
火
を
描
い
た
五
枚
続
き
の
錦

絵
の
一
部
で
､
吉
野
丸
の
船
中
に
､
初
代
沢
村
源
之
助
や
五
代
目
岩
井
半

四
郎
の
似
顔
絵
と
共
に
､
木
琴
を
打
つ
初
代
尾
上
栄
三
郎
が
措
か
れ
て
い

(_9)

る
｡
小
港
弘
氏
の
考
証
に
よ
る

と､
こ
の
絵
は

｢文
化
六
年

(
一
八
〇
九
)

六
月
十

一
日
よ
-
森
田
座
で
公
演
さ
れ
た

r阿
国
御
前
化
粧
鏡
J
の
天
<
ll

徳
兵
衛
役
の
尾
上
栄
三
郎
が
座
頭
に
て
木
琴
打
つ
所
作
を
､
両
国
花
火
と

納
涼
の
図
に
組
み
込
ん
で
措
い
た
作
品
｣
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡

図
p
は
､
南
北
が
姥
尉
輔
の
筆
名
で
著
し
た
文
化
九
年

二

八

1
二
)

刊
の
合
巻
〔
套

責

(歌
川
国
長
画
)
の
口
絵
で
､
鷲
塚
官
太

夫
妻
小
笹
の
打
つ
木
琴
か
ら
､
座
頭
慶
政
の
亡
魂
が
忽
然
と
現
れ
て
い
る
｡

二
人
の
顔
は
､
と
も
に
尾
上
松
緑

(前
名
初
代
尾
上
松
助
)
の
似
顔
で
措

か
れ
て
い
る
｡
｢木
琴
か
へ
唄

三
朝
述
｣
と
し
て
､
｢わ
れ
が
す
み
か
は

か
-
れ
ざ
と
/
ね
こ
が
し
や
み
ひ
-
ね
ず
み
が
/
う
た
ふ
小
う
た
の
お
も

し
ろ
や
/
こ
れ
も
お
も
へ
ば
や
つ
こ
-
や
さ
/
う
わ
さ
お
も
は
く
さ
､
ふ

ね
/
に
の
せ
て
か
ぢ
を
ま
-
ら
/
に
ね
て
こ
が
り
よ
し
よ
ん
/
が
へ
｣
と

あ
る
｡

図
Q
は
､
文
化
十
年

二

八
三

一)
刊
の
合
巻

r
へ
マ
ム
シ
入
道
昔
静
｣

(山
東
京
伝
作

･
歌
川
国
直
画
)
十
二
丁
裏

･
十
三
丁
表
で
､
上
使
雪
岡
宗

観
左
衛
門
に
化
け
て
大
苫
家
へ
入
り
込
ん
だ
天
竺
徳
兵
衛
を
響
応
す
る
た

め
に
､
大
苫
佐
賀
次
郎
の
家
臣
久
米
の
平
内
兵
衛
が
'
屋
敷
内
の
特
に
美

人
を
選
ん
で
琴
三
味
線
に
木
琴
を
合
わ
せ
､
今
様
を
歌
わ
せ
て
い
る
図
で

ll



あ
る
｡

図
R
は
､
文
政
十
年

(
1
八
二
七
)
刊
の
合
巻

r
い
ろ
は
演
義
｣
(鶴
屋

南
北
作

･
歌
川
国
貞
画
)
下
巻
の
表
紙
で
､
木
琴
を
抱
え
る
三
代
目
尾
上

菊
五
郎
の
絵
で
あ
る
｡
本
文
と
こ
の
絵
と
は
直
接
の
関
係
は
な
い
｡

図
S
は
､
天
保
八
年

二

八
三
七
)
二
月
に
起
こ
っ
た
大
塩
平
八
郎
の

乱
以
降
､
火
の
消
え
た
よ
う
で
あ
っ
た
大
坂
市
中
の
人
気
を
回
復
す
べ
-
､

三
代
目
中
村
仲
蔵
の
発
案
に
よ
り
､
七
月
十

1
日
を
初
日
と
し
て
､
盆
踊

-
を
役
者
が
勤
め
る
と
い
う
趣
向
を
行

っ
た
時
の
番
付
で
あ
る
｡
中
央
や

や
右
寄
-
に
､
木
琴
を
打
つ
三
代
目
中
村
歌
右
衛
門

(梅
玉
)
が
い
る
｡

r手
前
味
噛

｣
に
,
｢磯
子
屋
台
は
少
し
あ
と
へ
下
り
て
､
こ
ゝ
に
梅
玉
木

琴
を
前
に
お
き
､
か
の
揃
ひ
は
着
ず
､
た
ゞ

の
縮
緬
の
単
物
を
着
す
｡
尤

も
毎
日
着
替
へ
る
と
い
ふ
趣
向
な
り
｣
と
あ
る
｡
肥
田
氏
の
論
文
に
､
三

代
目
中
村
歌
右
衛
門
が
木
琴
を
愛
