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は
じ
め
に

　
か
ら
く
り
・
は
、
当
時
の
諸
ジ
ャ
ン
ル
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
お
り
、
竹
田

か
ら
く
り
・
を
中
心
に
芸
能
、
演
劇
に
と
ど
ま
ら
ず
、
浮
世
草
子
、
俳
諧
、
浮
世

絵
、
見
世
物
、
遊
戯
関
連
資
料
等
に
及
六
。
竹
田
か
ら
く
り
は
、
上
方
の
み
に

と
ど
ま
ら
ず
、
江
戸
下
り
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
江
戸
の
文
芸
に
も
深
く
浸
透

し
て
い
る
。
そ
れ
は
我
々
の
想
像
以
上
で
あ
り
、
い
わ
ば
か
ら
く
り
文
化
史
と

も
言
う
べ
き
裾
野
の
拡
が
り
・
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
実
態
を

探
る
た
め
に
は
個
々
の
事
象
を
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
、
か
ら
く
り
の
演
技
や
演
出
を
探
る
手
が
か
り
を
提
示
で
き
る
と
と

も
に
、
か
ら
く
り
文
化
研
究
の
糸
口
に
し
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
本

稿
で
は
、
滑
稽
本
を
取
り
上
げ
て
、
か
ら
く
り
研
究
の
側
か
ら
ノ
王
に
挿
絵
に

注
目
し
て
検
討
し
た
結
果
を
報
告
し
た
い
。

　
　
　
　
　
か
ら
く
り
と
式
亭
三
馬
の
滑
稽
本

山
　
　
田
　
　
和
　
　
人

　
式
亭
三
馬
の
滑
稽
本
の
な
か
に
は
、
か
ら
く
り
と
関
連
す
る
作
品
が
二
作
あ

る
。
ひ
と
つ
は
、
『
早
替
胸
の
か
ら
く
り
』
、
も
う
ひ
と
つ
は
『
人
心
覗
か
ら
く

り
』
で
あ
る
。
前
者
の
序
文
に
は
、
「
ま
ず
前
編
は
こ
れ
で
お
替
り
」
と
あ
り
・
、

後
編
を
構
想
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
後
者
の
序
文
は
、
前
者
の
漢

文
体
の
序
文
を
踏
ま
え
て
記
さ
れ
て
お
り
・
、
「
却
也
胸
の
機
関
は
如
何
。
且
下

回
の
分
解
を
聴
け
」
と
あ
り
、
両
者
を
正
続
の
関
係
と
し
て
式
亭
三
馬
は
と
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
人
の
胸
の
内
、
心
の
内
を
積
り
細
工
と
し
て
、
暴
露
し
滑
稽
化
す
る
の
が
ね

ら
い
で
あ
る
。
そ
う
し
た
ね
ら
い
が
、
両
者
の
挿
絵
に
も
意
図
的
に
表
現
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
挿
絵
が
、
竹
田
か
ら
く
り
「
傀
儡
師
」
を
取
り
入
れ

て
い
る
こ
と
も
共
通
し
て
お
り
、
両
者
の
緊
密
な
関
係
が
こ
こ
か
ら
も
伺
い
知

れ
る
よ
う
に
思
う
。
か
つ
、
同
じ
素
材
を
取
り
入
れ
な
が
ら
も
、
全
く
異
な
っ

た
使
い
方
を
し
て
い
る
点
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
二
作
の
挿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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絵
に
つ
い
て
、
か
ら
く
り
の
絵
画
資
料
と
あ
わ
せ
て
考
察
を
加
え
て
み
る
こ
と

で
、
式
亭
三
馬
が
か
ら
く
り
を
ど
の
よ
う
に
取
り
込
み
、
正
続
編
と
し
て
構
想

し
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

　
な
お
、
本
文
の
引
用
は
す
べ
て
棚
橋
正
博
『
式
亭
三
馬
集
』
（
叢
書
江
戸
文

庫
・
国
書
刊
行
会
）
に
よ
る
。

一
、
『
早
替
胸
の
か
ら
く
り
』

　
本
書
見
開
き
の
口
絵
に
は
、
早
替
り
の
趣
向
に
基
づ
く
「
新
版
早
替
り
絵
つ

く
し
」
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
表
紙
見
返
し
図
に
は
、
「
切
抜
檜
本
浮
世
七
役
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
早
替
り
・
が
当
時
の
歌
舞
伎
で
も
流
行
し
て
お
り
、
早
替
り
・

の
趣
向
を
取
り
入
れ
て
見
開
き
の
口
絵
に
し
て
い
る
。
な
お
か
つ
本
書
は
、
い

わ
ゆ
る
仕
掛
け
本
に
な
っ
て
お
り
、
次
々
と
紙
面
が
早
替
り
し
て
い
く
こ
と
を

趣
向
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
見
開
き
の
口
絵
に
つ
い
て
は
こ
う
し
た
視
点
か
ら
触
れ
ら
れ
る
機
会
が

あ
る
も
の
の
、
表
紙
見
返
し
図
（
図
１
）
に
つ
い
て
は
従
来
ほ
と
ん
ど
言
及
さ

れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
ま
ず
、
現
状
確
認
か
ら
進
め
た
い
。
こ
の
見
返
し
図

を
詳
細
に
見
て
み
る
と
、
実
は
、
こ
の
見
返
し
図
は
覗
き
か
ら
く
り
に
な
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
具
体
的
に
見
て
み
た
い
。

　
覗
き
の
箱
に
は
、
正
面
に
覗
き
の
穴
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
覗
き
の
箱
の
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

の
か
ら
く
り
を
文
字
通
り
覗
き
込
ん
で
見
る
こ
と
に
な
る
。
覗
き
の
箱
の
上
に

は
、
傀
儡
師
が
描
か
れ
て
お
り
、
傀
儡
師
の
立
っ
て
い
る
の
は
、
覗
き
の
箱
の

上
の
明
か
り
取
り
の
た
め
の
格
子
の
枠
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
、
雲
と
波
の

