
十
世
豊
竹
若
大
夫
､
晩
年
の
奏
演
を
め
ぐ
っ
て

〓
)

･

･

･

l

大
正
六
年
初
版
の
秋
山
木
芳
(
清
)
著
『
義
太
夫
大
鑑
』
　
(
満
州
日
日
新
聞
社
刊
)
　
は
､
袋

綴
'
上
下
二
巻
､
上
巻
本
文
七
二
二
頁
'
下
巻
本
文
二
九
三
頁
､
併
わ
せ
て
千
頁
を
越
え
る
大

著
で
あ
る
｡
上
巻
は
題
し
て
｢
浄
瑠
璃
と
操
-
芝
居
｣
'
下
巻
は
｢
浄
瑠
璃
と
し
て
の
義
太
夫
節

の
理
論
｣
｡
著
者
も
'
想
定
さ
れ
る
読
者
も
'
い
わ
ゆ
る
学
者
や
文
科
系
学
生
､
知
識
層
で
は
な

-
､
浄
瑠
璃
愛
好
家
､
素
人
浄
瑠
璃
稽
古
連
中
で
あ
っ
た
た
め
､
研
究
史
的
に
傍
系
の
書
と
み

な
さ
れ
'
論
文
等
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
は
な
か
っ
た
｡
し
か
し
､
杉
山
其
日
庵
の

序
｢
歴
史
系
統
は
中
に
及
ば
ず
､
ア
ラ
ユ
ル
方
面
の
調
査
を
遂
げ
た
'
義
太
夫
節
の
ヱ
ン
サ
イ

ク
ロ
ペ
ヂ
ア
-
で
あ
る
｡
｣
は
過
褒
と
し
て
も
'
大
正
前
期
現
在
に
存
在
す
る
義
太
夫
節
浄
瑠
璃

に
立
脚
し
て
､
浄
瑠
璃
の
歴
史
と
と
も
に
実
技
の
方
法
論
を
模
索
し
た
意
義
は
十
分
評
価
さ
る

べ
き
で
あ
-
'
特
に
下
巻
に
収
め
る
複
数
の
太
夫
の
芸
談
や
､
聴
き
巧
者
達
か
ら
の
伝
聞
芸
話

等
は
､
近
代
の
浄
瑠
璃
史
を
考
察
す
る
際
の
基
本
的
資
料
の
1
　
つ
と
な
る
も
の
で
あ
る
｡

下
巻
｢
第
三
章
　
語
-
方
の
理
論
｣
　
に
は
三
世
竹
本
越
路
太
夫
'
三
世
竹
本
津
太
夫
の
芸
談

と
と
も
に
二
世
豊
竹
呂
太
夫
の
詳
し
い
芸
談
が
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
文
楽
協
会
編
､
高
木
浩
志

編
集
に
な
る
『
義
太
夫
年
表
　
大
正
篇
』
　
に
よ
れ
ば
二
世
呂
太
夫
は
　
『
義
太
夫
大
鑑
』
刊
行
時

に
最
も
近
い
と
こ
ろ
で
､
大
正
五
年
一
月
御
霊
文
楽
座
｢
菅
原
伝
授
手
習
鑑
｣
の
｢
喧
嘩
の
段
｣
'

四
年
十
月
同
座
の
　
｢
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
｣
　
で
は
　
｢
桃
井
邸
の
段
｣
奥
を
語
っ
て
い
る
｡
こ
の

｢
桃
井
邸
｣
の
口
は
初
代
豊
竹
英
太
夫
で
あ
っ
た
｡
因
み
に
｢
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
｣
の
主
な
太
夫

配
役
は
　
｢
扇
ケ
谷
｣
　
二
世
古
靭
太
夫
､
｢
勘
平
住
家
｣
三
世
伊
達
　
(
六
世
土
佐
)
　
太
夫
､
｢
山
科

閑
居
｣
が
放
下
三
世
越
路
太
夫
､
｢
砥
園
一
力
｣
　
の
由
良
之
介
が
三
世
津
太
夫
で
あ
る
｡
『
義
太

夫
大
鑑
』
で
詳
し
い
芸
談
を
載
せ
る
三
人
(
短
い
芸
談
'
芸
話
は
他
に
も
多
い
)
　
の
う
ち
､
二

内
　
山
　
美
　
樹
､
子

世
呂
太
夫
は
､
文
楽
座
で
の
役
場
は
他
の
二
人
よ
-
よ
ほ
ど
低
い
が
､
先
輩
で
故
老
格
で
あ
っ

V.'さ
て
二
世
呂
太
夫
は
『
義
太
夫
大
鑑
』
芸
談
の
中
で
門
弟
英
太
夫
に
つ
い
て

は
な
ぷ
さ

私
の
門
人
に
｢
英
｣
と
申
す
者
が
あ
り
ま
す
､
此
れ
は
親
か
ら
し
て
浄
瑠
璃
が
非
常
に
好

き
で
-
と
こ
ろ
が
此
｢
英
｣
が
又
い
た
ッ
て
悪
声
で
､
兎
て
も
成
就
の
見
込
が
無
い
と
云

ほ
れ
た
位
で
し
た
が
､
私
は
辛
抱
さ
へ
す
れ
ば
と
請
負
ひ
ま
し
た
｡
果
せ
る
か
な
熱
心
に

研
究
の
結
果
､
今
日
で
は
声
の
使
い
具
合
も
大
分
上
手
に
成
っ
て
来
ま
し
た
や
う
な
訳
で

-
-
悪
声
だ
と
申
し
て
も
'
必
ず
出
来
ぬ
と
云
ふ
限
-
は
あ
-
ま
せ
ん
｡

と
述
べ
て
い
る
｡
二
世
呂
太
夫
は
前
記
大
正
五
年
1
月
限
-
で
文
楽
座
を
退
き
'
そ
の
後
は
大

正
七
年
秋
に
竹
豊
座
に
二
回
の
出
演
が
挙
げ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
｡
1
方
'
二
世
呂
太
夫
が
名

指
し
で
褒
め
た
稽
古
熱
心
な
門
弟
初
代
英
太
夫
は
'
明
治
二
十
1
年
生
'
徳
島
市
出
身
､
明
治

三
十
六
年
二
世
呂
太
夫
に
入
門
､
大
正
九
年
七
世
島
太
夫
襲
名
'
昭
和
七
年
三
世
呂
太
夫
を
経

て
､
昭
和
二
十
五
年
'
豊
竹
座
系
の
最
高
の
名
跡
､
豊
竹
若
太
夫
の
十
世
を
襲
名
､
昭
和
三
十

七
年
に
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
(
人
間
国
宝
)
　
に
指
定
さ
れ
た
｡
昭
和
四
十
二
年
没
'
七
十

九
歳
(
滴
七
十
八
歳
十
1
ヶ
月
)
｡

m

本
稿
で
は
こ
の
十
世
豊
竹
若
大
夫
の
晩
年
､
昭
和
三
十
四
年
頃
か
ら
昭
和
四
十
一
年
十
一
月

ま
で
の
'
奏
演
と
活
動
に
つ
い
て
､
と
-
上
げ
た
い
.
下
限
の
昭
和
四
十
1
年
十
1
月
は
､
東

京
国
立
劇
場
開
場
公
演
で
'
若
大
夫
は
小
劇
場
の
文
楽
(
翁
)
　
の
ほ
か
大
劇
場
の
歌
舞
伎
(
｢
菅

原
｣
道
行
)
に
も
出
演
し
､
そ
れ
が
最
後
の
舞
台
と
な
っ
た
｡
｢
晩
年
｣
と
い
う
語
の
淋
し
い
イ

メ
ー
ジ
と
は
裏
腹
に
､
豊
竹
若
大
夫
に
と
っ
て
､
昭
和
三
十
年
代
半
ば
か
ら
四
十
一
年
の
七
十

代
は
'
最
も
充
実
し
た
時
期
で
あ
っ
た
｡

筆
者
は
若
大
夫
の
没
し
た
二
年
後
､
昭
和
四
十
四
年
丁
月
刊
の
　
『
近
松
論
集
』
第
五
集
に
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｢
十
世
豊
竹
若
大
夫
床
年
譜
｣
を
掲
載
し
た
｡
｢
十
世
豊
竹
若
大
夫
床
年
譜
｣
は
､
ま
え
が
き
部

G
>

分
に
記
す
如
-
'
多
-
の
方
々
の
御
力
添
え
に
よ
っ
て
､
よ
う
や
く
形
を
な
し
た
の
で
あ
る

が
､
な
お
か
つ
筆
者
の
知
識
の
乏
し
さ
の
た
め
に
'
不
備
な
点
の
多
い
も
の
と
な
っ
た
｡
前
掲

の
　
『
義
太
夫
大
鑑
』
所
載
'
二
世
呂
太
夫
に
よ
る
門
弟
英
太
夫
評
も
収
め
ら
れ
て
い
な
い
｡
当

然
行
う
べ
き
｢
十
世
豊
竹
若
大
夫
床
年
譜
｣
全
体
の
補
訂
を
措
い
て
'
若
大
夫
に
つ
い
て
稿
を

為
す
こ
と
へ
の
御
叱
責
は
甘
受
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
'
こ
の
た
び
は
晩
年
の
み
を
扱
う
こ
と
を

(4)

御
許
し
い
た
だ
き
た
い
｡

(二)

十
世
豊
竹
若
大
夫
は
､
故
三
世
竹
本
春
子
大
夫
(
昭
和
四
十
四
年
没
)
､
故
五
世
豊
竹
呂
大
夫

(
二
〇
〇
〇
年
没
)
､
現
人
世
豊
竹
島
大
夫
の
師
(
呂
大
夫
､
島
大
夫
は
若
大
夫
没
後
､
三
世
春

子
大
夫
､
故
四
世
越
路
大
夫
門
下
)
､
現
三
世
豊
竹
英
大
夫
の
祖
父
､
現
九
世
竹
本
綱
大
夫
の
大

お
じ
で
あ
る
｡

国
立
劇
場
が
開
場
し
た
一
九
六
六
年
十
一
月
に
､
最
後
の
舞
台
を
勤
め
た
豊
竹
若
大
夫
を
､

直
接
聴
き
､
記
憶
し
て
い
る
人
は
､
文
楽
の
観
客
の
中
で
も
､
い
ま
や
少
数
派
か
も
知
れ
な
い
｡

近
年
N
H
K
テ
レ
ビ
や
伝
統
文
化
放
送
で
､
故
人
の
舞
台
を
放
映
す
る
機
会
が
あ
り
､
若
大
夫

も
取
-
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
､
原
則
1
回
限
-
の
放
送
は
'
誰
で
も
聴
き
う
る
も
の
で
は
な
い

の
で
､
ま
ず
は
現
在
市
販
さ
れ
て
い
る
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
等
の
奏
演
録
音
を
例
に
と
-
た
い
｡

と
い
っ
て
も
'
四
世
越
路
大
夫
､
人
世
綱
大
夫
､
山
城
少
操
な
ど
と
は
違
い
'
市
販
中
の
若
大

夫
の
奏
演
録
音
で
筆
者
が
知
る
の
は
N
H
K
カ
セ
ッ
ト
｢
文
楽
～
よ
み
が
え
る
至
芸
　
十
代
豊

竹
若
大
夫
･
野
津
勝
太
郎
　
摂
州
合
邦
辻
｢
合
邦
内
の
段
｣
｣
の
み
で
あ
る
｡
そ
の
カ
セ
ッ
ト
テ
ー

プ
か
ら
､
高
木
浩
志
氏
の
筒
に
し
て
要
を
得
た
解
説
を
引
用
し
た
い
｡

が
っ
ぽ
う
う
ち

こ
こ
に
収
め
ら
れ
た
演
奏
は
　
｢
合
邦
内
の
段
｣
後
半
で
､
娘
玉
手
御
前
の
不
義
に
立
腹
し

た
父
親
合
邦
が
､
娘
を
刺
す
-
だ
-
｡
玉
手
御
前
の
意
外
な
告
白
で
､
お
家
安
泰
に
至
る

の
だ
が
､
壮
絶
な
場
面
で
あ
る
｡
若
大
夫
の
語
-
口
は
､
浅
香
姫
の
可
憐
さ
や
入
平
の
口

く
ち
さ
ば

捌
き
や
､
俊
徳
丸
の
無
念
さ
の
表
現
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
､
必
死
の
玉
手
御
前
や
娘
を
刺

す
合
邦
と
な
る
と
'
こ
れ
は
も
う
義
太
夫
節
云
々
と
い
う
よ
-
､
人
間
の
悲
痛
な
心
の
叫

び
と
で
も
言
う
か
､
全
身
で
ぶ
つ
か
っ
て
-
る
感
じ
で
､
知
ら
ず
知
ら
ず
引
き
込
ま
れ
て

し
ま
う
｡
こ
れ
が
こ
の
人
の
真
骨
頂
｡
義
太
夫
節
の
主
流
が
､
理
知
的
で
技
巧
的
に
な
っ

て
き
た
時
代
に
あ
っ
て
､
古
風
で
泥
臭
-
､
登
場
人
物
に
自
ら
の
血
を
通
わ
せ
､
豪
快
に

客
を
圧
倒
し
た
｡
｢
合
邦
｣
も
そ
の
例
に
漏
れ
ず
､
迫
力
で
最
後
ま
で
押
し
通
す
｡
｢
熊
谷

し

ど

う

じ

そ

で

は

ぎ

さ

い

も

ん

陣
屋
｣
　
で
も
｢
志
渡
寺
｣
　
で
も
｢
袖
萩
祭
文
｣
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
｡

本
稿
執
筆
中
の
二
〇
〇
三
年
二
月
'
東
京
国
立
劇
場
文
楽
公
演
で
　
｢
合
邦
｣
が
上
演
さ
れ
､
筆

:g>:

者
も
観
劇
し
た
｡
二
月
十
九
日
の
住
大
夫
､
文
雀
ら
に
よ
る
後
半
は
'
現
在
の
文
楽
の
一
つ
の

水
準
､
好
演
の
部
に
入
れ
得
る
も
の
と
思
う
が
､
改
め
て
､
若
大
夫
･
勝
太
郎
以
後
に
､
観
客

を
興
奮
の
渦
に
巻
き
込
む
｢
合
邦
｣
が
あ
る
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
昭
和
四
十
八
年
七
月
大
阪
'

九
月
東
京
の
四
世
竹
本
津
大
夫
､
六
世
鶴
揮
寛
治
の
奏
演
だ
け
で
あ
る
､
と
認
識
し
て
い
る
｡

若
大
夫
･
勝
太
郎
の
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
は
､
一
九
九
九
年
十
月
十
八
日
に
'
昭
和
三
十
八
年

九
月
放
映
と
し
て
再
放
映
さ
れ
た
も
の
と
同
じ
音
源
で
あ
ろ
う
か
｡
N
H
K
は
な
ぜ
録
音
､
放

映
年
月
日
を
明
記
し
な
い
の
だ
ろ
う
｡

と
も
あ
れ
'
若
大
夫
の
　
｢
合
邦
｣
後
半
が
見
事
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
'
前
半
も
聴
き
た
い
の

が
人
情
で
あ
る
が
'
こ
れ
は
特
殊
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
別
と
す
れ
ば
､
s
p
レ
コ
ー
ド
の
全
曲

録
音
に
よ
る
ほ
か
な
い
｡
十
世
豊
竹
若
太
夫
･
四
世
鶴
揮
綱
造
｢
摂
州
合
邦
辻
｣
ニ
ッ
ポ
ン
マ

(
6
)

ア
キ
ユ
リ
イ
レ
コ
ー
ド
十
一
枚
｡
録
音
年
次
は
若
太
夫
が
｢
綱
造
先
生
｣
を
相
三
味
線
に
迎
え

た
昭
和
二
十
五
年
か
ら
､
四
世
鶴
揮
綱
道
が
没
す
る
昭
和
三
十
二
年
の
間
｡
こ
の
s
p
レ
コ
ー

ド
｢
合
邦
｣
　
で
は
､
若
大
夫
は
後
半
よ
-
前
半
が
よ
い
｡
綱
造
に
引
き
締
め
ら
れ
て
､
慎
重
に

明
確
に
語
-
､
前
半
に
求
め
ら
れ
る
堅
固
さ
が
具
わ
る
｡
後
半
に
な
る
と
､
綱
造
に
引
き
回
さ

れ
､
ひ
た
す
ら
声
を
張
-
上
げ
る
一
本
調
子
で
'
聴
き
と
-
に
-
い
と
こ
ろ
も
出
て
く
る
｡
名

手
綱
道
の
剛
腕
は
よ
-
わ
か
る
が
､
全
体
と
し
て
は
落
ち
着
き
の
乏
し
い
　
｢
合
邦
｣
　
で
､
名
品

と
は
言
い
難
い
｡
但
し
こ
の
録
音
が
た
ま
た
ま
そ
う
で
あ
る
ま
で
で
､
若
大
夫
･
綱
造
に
よ
る

｢
合
邦
｣
　
の
佳
き
舞
台
も
､
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
　
(
一
五
八
頁
参
照
)
｡
と
も
あ
れ
､
現
在
､
若
大