用
し
て
い
た
旨
の
考
察
が
な
さ
れ
て
い

る
｡図

T
は
､
香
味
楼
豊
国

(三
代
目
歌
川
豊
国
)
の
措
-
木
琴
を
打
つ
美

女
で
､
弘
化
年
間

二

八
四
四
か
ら

1
八
四
八
)
の
作
と
思
わ
れ
る
｡
図

M
･
N
に
お
け
る
遊
里
の
流
行
風
俗
か
ら
進
ん
で
､
木
琴
が

一
般
家
庭
の

子
女
の
間
に
も
弄
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
｡

七

お
わ
り
に

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
､
木
琴
と
い
う
楽
器
は
､
文
化
元
年
に

r韓
噺
｣

の
舞
台
で
紹
介
さ
れ
て
以
来
､
江
戸
人
の
間
で
も
て
は
や
さ
れ
､
し
ば
し

ば
浮
世
絵
に
も
措
か
れ
る
対
象
に
な
っ
た
｡
木
琴
を
打
ち
な
が
ら
越
後
節

を
歌
う
田
舎
座
頭
の
強
烈
な
印
象
は
､
｢天
竺
徳
兵
衛
狂
言
｣
を
特
徴
づ
け

る
名
場
面
の
ひ
と
つ
と
な
-
､
座
頭
自
体
は
地
味
な
題
材
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
､
三
代
目
菊
五
郎
の
似
顔
で
浮
世
絵
に
描
か
れ
た
｡
芝
居
が
か

り
に
曲
芸
を
演
じ
て
み
せ
た
見
世
物
で
紅
､
木
琴
を
打
つ
座
頭
が
彼
ら
の

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
お
け
る
見
ど
こ
ろ
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
､
客
寄
せ
の

効
果
を
狙

っ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
逆
に
言
え
ば
､
江
戸
の

大
衆
が
こ
れ
に
惹
か
れ
る
だ
け
の
魅
力
を
備
え
た
素
材
た
り
得
て
い
た
こ

と
を
証
す
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
｡
木
琴
の
演
奏
者
を
座
頭
か
ら
美
し

い
女
性
に
変
え
た
浮
世
絵
の
存
在
は
､
い
か
に
も
舶
来
品
ら
し
い
木
琴
本

体
の
美
し
い
形

･
模
様
と
あ
い
ま

っ
て
､
豪
華
な
印
象
を
与
え
る
美
し
い

絵
と
な
-
､
近
世
の
都
市
人
に
喜
ば
れ
る
絵
柄
に
な
-
得
た
｡

美
女
た
ち
の
傍
ら
に
配
置
さ
れ
た
､

一
見
た
だ
の
珍
奇
な
舶
来
楽
器
に

見
え
る
木
琴
の
背
景
に
は
､
文
化
元
年
の

r韓
噺
J
の
大
評
判
､
そ
の
芝

一

居
の
中
に
出
て
き
た
木
琴
を
打
つ
田
舎
座
頭
､
そ
の
田
舎
座
頭
が
歌
う
越

t2

後
節
,
そ
の
演
出
を
可
能
に
し
た
四
代
目
鶴
屋
南
北
と
初
代
尾
上
松
助
､

一

枚
助
の
芸
を
継
承
し
た
息
子
の
三
代
目
尾
上
菊
五
郎
､
天
竺
徳
兵
衛
が
も

た
ら
し
た
異
国
趣
味
な
ど
な
ど
の
意
味
が
含
ま
れ
て
お
り
､
江
戸
人
た
ち

が
木
琴
の
絵
を
見
た
と
き
'
直
ち
に
そ
れ
ら
の
連
想
を
誘
う
の
に
十
分
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
江
戸
の
町
に
木
琴
の
文
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
､
他