模
様
が
描
か
れ
た
背
景
が
あ
る
。
背
景
の
左
右
に
は
「
歌
川
豊
国
画
」
（
左
）

「
式
亭
三
馬
戯
作
」
（
右
）
と
あ
り
、
こ
れ
は
覗
き
の
箱
を
開
く
と
そ
こ
に
演
目

の
絵
が
描
か
れ
て
い
た
り
、
両
側
に
「
大
か
ら
く
り
」
等
と
記
さ
れ
た
り
し
て

い
る
の
を
、
絵
師
と
作
者
の
名
前
を
記
す
こ
と
に
変
え
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

上
部
に
は
「
文
化
庚
午
登
兌
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
、
通
常
の
覗

き
の
箱
で
は
、
箱
を
は
ね
返
す
と
「
大
か
ら
く
り
」
「
竹
田
大
か
ら
く
り
」
等

と
記
さ
れ
た
看
板
が
出
て
く
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
覗
き
の

穴
の
下
に
は
「
切
抜
絵
本
浮
世
七
役
　
早
替
胸
機
則
　
讃
本
一
巻
」
と
題
名
が

記
さ
れ
て
い
る
が
、
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
は
通
常
の
覗
き
の
箱
に
は
も

ち
ろ
ん
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
書
き
入
れ
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
不
思
議
な
の
は
、
覗
き
の
箱
の
上
に
描
か
れ
て
い
る
傀
儡
師
が
何

者
で
あ
る
の
か
。
ま
た
、
傀
儡
師
の
背
景
に
、
な
ぜ
雲
と
波
の
模
様
が
描
か
れ

て
い
る
の
か
で
あ
る
。

　
こ
の
疑
問
を
解
決
す
る
た
め
に
、
覗
き
か
ら
く
り
の
絵
㈲
資
料
を
検
討
し
た

結
果
、
竹
田
か
ら
く
り
に
も
、
覗
き
か
ら
く
り
を
か
ら
く
り
仕
掛
け
で
演
じ
さ

せ
た
演
目
が
あ
り
、
そ
れ
が
覗
き
の
箱
の
上
に
描
か
れ
た
傀
儡
師
を
考
え
る
上

で
有
効
な
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。



　
次
に
掲
げ
る
絵
が
そ
れ
で
あ
る
。
竹
田
か
ら
く
り
「
郡
部
栄
花
春
」
（
か
ん

た
ん
ゑ
い
ぐ
わ
の
は
る
）
で
あ
る
（
図
２
）
。
こ
れ
は
、
東
京
都
立
中
央
図
書

館
所
蔵
の
か
ら
く
り
絵
本
『
機
関
千
種
の
実
生
』
所
収
の
図
像
で
あ
る
。

　
画
中
の
本
文
を
以
下
に
記
す
（
改
行
を
加
え
て
読
み
や
す
い
本
文
と
し
た
）

　
か
ざ
り
お
き
ま
し
た
る
の
ぞ
き
が
ら
く
り
は
　
わ
づ
か
の
は
こ
の
内
へ
　
千

ぜ
う
じ
き
を
つ
も
り
ま
し
た
る
さ
い
く

　
さ
い
し
ょ
は
ほ
う
し
の
人
形
か
ね
を
う
ち
ま
す
る
と
　
は
こ
は
こ
と
く
ひ

ら
け
ひ
ろ
が
り
ま
し
て
　
千
ぜ
う
じ
き
の
ゑ
ん
と
か
は
り
　
左
右
の
子
供
は
東

西
金
銀
の
山
こ
が
ね
し
ろ
か
ね
の
日
り
ん
月
り
ん
と
な
り
ま
す
る

か
ら
く
り
と
式
亭
三
馬
の
滑
稽
本

図　１

三
一
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か
ら
く
り
と
式
亭
三
馬
の
滑
稽
本

　
さ
て
は
る
か
む
か
ふ
く
わ
と
う
口
の
き
ぬ
を
ま
き
あ
け
ま
す
れ
ば
　
女
ら
う

こ
た
つ
の
上
に
て
　
ね
こ
を
そ
ぼ
や
か
し
ま
す
る

　
又
さ
ゆ
う
の
は
し
ご
を
の
ぼ
り
き
う
じ
仕
ま
す
る
　
此
長
ら
う
か
こ
と
く

く
は
き
そ
う
ぢ
い
た
し
ま
す
る

　
さ
て
二
か
い
の
せ
う
じ
ひ
ら
け
ま
し
て
　
あ
る
し
よ
も
を
な
が
め
　
た
ば
こ

の
み
ま
し
て
　
ほ
ん
の
け
む
り
を
ふ
か
せ
ま
す
る
さ
い
く
つ
ニ
オ
）

　
こ
と
の
ほ
か
こ
ま
か
な
る
つ
も
り
・
さ
い
く
　
人
形
は
こ
と
く
く
は
た
ら
き

ま
す
御
き
を
つ
け
ら
れ
ま
せ
ふ
　
こ
れ
よ
り
も
と
の
の
ぞ
き
の
は
こ
と
た
ま
み

か
へ
し
ま
す
る
か
ら
く
り
二
三
ウ
）

　
か
ら
く
り
台
に
は
二
つ
の
覗
き
の
穴
を
設
け
た
覗
き
か
ら
く
り
の
箱
が
置
か

れ
て
い
る
。
法
師
の
人
形
が
鐘
を
打
つ
の
に
応
じ
て
覗
き
の
箱
が
大
き
く
開
い

て
千
畳
敷
の
飾
り
・
が
現
わ
れ
、
矩
龍
に
座
る
女
郎
と
猫
、
給
仕
を
す
る
小
姓
、

掃
き
掃
除
を
す
る
奉
公
人
の
所
作
、
二
階
で
は
煙
草
を
飲
む
主
人
、
遠
く
に
は

日
輪
月
輪
が
山
の
端
に
浮
か
び
上
が
る
。
日
輪
月
輪
は
子
供
が
変
じ
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
後
、
再
び
千
畳
敷
の
二
階
建
て
の
座
敷
が
畳
み
込
ま
れ
て
、
も
と

の
覗
き
の
箱
に
も
ど
る
と
い
う
か
ら
く
り
で
あ
る
。
子
供
も
、
お
そ
ら
く
、
同

じ
く
も
と
の
姿
に
も
ど
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
現
存
す
る
覗
き
か
ら
く
り
は
、
覗
き
の
穴
か
ら
覗
く
と
、
そ
こ
に
物
語
や
風

