
﹃
諸
道
聴
耳
世
間
狙
﹄
に
お
け
る
演
劇
作
品
の
利
用
に
つ
い
て

︱
五
之
巻
一
﹁
昔
は
抹
香
け
む
た
か
ら
ぬ
夜
咄
﹂
の
狐
釣
り
を
中
心
に

︱
王

欣

は
じ
め
に

明
和
三
年
︵
一
七
六
六
︶
に
刊
行
さ
れ
た
上
田
秋
成
の
浮
世
草
子
作
品
﹃
諸

道
聴
耳
世
間
狙①
﹄
︵
以
下
︑﹃
世
間
狙
﹄
と
略
称
す
る
︶
は
短
篇
十
五
話
か
ら
な

る
︒そ

の
﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
﹁
昔
は
抹
香
け
む
た
か
ら
ぬ
夜
咄
﹂
の
平
野
屋

七
左
衛
門
の
人
物
造
形
に
つ
い
て
は
︑
従
来
︑﹃
浮
世
親
仁
形
氣②
﹄︵
以
下
︑

﹃
親
仁
形
氣
﹄
と
略
称
す
る
︶
巻
三
の
二
﹁
飛
行
を
楽
し
む
仙
人
親
父
﹂
の
藤

井
元
徳
︑﹃
当
世
癡
人
伝③
﹄︵
以
下
︑﹃
癡
人
伝
﹄
と
略
称
す
る
︶
巻
二
﹁
万
金

丹
﹂
の
万
金
丹
と
の
関
連
性
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
︒
だ
が
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之

巻
一
の
物
語
の
展
開
上
︑
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
﹁
狐
釣
り
﹂
と
い
う
か

た
り
の
手
口
は
︑
﹃
親
仁
形
氣
﹄
巻
三
の
二
で
も
︑﹃
癡
人
伝
﹄
巻
二
で
も
確
認

で
き
な
い
︒

一
方
︑﹁
狐
釣
り
﹂
と
い
う
趣
向
の
使
用
に
よ
っ
て
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一

と
謡
曲
﹃
殺
生
石④
﹄︑
狂
言
﹃
釣
狐⑤
﹄
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
玉
藻
前
曦
袂⑥
﹄
︵
以
下
︑

﹃
曦
袂
﹄
と
略
称
す
る
︶
と
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑

こ
れ
ま
で
の
研
究
は
︑
﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
と
演
劇
作
品
と
の
個
々
の
趣
向

の
類
似
性
を
指
摘
す
る
段
階
で
止
ま
っ
て
い
る
︒
管
見
の
限
り
︑
物
語
の
展
開

に
お
け
る
﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
と
演
劇
作
品
と
の
共
通
点
に
関
す
る
考
察
は
︑

未
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
︒

﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の
﹁
今
に
も
あ
れ
玉
藻
の
前
が
二
度
の
勤
に
て
御
悩

な
ら
せ
ら
れ
た
時
﹂
と
い
う
設
定
か
ら
み
れ
ば
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の
狐

釣
り
の
場
面
と
玉
藻
前
と
の
関
連
性
が
考
え
ら
れ
る
︒
﹃
世
間
狙
﹄
の
開
板
願

書
が
出
さ
れ
た
時
期
明
和
元
年
︵
一
七
六
四
︶
十
一
月
ま
で
に
︑
上
方
で
上
演

さ
れ
た
演
劇
作
品
の
中
で
︑
玉
藻
前
と
関
連
し
︑
狐
釣
り
の
場
面
が
設
定
さ
れ

た
作
品
と
し
て
︑
謡
曲
﹃
殺
生
石
﹄︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
殺
生
石⑦
﹄︑
﹃
曦
袂
﹄
︑
歌

﹃
諸
道
聴
耳
世
間
狙
﹄
に
お
け
る
演
劇
作
品
の
利
用
に
つ
い
て

五
七



舞
伎
作
品
﹃
玉
藻
前
曦
の
袂
﹄︵
以
下
︑﹃
曦
袂
﹄
と
略
称
す
る
︶
が
挙
げ
ら
れ
る⑧
︒

﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の
狐
釣
り
の
話
を
持
ち
出
し
︑
人
を
騙
す
と
い
う
物
語

の
展
開
は
︑
ど
の
演
劇
作
品
と
一
番
強
い
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
︒

右
記
の
よ
う
な
問
題
点
を
解
決
す
る
た
め
︑
本
稿
に
お
い
て
は
︑﹃
世
間
狙
﹄

五
之
巻
一
の
物
語
の
展
開
に
考
察
を
加
え
る
こ
と
で
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一

の
七
左
衛
門
が
﹁
古
狐
﹂
に
た
と
え
ら
れ
︑
狐
釣
り
の
話
に
騙
さ
れ
る
と
い
う

物
語
の
展
開
が
︑
演
劇
作
品
﹃
曦
袂
﹄
と
︑
最
も
強
い
関
連
性
を
持
っ
て
い
る

こ
と
を
究
明
し
た
い
︒

一

﹃
親
仁
形
氣
﹄
巻
三
の
二
︑﹃
癡
人
伝
﹄
巻
二
︑

室
町
物
語
﹃
玉
藻
前
﹄
と
の
関
連
性

﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の
平
野
屋
七
左
衛
門
が
︑
人
物
造
形
に
お
い
て
︑﹃
親

仁
形
氣
﹄
巻
三
の
二
の
藤
井
元
徳
︑﹃
癡
人
伝
﹄
巻
二
の
万
金
丹
と
似
通
っ
て

い
る
こ
と
は
︑
高
田
衛
﹃
上
田
秋
成
研
究
序
説⑨
﹄︑
徳
田
武
﹁
秋
成
の
隠
微

︱
﹃
諸
道
聴
耳
世
間
猿
﹄
に
即
し
て

︱⑩
﹂
で
指
摘
さ
れ
た
︒
確
か
に
︑
主

人
公
が
け
ち
で
あ
る
こ
と
︑
わ
な
の
仕
掛
け
人
の
存
在
︑
わ
な
に
ひ
っ
か
か
る

こ
と
と
い
う
三
つ
の
設
定
に
お
い
て
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
は
︑﹃
親
仁
形

氣
﹄
巻
三
の
二
︑
﹃
癡
人
伝
﹄
巻
二
と
一
致
し
て
い
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の
物
語
を
貫
く
︑
メ
イ
ン
に
据
え
た
事

件
は
︑﹁
狐
釣
り
を
見
物
す
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

今
に
も
あ
れ
玉
藻
の
前
が
二
度
の
勤
に
て
御
悩
な
ら
せ
ら
れ
た
時
︒︵
中

略
︶
明
晩
今
一
度
釣
て
お
目
に
か
け
申
そ
う
︒
重
ね
て
は
き
つ
と
な
り
ま

せ
ぬ
と
︒
き
つ
い
恩
に
き
せ
ら
れ
ま
し
た
と
し
た
り
顔
に
て
咄
せ
ば
︒
七

左
衛
門
大
き
に
悦
び
そ
れ
は
段
々
の
御
は
た
ら
き
︒
左
様
な
重
い
事
を
雇

ひ
賃
な
し
に
見
物
い
た
す
は
全
く
其
元
の
お
影
ゆ
へ

︵
﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
︶︵
傍
線
引
用
者
)

｢今
に
も
あ
れ
玉
藻
の
前
が
二
度
の
勤
に
て
御
悩
な
ら
せ
ら
れ
た
時
﹂
と
い

う
内
容
か
ら
み
る
と
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の
狐
釣
り
を
見
物
す
る
と
い
う

事
件
の
発
端
は
︑
玉
藻
前
に
化
け
た
狐
を
退
治
し
よ
う
と
偽
る
こ
と
で
あ
る
︒

一
方
︑﹃
親
仁
形
氣
﹄
巻
三
の
二
で
は
︑
仙
術
の
秘
伝
が
教
え
て
も
ら
え
る

と
い
う
偽
り
が
︑
事
件
の
発
端
で
あ
る
︒

﹁
旦
那
に
は
兼
て
仙
術
を
學
ば
ん
と
思
し
め
し
た
つ
由
︑
は
ゞ
か
り
な
が

ら
御
自
身
千
年
萬
年
御
工
夫
な
さ
れ
た
れ
ば
と
て
︑
何
と
て
御
一
人
其
の

術
を
知
り
得
た
ま
は
ん
︒︵
中
略
︶
私
伯
父
が
申
せ
し
は
︑
只
今
は
年
を

切
つ
て
主
取
り
い
た
し
て
ゐ
る
身
な
れ
ば
︑
重
ね
て
い
と
ま
を
貰
ひ
︑
痩

世
帯
で
も
持
つ
た
時
分
︑
大
晦
日
に
借
銀
乞
ひ
が
來
て
せ
が
む
折
︑
世
帯

道
具
を
腰
に
付
け
︑
鶴
に
乗
つ
て
こ
な
た
の
方
へ
ま
ゐ
ら
う
と
約
束
を
し

て
︑
仙
術
の
秘
傳
を
書
き
し
一
巻
を
貰
う
た
由
に
て
︑
今
に
伯
父
が
所
持

し
て
居
り
ま
す
れ
ば
︑
旦
那
の
御
所
望
ぢ
や
に
︑
我
等
に
授
け
て
く
だ
さ

れ
と
申
さ
ば
︑
い
や
と
は
申
さ
れ
ぬ
で
ご
ざ
り
ま
せ
う
︒﹂
と
︑
見
た
様

﹃
諸
道
聴
耳
世
間
狙
﹄
に
お
け
る
演
劇
作
品
の
利
用
に
つ
い
て

五
八



に
う
ま
う
咄
せ
ば

︵﹃
親
仁
形
氣
﹄
巻
三
の
二
︶︵
傍
線
引
用
者
)

