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

︱
三
之
巻
三
﹁
雀
は
百
ま
で
舞
子
の
年
寄
﹂
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
︶
三
之
巻
三
﹁
雀
は
百
ま

で
舞
子
の
年
寄
﹂
の
舞
子
宇
治
江
の
人
物
造
形
に
関
し
て
︑
徳
田
武
は
︑
舞
子

宇
治
江
の
モ
デ
ル
が
正
慶
尼
で
あ
る
と
述
べ
た②
︒
後
に
︑
日
野
龍
夫
は
︑
徳
田

武
の
そ
の
解
釈
に
賛
同
し
な
か
っ
た③
︒

そ
の
他
︑
森
山
重
雄
や
日
野
龍
夫
は
︑﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
と
︑
演
劇
作

品
謡
曲
﹃
卒
塔
婆
小
町
﹄︑﹃
御
所
桜
堀
川
夜
討
﹄︵
以
下
﹃
堀
川
夜
討
﹄
と
略

称
す
る
︶︑﹃
七
條
河
原

釜
淵
雙
級
巴
﹄︵
以
下
﹃
釜
淵
雙
級
巴
﹄
と
略
称
す
る
︶︑﹃
小

野
小
町
都
年
玉
﹄
︵
以
下
﹃
都
年
玉
﹄
と
略
称
す
る
︶︑﹃
大
和
歌
五
穀
色
紙
﹄

︵
以
下
﹃
五
穀
色
紙
﹄
と
略
称
す
る
︶︑﹃
七
小
町
﹄︑﹃
昔
男
春
日
野
小
町
﹄
と

の
関
連
性
を
分
析
し
て
き
た④
︒

こ
れ
ま
で
﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
に
関
す
る
論
述
は
︑
個
々
の
趣
向
の
出
典

を
検
討
す
る
段
階
で
止
ま
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
日
野
龍
夫
の
﹁
秋
成
と
時
代
物

浄
瑠
璃
﹂
で
は
︑﹁
五
郎
市
が
登
場
し
て
か
ら
話
の
終
り
三
分
の
一
ほ
ど
は
︑

本
来
の
テ
ー
マ
と
は
関
係
の
な
い
五
郎
市
の
転
落
譚
を
も
っ
ぱ
ら
述
べ
る
﹂
と

い
う
指
摘
が
見
ら
れ
る
︒
ど
う
し
て
三
之
巻
三
の
物
語
は
︑
宇
治
江
の
恋
愛
譚

と
石
河
五
郎
市
の
転
落
譚
と
い
う
二
つ
の
部
分
か
ら
な
っ
て
い
る
の
か
︒

﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
石
河
五
郎
市
の
名
前
︑
盗
み
を
す
る
と
い
う
特
徴

か
ら
み
れ
ば
︑
石
河
五
郎
市
の
転
落
譚
は
︑
盗
賊
石
川
五
右
衛
門
の
転
落
譚
を

示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
読
み
取
れ
る
︒
﹃
世
間
狙
﹄
が
脱
稿
さ
れ
た
明
和
元
年

︵
一
七
六
四
︶
十
一
月
ま
で
に
︑
上
方
で
上
演
さ
れ
た
石
川
五
右
衛
門
を
主
人

公
と
す
る
演
劇
作
品
と
し
て
︑﹃
釜
淵
雙
級
巴
﹄︑﹃
石
川
五
右
衛
門
﹄
︑﹃
傾
城

吉
岡
染
﹄︵
近
松
門
左
衛
門
作
︶
が
挙
げ
ら
れ
る⑤
︒﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
物

語
の
展
開
は
︑
そ
れ
ら
の
演
劇
作
品
と
ど
ん
な
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う

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

二
七



か
︒上

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
﹄

三
之
巻
三
の
物
語
の
展
開
に
考
察
を
加
え
る
こ
と
で
︑﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三

の
宇
治
江
の
恋
愛
譚
と
石
河
五
郎
市
の
転
落
譚
が
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡

染
﹄︵
近
松
門
左
衛
門
作
︶
と
︑
最
も
強
い
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
究

明
し
た
い
︒

一

舞
子
宇
治
江
に
ま
つ
わ
る
﹁
恋
﹂

﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
で
は
︑
京
の
智
恩
院
の
古
門
前
に
あ
る
辰
巳
屋
の
宇

治
江
と
い
う
舞
子
は
︑
五
十
を
過
ぎ
て
も
派
手
な
か
っ
こ
う
で
勤
め
る
︒
智
積

院
の
僧
た
ち
に
呼
ば
れ
た
時
︑﹁
関
寺
小
町
﹂
を
歌
っ
た
宇
治
江
は
︑
僧
た
ち

に
か
ら
か
わ
れ
た
が
︑
自
分
の
恋
愛
観
を
熱
弁
し
て
︑
二
人
の
僧
を
言
い
負
か

し
︑
帰
っ
て
し
ま
う
︒

﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
宇
治
江
に
ま
つ
わ
る
物
語
の
展
開
は
︑
次
の
よ
う