景
を
描
い
た
数
枚
の
絵
が
次
々
と
変
わ
っ
て
い
く
と
こ
ろ
を
、
紐
を
引
く
こ
と

で
見
せ
る
仕
掛
け
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
演
目
を
見
て
い
る
と
、

三
二

覗
き
か
ら
く
り
・
が
、
か
つ
て
は
か
ら
く
り
人
形
や
建
物
や
景
観
が
箱
の
中
で
動

き
、
次
々
と
変
わ
る
あ
り
さ
ま
を
見
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
典
型
的
に
示
し

て
い
る
。
そ
う
し
た
覗
き
か
ら
く
り
を
か
ら
く
り
仕
掛
け
で
演
じ
さ
せ
る
の
が
、

こ
の
か
ら
く
り
の
眼
目
で
あ
る
。
箱
が
開
く
と
、
広
々
と
し
た
千
畳
敷
の
座
敷

が
現
わ
れ
、
再
び
も
と
の
箱
に
も
ど
る
と
い
う
の
が
か
ら
く
り
・
の
趣
向
で
あ
っ

た
。
絵
に
も
、
箱
か
ら
吹
き
出
し
が
出
て
お
り
、
こ
れ
は
、
箱
が
次
に
変
化
し

て
い
く
こ
と
を
示
す
た
め
の
吹
き
出
し
で
あ
る
。
覗
き
の
箱
は
ふ
だ
ん
は
中
を

見
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
か
ら
く
り
で
は
、
そ
の
箱
を
開
い
て

見
せ
る
こ
と
で
、
観
客
の
興
味
を
惹
き
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
竹
田
か
ら
く
り

の
中
で
も
、
大
か
ら
く
り
と
し
て
演
じ
ら
れ
た
演
目
で
あ
る
。

　
こ
の
「
郡
鄭
栄
花
春
」
と
比
較
し
て
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
両
者
の
類

似
点
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
ま
ず
、
「
郡
鄭
栄

花
春
」
の
方
は
二
つ
、
『
早
替
胸
の
か
ら
く
り
』
は
九
つ
と
数
に
相
違
は
あ
る

も
の
の
、
正
面
に
覗
き
の
穴
が
あ
る
。
そ
し
て
、
覗
き
の
箱
の
上
部
に
は
、
明

か
り
取
り
の
た
め
の
障
子
等
を
張
っ
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
格
子
の
板
が

は
め
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
箱
の
背
景
に
は
、
「
郡
鄭
栄
花
春
」
に

は
何
も
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
一
般
的
に
覗
き
の
箱
の
背
景
に
は
、
覗
き
か
ら

く
り
の
演
目
に
関
連
の
あ
る
背
景
を
描
く
こ
と
が
多
い
。
『
早
替
胸
の
か
ら
く

り
』
の
背
景
に
目
を
移
す
と
、
上
部
に
雲
、
下
に
波
の
絵
模
様
が
描
か
れ
て
い

る
。
で
は
、
こ
の
雲
と
波
の
背
景
は
ど
の
よ
う
な
演
目
の
背
景
に
な
る
の
だ
ろ



う
か
。

　
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
が
、
「
耶
耶
栄
花
春
」
の
法
師
人
形
で
あ
る
。

こ
の
人
形
が
鐘
を
打
つ
の
に
応
じ
て
、
覗
き
の
箱
が
開
い
て
い
く
と
い
う
設
定

に
な
っ
て
お
り
、
い
わ
ば
幕
開
き
の
役
割
を
果
た
す
か
ら
く
り
人
形
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
他
の
覗
き
の
箱
を
描
い
た
絵
画
資
料
に
、
明
か
り
取
り
の
格
子
の

上
に
人
形
を
置
い
て
い
る
も
の
を
見
た
こ
と
が
な
い
。
竹
田
か
ら
く
り
で
は
、

法
師
人
形
が
定
番
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
『
早
替
胸
の
か
ら
く
り
』
の
覗
き

の
箱
の
上
に
描
か
れ
て
い
る
傀
儡
師
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
法
師
人
形
に
相
当
す

る
、
か
ら
く
り
人
形
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
が
傀
儡
師
人
形
で
あ
る
な
ら
ば
、
背
景
の
雲
と
波
も
説
明
が
っ
く
の
で

は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
竹
田
か
ら
く
り
「
傀
儡
師
」
で
は
、
傀
儡
師
が
箱
で

ま
わ
す
唐
子
踊
り
の
場
面
か
ら
、
「
舟
弁
慶
」
の
場
面
へ
と
舞
台
が
転
換
す
る
。

そ
し
て
、
「
舟
弁
慶
」
の
場
面
で
は
、
西
海
に
漕
ぎ
出
す
義
経
主
従
の
舟
と
平

知
盛
の
幽
霊
が
中
心
で
あ
り
、
海
上
の
波
と
押
し
寄
せ
る
黒
雲
が
、
能
の
『
舟

弁
慶
』
同
様
に
取
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
黒
雲
を
形
象
化
し
た
も
の

は
少
な
い
。
式
亭
三
馬
に
は
、
「
舟
弁
慶
」
の
場
面
に
は
雲
と
波
が
っ
き
も
の

で
あ
る
と
い
う
理
解
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
竹
田
か
ら
く
り
「
傀
儡
師
」
を
取
り
込
ん
だ
式
亭
三
馬
の
滑
稽
本
と
し
て
は

次
章
に
掲
げ
る
『
人
心
覗
か
ら
く
り
』
の
冒
頭
の
口
絵
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
こ

に
は
、
傀
儡
師
の
箱
か
ら
湧
き
出
る
吹
き
出
し
の
上
に
猪
牙
舟
が
描
か
れ
て
お
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り
、
そ
の
吹
き
出
し
の
模
様
が
波
模
様
で
あ
り
、
ま
た
、
も
う
一
方
の
吹
き
出

し
に
は
駕
龍
か
き
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
雲
模
様
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
こ
の
覗
き
の
箱
の
背
景
は
、
か
ら
く
り
「
傀
儡
師
」
で
演
じ
ら
れ
る
「
舟

弁
慶
」
の
場
面
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
『
早
替
胸
の
か
ら
く
り
』
の
見
返
し
図
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、

覗
き
か
ら
く
り
・
で
あ
り
・
、
さ
ら
に
、
そ
こ
に
「
傀
儡
師
」
の
か
ら
く
り
人
形
が

複
合
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
覗
き
の
箱
の
上
部
に
描
か
れ
て
い