で
も
な
-

r天
竺
徳
兵
衛
韓
噺
｣
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

南
北
と
松
助
に
よ
っ
て
遂
げ
ら
れ
た

r韓
噺
｣
の
大
当
た
-
が
､
ひ
と

つ
の
文
化
の
か
た
ち
を
生
み
出
す
源
と
な
り
､
江
戸
の
都
市
空
間
に
向
け

て
あ
る
種
の
影
響
力
を
も

っ
て
響
い
た
と
い
う
事
実
を
見
る
と
､
r韓
噺
｣

が
単
に
歌
舞
伎
界
に
お
け
る

1
人
の
狂
言
作
者
と

1
人
の
実
悪
役
者
の
成

功
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
､
時
代
に
と

っ
て
も
画
期
的
な
狂
言
だ
っ
た
こ

と
を
､
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
る
｡
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(図
版
リ
ス
ト
)

A

肥
田
暗
三
氏

『上
方
風
雅
信
』
(人
文
書
院
､
昭
和
六
十

一
年
十
月
)

よ
り
転
載
｡

B
C
D

『青
本
給
外
題
集
Ⅲ
』
(岩
瀬
文
庫
貴
重
本
叢
刊

(
近
世
)
別

巻
下
､
貴
重
本
刊
行
会
､
昭
和
四
十
九
年
七
月
)
よ
り
転
載
｡

E

『秘
蔵
浮
世
絵
大
観
別
巻
』
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
国
立
美
術
館

(講
談

社
､
平
鹿
二
年
六
月
)
六
五
図
よ
り
転
載
｡

F

『国
立
劇
場
所
蔵
芝
居
版
画
等
図
録
Ⅵ
』
(平
成
五
年
三
月
)
一
図

よ
り
転
載
｡

G

肥
田
暗
三
氏

『上
方
風
雅
倍
』
(人
文
書
院
､
昭
和
六
十
一
年
十
月
)

よ
-
転
載
｡

H

池
田
大
任
氏

｢私
の
南
北
観
｣
(『早
稲
田
文
学
』
昭
和
二
年
七
月
所

収
)
よ
り
転
載
｡

Ⅰ

国
立
国
会
図
書
館
蔵
｡

1

朝
倉
無
声
氏

『戟
物
画
譜
山
(『日
本
庶
民
文
化
資
料
集
成
第
八
巻
』

芸
能
史
研
究
会
編
､
二
二
善
房
､
昭
和
五
十

一
年
八
月
所
収
)
二
二
四

図
よ
り
転
載
｡

K

大
阪
城
天
守
閣
蔵
｡

L

肥
田
略
三
氏

『上
方
風
雅
倍
』
(人
文
書
院
'
昭
和
六
十
1
年
十
月
)

よ
り
転
載
｡

M

『秘
蔵
浮
世
絵
大
観
10
』
ジ
エ
ノ
ヴ
ァ
東
洋
美
術
館
Ⅰ

(講
談
社
､

昭
和
六
十
二
年
九
月
)
一
四
二
図
よ
り
転
載
｡

N

某
浮
世
絵
売
り
立
て
カ
タ
ロ
グ
よ
り
転
載
｡

o

『花
火
-

博
物
館
収
蔵
資
料
展
日
録
』
(厚
木
市
立
博
物
館
'
平

成
七
年
)
よ
り
転
載
｡

p

『鶴
屋
南
北
全
集
第
二
巻
』
(三
l
書
房
'
昭
和
四
十
六
年
十

1
月
)

四
五
四
頁
よ
り
転
載
｡

Q

東
京
都
立
中
央
図
書
館
加
賀
文
庫
蔵
｡

R

『鶴
屋
南
北
全
集
第
九
巻
』
(三

一
書
房
'
昭
和
四
十
九
年
七
月
)

四
七
六
貢
よ
り
転
載
｡

S

肥
田
暗
三
氏

『上
方
風
雅
倍
』
(人
文
書
院
､
昭
和
六
十
一
年
十
月
)

よ
り
転
載
｡

T

『秘
蔵
浮
世
絵
大
観
4
』
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
･
ア
ル
バ
ー
ト
博
物
飽
Ⅰ

(講
談
社
､
昭
和
六
十
三
年
九
月
)
一
九
六
図
よ
り
転
載
｡

(注
)

(
-
)
『新
演
芸
j
(大
正
七
年
九
月
)0

(
2
こ
鶴
屋
南
北
全
集
第
一
巻
』
(三
一
書
房
､
昭
和
四
十
六
年
九
月
)
所
収
｡

(
3
)
冒
塵

(昭
和
五
十
八
年
十

一
月
号
).