に
な
る
︒

①

京
の
智
恩
院
の
古
門
前
に
辰
巳
屋
宇
治
江
と
い
ふ②
舞
子
あ
り
︒︵
中
略
︶

と
や
か
く
す
る
う
ち
に
︵
中
略
︶③
き
ん
し
や
う
〳
〵
の
大
吉
髷
の
と
鰹
節

あ
ん
だ
や
う
に
結
立
て
︒
腰
に
梓
の
弓
を
の
し
き
り
︒
幅
広
繻
子
の
三
重

廻
り
︒
吉
弥
結
び
に
金
糸
の
房
た
つ
ぷ
り
と
︒
塗
下
駄
に
青
天
井
の
日
傘
︒

夜
目
遠
目
に
も
女
の
外
科
と
よ
り
は
い
ひ
や
う
の
な
き
風
俗
︒︵
中
略
︶

④

宮
川
町
の
丹
波
屋
で
︒
三
味
線
継
で
本
調
子
に
合
せ
つ
ゝ
︒
哥

は
づ
か
し

や
人
の
恨
み
の
つ
も
り
き
て
︒
た
の
む
物
に
は
竹
の
杖
泣
つ
笑
ふ
つ
物
ぐ

る
ひ
と
︒⑤
関
寺
小
町
を
諷
ひ
出
せ
ば
︒
客
は
智
積
院
の
出
家
達
︒︵
中
略
︶

一
人
の
和
尚
が
是
〳
〵
老
女
︒⑥
そ
も
じ
が
諷
ふ
は
小
町
が
年
寄
て
物
も
ら

い
に
な
つ
た
文
句
︒
こ
な
た
が
弾
と
正
真
の
小
町
が
出
現
し
た
や
う
で
気

が
め
い
る
︒
何
ぞ
は
ん
な
り
と
し
た
物
を
と
望
め
ば
︒⑦
宇
治
江
少
し
む
つ

と
し
た
顔
︒
︵
中
略
︶
た
と
へ
深
山
の
朽
木
で
も
花
さ
く
春
も
ご
ざ
ん
し

た
︒
わ
た
し
も
盛
り
は
過
ま
し
た
れ
ど
︒
心
の
花
が
か
わ
ら
ね
ば
こ
そ
︒

︵
中
略
︶
な
る
程
あ
な
た
方
の
墨
染
も
こ
よ
ひ
の
座
敷
の
こ
ひ
衣
女
郎
の

手
く
だ
も
仏
の
方
便
と
声
あ
ら
ゝ
か
に
罵
れ
ば
誠
に
名
う
て
の
す
つ
ぱ
の

皮
︒
背
中
の
兀
し
藝
子
や
と
僧
は
天
窓
を
か
き
〳
〵
︒
あ
の
げ
い
子
迎
ひ

が
来
た
ら
い
な
し
て
た
も
と
い
は
る
れ
ば
︒⑧
宇
治
江
は
猶
も
腹
た
て
ゝ

川
竹
の
勤
な
り
や
こ
そ
あ
し
か
ら
め
嬶
な
ら
何
か
く
る
し
か
る
べ
き

と
お
こ
り
ち
ら
し
て
帰
り
け
る
︒
扨
此
宇
治
江
が
卅
四
五
の
比
︒
庚
申
の

夜
祇
園
町
の
一
力
で
大
よ
せ
の
雑
喉
寝
に
︒
鬼
若
の
弁
蔵
と
い
ふ
幇
間
に

く
ど
か
れ
て
︒
た
つ
た
一
度
で
其
種
を
孕
み
︒
産
お
と
せ
し
は
玉
の
や
う

な
男
の
子
︒

(﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
︶︵
傍
線
︑
番
号
引
用
者
)

こ
の
場
面
で
は
︑
舞
子
宇
治
江
が
﹁
関
寺
小
町
﹂
を
歌
う
︒﹃
日
本
歌
謡
集

成
﹄
巻
八
の
﹃
新
大
成
絲
の
調⑥
﹄
の
﹁
う
た
ひ
本
て
う
し
の
部
﹂
の
三
一
七
番

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

二
八



に
﹁
せ
き
で
ら
小
町
な
が
う
た
﹂
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

三
一
七

關
寺
小
町

長
う
た

思
ひ
い
づ
れ
ば
な
つ
か
し
や
︑
人
の
う
ら
み
の
つ
も
り
來
て
︑イ
い
つ
の
こ

ろ
よ
り
︑
う
か
れ
い
で
︑
た
の
む
も
の
に
は
た
け
の
つ
え
な
い
つ
わ
ら
う

つ
も
の
ぐ
る
ひ
と
︑
人
は
あ
だ
し
の
夢
な
れ
や
︑
と
ふ
は
う
ら
め
し
む
か

し
は
小
町
︑
今
は
す
が
た
も
︑
は
づ
か
し
や
︵
中
略
︶
わ
れ
な
が
ら
は
づ

か
し
三
下
りロ

も
ゝ
夜
し
の
ぶ
の
か
よ
ひ
ぢ
は
︑
雨
の
ふ
る
夜
も
ふ
ら
ぬ
夜

も
︑
ま
し
て
ゆ
き
し
も
い
と
ひ
な
く
合

心
づ
く
し
に
身
を
く
だ
く
︑
ひ
と

夜
を
ま
た
で
し
し
た
り
し
深
草
の
少
将
の
︑
そ
の
を
ん
ね
ん
の
つ
き
そ
ひ

て
︑
か
や
う
に
も
の
を
思
ふ
ぞ
や
あ
な
た
へ
は
し
り
︑
こ
な
た
へ
は
し
り
︑

ざ
ら
り
〳
〵
ざ
ら
〳
〵
ざ
っ
と
︑
こ
ひ
え
ぬ
と
き
に
は
合

あ
く
し
ん
︑
ま

た
き
や
う
ら
ん
の
心
づ
き
て
︑
こ
ゑ
か
は
り
け
し
か
ら
ず
見
ゆ
れ
ば
す

ご
〳
〵
と
關
寺
の
い
ほ
り
に
か
へ
る
あ
り
さ
ま
は
︑
や
ま
だ
の
畔
の
か
ゞ

し
よ
の
︑
あ
き
は
て
た
り
な
わ
が
す
が
た
︒

(﹃
新
大
成
絲
の
調
﹄︶︵
傍
線
︑
記
号
引
用
者
)

長
唄
﹁
関
寺
小
町
﹂
の
展
開
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
︒

イ

小
野
小
町
は
︑
落
ち
ぶ
れ
る
︒

ロ

小
野
小
町
は
︑
深
草
少
将
と
の
恋
を
懐
か
し
く
語
る
︒

﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
﹁
は
づ
か
し
や
人
の
恨
み
の
つ
も
り
き
て
︒
た
の

む
物
に
は
竹
の
杖
泣
つ
笑
ふ
つ
物
ぐ
る
ひ
と
﹂
を
︑﹁
せ
き
で
ら
小
町
な
が
う

た
﹂
の
﹁
な
つ
か
し
や
︑
人
の
う
ら
み
の
つ
も
り
來
て
﹂︑﹁
た
の
む
も
の
に
は

た
け
の
つ
え
な
い
つ
わ
ら
う
つ
も
の
ぐ
る
ひ
と
﹂
と
対
照
す
る
と
︑
冒
頭
部
分

の
﹁
は
づ
か
し
や
﹂
と
﹁
な
つ
か
し
や
﹂
と
の
相
違
を
除
け
ば
︑
両
者
は
一
致

し
て
い
る
︒
よ
っ
て
︑
﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
こ
の
場
面
で
︑
宇
治
江
が
歌

う
歌
謡
は
長
唄
﹁
関
寺
小
町
﹂
だ
と
判
断
で
き
る
︒

﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
宇
治
江
が
智
積
院
の
僧
と
い
る
場
面
の
展
開
に
︑

長
唄
﹁
関
寺
小
町
﹂
の
展
開
を
付
け
加
え
る
と
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒

①

宇
治
江
は
︑
京
の
智
恩
院
の
古
門
前
に
い
る
︒

②

宇
治
江
は
︑
舞
子
で
あ
る
︒

③

宇
治
江
は
︑
か
わ
っ
た
装
い
を
し
て
い
る
︒

④

宇
治
江
は
︑
三
味
線
に
合
わ
せ
︑
歌
謡
を
歌
う
︒

⑤

宇
治
江
は
︑﹁
関
寺
小
町
﹂
を
歌
う
︒

イ

小
野
小
町
は
︑
落
ち
ぶ
れ
る
︒

ロ

小
野
小
町
は
︑
深
草
少
将
と
の
恋
を
懐
か
し
く
語
る
︒

⑥

宇
治
江
は
︑
物
も
ら
い
に
な
っ
た
小
野
小
町
と
似
て
い
る
︒

⑦

宇
治
江
と
智
積
院
の
僧
と
の
間
で
︑﹁
恋
﹂
に
関
す
る
口
説
が
展
開
さ

れ
る
︒

⑧

宇
治
江
と
僧
と
の
口
説
が
終
わ
っ
た
後
で
︑
石
河
五
郎
市
の
﹁
窃
盗
﹂

に
関
す
る
物
語
が
始
ま
る
︒

従
来
の
研
究
で
は
︑﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
宇
治
江
と
智
積
院
の
僧
と
の

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

二
九



口
説
が
︑
謡
曲
﹃
卒
塔
婆
小
町
﹄
の
小
野
小
町
と
高
野
山
の
僧
と
の
問
答
に
関

連
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る⑦
︒

謡
曲
﹃
卒
塔
婆
小
町⑧
﹄
の
展
開
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
︒

①

小
野
小
町
は
︑
山
の
中
の
隠
家
に
い
る
︒

②

小
野
小
町
は
︑
隠
居
し
て
い
る
姥
で
あ
る
︒

③

小
野
小
町
は
︑
質
素
な
服
装
を
し
て
い
る
︒

④

小
野
小
町
は
︑
落
ち
ぶ
れ
る
︒

⑤

小
野
小
町
は
︑
物
も
ら
い
に
な
る
︒

⑥

小
野
小
町
と
僧
と
の
間
で
︑
教
義
に
関
す
る
口
説
が
展
開
さ
れ
て
い
る
︒

⑦

小
野
小
町
は
︑
深
草
少
将
と
の
恋
を
懐
か
し
く
語
る
︒

⑧

小
野
小
町
と
僧
と
の
口
説
が
終
わ
る
︒

ま
た
︑
日
野
龍
夫
の
﹁
秋
成
と
時
代
物
浄
瑠
璃
﹂
に
よ
る
と
︑
謡
曲
﹃
卒
塔

婆
小
町
﹄
の
教
義
問
答
を
色
欲
問
答
へ
と
変
え
る
パ
ロ
デ
ィ
ー
は
︑
浄
瑠
璃
作

品
﹃
都
年
玉
﹄
︑
﹃
五
穀
色
紙
﹄
に
も
見
出
せ
る
︒

﹃
都
年
玉⑨
﹄
三
段
目
の
小
野
小
町
と
鉢
敲
き
と
の
口
説
の
場
面
の
展
開
は
︑

左
記
の
通
り
で
あ
る
︒

①

小
野
小
町
は
︑
化
野
に
つ
く
︒

②

小
野
小
町
は
︑
関
白
公
義
実
の
娘
で
︑
深
草
少
将
と
駆
け
落
ち
を
す
る
︒

③

小
野
小
町
は
︑
自
分
の
姿
も
髪
も
乱
れ
に
す
る
︒

④

小
野
小
町
は
︑
鉢
敲
き
を
騙
す
た
め
︑
死
ん
だ
馴
染
み
客
の
妄
執
に
と

り
つ
か
れ
て
物
狂
い
と
な
っ
た
島
原
の
傾
城
音
羽
に
な
り
す
ま
す
︒

⑤

小
野
小
町
は
︑
傾
城
音
羽
に
な
り
す
ま
し
︑
馴
染
み
客
と
の
恋
を
懐
か

し
く
語
る
︒

⑥

小
野
小
町
と
鉢
敲
き
と
の
間
で
︑﹁
恋
﹂
に
関
す
る
口
説
が
展
開
さ
れ

て
い
る
︒

⑦

二
人
の
僧
が
逃
げ
て
行
く
と
︑
小
野
小
町
は
︑
隠
れ
て
い
た
深
草
少
将

を
呼
び
出
す
︒

﹃
五
穀
色
紙⑩
﹄
の
二
人
の
鉢
敲
き
と
出
会
う
場
面
で
は
︑
小
野
小
町
と
共
に

駆
落
ち
を
す
る
深
草
少
将
は
︑
贋
物
狂
い
に
な
り
︑
鉢
敲
き
と
口
説
を
展
開
す

る
︒﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
で
︑
僧
と
口
説
を
展
開
す
る
宇
治
江
は
女
性
で
あ

る
が
︑﹃
五
穀
色
紙
﹄
で
︑
鉢
敲
き
と
口
説
を
展
開
す
る
深
草
少
将
は
男
性
で

あ
る
︒
つ
ま
り
︑
主
要
人
物
の
設
定
か
ら
見
れ
ば
︑﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の

舞
子
宇
治
江
と
僧
と
の
口
説
の
場
面
は
︑
﹃
五
穀
色
紙
﹄
の
深
草
少
将
が
贋
物

狂
い
に
な
っ
て
︑
二
人
の
鉢
敲
き
と
の
口
説
の
場
面
と
完
全
に
違
う
︒

小
町
物
を
調
べ
て
み
れ
ば
︑
謡
曲
﹃
卒
塔
婆
小
町
﹄
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
は
︑
浄

瑠
璃
作
品
﹃
七
小
町⑪
﹄
五
段
目
﹁
卒
塔
婆
小
町
﹂
に
も
見
ら
れ
る
︒

﹃
七
小
町
﹄
五
段
目
﹁
卒
塔
婆
小
町
﹂
に
お
け
る
お
蘭
の
方
に
ま
つ
わ
る
物

語
の
展
開
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
︒

①

お
蘭
の
方
は
︑
山
の
中
の
隠
家
に
い
る
︒

②

お
蘭
の
方
は
︑
深
草
少
将
の
怨
念
に
と
り
つ
か
れ
︑
正
気
を
失
う
︒

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

三
〇



﹃
七
小
町
』

お
蘭
の
方

△
︵
＊
�
︶

⑥

物
も
ら
い
に
な
る
︒
︵
小
野
小
町
の
ま
ね
を
す
る
︶

×

×

①

京
の
智
恩
院
の
古
門
前
に
い
る
︒

︻
表
�
︼

︵
＊
�
︶
﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
宇
治
江
が
小
野
小
町
の
ま
ね
を
す
る
と
い
う
設
定
を
除
け
ば
︑
主
人
公
が
落
ち
ぶ
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
︑
宇
治
江
が
謡
曲