る
傀
儡
師
は
、
竹
田
か
ら
く
り
「
傀
儡
師
」
の
人
形
を
デ
フ
ォ
ル
メ
し
た
も
の

で
あ
り
、
首
か
ら
提
げ
た
箱
を
文
机
に
変
え
て
人
の
心
の
裏
表
を
う
が
つ
作
者

に
見
立
て
、
箱
回
し
で
遣
う
人
形
二
体
を
仏
と
鬼
に
見
立
て
て
「
善
悪
邪
正
胸

の
機
関
」
を
表
わ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
『
早
替
胸
の
か
ら
く
り
』
の
表
紙
見
返
し
図
に
は
、

す
で
に
『
人
心
覗
か
ら
く
り
』
と
い
う
覗
き
か
ら
く
り
の
構
想
が
示
さ
れ
て
い

た
こ
と
に
な
り
、
式
亭
三
馬
が
当
初
か
ら
こ
の
二
作
を
正
続
二
編
と
し
て
と
ら

え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
表
紙
見
返
し
図
は
、
本
書
の
幕
開
き
を
示
す

役
割
を
果
た
す
傀
儡
師
人
形
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
図
が
、
『
人
心
覗
か
ら

く
り
』
の
口
絵
の
「
傀
儡
師
」
と
一
体
の
趣
向
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
と
言

え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
三
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一
二
『
人
心
覗
か
ら
く
り
』
の
口
絵

　
『
人
心
覗
か
ら
く
り
』
に
は
見
開
き
の
口
絵
（
図
３
）
が
あ
り
、
そ
の
図
柄

が
竹
田
か
ら
く
り
「
傀
儡
師
」
の
も
じ
り
に
な
っ
て
い
る
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、

竹
田
か
ら
く
り
の
絵
尽
し
『
機
関
竹
の
林
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
「
大
か
ら
く

り
傀
儡
師
営
船
弁
慶
」
で
あ
る
（
図
４
）
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
稿

に
お
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
、

展
開
の
部
分
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
仁
。

　
図
の
な
か
に
１
か
ら
８
の
番
号
を
付
し
て
お
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
た
が

っ
て
、
整
理
す
る
と
、
１
、
２
で
口
上
人
の
最
初
の
か
ら
く
り
に
つ
い
て
の
概

略
の
説
明
が
あ
る
。
傍
線
を
付
し
た
よ
う
に
傀
儡
師
の
か
ら
く
り
人
形
が
首
か

ら
提
げ
て
い
る
箱
で
唐
子
踊
り
を
演
じ
、
そ
の
後
唐
子
人
形
が
箱
の
な
か
に
納

ま
り
、
や
が
て
、
傀
儡
師
の
人
形
が
畳
み
込
ま
れ
、
舟
弁
慶
の
場
面
に
な
る
こ

と
が
わ
か
る
。
唐
子
の
踊
り
は
唐
人
歌
あ
る
い
は
歌
三
味
線
等
と
あ
り
、
歌
を

伴
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
、
３
で
、
傀
儡
師
が
舟
に
変
わ
る
間
に
傀

儡
師
人
形
の
置
か
れ
て
い
る
台
座
が
波
に
変
わ
る
。

　
こ
こ
か
ら
舟
弁
慶
の
場
面
と
な
っ
て
、
謡
に
合
わ
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
形

が
こ
と
ご
と
く
働
く
。
４
で
、
舟
人
は
櫓
を
漕
ぎ
続
け
る
。
や
が
て
、
５
と
な

り
、
波
間
か
ら
平
知
盛
の
怨
霊
が
現
わ
れ
、
足
拍
子
を
と
り
、
さ
ま
ざ
ま
に
薙

刀
を
使
い
、
義
経
コ
打
に
怨
み
を
な
す
。
６
で
、
義
経
は
長
絹
を
脱
ぎ
、
太
刀
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を
抜
い
て
知
盛
に
立
ち
向
か
う
。
続
け
て
７
で
、
弁
慶
は
数
珠
を
押
し
揉
ん
で

知
盛
の
怨
霊
を
禧
り
伏
せ
る
。

　
そ
し
て
、
知
盛
が
波
間
に
消
え
る
と
、
舟
弁
慶
の
場
面
は
終
わ
り
、
ま
た
も

と
の
傀
儡
師
人
形
に
戻
る
。
そ
の
後
、
８
で
、
箱
の
な
か
か
ら
山
猫
が
出
て
、

さ
ま
ざ
ま
に
働
く
。
『
竹
田
新
か
ら
く
り
』
に
よ
れ
ば
、
山
猫
が
飛
び
出
す
仕

掛
け
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
以
上
が
、
絵
画
資
料
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
竹
田
か
ら
く
り
「
傀
儡

師
」
の
展
開
で
あ
る
。
大
き
く
分
類
す
れ
ば
、
唐
子
踊
り
と
舟
弁
慶
、
山
猫
ま

わ
し
の
三
段
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
舟
弁
慶
が
中
心
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
か
ら
く
り
・
は
、
こ
う
し
た
異
な
っ
た
種
類
と
場
面

の
か
ら
く
り
・
が
、
連
続
し
た
動
き
と
し
て
次
々
と
展
開
し
て
い
く
と
こ
ろ
が
興

味
深
い
。

　
こ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
『
人
心
覗
か
ら
く
り
』
の
口
絵
を
見
て
み
る
と
、
口

絵
全
体
が
こ
の
竹
田
か
ら
く
り
「
傀
儡
師
」
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
に
な
っ
て
い
る
こ

と
が
明
確
に
な
る
。

　
す
な
わ
ち
、
中
央
の
頭
巾
を
被
っ
て
い
る
猿
が
、
傀
儡
師
人
形
を
も
じ
っ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
口
絵
本
文
に
「
受
け
難
き
人
の
形
は
備

