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近
松
門
左
衛
門
の
浄
瑠
璃
は
、
日
本
の
演
劇
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
だ

れ
も
に
認
め
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
現
在
そ
の
作
品
が
原
作
の
ま
ま
で
は
、
な
に

一
っ
と
し
て
上
演
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
事
態
に
、
ほ
と
ん
ど
だ
れ
も
が
気
付

い
て
い
た
い
。

　
浄
瑠
璃
に
し
ろ
、
歌
舞
伎
に
し
ろ
、
近
松
門
左
衛
門
の
作
品
は
今
で
も
数
多

く
上
演
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
い
ず
れ
も
、
近
松
門
左
衛
門
作
と
し

て
で
あ
る
。

　
演
劇
の
世
界
で
は
、
ど
の
よ
う
た
名
作
で
も
、
作
者
が
直
接
監
視
し
て
い
て

主
張
し
な
い
か
ぎ
り
、
原
作
に
忠
実
に
上
演
さ
れ
る
と
言
う
保
証
は
な
い
の
が
、

む
し
ろ
原
則
で
あ
る
か
ら
、
仕
方
が
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
も
、
上
演
者
た
ち
は
、
必
ず
し
も
原
作
に
忠
実
で
な
く
て
も
、
観
客
に

対
し
て
理
解
さ
れ
る
事
を
第
一
に
考
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
と
が
め
る

の
は
、
芝
居
の
実
際
に
即
さ
な
い
こ
と
に
次
る
。

　
し
か
し
、
近
松
門
左
衛
門
の
場
合
は
、
『
冥
途
の
飛
脚
』
や
『
心
中
天
の
網
．

島
』
な
ど
が
、
江
戸
時
代
の
改
作
物
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
も
、
そ
の
他

の
作
品
は
、
原
作
ど
お
り
だ
と
い
う
思
い
込
み
が
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
『
曽
根
崎
心
中
』
を
具
体
例
に
し
て
考
え

て
み
た
い
。

　
『
曽
根
崎
心
中
』
は
、
初
演
以
来
そ
の
ま
ま
の
捗
で
は
上
演
さ
れ
る
こ
と
の

無
か
っ
た
作
品
で
あ
る
。
昭
和
三
十
年
代
に
な
っ
て
、
歌
舞
伎
と
浄
瑠
璃
で
復

活
上
演
さ
れ
た
が
、
そ
の
折
り
も
原
作
通
り
の
上
演
で
は
無
か
っ
た
。

　
最
初
の
上
演
が
大
評
判
だ
っ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
す
ぐ
に

続
き
物
や
改
作
物
が
上
演
さ
れ
た
が
、
原
作
が
そ
の
ま
ま
舞
台
に
か
げ
ら
れ
た

こ
と
は
無
い
の
で
あ
る
。



　
か
つ
て
は
、
近
松
門
左
衛
門
自
身
が
『
曽
根
崎
心
中
』
に
手
を
い
れ
て
、
再

演
し
た
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
も
現
在
で
は
、
紀
海
音
の
改
作
で
あ
る
こ

と
が
判
明
し
て
お
り
、
結
局
『
曽
根
崎
心
中
』
は
、
昭
和
三
十
年
代
ま
で
、
い

や
現
在
で
も
、
原
作
の
ま
ま
の
上
演
は
行
な
わ
れ
て
い
た
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
は
、
幾
つ
か
の
原
因
が
あ
る
。
最
初
の
「
観
音
め
ぐ
り
」
が
上
演
に

困
難
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
、
第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
が
、
ほ
か
に
も
「
女
の
ド

ラ
マ
」
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
大
き
な
原
因
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
み
ん
な
が
見
て
い
る
の
に
、
見
て
い
た
か
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
曽
根
崎
心
中
』
を
論
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
先
学
の
研
究
は
、
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
実
際
に
上
演
に
関
わ
っ
た
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
の

演
者
た
ち
の
解
釈
や
発
見
に
注
目
し
て
み
た
い
。

　
近
松
門
左
衛
門
は
『
曽
根
崎
心
中
』
に
１
お
い
て
「
女
の
ド
ラ
マ
」
を
発
見
し

た
の
で
あ
る
。

；

　
ド
。
ラ
マ
の
主
人
公
の
条
件
を
、
ド
ラ
マ
を
進
め
る
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、

即
ち
ド
ラ
マ
の
主
導
権
・
主
導
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
及
び
ド
ラ
マ
の
未
来

を
、
言
い
替
え
れ
ぱ
主
人
公
自
身
の
未
来
を
知
っ
て
い
る
こ
と
、
即
ち
ド
ラ
マ

の
行
方
を
予
知
す
る
力
、
予
知
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
求
め
る
こ
と
が
出
来

る
。　

　
　
　
　
『
曽
根
崎
心
中
』
の
方
法

　
主
導
力
と
予
知
力
を
主
人
公
の
条
件
に
す
る
と
、
『
曽
根
崎
心
中
』
に
お
い

て
、
主
人
公
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
の
は
、
だ
れ
か
。
徳
兵
衛
で
は
無
く
、

お
初
で
あ
る
。

　
徳
丘
ハ
衛
が
主
人
公
で
は
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、
彼
に
は
ド
ラ
マ
の
主
導
権

は
、
心
中
の
最
期
の
場
面
ま
で
な
い
し
、
心
中
の
決
意
も
お
初
に
促
さ
れ
た
も

の
で
、
彼
が
先
に
選
ん
だ
も
の
で
は
無
い
。
縁
の
下
で
、
お
初
に
決
意
を
促
さ

れ
て
女
の
足
首
で
自
害
を
告
げ
る
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
が
そ
れ
を
ま
さ
に
象
徴
的

に
示
し
て
い
る
。

　
元
来
、
近
松
門
左
衛
門
の
描
く
男
性
は
気
弱
で
、
消
極
的
で
、
だ
ら
し
無
い

と
言
わ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
女
性
が
気
丈
で
、
積
極
的
で
、
し
っ
か
り
者

で
あ
る
こ
と
と
対
比
的
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
対
比
は
だ
れ
も
が
指
摘
し
な
が

ら
、
も
っ
ぱ
ら
性
格
の
問
題
と
し
て
あ
つ
か
い
、
ド
ラ
マ
の
方
法
の
次
元
で
問

題
に
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
。

　
「
女
の
ド
ラ
マ
」
と
は
、
女
性
だ
げ
が
登
場
す
る
も
の
を
指
す
こ
と
が
多
い

が
、
こ
こ
で
は
二
人
の
男
女
の
主
人
公
が
登
場
し
た
が
ら
、
女
の
主
人
公
に
の

み
、
ド
ラ
マ
の
主
奪
力
と
予
知
力
が
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
を
指
す
も
の
と
隈