﹃
卒
塔
婆
小
町
﹄
の
小
野
小
町
と
一
致
す
る
し
︑
昔
の
恋
を
懐
か
し
く
語
る
と
い
う
設
定
に
お
い
て
︑
宇
治
江
が
謡
曲
﹃
卒
塔
婆
小
町
﹄
の
小
野
小
町
︑

﹃
都
年
玉
﹄
の
小
野
小
町
︑
﹃
七
小
町
﹄
の
お
蘭
の
方
と
似
通
う
︒
さ
ら
に
︑
物
も
ら
い
に
な
る
と
い
う
設
定
に
お
い
て
︑
宇
治
江
が
謡
曲
﹃
卒
塔
婆
小
町
﹄

の
小
野
小
町
と
符
合
す
る
︒

︵
＊
�
︶
﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
で
は
︑
宇
治
江
と
僧
と
の
口
説
が
終
わ
っ
て
か
ら
︑
石
河
五
郎
市
の
﹁
窃
盗
﹂
に
関
す
る
物
語
が
始
ま
る
︒﹃
都
年
玉
﹄
三
段
目
で

は
︑
二
人
の
僧
が
逃
げ
て
行
っ
た
後
︑
小
野
小
町
は
隠
れ
て
い
た
深
草
少
将
を
呼
び
出
す
︒
口
説
が
終
わ
っ
て
か
ら
︑
物
語
の
新
し
い
展
開
が
始
ま
る
と
い

う
点
に
お
い
て
︑
両
者
は
似
通
っ
て
い
る
︒
だ
が
︑
新
し
く
展
開
さ
れ
た
内
容
に
お
い
て
︑
両
者
は
異
な
る
︒

﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三

宇
治
江

謡
曲
﹃
卒
塔
婆
小
町
』

小
野
小
町

﹃
都
年
玉
』

小
野
小
町

⑤
︱
ロ

昔
の
恋
を
懐
か
し
く
語
る
︒
︵
小
野
小
町
の
ま
ね
を
す
る
︶

△
︵
＊
�
︶

△
︵
＊
�
︶

⑤
︱
イ

落
ち
ぶ
れ
る
︒
︵
小
野
小
町
の
ま
ね
を
す
る
︶

④

三
味
線
に
合
わ
せ
︑
歌
謡
を
歌
う
︒

× ○ × △
︵
＊
�
︶

×

×

⑦

﹁
恋
﹂
に
関
す
る
口
説
が
展
開
さ
れ
る
︒

×

○

⑧

口
説
が
終
わ
っ
た
後
で
︑
﹁
窃
盗
﹂
に
関
す
る
物
語
が
始
ま
る
︒

×

△
︵
＊
�
︶

△
︵
＊
�
︶

無

無 ×

×

×

②

舞
子
で
あ
る
︒

無

無

無

③

か
わ
っ
た
装
い
を
し
て
い
る
︒

×

×

×

﹃
諸
道
聴
耳
世
間
狙
﹄
に
お
け
る
演
劇
作
品
の
利
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に
つ
い
て
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③

お
蘭
の
方
は
︑
隠
居
し
て
い
る
老
女
で
あ
る
︒

④

お
蘭
の
方
と
高
野
聖
の
姿
と
な
っ
た
八
雲
皇
子
と
の
間
で
︑﹁
恋
﹂
に

関
す
る
口
説
が
展
開
さ
れ
て
い
る
︒

⑤

お
蘭
の
方
は
︑
小
野
小
町
と
深
草
少
将
と
の
恋
を
懐
か
し
く
語
る
︒

⑥

お
蘭
の
方
と
高
野
聖
の
姿
と
な
っ
た
八
雲
皇
子
と
の
口
説
が
終
わ
っ
た

後
で
︑
お
蘭
の
方
が
︑
父
の
丸
太
夫
と
共
に
正
気
を
失
い
︑
泣
き
伏
す
︒

さ
ら
に
︑﹃
七
小
町
﹄
四
段
目
で
︑
小
野
家
か
ら
出
よ
う
と
す
る
お
蘭
の
方

は
︑
質
素
な
服
装
に
着
替
え
る
︒

上
述
し
た
内
容
を
ま
と
め
︑﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
宇
治
江
と
僧
と
の
口

説
の
場
面
で
︑
宇
治
江
の
人
物
造
形
と
諸
演
劇
作
品
と
の
関
連
性
を
整
理
す
る
︒

表
�
の
よ
う
に
︑
﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
宇
治
江
と
僧
と
の
口
説
の
場
面

は
︑
謡
曲
﹃
卒
塔
婆
小
町
﹄︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
都
年
玉
﹄︑﹃
七
小
町
﹄
と
関
連

性
を
持
っ
て
い
る
︒
な
お
︑
本
文
の
詞
章
に
お
い
て
は
︑
謡
曲
﹃
卒
塔
婆
小

町
﹄
と
類
似
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
は
︑﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
宇

治
江
と
僧
と
の
口
説
の
場
面
に
お
い
て
︑

①

宇
治
江
は
︑
京
の
智
恩
院
の
古
門
前
に
い
る
︒

②

宇
治
江
は
︑
舞
子
で
あ
る
︒

③

宇
治
江
は
︑
か
わ
っ
た
装
い
を
し
て
い
る
︒

④

宇
治
江
は
︑
三
味
線
に
合
わ
せ
︑
歌
謡
を
歌
う
︒

と
い
う
四
つ
の
設
定
が
︑
謡
曲
﹃
卒
塔
婆
小
町
﹄︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
都
年
玉
﹄︑

﹃
七
小
町
﹄
の
設
定
と
対
応
し
な
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
︒

二

石
河
五
郎
市
に
ま
つ
わ
る
﹁
窃
盗
﹂

﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
石
河
五
郎
市
の
出
生
の
設
定
と
関
連
す
る
演
劇
作