け
れ
ど
も
、
心
は
獣
に
も
劣
り
て
悪
し
き
行
ひ
を
す
る
。
所
謂
人
面
獣
心
の
形

也
。
智
恵
才
覚
あ
る
や
う
に
見
す
れ
ど
も
、
毛
の
三
本
足
ら
ぬ
猿
利
口
に
表
し

た
り
」
と
あ
り
、
人
間
の
内
面
を
「
猿
」
に
見
立
て
て
、
戯
画
化
し
よ
う
と
す
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る
意
図
が
示
さ
れ
て
お
り
、
傀
儡
師
を
猿
傀
儡
師
に
変
換
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
お
も
し
ろ
い
の
は
傀
儡
師
の
載
っ
て
い
る
か
ら
く
り
台
に
「
酒
」
「
色
」

「
財
」
と
あ
り
、
こ
れ
ら
に
と
ら
わ
れ
る
と
、
傀
儡
師
も
こ
の
よ
う
な
猿
の
姿

に
な
る
と
い
う
暗
示
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
か
ら
く
り
台
の
下
に
「
西
宮
傀
儡

師
の
結
句
に
曰
く
、
酒
色
財
に
迷
ふ
者
借
金
の
山
猫
に
噛
そ
云
々
」
と
あ
り
、

酒
色
財
に
溺
れ
る
者
は
、
山
猫
に
噛
ま
せ
よ
う
と
い
う
「
傀
儡
師
」
の
結
句
に

な
ぞ
ら
え
て
、
放
蕩
を
慎
し
む
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

　
こ
れ
は
傀
儡
師
が
人
形
ま
わ
し
の
最
後
に
子
供
た
ち
を
驚
か
せ
よ
う
と
、
山

猫
を
遣
う
短
い
唄
の
結
句
で
あ
り
、
竹
田
か
ら
く
り
の
「
傀
儡
師
」
の
山
猫
遊

び
の
最
後
に
箱
か
ら
山
猫
が
飛
び
出
し
て
い
く
演
技
と
同
じ
で
あ
る
。
愛
知
県

半
田
市
亀
崎
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
か
ら
く
り
「
傀
儡
師
」
に
は
、
そ
の
結
句
が

そ
の
ま
ま
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
子
供
衆
、
子
供
衆
、
悪
い

こ
と
を
せ
ま
い
ぞ
や
、
悪
い
こ
と
を
し
た
も
の
に
は
、
山
猫
に
噛
ま
し
ょ
、
獣

に
噛
ま
し
ょ
、
ス
ッ
ペ
ラ
ポ
ン
ノ
ポ
ン
」
と
囃
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、

こ
の
「
酒
」
「
色
」
「
財
」
の
か
ら
く
り
台
の
変
化
は
、
竹
田
か
ら
く
り
の
絵
尽

し
で
は
、
傀
儡
師
人
形
が
折
り
・
畳
ま
れ
て
、
舟
弁
慶
の
大
物
の
浦
の
場
面
へ
と

転
換
し
て
い
く
の
に
対
応
し
て
、
か
ら
く
り
一
台
の
正
面
が
「
波
」
に
変
化
し
た

も
の
で
あ
る
。
口
絵
の
作
者
は
こ
う
し
た
か
ら
く
り
の
動
態
を
熟
知
し
て
い
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
以
後
の
比
較
考
察
の
中
で
明
ら
か
に
な
っ
て

い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
言
え
ば
、
傀
儡
師
人
形
が
猿
の
傀
儡
師
に
変

三
六

身
し
た
と
い
う
文
脈
を
想
定
し
て
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
前
述
し
た
、

『
早
替
胸
の
か
ら
く
り
』
の
表
紙
見
返
し
図
の
傀
儡
師
が
変
じ
た
猿
傀
儡
師
と

い
う
解
釈
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
続
け
て
、
『
人
心
覗
か
ら
く
り
』
の
口
絵
に
は
、
首
か
ら
提
げ
た
箱
の
上
で
、

ふ
た
り
の
「
美
女
」
が
踊
る
さ
ま
が
描
か
れ
て
お
り
、
画
中
の
本
文
に
は
「
二

人
の
美
女
ひ
つ
く
り
返
れ
ば
古
狸
の
骨
頂
、
大
き
な
る
山
猫
と
変
は
る
」
と
あ

る
。
こ
の
本
文
は
、
竹
田
か
ら
く
り
の
唐
子
踊
り
と
最
後
の
山
猫
ま
わ
し
の
演

技
を
踏
ま
え
て
い
る
が
、
こ
こ
は
美
女
が
山
猫
に
変
身
す
る
と
い
う
よ
う
に
変

更
を
加
え
て
い
る
。
竹
田
か
ら
く
り
で
は
、
演
技
の
冒
頭
に
唐
子
踊
り
が
あ
り
、

最
後
に
山
猫
遊
び
が
設
け
ら
れ
て
お
り
・
、
そ
の
間
に
舟
弁
慶
が
劇
中
劇
の
よ
う

に
配
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
竹
田
か
ら
く
り
で
は
、
唐
子
が
山
猫
に
変
身

す
る
の
で
は
な
く
、
唐
子
も
山
猫
も
、
そ
し
て
義
経
王
従
を
乗
せ
た
舟
ま
で
も
、

同
じ
箱
の
中
か
ら
次
々
と
手
品
の
よ
う
に
現
わ
れ
る
演
技
・
演
出
が
行
わ
れ
て

い
る
。
『
人
心
覗
か
ら
く
り
』
で
は
、
美
女
も
Ｉ
皮
む
け
ば
山
猫
で
あ
る
と
、

人
間
の
心
理
の
表
裏
を
表
わ
し
て
お
り
、
そ
の
古
狸
か
ら
竹
田
か
ら
く
り
の
ラ

ス
ト
に
登
場
す
る
山
猫
に
結
び
っ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
細
か
な
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
箱
の
中
央
に
は
、
狐
が
粋
姿
で
お
辞

儀
を
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
傀
儡
師
の
箱
に
描
か
れ
て

い
る
神
姿
の
鼓
を
打
つ
人
を
狐
に
変
形
し
て
用
い
た
も
の
で
あ
り
、
細
か
な
と

こ
ろ
ま
で
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
傀
儡
師
が
、
人
形
を
操
る
箱
を
軽



く
打
っ
て
、
調
子
を
と
る
箱
鼓
か
ら
、
鼓
打
ち
の
姿
が
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
箱
に

備
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
箱
に
は
、
「
色
を
争
ふ
女
狐
に
化
か
さ
れ
、