夫
の
　
｢
合
邦
｣
全
体
を
聴
-
に
は
､
若
太
夫
･
綱
道
の
マ
ア
キ
ユ
リ
イ
レ
コ
ー
ド
を
所
蔵
し
て

い
る
機
関
に
行
き
､
テ
ー
プ
に
移
し
た
も
の
が
あ
れ
ば
そ
れ
で
前
半
を
聴
き
､
続
け
て
若
大
夫
･

勝
太
郎
の
N
H
K
カ
セ
ッ
ー
で
後
半
を
聴
-
､
と
い
う
手
順
を
踏
む
の
が
一
番
よ
い
こ
と
に
な

る
｡若

大
夫
は
六
十
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
､
名
手
綱
道
に
鍛
え
ら
れ
て
大
成
の
域
に
達
し
た
｡
そ
れ
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が
さ
ら
に
円
熟
の
境
地
に
至
る
の
は
'
昭
和
三
十
二
年
末
に
綱
道
が
没
し
､
若
い
勝
太
郎
の
三

味
線
で
若
大
夫
の
個
性
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
で
あ
る
t
と
筆
者
は
考

え
る
｡
二
世
古
敬
太
夫
(
山
城
少
操
)
の
大
成
'
円
熟
が
'
名
人
三
世
清
六
時
代
で
な
-
､
四

世
清
六
時
代
で
あ
る
こ
と
と
'
多
少
共
通
点
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
倉
田
喜
弘
氏
は
､
少
な
-
と
も
｢
十
世
豊
竹
若
大
夫
床
年
譜
｣
(
以
下
｢
年
譜
｣
と
略

称
す
る
こ
と
も
あ
る
)
作
成
の
た
め
に
お
話
を
う
か
が
っ
た
時
は
､
綱
造
没
後
の
若
太
夫
は
我

(
7
)

偉
ぶ
し
だ
､
対
す
る
勝
太
郎
も
綱
道
に
比
べ
て
切
っ
先
が
柔
か
い
､
と
言
わ
れ
た
｡
こ
の
評
価

に
は
正
し
い
面
も
あ
る
だ
ろ
う
｡
た
と
え
ば
三
味
線
に
つ
い
て
､
レ
コ
ー
ド
や
テ
ー
プ
を
､
も

し
三
味
線
部
分
だ
け
聴
き
比
べ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
､
そ
れ
は
や
は
り
勝
太
郎
よ
-
綱
造

が
上
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
若
太
夫
で
あ
る
が
う
ま
ず
著
大
夫
自
身
の
年
令
が
､
昭
和
三
十
三
年

に
七
十
歳
､
当
時
と
し
て
は
た
い
へ
ん
な
高
齢
で
あ
る
｡
ど
れ
ほ
ど
叩
き
こ
ん
だ
芸
が
あ
っ
て

も
'
特
に
太
夫
の
場
合
､
記
憶
力
を
含
む
体
力
の
衰
え
が
何
ら
か
の
形
で
出
て
-
る
の
は
避
け

難
い
｡
高
齢
の
演
者
は
そ
れ
を
補
填
す
べ
-
'
さ
ま
ざ
ま
の
方
法
を
講
ず
る
｡
が
若
大
夫
は

｢
五
十
二
歳
の
と
き
､
ち
ょ
っ
と
し
た
事
故
が
も
と
で
目
が
不
自
由
に
な
-
､
本
は
読
め
ま
せ

ん
｡
｣
(
昭
和
｡
｡

C
M
朝
日
)
'
文
字
で
記
憶
を
補
う
こ
と
が
で
き
な
い
｡
不
安
材
料
を
一

杯
抱
え
た
若
大
夫
が
､
綱
造
の
剛
腕
の
タ
ク
ト
か
ら
1
寸
も
外
れ
ま
い
と
ふ
ん
ば
っ
て
き
た
の

が
'
六
十
代
の
終
-
ま
で
と
す
れ
ば
'
昭
和
三
十
三
年
七
十
歳
以
後
の
舞
台
に
'
緊
張
が
解
け

て
少
し
我
債
に
な
っ
た
時
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
｡
高
齢
の
演
者
は
､
十
日
な
-
二
十
日
な
-

の
公
演
中
'
体
調
が
優
れ
ず
弱
点
が
出
て
し
ま
う
日
も
あ
る
だ
ろ
う
｡

だ
が
そ
れ
ら
に
よ
る
減
点
を
多
少
認
め
る
と
し
て
も
､
筆
者
に
は
､
晩
年
の
若
大
夫
は
､
基

本
的
に
充
実
し
､
輝
い
て
み
え
た
｡
N
H
K
カ
セ
ッ
ト
昭
和
三
十
八
年
の
｢
合
邦
｣
が
､
そ
の

こ
と
を
き
わ
め
て
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
､
と
思
う
｡

｢
若
大
夫
の
浄
瑠
璃
で
､
ア
タ
マ
が
強
-
て
､
あ
と
が
す
ぼ
ん
だ
-
､
大
声
で
つ
ば
っ
て
か

ら
ハ
ア
と
息
を
つ
い
た
り
す
る
欠
点
は
､
晩
年
は
心
臓
肥
大
症
に
よ
る
も
の
で
す
｡
ウ
-

ウ
-
と
い
う
口
癖
が
あ
っ
て
､
綱
造
師
匠
の
死
後
は
そ
れ
で
あ
る
程
度
楽
を
し
て
い
た
よ

う
だ
が
､
し
か
し
'
こ
こ
一
番
と
い
う
と
こ
ろ
は
､
何
と
い
っ
て
も
見
事
で
し
た
｡
若
大

夫
の
浄
瑠
璃
を
邪
道
の
よ
う
に
言
う
人
も
あ
-
ま
す
が
､
そ
ん
な
こ
と
は
あ
-
ま
せ
ん
｡

音
遣
い
な
ど
が
滑
ら
か
で
な
-
､
ぎ
ゅ
っ
と
突
込
ん
だ
り
､
急
に
上
っ
た
-
下
っ
た
り
す

る
こ
と
が
あ
る
の
も
'
強
い
線
を
一
本
引
-
墨
絵
と
同
じ
こ
と
で
､
結
局
浄
瑠
璃
と
し
て

よ
-
語
れ
て
い
て
'
三
味
線
が
ち
ゃ
ん
と
弾
け
る
の
で
す
か
ら
､
あ
れ
は
あ
れ
で
正
統
で

す
｡
自
分
で
も
承
知
の
上
で
､
棒
に
語
っ
て
い
た
の
で
す
か
ら
｡
｣
(
二
世
野
津
喜
左
衛
門

談
)

｢
欠
点
は
歯
が
悪
か
っ
た
た
め
に
'
開
合
が
不
明
瞭
だ
っ
た
こ
と
で
す
｡
し
か
し
､
声
は
腹

か
ら
出
て
い
ま
す
し
､
音
遣
い
も
立
派
に
出
来
て
い
ら
れ
ま
し
た
｡
声
に
ま
か
せ
て
引
っ

張
っ
て
い
る
と
非
難
す
る
人
が
あ
り
ま
す
が
､
そ
ん
な
こ
と
は
な
-
'
義
太
夫
節
と
し
て

の
運
び
は
ち
ゃ
ん
と
つ
い
て
い
ま
し
た
｡
｣
(
人
世
竹
本
綱
大
夫
談
)

二
世
野
津
喜
左
衛
門
師
､
人
世
竹
本
綱
大
夫
師
は
'
話
を
聴
い
た
昭
和
四
十
二
㌧
三
年
の
時
点

C
D

に
お
け
る
三
味
線
と
太
夫
の
最
高
権
威
で
あ
る
｡
追
悼
的
な
意
味
合
い
を
持
つ
著
述
に
寄
せ

る
談
話
を
､
額
面
ど
お
-
に
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い

が
､
む
し
ろ
最
高
権
威
は
'
芸
に
対
し
無
責
任
な
発
言
は
し
な
い
t
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

要
は
｢
あ
る
程
度
楽
を
し
て
い
た
｣
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
で
決
定
的
に
減
点
す
る
か
'
｢
こ
こ

1
番
と
い
う
と
こ
ろ
は
､
何
と
い
っ
て
も
見
事
｣
で
｢
あ
れ
は
あ
れ
で
正
統
｣
と
い
う
プ
ラ
ス
7

志
向
の
評
価
を
す
る
か
､
こ
れ
は
い
わ
ば
立
場
の
違
い
で
､
た
と
え
論
争
を
し
て
ち
,
平
行
線
1

3

を
辿
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
｡

綱
造
没
後
の
若
大
夫
は
我
偉
ぶ
L
t
と
言
わ
れ
る
倉
田
氏
が
'
そ
れ
で
は
綱
造
生
前
の
若
大

夫
を
高
-
評
価
し
て
お
ら
れ
た
か
､
恐
ら
-
否
で
あ
ろ
う
｡

本
蔵
の
大
笑
ひ
か
ら
｢
い
や
は
や
､
そ
-
や
侍
の
言
ふ
事
さ
-
-
｣
に
か
け
て
の
豪
快

な
語
-
口
､
｢
唐
と
日
本
に
た
ん
だ
二
人
､
其
の
1
人
を
親
に
も
つ
｣
こ
の
辺
か
ら
綱
道
の

三
味
線
は
冴
え
て
若
太
夫
を
弾
き
ま
-
る
｡
-
-
若
太
夫
も
名
実
と
も
に
三
つ
和
会
の
紋

下
の
貫
禄
を
見
せ
て
ゐ
る
が
｢
仕
様
を
こ
ゝ
に
見
せ
申
さ
ん
｣
の
あ
と
､
例
の
悪
い
癖
の

し
ゃ
-
る
様
な
語
り
方
で
文
句
が
不
明
瞭
何
と
い
っ
て
ゐ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
｡
(
幕
間

S
-
N
吉
永
孝
雄
)

若
大
夫
は
冒
頭
こ
そ
い
つ
も
の
癖
で
晦
渋
だ
が
､
お
石
と
の
詰
開
き
に
な
っ
て
か
ら
は

咽
も
開
け
て
来
て
､
娘
の
結
婚
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
戸
無
瀬
の
､
懸
命
で
あ
-
な
が

ら
慎
み
深
く
お
石
に
応
酬
し
て
ゆ
-
間
に
､
義
理
の
親
の
一
途
に
な
っ
た
哀
れ
み
が
渉
み

出
た
の
を
採
る
｡
(
演
劇
界
o
c
I
O
大
西
重
孝
)



ど
ち
ら
も
九
段
目
｢
山
科
閑
居
｣
の
若
大
夫
評
､
前
者
が
昭
和
二
十
七
年
一
月
大
阪
三
越
劇
場
､

三
味
線
は
綱
造
､
後
者
は
三
十
二
年
九
月
大
阪
道
頓
堀
文
楽
座
初
の
両
派
合
同
公
演
｡
こ
の
九

月
か
ら
三
味
線
は
勝
太
郎
｡
綱
道
は
十
二
月
に
没
す
る
｡
文
中
の
若
大
夫
の
｢
不
明
瞭
｣
｢
い
つ

も
の
癖
で
晦
渋
｣
は
､
た
と
え
ば
N
H
K
カ
セ
ッ
ト
｢
合
邦
｣
を
聴
-
限
-
で
は
､
ぴ
ん
と
来

な
い
が
､
戦
前
か
ら
度
々
言
わ
れ
て
き
た
若
大
夫
の
欠
点
で
､
昭
和
三
十
年
代
前
期
ま
で
の
若

大
夫
を
知
る
者
に
は
､
よ
-
通
じ
る
言
葉
で
あ
っ
た
｡

こ
の
欠
点
が
晩
年
に
持
ち
越
さ
れ
た
か
否
か
は
後
述
す
る
が
'
と
も
か
-
綱
造
時
代
に
そ
の

欠
点
が
存
在
し
た
若
大
夫
を
､
｢
あ
の
ブ
ル
ブ
ル
言
う
癖
｣
と
批
判
さ
れ
る
倉
田
氏
が
､
積
極
的

に
評
価
し
て
お
ら
れ
た
と
は
思
え
な
い
｡

倉
田
氏
に
と
っ
て
若
大
夫
は
､
綱
道
の
三
味
線
だ
か
ら
聴
け
た
'
あ
る
い
は
綱
道
の
タ
ク
ト

に
つ
い
て
い
く
の
が
精
一
杯
の
若
大
夫
だ
け
は
'
辛
う
じ
て
容
認
で
き
る
t
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
｡
つ
ま
り
は
豊
竹
若
太
夫
を
'
綱
造
相
三
味
線
時
代
で
あ
れ
､
晩
年
で
あ
れ
､
あ
ま
-
買

わ
な
い
t
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
｡
こ
れ
は
決
し
て
倉
田
氏
特
有
の
も
の
で
は
な
い
｡
大
阪
の
劇

評
家
'
聴
き
巧
者
に
は
､
そ
の
よ
う
な
人
が
す
-
な
-
な
か
っ
た
｡

基
本
的
に
若
太
夫
を
買
わ
な
い
､
と
い
う
姿
勢
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
t
と
筆
者
が
承
知
し
て

い
る
の
は
'
故
人
で
は
山
口
康
一
氏
､
吉
永
孝
雄
氏
で
あ
る
が
､
ほ
か
に
も
何
人
か
お
ら
れ
た

と
思
う
｡
山
口
氏
'
吉
永
氏
の
若
大
夫
評
に
つ
い
て
は
､
｢
年
譜
｣
に
い
-
つ
か
の
引
用
が
あ
る
｡

現
在
活
躍
中
の
方
で
い
え
ば
'
前
記
倉
田
喜
弘
氏
､
及
び
水
落
潔
で
あ
る
｡

水
落
潔
氏
は
､
早
稲
田
大
学
文
学
部
演
劇
科
時
代
に
､
二
年
下
の
新
入
生
の
筆
者
に
｢
武
智

鉄
二
の
　
『
か
-
の
麹
』
を
読
み
な
さ
い
｣
と
教
え
て
下
さ
っ
た
先
輩
で
あ
る
｡
同
氏
に
'
昭
和

三
十
年
代
末
頃
で
あ
っ
た
か
､
若
大
夫
の
芸
は
如
何
か
､
と
質
問
し
た
と
こ
ろ
'
｢
買
わ
な
い
｡

正
し
い
大
阪
ア
ク
セ
ン
ー
で
は
な
い
と
思
う
｣
と
言
わ
れ
た
｡
鋭
い
指
摘
で
あ
る
｡
こ
の
点
に

関
L
t
故
五
世
呂
大
夫
師
は
､
昭
和
四
十
二
㌧
三
年
の
時
点
で
｢
若
大
夫
師
匠
に
は
大
阪
靴
り

が
な
い
の
で
す
｣
と
言
っ
て
い
た
｡
昭
和
前
期
の
文
楽
に
お
け
る
≡
頭
目
'
三
世
津
太
夫
'
六

世
土
佐
太
夫
､
二
世
古
敬
太
夫
が
､
三
人
と
も
非
大
阪
出
身
者
で
あ
る
こ
と
を
嘆
ず
る
『
浄
瑠

璃
雑
誌
』
　
の
記
事
を
思
い
出
し
'
東
京
人
の
筆
者
に
は
い
さ
さ
か
痛
快
で
あ
る
が
､
呂
大
夫
師

が
関
東
出
身
で
､
し
か
も
若
手
時
代
の
発
言
と
あ
っ
て
は
､
こ
れ
だ
け
で
､
大
阪
の
聴
き
巧
者

を
納
得
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡

さ
て
1
3
3
頁
の
c
O
E
講
演
会
報
告
に
記
す
通
-
､
二
〇
〇
三
年
二
月
十
八
日
t
 
C
O
E

演
劇
研
究
セ
ン
タ
ー
講
演
会
｢
浄
瑠
璃
(
義
太
夫
節
)
　
の
伝
承
｣
　
で
､
講
師
九
世
竹
本
綱
大
夫

師
が
､
二
〇
〇
一
年
七
月
大
阪
国
立
文
楽
劇
場
公
演
で
語
ら
れ
た
｢
日
蓮
聖
人
御
法
海
　
勘
作

住
家
の
段
｣
を
取
-
上
げ
､
こ
の
曲
を
同
師
が
ど
の
よ
う
に
受
け
継
い
で
き
た
か
､
を
話
さ
れ

た
｡
硯
綱
大
夫
師
は
､
周
知
の
如
-
､
故
八
世
竹
本
綱
大
夫
の
高
弟
で
､
父
は
昭
和
二
十
七
年

以
後
の
豊
竹
山
城
少
操
の
相
三
味
線
鶴
滞
藤
蔵
､
十
世
豊
竹
若
大
夫
は
'
同
師
の
大
お
じ
に
当

る
｡
昭
和
二
十
一
年
'
十
四
歳
で
八
世
綱
大
夫
(
当
時
四
世
織
太
夫
)
　
に
入
門
し
て
織
の
大
夫

を
名
乗
-
､
人
世
綱
大
夫
が
織
の
大
夫
を
若
大
夫
(
当
時
三
世
呂
太
夫
)
　
の
許
へ
､
目
の
不
自

由
な
若
大
夫
の
手
引
き
を
兼
ね
る
形
で
稽
古
に
行
か
せ
た
｡
若
大
夫
か
ら
｢
日
蓮
聖
人
御
法
海

勘
作
住
家
｣
の
稽
古
も
受
け
'
そ
の
後
､
昭
和
二
十
四
年
二
月
'
十
七
歳
で
豊
竹
山
城
少
操
･

四
世
鶴
揮
清
六
の
｢
勘
作
住
家
｣
の
白
湯
汲
み
を
し
た
｡
(
詳
し
-
は
1
3
3
頁
参
照
｡
)