定
し
て
使
い
た
い
。

　
近
松
門
左
衛
門
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
た
意
味
で
の
「
女
の
ド
ラ
マ
」
を
、

『
曽
根
崎
心
中
』
に
お
い
て
発
見
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
「
女
の
ド
ラ
マ
」
は
近
松
門
左
衛
門
自
身
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
ほ
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ど
明
確
に
自
覚
さ
れ
て
い
た
と
は
言
え
な
い
し
、
同
時
代
の
人
た
ち
に
は
も
ち

ろ
ん
、
そ
の
後
現
在
に
至
る
ま
で
、
演
劇
に
関
係
す
る
人
た
ち
に
十
分
理
解
さ

れ
て
い
た
と
は
言
え
な
い
。

　
常
識
的
に
考
え
て
も
、
男
尊
女
卑
の
封
建
杜
会
に
お
い
て
「
女
の
ド
ラ
マ
」

の
成
立
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と

も
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
た
い
。

　
少
た
く
と
も
、
現
代
に
狂
ら
た
い
と
、
理
解
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

し
か
し
、
理
解
で
き
た
い
こ
と
、
即
ち
否
定
す
る
こ
と
は
、
容
易
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
裏
返
し
の
反
応
に
よ
っ
て
逆
に
「
女
の
ド
ラ
マ
」
の
成
立
と
存
在
を
証
明

す
る
こ
と
が
可
能
に
た
る
。

　
ま
た
、
も
ち
ろ
ん
「
女
の
ド
ラ
マ
」
の
存
在
を
、
演
劇
人
の
直
感
に
よ
っ
て

知
っ
て
い
た
人
も
存
在
し
て
い
る
。

　
そ
れ
は
、
中
村
扇
雀
氏
で
あ
る
。
　
『
曽
根
崎
心
中
』
が
歌
舞
伎
で
初
め
て
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

演
さ
れ
た
と
き
、
彼
は
お
初
を
演
じ
て
好
評
を
得
た
。
武
智
鉄
二
氏
の
言
に
よ

れ
ぱ
、
こ
の
時
彼
は
女
彩
開
眼
を
果
た
し
た
。
徳
兵
衛
の
身
を
案
じ
て
い
た
お

初
は
、
徳
兵
衛
の
姿
を
見
掛
げ
た
と
き
、
彼
の
と
こ
ろ
へ
駆
げ
寄
る
。
そ
の
時
、

扇
雀
演
ず
る
お
初
は
、
ぱ
た
ぱ
た
と
「
外
ま
た
」
で
駆
げ
寄
っ
た
の
で
あ
る
。

女
彬
は
「
内
ま
た
」
で
行
動
す
る
こ
と
が
、
約
束
で
あ
っ
た
女
形
の
演
技
の

「
か
ら
」
を
破
っ
た
の
で
あ
る
。
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も
う
一
つ
、
そ
の
時
、
徳
兵
衛
を
演
じ
た
、
父
雁
治
郎
氏
の
回
想
に
よ
れ
ぱ
、
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心
中
の
脱
出
に
際
し
て
、
お
初
と
徳
兵
衛
が
道
行
を
始
め
る
と
き
、
お
初
が
先

に
立
っ
て
徳
兵
衛
の
手
を
引
い
た
の
で
、
歌
舞
伎
の
約
束
で
は
、
男
が
女
の
手

を
引
く
の
が
定
め
で
あ
る
が
、
お
初
を
演
ず
る
扇
雀
の
迫
カ
に
、
つ
い
そ
れ
に

従
っ
て
し
ま
っ
た
新
型
の
道
行
の
創
造
が
あ
っ
た
と
言
う
。
そ
の
後
の
『
曽
根

崎
心
中
』
で
は
、
こ
れ
が
型
に
た
つ
た
。

　
こ
の
二
つ
り
新
し
い
演
技
の
発
見
が
、
『
曽
根
崎
心
中
』
で
初
め
て
行
た
わ

れ
た
こ
と
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
無
い
。
扇
雀
氏
は
こ
の
時
明
確
に
「
女
の
ド

ラ
マ
」
の
方
法
で
近
松
門
左
衛
門
が
『
曽
根
崎
心
中
』
を
書
い
た
こ
と
を
知
っ

て
い
た
と
は
言
え
た
い
が
、
単
に
お
初
の
勝
ち
気
た
気
性
の
表
玩
と
し
て
演
じ

た
だ
げ
と
は
思
わ
れ
た
い
。
お
初
の
主
導
力
を
、
演
技
者
と
し
て
感
じ
と
っ
て

い
た
圭
言
う
べ
き
で
あ
る
。

　
ま
だ
若
手
俳
優
だ
っ
た
彼
の
女
移
開
眼
は
、
「
女
の
ド
ラ
マ
」
の
発
見
で
で

も
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
当
時
の
新
作
歌
舞
伎
で
あ
っ
た
こ

と
が
、
そ
れ
を
容
易
に
し
た
と
杢
言
え
る
し
、
現
代
と
言
う
杜
会
環
境
が
そ
れ

を
可
能
に
し
、
か
つ
喜
ん
で
受
げ
入
れ
た
と
言
え
る
。

　
初
演
の
当
時
の
好
評
は
、
そ
の
目
新
し
さ
も
あ
っ
て
大
変
た
も
の
で
あ
っ
た

が
、
一
回
き
り
の
も
の
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
現
代
で
は
扇
雀
氏
た
ち
に
よ

っ
て
、
む
し
ろ
時
代
の
風
潮
に
合
う
も
の
と
し
て
再
生
し
、
永
く
愛
さ
れ
る
芝

居
に
な
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
歌
舞
伎
の
『
曽
根
崎
心
中
』
は
、
宇
野
信
夫
氏
の
手
に
よ
っ
て
、
脚
色



　
　
　
　
　
　
　
　
＠

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
観
音
め
ぐ
り
」
を
省
略
し
た
こ
と
と
、
伯
父
の
平

野
屋
主
人
を
登
場
さ
せ
て
、
九
平
次
の
悪
事
が
露
見
す
る
場
面
を
付
げ
加
え
た

こ
と
（
当
時
は
近
松
門
左
衛
門
白
身
の
改
作
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る

付
加
で
あ
っ
た
。
）
以
外
は
、
ほ
ぼ
原
作
に
忠
実
で
あ
る
。
お
初
．
徳
兵
衛
と

も
に
、
新
し
い
解
釈
は
付
げ
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。

　
こ
れ
は
、
昭
和
二
十
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。

三

　
そ
れ
よ
り
二
年
遅
れ
て
、
文
楽
で
も
、
野
沢
松
之
輔
氏
の
作
曲
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