そ
の
他
︑﹃
癡
人
伝
﹄
巻
二
の
万
金
丹
が
︑
妓
女
冨
に
誘
わ
れ
︑
芝
居
裏
の

ほ
う
で
散
歩
す
る
︒

心
な
か
ふ
茂
り
た
る
夏
草
の
陰
よ
り
雲
つ
く
や
ふ
な
る
男
一
人
︑
冨
か
う

し
ろ
よ
り
し
つ
か
と
抱
付
に
︑
冨
ハ
あ
れ
〳
〵
と
う
つ
ぶ
く
と
た
ん
︑
手

早
く
櫛
笄
ぬ
き
と
つ
て
う
ろ
つ
く
万
金
丹
を
つ
き
飛
し
行
方
し
ら
ず
成
に

け
り
︒
サ
ア
此
跡
か
ど
よ
ミ
出
し
て
首
飾
ハ
五
十
両
程
の
も
の
し
や
と
ゆ

す
り
ぬ
か
れ
︑
多
か
ら
ぬ
万
金
丹
か
箔
を
は
が
し
て
金
七
両
弐
歩
出
し
て

あ
つ
か
ひ
に
な
つ
て
仕
ま
ひ
ぬ
︒

︵﹃
癡
人
伝
﹄
巻
二
︶︵
傍
線
引
用
者
)

﹃
癡
人
伝
﹄
巻
二
で
は
︑
万
金
丹
が
︑
妓
女
冨
と
散
歩
し
た
と
こ
ろ
︑
冨
の

装
飾
品
が
見
知
ら
ぬ
男
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
こ
と
が
︑
事
件
の
始
ま
り
で
あ
る
︒

つ
ま
り
︑
事
件
の
発
端
に
お
い
て
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
が
︑﹃
親
仁
形

氣
﹄
巻
三
の
二
︑
﹃
癡
人
伝
﹄
巻
二
と
異
な
る
た
め
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の

狐
釣
り
に
関
す
る
設
定
は
︑﹃
親
仁
形
氣
﹄
巻
三
の
二
︑﹃
癡
人
伝
﹄
巻
二
で
は
︑

一
切
確
認
で
き
な
い
︒

﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の
狐
釣
り
を
見
物
す
る
と
い
う
物
語
の
展
開
に
関
し

て
︑
次
の
よ
う
な
設
定
が
見
ら
れ
る
︒

一
回

昔
は
抹
香
け
む
た
か
ら
ぬ
夜
咄

�

吝
嗇
に
か
た
ま
る
古
狐
も
う
ま

臭
ひ
趣
向
の
捨
罠
に
か
ゝ
る
遊
び
は
下
野
の
殺
生
石

︵﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
の
目
録
︶︵
傍
線
引
用
者
)

�

集
銭
出
し
の
夜
食
が
あ
れ
ば
大
事
の
用
を
忘
れ
た
と
逃
げ
て
い
ぬ
れ
ど
︒

振
舞
と
さ
へ
い
へ
ば
蛇
の
鮓
で
も
の
が
さ
ず
︒
是
は
よ
い
所
へ
参
り
ま
し

た
と
上
座
に
す
は
り
︒
御
亭
主
御
勝
手
は
存
ぜ
ぬ
が
替
ま
し
や
う
か
と
千

枚
張
の
頰
の
皮
︒
に
く
ま
ぬ
者
は
な
け
れ
ど
年
に
免
じ
て
い
ひ
て
も
な
く
︒

︵
中
略
︶�

今
に
も
あ
れ
玉
藻
の
前
が
二
度
の
勤
に
て
御
悩
な
ら
せ
ら
れ
た

時
︒︵
中
略
︶
町
人
衆
の
慰
み
に
は
ち
と
心
外
に
ご
ざ
れ
ど
段
々
の
懇
望

と
有
ゆ
へ
︒�

明
晩
今
一
度
釣
て
お
目
に
か
け
申
そ
う
︒
重
ね
て
は
き
つ
と

な
り
ま
せ
ぬ
と
︒
き
つ
い
恩
に
き
せ
ら
れ
ま
し
た
と
し
た
り
顔
に
て
咄
せ

ば
︒	

七
左
衛
門
大
き
に
悦
び
そ
れ
は
段
々
の
御
は
た
ら
き
︒
左
様
な
重
い

事
を
雇
ひ
賃
な
し
に
見
物
い
た
す
は
全
く
其
元
の
お
影
ゆ
へ
︒︵
中
略
︶

そ
り
や
相
図
じ
や
と
走
り
つ
ま
づ
き
て
か
け
付
れ
ば
︒
狐
は
釣
ら
で


浪
人

助
兵
衛
刀
の
反
を
打
て
声
あ
ら
〳
〵
し
く
︒
扨
は
三
人
の
者
ど
も
身
が
秘

事
に
し
て
つ
ゝ
し
む
所
を
︒
磯
右
衛
門
が
忍
び
て
来
り
し
は
ち
ん
こ
の
呪

を
見
届
ん
結
構
よ
な
︒


年
か
さ
の
七
左
衛
門
と
や
ら
そ
れ
へ
出
よ
︒
無
躰

に
望
み
て
今
宵
の
催
し
を
致
し
て
此
仕
合
せ
は
︒
汝
が
所
為
と
相
見
ゆ
れ

ば
遁
す
ま
じ
と
詰
か
く
る
に
︒
七
左
衛
門
大
き
に
あ
は
て
︒
な
ん
〳
〵
の

誓
文
町
人
の
義
な
れ
ば
狐
釣
の
伝
授
覚
へ
て
何
に
い
た
さ
ん
︒
と
か
く
磯

右
衛
門
が
は
や
ま
り
し
ゆ
へ
と
こ
ん
く
は
い
の
た
ら
〴
〵
い
ふ
て
誤
つ
た

稲
荷
様
の
三
人
が
躰
︒


浪
人
中
〳
〵
聞
入
ず
い
や
〳
〵
何
事
に
よ
ら
ず
利

欲
に
ふ
け
る
が
町
人
の
つ
ね
︒
身
が
秘
伝
も
覚
へ
た
ら
銀
も
う
け
に
も
な

﹃
諸
道
聴
耳
世
間
狙
﹄
に
お
け
る
演
劇
作
品
の
利
用
に
つ
い
て

五
九



ら
ん
か
と
思
ひ
某
を
た
ば
か
り
し
な
り
︒
弓
矢
八
ま
ん
堪
忍
せ
ぬ
と
お
ど

り
上
つ
て
鳥
井
も
こ
へ
ん
ず
い
き
ほ
ひ
を
︒︵
中
略
︶�

日
比
の
吝
さ
も
刀

に
お
そ
れ
て
折
入
て
頼
め
ば
︒
両
人
畏
ま
つ
て
皆
連
立
て
祇
園
町
の
一
力

へ
な
り
こ
み
︒
夜
の
明
ぬ
う
ち
か
ら
の
酒
盛
︒
浪
人
も
打
く
つ
ろ
ぎ
て
夜

寒
を
は
ら
ふ
鶏
卵
酒
に
鍋
焼
よ
と
社
人
の
い
な
り
喰
︒
ど
う
も
か
や
う
な

形
で
昼
中
に
宿
も
と
へ
も
帰
ら
れ
ず
︒
七
左
殿
と
て
も
の
御
馳
走
に
芝
居

を
仰
付
ら
れ
い
と
声
か
け
ら
れ
て
︒
そ
れ
は
御
用
捨
と
い
は
ゞ
又
お
こ
り

か
ね
ぬ
い
ぶ
り
者
と
︒�

い
か
や
う
に
も
と
し
ぶ
く
に
臺
所
へ
い
ひ
付
て
桟

敷
を
と
ら
せ

︵﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
︶︵
傍
線
引
用
者
)

以
下
の
六
点
が
︑
﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の
狐
釣
り
を
見
物
す
る
と
い
う
物

語
の
展
開
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
︒

�

吝
嗇
な
七
左
衛
門
が
︑
狐
に
た
と
え
ら
れ
る
︒

�

七
左
衛
門
が
︑
二
度
の
勤
め
で
玉
藻
前
に
化
け
た
狐
を
退
治
す
る
と

い
う
偽
り
に
騙
さ
れ
る
︒

�

狐
に
た
と
え
ら
れ
た
七
左
衛
門
が
︑
狐
釣
り
を
見
物
す
る
︒

	

七
左
衛
門
が
︑
雇
い
賃
を
払
わ
ず
に
狐
釣
り
が
見
物
で
き
る
こ
と
を

喜
ん
で
い
る
︒




見
物
人
と
し
て
の
七
左
衛
門
が
︑
狐
釣
り
を
す
る
三
浦
介
兵
衛
に
責

め
ら
れ
る
︒

�

七
左
衛
門
が
︑
雇
い
賃
を
払
わ
ず
に
狐
釣
り
を
見
物
し
よ
う
と
す
る

邪
念
を
捨
て
る
︒

さ
て
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
で
は
︑
三
浦
介
兵
衛
︑
玉
藻
の
前
と
い
う
よ