君
子
の
眼
に
は
馬
の
小
便
と
も
見
な
す
べ
き
酒
に
ほ
だ
さ
れ
、
我
が
一
生
を
誤

っ
た
稲
荷
様
」
と
あ
り
、
色
と
酒
に
お
ぽ
れ
て
財
を
失
い
、
一
生
を
棒
に
振
っ

て
し
ま
う
お
稲
荷
様
と
皮
肉
っ
て
お
り
、
こ
れ
も
、
下
敷
き
に
な
る
絵
を
前
提

に
し
な
け
れ
ば
描
け
な
い
図
柄
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
れ
ら
の
傀
儡
師
人
形
と
そ
の
周
辺
か
ら
、
視
点
を
移
し
て
右
側
の
「
む
か

ふ
水
」
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
、
竹
田
か
ら
く
り
の
絵
尽
し
で
は
、
舟

弁
慶
の
場
面
で
義
経
主
従
が
舟
に
乗
っ
て
西
海
に
乗
り
出
し
た
と
こ
ろ
に
対
応

し
て
い
る
。
こ
の
舟
弁
慶
の
場
面
は
、
実
は
、
傀
儡
師
人
形
の
上
半
身
が
箱
の

中
に
折
り
・
畳
ま
れ
て
姿
を
消
し
た
後
に
、
箱
の
上
に
義
経
主
従
と
船
頭
を
乗
せ

た
舟
が
出
現
す
る
と
い
う
展
開
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
か
ら
く
り
の
場
面
転

換
を
、
箱
の
中
か
ら
出
て
い
る
吹
き
出
し
で
表
現
し
て
い
る
。
口
絵
を
見
れ
ば
、

吹
き
出
し
が
波
模
様
に
変
わ
っ
て
い
る
が
、
同
じ
く
箱
の
中
か
ら
波
が
吹
き
出

し
て
い
る
構
図
が
一
致
し
て
お
り
・
、
こ
の
口
絵
が
こ
う
し
た
構
図
の
絵
を
も
と

に
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
箱
の
中
か
ら
、
箱
よ
り
も

寸
法
の
長
い
舟
が
出
現
し
て
く
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
見
せ
場
に
な
っ
て
お
り
・
、

舟
弁
慶
の
場
面
が
終
わ
る
と
、
再
び
、
舟
は
畳
み
込
ま
れ
て
箱
の
中
に
お
さ
ま

り
、
傀
儡
師
人
形
が
元
の
姿
に
戻
る
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た

竹
田
か
ら
く
り
の
演
技
の
展
開
を
前
提
に
し
て
、
口
絵
の
本
文
を
読
ん
で
み
る
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と
、
か
ら
く
り
・
の
展
開
を
踏
ま
え
た
文
章
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
次
に
本
文
を
引
用
す
る
。

　
　
　
今
日
は
真
面
目
に
倹
約
を
す
る
胸
の
機
関
も
友
達
に
誘
は
れ
て
、
気
狂

　
　
ひ
水
の
勢
ひ
勝
れ
ば
、
向
ふ
水
に
舟
を
浮
か
め
て
、
柳
橋
か
ら
乗
ら
う
と

　
　
か
、
新
地
の
は
な
を
乗
つ
き
れ
と
か
、
水
遊
び
の
水
機
関
、
算
段
返
り
・
愚

　
　
に
返
り
、
様
々
に
ひ
つ
く
り
返
る
こ
と
、
猪
牙
舟
の
二
人
船
頭
よ
り
・
も
速

　
　
や
か
也

　
ま
さ
に
傀
儡
師
か
ら
舟
弁
慶
、
舟
弁
慶
か
ら
傀
儡
師
へ
と
次
々
と
ひ
っ
く
り

返
っ
て
展
開
し
て
い
く
竹
田
か
ら
く
り
「
傀
儡
師
」
を
踏
ま
え
て
い
る
か
ら
こ

そ
書
く
こ
と
の
で
き
る
本
文
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
倹
約
を
し
よ
う
と
思
っ
て
い

た
と
こ
ろ
、
友
達
の
誘
い
を
断
り
き
れ
ず
に
吉
原
へ
行
く
猪
牙
舟
に
乗
っ
て
し

ま
う
と
い
う
場
面
を
と
ら
え
て
い
る
が
、
こ
れ
が
義
経
主
従
の
船
出
に
重
ね
ら

れ
て
お
り
、
義
経
、
弁
慶
、
舟
子
と
い
う
取
り
合
わ
せ
を
、
吉
原
に
遊
び
に
い

く
客
と
猪
牙
舟
の
船
頭
に
置
き
換
え
て
い
る
。

　
次
に
「
や
み
雲
」
の
方
も
同
様
に
検
討
を
加
え
て
み
る
。
こ
の
図
柄
は
、
舟

弁
慶
に
登
場
す
る
平
知
盛
の
幽
霊
を
も
じ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
知
盛
の
長
刀
を

駕
龍
か
き
の
息
杖
に
置
き
換
え
て
お
り
、
倹
約
を
心
が
け
ぬ
も
の
は
、
あ
っ
と

い
う
間
に
凋
落
の
憂
き
目
に
遭
う
こ
と
を
説
く
本
文
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
家
を
も
惜
し
ま
ず
、
身
を
も
惜
し
ま
ぬ
う
っ
け
者
の
大
風
な
る
は
、
家

　
　
を
も
惜
し
み
、
身
を
も
惜
し
む
利
発
者
の
吝
坊
に
世
を
譲
り
て
、
遂
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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薦
被
り
と
な
り
果
て
、
後
さ
ら
に
悔
む
と
も
甲
斐
な
し
。

　
こ
の
駕
寵
か
き
の
息
杖
に
知
盛
の
幽
霊
の
長
刀
が
見
立
て
ら
れ
て
い
る
と
す

れ
ば
、
騏
る
平
家
は
久
し
か
ら
ず
、
つ
い
に
西
海
に
沈
む
運
命
を
た
ど
る
と
い

う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
も
読
め
る
。
ま
た
、
二
人
の
駕
龍
か
き
の
足
下
に