復
活
上
演
さ
れ
る
。
詞
章
の
改
訂
も
こ
の
時
お
こ
な
わ
れ
た
ら
し
い
。
こ
こ
で

は
、
上
演
時
問
の
た
め
も
あ
っ
て
、
ま
ず
短
縮
さ
れ
、
「
観
音
め
ぐ
り
」
が
全

部
省
略
さ
れ
る
。
心
中
場
面
も
大
幅
に
削
ら
れ
、
結
句
の
「
恋
の
手
本
と
な
り

に
げ
り
」
が
「
長
き
夢
路
を
曽
根
崎
の
森
の
し
ず
く
と
散
り
に
げ
り
」
と
変
え

ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
初
め
か
ら
改
悪
す
る
つ
も
り
は
な
く
、
観
客
に
対
し
て

よ
り
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
し
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
近
松

門
左
衛
門
の
原
作
に
対
す
る
新
し
い
解
釈
が
付
け
加
わ
っ
た
こ
と
を
見
逃
す
わ

げ
に
は
い
か
な
い
。

　
徳
丘
ハ
衛
の
彬
象
に
そ
れ
が
著
し
い
。
生
玉
神
杜
の
場
で
、
徳
丘
ハ
衛
が
九
平
次

に
ぶ
ち
の
め
さ
れ
、
自
分
の
無
実
を
訴
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
　
「
三
目
を
過
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

さ
ず
大
坂
中
へ
、
申
し
わ
け
は
し
て
見
せ
う
」
の
せ
り
ふ
に
、
「
死
し
て
も
申
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し
わ
け
は
し
て
見
せ
う
」
と
死
ぬ
決
意
が
付
げ
加
え
ら
れ
て
い
る
。
　
「
死
し
て

も
」
が
無
く
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
注
釈
書
が
、
こ
こ
に
徳
兵
衛
の
死
ぬ
決
意
を

見
て
い
る
の
だ
か
ら
、
念
を
押
し
た
付
加
生
言
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

「
死
ぬ
」
と
書
い
て
い
た
い
こ
と
も
、
ま
た
重
要
で
あ
る
。

　
近
松
門
左
衛
門
の
場
合
に
限
ら
ず
、
こ
の
時
代
の
浄
瑠
璃
は
、
作
品
中
の
人

物
の
心
理
描
写
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
「
地
」
の
都
分
で
説
明
が
あ
る
の
が
、

通
例
で
あ
る
。
現
在
の
学
者
や
観
客
が
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
、
理
解
す
る
場

合
で
も
、
近
松
の
時
代
の
観
客
に
は
、
作
者
が
念
を
押
す
必
要
が
あ
っ
た
。
近

松
門
左
衛
門
は
、
こ
こ
で
は
わ
ざ
わ
ざ
「
死
ぬ
」
決
意
を
徳
兵
衛
に
さ
せ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
読
む
べ
き
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
昭
和
に
な
っ
て
文

楽
の
内
部
で
の
改
訂
の
際
に
、
付
加
し
た
の
で
あ
る
。
徳
兵
衛
の
主
人
公
と
し

て
の
面
目
を
回
復
す
る
た
め
に
で
あ
る
。
徳
兵
衛
に
対
す
る
消
極
的
・
気
弱
と

か
い
っ
た
と
ら
え
か
た
に
対
し
て
、
さ
ら
に
「
非
道
が
と
ほ
る
か
と
ほ
ら
ぬ
か

思
ひ
知
ら
せ
ん
九
平
次
」
と
復
讐
宣
言
ま
で
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
原
作

の
「
の
ち
に
知
ら
る
る
言
葉
の
端
」
に
変
わ
る
も
の
で
、
徳
兵
衛
の
心
理
が
明

確
に
示
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

　
こ
こ
に
、
私
は
「
女
の
ド
ラ
マ
」
に
対
す
る
マ
イ
ナ
ス
の
理
解
を
見
る
の
で

あ
る
。

　
同
じ
改
訂
が
、
も
う
一
つ
あ
る
。
徳
兵
衛
が
お
初
を
尋
ね
て
来
て
、
事
情
を

説
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
原
作
で
は
「
も
は
や
今
宵
は
過
ご
さ
れ
ず
と
ん
と
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覚
悟
を
極
め
た
」
と
、
こ
れ
も
「
死
ぬ
」
決
意
と
読
む
こ
と
の
で
き
る
部
分
で

あ
る
。
し
か
し
、
「
死
ぬ
」
と
は
、
は
っ
き
り
と
言
っ
て
い
た
い
。
そ
れ
に
対

し
て
、
「
所
詮
生
き
て
は
世
問
が
立
た
ず
」
が
「
も
は
や
」
の
前
に
付
加
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
「
覚
悟
」
の
内
容
が
明
示
さ
れ
た
こ
と
に
た
る
。

　
近
松
門
左
衛
門
が
意
識
的
に
徳
兵
衛
に
対
し
て
心
中
の
主
導
権
を
与
え
な
い

書
き
方
を
し
て
い
る
こ
と
に
、
現
代
の
上
演
者
は
納
得
が
い
か
な
か
っ
た
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
も
マ
イ
ナ
ス
理
解
の
一
例
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
心
中
場
で
そ
れ
は
決
定
的
に
な
る
。
原
作
で
は
、
お
初
が
「
夫
も

わ
つ
と
叫
び
入
り
流
涕
こ
が
る
る
心
意
気
」
に
対
し
て
「
い
つ
ま
で
い
う
て
も

せ
ん
も
な
し
。
は
や
は
や
殺
し
て
殺
し
て
」
の
実
行
を
迫
る
の
だ
が
、
こ
の
改

訂
で
は
、
そ
の
部
分
は
お
初
が
「
声
を
惜
し
ま
ず
む
せ
び
泣
き
」
す
る
の
に
対

し
て
、
徳
兵
衛
が
「
い
っ
ま
で
か
く
て
あ
る
べ
き
ぞ
。
死
に
お
く
れ
て
は
恥
の

恥
。
い
ま
が
最
期
ぞ
。
観
念
」
と
主
導
権
を
も
っ
て
行
動
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
だ
か
ら
、
お
初
が
あ
ら
か
じ
め
、
死
装
束
を
整
え
て
お
り
、
そ
れ
に
徳

兵
衛
が
感
心
す
る
場
は
削
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
徳
兵
衛
の
劇
中
で
の
行
動
に
つ
い
て
は
、
意
識
的
に
制
約
が

加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
先
に
挙
げ
た
第
二
の
例
の
「
と
ん
と
覚
悟
を

極
め
た
」
の
と
こ
ろ
で
も
、
そ
の
ま
ま
会
話
が
進
行
す
れ
ぱ
、
当
然
お
初
も
そ

の
「
覚
悟
」
の
内
容
を
聞
く
こ
と
に
次
る
の
だ
が
、
そ
の
余
裕
を
与
え
ず
、

「
内
よ
り
も
世
問
に
悪
い
沙
汰
が
あ
る
、
は
つ
様
内
へ
は
ひ
ら
ん
せ
と
、
声
々
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に
呼
び
入
る
る
」
と
、
邪
魔
が
入
っ
て
「
あ
れ
ぢ
や
何
も
話
さ
れ
ぬ
」
と
、
対