う
な
人
名
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
︑
狐
釣
り
の
設
定
が
︑
三
浦

介
︑
玉
藻
前
と
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

玉
藻
前
と
関
連
し
︑
三
浦
介
が
狐
を
退
治
す
る
内
容
は
︑
早
く
も
室
町
物
語

﹃
玉
藻
前
物
語
﹄
や
﹃
玉
藻
の
草
子
﹄︑
﹃
玉
藻
前
﹄
で
見
ら
れ
る
︒
今
現
在
29

種
類
の
﹃
玉
藻
前
﹄
諸
本
が
現
存
し
て
い
る
︒
川
島
朋
子
は
︑
﹁
室
町
物
語

﹃
玉
藻
前
﹄
の
展
開

︱
能
︿
殺
生
石
﹀
と
の
関
係
を
中
心
に

︱⑪
﹂
で
︑﹁
諸

本
に
お
け
る
題
名
の
表
記
は
一
様
で
な
い
が
︑
本
稿
で
は
こ
の
一
連
の
物
語
を

﹃
玉
藻
前
﹄
と
総
称
す
る
こ
と
と
す
る
﹂
と
記
述
し
た
た
め
︑
本
稿
で
は
︑
川

島
朋
子
の
命
名
の
仕
方
に
し
た
が
い
︑
室
町
時
代
の
玉
藻
前
と
関
連
す
る
﹃
玉

藻
前
物
語
﹄︑﹃
玉
藻
の
草
子
﹄︑﹃
玉
藻
前
﹄
等
の
物
語
を
︑﹃
玉
藻
前
﹄
と
総

称
す
る
︒

現
存
し
て
い
る

種
類
の
﹃
玉
藻
前
﹄
諸
本
の
内
容
及
び
分
類
に
関
し
て
︑

29

前
掲
の
川
島
朋
子
の
論
文
で
︑
す
で
に
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
故
︑

そ
の
よ
う
な
結
論
に
至
っ
た
論
拠
は
︑
前
掲
の
川
島
朋
子
の
論
文
に
ゆ
ず
ろ
う

と
考
え
て
い
る
︒
川
島
朋
子
の
論
説
に
よ
れ
ば
︑﹃
玉
藻
前
﹄
の
狐
釣
り
に
関

す
る
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

院
は
病
に
伏
し
︑
そ
の
病
状
は
日
々
重
く
な
る
︒
典
薬
頭
も
世
の
常
の
病

気
で
は
な
い
と
判
断
し
︑
高
僧
を
召
し
て
祈
祷
が
行
わ
れ
る
が
︑
快
復
の

﹃
諸
道
聴
耳
世
間
狙
﹄
に
お
け
る
演
劇
作
品
の
利
用
に
つ
い
て

六
〇



﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一

『親
仁
形
氣
』

三
之
巻
二

『癡
人
伝
』

巻
二

『
玉
藻
前
』

か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
け
ち

で
あ
る
︒

○

○

×

か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
を
騙
す
た

め
︑
わ
な
の
仕
掛
け
人
が
存
在
す
る
︒

○

○

×

か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
わ
な

に
ひ
っ
か
か
る
︒

○

○

×

か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
狐
に

た
と
え
ら
れ
る
︒

×

×

×

か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
玉
藻

の
前
に
化
け
た
狐
を
退
治
す
る
と
い
う

偽
り
に
騙
さ
れ
る
︒

×

×

△
(
＊
)

か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
狐
釣

り
を
見
物
す
る
︒

×

×

×

か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
狐
釣

り
で
自
分
の
下
心
が
叶
え
る
こ
と
を
喜

ん
で
い
る
︒

×

×

︻
表
�
︼

×

か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
狐
釣

り
を
す
る
人
に
責
め
ら
れ
る
︒

×

×

×

か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
こ
れ

ま
で
の
邪
念
を
捨
て
る
︒

×

×

×

︵
＊
︶
﹁
玉
藻
の
前
に
化
け
た
狐
を
退
治
す
る
﹂
と
い
う
事
件
の
発
端
に
お
い
て
︑﹃
世
間

狙
﹄
五
之
巻
一
は
︑﹃
玉
藻
前
﹄
と
一
致
し
て
い
る
︒
だ
が
︑﹃
玉
藻
前
﹄
で
は
︑

﹁
か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
﹂
が
存
在
し
て
い
な
い
︒

兆
し
は
な
い
︒
陰
陽
頭
・
安
倍
泰
成
は
︑
こ
の
御
悩
は
玉
藻
前
の
仕
業
で

あ
り
︑
そ
の
正
体
は
下
野
国
那
須
野
に
住
む
八
百
歳
を
経
た
丈
七
尋
︑
尾

二
つ
あ
る
狐
で
あ
る
と
占
う
︒
そ
し
て
泰
山
府
君
の
祭
礼
に
お
い
て
玉
藻

前
に
御
幣
取
り
の
役
を
さ
せ
る
よ
う
に
と
言
う
︒
命
じ
ら
れ
た
玉
藻
前
は

祭
礼
半
ば
に
そ
の
姿
を
消
す
︒
そ
の
狐
を
退
治
す
る
た
め
︑
上
総
介
︑
三

浦
介
に
院
宣
が
下
る
が
︑
な
か
な
か
仕
留
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
一
度

各
々
本
国
へ
帰
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
対
策
を
練
っ
て
再
び
試
み
る
が
︑
や
は

り
う
ま
く
い
か
ず
︑
神
仏
に
祈
る
︒
す
る
と
三
浦
介
の
夢
に
玉
藻
前
が
現

れ
︑
涙
な
が
ら
に
命
乞
い
を
す
る
︒
目
覚
め
た
三
浦
介
は
見
事
に
狐
を
射

止
め
た
︒

︵﹁
室
町
物
語
﹃
玉
藻
前
﹄
の
展
開

︱
能
︿
殺
生
石
﹀
と
の
関
係
を
中
心

に

︱
﹂
︶
︵
傍
線
引
用
者
)

﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
で
も
︑﹃
玉
藻
前
﹄
で
も
︑
狐
釣
り
と
い
う
事
件
の
発

端
が
︑
玉
藻
前
に
化
け
た
狐
を
退
治
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
だ
が
︑﹃
世
間
狙
﹄

五
之
巻
の
目
録
に
よ
れ
ば
︑
五
之
巻
一
で
は
︑
皆
に
憎
ま
れ
て
い
る
吝
嗇
な
七

左
衛
門
が
︑﹁
古
狐
﹂
に
た
と
え
ら
れ
る
︒﹃
玉
藻
前
﹄
で
は
︑
三
浦
介
に
射
ら

れ
た
狐
が
本
当
の
狐
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
人
間
が
狐
に
た
と
え
ら
れ
る
と
い
う

点
に
お
い
て
︑
両
者
は
異
な
る
︒

さ
ら
に
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の
七
左
衛
門
や
磯
右
衛
門
︑
墨
五
郎
が
︑

三
浦
介
兵
衛
の
狐
釣
り
を
見
物
す
る
こ
と
と
違
い
︑
室
町
物
語
﹃
玉
藻
前
﹄
で

﹃
諸
道
聴
耳
世
間
狙
﹄
に
お
け
る
演
劇
作
品
の
利
用
に
つ
い
て

六
一



は
︑
狐
釣
り
の
見
物
人
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
の
た
め
︑﹃
世
間
狙
﹄
五

之
巻
一
の
狐
釣
り
の
見
物
人
に
ま
つ
わ
る
設
定
は
︑
全
部
室
町
物
語
﹃
玉
藻

前
﹄
で
見
ら
れ
な
い
︒

よ
っ
て
︑
玉
藻
前
に
化
け
た
狐
を
退
治
す
る
と
い
う
設
定
を
除
け
れ
ば
︑

﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の
狐
釣
り
の
場
面
は
︑
直
接
室
町
物
語
﹃
玉
藻
前
﹄
と

関
連
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の
七
左
衛
門
に
ま
つ
わ
る
狐
釣
り
と
い
う
物
語
の
展

開
を
整
理
し
︑
狐
釣
り
の
場
面
に
お
け
る
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
と
諸
作
品

と
の
関
連
性
を
︻
表
�
︼
に
ま
と
め
て
示
す
︒

︻
表
�
︼
の
よ
う
に
︑
か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
け
ち
で
あ
る
︑
わ
な

の
仕
掛
け
人
の
存
在
︑
か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
わ
な
に
ひ
っ
か
か
る
と

い
う
設
定
に
お
い
て
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
は
︑﹃
親
仁
形
氣
﹄
巻
三
の
二
︑

﹃
癡
人
伝
﹄
巻
二
と
同
じ
で
あ
る
︒
ま
た
︑
玉
藻
前
に
化
け
た
狐
を
退
治
す
る

と
い
う
設
定
に
お
い
て
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
は
︑
室
町
物
語
﹃
玉
藻
前
﹄

と
一
致
す
る
︒

し
か
し
︑﹁
狐
釣
り
を
見
物
す
る
﹂
と
い
う
﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の
物
語