大
阪
の
劇
評
家
が
挙
っ
て
評
価
し
､
我
々
浄
瑠
璃
研
究
者
も
､
現
在
そ
の
学
恩
に
浴
し
て
い

る
人
世
綱
大
夫
の
高
弟
で
'
近
代
文
楽
の
最
高
峰
山
城
少
操
の
薫
陶
も
受
け
て
い
る
硯
九
世
綱

大
夫
師
に
筆
者
は
､
｢
若
大
夫
の
浄
瑠
璃
は
､
義
太
夫
節
と
し
て
正
し
-
な
い
の
か
｣
と
質
問
し

た
｡
綱
大
夫
師
は
｢
正
し
い
｣
と
答
え
ら
れ
'
｢
若
大
夫
は
徳
島
出
身
で
詞
に
阿
波
靴
-
は
残
る

が
'
そ
れ
は
義
太
夫
節
と
し
て
の
正
し
さ
を
妨
げ
な
い
｡
若
大
夫
の
浄
瑠
璃
が
持
つ
阿
波
風
の

泥
臭
さ
は
､
若
大
夫
の
魅
力
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
｡
｣
と
言
わ
れ
た
｡

若
大
夫
の
浄
瑠
璃
に
脈
打
つ
　
｢
古
風
で
泥
臭
-
｣
野
性
的
な
阿
波
の
血
に
は
､
生
粋
の
大
阪

風
浄
瑠
璃
を
よ
し
と
す
る
上
方
聴
き
巧
者
に
､
拒
否
反
応
を
起
こ
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
｡
六

十
歳
前
後
ま
で
の
三
世
呂
太
夫
が
､
太
夫
陣
の
重
鎮
の
一
人
と
し
て
在
る
間
は
と
も
か
-
も
､

(
9
)

豊
竹
若
大
夫
を
名
乗
る
三
和
会
の
紋
下
格
と
な
れ
ば
､
欠
点
を
論
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
､
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
山
口
氏
も
吉
永
氏
も
倉
田
氏
も
'
お
そ
ら
-
水
落
氏
も
'
若
大
夫
を
全
面

的
に
否
定
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
｡
.
山
口
氏
'
吉
永
氏
の
　
｢
年
譜
｣
引
用
劇
評
に
は
､
若
大
夫
の

実
力
を
認
め
て
い
る
も
の
も
あ
る
｡
倉
田
氏
は
筆
者
に
'
世
話
物
で
は
欠
点
が
目
立
た
な
い
､

と
言
っ
て
お
ら
れ
た
｡

倉
田
氏
､
水
落
氏
が
本
稿
に
目
を
留
め
ら
れ
て
'
筆
者
の
誤
-
の
御
指
摘
や
､
よ
-
詳
し
い

御
見
解
を
御
聞
か
せ
く
だ
さ
る
な
ら
ば
幸
い
で
あ
る
｡
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(三)

豊
竹
若
太
夫
に
対
す
る
'
劇
評
家
'
聴
き
巧
者
レ
ベ
ル
で
の
評
価
を
整
理
す
る
と

A
　
昭
和
二
十
五
年
か
ら
四
十
一
年
ま
で
､
三
見
し
て
､
あ
ま
-
評
価
し
な
い
｡

B
　
綱
造
没
後
'
昭
和
三
十
年
代
中
期
以
後
､
晩
年
の
若
大
夫
を
高
-
評
価
す
る
｡

の
二
つ
に
分
れ
る
　
-
　
綱
造
時
代
の
み
評
価
､
を
立
項
す
る
必
要
性
は
実
質
的
に
乏
し
い
　
-

と
思
わ
れ
る
｡
A
の
立
場
を
と
る
人
は
､
そ
も
そ
も
若
大
夫
の
浄
瑠
璃
を
論
考
す
る
こ
と
自
体

に
関
心
が
薄
い
で
あ
ろ
う
か
ら
､
B
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
と
し
て
'
そ
れ
で
は
昭
和
三
十
年
代

半
ば
か
ら
､
若
大
夫
の
浄
瑠
璃
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
､
評
価
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
｡

ま
ず
前
記
の
｢
不
明
瞭
｣
｢
晦
渋
｣
｢
震
え
声
(
ブ
ル
ブ
ル
)
｣
と
い
う
欠
点
に
つ
て
は
'
人
世

綱
大
夫
談
で
言
及
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
､

若
大
夫
は
ひ
と
こ
ろ
よ
-
言
葉
も
粒
立
っ
て
､
大
変
わ
か
り
よ
-
な
っ
た
｡
こ
う
な
る

と
ハ
ラ
は
強
い
し
､
ひ
と
時
代
前
の
輪
郭
の
大
き
な
芸
風
が
生
き
て
来
て
｢
増
補
布
引
滝
｣

の
お
も
し
ろ
さ
を
満
喫
さ
せ
る
｡
(
東
京
新
聞
･
浜
村
米
蔵
8
-
c
s
i
.
^
　
昭
和
三
十
五
年

二
月
東
京
三
越
劇
場
評
)

｢
松
右
衛
門
内
｣
は
若
大
夫
･
勝
太
郎
で
時
代
物
語
り
の
本
来
の
姿
､
標
本
で
あ
る
｡
人

情
の
機
微
に
ふ
れ
る
権
四
郎
が
う
ま
-
'
う
な
-
や
濁
-
が
ま
じ
ら
ず
に
､
小
刻
み
な
詞

も
明
瞭
で
あ
る
｡
い
つ
も
の
癖
の
不
用
意
不
必
要
な
音
の
強
ま
-
も
耳
障
り
で
な
い
の

は
､
開
口
一
番
ぶ
っ
放
す
音
の
多
い
こ
の
場
の
故
で
も
あ
ろ
う
か
｡
樋
口
の
豪
放
さ
の
あ

と
の
お
筆
嬉
し
-
､
な
ど
も
椅
麓
で
､
滑
ら
か
に
ス
イ
ッ
チ
の
切
換
え
が
処
理
さ
れ
た
｡

(
演
劇
界
8
-
*
-
如
月
育
子
　
昭
和
三
十
九
年
六
月
東
京
三
越
劇
場
｢
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
｣

評
)こ

の
ひ
と
の
欠
点
で
あ
る
こ
と
ば
の
も
つ
れ
が
な
-
､
一
字
一
句
手
に
取
る
よ
う
に
､

ふ
L
と
地
合
い
の
お
も
し
ろ
さ
'
そ
し
て
そ
い
つ
が
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
会
話
の
よ
う
に

聞
き
取
れ
る
｡
(
東
京
､
8
�
"
ォ
�
"
^
　
浜
村
米
蔵
　
同
右
｡
)

と
あ
る
よ
う
に
'
晩
年
に
は
基
本
的
に
克
服
さ
れ
た
｡
仮
に
不
明
瞭
な
部
分
が
残
っ
た
と
し
て

も
'
別
の
面
で
'

(
｢
合
邦
｣
後
半
は
)
嫉
妬
の
乱
行
と
見
せ
た
女
の
執
念
の
強
さ
を
表
現
す
る
｡
若
大
夫

の
熱
演
で
湯
が
た
ぎ
っ
て
行
-
よ
う
な
盛
り
上
が
り
と
な
る
｡
(
演
劇
界
3
9
･
8
　
北
岸
佑

吉
　
昭
和
三
十
九
年
七
月
大
阪
朝
日
座
評
)

独
特
の
語
-
口
の
キ
ズ
も
目
立
つ
代
-
に
'
誠
に
威
風
堂
々
と
『
尼
ケ
崎
』
後
を
語
る
｡

光
秀
の
大
落
し
で
は
､
正
に
大
粒
の
熱
涙
が
こ
ぼ
れ
落
ち
て
場
内
を
満
た
す
よ
う
に
､
重

量
感
を
出
し
た
｡
彼
の
存
在
は
浄
瑠
璃
本
来
の
道
を
雄
々
し
-
歩
む
選
手
と
し
て
､
文
楽

に
於
る
一
つ
の
財
産
だ
｡
(
演
劇
界
0
2
.
r
-
I
　
如
月
育
子
　
昭
和
三
十
九
年
十
月
東
京
芸
術

座
評
)

と
'
キ
ズ
を
補
っ
て
余
-
あ
る
説
得
力
で
聴
か
せ
た
｡
右
の
北
岸
氏
｢
合
邦
｣
評
に
近
い
時
期

の
N
H
K
カ
セ
ッ
-
｢
合
邦
｣
　
に
は
､
不
明
瞭
さ
は
ま
っ
た
-
な
い
'
と
言
っ
て
よ
い
｡

s

で
は
'
六
十
代
'
相
三
味
線
名
人
綱
道
の
時
代
で
は
な
-
､
若
い
勝
太
郎
が
弾
-
七
十
過
ぎ

て
か
ら
｢
わ
か
-
よ
-
な
｣
-
､
説
得
力
が
増
し
た
の
は
何
故
か
｡
若
大
夫
の
中
で
､
六
十
年

来
醸
成
さ
れ
続
け
'
特
に
綱
道
の
指
導
で
大
き
-
前
進
し
た
浄
瑠
璃
の
芸
が
､
昇
華
さ
れ
､
独

自
の
形
で
完
成
の
域
に
達
し
､
｢
こ
こ
1
番
｣
が
き
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
そ
の

前
段
階
を
､
的
確
に
描
写
す
る
の
が
､
安
藤
鶴
夫
氏
が
『
演
劇
界
』
及
び
　
『
演
劇
評
論
』
　
に
書

か
れ
た
綱
造
時
代
の
若
大
夫
評
で
あ
る
｡

権
太
の
〝
貧
乏
ゆ
る
ぎ
も
さ
せ
ま
せ
ぬ
わ
い
″
を
､
冗
談
い
ふ
な
と
い
ふ
風
に
詰
め
て

き
ゆ
う
ッ
と
い
っ
て
お
い
て
'
す
ぐ
梶
原
が
さ
う
か
さ
う
か
と
嬉
し
さ
う
に
〟
テ
さ
て
気

な
げ
な
″
と
い
ふ
変
り
方
の
呼
吸
の
面
白
さ
〟
褒
美
の
金
忘
れ
ま
い
ぞ
″
を
語
尾
を
愁
ひ

に
落
す
と
い
っ
た
い
き
方
で
な
-
､
遠
-
へ
声
を
掛
け
て
ゐ
る
風
に
語
っ
て
ゐ
る
の
も
T

見
識
で
あ
ら
う
｡

手
負
ひ
に
な
つ
て
か
ら
､
ひ
い
ひ
い
と
苦
し
ん
で
お
い
て
〟
親
父
ど
の
″
と
呼
び
掛
け
る

と
　
〝
え
ゝ
な
ん
ぢ
や
い
ッ
〃
と
い
ふ
人
物
の
変
-
目
の
早
さ
な
ど
は
､
ま
る
で
二
人
で
語

せ
っ

っ
て
ゐ
る
や
う
な
切
迫
感
が
あ
っ
た
と
い
ふ
よ
-
も
恐
ら
-
掛
合
い
で
は
出
せ
な
い
呼
吸

の
よ
さ
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
｡
野
太
-
､
汚
-
つ
て
､
古
色
一
杯
の
見
事
な
権
太
で
'

弥
左
衛
門
と
梶
原
が
権
太
に
次
ぐ
出
来
で
あ
る
｡

つ
や

こ
れ
で
お
里
に
艶
が
あ
っ
て
維
盛
に
品
が
あ
っ
た
ら
､
ま
こ
と
に
見
事
な
〟
す
L
や
″
だ

が
､
お
里
の
〟
た
と
へ
焦
れ
て
″
　
の
二
郎
な
ど
は
､
艶
の
な
い
語
-
口
を
心
情
1
杯
で
カ

バ
ー
し
て
ゐ
る
｡
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一
方
若
太
夫
の
弱
点
は
'
近
来
そ
の
風
格
を
大
き
-
し
て
'
次
第
に
消
え
て
は
き
た
も

の
,
'
冒
頭
の
1
句
を
被
っ
て
強
-
語
り
過
ぎ
る
弱
点
が
ま
だ
残
っ
て
ゐ
る
こ
と
で
'
例

へ
ば
〟
可
哀
や
金
吾
は
″
の
〟
可
哀
や
″
が
強
-
被
-
過
ぎ
る
た
め
に
､
〟
夕
わ
い
や
″
と

聞
え
た
-
す
る
こ
と
で
〟
過
ぎ
つ
る
春
の
頃
″
　
の
〟
過
ぎ
つ
る
″
な
ど
も
､
同
様
の
弱
点

が
あ
る
｡
浄
瑠
璃
を
真
ッ
向
か
ら
正
直
に
大
き
-
語
ら
う
と
し
て
ゐ
る
い
き
方
は
､
双
手

を
挙
げ
て
賛
成
だ
が
'
同
時
に
ど
こ
も
か
し
こ
も
語
り
過
ぎ
る
と
い
ふ
難
点
も
生
れ
て
く

る
｡
若
太
夫
の
芸
域
が
そ
こ
に
至
-
着
-
日
を
期
待
し
た
い
｡

綱
道
の
非
情
と
も
い
ふ
べ
き
強
引
な
絃
を
ぐ
ツ
と
押
さ
へ
て
語
る
こ
と
も
'
老
来
若
太
夫

の
必
死
の
精
進
を
恩
は
せ
る
が
〟
御
運
の
ほ
ど
ぞ
″
な
ど
の
綱
道
の
夕
､
キ
は
驚
-
べ
き

で
､
権
太
が
〟
血
を
吐
き
ま
し
た
″
と
苦
ん
で
ゐ
る
間
に
綱
道
が
二
た
声
不
思
議
な
捻
り

声
を
出
し
た
の
も
面
白
か
つ
た
｡
三
越
劇
場
は
か
う
い
ふ
こ
ま
か
な
点
も
手
に
と
る
や
う

に
分
っ
て
､
東
京
で
の
理
想
的
な
人
形
浄
瑠
璃
の
劇
場
で
あ
ら
う
｡
(
『
演
劇
界
』
　
｣
�
"
蝣
>
-

昭
和
二
十
六
年
六
月
東
京
三
越
劇
場
｢
す
L
や
｣
評
)

｢
入
相
過
ぎ
｣
の
ア
タ
マ
に
力
が
入
-
過
ぎ
て
､
語
尾
の
｢
ぎ
｣
が
一
寸
弱
ま
っ
て
へ
た

る
の
は
若
大
夫
の
い
つ
も
の
欠
点
で
す
｡
若
太
夫
の
浄
瑠
璃
は
い
は
ば
全
曲
緊
張
の
連
続

で
､
特
に
語
-
出
し
の
所
謂
オ
ク
リ
に
は
少
し
必
要
以
上
に
力
を
ふ
-
絞
る
感
が
あ
-
ま

す
｡
つ
ま
り
全
曲
の
頭
に
力
が
入
り
過
ぎ
､
そ
し
て
ま
た
一
節
二
郎
の
頭
に
も
亦
お
な
じ

や
う
な
こ
と
が
い
へ
ま
す
｡
(
中
略
)