話
が
中
断
さ
れ
る
よ
う
に
狂
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
意
図
的
に
徳
兵
衛
の

「
死
ぬ
」
覚
悟
を
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
さ
せ
な
い
た
め
の
近
松
の
用
意
で
あ
る
。

　
徳
兵
衛
が
「
死
ぬ
」
こ
と
、
即
ち
心
中
の
決
意
を
観
客
に
対
し
て
明
ら
か
に

す
る
の
は
、
『
曽
根
崎
心
中
』
の
最
大
の
見
せ
場
で
あ
る
天
満
屋
の
段
の
縁
の

下
で
、
お
初
の
足
首
を
取
っ
て
、
の
ど
ぶ
え
を
切
る
仕
種
を
す
る
と
き
で
あ
る
。

　
お
初
が
上
で
徳
兵
衛
に
心
中
の
決
意
を
促
す
の
に
対
し
て
、
徳
兵
衛
が
一
切

言
葉
を
つ
か
わ
次
い
で
、
動
作
で
示
す
趣
向
は
、
先
行
の
演
劇
か
ら
借
り
た
も

の
で
あ
っ
た
に
昔
よ
、
『
曽
根
崎
心
中
』
の
「
女
の
ド
ラ
マ
」
と
し
て
の
特
性

を
最
も
象
徴
的
に
示
し
た
も
の
と
言
え
る
。

既
に
徳
兵
衛
に
「
死
ぬ
」
覚
悟
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
彼
が
一
人
死

ぬ
こ
と
で
あ
っ
て
、
お
初
と
心
中
す
る
こ
と
で
は
た
い
。

　
心
中
と
は
、
遊
女
が
自
分
の
心
の
中
を
、
即
ち
、
愛
す
る
男
の
た
め
に
一
緒

に
死
ん
で
も
良
い
と
言
う
心
の
中
を
、
行
為
と
し
て
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
語
源
的
に
み
て
、
「
心
中
」
は
遊
女
の
客
に
対
し
て
の
自
ら
の
「
心
の
中
を

示
す
こ
と
」
で
あ
り
、
誓
紙
を
書
い
た
り
、
つ
め
・
髪
の
毛
を
切
っ
た
り
、
指

を
切
っ
た
り
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
最
高
の
愛
の
表
現
と
し
て
「
い
の
ち
」

を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
「
心
中
」
は
、
近
松
門
左
衛
門
が
一
連
の
心
中
物
を
書



き
始
め
る
、
少
し
前
か
ら
杜
会
的
に
注
目
さ
れ
る
事
件
に
狂
り
は
じ
め
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
女
が
一
緒
に
死
ぬ
と
言
わ
な
い
と
き
は
、
そ
れ
は
「
心
中
」
で
は
無
か
っ
た
。

後
に
そ
の
よ
う
な
殺
人
と
自
殺
の
行
為
に
対
し
て
「
無
理
心
中
」
と
い
う
別
の

名
称
が
玩
れ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

　
近
松
門
左
衛
門
は
、
初
め
て
心
中
事
件
を
浄
瑠
璃
に
仕
組
む
に
あ
た
っ
て
、

こ
の
「
心
中
」
の
も
と
も
と
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
基
本
的
た
性
格
を
、
他

の
同
時
代
の
だ
れ
よ
り
も
正
確
に
把
握
し
て
い
た
。

　
心
中
す
る
遊
女
た
ち
が
端
女
郎
と
い
う
一
番
低
い
格
の
女
性
で
あ
っ
た
こ
と

や
、
そ
の
動
機
に
金
に
詰
ま
っ
て
の
不
義
理
な
振
舞
い
が
多
か
っ
た
こ
と
な
ど

を
理
由
に
、
同
時
代
の
人
が
「
金
中
」
と
か
ら
か
い
半
分
に
見
下
し
た
の
に
対

し
て
、
近
松
門
左
衛
門
は
最
高
の
表
現
と
し
て
の
「
心
中
」
を
、
彼
の
ド
ラ
マ

の
主
題
に
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
こ
の
出
発
点
の
確
認
か
ら
「
女
の
ド
ラ
マ
」
の
方
法
の
論
が
始
ま
る
。

　
徳
丘
ハ
衛
に
こ
こ
で
言
う
と
こ
ろ
の
主
人
公
と
し
て
の
力
を
与
え
な
か
っ
た
こ

と
の
意
味
は
お
初
を
主
人
公
と
す
る
ド
ラ
マ
を
書
く
た
め
の
用
意
だ
と
考
え
ら

れ
る
。

　
お
初
は
「
観
音
め
ぐ
り
」
で
初
め
て
登
場
す
る
。
　
「
観
音
め
ぐ
り
」
が
「
付

げ
た
り
」
と
し
て
上
演
さ
れ
た
こ
と
や
、
付
げ
舞
台
で
演
じ
ら
れ
た
こ
と
な
ど

か
ら
、
そ
の
特
別
な
意
味
に
っ
い
て
、
先
学
た
ち
の
多
く
の
研
究
業
績
が
あ
る

　
　
　
　
　
『
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根
崎
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が
、
今
は
戯
曲
の
中
で
の
意
味
に
つ
い
て
だ
げ
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
観
音
の
三
十
三
所
の
霊
所
を
め
ぐ
る
年
若
い
女
性
と
し
て
、
「
十
八
、
九
た

る
か
ほ
よ
花
、
今
咲
き
出
し
の
、
初
花
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
人

の
願
ひ
も
我
が
ご
と
く
、
だ
れ
か
を
恋
の
祈
り
ぞ
」
と
、
恋
す
る
乙
女
と
し
て

巡
礼
し
、
「
行
方
も
知
ら
ぬ
、
相
思
草
、
人
忍
草
」
と
恋
す
る
相
手
と
の
中
を

懸
念
し
つ
つ
霊
所
を
め
ぐ
っ
て
い
る
。

　
十
九
歳
の
美
人
の
恋
に
悩
む
乙
女
と
言
う
主
人
公
お
初
の
紹
介
は
、
こ
こ
に

あ
る
だ
げ
で
後
に
は
無
い
。
一
度
紹
介
し
て
お
げ
ぱ
、
二
度
と
す
る
必
要
は
た

い
。
徳
兵
衛
が
初
め
て
舞
台
に
登
場
す
る
生
玉
杜
の
場
で
、
彼
が
「
こ
が
る
る

胸
の
ひ
ら
野
屋
に
春
を
重
ね
し
ひ
な
男
」
と
紹
介
さ
れ
る
の
に
、
対
応
し
て
い

る
の
は
、
こ
こ
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
観
音
め
ぐ
り
」
を
省
略
し
て
し
ま
う
と
、