品
に
つ
い
て
︑
森
山
重
雄
は
﹃
上
田
秋
成
初
期
浮
世
草
子
評
釈
﹄
で
は
︑
﹃
堀

川
夜
討
﹄︑﹃
釜
淵
雙
級
巴
﹄
を
指
摘
し
た
︒
ま
た
︑
前
掲
の
日
野
龍
夫
の
﹁
秋

成
と
時
代
物
浄
瑠
璃
﹂
で
は
︑
﹃
七
小
町
﹄
︑﹃
昔
男
春
日
野
小
町
﹄
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
︒
そ
の
中
で
︑
庚
申
の
夜
の
一
夜
の
契
り
で
男
の
子
を
孕
む
と
い
う

趣
向
の
み
な
ら
ず
︑
庚
申
の
夜
に
や
ど
る
子
が
盗
み
を
す
る
と
い
う
物
語
の
展

開
に
関
わ
る
重
要
な
特
徴
に
お
い
て
も
︑﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
石
河
五
郎

市
が
︑
演
劇
作
品
﹃
釜
淵
雙
級
巴⑫
﹄
の
石
川
五
右
衛
門
と
似
通
っ
て
い
る
︒
さ

ら
に
︑
主
人
公
の
名
前
か
ら
み
れ
ば
︑
﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
石
河
五
郎
市

が
︑
盗
賊
石
川
五
右
衛
門
を
示
唆
し
て
い
る
︒

さ
て
︑﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
で
は
︑
石
河
五
郎
市
の
﹁
窃
盗
﹂
行
為
に
関

す
る
描
写
は
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

①

宇
治
江
は
猶
も
腹
た
て
ゝ

川
竹
の
勤
な
り
や
こ
そ
あ
し
か
ら
め
嬶
な
ら
何
か
く
る
し
か
る
べ
き

と
お
こ
り
ち
ら
し
て
帰
り
け
る
︒
扨
此
宇
治
江
が
卅
四
五
の
比
︒
庚
申
の

夜
祇
園
町
の
一
力
で
大
よ
せ
の
雑
喉
寝
に
︒
鬼
若
の
弁
蔵
と
い
ふ
幇
間
に

く
ど
か
れ
て
︒
た
つ
た
一
度
で
其
種
を
孕
み
︒
産
お
と
せ
し
は
玉
の
や
う

﹃
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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な
男
の
子
︒
︵
中
略
︶②
十
一
二
よ
り
舞
と
三
絃
を
仕
こ
み
て
︒
名
は
石
河

五
郎
市
と
付
て
宮
川
町
の
四
匁
花
︒
よ
い
子
じ
や
と
評
判
よ
く
江
戸
の
親

方
が
百
両
に
飛
付
て
談
合
す
れ
ば
︒
一
人
子
な
が
ら
又
出
世
の
種
に
も
と

十
五
の
春
よ
り
江
戸
へ
下
し
け
る
に
︒③
堺
町
で
も
見
事
な
繁
昌
︒
傍
輩
の

子
供
を
売
ひ
し
け
ば
︒
親
方
も
近
年
の
銀
箱
と
︒︵
中
略
︶④
さ
れ
ば
庚
申

の
夜
に
や
ど
る
子
は
と
下
世
話
に
い
ふ
に
ち
が
ひ
な
く
︒
此
五
郎
市
と
か

く
手
癖
が
わ
る
く
︒
客
の
寝
入
る
を
考
へ
て
涕
紙
袋
の
中
を
探
し
︒
一
歩

小
玉
銀
に
か
ぎ
ら
ず
︒
目
に
つ
い
た
物
を
は
づ
し
け
れ
ば
︒⑤
寝
ご
き
か
浦

の
客
衆
も
度
か
さ
な
れ
ば
気
が
付
て
︒︵
中
略
︶⑥
迚
も
な
を
ら
ぬ
根
性
と

見
か
ぎ
り
果
て
長
の
い
と
ま
︒
京
の
親
へ
も
聞
へ
た
れ
ば
内
へ
も
ど
る
な

勘
当
ぞ
と
︒
︵
中
略
︶⑦
引
と
め
ら
れ
て
挑
灯
の
あ
か
り
に
ち
ら
と
見
た
顔

じ
や
︒
た
し
か
堺
町
の
五
郎
市
と
立
も
ど
り
し
が
気
が
付
て
︒
腰
の
巾
着

あ
る
か
と
見
れ
ば
南
無
三
は
や
仕
て
や
ら
れ
た

(﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
︶︵
傍
線
︑
番
号
引
用
者
)

﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
石
河
五
郎
市
の
﹁
窃
盗
﹂
に
関
す
る
展
開
は
次
の

よ
う
で
あ
る
︒

①

宇
治
江
と
僧
と
の
口
説
が
終
わ
っ
た
後
で
︑
石
河
五
郎
市
の
﹁
窃
盗
﹂

に
関
す
る
物
語
が
始
ま
る
︒

②

石
河
五
郎
市
は
︑
上
方
で
舞
と
三
弦
を
習
い
︑
江
戸
の
親
方
に
雇
わ
れ

た
た
め
︑
江
戸
へ
行
く
︒

③

石
河
五
郎
市
は
︑
江
戸
で
働
き
︑
親
方
を
養
っ
て
い
た
︒

④

石
河
五
郎
市
は
︑
庚
申
の
夜
に
孕
ん
だ
子
な
の
で
︑
は
か
ら
ず
も
窃
盗

を
始
め
る
︒

⑤

石
河
五
郎
市
は
︑
何
度
も
窃
盗
を
す
る
︒

⑥

石
河
五
郎
市
は
︑
捕
ま
り
︑
勘
当
の
罰
を
受
け
る
︒

⑦

石
河
五
郎
市
は
︑
罰
を
受
け
て
も
︑
人
々
の
不
用
心
に
よ
っ
て
︑
窃
盗

が
止
ま
な
い
︒

前
述
し
た
よ
う
に
︑﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
石
河
五
郎
市
は
︑
出
生
に
お