そ
れ
に
は
ま
た
声
を
腹
に
取
る
と
い
っ
た
風
な
こ
と
を
非
常
に
大
事
に
し
て
ゐ
る
た
め

に
'
若
太
夫
は
屡
々
内
攻
し
て
､
前
へ
ば
ア
ッ
と
､
冴
え
返
る
こ
と
に
欠
け
る
こ
と
も
あ

る
や
う
で
す
｡
例
え
ば
｢
義
村
参
上
仕
る
｣
　
で
も
､
も
つ
と
声
が
ぐ
う
ッ
と
前
へ
出
る
人

な
の
に
'
一
度
｢
義
村
｣
と
一
杯
に
か
ぶ
っ
て
'
そ
れ
か
ら
声
が
内
攻
す
る
の
で
､
む
ろ

ん
力
は
入
っ
て
ゐ
ま
す
が
ぴ
ぃ
ん
と
冴
え
ま
せ
ん
｡
そ
の
か
は
-
ま
た
母
親
の
言
葉
な
ど

で
｢
破
ら
る
ゝ
な
ら
破
っ
て
み
よ
｣
な
ど
の
｢
破
っ
て
｣
　
の
｢
て
｣
が
'
仝
-
思
ひ
掛
け

な
い
ほ
ど
の
強
さ
を
持
つ
の
で
'
迫
力
の
あ
る
浄
瑠
璃
で
あ
る
こ
と
に
も
異
論
は
あ
り
ま

せ
ん
｡
(
中
略
)

こ
れ
で
時
姫
が
も
う
一
つ
は
ん
な
-
と
語
れ
た
ら
と
思
ひ
ま
す
が
､
近
代
感
覚
で
義
太
夫

を
語
る
傾
向
が
浄
瑠
璃
を
ち
い
さ
-
し
て
ゐ
る
今
日
､
若
太
夫
の
朴
調
豪
快
な
語
-
口
は

貴
重
な
存
在
で
す
｡
最
近
頓
に
風
格
を
増
し
た
芸
に
は
な
っ
て
は
き
ま
し
た
が
､
あ
と
は

も
う
一
つ
'
ゆ
つ
た
-
と
し
た
落
ち
着
き
が
欲
し
い
と
思
ひ
ま
す
｡
(
『
演
劇
界
』
2
8
･
7

昭
和
二
十
八
年
六
月
東
京
三
越
劇
場
｢
鎌
倉
三
代
記
｣
評
)

こ
の
｢
太
十
｣
な
ど
を
聴
い
て
ゐ
ま
す
と
'
若
太
夫
と
い
う
人
は
少
し
自
分
の
力
以
上

に
浄
瑠
璃
を
大
き
-
語
ら
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ほ
れ
ま
す
｡
全
体
に
な
に

か
カ
サ
に
か
か
っ
た
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
う
引
き
字
或
は
引
き
字
的
な
語
尾
の
あ

る
の
も
､
或
は
自
分
の
力
以
上
に
浄
瑠
璃
を
大
き
く
語
ろ
う
と
し
て
い
る
た
め
の
一
つ
の

現
れ
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
｡
そ
れ
は
芸
品
を
卑
し
く
す
る
結
果
に
も
な
り
ま
す
か
ら
'

力
以
上
の
無
理
な
浄
瑠
璃
は
語
ら
ぬ
や
う
に
注
告
し
て
お
き
ま
す
｡
(
『
演
劇
評
論
』
2

9
･

-
昭
和
二
十
八
年
十
二
月
東
京
三
越
劇
場
｢
尼
ケ
崎
｣
評
)

こ
こ
で
安
藤
鶴
夫
氏
が
挙
げ
ら
れ
た
｢
冒
頭
の
一
句
を
被
っ
て
強
-
請
-
す
ぎ
る
弱
点
｣
｢
ど
こ

も
か
し
こ
も
語
-
過
ぎ
る
と
い
ふ
難
点
｣
｢
声
を
腹
に
取
る
と
い
っ
た
風
な
こ
と
を
非
常
に
大
事

に
し
て
い
る
た
め
に
-
-
声
が
内
攻
す
る
の
で
-
-
ぴ
ぃ
ん
と
冴
え
ま
せ
ん
｣
､
お
里
に
つ
や

が
'
時
姫
に
は
ん
な
-
と
し
た
味
わ
い
が
不
充
分
､
進
歩
の
途
上
で
｢
自
分
の
力
以
上
に
浄
瑠

璃
を
大
き
-
語
ら
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｣
と
思
わ
せ
る
｢
無
理
｣
や
｢
カ
サ
に
か
か
っ

た
も
の
｣
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
､
等
が
､
晩
年
に
は
何
ら
か
の
形
で
克
服
さ
れ
'
広
い
意
味
で

｢
ゆ
っ
た
-
と
し
た
落
ち
着
き
｣
が
具
わ
っ
た
結
果
､

若
大
夫
･
勝
太
郎
の
｢
逆
櫓
｣
の
迫
力
に
庄
倒
さ
れ
た
｡
七
十
四
才
と
は
思
え
ぬ
豪
快

な
語
-
口
に
で
あ
る
｡
(
読
売
8
-
0
-
-
*
安
藤
鶴
夫
昭
和
三
十
六
年
七
月
東
京
三
越

劇
場
｢
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
｣
評
)

酒
屋
の
段
が
こ
ん
ど
で
の
第
一
の
出
来
だ
っ
た
｡
若
大
夫
､
勝
太
郎
の
独
演
だ
が
､
時

代
物
で
は
熟
潰
し
て
草
双
紙
的
な
味
を
き
か
せ
る
こ
の
長
老
が
､
世
話
物
で
も
旧
い
味
で

終
始
す
る
｡
前
半
の
三
人
の
老
人
が
嫁
を
囲
ん
で
親
心
を
-
ど
-
ど
つ
ぶ
や
-
よ
う
な
味

か
ら
､
お
園
の
-
ど
き
に
移
っ
て
艶
な
味
を
出
す
の
が
近
来
の
聴
き
も
の
だ
っ
た
｡
(
演

劇
界
s
-
ォ
北
岸
佑
吉
昭
和
四
十
二
年
二
月
大
阪
文
楽
座
評
)

と
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡

(
^
h
)

安
藤
鶴
夫
氏
は
､
若
大
夫
の
呂
太
夫
時
代
､
戦
前
か
ら
｢
震
へ
声
｣
｢
被
っ
て
語
-
過
ぎ
る

の
と
内
攻
癖
｣
を
指
摘
し
て
い
た
が
'
昭
和
二
十
二
年
九
月
『
芝
居
』
の
｢
文
楽
芸
風
記
｣
で
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既
に
､
｢
真
筆
な
芸
風
が
一
層
巾
を
増
し
た
こ
と
も
事
実
だ
が
､
力
み
過
ぎ
て
声
の
ふ
る
へ
る
の

は
､
牡
の
便
ひ
方
を
知
ら
な
い
た
め
で
あ
ら
う
｡
｣
　
｢
も
う
一
つ
､
頭
か
ら
一
杯
に
か
ぶ
っ
て
語

ら
ず
､
い
は
ば
余
裕
が
出
て
き
た
ら
自
ら
開
口
､
ぶ
る
ぶ
る
も
修
正
さ
れ
る
と
思
ふ
｡
｣
と
｢
震

へ
声
｣
や
｢
開
口
｣
の
｢
不
明
瞭
｣
が
｢
牡
の
使
ひ
方
｣
｢
頭
か
ら
一
杯
に
か
ぶ
っ
て
語
ら
｣
な

い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
､
是
正
さ
れ
得
る
と
､
具
体
的
改
善
策
を
提
示
し
て
い
る
｡
晩
年
の
若

大
夫
の
大
成
は
'
岩
大
夫
自
身
が
意
識
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
'
基
本
的
に
こ
の
指
針
に

添
う
形
で
な
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡

安
藤
鶴
夫
氏
は
周
知
の
如
-
､
東
京
人
で
あ
る
｡
東
京
人
に
は
文
楽
を
聴
-
耳
が
な
い
t
　
と

は
少
な
-
と
も
一
時
代
前
ま
で
の
上
方
劇
評
家
､
聴
き
巧
者
の
共
通
認
識
で
あ
っ
た
よ
う
だ

が
'
安
藤
鶴
夫
氏
だ
け
は
例
外
で
あ
る
こ
と
は
'
上
方
の
す
べ
て
　
(
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
)
　
の

劇
評
家
も
認
め
て
い
た
｡
前
掲
｢
尼
ケ
崎
｣
安
藤
鶴
夫
評
掲
載
誌
『
演
劇
評
論
』
は
'
発
行
所

(
1
2
)

は
大
阪
､
武
智
鉄
二
主
催
の
辛
妹
な
演
劇
評
論
誌
で
あ
る
が
'
昭
和
三
十
年
八
月
号
｢
特
集
･

演
劇
を
如
何
に
学
ぶ
か
｣
に
お
け
る
文
楽
の
担
当
執
筆
が
安
藤
鶴
夫
で
あ
る
こ
と
も
'
上
方
の

劇
評
家
'
研
究
者
の
安
藤
氏
評
価
を
よ
-
示
し
て
い
る
｡
文
楽
人
で
は
な
い
が
義
太
夫
語
-
を

父
に
持
ち
'
戦
前
､
学
生
時
代
か
ら
二
世
古
執
太
夫
に
心
酔
し
､
東
京
の
浄
瑠
璃
誌
『
太
枠
』

(
1
3
)

の
執
筆
と
編
集
事
務
局
を
兼
ね
'
昭
和
十
九
年
一
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
東
京
新
聞
に
連
載
さ

3

れ
た
　
｢
古
執
芸
談
｣
　
の
た
め
に
､
吉
敷
太
夫
の
家
に
何
日
も
泊
-
込
み
'
徹
底
的
密
着
取
材
を

し
た
安
藤
鶴
夫
氏
の
､
義
太
夫
聴
き
の
キ
ャ
リ
ア
に
対
抗
で
き
る
聴
き
巧
者
は
'
大
阪
と
い
え

ど
も
稀
に
あ
る
の
み
で
あ
ろ
う
｡

安
藤
鶴
夫
氏
は
　
『
演
劇
界
』
昭
和
四
十
二
年
六
月
号
に
｢
追
悼
･
山
城
少
接
･
豊
竹
若
大
夫

(
文
楽
)
ふ
た
つ
の
追
悼
｣
を
執
筆
し
て
い
る
｡
山
城
少
掠
(
二
世
吉
敷
太
夫
)
に
多
-
の
頁
が

充
て
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
､
若
大
夫
に
つ
い
て
は
､
ま
ず
戦
前
､
呂
太
夫
時
代
の
舞
台

に
触
れ
てそ

の
時
､
わ
た
し
は
途
中
で
'
こ
の
ひ
と
は
い
ま
､
倒
れ
る
の
で
は
な
い
か
t
と
'
本

気
に
そ
う
思
っ
た
｡
ず
い
ぶ
ん
､
義
太
夫
も
聞
い
て
は
い
た
し
､
そ
の
ほ
か
の
芸
で
も
､

よ
く
､
い
の
ち
が
け
の
芸
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
聞
か
さ
れ
て
は
い
た
が
､
ま
の
あ
た
-
､

い
の
ち
が
け
の
義
太
夫
と
い
う
も
の
を
聞
い
て
､
正
直
'
肝
が
つ
ぶ
れ
る
よ
う
に
､
ぴ
つ

く
-
し
た
｡
(
鯖
屋
)
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
以
来
､
わ
た
し
は
こ
の
ひ
と
の
'
い
の
ち
が
け
の

芸
に
､
こ
こ
ろ
､
ひ
か
れ
た
｡
(
中
略
)

た
し
か
に
､
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
､
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
ま
た
､
た
し
か
に
義
太

夫
の
芸
の
､
魅
力
の
一
つ
で
も
あ
る
け
れ
ど
､
は
つ
き
-
い
う
と
､
わ
た
し
は
､
そ
う
い

う
と
こ
ろ
を
､
あ
ん
ま
-
､
む
き
だ
L
に
､
露
骨
に
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
若
大
夫
の

芸
と
い
う
も
の
を
'
自
分
の
好
み
と
し
て
､
そ
う
高
-
は
評
価
し
て
い
な
か
っ
た
｡
わ
る

げ
い
ほ
ん

い
け
れ
ど
'
芸
品
の
い
や
し
さ
で
あ
る
｡
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
わ
た
し
は
､
そ
の
あ

と
､
若
大
夫
を
聞
-
た
び
に
､
感
心
し
た
｡
(
中
略
)

山
城
少
接
が
(
文
楽
)
さ
い
ご
の
櫓
下
と
な
っ
て
､
(
文
楽
)
の
義
太
夫
の
好
み
が
か
た
よ
っ

て
､
破
綻
の
な
い
'
理
知
的
な
語
-
口
の
太
夫
ば
か
-
が
多
-
な
っ
て
き
た
時
､
若
大
夫

の
'
ま
っ
た
-
'
破
綻
を
お
そ
れ
ぬ
､
豪
快
な
語
り
口
は
､
ま
こ
と
に
め
ざ
ま
し
く
､
う

れ
し
か
っ
た
｡
そ
う
い
う
と
'
山
城
少
操
が
破
綻
を
お
そ
れ
て
'
理
知
的
な
請
-
口
の
よ

う
に
誤
解
さ
れ
そ
う
だ
が
､
そ
う
で
は
な
-
､
山
城
少
操
は
､
破
綻
を
お
そ
れ
る
な
ど
と

い
う
､
そ
ん
な
ち
い
さ
な
太
夫
で
は
な
-
'
芸
に
破
綻
の
な
い
､
最
高
の
芸
域
に
入
っ
た

ひ
と
で
､
の
ち
の
'
山
城
少
操
の
精
進
と
､
才
能
を
持
た
な
い
､
山
城
少
操
の
芸
の
崇
拝

者
で
あ
る
太
夫
た
ち
が
､
破
綻
を
お
そ
れ
'
そ
し
て
さ
も
理
知
的
な
語
り
口
ら
し
く
､
わ

た
し
た
ち
に
は
聞
え
た
の
で
あ
る
｡

(
文
楽
)
の
義
太
夫
が
､
山
城
少
接
引
退
後
､
そ
う
い
う
ひ
と
つ
の
傾
向
で
､
統
一
さ
れ
そ

う
に
な
っ
た
時
に
､
こ
の
若
大
夫
の
'
強
-
'
は
げ
し
い
'
叫
び
の
義
太
夫
は
､
(
文
楽
)
の

芸
の
単
調
を
破
っ
た
｡
(
中
略
)

芸
も
人
も
'
終
始
'
ま
こ
と
に
強
靭
な
､
執
念
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に
､
さ
さ
え
ら
れ

て
い
た
｡
若
大
夫
の
死
は
､
義
太
夫
の
､
貴
重
な
'
ひ
と
つ
の
典
型
の
消
失
で
あ
る
｡

と
述
べ
て
い
る
｡

安
藤
鶴
夫
氏
は
追
悼
文
で
あ
っ
て
も
'
決
し
て
若
大
夫
を
絶
賛
は
せ
ず
､
し
か
し
評
価
す
べ

き
と
こ
ろ
を
評
価
し
､
｢
義
太
夫
節
の
貴
重
な
ひ
と
つ
の
典
型
｣
が
消
失
し
た
こ
と
を
悼
む
｡
安

わ

ぎ

し

藤
氏
は
若
大
夫
を
､
少
な
-
と
も
､
世
話
物
語
-
で
　
｢
業
師
｣
　
(
昭
和
二
十
八
年
七
月
『
演
劇

界
』
　
二
十
八
年
六
月
東
京
三
越
劇
場
｢
引
窓
｣
評
)
　
と
安
藤
氏
が
呼
ん
だ
六
世
住
大
夫
よ
-
､

高
-
評
価
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡

上
方
に
も
若
大
夫
の
芸
へ
の
理
解
者
(
前
掲
劇
評
で
い
え
ば
'
大
西
氏
や
北
岸
氏
)
　
は
い
た
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が
'
若
大
夫
に
つ
い
て
､
安
藤
氏
ほ
ど
踏
み
こ
ん
だ
'
懇
切
な
評
論
が
書
か
れ
た
例
を
'
筆
者

は
知
ら
な
い
｡
安
藤
鶴
夫
氏
は
､
若
大
夫
追
悼
文
で
､
一
応
過
去
の
こ
と
と
も
読
め
る
文
脈
で

は
あ
る
が
'
｢
芸
品
の
い
や
し
さ
｣
と
ま
で
言
い
切
-
な
が
ら
う
そ
の
｢
破
綻
を
お
そ
れ
ぬ
'
豪

快
な
語
-
口
｣
'
｢
は
げ
し
い
､
叫
び
の
義
太
夫
｣
を
'
｢
義
太
夫
の
､
貴
重
な
､
ひ
と
つ
の
典

型
｣
と
認
め
た
｡
安
藤
鶴
夫
氏
は
義
太
夫
の
技
術
面
に
関
す
る
耳
を
持
ち
t
　
か
つ
大
阪
の
聴
き

巧
者
の
如
く
'
生
粋
の
大
阪
風
に
こ
だ
わ
る
体
質
は
な
か
っ
た
｡

3
)