を
貫
く
︑
メ
イ
ン
に
据
え
た
事
件
に
関
す
る
詳
細
な
設
定
に
お
い
て
︑﹃
世
間

狙
﹄
五
之
巻
一
は
︑
﹃
親
仁
形
氣
﹄
巻
三
の
二
︑﹃
癡
人
伝
﹄
巻
二
︑
室
町
物
語

﹃
玉
藻
前
﹄
と
異
な
る
︒

二

狂
言
﹃
釣
狐
﹄︑
謡
曲
﹃
殺
生
石
﹄
︑

浄
瑠
璃
作
品
﹃
殺
生
石
﹄
と
の
関
連
性

森
山
重
雄
は
︑
﹃
上
田
秋
成
初
期
浮
世
草
子
評
釈⑫
﹄
で
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻

一
が
︑﹁
謡
曲
﹃
殺
生
石
﹄
の
戯
画
で
あ
る
と
共
に
︑
狂
言
﹃
釣
狐
﹄
の
戯
画

で
も
あ
る
﹂
と
指
摘
す
る
と
同
時
に
︑
本
文
に
お
け
る
﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一

と
︑
狂
言
﹃
釣
狐
﹄︑
謡
曲
﹃
殺
生
石
﹄
と
の
関
連
箇
所
を
頭
注
の
形
で
記
し

た
︒
と
こ
ろ
が
︑﹃
上
田
秋
成
初
期
浮
世
草
子
評
釈
﹄
で
の
指
摘
は
︑
個
々
の

趣
向
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
段
階
で
止
ま
っ
て
い
る
︒

天
竺
に
て
は
班
足
太
子
の
塚
の
神
︒
大
唐
に
て
は
幽
王
の
后
︒
我
朝
に
て

は
鳥
羽
院
の
上
臈
と
化
し
た
り
し
も
︒
は
て
は
那
須
野
の
叢
に
か
く
れ
て

殺
生
石
と
な
り
け
る
と
や
︒
︵
中
略
︶
其
夜
亭
主
と
二
人
右
の
浪
人
衆
同

道
に
て
嵯
峨
野
の
方
へ
参
つ
て
釣
所
を
見
ま
し
た
が
︒
中
〳
〵
貞
五
郎
や

藤
九
郎
が
釣
狐
の
狂
言
見
る
や
う
な
物
で
は
な
い
︒
正
真
の
伯
蔵
主
い
な

う
や
れ
の
畜
生
足
が
人
間
と
は
又
格
別
の
と
り
廻
し
︒
罠
に
か
ゝ
る
ま
で

の
お
も
し
ろ
さ
ど
ふ
も
は
や
い
は
れ
た
物
で
は
な
い
と
︒︵
中
略
︶
然
ら

ば
ど
う
ぞ
今
一
度
明
日
参
つ
て
頼
ん
で
見
ま
し
や
う
が
得
心
あ
れ
ば
よ
ふ

ご
ざ
り
ま
す
が
と
︒
其
夜
は
約
束
か
た
き
石
と
な
つ
て
犬
追
物
の
杖
つ
き

な
ら
し
か
へ
ら
れ
ぬ
︒

︵﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
︶︵
傍
線
引
用
者
)

森
山
重
雄
は
︑﹃
上
田
秋
成
初
期
浮
世
草
子
評
釈
﹄
の
頭
注
で
︑
﹁
伯
蔵
主
﹂
︑

﹃
諸
道
聴
耳
世
間
狙
﹄
に
お
け
る
演
劇
作
品
の
利
用
に
つ
い
て

六
二



﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一

狂
言

『釣
狐
』

謡
曲

『殺
生
石
』

浄
瑠
璃
作
品

『殺
生
石
』

か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
け
ち

で
あ
る
︒

×

×

×

か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
を
騙
す
た

め
︑
わ
な
の
仕
掛
け
人
が
存
在
す
る
︒

×

×

×

か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
わ
な

に
ひ
っ
か
か
る
︒

×

×

×

か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
狐
に

た
と
え
ら
れ
る
︒

×

×

×

か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
玉
藻

の
前
に
化
け
た
狐
を
退
治
す
る
と
い
う

偽
り
に
騙
さ
れ
る
︒

×

△
(＊
)

△
(
＊
)

か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
狐
釣

り
を
見
物
す
る
︒

×

×

×

か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
狐
釣

り
で
自
分
の
下
心
が
叶
え
る
こ
と
を
喜

ん
で
い
る
︒

×

×

︻
表
�
︼

×

か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
狐
釣

り
を
す
る
人
に
責
め
ら
れ
る
︒

×

×

×

か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
こ
れ

ま
で
の
邪
念
を
捨
て
る
︒

×

×

×

︵
＊
︶
﹁
玉
藻
の
前
に
化
け
た
狐
を
退
治
す
る
﹂
と
い
う
事
件
の
発
端
に
お
い
て
︑﹃
世
間

狙
﹄
五
之
巻
一
は
︑
謡
曲
﹃
殺
生
石
﹄︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
殺
生
石
﹄
と
一
致
し
て
い

る
︒
だ
が
︑
謡
曲
﹃
殺
生
石
﹄︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
殺
生
石
﹄
で
は
︑
﹁
か
た
り
の
対
象

と
な
る
人
物
﹂
が
存
在
し
て
い
な
い
︒

﹁
犬
追
物
﹂
と
狂
言
﹃
釣
狐
﹄
と
の
関
連
性
及
び
﹁
我
朝
に
て
は
鳥
羽
院
の
上

臈
と
化
し
た
り
し
も
﹂︑﹁
約
束
か
た
き
石
と
な
つ
て
﹂︑﹁
犬
追
物
﹂
と
謡
曲

﹃
殺
生
石
﹄
と
の
関
連
性
を
指
摘
し
た
︒
確
か
に
︑﹁
伯
蔵
主
﹂︑﹁
犬
追
物
﹂︑

﹁
我
朝
に
て
は
鳥
羽
院
の
上
臈
と
化
し
た
り
し
も
﹂︑﹁
約
束
か
た
き
石
と
な
つ

て
﹂
と
い
う
よ
う
な
個
々
の
趣
向
が
︑
狂
言
﹃
釣
狐
﹄︑
謡
曲
﹃
殺
生
石
﹄
と

関
連
し
よ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
周
知
の
よ
う
に
︑
狂
言
﹃
釣
狐
﹄︑
謡
曲

﹃
殺
生
石
﹄
が
本
当
の
狐
を
退
治
す
る
物
語
な
の
で
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の

か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
間
の
性
格
な
ど
に
関
す
る
描
写
は
︑
狂
言
﹃
釣
狐
﹄︑

謡
曲
﹃
殺
生
石
﹄
に
な
い
︒
な
お
︑
か
た
り
の
対
象
が
人
間
で
あ
る
が
︑
狐
に

た
と
え
ら
れ
︑
狐
釣
り
の
見
物
人
に
な
る
と
い
う
﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の
物

語
を
貫
く
︑
メ
イ
ン
に
据
え
た
事
件
に
か
か
わ
る
重
要
な
展
開
・
特
徴
は
︑
狂

言
﹃
釣
狐
﹄︑
謡
曲
﹃
殺
生
石
﹄
で
は
見
ら
れ
な
い
︒
そ
の
他
︑﹃
世
間
狙
﹄
五

之
巻
一
の
玉
藻
前
に
化
け
た
狐
を
退
治
す
る
と
い
う
事
件
の
発
端
は
︑
謡
曲

﹃
殺
生
石
﹄
の
設
定
と
似
通
っ
て
い
る
が
︑
狂
言
﹃
釣
狐
﹄
の
設
定
と
関
連
し

て
い
な
い
︒

と
こ
ろ
で
︑
玉
藻
前
と
関
連
し
︑
三
浦
介
の
狐
退
治
が
扱
わ
れ
た
演
劇
作
品

は
︑
謡
曲
﹃
殺
生
石
﹄
の
み
な
ら
ず
︑
紀
海
音
の
浄
瑠
璃
作
品
﹃
殺
生
石
﹄
も

挙
げ
ら
れ
る
︒

浄
瑠
璃
作
品
﹃
殺
生
石
﹄
五
段
目
で
は
︑
玉
藻
前
に
化
け
た
狐
を
退
治
す
る

た
め
︑
三
浦
之
介
︑
上
総
之
介
ら
が
︑
那
須
野
へ
狐
退
治
に
向
か
う
︒
重
虎
の

﹃
諸
道
聴
耳
世
間
狙
﹄
に
お
け
る
演
劇
作
品
の
利
用
に
つ
い
て

六
三



考
え
で
犬
を
原
に
放
す
と
︑
狩
り
た
て
ら
れ
て
狐
も
た
ま
ら
ず
︑
姿
を
現
す
︒

明
王
諸
天
の
責
め
に
苦
し
み
︑
は
や
く
殺
し
て
く
れ
と
頼
む
狐
に
︑
二
人
は
︑

悪
心
を
翻
え
し
︑
善
心
に
な
り
さ
え
す
れ
ば
︑
罪
は
救
わ
れ
る
と
︑
邪
正
一
如

の
理
を
説
く
︒
狐
は
悟
り
を
得
︑
畜
生
道
を
逃
れ
た
こ
と
を
よ
ろ
こ
び
︑
今
よ

り
王
道
守
護
し
よ
う
と
言
っ
て
︑
そ
の
形
は
約
束
の
堅
さ
を
示
す
石
と
変
わ
る
︒

作
品
に
即
し
て
み
れ
ば
︑
玉
藻
前
に
化
け
た
狐
を
退
治
す
る
と
い
う
事
件
の

発
端
に
お
い
て
︑
﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
は
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
殺
生
石
﹄
と
一