い
て
︑
演
劇
作
品
﹃
釜
淵
雙
級
巴
﹄
の
石
川
五
右
衛
門
と
関
連
し
て
い
る
︒

﹃
釜
淵
雙
級
巴
﹄
で
は
︑
石
川
五
右
衛
門
の
﹁
窃
盗
﹂
行
為
は
︑
次
の
よ
う

に
展
開
さ
れ
て
い
る
︒

①

冒
頭
か
ら
石
川
五
右
衛
門
に
関
す
る
物
語
が
始
ま
る
︒

②

石
川
五
右
衛
門
は
︑
河
内
で
の
畑
仕
事
が
嫌
い
で
︑
人
の
物
を
我
が
物

に
す
る
た
め
︑
河
内
か
ら
追
い
出
さ
れ
︑
都
に
の
ぼ
る
︒

③

石
川
五
右
衛
門
は
︑
都
で
窃
盗
を
す
る
︒

④

石
川
五
右
衛
門
は
︑
武
士
に
な
り
た
い
た
め
︑
窃
盗
を
始
め
る
︒

⑤

石
川
五
右
衛
門
は
︑
何
度
も
窃
盗
を
す
る
︒

⑥

石
川
五
右
衛
門
は
︑
捕
ま
り
︑
釜
煎
り
の
罰
を
受
け
る
︒

⑦

石
川
五
右
衛
門
は
︑
罰
を
受
け
て
も
︑
人
々
の
不
用
心
に
よ
っ
て
︑
盗

賊
が
ま
た
出
て
く
る
と
予
言
す
る
︒

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

三
三



×

×

①

口
説
が
終
わ
っ
た
後
で
︑
﹁
窃
盗
﹂
に
関
す
る
物
語
が
始
ま
る
︒

︻
表
�
︼

︵
＊
︶
﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
で
は
︑
石
河
五
郎
市
は
︑
罰
を
受
け
て
も
︑
人
々
の
不
用
心
に
よ
っ
て
︑
窃
盗
が
止
ま
な
い
︒
演
劇
作

品
﹃
釜
淵
雙
級
巴
﹄
で
は
︑
石
川
五
右
衛
門
は
︑
罰
を
受
け
て
も
︑
人
々
の
不
用
心
に
よ
っ
て
︑
盗
賊
が
ま
た
出
て
く
る
と
予
言

す
る
︒
浄
瑠
璃
作
品
﹃
石
川
五
右
衛
門
﹄
で
は
︑
石
川
五
右
衛
門
は
︑
罰
を
受
け
て
も
︑
盗
賊
が
絶
え
な
い
と
予
言
す
る
︒
即
ち
︑

主
人
公
が
罰
を
受
け
て
も
︑
窃
盗
は
止
ま
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
︑
三
者
は
一
致
す
る
︒
し
か
し
︑
窃
盗
が
止
ま
な
い
原
因
に

つ
い
て
︑﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
は
︑
演
劇
作
品
﹃
釜
淵
雙
級
巴
﹄
と
同
じ
︑
人
々
の
不
用
心
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
︑
浄
瑠
璃

作
品
﹃
石
川
五
右
衛
門
﹄
で
は
︑
何
の
設
定
も
な
い
︒
そ
し
て
︑
﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
で
は
︑
石
河
五
郎
市
は
生
き
残
っ
て
い

る
が
︑
演
劇
作
品
﹃
釜
淵
雙
級
巴
﹄
︑
﹃
石
川
五
右
衛
門
﹄
で
は
︑
石
川
五
右
衛
門
は
︑
釜
煎
り
の
罰
を
受
け
︑
死
ん
で
し
ま
う
︒

よ
っ
て
︑
窃
盗
を
続
け
る
人
物
に
お
い
て
︑
﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
は
︑
演
劇
作
品
﹃
釜
淵
雙
級
巴
﹄︑﹃
石
川
五
右
衛
門
﹄
と
異

な
る
︒

﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三

石
河
五
郎
市

﹃
釜
淵
雙
級
巴
﹄

石
川
五
右
衛
門

﹃
石
川
五
右
衛
門
﹄

石
川
五
右
衛
門

⑥

捕
ま
り
︑
罰
を
受
け
る
︒

○

○

⑤

何
度
も
窃
盗
を
す
る
︒

④

は
か
ら
ず
も
窃
盗
を
始
め
る
︒

⑦

罰
を
受
け
て
も
︑
人
々
の
不
用
心
に
よ
っ
て
︑
窃
盗
が
止
ま
な
い
︒

△
︵
＊
︶

△
︵
＊
︶

○

○ ×

×

②

親
方
の
関
係
で
居
場
所
が
変
わ
る
︒

×

×

③

自
分
が
働
い
て
︑
親
方
を
養
っ
て
い
た
︒

×

×

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

三
四



と
こ
ろ
で
︑
周
知
の
よ
う
に
︑
石
川
五
右
衛
門
を
扱
っ
た
最
も
早
い
浄
瑠
璃

作
品
と
し
て
は
︑
松
本
治
太
夫
正
本
﹃
石
川
五
右
衛
門⑬
﹄
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

浄
瑠
璃
作
品
﹃
石
川
五
右
衛
門
﹄
の
石
川
五
右
衛
門
の
﹁
窃
盗
﹂
行
為
に
関

す
る
描
写
は
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

①

遠
州
の
大
野
家
の
お
家
騒
動
の
内
容
が
終
わ
っ
た
後
で
︑
石
川
五
右
衛

門
︵
眞
田
藏
之
進
ゆ

（
マ

き
つ
らマ

）

︶
に
関
す
る
物
語
が
始
ま
る
︒

②

石
川
五
右
衛
門
は
︑
遠
州
で
武
家
奉
公
を
し
て
い
た
が
︑
大
野
家
の
お

家
騒
動
の
た
め
河
内
へ
行
く
︒

③

石
川
五
右
衛
門
は
︑
河
内
で
妻
子
お
よ
び
彌
之
介
と
一
緒
に
働
き
な
が

ら
︑
暮
ら
し
て
い
る
︒

④

石
川
五
右
衛
門
は
︑
貧
苦
に
迫
ら
れ
︑
窃
盗
を
始
め
る
︒

⑤

石
川
五
右
衛
門
は
︑
何
度
も
窃
盗
を
す
る
︒

⑥

石
川
五
右
衛
門
は
︑
捕
ま
り
︑
釜
煎
り
の
罰
を
受
け
る
︒

⑦

石
川
五
右
衛
門
は
︑
自
分
が
罰
を
受
け
て
も
︑
盗
賊
は
絶
え
な
い
と
予

言
す
る
︒

上
述
し
た
﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
石
河
五
郎
市
の
﹁
窃
盗
﹂
に
関
す
る
展

開
を
︑
諸
演
劇
作
品
に
お
け
る
石
川
五
右
衛
門
の
﹁
窃
盗
﹂
行
為
に
関
す
る
描

写
と
比
較
す
る
︒

表
�
の
よ
う
に
︑
﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
石
河
五
郎
市
の
﹁
窃
盗
﹂
に
関