浜
村
米
蔵
氏
､
如
月
育
子
氏
の
前
掲
劇
評
か
ら
も
知
ら
れ
る
如
-
'
東
京
の
劇
評
家
は
､
総

体
に
晩
年
の
若
太
夫
か
ら
感
銘
を
受
け
て
い
た
｡
上
方
出
身
で
執
筆
活
動
の
中
心
が
東
京
に

あ
っ
た
文
楽
研
究
の
大
先
達
三
宅
周
太
郎
氏
も
､
昭
和
三
十
年
代
の
若
大
夫
を
｢
腹
が
強
い
結

果
､
少
し
も
だ
れ
ず
に
も
-
上
る
の
は
勇
ま
し
い
｣
　
(
毎
日
S
-
ォ
サ
ー
S
　
昭
和
三
十
二
年
六
月

東
京
三
越
劇
場
｢
先
代
萩
｣
評
)
'
あ
る
い
は

｢
毛
谷
村
｣
は
七
十
を
こ
し
た
若
大
夫
が
東
京
で
初
役
な
の
が
珍
し
い
｡
だ
が
､
御
霊
文

楽
で
三
貝
し
た
修
行
を
し
て
き
た
功
は
あ
っ
て
'
必
ず
し
も
適
切
で
な
い
こ
の
l
段
を
そ

れ
ら
し
く
ふ
わ
-
と
梅
に
花
'
う
ぐ
い
す
の
声
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
情
趣
を
そ
な
え
て

よ
く
語
っ
た
｡
豊
富
な
声
量
を
セ
ー
ブ
し
て
お
そ
の
の
-
ど
き
な
ど
を
さ
ら
っ
と
語
る
な

ど
'
り
つ
ば
な
本
筋
の
芸
で
あ
る
｡
｣
　
(
毎
日
　
　
　
　
　
　
三
宅
周
太
郎
　
昭
和
三
十
五

年
六
月
東
京
三
越
劇
場
評
)

(
1
6
)

と
評
価
し
た
｡
若
大
夫
は
昭
和
三
十
五
年
に
経
済
的
理
由
で
大
阪
か
ら
東
京
へ
居
を
移
す
が
､

直
接
の
晶
負
や
素
人
の
弟
子
以
外
に
も
'
若
大
夫
の
芸
を
支
持
す
る
人
の
多
い
東
京
を
､
終
の

す
み
か
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
幸
い
で
あ
っ
た
｡

東
京
の
観
客
は
'
桐
竹
紋
十
郎
と
豊
竹
若
大
夫
が
紋
下
格
を
勤
め
る
文
楽
三
和
会
に
対
し

て
'
大
阪
人
よ
り
も
好
意
的
で
あ
っ
た
｡
そ
も
そ
も
文
楽
が
二
つ
に
分
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
､

東
京
で
は
文
楽
に
接
す
る
機
会
が
増
え
た
｡
山
城
少
操
､
文
五
郎
､
人
世
綱
大
夫
を
押
し
立
て

た
国
会
と
'
松
竹
系
劇
場
か
ら
締
出
さ
れ
､
東
京
三
越
劇
場
で
は
じ
め
て
活
動
の
拠
点
を
得
た

三
和
会
､
二
つ
の
劇
団
が
闘
志
を
燃
や
す
文
楽
か
ら
､
東
京
人
は
新
鮮
な
演
劇
体
験
を
得
た
｡

文
楽
両
派
が
雪
解
け
時
代
に
入
っ
た
昭
和
三
十
年
代
の
東
京
文
楽
合
同
公
演
で
は
､
い
-
つ

か
の
有
意
義
な
企
画
が
み
ら
れ
た
｡
昭
和
三
十
1
年
因
会
､
三
和
会
は
じ
め
て
の
共
演
に
よ
る

｢
妹
背
山
婦
女
庭
訓
　
山
の
段
｣
､
東
京
新
橋
演
舞
場
上
演
は
､
十
月
二
十
八
日
で
､
大
阪
産
経

会
館
上
演
よ
-
二
ヶ
月
前
で
あ
っ
た
｡
昭
和
三
十
五
年
十
二
月
新
橋
演
舞
場
｢
国
性
爺
合
戦
｣

の
つ
ば
め
　
(
故
四
世
越
路
)
大
夫
･
喜
左
衛
門
の
｢
楼
門
｣
'
綱
大
夫
･
弥
七
の
｢
甘
輝
館
｣
､

津
大
夫
･
寛
治
の
　
｢
獅
子
ケ
城
｣
と
い
う
す
ぐ
れ
た
組
合
せ
に
よ
る
上
演
も
'
東
京
の
み
で
'

大
阪
で
は
行
わ
れ
て
い
な
い
｡
特
に
'
昭
和
三
十
六
年
十
一
月
二
十
四
日
-
二
十
九
日
'
新
橋

演
舞
場
に
お
け
る
芸
術
祭
文
楽
の
近
松
特
集
は
､
東
京
の
み
で
行
わ
れ
た
画
期
的
公
演
で
あ
っ

た
｡
昼
が
｢
国
性
爺
合
戦
｣
｢
五
十
年
忌
歌
念
仏
｣
､
夜
が
｢
山
崎
与
次
兵
衛
寿
の
門
松
｣
｢
酒
呑

童
子
枕
言
葉
｣
｡
｢
国
性
爺
合
戦
｣
以
外
は
復
曲
､
復
活
で
あ
っ
た
｡
な
か
で
も
､
｢
酒
呑
童
子
枕

言
葉
｣
　
四
段
目
'
若
大
夫
･
勝
太
郎
､
紋
十
郎
ら
に
よ
る
｢
童
子
対
面
の
段
｣
は
､
東
京
の
観

客
に
深
い
感
銘
を
与
え
た
｡

｢
酒
呑
童
子
枕
言
葉
｣
は
-
-
読
む
と
そ
れ
ほ
ど
で
な
い
の
に
'
舞
台
化
さ
れ
る
と
グ
ロ

と
ロ
マ
ン
の
交
叉
に
芸
術
が
あ
っ
て
予
想
以
上
だ
｡
特
に
｢
鬼
ケ
城
対
面
｣
は
､
盲
目
の

若
大
夫
が
文
辞
を
よ
-
暗
記
し
て
堂
々
と
､
頼
光
と
酒
呑
童
子
を
も
語
-
わ
け
た
｣
(
毎
日

三
宅
周
太
郎
)

近
ご
ろ
得
難
い
人
形
芝
居
の
だ
い
ご
味
を
限
り
な
-
賞
が
ん
さ
せ
て
-
れ
る
｡
若
大
夫

勝
太
郎
の
浄
瑠
璃
で
､
紋
十
郡
の
酒
呑
童
子
の
述
懐
を
聞
い
て
い
る
と
コ
ジ
ツ
ケ
で
な
く

原
子
爆
弾
を
こ
ね
上
げ
て
い
る
現
代
へ
の
注
告
の
よ
う
で
あ
る
｡
(
東
京
　
　
　
　
　
浜

村
米
蔵
)

こ
う
い
う
文
明
批
評
的
な
浄
瑠
璃
評
価
､
あ
る
い
は
そ
の
前
提
と
な
る
名
作
の
本
格
的
な
復
活

上
演
に
対
し
､
東
京
は
大
阪
よ
-
積
極
的
で
あ
っ
た
｡

｢
酒
呑
童
子
枕
言
葉
　
童
子
対
面
｣
と
い
う
､
初
め
て
接
す
る
曲
･
作
品
に
'
七
十
三
歳
の
目

の
見
え
な
い
若
大
夫
が
､
ど
の
よ
う
に
取
-
組
ん
だ
か
は
'
｢
年
譜
｣
の
野
洋
勝
太
郎
談
に
詳
し

/
-
T
 
O

L
y

(四)

昭
和
三
十
五
年
八
月
､
豊
竹
若
大
夫
は
､
大
阪
か
ら
東
京
へ
と
居
を
移
し
た
｡
｢
年
譜
｣
で
転

居
を
三
十
四
年
1
月
と
す
る
の
は
誤
-
で
あ
る
.
豊
竹
英
大
夫
師
　
(
l
九
四
七
年
生
)
　
が
中
学

(
ー
7
〕

一
年
の
八
月
と
の
こ
と
で
､
三
十
五
年
八
月
と
訂
正
す
る
｡

昭
和
三
十
七
年
三
月
か
ら
三
十
八
年
三
月
ま
で
､
月
一
回
計
十
二
回
行
な
わ
れ
た
素
浄
瑠
璃
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会
豊
竹
若
大
夫
会
な
ど
は
､
若
大
夫
の
東
京
居
住
な
-
し
て
は
､
実
現
し
難
い
企
画
で
あ
っ
た
｡

豊
竹
若
大
夫
会
の
名
称
を
持
つ
も
の
と
し
て
は
､
既
に
昭
和
三
十
四
二
二
十
五
二
二
十
六
年
に

も
'
年
一
回
ず
つ
､
連
続
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
奏
演
活
動
を
､
高
木
浩
志
調
『
文

楽
興
行
記
録
　
昭
和
篇
』
(
昭
和
五
十
五
年
五
月
)
の
三
一
二
頁
で
は
左
の
如
-
ま
と
め
て
記
述

す
る
｡

○
若
大
夫
会

oco

東
京
美
術
ク
ラ
ブ
　
尼
ケ
崎
　
(
若
勝
太
郎
)

舟
別
れ
　
(
君
子
　
ク
　
)

｣

�

"

<

o

�

"
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cv1
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7
･
2
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"

s

c
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c
M

<Nl

本　　於
･/ '/牧,,同

亭　　右

s〟〟〟ss〟

陣
屋
　
(
若
重
造
)
　
小
牧
山
(
君
子
)

山
科
(
　
ク
　
ク
　
)
　
裏
門
　
(
若
子
勝
平
)

鎌
三
　
(
若
重
造
)
　
太
十
　
(
君
子
広
若
)

陣
屋
　
(
　
ク
　
広
若
)
　
弁
上
　
(
　
ク
　
ク
　
)

寺
子
屋
　
(
　
ク
　
重
造
)
　
組
討
(
　
ク
　
ク
　
)

鯖
や
　
(
　
ク
　
広
若
)

合
邦
　
(
若
重
造
)
　
妙
心
寺
　
(
若
子
広
若
)

袖
萩
(
　
ク
　
ク
　
)
　
夕
顔
棚
(
　
ク
　
ク
　
)

岡
崎
　
(
　
ク
　
ク
　
)
　
岸
姫
　
(
　
ク
　
ク
　
)

山
科
(
　
ク
　
猿
之
助
)
　
桜
丸
切
腹
(
　
ク
　
ク
　
)

志
度
寺
(
　
ク
　
重
造
)
　
青
田
　
(
　
ク
　
ク
　
)

大
序

cNI

c

l

�

"

Z

勘
平
切
腹
(
若
重
造
)
殿
中
(
君
子
広
若
)

十
種
香
(
　
ク
　
ク
　
)
　
八
陣
(
　
ク
　
ク

市
若
(
　
ク
　
ク
　
)
埴
生
村
(
　
ク
　
ク

『
文
楽
興
行
記
録
　
昭
和
篇
』

は
､
国
立
劇
場
上
演
資
料
集
四
〇
二
所
収
｢
｢
文
楽
｣
　
の
本

o

こ
れ
か
ら
文
楽
を
学
ぼ
う
と
す
る
人
へ
　
ー
　
｣
　
に

高
木
浩
志
調
『
文
楽
興
行
記
録
　
昭
和
篇
』

(
私
家
版
､
昭
和
B
"
ォ
)
　
は
､
文
楽
協
会
設

立
直
前
の
昭
和
三
八
年
三
月
ま
で
の
興
行
記
録
が
収
め
ら
れ
て
お
-
､
編
者
自
身
の
手
書

き
に
よ
る
労
作
で
､
昭
和
と
い
う
激
動
の
文
楽
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
資
料
で
す
が
'

現
在
で
は
古
書
店
に
出
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
-
'
幻
の
年
表
と
な
っ
て
い
ま
す
｡

と
あ
-
､
一
般
的
に
入
手
は
困
難
だ
が
､
国
立
劇
場
文
楽
公
演
の
上
演
資
料
集
所
収
'
演
目
別

上
演
年
表
に
､
毎
回
の
よ
う
に
書
名
が
挙
っ
て
い
る
の
で
､
文
楽
東
京
公
演
の
熱
心
な
観
客
に

は
､
関
心
あ
る
書
物
の
は
ず
で
あ
る
｡
筆
者
は
手
書
き
コ
ピ
ー
製
本
の
貴
重
な
一
冊
を
著
者
か

ら
恵
与
さ
れ
て
､
日
夜
､
学
恩
に
浴
し
て
い
る
｡
近
代
人
形
浄
瑠
璃
史
研
究
に
不
可
欠
な
こ
の

(
1
9
)

文
献
を
､
著
者
高
木
氏
が
､
昭
和
五
十
五
年
の
段
階
で
､
こ
れ
以
上
は
｢
最
早
個
人
の
手
に
は

負
え
な
い
｣
ぎ
-
ぎ
-
の
と
こ
ろ
ま
で
仕
上
げ
て
､
組
織
に
よ
る
増
補
･
補
訂
刊
行
へ
の
呼
び

か
け
発
信
を
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
い
つ
ま
で
も
｢
幻
の
年
表
｣
　
の
ま
ま
に
置
か
れ
て

い
る
現
状
が
歯
が
ゆ
い
｡

『
文
楽
興
行
記
録
　
昭
和
篇
』
の
｢
若
大
夫
会
｣
関
係
記
載
は
'
著
者
高
木
浩
志
氏
が
､
｢
こ
の

項
コ
ピ
ー
寸
前
に
内
山
美
樹
子
氏
に
う
か
が
っ
た
の
で
索
引
に
な
し
｣
と
注
記
す
る
通
り
｢
十

世
豊
竹
若
大
夫
床
年
譜
｣
の
情
報
に
よ
っ
て
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
｢
十
世
豊
竹
若
大
夫
床

年
譜
｣
自
体
が
'
そ
の
ま
え
が
き
に
記
す
如
-
､
昭
和
四
十
三
年
の
時
点
で
高
木
浩
志
氏
の
御

好
意
に
す
が
っ
て
､
若
大
夫
の
出
演
記
録
を
は
じ
め
と
す
る
多
大
の
資
料
を
提
供
し
て
い
た
だ

い
た
こ
と
で
､
辛
う
じ
て
成
-
立
ち
得
た
も
の
で
あ
る
か
ら
､
『
文
楽
興
行
記
録
　
昭
和
篇
』
作

成
時
の
高
木
氏
に
と
っ
て
　
｢
十
世
豊
竹
若
大
夫
床
年
譜
｣
　
の
大
部
分
は
､
二
次
資
料
に
過
ぎ
ず

『
近
松
論
集
』
第
五
集
の
存
在
も
忘
れ
て
お
ら
れ
た
の
を
､
脱
稿
後
､
コ
ピ
ー
間
際
に
'
東
京
で

豊
竹
若
大
夫
会
が
連
続
開
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
さ
れ
て
､
筆
者
に
問
い
合
わ
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
｡
文
楽
の
興
行
記
録
と
し
て
は
'
こ
の
1
覧
表
記
載
で
'
ほ
と
ん
ど
問
題
な
い
｡

し
か
し
東
京
に
お
け
る
若
大
夫
の
奏
演
活
動
を
把
握
す
る
に
は
､
も
う
少
し
詳
し
い
記
述
が

あ
っ
た
方
が
よ
い
｡
｢
十
世
豊
竹
若
大
夫
床
年
譜
｣
も
'
年
譜
と
い
う
性
格
上
､
記
述
は
基
本
的

(
2
0
)

に
簡
略
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
｡
こ
の
機
会
に
､
豊
竹
若
大
夫
会
に
関
し
て
補
足
的
に
触

れ
て
お
き
た
い
｡

資
料
は
､
豊
竹
若
大
夫
会
一
枚
物
な
い
し
二
枚
物
の
会
案
内
摺
物
(
以
下
｢
会
案
内
｣
)
で
あ

る
｡
筆
者
が
保
存
し
て
い
た
の
は
､
昭
和
三
十
七
年
の
四
回
分
の
み
で
'
あ
と
は
豊
竹
若
大
夫

会
の
世
話
役
と
し
て
尽
力
さ
れ
た
義
太
夫
協
会
の
日
置
教
雄
氏
　
(
現
在
歌
舞
伎
で
活
躍
中
の
竹

本
綾
太
夫
師
)
　
に
コ
ピ
ー
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
'
お
話
も
う
か
が
っ
た
｡
日
置
氏
の
許
で
も
仝
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部
は
揃
わ
ず
'
氏
の
メ
モ
に
よ
っ
て
補
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
も
あ
る
｡
そ
の
日
置
氏
か