一
番
大
切
な
主
人
公
が
ど
ん
た
女
性
で
あ
る
か
、
紹
介
さ
れ
な
い
ま
ま
に
１
終
わ

っ
て
し
ま
う
。
当
時
の
演
劇
の
常
識
か
ら
考
え
て
も
、
「
出
端
」
と
い
っ
た
主

人
公
登
場
の
特
別
な
演
出
さ
え
あ
る
の
に
、
突
然
出
茶
屋
の
陰
か
ら
、
声
を
か

け
て
現
れ
る
と
い
う
お
初
の
登
場
の
さ
せ
方
は
、
現
在
で
は
当
た
り
前
の
こ
と

と
し
て
、
だ
れ
も
疑
わ
な
い
げ
れ
ど
も
、
実
は
有
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
い
く
ら
「
付
げ
た
り
」
と
い
っ
て
も
、
ド
ラ
マ
の
構
造
と
し
て
は
、
主
人
公

の
紹
介
と
い
う
意
味
だ
げ
で
も
、
省
略
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。

「
女
の
ド
ラ
マ
」
の
視
点
か
ら
言
え
ぱ
、
女
ひ
と
り
の
道
行
を
人
彬
遺
の
辰
松

八
郎
丘
ハ
衛
が
特
別
に
出
遣
い
で
、
演
じ
た
こ
と
に
も
よ
る
の
だ
が
、
浄
瑠
璃
で
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初
め
て
行
っ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
の
で
あ
る
。

　
観
音
信
仰
は
本
来
現
世
救
済
の
信
仰
で
、
死
ん
で
か
ら
の
世
界
は
阿
弥
陀
信

仰
の
領
域
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
近
松
門
左
衛
門
は
敢
え
て
「
色
で
導
き
、
情

で
教
へ
、
恋
を
菩
提
の
橋
と
な
し
、
渡
し
て
救
ふ
観
世
音
」
と
、
観
音
に
お
初

の
救
済
を
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
注
意
す
べ
き
は
、
観
音

め
ぐ
り
を
し
た
の
は
、
お
初
ひ
と
り
で
あ
る
こ
と
で
、
し
か
も
、
こ
の
と
き
に

は
「
心
中
」
た
ど
は
全
く
暗
示
さ
れ
て
も
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
救
済
さ

れ
る
対
象
に
は
当
然
も
う
ひ
と
り
の
徳
兵
衛
は
入
っ
て
こ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
最
期
の
と
き
に
「
未
来
成
仏
疑
ひ
な
き
恋
の
手
本
と
な
り
に
。

げ
り
」
と
結
ぱ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。
仏
に
た
ら
れ
た
の
だ
と
し

て
二
人
の
救
済
を
計
っ
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
観
音
の
力

に
よ
る
と
は
言
っ
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

強
引
た
解
釈
が
あ
る
に
し
て
も
、
「
女
の
ド
ラ
マ
」
の
幕
開
き
に
ふ
さ
わ
し

い
始
め
方
で
あ
る
。

　
お
初
に
主
人
公
と
し
て
の
力
が
ど
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
て
い
る
か
を
、
検
討

す
る
と
き
に
な
っ
た
。

　
お
初
は
、
偶
然
会
う
こ
と
が
出
来
た
徳
丘
ハ
衛
に
対
し
て
、
病
気
に
た
る
ほ
ど

心
配
し
た
こ
と
を
告
げ
、
自
分
の
胸
の
つ
か
え
を
、
徳
兵
衛
に
さ
わ
ら
せ
よ
う
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と
し
て
、
徳
丘
ハ
衛
の
手
を
取
っ
て
胸
に
入
れ
る
。
こ
の
恋
人
同
士
の
行
為
を
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

松
門
左
衛
門
は
「
ほ
ん
の
婦
夫
に
か
は
ら
じ
な
」
と
地
の
部
分
で
評
価
す
る
。

遊
女
と
客
の
関
係
で
、
客
の
気
を
ひ
く
行
為
で
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
よ
う
な

行
為
を
、
作
者
は
夫
婦
と
同
じ
だ
と
観
客
に
説
く
の
で
あ
る
。
語
り
も
の
で
あ

る
浄
瑠
璃
。
の
特
性
の
表
れ
た
部
分
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
心
中
の
場
で
、
お
初
が
父
母
を
懐
し
ん
で
泣
く
の
に
、
共
に
泣
く

徳
丘
ハ
衛
を
作
者
が
こ
こ
だ
け
二
度
意
識
的
に
「
夫
（
を
つ
と
）
」
と
呼
ぶ
所
に
対

応
し
て
い
る
。
見
逃
し
て
し
ま
い
そ
う
な
一
語
で
あ
る
が
、
観
音
信
仰
を
始
め

に
持
っ
て
き
た
こ
と
と
同
じ
で
、
意
図
的
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
お
初
を
心
配
さ
せ
ま
い
と
、
た
め
息
を
つ
く
よ
う
な
、
辛
い
情
況
の
説
明
に

も
徳
兵
衛
は
「
徳
兵
衛
が
命
は
つ
づ
き
の
狂
言
に
、
し
た
ら
注
あ
は
れ
に
あ
ら

う
ぞ
」
と
、
す
こ
し
ふ
ざ
け
て
み
せ
る
。
徳
兵
衛
に
は
危
機
感
が
ま
だ
な
い
の

で
あ
る
。
そ
れ
を
、
お
初
は
た
し
た
め
、
徳
兵
衛
の
心
遣
い
を
知
り
な
が
ら
も
、

危
機
感
の
た
め
に
涙
を
押
さ
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
い
る
。
ま
た
、
徳
丘
ハ
衛

の
長
い
説
明
を
聞
い
た
後
で
も
、
ま
ず
彼
を
慰
め
、
言
葉
ど
お
り
に
実
行
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
て
も
、
自
分
で
徳
兵
衛
一
人
た
ら
何
と
か
出
来
る
と
言

い
切
る
。
そ
し
て
、
そ
の
と
き
に
「
蓬
ふ
に
蓬
は
れ
ぬ
そ
の
時
は
、
こ
の
世
ぽ

か
り
の
約
束
か
、
さ
う
し
た
例
の
な
い
で
は
た
し
、
死
ぬ
る
を
高
の
死
出
の
山
、

三
途
の
川
は
堰
く
人
も
、
堰
か
る
る
人
も
、
あ
る
ま
い
」
と
、
初
め
て
心
中
が

二
人
の
未
来
に
あ
る
こ
と
を
、
言
葉
に
す
る
。
お
初
が
「
心
中
」
の
本
来
の
意



味
ど
お
り
に
、
あ
な
た
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と
を
愛
の
証
と
し
て
告
げ
る
の
で
あ