致
す
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
殺
生
石
﹄
で
は
︑
現
場
で
狐
釣
り
を
見

物
す
る
人
が
い
な
い
︒
ま
た
︑
釣
ら
れ
た
の
は
本
当
の
狐
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑

狐
釣
り
の
見
物
人
が
い
な
い
た
め
︑
見
物
人
に
ま
つ
わ
る
場
面
は
設
定
さ
れ
て

い
な
い
︒
そ
れ
故
︑
﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の
物
語
の
展
開
に
か
か
わ
る
重
要

な
特
徴
か
ら
み
る
と
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
は
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
殺
生
石
﹄

と
相
違
す
る
︒

﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の
七
左
衛
門
に
ま
つ
わ
る
狐
釣
り
と
い
う
物
語
の
展

開
を
︑
狂
言
﹃
釣
狐
﹄︑
謡
曲
﹃
殺
生
石
﹄︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
殺
生
石
﹄
の
狐
釣

り
の
場
面
と
比
較
し
︑
そ
の
関
連
性
を
︻
表
�
︼
に
ま
と
め
る
︒

︻
表
�
︼
の
よ
う
に
︑
玉
藻
前
に
化
け
た
狐
を
退
治
す
る
と
い
う
設
定
に
お

い
て
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
は
︑
謡
曲
﹃
殺
生
石
﹄︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
殺
生

石
﹄
と
類
似
し
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
け
ち
で

あ
る
︑
わ
な
の
仕
掛
け
人
の
存
在
︑
か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
わ
な
に
ひ

っ
か
か
る
︑
か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
狐
に
た
と
え
ら
れ
︑
狐
釣
り
の

見
物
人
に
な
り
︑
狐
釣
り
を
す
る
人
に
責
め
ら
れ
︑
こ
れ
ま
で
の
邪
念
を
捨
て

る
と
い
う
﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の
物
語
を
貫
く
事
件
に
関
す
る
詳
細
な
設
定

に
お
い
て
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
は
︑
狂
言
﹃
釣
狐
﹄︑
謡
曲
﹃
殺
生
石
﹄︑

浄
瑠
璃
作
品
﹃
殺
生
石
﹄
と
関
連
し
て
い
な
い
︒

三

浄
瑠
璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄
︑
歌
舞
伎
作
品
﹃
曦
袂
﹄
と
の
関

連
性

前
述
し
た
よ
う
に
︑
人
名
の
使
用
か
ら
み
れ
ば
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の

狐
釣
り
の
場
面
と
︑
三
浦
介
︑
玉
藻
前
と
の
関
連
性
が
考
え
ら
れ
る
︒﹃
歌
舞

伎
年
表⑬
﹄
や
﹃
義
太
夫
年
表⑭
﹄
に
よ
れ
ば
︑﹃
世
間
狙
﹄
の
開
板
願
書
が
出
さ

れ
た
時
期
明
和
元
年
十
一
月
ま
で
に
︑
上
方
で
上
演
さ
れ
た
演
劇
作
品
の
中
で
︑

玉
藻
前
と
関
連
し
︑
三
浦
介
の
狐
退
治
が
設
定
さ
れ
た
演
劇
作
品
は
︑
謡
曲

﹃
殺
生
石
﹄︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
殺
生
石
﹄
だ
け
で
は
な
く
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
曦

袂
﹄︑
歌
舞
伎
作
品
﹃
曦
袂
﹄
も
挙
げ
ら
れ
る
︒

残
念
な
が
ら
︑
現
存
す
る
台
本
は
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄
の
み
な
の
で
︑

本
稿
で
は
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の
内
容
を
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄
の
内

容
と
比
較
し
︑
両
者
の
関
連
性
を
検
討
す
る
︒

﹃
義
太
夫
年
表
﹄
に
よ
れ
ば
︑
宝
暦
元
年
︵
一
七
五
一
︶
正
月
に
︑
大
坂
の

豊
竹
座
で
﹃
那
須
野
狩
人

那
須
野
猟
師

玉
藻
前
曦
袂
﹄
が
上
演
さ
れ
た
︒

﹃
諸
道
聴
耳
世
間
狙
﹄
に
お
け
る
演
劇
作
品
の
利
用
に
つ
い
て

六
四



﹃
上
田
秋
成
初
期
浮
世
草
子
評
釈
﹄
の
頭
注
で
は
︑
個
々
の
趣
向
の
類
似
に

お
け
る
﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
と
浄
瑠
璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄
と
の
関
連
性
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
︒

︵

︶
玉
藻
の
前
が
︑
二
度
の
勤
に
て
御
悩
な
ら
せ
ら
れ
た
時

﹃
玉
藻
前

37曦
袂
﹄
に
よ
れ
ば
悪
狐
が
︑
玉
藻
前
を
殺
し
て
そ
の
姿
を
借
り
た
こ
と
に

な
っ
て
お
り
︑
二
度
の
勤
と
は
︑
こ
の
悪
狐
が
姿
を
借
り
た
の
ち
を
い
う

か
︒

︵﹃
上
田
秋
成
初
期
浮
世
草
子
評
釈
﹄︶︵
傍
線
引
用
者
)

﹃
上
田
秋
成
初
期
浮
世
草
子
評
釈
﹄
の
頭
注
に
よ
る
と
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻

一
の
﹁
二
度
の
勤
﹂
は
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄
の
悪
狐
が
︑
玉
藻
前
を
殺
し

て
そ
の
姿
を
借
り
た
後
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
浄

瑠
璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄
に
は
︑﹁
悪
狐
が
︑
玉
藻
前
を
殺
し
て
そ
の
姿
を
借
り
た
﹂

と
い
う
設
定
が
な
い
︒

彼
塚
の
神
は
此
狐
仏
法
に
仇
を
な
さ
ん
と
︒
唐
土
に
て
は
幽
王
の
后
︒
褒

姫
と
顕
は
れ
国
を
亡
し
︒
又
日
本
ン

を
心
が
け
︒
東
山
道
下
野
ノ

国
那
須

野
と
い
へ
る
広
野
に
住
ミ

︒
折
を
窺
ひ
居
た
り
し
が
︒
聖
躰
の
弱
を
見

入
レ

玉
藻
の
前
と
変
化
し
て
︒
玉
躰
に
近
カ

付
キ

し
か
共
︒

︵
浄
瑠
璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄
一
段
目
︶︵
傍
線
引
用
者
)

本
文
か
ら
見
る
と
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の
﹁
二
度
の
勤
﹂
は
︑
浄
瑠
璃

作
品
﹃
曦
袂
﹄
一
段
目
の
悪
狐
が
︑
ま
ず
唐
土
で
幽
王
の
后
褒
姫
に
な
っ
て
︑

国
を
亡
ぼ
し
︑
そ
れ
か
ら
︑
日
本
に
来
て
︑
隙
を
見
て
︑
玉
藻
前
に
変
化
し
︑

鳥
羽
院
に
近
付
く
と
い
う
設
定
を
示
唆
し
て
い
る
︒

さ
て
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄
で
は
︑
安
部
泰
成
は
︑
玉
藻
前
が
万
年
近
い

狐
で
あ
り
︑
唐
土
に
お
い
て
国
を
亡
ぼ
し
︑
日
本
で
は
玉
藻
前
と
な
り
︑
帝
に

近
付
い
た
が
︑
力
が
神
仏
の
守
り
に
及
ば
ず
︑
今
那
須
野
の
原
に
逃
げ
て
い
っ

た
と
占
う
︒
そ
し
て
︑
野
干
︵
狐
︶
を
退
治
す
る
た
め
に
は
百
日
間
犬
で
狩
り

を
す
る
べ
き
で
あ
る
と
薄
雲
皇
子
︑
通
忠
卿
に
進
言
す
る
︒
そ
こ
で
︑
通
忠
卿

は
三
浦
之
助
︑
上
総
之
助
に
猛
虎
丸
と
い
う
名
剣
を
渡
し
︑
狐
退
治
を
命
じ
る
︒

三
浦
之
助
︑
上
総
之
助
は
︑
兵
士
を
率
い
︑
那
須
野
へ
向
か
う
︒
暴
悪
不
道

の
皇
子
は
︑
那
須
野
の
狐
釣
り
を
見
物
し
よ
う
と
︑
黒
瀬
判
官
ら
を
連
れ
て
く

る
︒�

又
日
本
ン

を
心
が
け
︒
東
山
道
下
野
ノ

国
那
須
野
と
い
へ
る
広
野
に
住
ミ

︒

折
を
窺
ひ
居
た
り
し
が
︒
聖
躰
の
弱
を
見
入
レ

玉
藻
の
前
と
変
化
し
て
︒

玉
躰
に
近
カ

付
キ

し
か
共
︒
君
の
聖
運
仏
神
ン

の
加
護
︒
力
ラ

な
く
逃
去
て

那
須
野
の
古
栖
に
隠
れ
住
︒
通
力
の
狐
な
れ
ば
世
の
常
と
は
事
か
は
り
︒

百
日
犬
に
て
狩
を
試
︒
御
退
治
仰
付
ケ

ら
る
へ
し
と
︒
言
語
は
水
の
流

る
ゝ
ご
と
く
詳
に
ぞ
奏
し
け
る
︒
右
大
弁
を
始
メ

と
し
な
み
ゐ
る
人
々
肝

を
け
し
︒
奇
異
の
思
ひ
を
な
し
に
け
り
︒	

皇
子
は
心
に
独
ゑ
み
是
を
次
手

に
都
の
武
士
︒
国
﹂
々
へ
離
散
さ
せ
跡
に
て
事
を
計
ら
ん
と
︒
う
は
べ
は

忠
義
の
空
驚
き
︒
泰
成
が
教
の
ご
と
く
退
治
延
引
す
べ
か
ら
ず
︒

︵
浄
瑠
璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄
一
段
目
︶︵
傍
線
引
用
者
)