ら
の
コ
ピ
ー
分
も
メ
モ
も
'
筆
者
の
租
漏
に
よ
り
､
不
備
な
と
こ
ろ
が
あ
り
､
筆
者
の
手
許
の

豊
竹
若
大
夫
会
資
料
は
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
筆
者
は
と
-
あ
え
ず
'
豊
竹
若
大
夫

会
の
計
十
五
回
分
(
三
回
と
十
二
回
)
､
及
び
若
大
夫
主
催
の
他
の
会
二
回
分
､
合
計
十
七
回
分

の
豊
竹
若
大
夫
会
関
係
資
料
を
､
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
に
収
め
た
い
｡
綾
太
夫
師
を
は
じ

め
､
豊
竹
若
大
夫
会
会
案
内
等
を
保
存
し
て
い
る
方
々
が
本
稿
を
瞥
見
さ
れ
て
'
よ
-
完
全
な

形
に
な
る
よ
う
に
'
コ
ピ
ー
な
ど
を
演
劇
博
物
館
に
御
提
供
下
さ
る
こ
と
に
な
れ
ば
､
望
外
の

仕
合
せ
で
あ
る
｡

(
五
)

『
文
楽
興
行
記
録
昭
和
篇
』
の
｢
若
大
夫
会
｣
記
載
は
､
前
記
の
通
り
'
文
楽
の
興
行
記
録

と
し
て
は
'
ほ
と
ん
ど
問
題
な
い
が
､
一
､
二
ヶ
所
訂
正
が
あ
る
｡
｢
s
o
.
o

^
H
C
O
｣
の
若
子
大

夫
(
故
五
世
呂
大
夫
)
｢
舟
別
れ
｣
の
三
味
線
は
勝
平
(
現
三
世
喜
左
衛
門
)
で
あ
る
｡
｢
3
5
･

6
･
6
｣
の
若
子
大
夫
｢
小
牧
山
｣
の
三
味
線
は
､
会
案
内
で
｢
未
定
｣
｡
こ
の
三
十
四
二
二
十

五
二
二
十
六
年
の
豊
竹
若
大
夫
会
は
'
筆
者
自
身
､
聴
い
て
い
な
い
｡

右
三
回
の
豊
竹
若
大
夫
会
に
は
､
｢
年
譜
｣
に
記
す
如
-
､
東
京
の
女
義
､
土
佐
広
･
猿
幸
ほ

か
が
参
加
出
演
し
､
文
楽
二
段
､
女
義
二
段
の
形
を
と
っ
て
い
る
｡
(
『
文
楽
興
行
記
録
昭
和

篇
』
｢
狂
言
索
引
｣
に
は
｢
女
義
'
素
義
の
関
係
分
は
省
い
て
い
る
｡
｣
と
こ
と
わ
る
｡
)
女
義
の

詳
し
い
配
役
は
｢
会
案
内
｣
に
拠
ら
れ
た
い
が
'
三
十
六
年
四
月
二
十
二
日
第
三
回
豊
竹
若
大

夫
会
は
'
｢
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
｣
か
ら
四
段
で
'
｢
裏
門
｣
が
若
子
大
夫
･
勝
平
'
｢
一
力
｣
が
土

佐
広
･
越
道
･
仙
広
等
女
義
､
｢
山
科
閑
居
｣
が
若
大
夫
･
重
造
､
最
後
に
小
津
蛋
(
戸
無
瀬
)
､

(
2
1
)

駒
之
助
(
小
浪
)
､
三
生
ほ
か
に
よ
る
追
行
が
つ
-
｡
会
案
内
の
｢
御
挨
拶
｣
で
若
大
夫
は
､

｢
東
都
素
義
御
一
統
様
の
い
つ
も
変
-
ま
せ
ぬ
御
支
援
､
更
に
義
太
夫
協
会
の
御
理
解
と
女
流

の
方
々
に
拠
る
援
助
出
演
に
対
し
ま
し
て
は
只
々
感
謝
の
他
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
｣
と
謝
辞
を
述

べ
て
い
る
｡
東
京
義
太
夫
協
会
､
女
義
へ
の
謝
辞
は
､
他
の
二
回
に
も
み
え
る
｡

女
義
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
会
に
､
文
楽
の
太
夫
が
聴
き
に
来
た
り
す
る
こ
と
は
､
昭
和
四
十

年
代
ま
で
は
､
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
､
若
大
夫
の
場
合
､
東
京
転
居
以
前
'
二
世
竹

本
綾
之
助
の
家
で
素
人
の
稽
古
を
し
て
い
た
こ
と
も
あ
-
'
東
京
義
太
夫
協
会
､
女
義
の
人
々

∴
=

と
の
連
携
は
､
特
に
緊
密
だ
っ
た
｡

そ
ぎ

｢
素
養
｣
即
ち
素
人
義
太
夫
の
人
達
へ
の
謝
辞
は
昭
和
三
十
四
年
に
も
み
え
る
｡
昭
和
中
期
ま

で
の
太
夫
､
三
味
線
に
と
っ
て
､
稽
古
を
介
し
て
確
実
に
把
握
で
き
る
支
持
者
達
の
存
在
は
'

経
済
的
な
面
か
ら
重
要
で
あ
っ
た
｡
先
に
豊
竹
若
大
夫
会
計
十
五
回
分
の
ほ
か
に
､
別
扱
い
二

回
と
し
た
う
ち
､
一
回
は
昭
和
三
十
年
'
文
楽
の
太
夫
二
二
味
線
に
よ
る
　
｢
豊
竹
若
太
夫
一
門

会
｣
　
(
演
目
等
｢
年
譜
｣
参
照
)
　
で
あ
る
が
'
も
う
1
回
は
'
昭
和
三
十
六
年
十
二
月
二
十
三

日
'
港
区
高
輪
の
谷
本
氏
邸
に
お
け
る
｢
年
忘
れ
若
大
夫
会
｣
'
若
大
夫
主
催
に
よ
る
素
人
浄
瑠

璃
の
会
で
あ
る
｡
但
し
｢
喜
利
｣
　
に
若
大
夫
･
勝
太
郎
の
　
｢
志
度
寺
｣
　
が
あ
る
｡
『
文
楽
興
行
記

録
　
昭
和
篇
』
　
で
は
､
若
大
夫
･
勝
太
郎
の
　
｢
志
度
寺
｣
　
で
も
素
義
の
会
で
行
な
わ
れ
た
も
の

は
省
か
れ
て
い
る
｡

文
楽
の
太
夫
'
三
味
線
に
と
っ
て
､
素
人
へ
の
稽
古
は
生
活
を
支
え
る
一
助
と
し
て
必
要
で

あ
っ
た
が
､
文
楽
協
会
､
国
立
劇
場
､
国
立
文
楽
劇
場
体
制
に
よ
る
昭
和
後
期
以
後
の
文
楽
で

は
､
太
夫
､
三
味
線
は
､
生
活
の
た
め
に
素
人
へ
の
稽
古
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
か
ら
'

基
本
的
に
解
放
さ
れ
た
｡
も
と
よ
-
プ
ロ
の
演
者
が
､
真
筆
な
素
人
を
教
え
る
こ
と
が
､
自
身

の
芸
の
成
熟
に
も
役
立
つ
､
と
い
う
点
は
現
在
で
も
変
り
が
な
い
｡
し
か
し
昭
和
中
期
ま
で

は
､
真
撃
で
な
い
素
義
も
少
な
-
な
か
っ
た
｡
同
時
に
'
こ
の
頃
ま
で
は
戦
前
以
来
の
文
楽
や

義
太
夫
界
を
知
っ
て
い
る
故
実
通
の
素
義
も
､
あ
る
程
度
の
比
率
で
存
在
し
た
｡
文
楽
の
太

夫
､
三
味
線
の
師
匠
と
も
な
れ
ば
､
あ
え
て
稀
曲
と
い
わ
ざ
る
も
､
上
演
頻
度
の
さ
ほ
ど
高
-

な
い
曲
を
'
そ
う
い
う
素
義
へ
の
稽
古
曲
に
組
み
込
ま
ざ
る
を
得
ず
､
そ
れ
が
太
夫
､
三
味
線

の
財
産
と
な
る
こ
と
も
あ
-
う
る
｡
文
楽
の
太
夫
'
三
味
線
が
'
上
演
頻
度
は
高
-
と
も
､
自

身
は
普
段
舞
台
で
語
ら
な
い
曲
を
､
急
に
本
公
演
や
晴
れ
の
場
で
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
て
も
､

破
綻
を
き
た
さ
な
い
の
も
'
素
人
へ
の
稽
古
で
扱
っ
て
い
る
効
用
が
少
な
-
な
い
と
思
わ
れ

る
｡
浄
瑠
璃
は
版
本
の
節
付
け
が
謡
曲
ほ
ど
詳
細
で
は
な
い
し
､
録
音
テ
ー
プ
の
な
い
時
代
で

あ
る
｡
し
か
も
戦
前
か
ら
日
が
不
自
由
で
本
が
読
め
な
-
な
っ
た
若
大
夫
が
'
国
会
よ
-
レ

バ
ー
ー
リ
ー
の
狭
い
三
和
会
に
あ
っ
て
'
七
十
過
ぎ
か
ら
､
合
同
公
演
や
放
送
等
で
本
公
演
初

∴
､
∵

役
の
曲
や
舞
台
で
十
何
年
来
語
っ
て
い
な
い
曲
を
､
次
々
と
引
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
理
由

を
､
素
人
へ
の
稽
古
の
場
を
無
視
し
て
は
'
理
解
し
難
い
と
考
え
て
い
る
｡

な
お
昭
和
三
十
五
年
､
三
十
六
年
の
会
案
内
に
は
､
三
宅
周
太
郎
氏
の
寄
稿
が
あ
る
｡
戦
前
､
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島
太
夫
'
呂
太
夫
時
代
に
､
文
楽
東
京
公
演
で
'
し
ば
し
ば
二
世
古
執
太
夫
の
代
役
を
勤
め
た

こ
と
､
お
よ
び
島
太
夫
時
代
(
大
正
十
1
年
春
か
t
と
)
　
に
'
復
活
上
演
を
考
え
て
い
る
初
世

吉
右
衛
門
に
招
か
れ
て
｢
小
野
道
風
青
柳
硯
｣
三
ノ
切
｢
卒
塔
婆
小
町
｣
を
語
っ
た
こ
と
､
が

記
さ
れ
て
い
る
が
'
晩
年
の
若
大
夫
が
豊
富
な
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
持
ち
続
け
て
い
た
こ
と
と
照

応
さ
せ
て
よ
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
｡

(六)

昭
和
三
十
七
年
三
月
'
東
京
転
居
か
ら
一
年
半
を
経
て
､
一
落
着
き
し
た
若
大
夫
は
､
上
野

本
牧
亭
で
｢
素
浄
瑠
璃
月
例
研
究
会
｣
の
初
回
を
開
催
す
る
｡
翌
三
十
八
年
三
月
ま
で
十
二
回
､

｢
豊
竹
若
大
夫
会
｣
　
の
い
わ
ば
本
番
で
あ
る
｡

十
二
回
の
会
に
関
す
る
　
『
文
楽
興
行
記
録
　
昭
和
篇
』
　
の
記
載
で
､
訂
正
が
必
要
な
の
は
､

最
後
の
回
の
月
で
､
｢
　
　
　
　
s
｣
　
で
は
な
-
'
三
月
二
十
四
日
で
あ
る
｡
二
月
の
予
定
が
､

三
和
会
で
二
月
｢
中
旬
急
に
地
方
公
演
が
決
ま
り
休
演
の
や
む
な
き
に
至
｣
-
'
翌
月
に
行
な

わ
れ
た
の
で
あ
る
｡
ま
た
｢
S
5
-
*
-
S
｣
　
の
会
で
は
､
若
大
夫
･
広
若
(
後
の
竹
本
の
豊
緑
)

∴
∵

｢
鯖
屋
｣
　
の
み
が
挙
っ
て
い
る
が
'
こ
の
時
も
若
子
大
夫
の
演
目
は
あ
-
､
筆
者
も
聴
い
て
い

る
は
ず
だ
が
'
恥
ず
か
し
い
こ
と
に
メ
モ
が
な
い
｡
故
五
世
呂
大
夫
師
門
弟
方
に
補
訂
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
､
と
願
っ
て
い
る
｡

十
二
回
の
う
ち
､
二
回
に
女
義
が
出
演
し
て
い
る
｡
三
十
七
年
三
月
の
越
道
･
巴
佳
｢
伊
勢

音
頭
｣
'
十
月
の
土
佐
広
･
猿
幸
の
｢
壷
坂
｣
で
'
中
人
-
後
､
若
大
夫
の
｢
尼
ケ
崎
｣
｢
山
科
｣

と
な
る
｡
十
月
若
大
夫
の
　
｢
山
科
閑
居
｣
を
弾
い
た
豊
淳
猿
之
助
は
､
東
京
の
三
味
線
と
し
て

は
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
人
　
(
男
性
)
　
で
､
重
造
の
都
合
が
つ
か
ず
､
来
月
は
東
京
の
猿
之
助
に

お
願
い
す
る
､
と
九
月
の
座
談
会
で
若
大
夫
が
述
べ
て
い
た
と
記
憶
す
る
｡

本
牧
亭
で
毎
月
行
な
わ
れ
た
豊
竹
若
大
夫
会
の
初
回
は
､
三
十
七
年
三
月
二
十
三
日
昼
で

あ
っ
た
が
'
こ
れ
は
会
案
内
の
　
｢
御
挨
拶
｣
　
に

扱
て
､
こ
の
二
･
三
年
来
､
後
援
会
の
皆
様
方
の
お
奨
め
も
あ
-
'
適
当
な
会
場
に
よ

る
素
浄
瑠
璃
月
例
研
究
会
を
考
え
お
-
ま
し
た
処
､
本
牧
亭
と
い
う
良
き
会
場
を
得
'
四

月
よ
-
毎
月
二
十
四
日
　
(
夜
)
　
開
催
さ
せ
て
頂
-
こ
と
に
相
成
-
ま
し
た
｡

就
き
ま
し
て
は
'
試
演
会
の
意
を
以
っ
て
臨
時
に
三
月
二
十
三
日
　
(
昼
)
別
掲
の
如
-

開
催
致
し
ま
す
れ
ば
'
何
卒
御
来
席
御
高
批
賜
わ
-
ま
す
よ
う
様
'
伏
し
て
御
願
い
申
上

げ
ま
す
｡

と
あ
る
如
-
'
本
来
､
四
月
二
十
四
日
第
一
回
に
先
立
つ
　
｢
試
演
会
｣
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
五

月
の
豊
竹
若
大
夫
会
会
案
内
で
は
｢
早
い
も
の
で
若
大
夫
会
も
三
月
･
四
月
と
過
ぎ
去
に
第
三

回
を
迎
え
る
事
と
相
成
-
ま
し
た
｡
｣
と
三
月
の
試
演
会
を
第
一
回
に
数
え
て
い
る
｡
こ
の
五
月

の
｢
寺
子
屋
｣
奏
演
後
の
座
談
会
で
､
若
大
夫
は
'
毎
月
二
十
四
日
､
一
年
間
ほ
ど
や
り
た
い
､

と
話
し
て
い
る
｡

昭
和
三
十
七
年
三
月
か
ら
三
十
八
年
三
月
'
即
ち
三
十
六
年
度
末
か
ら
三
十
七
年
度
は
､
国

会
二
二
和
会
両
派
が
一
体
化
し
､
文
楽
協
会
体
制
(
三
十
八
年
度
よ
-
)
　
に
移
行
す
る
た
め
の

(S)

準
備
期
間
と
し
て
'
近
代
文
楽
史
上
重
大
な
時
期
で
あ
っ
た
｡
若
大
夫
自
身
は
､
三
十
七
年
四

月
'
三
十
四
年
に
没
し
た
六
世
竹
本
住
大
夫
の
あ
と
を
受
け
る
形
で
'
重
要
無
形
文
化
財
保
持

者
(
人
間
国
宝
)
　
に
指
定
さ
れ
た
｡
五
月
の
会
で
一
年
間
ほ
ど
t
と
し
た
の
は
､
次
年
度
の
文

楽
協
会
発
足
後
の
状
況
が
不
透
明
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
し
て
の
発
言
か
も
し
れ
な
い
｡

(
2
6
)