る
が
、
「
心
中
」
へ
の
主
導
権
と
主
動
力
は
、
こ
こ
か
ら
お
初
の
も
の
と
な
る
。

　
徳
兵
衛
が
金
を
九
平
次
に
貸
し
た
こ
と
も
、
本
人
は
「
兄
弟
同
事
の
友
達
」

た
ど
と
意
気
が
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
未
来
を
予
感
す
る
こ
と
も
な
い
。
お
初
は
真

相
が
判
ら
た
い
ま
ま
で
も
、
徳
兵
衛
の
悪
い
う
わ
さ
を
聞
く
に
っ
げ
て
も
、

「
聞
げ
ぱ
聞
く
ほ
ど
胸
痛
み
、
わ
し
か
ら
先
へ
死
に
さ
う
な
、
い
っ
そ
死
ん
で

の
げ
た
い
」
と
、
不
吉
な
予
感
を
濃
く
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
嘆
き
に

「
あ
は
れ
、
せ
っ
な
き
涙
と
た
り
」
と
作
者
は
同
感
を
示
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
口
を
き
く
こ
と
を
禁
止
し
た
情
況
を
設
定
し
て
、
徳
兵
衛
に
身
振

り
の
表
現
し
か
許
さ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
お
初
に
、
九
平
次
と
対
決
さ
せ
る
趣
向
は
、

「
女
の
ド
ラ
イ
」
に
ふ
さ
わ
し
い
ク
ラ
イ
マ
ツ
ク
ス
を
作
り
出
す
の
に
効
果
的

で
あ
る
。

　
お
初
は
、
九
平
次
の
悪
口
に
よ
っ
て
、
徳
兵
衛
の
危
機
を
理
解
す
る
。
死
ぬ

以
外
に
方
法
は
た
い
こ
と
を
、
徳
兵
衛
自
身
も
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
な
ら
ば
自

分
も
当
然
か
つ
て
予
感
し
、
予
言
し
た
と
お
り
、
徳
丘
ハ
衛
と
「
心
中
」
す
る
決

意
の
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
こ
と
に
た
る
。

　
「
死
ぬ
る
覚
悟
が
聞
き
た
い
」
と
、
徳
兵
衛
の
決
意
を
聞
き
、
「
ど
う
で
徳
様
、

一
所
に
死
ぬ
る
、
わ
し
も
一
所
に
死
ぬ
る
ぞ
や
い
の
」
と
、
お
初
の
主
導
に
よ

っ
て
「
心
中
」
の
約
束
が
二
人
の
問
で
交
わ
さ
れ
る
こ
と
に
た
る
。

　
お
初
は
「
そ
ん
な
ら
旦
那
様
、
内
儀
様
、
も
う
お
目
に
か
か
り
ま
す
ま
い
。

　
　
　
　
　
『
曽
根
崎
心
中
』
の
方
法

さ
ら
ぱ
で
ご
ざ
ん
す
、
内
衆
も
さ
ら
ぱ
さ
ら
ば
と
、
よ
そ
な
が
ら
暇
乞
ひ
し

て
」
部
屋
に
戻
る
。
作
者
は
、
そ
れ
に
念
を
押
し
て
「
こ
れ
一
生
の
別
れ
と
は
、

後
に
こ
そ
知
れ
、
気
も
つ
か
ぬ
、
愚
か
の
心
不
便
さ
よ
」
と
、
気
付
か
ぬ
主
人

を
気
の
毒
だ
と
す
る
形
で
、
観
客
に
お
初
の
死
の
覚
悟
を
示
し
て
い
る
。

１
次
に
お
初
が
、
舞
台
に
登
場
す
る
と
き
は
、
　
「
初
は
白
無
垢
、
死
出
立
」
の

衣
裳
で
あ
る
。
こ
の
死
装
東
は
、
当
目
に
な
っ
て
初
め
て
死
ぬ
覚
悟
を
し
た
の

で
あ
る
か
ら
、
予
め
準
備
し
て
い
た
げ
れ
ぱ
、
間
に
合
う
は
ず
が
な
い
。
こ
こ

に
も
、
作
者
の
お
初
の
「
心
中
」
の
覚
悟
が
早
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と
、
即
ち
彼

女
の
予
知
力
の
存
在
を
示
す
用
意
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
、
そ
れ
は
心
中
の
場
で
の
剃
刀
の
用
意
で
重
ね
て
強
調
さ
れ
る
。
「
も

し
も
道
に
て
追
手
の
か
か
り
、
わ
れ
わ
れ
に
次
る
と
て
も
、
浮
名
は
捨
て
じ
と

心
が
げ
」
て
い
た
お
初
の
準
備
は
、
心
中
の
決
意
の
並
六
で
た
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
部
分
は
今
の
文
楽
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
剃

刀
で
帯
を
裂
き
、
死
ん
で
か
ら
二
人
の
姿
の
乱
れ
な
い
た
め
の
工
夫
に
生
か
さ

れ
て
お
り
、
型
と
し
て
は
残
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
心
中
道
行
の
場
で
も
、
「
ま
こ
と
に
、
今
年
は
こ
な
様
も
二
十
五
歳

の
厄
の
年
、
わ
し
も
十
九
の
厄
年
と
て
、
思
ひ
合
う
た
る
厄
崇
り
、
縁
の
深
さ

の
し
る
し
か
や
」
と
、
心
中
が
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
の
は
、

お
初
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
世
利
益
の
観
音
信
仰
に
、
来
世
極
楽
往
生
を
約
束

さ
せ
た
「
観
音
め
ぐ
り
」
の
新
し
い
解
釈
に
た
い
し
て
「
現
世
の
願
を
今
こ
こ
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『
曽
根
崎
心
中
』
の
方
法

で
、
未
来
へ
回
向
し
、
後
の
世
も
た
ほ
し
も
一
つ
蓮
ぞ
や
」
と
作
者
が
、
も
う

一
度
念
を
入
れ
た
説
明
を
す
る
。
お
初
一
人
の
「
観
音
め
ぐ
り
」
を
し
て
得
た

極
楽
往
生
の
権
利
は
、
こ
こ
で
一
つ
蓮
の
上
で
の
二
人
の
極
楽
往
生
に
、
拡
大

解
釈
さ
れ
る
。
こ
の
呼
応
か
ら
も
、
「
観
音
め
ぐ
り
」
で
の
近
松
門
左
衛
門
の

意
図
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
し
て
、
い
よ
い
よ
最
期
の
と
き
、
「
い
っ
ま
で
言
う
て
も
詮
も
た
し
、
は