は
、
雲
が
箱
か
ら
湧
き
出
て
い
る
。
こ
れ
も
先
の
義
経
主
従
の
舟
か
ら
吹
き
出

す
波
模
様
と
同
様
に
、
傀
儡
師
の
箱
か
ら
雲
形
模
様
が
吹
き
出
し
て
い
る
。
こ

れ
は
、
「
や
み
雲
」
に
ひ
っ
か
け
た
表
現
で
も
あ
る
が
、
同
時
に
、
「
傀
儡
師
」

の
中
に
登
場
す
る
知
盛
の
幽
霊
と
重
ね
合
わ
せ
た
時
に
、
知
盛
の
幽
霊
の
白
波

を
雲
に
見
立
て
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
北
斎
の
歳
旦
摺
物
に
も
「
傀
儡
師
」
の
七

福
神
の
見
立
て
図
が
あ
り
・
、
そ
こ
で
は
知
盛
が
毘
沙
門
天
に
見
立
て
ら
れ
て
い

砧
。
や
は
り
・
、
雲
形
の
吹
き
出
し
が
使
わ
れ
て
お
り
・
、
箱
の
中
か
ら
雲
が
湧
き

出
し
て
い
る
。
こ
れ
も
や
は
り
、
か
ら
く
り
絵
尽
し
を
大
胆
に
翻
案
し
た
結
果

と
見
た
い
。
ち
な
み
に
、
こ
の
摺
物
の
舟
も
波
模
様
の
吹
き
出
し
の
上
に
描
か

れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
『
人
心
覗
か
ら
く
り
』
の
見
開
き
の
口
絵
は
、
竹
田
か
ら
く
り

「
傀
儡
師
」
の
絵
尽
し
や
絵
本
を
も
と
に
し
て
、
人
間
の
心
理
の
表
裏
を
滑
稽

化
し
て
、
積
り
細
工
に
な
ぞ
ら
え
て
表
現
し
て
お
り
、
作
品
内
容
と
も
密
接
に

連
関
し
た
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

三
、
そ
の
他
の
か
ら
く
り

三
八

　
そ
の
他
の
か
ら
く
り
に
つ
い
て
も
、
触
れ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
左
上
の
宴

席
の
様
子
が
か
ら
く
り
台
の
上
で
演
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
大
尽
の
胸
か
ら
吹

き
出
し
で
薦
を
着
た
み
す
ぼ
ら
し
い
姿
に
成
り
代
わ
っ
た
大
尽
の
成
れ
の
果
て

が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
宴
席
か
ら
薦
被
り
の
独
り
酒
の
場
面
へ
と
変
化

す
る
こ
と
を
記
す
か
ら
く
り
の
絵
の
描
法
で
あ
る
。
「
大
酒
食
ら
ひ
、
酒
だ
大

飲
み
が
、
つ
の
り
細
工
と
は
此
こ
と
だ
ら
う
。
小
お
薦
に
な
り
て
初
め
て
眼
が

覚
む
れ
ど
、
ま
だ
悪
い
地
口
が
止
ま
ず
」
。
大
酒
飲
み
の
末
路
を
た
ど
る
豪
勢

な
宴
席
に
流
れ
る
「
酒
に
あ
か
さ
ぬ
夜
半
も
な
し
」
と
い
う
唄
が
皮
肉
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
宴
席
の
人
物
が
座
っ
て
い
る
座
敷
の
場
面
が
し
つ
ら
え
ら
れ
て
い
る

の
が
、
ま
さ
に
か
ら
く
り
台
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
場
面
転
換
を
伴
う

か
ら
く
り
は
種
々
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
の
も
と
に
な
っ
た
特
定
の
か
ら
く
り

を
指
定
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。

　
も
う
ひ
と
つ
の
蔵
の
か
ら
く
り
に
つ
い
て
も
、
同
巧
の
か
ら
く
り
が
あ
っ
た

も
の
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、
や
は
り
、
こ
れ
と
特
定
で
き
る
も
の
は
見
出
す
こ

と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
蔵
か
ら
吹
き
出
し
が
出
て
、
そ
こ
に
紙
衣
姿
の
や

つ
し
の
二
枚
目
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
立
派
な
若
旦
那
が
凋
落
し
、
紙
衣

姿
に
身
を
や
つ
す
こ
と
に
な
っ
た
顛
末
を
か
ら
く
り
仕
立
て
に
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
「
身
代
の
大
機
関
、
角
屋
敷
を
畳
ん
で
と
る
と
、
忽
ち
百
貫
の
肩
に
編



笠
一
蓋
と
な
る
。
紙
衣
着
て
川
へ
は
ま
る
、
と
い
ふ
喩
の
通
り
・
、
と
か
く
酔
が

川
へ
は
ま
る
」
「
手
拍
子
編
笠
と
い
ふ
て
い
た
ら
く
、
手
拍
子
打
つ
ひ
ま
に
、

大
尽
替
は
つ
て
紙
衣
姿
と
な
る
。
こ
れ
皆
悪
い
胸
の
機
関
に
し
て
、
ぜ
ん
ま
い

の
狂
ふ
故
也
」
と
口
絵
本
文
に
あ
る
。
こ
の
場
面
で
の
蔵
入
り
の
か
ら
く
り
は
、

た
と
え
ば
、
近
松
の
『
傾
城
反
魂
香
』
の
下
之
巻
大
切
り
・
の
挿
絵
に
も
描
か
れ

て
お
り
、
富
の
象
徴
と
し
て
の
蔵
が
、
か
ら
く
り
で
も
同
様
に
趣
向
と
し
て
構

え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
『
傾
城
反
魂
香
』
に
は
、
「
こ
ま
引
銭
く
ら
と
成
か
ら
く

り
」
「
ま
ご
手
足
を
は
こ
び
歌
に
の
り
　
く
ら
へ
入
か
ら
く
り
」
と
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
蔵
も
絵
銭
が
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
蔵
入
り
の

か
ら
く
り
で
あ
り
、
本
書
で
は
蔵
出
し
の
か
ら
く
り
・
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ

り
、
別
種
の
か
ら
く
り
を
想
定
す
る
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
蔵
を

趣
向
と
し
た
か
ら
く
り
が
存
在
し
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
式
亭
三
馬
の
『
早
替
胸
の
か
ら
く
り
』
と
『
人
心
覗
か
ら
く
り
』
に
お
け
る