﹃
諸
道
聴
耳
世
間
狙
﹄
に
お
け
る
演
劇
作
品
の
利
用
に
つ
い
て
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暴
悪
不
道
の�

皇
子
の
勢
ひ
︒
那
須
野
の
狩
を
遊
覧
と
︒
飼
に
飼
た
る
黒
の

駒
︒
袞
龍
の
御
衣
ま
く
り
手
に
︒
手
綱
か
い
く
り
歩
ま
せ
し
姿
は
天
の
鞭

駒
に
︒
ま
た
が
り
給
ふ
素
戔
鳴
の
尊
の
昔
も
か
く
や
ら
ん
︒︵
中
略
︶


三

浦
之
助
大
音
上
︒
玉
藻
の
前
を
狐
と
い
ふ
た
は
泰
成
が
謀
︒
王
位
を
奪
﹂

国
土
を
騒
す�

悪
ク

狐
と
は
皇
子
の
事
︒


今
此
所
へ
お
び
き
寄
セ

か
く
の
ご

と
く
取
囲
生
ケ

捕
に
せ
ん
為
也
計
略
の
油
上
わ
な
に
か
ゝ
つ
た
皇
子
の
自

滅
︒
サ
ア
〳
〵
縄
を
か
く
ら
れ
よ
と
詞
を
揃
へ
取
ま
い
た
り
︒
皇
子
は

面
ン

色
筋
を
あ
ら
ゝ
げ
︒︵
中
略
︶
玄
翁
〳
〵
打
黙
き
︒�

悪
に
強
き
は
善

の
種
逆
縁
な
が
ら
引
導
し
て
皇
子
の
魂
魄
い
さ
め
ん
と
︒
石
に
向
ツ

て
闇

の
父
︒
頓
断
如
破
石
弥
陀
佛
ツ

と
拂
子
を
以
ツ

て
打
け
れ
ば
︒
頂
上
よ
り

真
ツ

二
つ
破
レ

し
は
成
仏
得
脱
の
︒
印
シ

︵
浄
瑠
璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄
五
段
目
︶︵
傍
線
引
用
者
)

以
下
の
六
点
が
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄
の
狐
釣
り
を
見
物
す
る
と
い
う
物

語
の
展
開
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
︒

�

悪
逆
非
道
の
薄
雲
皇
子
が
︑
狐
に
た
と
え
ら
れ
る
︒

�

薄
雲
皇
子
が
︑
二
度
の
勤
め
で
玉
藻
前
に
化
け
た
狐
を
退
治
す
る
と

い
う
偽
り
に
騙
さ
れ
る
︒

�

狐
に
た
と
え
ら
れ
た
薄
雲
皇
子
が
︑
狐
釣
り
を
見
物
す
る
︒

	

薄
雲
皇
子
が
︑
狐
釣
り
で
都
の
武
士
を
国
々
へ
離
散
さ
せ
︑
謀
反
が

一
層
実
行
し
や
す
く
な
る
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
︒




見
物
人
と
し
て
の
薄
雲
皇
子
が
︑
狐
釣
り
を
す
る
三
浦
之
助
に
責
め

ら
れ
る
︒

�

玄
翁
の
引
導
で
︑
大
石
に
と
ど
ま
る
薄
雲
皇
子
の
魂
魄
が
︑
謀
反
を

企
む
と
い
う
邪
念
を
忘
れ
︑
成
仏
得
脱
に
な
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
狐
に
た
と
え
ら
れ
︑
玉
藻

前
に
化
け
た
狐
を
退
治
す
る
と
い
う
偽
り
に
騙
さ
れ
︑
狐
釣
り
の
見
物
人
に
な

り
︑
狐
釣
り
を
す
る
人
に
責
め
ら
れ
︑
こ
れ
ま
で
の
邪
念
を
捨
て
る
と
い
う

﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の
物
語
を
貫
く
事
件
に
関
す
る
詳
細
な
設
定
に
お
い
て
︑

﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の
七
左
衛
門
が
狐
釣
り
を
見
物
す
る
場
面
は
︑
浄
瑠
璃

作
品
﹃
曦
袂
﹄
の
薄
雲
皇
子
が
狐
釣
り
を
見
物
す
る
場
面
と
合
致
す
る
︒

そ
の
上
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄
四
段
目
に
は
︑
安
部
泰
成
は
︑
玉
藻
前
を

隠
し
部
屋
か
ら
出
し
︑
上
総
之
助
ら
に
野
干
退
治
が
︑
実
は
皇
子
を
討
と
う
と

す
る
計
略
だ
と
い
う
秘
密
を
明
か
す
場
面
が
あ
る
︒

ヲ
ゝ
其
時
に
此
泰
成
︒
皇
子
に
事
を
隠
さ
ん
為
︒
狐
の
所
為
と
い
ひ
ふ
ら

し
︒
則
チ

野
干
退
治
と
名
付
ケ

︒
両
助
を
出
ツ

陳
さ
﹂
せ
︒
東
で
皇
子
を

討
タ

さ
ん
計
略
︒

︵
浄
瑠
璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄
四
段
目
︶︵
傍
線
引
用
者
)

浄
瑠
璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄
で
は
︑
薄
雲
皇
子
を
騙
す
た
め
︑
安
部
泰
成
が
わ
な

の
仕
掛
け
人
に
な
る
︒
つ
ま
り
︑
か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
を
騙
す
た
め
︑

わ
な
の
仕
掛
け
人
が
存
在
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
︑
﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一

は
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄
と
同
じ
で
あ
る
︒

﹃
諸
道
聴
耳
世
間
狙
﹄
に
お
け
る
演
劇
作
品
の
利
用
に
つ
い
て

六
六



﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一

浄
瑠
璃
作
品

『
曦
袂
』

か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
け
ち
で
あ
る
︒

×

か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
を
騙
す
た
め
︑
わ
な
の
仕

掛
け
人
が
存
在
す
る
︒

○

か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
わ
な
に
ひ
っ
か
か
る
︒

○

か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
狐
に
た
と
え
ら
れ
る
︒

○

か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
玉
藻
の
前
に
化
け
た

狐
を
退
治
す
る
と
い
う
偽
り
に
騙
さ
れ
る
︒

○

か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
狐
釣
り
を
見
物
す
る
︒

○

か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
狐
釣
り
で
自
分
の
下

心
が
叶
え
る
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
︒

○

︻
表
�
︼

か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
狐
釣
り
を
す
る
人
に

責
め
ら
れ
る
︒

○

か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
こ
れ
ま
で
の
邪
念
を

捨
て
る
︒

○

ま
た
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄
一
段
目
で
は
︑
薄
雲
皇
子
が
﹁
泰
成
が
教
の

ご
と
く
退
治
延
引
す
べ
か
ら
ず
﹂
と
言
う
場
面
が
見
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
浄
瑠

璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄
五
段
目
に
は
︑﹁
皇
子
の
勢
ひ
︒
那
須
野
の
狩
を
遊
覧
﹂
す

る
と
い
う
設
定
が
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
か
た
り
の
対
象
と
な
る
薄
雲
皇
子
は
︑
安

部
泰
成
が
仕
掛
け
た
わ
な
に
ひ
っ
か
か
る
と
言
え
よ
う
︒
即
ち
︑
か
た
り
の
対

象
と
な
る
人
物
が
︑
わ
な
に
ひ
っ
か
か
る
と
い
う
設
定
に
お
い
て
︑﹃
世
間
狙
﹄

五
之
巻
一
は
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄
と
一
致
し
て
い
る
︒

と
こ
ろ
が
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の
吝
嗇
な
七
左
衛
門
と
違
い
︑
浄
瑠
璃

作
品
﹃
曦
袂
﹄
の
悪
逆
非
道
の
薄
雲
皇
子
が
︑
謀
反
を
企
ん
で
い
る
︒

こ
こ
ま
で
﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
と
浄
瑠
璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄
と
の
類
似
性
に

関
す
る
分
析
結
果
を
︻
表
�
︼
に
ま
と
め
る
︒

︻
表
�
︼
の
よ
う
に
︑
か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
け
ち
で
あ
る
と
い

う
設
定
を
除
け
れ
ば
︑
﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の
物
語
を
貫
く
事
件
に
関
す
る

詳
細
な
設
定
に
お
い
て
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
は
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄

の
狐
釣
り
の
場
面
と
一
番
強
い
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
︒

加
え
て
︑﹃
歌
舞
伎
年
表
﹄
に
よ
る
と
︑
宝
暦
元
年
正
月
二
十
六
日
に
︑
京

都
の
都
座
で
︑﹃
玉
藻
前
曦
の
袂
﹄
が
上
演
さ
れ
た
︒

宝
暦
元
年
︵
一
七
五
一
︶

正
月
廿
六
日
︑
京
︑
都
座
︑
二
の
替
﹁
玉
藻
前
曦
の
袂
﹂︒

︵
中
略
︶

﹃
諸
道
聴
耳
世
間
狙
﹄
に
お
け
る
演
劇
作
品
の
利
用
に
つ
い
て

六
七



二
の
替
﹁
け
い
せ
い
逢
坂
山
﹂
と
看
板
出
せ
し
も
︑
大
阪
に
て
玉
藻
前
の

新
浄
る
り
︑
一
月
十
四
日
に
出
せ
し
よ
り
︑
其
の
狂
言
を
出
す
由
︒
小
番

附
に
口
上
書
あ
り
︒

︵﹃
歌
舞
伎
年
表
﹄︶︵
傍
線
引
用
者
)

﹃
歌
舞
伎
年
表
﹄
の
記
録
に
よ
る
と
︑
歌
舞
伎
作
品
﹃
曦
袂
﹄
は
︑
浄
瑠
璃

作
品
﹃
曦
袂
﹄
か
ら
影
響
を
受
け
︑
上
演
さ
れ
た
演
目
で
あ
る
︒

浄
瑠
璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄
四
段
目
に
は
︑
安
部
泰
成
は
︑
玉
藻
前
を
隠
し
部
屋

か
ら
出
し
︑
上
総
之
助
ら
に
野
干
退
治
が
︑
実
は
皇
子
を
討
と
う
と
す
る
計
略

だ
と
い
う
秘
密
を
明
か
す
場
面
が
あ
る
︒

悪
き
皇
子
の
御
工
︒
帝
位
を
奪
ひ
自
を
后
に
立
ん
心
に
て
︒
松
嶋
遊
覧
と

偽
り
︒
東
の
勢
イ

を
催
し
給
ふ
を
︒︵
中
略
︶
ヲ
ゝ
其
時
に
此
泰
成
︒
皇

子
に
事
を
隠
さ
ん
為
︒
狐
の
所
為
と
い
ひ
ふ
ら
し
︒
則
チ

野
干
退
治
と
名

付
ケ

︒
両
助
を
出
ツ

陳
さ
﹂
せ
︒
東
で
皇
子
を
討
タ

さ
ん
計
略
︒

︵
浄
瑠
璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄
四
段
目
︶︵
傍
線
引
用
者
)

﹃
歌
舞
伎
評
判
記
集
成
﹄
第
二
期
第
四
巻
に
所
収
さ
れ
て
い
る
寛
延
四
年

︵
一
七
五
一
︶
の
﹃
役
者
翁
叟
鏡⑮
﹄
で
は
︑
歌
舞
伎
作
品
﹃
曦
袂
﹄
四
段
目
の

内
容
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
︒

中
山
新
十
郎

都
座

(略
︶
新
十
殿
役
．
玉
も
の
前
曦
の
袂
に
．
か
つ
さ
の
介
と
成
．︵
中
略
︶

四
段
目
か
づ
さ
の
介
に
て
．
あ
べ
の
や
す
な
り
が
や
か
た
に
て
．
勅
使
の

右
大
弁
が
首
を
討
．
玉
も
の
前
の
様
子
を
聞
．
な
い
し
所
を
お
が
み
．
や

す
な
り
が
心
底
を
聞
て
悦
び
．
う
す
雲
の
皇
子
を
う
た
ん
と
．
や
か
ん
た

い
ぢ
と
い
ひ
た
て
．
も
り
山
へ
の
ほ
つ
そ
く
さ
り
と
は
一
た
い
よ
い

ぞ
〳
〵

山
下
又
太
郎

都
座

(略
︶
此
度
三
浦
之
助
と
成
．︵
中
略
︶
四
段
め
は
三
浦
助
や
す
な
り
が
館

へ
来
り
．
我
妹
が
し
ん
て
い
を
さ
ぐ
り
．
殺
さ
ん
と
す
る
を
．
右
大
弁
に

と
め
ら
れ
．
縄
付
を
わ
た
し
．
後
に
か
づ
さ
の
助
入
こ
み
た
る
を
と
が
め
．

あ
ら
そ
ひ
．
し
う
と
や
す
な
り
が
物
語
を
聞
て
．
心
底
を
と
き
．
王
子
松

島
遊
覧
と
聞
．
や
か
ん
た
い
ぢ
と
い
ひ
立
．
発
足
迄
出
来
ま
し
た
〳
〵
．

藤
岡
大
吉

都
座

(略
︶
此
度
あ
べ
の
や
す
な
り
と
成
．
︵
中
略
︶
四
段
目
の
切
に
又
や
す
な

り
役
に
て
．
玉
も
の
前
を
隠
し
お
き
し
一
通
り
を
か
づ
さ
の
助
に
か
た
り
．

皇
子
む
ほ
ん
ゆ
へ
狐
と
い
つ
は
り
し
お
も
む
き
を
い
ひ
て
．
そ
れ
よ
り
両

助
を
や
か
ん
た
い
ぢ
と
名
付
．
皇
子
の
討
手
に
ほ
つ
そ
く
さ
せ
．

︵﹃
役
者
翁
叟
鏡
﹄︶︵
傍
線
引
用
者
)

右
記
の
﹃
役
者
翁
叟
鏡
﹄
に
残
さ
れ
た
歌
舞
伎
作
品
﹃
曦
袂
﹄
四
段
目
の
内

容
に
関
す
る
記
述
か
ら
み
れ
ば
︑
歌
舞
伎
作
品
﹃
曦
袂
﹄
四
段
目
の
野
干
退
治

と
い
う
計
略
の
設
定
は
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄
四
段
目
の
場
面
設
定
と
同
じ

で
あ
る
︒

﹃
歌
舞
伎
年
表
﹄
で
は
︑
歌
舞
伎
作
品
﹃
曦
袂
﹄
が
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄

﹃
諸
道
聴
耳
世
間
狙
﹄
に
お
け
る
演
劇
作
品
の
利
用
に
つ
い
て

六
八



か
ら
影
響
を
受
け
︑
上
演
さ
れ
た
演
目
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
歌
舞

伎
作
品
﹃
曦
袂
﹄
四
段
目
と
浄
瑠
璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄
四
段
目
の
場
面
設
定
か
ら

み
れ
ば
︑
両
者
と
も
謀
反
を
企
む
皇
子
を
討
つ
た
め
︑
野
干
退
治
と
い
う
計
略

を
立
て
た
の
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
歌
舞
伎
作
品
﹃
曦
袂
﹄
の
狐
釣
り
に
関
す
る

物
語
の
展
開
は
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄
の
狐
釣
り
の
物
語
の
展
開
と
同
じ
だ

と
推
測
で
き
る
︒
そ
の
た
め
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の
狐
釣
り
の
場
面
は
︑

歌
舞
伎
作
品
﹃
曦
袂
﹄
の
狐
釣
り
の
場
面
と
強
い
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
︒

ま
と
め

以
上
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
に
関
す
る
先
行
研
究
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
︑

﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
を
貫
く
狐
釣
り
を
見
物
す
る
と
い
う
物
語
の
展
開
を
︑

﹃
親
仁
形
氣
﹄
巻
三
の
二
︑﹃
癡
人
伝
﹄
巻
二
︑
室
町
物
語
﹃
玉
藻
前
﹄︑
狂
言

﹃
釣
狐
﹄︑
謡
曲
﹃
殺
生
石
﹄︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
殺
生
石
﹄︑
演
劇
作
品
﹃
曦
袂
﹄

と
比
較
し
︑
そ
の
類
似
性
を
究
明
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
論
を
進
め
て
き
た
︒

﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
は
︑
か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
け
ち
で
あ
る
︑

わ
な
の
仕
掛
け
人
の
存
在
︑
か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
わ
な
に
ひ
っ
か
か

る
と
い
う
設
定
に
お
い
て
︑﹃
親
仁
形
氣
﹄
巻
三
の
二
︑﹃
癡
人
伝
﹄
巻
二
と
同

じ
で
あ
る
︒
ま
た
︑
玉
藻
前
に
化
け
た
狐
を
退
治
す
る
と
い
う
設
定
に
お
い
て
︑

﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
は
︑
室
町
物
語
﹃
玉
藻
前
﹄
と
一
致
す
る
︒
し
か
し
︑

﹁
狐
釣
り
を
見
物
す
る
﹂
と
い
う
﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の
物
語
を
貫
く
︑
メ

イ
ン
に
据
え
た
事
件
に
関
す
る
詳
細
な
設
定
に
お
い
て
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻

一
は
︑﹃
親
仁
形
氣
﹄
巻
三
の
二
︑﹃
癡
人
伝
﹄
巻
二
︑
室
町
物
語
﹃
玉
藻
前
﹄

と
異
な
る
︒

そ
の
他
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
は
︑
玉
藻
前
に
化
け
た
狐
を
退
治
す
る
と

い
う
設
定
に
お
い
て
︑
謡
曲
﹃
殺
生
石
﹄︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
殺
生
石
﹄
と
類
似

し
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
狐
に
た
と
え
ら
れ
︑

狐
釣
り
の
見
物
人
に
な
り
︑
狐
釣
り
を
す
る
人
に
責
め
ら
れ
︑
こ
れ
ま
で
の
邪

念
を
捨
て
る
と
い
う
狐
退
治
に
関
す
る
設
定
か
ら
見
れ
ば
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之

巻
一
は
︑
狂
言
﹃
釣
狐
﹄︑
謡
曲
﹃
殺
生
石
﹄
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
殺
生
石
﹄
と
関