や
、
は
や
、
殺
し
て
殺
し
て
と
」
最
期
を
急
が
す
の
も
、
や
は
り
お
初
で
あ
る
。

　
徳
兵
衛
の
脇
差
で
え
ぐ
ら
れ
、
「
断
末
魔
の
四
苦
八
苦
」
の
後
に
お
初
は
死

ん
で
し
ま
い
、
続
い
て
徳
兵
衛
は
お
初
の
剃
刀
を
の
ど
に
突
き
立
て
苦
し
み
な

が
ら
死
ん
で
し
ま
う
。

　
そ
の
二
人
の
死
を
、
近
松
門
左
衛
門
は
観
客
と
共
に
「
貴
賎
群
集
の
回
向
の

種
、
未
来
成
仏
、
疑
ひ
狂
き
、
恋
の
手
本
と
な
り
に
げ
り
」
と
、
回
向
し
、
救

済
を
確
信
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
は
当
然
冒
頭
の
「
観
音
め
ぐ
り
」
に
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対
応
し
て
お
り
、
か
っ
て
「
未
来
成
仏
型
」
と
名
付
げ
た
結
句
の
典
型
で
あ
り
、

創
始
さ
れ
た
最
初
の
も
の
で
あ
る
。

　
玩
在
の
文
楽
で
は
、
　
一
切
の
心
中
の
苦
し
み
は
排
除
さ
れ
、
「
悪
び
れ
ず
」

に
「
は
や
う
殺
し
て
殺
し
て
」
と
言
う
お
初
の
「
覚
悟
の
顔
の
美
し
さ
」
が
、

強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
寺
の
念
仏
の
切
回
向
」
を
背
景
に
流
す
だ
け
で
、

二
人
の
来
世
救
済
に
つ
い
て
は
触
れ
ず
に
、
「
長
き
夢
路
を
曽
根
崎
の
、
森
の

雫
と
散
り
に
げ
り
」
と
、
二
人
の
死
を
告
げ
る
だ
げ
の
そ
っ
げ
な
い
も
の
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

末
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大
変
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
お
初
だ
げ
に
近
松
が
、
主
人
公
と
し
て
の
力
を
与

え
、
『
曽
根
崎
心
中
』
を
創
作
し
て
い
る
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し

て
、
同
時
に
そ
の
後
の
演
劇
関
係
者
に
は
、
そ
の
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
理
解
さ
れ

衣
か
っ
た
こ
と
も
、
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
『
曽
根
崎
心
中
』
の
上
演
以
後
、
遺
さ
れ
た
評
判
の
中
に
は
、
「
女
の
ド
ラ

マ
」
に
関
わ
る
も
の
は
な
い
。
九
平
次
の
悪
が
一
番
問
題
に
な
り
、
そ
の
処
遇

が
『
曽
根
崎
心
中
』
に
続
く
作
品
で
は
、
何
等
か
の
砂
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
。
海
音
の
改
作
に
た
る
『
曽
根
崎
心
中
』
で
も
敵
役
の
九
平
次
の
悪
事
が
露

見
し
て
、
捕
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
付
け
加
わ
っ
て
い
る
。

　
能
の
『
曽
根
崎
心
中
』
で
は
、
徳
兵
衛
の
幽
霊
が
玩
れ
、
敵
役
へ
の
恨
み
を

語
る
は
ど
で
あ
る
。
や
は
り
、
徳
兵
衛
を
主
人
公
と
し
、
「
男
の
ド
ラ
マ
」
と

し
て
し
か
見
て
い
な
い
こ
と
が
判
る
。
当
時
の
観
客
に
は
、
ま
だ
こ
の
近
松
門

左
衛
門
の
新
し
い
方
法
に
よ
る
「
女
の
ド
ラ
マ
」
は
、
縁
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
。

好
評
な
の
に
上
演
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。

　
近
松
門
左
衛
門
自
身
は
、
果
し
て
、
こ
の
方
法
の
発
見
を
ど
う
意
識
し
て
い

た
だ
ろ
う
か
。

　
「
心
中
」
の
本
来
的
た
意
味
に
従
う
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
、
こ
の
「
ド
ラ
マ



の
方
法
」
は
、
「
観
音
め
ぐ
り
」
の
新
し
い
演
出
を
契
機
に
し
て
『
曽
根
崎
心

中
』
と
し
て
成
立
し
た
の
だ
が
、
素
材
と
し
て
の
「
心
中
」
が
持
っ
て
い
る
意

味
に
拘
束
さ
れ
る
の
で
、
ど
の
作
品
に
で
も
応
用
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
印

ち
、
「
心
中
物
」
に
お
い
て
の
み
有
効
性
を
発
揮
す
る
こ
と
の
可
能
な
も
の
で

あ
っ
た
。

　
か
つ
て
、
諏
訪
春
雄
氏
が
『
近
世
の
文
学
と
信
仰
』
所
収
の
「
江
戸
時
代
の

男
女
観
」
の
中
で
近
松
門
左
衛
門
の
描
く
男
の
主
人
公
の
形
象
を
追
跡
さ
れ
た
。

和
事
の
系
譜
を
た
ど
り
、
貴
種
流
離
の
英
雄
像
ま
で
さ
か
の
ぽ
ら
れ
た
が
、
確

か
に
男
の
弱
さ
は
、
和
事
に
端
を
発
す
る
と
言
え
る
が
、
女
の
方
は
和
事
に
登

場
す
る
傾
城
に
そ
の
祖
型
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
女
た
ち
に
は
劇
を

進
め
る
力
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
ド
ラ
マ
の
問
題
は
、
登
場
人
物
の
片
一
方
だ
け
を
論
じ
て
も
解
決
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
、
こ
の
場
合
は
二
人
の
主
人
公
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
や
彩
象

を
、
二
人
の
関
係
の
中
で
見
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
近
松
門
左
衛
門
は
、
こ
の
方
法
を
、
歌
舞
伎
の
方
法
に
よ
っ
て
創
作
し
た
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『
薩
摩
歌
』
で
は
使
用
し
な
い
で
、
心
中
物
の
第
二
作
『
心
中
二
枚
絵
草
紙
』

で
採
用
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
心
中
物
に
お
い
て
は
、
大
体
採
用
し
て
い
る
と

言
っ
て
よ
い
。
最
後
の
心
中
物
『
心
中
宵
庚
申
』
は
異
な
る
が
、
『
心
中
天
の

網
島
』
は
こ
の
方
法
に
よ
る
到
達
点
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
詳
細
は
べ
っ
の
機
会
に
し
た
い
が
、
「
女
の
ド
ラ
マ
」
の
方
法
の
ぎ
り
ぎ
り

　
　
　
　
　
『
曽
根
崎
心
中
』
の
方
法

の
と
こ
ろ
で
、
『
心
中
天
の
網
島
』
を
書
い
て
い
る
こ
と
は
、
男
の
主
人
公
治

丘
ハ
衛
を
、
女
の
劇
を
動
か
す
力
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
無
力
で
あ
る
よ
う
に
し
た