す
る
展
開
は
︑
演
劇
作
品
﹃
釜
淵
雙
級
巴
﹄︑﹃
石
川
五
右
衛
門
﹄
と
関
連
し
て

い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
石
河
五
郎
市
の
﹁
窃
盗
﹂
に
関

す
る
展
開
に
お
い
て
︑

①

宇
治
江
と
僧
と
の
口
説
が
終
わ
っ
た
後
で
︑
石
河
五
郎
市
の
﹁
窃
盗
﹂

に
関
す
る
物
語
が
始
ま
る
︒

②

石
河
五
郎
市
は
︑
上
方
で
舞
と
三
弦
を
習
い
︑
江
戸
の
親
方
に
雇
わ
れ

た
た
め
︑
江
戸
へ
行
く
︒

③

石
河
五
郎
市
は
︑
江
戸
で
働
き
︑
親
方
を
養
っ
て
い
た
︒

④

石
河
五
郎
市
は
︑
庚
申
の
夜
に
孕
ん
だ
子
な
の
で
︑
は
か
ら
ず
も
窃
盗

を
始
め
る
︒

と
い
う
四
つ
の
設
定
は
︑
演
劇
作
品
﹃
釜
淵
雙
級
巴
﹄
︑﹃
石
川
五
右
衛
門
﹄
に

お
け
る
石
川
五
右
衛
門
の
﹁
窃
盗
﹂
行
為
に
関
す
る
描
写
と
一
致
し
な
い
︒
だ

か
ら
︑﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
石
河
五
郎
市
の
﹁
窃
盗
﹂
行
為
と
よ
り
強
い

関
連
性
を
持
つ
作
品
が
︑
ほ
か
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

三

止
ま
な
い
﹁
恋
﹂
に
お
け
る
宇
治
江
と
吉
岡

こ
こ
ま
で
の
考
察
結
果
か
ら
見
れ
ば
︑﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
宇
治
江
と

僧
と
の
口
説
の
場
面
に
お
け
る
四
つ
の
設
定
は
︑
謡
曲
﹃
卒
塔
婆
小
町
﹄︑
浄

瑠
璃
作
品
﹃
都
年
玉
﹄︑
﹃
七
小
町
﹄
と
関
連
し
て
い
な
い
が
︑﹃
世
間
狙
﹄
三

之
巻
三
の
石
河
五
郎
市
は
︑
出
生
に
お
い
て
︑
演
劇
作
品
﹃
釜
淵
雙
級
巴
﹄
の

石
川
五
右
衛
門
と
緊
密
に
関
連
し
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

三
五



﹃
世
間
狙
﹄
が
脱
稿
さ
れ
た
明
和
元
年
︵
一
七
六
四
︶
十
一
月
ま
で
に
︑
上

方
で
上
演
さ
れ
た
石
川
五
右
衛
門
を
主
人
公
と
す
る
演
劇
作
品
と
し
て
は
︑

﹃
釜
淵
雙
級
巴
﹄
︑
﹃
石
川
五
右
衛
門
﹄
の
他
︑﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄︵
近
松
門
左
衛

門
作
︶
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
浄
瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡
染⑭
﹄
で
は
︑
人
の
前
で
︑

男
の
子
の
母
親
が
︑
三
味
線
に
合
わ
せ
て
歌
う
場
面
が
設
定
さ
れ
て
い
る
︒

九
重
ち
か
き
大
黒
舞①
東
寺
口
に
ぞ
着
給
ふ
︒

み
づ
な
の
花
を
︒
山
ぶ
き
の
︒
露
の
色
か
と
う
か
さ
れ
て
︒②
し
ゆ
し
や
か

の
か
は
づ
う
た
ひ
出
す
こ
ゑ
は
女
の
か
さ
の
う
ち
︒︵
中
略
︶
紙
子
の
袖

の
し
や
み
せ
ん
の
こ
ゑ
に
さ
そ
は
れ
︒
お
乗
物
の
内
へ
申
ま
す
る
︒③
私
は

江
戸
よ
し
原
三
う
ら
が
内
の
吉
岡
と
申
傾
城
の
な
れ
の
は
て
︒︵
中
略
︶

④

身
を
か
ざ
る
は
な
が
れ
の
役
せ
ん
か
た
つ
き
て
ふ
う
ぞ
く
を
︒
し
や
れ
に

ま
ぎ
ら
し
い
し
や
う
を
残
ら
ず
紙
子
に
し
て
︒⑤
門
立
道
中
あ
げ
屋
入
あ
ま

た
の
大
夫
天
神
の
︒
花
を
か
ざ
つ
た
一
ざ
へ
も
紙
子
で
く
が
い
を
つ
と
め

し
故
︒
後
に
は
そ
れ
が
異
名
と
な
り
紙
子
吉
岡
紙
子
げ
い
せ
い
と
た
め
し

な
き
名
を
立
ら
れ
し
も
︒⑥
か
の
お
ひ
と
り
を
思
ふ
故
か
さ
な
る
な
じ
み
の

し
る
し
に
︒
あ
の
子
を
も
ふ
け
し
こ
と
な
れ
ば
︒︵
中
略
︶
め
を
煩
ひ
て

勤
も
な
ら
ず
残
る
三
年
暇
を
も
ら
ひ
︒
男
の
行
ゑ
を
尋
る
為
お
も
し
ろ
か

ら
ぬ
三
味
せ
ん
引
︒︵
中
略
︶⑦
た
ゞ
一
せ
ん
の
あ
は
れ
み
を
此
子
に
か
け

て
と
い
ひ
さ
し
て
︒
涙
の
末
を
三
味
せ
ん
に
引
ま
ぎ
︒
ら
す
ぞ
あ
は
れ
成
︒

⑧

乗
物
よ
り
御
意
あ
れ
ば
お
そ
ば
の
こ
し
本
承
り
︒
是
々
其
け
ん
ば
う
と
云

人
は
︒
も
と
は
ど
こ
衆
其
子
を
お
ほ
た
お
や
じ
は
︒︵
中
略
︶
此
せ
が
れ

が
て
ゝ
親
也
ひ
な
が
た
づ
く
し
を
し
や
う
が
に
つ
ら
ね
︒︵
中
略
︶
と
て

も
の
お
じ
ひ
と
か
き
く
ど
け
ば
母
上
は
そ
な
た
よ
り
こ
な
た
の
心
す
い
り

や
う
あ
れ
︒
︵
中
略
︶⑨
お
さ
き
〳
〵
と
よ
ば
ゝ
る
こ
ゑ
よ
し
岡
も
よ
し
さ

ら
ば
︒
又
も
御
え
ん
の
有
迄
と
い
ひ
返
し
く
り
か
へ
す
︒︵
中
略
︶
紙
子

の
し
は
の
よ
る
べ
な
き
う
き
身
の
︒
す
ゑ
こ
そ
む
ざ
ん
な
れ
︒

千
里
も
一
ツ

歩
に
は
じ
ま
れ
り
︒
人
の
善
悪
一
念
の
き
ざ
し
に
よ
つ
て
こ

け
の
む
す
︒
い
は
ほ
共
成
ル

さ
ゞ
れ
石
の
石
川
五
右
衛
門
と
云
者
有
︒

(浄
瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
︶︵
傍
線
︑
番
号
引
用
者
)