豊
竹
若
大
夫
会
で
､
少
な
-
と
も
筆
者
が
聴
い
た
六
月
第
四
回
以
後
､
特
に
不
入
-
と
い
う

日
は
な
か
っ
た
が
'
小
さ
な
会
場
で
､
入
-
の
よ
い
日
で
も
'
百
人
程
度
で
あ
る
｡
入
場
料
は

三
百
円
(
三
和
会
三
越
B
席
並
み
)
｡
会
が
予
定
通
-
十
二
回
行
な
わ
れ
得
た
の
は
､
世
話
人
日

置
教
雄
氏
の
尽
力
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
が
､
何
よ
-
も
若
大
夫
自
身
の
｢
素
浄
瑠
璃
月
例
研

究
会
を
や
-
た
い
｣
t
と
い
う
熱
意
の
結
果
で
あ
ろ
う
｡
｢
三
代
記
｣
｢
陣
屋
｣
　
｢
寺
子
屋
｣
｢
鯖

屋
｣
　
｢
合
邦
｣
｢
袖
萩
(
予
定
演
目
｢
盛
綱
｣
か
ら
｢
袖
萩
｣
　
に
変
更
)
｣
｢
岡
崎
｣
　
｢
山
科
｣
｢
志

度
寺
｣
｢
大
序
･
勘
平
切
腹
｣
｢
十
種
香
｣
｢
市
若
｣
と
'
若
大
夫
の
語
り
物
は
十
二
回
十
三
曲
と

も
'
時
代
物
な
い
し
準
時
代
物
で
あ
る
｡
如
何
に
も
若
大
夫
会
ら
し
い
選
曲
で
あ
る
が
､
基
本

的
に
奏
演
後
の
座
談
会
で
､
次
回
の
希
望
を
聞
い
て
決
め
ら
れ
て
い
た
｡

｢
忠
臣
蔵
｣
大
序
丸
一
段
の
五
十
年
ぶ
り
は
別
格
と
し
て
も
､
素
浄
瑠
璃
で
　
｢
岡
崎
｣
丸
一
段

は
三
十
年
ぶ
-
､
と
若
大
夫
は
述
べ
て
い
る
｡
因
み
に
四
ツ
橋
文
楽
座
昭
和
六
年
十
一
月
一
日

よ
-
の
　
｢
伊
賀
越
｣
通
し
で
､
吉
敷
太
夫
･
清
六
の
　
｢
岡
崎
｣
を
'
古
執
太
夫
感
冒
の
た
め
'

島
太
夫
が
三
日
代
演
し
て
い
る
　
(
『
浄
瑠
璃
時
報
』
　
5
1
)
｡

筆
者
は
　
｢
伊
賀
越
道
中
双
六
｣
を
'
高
校
生
の
時
活
字
本
で
読
ん
で
以
来
､
主
人
公
が
敵
討

と
義
理
を
全
う
す
る
た
め
に
平
然
と
妻
子
を
犠
牲
に
す
る
　
｢
岡
崎
｣
と
い
う
芝
居
を
忌
み
嫌
っ
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て
い
た
｡
昭
和
三
十
五
年
大
学
時
代
の
十
二
月
'
新
橋
演
舞
場
の
文
楽
合
同
公
演
で
｢
岡
崎
｣

が
上
演
さ
れ
て
も
'
観
に
行
-
気
に
は
な
れ
ず
'
同
じ
昼
の
部
の
｢
酒
屋
｣
が
目
当
て
で
'
か

な
-
遅
れ
て
入
っ
た
が
､
長
い
　
｢
岡
崎
｣
は
ま
だ
終
っ
て
い
な
か
っ
た
｡
綱
大
夫
･
弥
七
が
顔

を
真
っ
赤
に
し
て
｢
お
谷
や
-
い
｣
と
苦
し
ん
で
い
る
異
様
な
場
面
と
向
き
合
わ
さ
れ
た
｡
ほ

ど
な
-
床
が
回
っ
て
若
大
夫
･
勝
太
郎
｡
何
と
も
不
思
議
な
こ
と
で
あ
っ
た
が
'
聴
い
て
い
る

う
ち
に
､
故
清
十
郎
の
お
袖
が
袈
裟
白
無
垢
の
尼
姿
で
登
場
す
る
の
を
見
て
､
心
が
洗
わ
れ
る

思
い
が
し
た
｡
そ
し
て
三
十
七
年
九
月
'
若
大
夫
･
重
道
に
よ
る
｢
岡
崎
｣
丸
一
段
｡
｢
年
譜
｣

に
は
若
大
夫
会
と
し
て
は
こ
の
｢
岡
崎
｣
に
限
-
､
｢
近
松
半
二
が
意
図
し
た
､
政
右
衛
門
､
幸

兵
衛
､
お
谷
の
　
｢
執
念
の
悲
劇
｣
が
的
確
に
演
じ
ら
れ
て
い
た
｣
云
々
と
の
筆
者
の
評
が
書
き

つ
け
ら
れ
て
い
る
｡
本
牧
事
で
若
大
夫
の
　
｢
岡
崎
｣
を
丸
一
段
聴
-
こ
と
が
な
け
れ
ば
'
筆
者

は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
琵
僻
紅
浄
瑠
璃
集
』
に
｢
伊
賀
越
道
中
双
六
｣
を
入
れ
た
い
t
と
共

著
者
延
廉
真
治
氏
に
お
願
い
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
｡

最
終
回
'
三
十
八
年
三
月
の
　
｢
市
若
初
陣
｣
は
､
一
月
の
座
談
会
で
筆
者
の
希
望
が
容
れ
ら

れ
て
決
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
昭
和
二
十
五
年
若
太
夫
襲
名
披
露
以
後
'
東
京
で
は
演
じ
ら
れ

て
い
な
い
｡
本
牧
亭
の
聴
衆
に
は
馴
染
の
薄
い
曲
で
あ
っ
た
が
､
若
大
夫
が
三
月
の
会
案
内
に

｢
｢
市
若
初
陣
｣
は
若
大
夫
襲
名
披
露
の
折
の
私
に
と
-
記
念
す
べ
き
語
り
物
で
ご
ざ
い
ま
す
｣

と
詣
い
､
最
終
回
に
ふ
さ
わ
し
い
舞
台
と
な
っ
た
｡
そ
れ
が
二
年
後
､
昭
和
四
十
年
七
月
の
東

京
三
越
劇
場
､
大
阪
朝
日
座
の
､
若
大
夫
最
晩
年
を
飾
る
｢
市
若
初
陣
｣
　
の
成
果
に
も
､
つ
な

K
)

が
っ
た
の
で
あ
る
｡

前
記
の
通
-
'
筆
者
が
聴
き
は
じ
め
た
の
は
､
第
四
回
､
三
十
七
年
六
月
の
　
｢
鯖
屋
｣
か
ら

で
あ
る
｡
そ
の
数
年
前
か
ら
､
若
大
夫
を
注
目
し
て
は
い
た
｡
特
に
｢
酒
呑
童
子
枕
言
葉
｣
に

は
感
動
し
た
｡
と
は
い
え
､
何
か
聴
き
と
-
に
-
-
一
本
調
子
､
と
い
う
印
象
も
拭
え
ず
に
い

s

た
筆
者
は
､
素
浄
瑠
璃
で
｢
鮪
屋
｣
丸
一
段
を
聴
い
て
驚
い
た
｡
若
大
夫
と
は
､
豪
快
で
古
風

な
老
太
夫
､
な
ど
で
は
な
い
｡
作
品
を
徹
底
的
に
読
み
抜
き
､
計
算
し
尽
し
た
演
出
家
で
あ
-
､

し
か
も
熱
い
血
の
し
た
た
る
よ
う
な
劇
的
人
間
造
形
を
､
叙
事
詩
の
視
点
に
於
て
な
し
遂
げ
る

演
者
で
あ
る
､
と
知
っ
た
｡
｢
鯖
屋
｣
と
い
う
戯
曲
の
謎
が
､
目
の
前
で
解
き
明
か
さ
れ
て
い
-

瞬
間
だ
っ
た
｡

一
年
間
に
わ
た
る
豊
竹
若
大
夫
会
は
､
内
容
的
に
も
充
実
し
た
も
の
で
'
座
談
会
に
お
け
る

･
.
}
∵

若
大
夫
芸
談
も
貴
重
で
あ
っ
た
｡
筆
者
に
と
っ
て
'
若
大
夫
と
出
会
っ
た
'
と
い
う
よ
り
も
､

浄
瑠
璃
そ
の
も
の
と
出
会
っ
て
い
っ
た
日
々
で
あ
っ
た
｡

し
か
し
た
と
え
ば
､
昭
和
三
十
七
年
七
月
､
若
大
夫
会
で
語
ら
れ
た
｢
合
邦
｣
　
(
三
味
線
量

追
)
と
'
若
大
夫
会
開
催
期
間
中
の
三
十
八
年
二
月
､
東
京
三
越
劇
場
三
和
会
お
別
れ
公
演
で

語
ら
れ
た
｢
合
邦
｣
(
勝
太
郎
､
こ
れ
も
丸
一
段
)
と
を
比
べ
る
と
､
後
者
即
ち
三
和
会
公
演
の

方
が
､
よ
り
優
れ
て
い
る
｡

｢
合
邦
｣
と
い
う
演
目
は
､
紋
十
郎
絶
品
の
玉
手
御
前
で
'
若
大
夫
･
綱
造
時
代
か
ら
､
若
大

夫
･
勝
太
郎
時
代
へ
と
確
実
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
三
和
会
の
大
き
な
財
産
で
あ
-
､
昭
和

三
十
年
十
一
月
'
東
京
三
越
劇
場
､
因
会
､
三
和
会
交
互
出
演
に
よ
る
合
同
公
演
　
(
翌
三
十
一

年
､
共
演
の
｢
山
の
段
｣
の
足
固
め
)
　
に
お
け
る
､
つ
ば
め
大
夫
･
喜
左
衛
門
(
前
)
､
若
太

夫
･
綱
造
　
(
後
)
､
人
形
紋
十
郎
ほ
か
の
　
｢
合
邦
｣
を
安
藤
鶴
夫
氏
は

舞
台
の
統
二
　
つ
ま
-
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
と
い
う
点
で
も
'
こ
の
〟
合
邦
″
は
今
度
の
芸
術

祭
合
同
中
で
の
最
も
優
れ
た
舞
台
で
し
た
｡
太
夫
､
三
味
線
､
人
形
の
呼
吸
が
ぴ
た
り
と

一
体
に
な
っ
て
い
る
の
は
'
い
や
で
も
国
会
と
交
互
に
出
演
す
る
こ
う
し
た
場
合
は
明
瞭

に
な
っ
て
､
三
和
会
に
軍
配
を
揚
げ
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
　
(
『
演
劇
界
』
c
o
 
r
-
<
)
｡

と
評
し
て
い
る
｡
1
五
一
頁
に
引
い
た
通
-
､
昭
和
三
十
九
年
七
月
大
阪
の
'
若
大
夫
･
勝
太

郎
｢
合
邦
｣
　
(
後
)
　
も
好
評
で
あ
っ
た
｡

N
H
K
カ
セ
ッ
-
テ
ー
プ
に
残
る
三
十
八
年
の
　
｢
合
邦
｣
　
(
級
)
　
も
'
若
大
夫
･
勝
太
郎
で
'

高
木
浩
志
氏
の
若
大
夫
評
価
は
一
四
八
頁
掲
出
の
通
り
､
高
木
氏
は
勝
太
郎
の
三
味
線
に
つ
い

て
も

対
す
る
勝
太
郎
の
気
迫
も
凄
い
｡
音
は
良
-
'
手
も
回
-
､
迫
力
に
富
み
､
そ
れ
が
全
て
､

れ
っ
ぱ
く

人
物
や
局
面
に
生
き
､
大
夫
の
イ
キ
に
も
は
ま
-
'
裂
吊
の
気
合
の
掛
け
声
も
含
め
溜
飲

が
下
が
る
｡
蒔
謄
な
-
勝
太
郎
の
代
表
作
の
一
つ
に
挙
げ
た
い
｡

と
推
賞
し
て
い
る
｡
晩
年
の
若
大
夫
に
関
し
て
い
え
ば
､
重
道
の
三
味
線
で
聴
い
た
も
の
よ

-
'
勝
太
郎
の
三
味
線
で
聴
い
た
も
の
が
､
よ
-
密
度
濃
く
､
張
り
つ
め
て
い
た
｡
本
牧
亭
よ

-
､
や
は
-
本
公
演
の
方
が
､
よ
-
気
迫
が
あ
っ
た
｡

こ
れ
は
お
そ
ら
-
当
然
の
こ
と
で
あ
る
｡
本
牧
享
で
　
｢
岡
崎
｣
　
｢
山
科
｣
は
も
と
よ
-
'
｢
志

度
寺
｣
｢
合
邦
｣
｢
鮪
屋
｣
｢
袖
萩
｣
｢
市
若
｣
､
ど
れ
を
と
っ
て
も
長
い
重
い
大
曲
丸
一
段
を
素
浄
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瑠
璃
で
語
-
'
そ
の
あ
と
に
短
い
休
憩
を
挟
ん
で
実
の
あ
る
芸
談
を
聞
か
せ
る
､
今
か
ら
四
十

年
以
前
の
'
滞
七
十
四
歳
の
､
目
も
体
も
不
自
由
な
演
者
に
は
'
過
酷
過
ぎ
る
企
画
で
あ
る
｡

ご
-
最
近
に
な
っ
て
筆
者
は
'
ふ
と
熱
演
す
る
岩
大
夫
自
身
は
と
も
か
-
も
､
老
巧
な
三
味
線

の
重
造
が
､
若
大
夫
に
全
力
投
球
を
控
え
さ
せ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
｡

若
大
夫
の
師
二
世
呂
太
夫
を
父
に
､
初
代
鶴
洋
室
道
を
祖
父
に
持
ち
'
明
治
末
に
三
世
清
六

に
入
門
し
､
た
び
た
び
四
世
清
六
に
代
っ
て
山
城
少
操
を
弾
い
て
き
た
四
世
重
道
は
､
豊
か
な

立
派
な
三
味
線
で
あ
っ
た
｡
重
道
の
三
味
線
を
評
価
す
る
点
に
お
い
て
､
筆
者
は
人
後
に
落

8

ち
な
い
つ
も
り
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
東
京
在
住
の
重
道
の
協
力
な
-
し
て
は
､
若
大
夫
会
自
体

が
成
-
立
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
'
重
造
は
若
太
夫
の
相
三
味
線
で
は
な
い
｡
か
つ
本
牧
事
は
､
明
日
は
な
い
と
言
わ

れ
る
本
公
演
舞
台
'
で
は
な
い
｡
｢
年
譜
｣
作
成
の
た
め
､
故
二
世
勝
太
郎
師
に
話
を
う
か
が
っ

た
時
､
同
師
は
先
輩
に
対
し
て
非
礼
に
当
る
よ
う
な
こ
と
は
ま
っ
た
-
言
わ
な
か
っ
た
が
､
そ

れ
で
も
､
私
が
弾
か
な
-
て
は
-
-
 
t
と
い
う
思
い
は
言
外
に
感
じ
と
れ
た
｡
そ
れ
が
相
三
味

線
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
し
､
綱
造
時
代
以
上
に
､
不
安
材
料
を
多
-
抱
え
た
晩
年
の
若
太
夫

に
､
冴
え
返
っ
た
舞
台
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
､
勝
太
郎
は
細
心
の
心
配
り
を
し
､
若
大
夫
に
､

若
く
新
鮮
な
息
吹
を
吹
き
込
み
つ
づ
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
気
付
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

本
牧
亭
に
お
け
る
一
年
間
の
豊
竹
若
大
夫
会
は
'
聴
衆
に
と
っ
て
は
も
と
よ
り
'
若
大
夫
自

身
に
と
っ
て
'
有
意
義
な
研
究
会
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
を
侯
た
な
い
｡
素
浄
瑠
璃
と
い
う
､
聴

衆
に
素
手
で
立
ち
向
う
場
で
､
1
年
間
に
わ
た
-
若
大
夫
は
'
自
身
の
得
意
の
演
目
を
改
め
て

見
詰
め
直
し
､
｢
我
々
の
手
に
は
お
え
ま
せ
ん
｣
(
｢
十
種
香
｣
芸
談
)
演
目
と
も
'
逃
げ
る
こ
と

な
く
取
-
組
ん
だ
｡
そ
れ
は
昭
和
三
十
八
年
度
以
後
三
年
半
余
の
､
最
晩
年
の
舞
台
成
果
を
坐

む
基
盤
と
な
っ
た
｡

｢
以
前
は
一
寸
だ
れ
た
-
し
ま
し
た
が
､
亡
-
な
る
一
寸
前
か
ら
ま
た
早
-
な
ら
れ
ま
し

た
｡
声
も
震
わ
な
-
な
っ
て
､
よ
-
な
っ
た
な
ァ
と
思
い
ま
し
た
｡
あ
ま
り
よ
-
な
る

と
､
危
な
い
の
で
は
な
い
か
と
一
寸
感
じ
ま
し
た
｡
｣
　
(
勝
太
郎
談
)