こ
と
や
、
小
春
や
お
さ
ん
の
言
動
を
理
解
で
き
ず
、
付
い
て
い
け
な
い
よ
う
な

「
ず
れ
」
を
付
与
し
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
の
作
品
の
改
作
が
も
っ
ぱ
ら
、
治
兵
衛
の
男
の
権
威
回
復
を
目
指
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
も
『
心
中
天
の
網
島
』
の
「
女
の
ド
ラ
プ
」
性
が
証
明
さ
れ
よ
う
。

七

　
こ
の
「
女
の
ド
ラ
マ
」
の
行
方
に
、
私
は
現
代
の
木
下
順
二
氏
の
『
夕
鶴
』
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を
見
て
い
る
。
か
っ
て
『
夕
鶴
』
を
論
じ
た
と
き
は
、
っ
う
と
い
う
主
人
公
と
、

よ
ひ
ょ
う
が
す
れ
違
っ
て
い
る
こ
と
を
、
問
題
に
し
た
が
、
こ
れ
は
、
上
演
の

初
め
の
こ
ろ
、
劇
団
ぶ
ど
う
の
会
の
中
に
作
品
解
釈
の
揺
れ
が
あ
っ
て
、
い
ろ

い
ろ
な
解
釈
に
よ
る
上
演
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
や
、
そ
の
批
評
に
か
な
り
極
端

な
食
い
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
手
掛
か
り
に
考
え
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
し

か
し
、
「
女
の
ド
ラ
マ
」
の
方
法
に
よ
る
の
だ
と
考
え
れ
ぱ
、
そ
の
揺
れ
も
『
曽

根
崎
心
中
』
の
と
き
と
同
じ
で
、
つ
う
の
「
女
の
ド
ラ
プ
」
の
主
人
公
と
し
て

の
側
面
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
理
由
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。

　
つ
う
に
の
み
、
劇
を
進
め
る
力
を
持
た
せ
、
か
つ
、
劇
の
未
来
を
予
知
さ
せ

て
い
る
こ
と
は
、
一
方
の
与
ひ
ょ
う
が
、
受
動
的
に
し
か
行
動
で
き
ず
、
つ
う

の
言
葉
を
正
確
に
は
理
解
出
来
た
い
で
い
る
設
定
と
呼
応
し
て
い
る
。
こ
の
対
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『
曽
根
崎
心
中
』
の
方
法

応
は
、
ま
さ
に
、
お
初
と
徳
丘
ハ
衛
の
関
係
に
並
べ
る
こ
ど
が
で
き
る
。

　
作
者
木
下
順
二
氏
が
、
『
曽
根
崎
心
中
』
を
踏
ま
え
て
『
夕
鶴
』
を
書
か
れ

た
は
ず
は
た
い
の
だ
が
、
偶
然
と
は
い
え
、
い
ず
れ
も
そ
の
時
点
で
は
、
新
し

い
ジ
ャ
ソ
ル
の
創
造
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
近
松
門
左
衛
門
が
「
心
中
」
と
い
う

事
件
を
契
機
に
し
た
こ
と
と
、
木
下
順
二
氏
が
の
ち
に
「
民
話
」
と
呼
ぶ
よ
う

に
な
っ
た
「
昔
話
」
に
素
材
を
求
め
ら
れ
て
、
そ
の
世
界
に
新
し
い
解
釈
を
試

み
る
こ
と
を
創
作
の
契
機
に
さ
れ
た
こ
と
と
の
暗
合
は
、
注
目
に
値
す
る
。

　
理
解
さ
れ
に
く
か
っ
た
側
面
を
持
ち
次
が
ら
も
、
な
お
強
い
支
持
を
受
げ
、

現
代
の
ド
ラ
マ
と
し
て
、
高
い
評
価
を
受
げ
て
い
る
こ
と
の
共
通
性
も
、
我
田

引
水
で
は
あ
る
が
、
「
女
の
ド
ラ
マ
」
が
、
や
っ
と
現
代
に
た
っ
て
観
客
に
理

解
さ
れ
る
よ
う
に
た
っ
た
こ
と
の
表
わ
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
見
た
い
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
本
論
は
、
昭
和
五
十
八
年
十
月
の
日
本
演
園
学
会
秋
期
大
会
（
同
志
杜
大

　
　
　
　
　
学
）
で
、
口
頭
発
表
し
た
も
の
に
、
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
更
に
さ
か

　
　
　
　
　
の
ぽ
れ
ぱ
、
そ
の
前
年
の
『
曽
根
崎
心
中
』
の
講
読
の
時
間
に
初
め
て
講
義

　
　
　
　
　
し
た
も
の
で
、
当
時
の
在
学
生
諸
君
が
、
卒
業
論
文
に
お
い
て
、
「
女
の
ド

　
　
　
　
　
ラ
マ
」
の
視
点
か
ら
、
世
話
浄
瑠
璃
論
を
展
開
し
て
く
れ
た
が
、
活
字
に
す

　
　
　
　
　
る
の
が
、
大
変
遅
れ
て
引
用
す
る
の
に
、
迷
惑
を
か
げ
て
い
た
。
ま
だ
、
そ

　
　
　
　
　
の
諸
君
た
ち
が
、
な
げ
か
げ
て
く
れ
た
問
題
に
十
分
に
答
え
て
は
い
な
い
。

　
　
　
　
　
い
ず
れ
、
新
た
に
近
松
世
話
浄
瑠
璃
論
を
展
開
し
て
い
く
中
で
、
答
え
て
い

　
　
　
　
　
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

◎
　
『
武
智
歌
舞
伎
』
・
文
芸
春
秋
新
杜

◎
　
『
曽
根
崎
心
中
解
釈
と
研
究
』
（
藤
野
義
雄
著
）
所
収
「
お
初
と
徳
兵
衛
の
型
」
・

　
桜
楓
杜

＠
　
『
曽
根
崎
心
中
』
宇
野
信
夫
著
作
集
・
青
蛙
房

◎
　
『
冥
途
の
飛
脚
・
曽
根
崎
心
中
・
心
中
天
の
網
島
』
（
国
立
劇
場
芸
能
調
査
室
）

　
所
収
・
安
藤
鶴
夫
「
劇
評
」

◎
拙
著
『
近
松
の
方
法
』
桜
楓
杜

◎
　
小
西
准
子
「
『
薩
摩
歌
』
論
　
『
丹
波
与
作
手
綱
帯
』
と
の
関
係
を
め
く
っ
て
－
」

　
（
『
同
志
杜
国
文
学
』
第
１
５
号
）

◎
　
「
木
下
順
二
の
民
話
劇
に
つ
い
て
ー
タ
鶴
１
」
（
『
目
本
文
学
叢
政
』
・
東
洋
法
観
）
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