(
4
)
『銀
花
』
(三
十
九
号
'
昭
和
五
十
四
年
九
月
)｡
の
ち

『上
方
風
蓮

(人
文
書
院
､
昭
和
六
十
一
年
十
月
)
に
転
載
｡

(
5
)
宝
暦
十
年

二
七
六
〇
)
十
1
月
森
田
座
の
初
代
中
村
歌
右
衛
門
に
よ

る
鵜
の
亡
魂
の
七
変
化
､
宝
暦
十

一
年

二

七
六

二

に
市
村
亀
蔵

(後
の
九
代
目
市
村
羽
左
衛
門
)
が
上
坂
し
た
折
に
演
じ
た

｢花
構
音

妻
み
や
げ
』
の
七
変
化
､
安
永
四
年

二
七
七
五
)
正
月
森
田
座

『其

彩
色
七
折
扇
子
』
の
初
代
中
村
嘗
十
郎
の
仙
台
座
頭
な
ど
｡

(
6
)
国
立
血量

大
学
附
属
図
書
館
竹
内
道
敬
寄
託
文
庫
所
蔵
の
正
本
を
使
用

し
た
｡

(
7
)
河
本
正
義
氏
校
訂

『趣
味
叢
書

十
六
解
語
国
風
俗
間
状
越
後
国
長
岡

領
答
書
』
(土
俗
趣
味
杜
､
昭
和
十
年
六
月
)
五
頁
｡

(
8
)
｢歌
舞
伎
台
帳
集
成
第
十
巻
』
(勉
誠
社
､
昭
和
六
十
一
年
三
月
)
所
収
｡

引
用
は
二
三
七
頁
｡

(
9
)
『未
翻
刻
戯
曲
集
5
天
竺
徳
兵
衛
郷
鏡
』
(国
立
劇
場
芸
能
調
査
室
､
昭

和
五
十
四
年
三
月
)
に
翻
刻
が
あ
る
｡

(
10
)
宝
暦
七
年

二
七
五
七
)
正
月

『天
竺
徳
兵
衛
開
音
往
来
』
と
明
和
五

年

二
七
六
八
)
八
月

『天
壁
療
兵
衛
古
郷
取
梶
』
に
お
け
る
主
要
登

19



場
人
物
名
対
照
一
覧
を
左
に
載
せ
る
｡
(

)
内
は
役
者
名
｡
丸
数
字

は
代
数
｡
役
割
番
付
に
よ
-
作
成
｡
た
だ
し
'
適
宜
漢
字
表
記
と
し
た
｡

『開
音
往
来
』

将
軍
義
輝

(①
中
山
文
七
)

三
好
縫
殿
之
丞

(松
屋
来
助
)

揚
葉
姫

(中
村
小
伊
三
)

呉
竹

(花
桐
才
蔵
)

松
永
和
田
之
助

(坂
東
岩
五
郎
)

桃
の
井
播
磨
之
助

(松
屋
来
助
)

細
川
勝
元

(竹
中
兵
書
)

浅
香
御
前

(浅
尾
元
五
郎
)

天
竺
徳
兵
衛

(①
中
山
新
九
郎
)

三
好
長
慶

(桐
山
紋
治
)

船
頭
又
作

(竹
中
兵
書
)

奴
春
平

(坂
東
国
五
郎
)

徳
兵
衛
女
房
お
舟

(辰
岡
久
菊
)

『古
郷
取
梶
山

義
輝
公

(市
川
伊
達
蔵
)

三
好
縫
之
丞

(小
佐
川
七
蔵
)

あ
げ
は
ひ
め

(芳
沢
山
人
)