故
呂
大
夫
師
か
ら
も
､
勝
太
郎
師
は
若
大
夫
師
が
よ
-
な
っ
た
､
よ
-
な
っ
た
と
繰
-
返
し

て
い
た
､
と
聞
い
て
い
る
｡

(七)

｢
十
世
豊
竹
若
大
夫
床
年
譜
｣
に
は
'
基
本
的
に
､
放
送
や
N
H
K
が
行
な
っ
た
記
録
録
音
の

情
報
は
入
れ
て
い
な
い
｡
し
か
し
最
後
の
昭
和
四
十
年
､
四
十
一
年
の
放
送
､
放
映
で
'
こ
れ

だ
け
は
書
き
留
め
て
お
き
た
い
と
思
う
の
が
､
四
十
年
三
月
二
十
六
日
｢
毛
谷
村
｣
'
同
年
八
月

二
十
七
日
テ
レ
ビ
｢
埴
生
村
｣
､
昭
和
四
十
1
年
二
月
三
日
｢
熊
谷
陣
屋
｣
､
同
二
月
二
十
六
日
｢
袖

萩
祭
文
｣
　
(
三
味
線
は
す
べ
て
勝
太
郎
｡
す
べ
て
^
K
M
)
　
で
あ
る
｡
｢
埴
生
村
｣
は
､
若
大
夫

は
少
な
-
と
も
本
公
演
で
は
'
昭
和
二
十
二
年
六
月
､
四
ツ
橋
文
楽
座
以
来
､
語
っ
て
い
な
い

演
目
で
あ
る
が
､
豊
竹
若
大
夫
会
昭
和
三
十
八
年
三
月
最
終
回
の
君
子
大
夫
の
語
り
物
で
あ

る
｡
豊
竹
若
大
夫
会
は
､
若
大
夫
の
み
な
ら
ず
､
若
子
大
夫
の
た
め
に
も
有
意
義
な
｢
研
究
会
｣

で
あ
っ
た
｡
君
子
大
夫
へ
の
稽
古
を
通
じ
て
､
最
晩
年
の
若
大
夫
は
､
｢
埴
生
村
｣
の
か
さ
ね
や

与
右
衛
門
の
心
を
､
真
底
わ
が
心
と
す
る
方
法
を
掴
み
得
た
に
相
違
な
い
｡

注
(
-
)
　
『
近
世
文
芸
研
究
叢
書
』
第
2
期
芸
能
篇
の
2
3
　
(
浄
瑠
璃
3
)
　
に
復
刻
が
あ
る
｡

(
2
)
　
豊
竹
若
太
夫
襲
名
時
は
｢
若
太
夫
｣
｡
高
木
浩
志
｢
激
動
の
昭
和
文
楽
｣
　
(
岩
波
講
座
『
歌
舞

伎
･
文
楽
』
第
1
0
巻
)
　
は
太
夫
と
大
夫
に
つ
い
て
､
因
会
は
　
｢
二
十
八
年
(
一
九
五
三
年
)
一

月
か
ら
'
番
付
の
太
夫
名
は
｢
太
夫
｣
か
ら
｢
大
夫
｣
に
な
る
｡
(
中
略
)
　
こ
れ
以
降
故
人
を

除
い
て
大
夫
と
表
記
す
る
｡
｣
と
し
､
三
和
会
も
｢
二
十
九
年
十
1
月
(
中
略
)
　
こ
の
芝
居
か

ら
太
夫
名
は
'
｢
太
夫
｣
か
ら
｢
大
夫
｣
に
し
て
い
る
の
で
､
本
稿
で
も
そ
れ
に
従
っ
た
表
記
｣

と
記
す
｡
高
木
浩
志
『
文
楽
興
行
記
録
　
昭
和
篇
』
は
三
和
会
二
十
九
年
十
一
月
大
阪
公
演
に

｢
こ
の
番
付
か
ら
大
阪
公
演
の
み
太
夫
は
大
夫
に
な
っ
て
い
る
｣
と
注
記
｡
｢
激
動
の
昭
和
文
楽
｣

の
規
定
を
ふ
ま
え
つ
つ
､
本
稿
は
歴
史
の
叙
述
で
は
な
い
の
で
､
昭
和
三
十
年
以
後
も
現
役
で

あ
っ
た
太
夫
は
､
引
用
文
や
明
確
に
太
夫
表
記
を
用
い
た
時
代
の
事
柄
に
限
定
さ
れ
る
場
合
以

外
は
､
基
本
的
に
｢
○
大
夫
｣
に
統
一
し
た
｡
後
述
の
豊
竹
若
太
夫
･
鶴
棒
鋼
道
の
レ
コ
ー
ド

｢
摂
州
合
邦
辻
｣
は
　
｢
若
太
夫
｣
　
で
あ
る
｡
な
お
劇
評
な
ど
は
昭
和
三
十
年
の
国
会
の
も
の
で

も
｢
○
大
夫
｣
と
記
す
こ
と
が
あ
る
｡
若
大
夫
に
関
し
て
い
え
ば
'
昭
和
三
十
年
七
月
の
　
｢
豊

竹
若
太
夫
一
門
会
｣
　
の
会
案
内
刷
り
物
も
､
若
太
夫
は
じ
め
門
弟
も
｢
○
大
夫
｣
　
で
あ
る
｡

(
3
)
　
｢
十
世
豊
竹
若
大
夫
床
年
譜
｣
に
挙
げ
た
御
名
前
の
全
部
を
掲
げ
る
こ
と
は
略
さ
せ
て
い
た
だ

-
が
､
｢
十
世
豊
竹
若
大
夫
床
年
譜
｣
作
成
時
に
､
と
-
わ
け
'
最
も
基
本
的
な
資
料
､
情
報

を
御
提
供
い
た
だ
い
た
の
は
､
高
木
浩
志
氏
､
倉
田
喜
弘
氏
､
日
置
教
姓
氏
､
故
五
世
豊
竹
呂

大
夫
　
(
若
大
夫
生
前
は
君
子
大
夫
)
　
氏
'
故
中
西
敬
二
郎
氏
'
故
高
野
俊
雄
氏
'
長
尾
荘
一
郎

氏
で
あ
る
｡
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(
4
)
　
本
稿
引
用
文
に
は
､
｢
十
世
豊
竹
若
大
夫
床
年
譜
｣
か
ら
採
っ
て
い
る
も
の
も
多
-
'
引
用

誤
字
が
そ
の
ま
ま
残
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
ろ
う
か
と
危
ぶ
ん
で
い
る
｡
新
聞
劇
評
は
､
中
西
敬
二

郎
氏
に
御
借
り
し
た
貼
込
帳
か
ら
筆
写
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
｡

(
5
)
　
二
月
十
九
日
は
記
録
録
音
･
録
画
日
で
あ
っ
た
｡
二
月
九
日
(
二
日
目
)
　
に
聴
い
た
時
は

｢
現
在
の
文
楽
の
一
つ
の
水
準
'
好
演
の
部
に
入
れ
得
る
も
の
｣
と
は
思
わ
な
か
っ
た
｡

(
6
)
　
｢
若
太
夫
を
襲
名
し
て
　
呂
太
夫
改
め
十
代
豊
竹
若
太
夫
｣
　
(
『
幕
間
』
　
　
　
｡
な
お
､
八

世
竹
本
綱
大
夫
の
著
書
で
も
(
『
か
た
つ
む
-
』
二
六
〇
頁
な
ど
)
｢
鶴
棒
鋼
造
先
生
｣
と
あ
-
､

こ
の
世
代
前
後
の
太
夫
'
三
味
線
の
か
な
-
の
人
た
ち
が
綱
造
師
匠
と
呼
ば
ず
'
綱
造
先
生
と

呼
ん
で
い
た
｡

(
7
)
　
以
下
倉
田
喜
弘
氏
の
御
名
前
が
'
た
び
た
び
出
て
恐
縮
し
て
い
る
｡
倉
田
氏
に
は
約
四
十
年

来
'
学
恩
を
豪
-
'
今
後
も
学
恩
に
浴
し
続
け
る
｡
本
稿
に
対
し
倉
田
氏
は
､
一
笑
に
付
さ
れ

る
か
､
海
容
せ
ら
れ
る
か
で
'
怒
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡

(
8
)
　
こ
の
時
期
'
三
味
線
は
､
六
世
鶴
揮
寛
治
と
二
世
野
津
喜
左
衛
門
が
二
巨
頭
で
あ
っ
た
｡

(
9
)
　
前
期
は
｢
三
つ
和
会
｣
｡
三
和
会
に
統
一
し
た
｡

¥
1
-
'
)
　
｢
若
い
｣
と
い
っ
て
も
'
明
治
四
十
五
年
生
'
昭
和
三
十
三
年
に
四
十
六
歳
｡

(
3
)
　
『
浄
瑠
璃
雑
誌
』
四
百
二
十
二
号
所
収
の
東
京
新
聞
､
昭
和
十
八
年
七
月
東
京
新
橋
演
舞
場
劇

m

(
�
"
c
s
1
1
)
　
権
藤
芳
一
･
飯
島
満
｢
武
智
鉄
二
関
係
　
三
誌
総
目
次
｣
　
(
『
歌
舞
伎
　
研
究
と
批
評
』
2
6
)

解
題
参
照
｡

k
.
1
-
1
J
　
斉
藤
拳
三
氏
か
ら
筆
者
へ
の
昭
和
四
十
五
年
二
月
二
十
九
日
付
け
書
簡
か
ら
引
用
す
る
｡

｢
太
樺
は
安
藤
鶴
夫
が
五
円
の
月
給
で
編
集
し
て
居
た
時
代
で
無
署
名
の
も
の
は
彼
で
す
｡
金

王
丸
は
田
中
煙
亭
氏
で
す
｡
｣

(
E
)
　
安
藤
鶴
夫
『
文
楽
　
芸
と
人
』
に
収
録
.
同
書
の
解
説
'
須
貝
正
義
｢
安
藤
鶴
夫
と
｢
文

楽
｣
｣
も
参
照
｡

(
ほ
)
　
昭
和
四
十
年
か
ら
'
筆
者
も
『
演
劇
界
』
　
に
劇
評
を
執
筆
す
る
｡

ォ
=
1
　
日
置
教
雄
氏
談
｡

l
r
-
W
　
英
大
夫
師
に
う
か
が
っ
た
｡

(
｡
p
l
)
一
九
九
八
年
十
二
月
｡
平
成
八
年
(
一
九
九
六
)
　
九
月
改
稿
版
｡
初
稿
は
国
立
文
楽
劇
場
か

ら
､
単
独
で
昭
和
六
十
一
年
六
月
発
行
｡

I
t
-
1
)
　
本
稿
の
豊
竹
若
大
夫
会
関
係
記
述
が
『
文
楽
興
行
記
録
　
昭
和
篇
』
　
の
｢
若
大
夫
会
｣
記
載

の
補
足
'
訂
正
の
形
を
と
る
の
も
'
『
文
楽
興
行
記
録
　
昭
和
篇
』
が
'
今
後
と
も
'
研
究
者

等
に
'
少
な
-
と
も
公
共
機
関
所
蔵
本
に
よ
り
'
活
用
さ
れ
続
け
る
と
考
え
る
故
で
あ
る
｡

(
S
)
　
会
の
名
称
が
'
三
回
と
十
二
回
と
計
十
五
回
'
す
べ
て
当
初
か
ら
一
貫
し
て
｢
豊
竹
若
大
夫

会
｣
　
で
あ
っ
た
か
t
と
い
う
点
も
'
手
許
の
資
料
で
は
確
認
で
き
て
い
な
い
｡

(
S
)
　
計
十
五
回
の
豊
竹
若
大
夫
会
で
'
最
後
が
若
大
夫
の
語
-
物
で
な
い
の
は
､
こ
の
一
回
の
み
｡

(
8
)
　
若
子
大
夫
の
､
若
大
夫
へ
の
入
門
も
'
二
世
綾
之
助
宅
に
お
け
る
若
大
夫
と
青
木
正
少
年
と

の
出
会
い
が
'
契
機
と
な
っ
た
｡

(
S
3
)
　
｢
壬
生
村
｣
｢
甘
輝
館
｣
｢
埴
生
村
｣
｢
毛
谷
村
｣
｢
妙
心
寺
｣
な
ど
｡

(
3
!
)
　
い
う
ま
で
も
な
い
が
'
豊
竹
若
大
夫
会
で
は
つ
ね
に
若
子
大
夫
が
前
座
で
あ
る
｡

(
8
)
　
佐
々
木
英
之
助
｢
い
ま
は
む
か
し
の
物
語
-
財
団
法
人
文
楽
協
会
設
立
あ
ら
ま
し
の
記
-
｣

(
『
文
楽
』
所
収
､
昭
和
四
十
八
年
文
楽
協
会
刊
)
は
､
特
に
重
要
な
資
料
で
あ
る
｡

(
8
)
　
高
野
俊
雄
氏
か
ら
お
借
-
し
た
テ
ー
プ
で
､
第
二
回
(
本
来
第
一
回
'
四
月
)
以
降
は
聴
い

て
い
る
｡
｢
年
譜
｣
　
の
芸
談
収
録
は
第
三
回
(
五
月
)
　
か
ら
｡

(
2
)
　
な
お
｢
市
若
初
陣
｣
　
で
も
昭
和
四
十
1
年
五
月
三
十
1
日
N
H
K
ラ
ジ
オ
放
送
'
若
大
夫
･

重
道
の
分
は
よ
-
な
い
の
で
､
留
意
さ
れ
た
い
｡

(
8
)
　
但
し
陣
羽
織
の
件
-
カ
ッ
ト
｡
こ
の
時
の
座
談
会
で
筆
者
の
質
問
に
若
大
夫
は
｢
こ
れ
は
や

は
-
邪
道
で
､
次
か
ら
は
や
-
ま
す
｡
｣
と
発
言
｡
｢
年
譜
｣
参
照
｡
な
お
昭
和
三
十
二
年
六
月

東
京
三
越
劇
場
'
住
大
夫
･
勝
太
郎
(
前
)
'
つ
ば
め
大
夫
･
喜
左
衛
門
(
級
)
　
の
｢
す
L
や
｣
､

安
藤
鶴
夫
評
に
｢
陣
羽
織
の
-
だ
り
を
抜
い
て
前
後
で
所
演
一
時
間
三
十
八
分
｣
　
(
演
劇
界

昭
和
　
　
^
r

(
8
)
　
本
稿
で
度
々
取
-
上
げ
る
｢
合
邦
｣
に
つ
い
て
の
芸
談
(
三
十
七
年
七
月
第
五
回
)
な
ど
も

興
味
深
い
｡
｢
年
譜
｣
　
に
収
録
｡

(
8
)
　
昭
和
五
十
六
年
'
前
年
引
退
さ
れ
た
鶴
揮
重
造
師
に
特
に
お
願
い
L
t
故
呂
大
夫
師
､
現
咲

大
夫
師
の
全
面
的
協
力
を
得
て
､
早
稲
田
大
学
小
野
記
念
講
堂
に
お
け
る
'
豊
竹
呂
大
夫
･
鶴

揮
重
造
､
ツ
レ
鶴
揮
浅
道
に
よ
る
｢
曲
輪
薄
｣
　
(
8
�
"
<
-
�
"
n
)
､
豊
竹
咲
大
夫
･
鶴
揮
重
造
に

ょ
る
｢
奥
州
安
達
原
　
袖
萩
祭
文
｣
　
(
8
�
"
-
>
�
"
S
)
　
の
奏
演
が
行
わ
れ
た
｡
録
音
も
残
る
｡

『
演
劇
学
』
　
2
3
号
(
一
九
八
二
年
刊
)
　
の
　
｢
報
告
と
記
録
｣
　
で
桜
井
弘
氏
が
､
｢
わ
れ
わ
れ
若
い

観
客
に
と
っ
て
は
'
〝
幻
の
重
造
の
安
達
三
〃
｣
が
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
た
か
'
詳
し
-
逮

べ
て
い
る
｡
因
み
に
こ
の
二
つ
の
催
し
が
､
演
劇
博
物
館
･
演
劇
専
攻
共
催
｢
公
開
講
座
　
浄

瑠
璃
｣
　
の
第
一
回
'
第
二
回
に
当
る
｡
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