連
し
て
い
な
い
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
け
ち
で
あ
る
と
い
う
設

定
を
除
け
れ
ば
︑
﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
と
浄
瑠
璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄
は
︑
わ
な

の
仕
掛
け
人
の
存
在
︑
か
た
り
の
対
象
が
わ
な
に
ひ
っ
か
か
る
と
い
う
設
定
に

お
い
て
類
似
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
︑
か
た
り
の
対
象
と
な
る
人
物
が
︑
狐
に

た
と
え
ら
れ
︑
狐
釣
り
の
見
物
人
に
な
り
︑
狐
釣
り
を
す
る
人
に
責
め
ら
れ
︑

こ
れ
ま
で
の
邪
念
を
捨
て
る
と
い
う
狐
退
治
の
展
開
に
お
い
て
も
似
通
っ
て
い

る
︒結

論
を
ま
と
め
て
言
う
と
︑
﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の
狐
釣
り
の
場
面
は
︑

浄
瑠
璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄
の
狐
釣
り
の
場
面
と
一
番
強
い
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
︒

﹃
諸
道
聴
耳
世
間
狙
﹄
に
お
け
る
演
劇
作
品
の
利
用
に
つ
い
て

六
九



な
お
︑﹃
歌
舞
伎
年
表
﹄
及
び
﹃
歌
舞
伎
評
判
記
集
成
﹄
の
﹃
役
者
翁
叟
鏡
﹄

に
残
さ
れ
た
記
述
に
よ
れ
ば
︑
歌
舞
伎
作
品
﹃
曦
袂
﹄
の
狐
釣
り
に
関
す
る
物

語
の
展
開
は
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
曦
袂
﹄
の
狐
釣
り
の
物
語
の
展
開
と
同
じ
だ
と

推
測
で
き
る
︒
よ
っ
て
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の
狐
釣
り
の
場
面
は
︑
歌
舞

伎
作
品
﹃
曦
袂
﹄
の
狐
釣
り
の
場
面
と
強
い
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
よ

う
︒
こ
の
意
味
で
は
︑﹃
世
間
狙
﹄
五
之
巻
一
の
狐
釣
り
の
場
面
は
︑
演
劇
作

品
﹃
曦
袂
﹄
と
最
も
強
い
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒

物
語
の
展
開
に
お
け
る
﹃
世
間
狙
﹄
と
演
劇
作
品
と
の
関
連
が
さ
ら
に
存
在

し
て
い
る
た
め
︑
上
田
秋
成
が
︑﹃
曦
袂
﹄
の
よ
う
な
浄
瑠
璃
作
品
と
し
て
も
︑

歌
舞
伎
作
品
と
し
て
も
上
演
さ
れ
た
演
劇
の
人
気
作
の
名
場
面
を
︑
巧
妙
に

﹃
世
間
狙
﹄
の
物
語
の
展
開
に
織
り
交
ぜ
る
意
図
を
究
明
す
る
こ
と
を
︑
今
後

の
課
題
と
し
た
い
︒

注①

﹃
諸
道
聴
耳
世
間
狙
﹄
︵
﹃
上
田
秋
成
全
集
﹄
第
七
巻
︑
平
成
二
年
八
月
二
十
五
日
︑

中
央
公
論
社
︶
︒

②

﹃
浮
世
親
仁
形
氣
﹄
︵
近
代
日
本
文
学
大
系
第
五
巻
﹃
八
文
字
屋
集
﹄︑
昭
和
四
年

二
月
八
日
︑
国
民
図
書
株
式
会
社
︶
︒

③

﹃
当
世
癡
人
伝
﹄
︵
上
方
藝
文
叢
刊

﹃
浪
華
粋
人
伝
﹄
︑
昭
和
五
十
八
年
一
月
三

10

十
一
日
︑
上
方
藝
文
叢
刊
刊
行
会
︶
︒
底
本
︵
江
戸
通
油
町
鶴
屋
喜
右
衛
門
・
京
都

御
池
上
ル
町
吉
田
新
兵
衛
・
大
阪
心
斎
橋
南
久
宝
寺
町
角
塩
屋
長
兵
衛
︑
寛
政
七
年

正
月
刊
︑
天
理
図
書
館
蔵
︶
︒

④

謡
曲
﹃
殺
生
石
﹄︵
新
日
本
古
典
文
学
大
系

﹃
謡
曲
百
番
﹄︑
平
成
十
年
三
月
二

57

十
七
日
︑
岩
波
書
店
︶︒
底
本
︵
黒
沢
源
太
郎
刊
観
世
黒
雪
正
本
︑
寛
永
七
年
︑
架

蔵
︶︒

⑤

狂
言
﹃
釣
狐
﹄︵
日
本
古
典
文
学
大
系

﹃
狂
言
集
﹄
下
︑
昭
和
四
十
一
年
十
二

43

月
五
日
︑
岩
波
書
店
︶︒

⑥

﹃
那
須
野
狩
人

那
須
野
猟
師

玉
藻
前
曦
袂
﹄︵﹃
年
報
﹄
第
八
号
︑
平
成
元
年
三
月
三
十
日
︑
実
践

女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
︶︒
底
本
︵
江
戸
鱗
形
屋
孫
兵
衛
板
・
大
坂
西
沢
九
左

衛
門
板
︑
寛
延
四
年
刊
︑
国
立
国
会
図
書
館
蔵
︶︒

⑦

浄
瑠
璃
作
品
﹃
殺
生
石
﹄︵﹃
紀
海
音
全
集
﹄
第
四
巻
︑
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
十

五
日
︑
清
文
堂
︶︒
底
本
︵
正
本
屋
西
沢
九
左
衛
門
板
︑
享
保
初
年
頃
︑
大
阪
府
立

中
之
島
図
書
館
蔵
︶︒

⑧

高
田
衛
﹃
上
田
秋
成
年
譜
考
説
﹄︵
昭
和
三
十
九
年
十
一
月
︑
明
善
堂
書
店
︶
に

よ
る
と
︑
上
田
秋
成
が
享
保
十
九
年
︵
一
七
三
四
︶
に
大
阪
で
生
ま
れ
︑
明
和
元
年

十
一
月
ま
で
に
一
度
も
江
戸
に
下
っ
た
こ
と
が
な
く
︑
主
な
生
活
拠
点
が
上
方
に
集

中
し
て
い
た
︒

⑨

高
田
衛
﹃
上
田
秋
成
研
究
序
説
﹄︵
昭
和
四
十
三
年
六
月
︑
寧
楽
書
房
︶︒

⑩

徳
田
武
﹁
秋
成
の
隠
微

︱
﹃
諸
道
聴
耳
世
間
猿
﹄
に
即
し
て

︱
﹂︵
日
本
書

誌
学
大
系

﹃
日
本
近
世
小
説
と
中
国
小
説
﹄︑
昭
和
六
十
二
年
五
月
二
十
五
日
︑

51

青
裳
堂
書
店
︶︒

⑪

川
島
朋
子
﹁
室
町
物
語
﹃
玉
藻
前
﹄
の
展
開

︱
能
︿
殺
生
石
﹀
と
の
関
係
を
中

心
に

︱
﹂︵﹃
国
語
国
文
﹄
第
七
十
三
巻
第
八
号
︑
平
成
十
六
年
八
月
二
十
五
日
︑

中
央
図
書
出
版
社
︶︒

⑫

森
山
重
雄
﹃
上
田
秋
成
初
期
浮
世
草
子
評
釈
﹄︵
昭
和
五
十
二
年
四
月
三
十
日
︑

国
書
刊
行
会
︶︒

⑬

﹃
歌
舞
伎
年
表
﹄
第
三
巻
︵
昭
和
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
︑
岩
波
書
店
︶
︒

⑭

﹃
義
太
夫
年
表
﹄
近
世
篇
第
一
巻
︿
延
宝
～
天
明
﹀︵
昭
和
五
十
四
年
十
一
月
二
十

﹃
諸
道
聴
耳
世
間
狙
﹄
に
お
け
る
演
劇
作
品
の
利
用
に
つ
い
て

七
〇



三
日
︑
八
木
書
店
︶
︒

⑮

﹃
役
者
翁
叟
鏡
﹄
︵
﹃
歌
舞
伎
評
判
記
集
成
﹄
第
二
期
第
四
巻
︑
昭
和
六
十
三
年
十

一
月
七
日
︑
岩
波
書
店
︶
︒
底
本
︵
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
︑
寛
延
四
年
三
月
︑
東

京
芸
術
大
学
図
書
館
蔵
︶
︒

︹
付
記
︺

本
文
引
用
に
際
し
て
︑
本
文
中
の
ル
ビ
を
省
略
し
た
︒

な
お
︑
本
稿
は
︑
二
〇
一
〇
年
度
総
合
演
習
︵
二
〇
一
〇
年
十
二
月
四
日
︑
於
同
志

社
大
学
今
出
川
校
地
明
徳
館
Ｍ
�
�
�
︶
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
︒

席
上
︑
貴
重
な
御
指
導
や
御
教
示
を
賜
り
ま
し
た
方
々
に
︑
改
め
て
心
よ
り
御
礼
を
申

し
上
げ
ま
す
︒

﹃
諸
道
聴
耳
世
間
狙
﹄
に
お
け
る
演
劇
作
品
の
利
用
に
つ
い
て

七
一