呉
竹

(市
川
弁
蔵
)

ゑ
じ
の
又
助

(①
中
村
仲
蔵
)

松
永
和
田
之
助

(②
中
村
助
五
郎
)

桃
の
井
播
磨
之
助

(③
市
川
八
百
蔵
)

細
川
勝
元

(①
市
川
高
麗
蔵
)

民
部
左
衛
門
妹
秋
篠
(④
岩
井
半
四
郎
)

浅
香
御
前

(③
芳
沢
崎
之
助
)

よ
い
ね
の
仁
助

(③
松
本
幸
四
郎
)

天
竺
徳
兵
衛

(④
市
川
団
十
郎
)

三
好
長
慶

(②
中
村
伝
九
郎
)

船
頭
又
作

(沢
村
喜
十
郎
)

奴
寺
平

(①
中
村
伸
蔵
)

茜
屋
半
七

(②
市
川
八
百
蔵
)

徳
兵
衛
女
房
お
舟

(③
芳
沢
崎
之
助
)

(
12
)

(
13
)

笠
屋
三
勝

(②
瀬
川
菊
之
丞
)

菌
屋
半
兵
衛

(②
中
村
伝
九
郎
)

(
11
)
す
べ
て

『江
戸
趣
味
文
庫
第
三
篇

江
戸
長
唄
二
』
(珍
書
刊
行
会
蔵

版
'
刊
年
不
明
)
所
収
｡
『お
と
ぎ
も
み
ぢ
早
物
語
』
の
長
唄
正
本
は

現
在
所
在
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
た
め
､
本
文
は
同
書
に
拠
ら
ざ
る
を

え
な
い
が
'
こ
れ
に
は

｢浄
瑠
璃
は
ぜ
ん
｣
等
明
ら
か
な
誤
字
が
あ
り
､

し
か
も
上
演
年
月
が
明
和
六
年
十
一
月
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
お
そ
ら
く

編
者
が
年
代
判
定
の
際
､
『江
戸
芝
居
年
代
記
』
に

『古
郷
取
梶
』
の

(14

)

(
15
)

上
演
が
明
和
六
年
九
月
と
あ
る
の
を
信
じ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
が
､
市
川
団
十
郎
､
市
川
久
蔵
､
宮
崎
八
蔵
'
市
川
高
麗
蔵
､
市
川