竹
田
か
ら
く
り
の
翻
案
・
利
用
の
方
法
に
注
目
し
て
、
比
較
検
討
を
加
え
た
。

そ
の
結
果
、
二
作
の
間
に
、
連
続
性
が
認
め
ら
れ
、
作
者
が
当
初
か
ら
正
続
編

と
し
て
構
想
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
は
、
『
早
替

胸
の
か
ら
く
り
』
の
表
紙
見
返
し
図
と
『
人
心
覗
か
ら
く
り
』
の
見
開
き
口
絵

が
、
か
ら
く
り
「
傀
儡
師
」
を
媒
介
に
し
て
つ
な
が
っ
て
お
り
、
緊
密
な
関
係
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を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
芸
能
・
演
劇
書
に
通
じ
た

式
亭
三
馬
な
れ
ば
こ
そ
の
、
趣
向
取
り
で
あ
り
、
作
文
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
な
お
か
つ
、
早
替
り
や
か
ら
く
り
を
用
い
て
、
人
間
の
心
理
の
裏
表
を
鋭
く

う
が
っ
て
み
せ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
ふ
た
つ
の
切
り
口
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に

角
度
を
変
え
な
が
ら
、
一
体
の
も
の
と
し
て
表
現
し
た
。
『
早
替
胸
の
か
ら
く

り
』
で
は
、
人
の
心
の
変
化
と
し
て
、
『
人
心
覗
か
ら
く
り
』
で
は
、
人
の
心

の
裏
表
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
人
間
の
心
理
を
お
も
し
ろ
お
か
し
く
、
時
に
は

鋭
く
え
ぐ
り
取
る
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
か
ら
く
り
研
究
の
立
場
か
ら
、
式
亭
三
馬
の
滑
稽
本
の
挿
絵
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
。
そ
こ
か
ら
見
え
て
き
た
の
は
、
作
者
の
か
ら
く

り
に
つ
い
て
の
興
味
と
知
識
で
あ
り
、
滑
稽
本
と
し
て
の
趣
向
の
多
様
性
で
あ

る
。
実
は
、
今
回
取
り
上
げ
た
表
紙
見
返
し
図
や
口
絵
に
と
ど
ま
ら
ず
、
作
品

の
描
写
や
構
成
に
も
か
ら
く
り
の
影
響
が
及
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
ら

に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

注①
　
拙
稿
「
か
ら
く
り
と
浮
世
草
子
」
『
同
志
社
国
文
学
』
四
五
号
・
一
九
九
六
年
一

二
月
。

②
　
『
早
替
胸
の
か
ら
く
り
』
と
『
人
心
覗
か
ら
く
り
』
の
二
作
の
序
文
を
掲
げ
る
。

　
両
者
を
比
較
す
れ
ば
、
前
者
の
本
文
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
箇
所
が
多
く
見
ら

　
れ
、
あ
き
ら
か
に
後
者
が
前
者
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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夫
天
地
之
大
機
関
既
造
物
者
之
奇
巧
而
或
戦
場
之
斬
今
撲
今
或
妓
楼
之
拍
今
舞
今

有
熊
坂
則
有
牛
若
有
塩
谷
則
有
師
直
善
悪
各
在
御
丁
人
前
而
禍
福
即
従
於
操
糸
猶
山

海
一
瞬
転
両
国
橋
爛
漫
花
見
之
体
悉
及
認
御
目
則
忽
然
現
夜
分
之
景
色
矢
作
長
者
御

殿
構
瓦
落
離
而
転
変
則
観
作
駒
寵
八
百
屋
八
百
屋
也
盛
衰
栄
枯
喜
怒
哀
楽
今
入
先
様

幸
不
幸
所
為
機
巧
而
在
於
仕
懸
之
狂
与
不
狂
也
光
陰
如
箭
其
題
転
来
日
月
如
栽
口
上

舌
不
及
宴
可
謂
先
方
御
変
御
換
也
人
間
一
生
五
十
年
周
天
三
百
六
十
日
皆
是
胸
之
機

巧
哉
（
『
早
替
胸
の
か
ら
く
り
じ

　
天
地
の
大
機
関
は
、
造
物
者
の
老
大
奇
巧
に
し
て
、
和
蘭
眼
鏡
の
及
ぶ
所
に
あ
ら

ず
。
人
間
の
大
機
巧
は
、
神
儒
仏
の
梱
木
偶
人
に
し
て
、
竹
田
近
江
の
操
む
所
に
あ

ら
ず
。
喜
怒
哀
楽
は
操
の
糸
に
縦
て
移
り
、
高
貴
貧
賤
は
機
車
の
高
低
に
従
て
変
る
。

抑
盛
衰
栄
枯
を
機
巧
の
模
様
に
讐
へ
ば
、
釜
山
海
一
瞬
に
両
国
橋
と
転
じ
、
爛
漫
た

る
花
見
の
体
悉
く
お
目
が
認
れ
ば
、
忽
然
と
し
て
夜
分
の
景
色
を
現
し
、
矢
作
の
長

者
の
御
殿
構
瓦
落
離
と
し
て
台
が
変
れ
ば
、
八
百
屋
く
と
為
が
如
し
。
抑
新
送
古

の
幸
不
幸
、
機
車
の
狂
ふ
と
不
狂
と
に
あ
り
。
光
陰
箭
の
ご
と
く
其
題
変
て
ま
ゐ
る
。

日
月
栽
の
如
く
舌
客
の
舌
も
お
よ
ば
ず
。
夢
幻
泡
沫
の
瞬
す
る
間
に
、
千
秋
万
歳
こ

れ
で
到
頭
、
什
磨
好
巧
に
あ
ら
ず
や
。
生
死
流
転
の
迅
き
こ
と
、
有
為
転
変
の
速
な

る
こ
と
を
想
へ
ば
、
宴
に
先
さ
ま
は
お
変
り
く
。
却
也
胸
の
機
関
は
如
何
。
且
下

回
の
分
解
を
聴
け
。
（
後
略
）
（
『
人
心
覗
か
ら
く
り
じ

③
　
拙
稿
「
竹
田
か
ら
く
り
『
傀
儡
師
』
に
つ
い
て

フ
ィ
ー
ル
ド
と
文
学
史
の
接

　
点
　
　
」
（
『
歌
舞
伎
研
究
と
批
評
』
十
二
号
）
一
九
九
三
年
一
二
月
。

①
　
③
に
同
じ
。

四
〇