三
治
と
い
う
顔
触
れ
を
み
る
と
､
明
和
五
年
中
村
座
上
演
の

『古
郷
取

梶
』
で
あ
る
と
断
定
さ
れ
る
｡
な
お
､
『古
郷
取
梶
』
の
役
割
番
付
に

｢座
頭
徳
い
ち
｣
｢
へ
ん
た
り
小
左
衛
門
｣
｢ち
ろ
り
勘
右
衛
門
｣
の
役

名
は
見
え
な
い
｡

『壇
浦
兜
軍
記
』
は
享
保
十
七
年

二

七
三
二
)
九
月
竹
本
座
で
初
演

さ
れ
た
人
形
浄
瑠
璃
で
あ
る
が
､
翌
享
保
十
八
年

二
七
三
三
二
二
月

に
は
大
坂
嵐
三
右
衛
門
座

(角
の
芝
居
)
に
二
代
目
芳
沢
あ
や
め
の
阿

古
屋
で
歌
舞
伎
の
舞
台
に
漬
ぜ
ら
れ
た
｡
琴
責
め
の
投
は
､
阿
古
屋
が

琴

二
二
味
線

･
胡
弓
を
見
事
に
演
奏
す
る
場
面
が
眼
目
と
な
っ
て
い

る
｡

二
代
目
大
谷
広
治
は
､
前
名
を
坂
東
又
太
郎
か
ら
大
谷
鬼
治
に
改
名
し

た
寛
保
三
年

二
七
四
二
)
十
盲

中
村
座

義

則
肇

鼓

で
､
大

森
彦
七
の
役
で
琴
を
弾
い
た
.
寛
保
四
年

二
七
四
三
)
正
月
刊
の
評

判
記

『断
裂

舶
暫

(『歌
舞
伎
評
判
記
集
成
第
二
期
第
二
巻
三
石
披

書
店
､
昭
和
六
十
三
年
三
月
所
収
)
の
大
谷
鬼
治
の
評
文
に
､
｢赤
づ

ら
に
て
琴
を
ひ
か
る
､
は
先
ッ
め
づ
ら
し
い
｡
是
迄
女
形
衆
の
琴
ひ
か

づ

る
ゝ
事
は
あ
り
L
が
､
赤
づ
ら
に
て
琴
ひ
-
と
は
な
い
図

-

｣
と
あ

る
｡

【日
本
戯
曲
全
集
第
十
巻
初
代
桜
田
治
助
集
』
(春
陽
堂
､
昭
和
五
年
二

月
)
所
収
｡
七
一
貫
以
下
｡
安
永
七
年

(
一
七
七
八
)
三
月
三
日
よ
り

の
中
村
座

談

郎
和
郎
封

第
二
番
日
新
狂
言
の
辻
番
付
に
､
宮
本
浄

瑠
璃

豪

鵬
郎
堅

iN
･
部
鄭
那
朝
の
際
枇
』
を

｢浄
瑠
璃
宮
本
斎
宮
太

夫
､
三
弦
松
本
幸
四
郎
｣
が
勤
め
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
｡

｢今
は
出
所
も
定
か
な
ら
ぬ
鳴
器
種
々
あ
り
｡
須
磨
ご
と

(
一
絃
な
-
)

蝦
夷
琴
木
琴

(木
の
数
十
E
枚
板
の
裏
さ
ま
ぐ

に
彫
て
あ
り
｡
板
狭

カ
ン

き
ほ
ど
其
音
甲
な
り

(中
略
)
お
も
ふ
に
木
琴
は
撃
取
と
方
響
歌
板
と

20



を
ま
じ
へ
て
作
れ
る
も
の
､
の
如
し
｡
今
欽
席
に
木
琴
を
学
び
て
蛮
器

の
鉢
皿
を
筋
に
て
打
な
ら
す
は
却
て
撃
甑
の
古
風
に
近
し
｣
(『日
本
随

筆
大
成
第
二
期
別
巻
下
』
昭
和
E
年
二
月
)
E
二
頁
｡

(
16
)
服
部
幸
雄
氏

｢玉
と
鍵
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム

(下
)
-

黄
表
紙

『扱
化

狐
通
人
』
の
絵
を
読
む
こ
こ
ろ
み
-

｣
(『宋
』
三
十
E
号
､
平
成

二
年
八
月
)
に
考
察
が
あ
る
｡

(
17
)
服
部
幸
雄
氏

｢南
北
劇
の
構
造
｣
(『さ
か
さ
ま
の
幽
霊
』
平
凡
社
､
平

成
元
年
十
月
所
収
)
に
考
察
が
あ
る
｡

(
18
)
『見
世
物
研
究
』
(思
文
閣
出
版
'
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
)
1
〇
一
頁
.

(
19
)
『花
火
-

博
物
館
収
蔵
資
料
展
目
録
』
(厚
木
市
立
博
物
館
､
平
成

七
年
)
0

(
20
)
『手
前
味
噌
』
(青
蛙
房
､
昭
和
四
十
四
年
十
一
月
)
一
六
四
頁
｡

※
大
名
題

(外
題
)
の
訓
み
は
役
割
番
付
に
よ
り
､
書
名
の
ル
ビ
は
内
題
に

よ
っ
た
｡
仮
名
遣
い
は
原
本
ど
お
り
と
し
た
｡
引
用
文
に
は
､
私
意
に
よ

り
句
読
点

･
濁
点
を
ほ
ど
こ
し
'
ル
ビ
を
省
略
し
た
個
所
が
あ
る
｡
漢
字

表
記
は
､
特
別
な
場
合
を
除
い
て
通
行
の
新
字
体
に
統
1
し
た
｡

(付
記
)
本
稿
は
平
成
八
年
度
千
葉
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学
会
で
の
口
頭

発
表
に
基
づ
く
｡
貴
重
な
資
料
の
閲
覧
を
許
可
し
て
下
さ
っ
た
各
所
蔵
機

関
と
､
さ
ま
ざ
ま
な
御
教
示
を
賜
っ
た
先
生
方
に
深
謝
す
る
｡

(う
か
い

と
も
こ
･
千
葉
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
課
程
在
学
)
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