浄
瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
の
傾
城
吉
岡
が
憲
法
の
母
︑
腰
元
と
い
る
場

面
の
展
開
は
︑
次
で
あ
る
︒

①

吉
岡
は
︑
東
寺
口
に
い
る
︒

②

吉
岡
は
︑
三
味
線
に
合
わ
せ
︑
歌
う
︒

③

吉
岡
は
︑
傾
城
で
あ
る
︒

④

吉
岡
は
︑
落
ち
ぶ
れ
る
︒

⑤

吉
岡
は
︑
か
わ
っ
た
装
い
を
し
て
い
る
︒

⑥

吉
岡
は
︑
香
春
久
太
郎
︵
憲
法
︶
と
の
恋
を
懐
か
し
く
語
る
︒

⑦

吉
岡
は
︑
物
も
ら
い
に
な
る
︒

⑧

吉
岡
と
憲
法
の
母
︑
腰
元
と
の
間
で
︑
﹁
恋
﹂
に
関
す
る
口
説
が
展
開

さ
れ
る
︒

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

三
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﹃
七
小
町
』

お
蘭
の
方

△
︵
＊
�
︶

⑥

物
も
ら
い
に
な
る
︒
︵
小
野
小
町
の
ま
ね
を
す
る
︶

×

×

①

京
の
智
恩
院
の
古
門
前
に
い
る
︒

︻
表
�
︼

︵
＊
�
︶
﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
宇
治
江
は
︑
智
恩
院
の
古
門
前
に
お
り
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
の
傾
城
吉
岡
は
︑
東
寺
口
に
い
る
︒
つ
ま
り
︑
両
者
と
も
寺
の
門
前
に
い
る
︒

︵
＊
�
︶
﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
宇
治
江
と
智
積
院
の
僧
と
の
口
説
の
場
面
で
は
︑
舞
子
宇
治
江
は
︑﹁
墨
に
染
て
も
お
心
に
色
香
が
あ
る
ゆ
へ
の
米
交
は
り
な
さ
れ
ま
す
の
で
は
な
い

か
へ
﹂
と
捲
し
立
て
︑
さ
ら
に
﹁
川
竹
の
勤
な
り
や
こ
そ
あ
し
か
ら
め
嬶
な
ら
何
か
く
る
し
か
る
べ
き
﹂
と
平
然
と
し
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
宇
治
江
の

舞
子
と
い
う
身
分
は
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
の
吉
岡
の
傾
城
と
い
う
身
分
と
似
通
っ
て
い
る
︒

︵
＊
�
︶
﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
宇
治
江
が
小
野
小
町
の
ま
ね
を
す
る
と
い
う
設
定
を
除
け
ば
︑
主
人
公
が
落
ち
ぶ
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
︑
宇
治
江
は
謡
曲
﹃
卒
塔
婆
小
町
﹄
の
小

野
小
町
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
の
吉
岡
と
一
致
す
る
し
︑
昔
の
恋
を
懐
か
し
く
語
る
と
い
う
設
定
に
お
い
て
も
︑
宇
治
江
は
謡
曲
﹃
卒
塔
婆
小
町
﹄
の
小
野
小
町
︑
浄

瑠
璃
作
品
﹃
都
年
玉
﹄
の
小
野
小
町
︑
﹃
七
小
町
﹄
の
お
蘭
の
方
︑﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
の
吉
岡
と
似
通
う
︒
さ
ら
に
︑
物
も
ら
い
に
な
る
と
い
う
設
定
に
お
い
て
︑
宇
治
江
が
謡
曲

﹃
卒
塔
婆
小
町
﹄
の
小
野
小
町
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
の
吉
岡
と
符
合
す
る
︒

︵
＊

︶
﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
で
は
︑
宇
治
江
と
僧
と
の
口
説
が
終
わ
っ
て
か
ら
︑
石
河
五
郎
市
の
﹁
窃
盗
﹂
に
関
す
る
物
語
が
始
ま
る
︒﹃
都
年
玉
﹄
三
段
目
で
は
︑
二
人
の
僧
が
逃

げ
て
行
っ
た
後
︑
小
野
小
町
は
隠
れ
て
い
た
深
草
少
将
を
呼
び
出
す
︒
口
説
が
終
わ
っ
て
か
ら
︑
物
語
の
新
し
い
展
開
が
始
ま
る
と
い
う
設
定
に
お
い
て
︑
両
者
は
似
通
っ
て
い

る
︒
だ
が
︑
新
し
く
展
開
さ
れ
る
内
容
に
お
い
て
︑
両
者
は
異
な
る
︒

﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三

宇
治
江

謡
曲
﹃
卒
塔
婆
小
町
』

小
野
小
町

﹃
都
年
玉
』

小
野
小
町

⑤
︱
ロ

昔
の
恋
を
懐
か
し
く
語
る
︒
︵
小
野
小
町
の
ま
ね
を
す
る
︶

△
︵
＊
�
︶

△
︵
＊
�
︶

⑤
︱
イ

落
ち
ぶ
れ
る
︒
︵
小
野
小
町
の
ま
ね
を
す
る
︶

④

三
味
線
に
合
わ
せ
︑
歌
謡
を
歌
う
︒

× ○ × △
︵
＊
�
︶

×

×

⑦

﹁
恋
﹂
に
関
す
る
口
説
が
展
開
さ
れ
る
︒

×

○

⑧

口
説
が
終
わ
っ
た
後
で
︑
﹁
窃
盗
﹂
に
関
す
る
物
語
が
始
ま
る
︒

×

△
︵
＊

︶

△
︵
＊
�
︶

無

無

○

傾
城
で
あ
る
︒
︵
＊
�
︶

東
寺
口
に
い
る
︒
︵
＊
�
︶

﹃
傾
城
吉
岡
染
』

吉
岡

×

×

×

②

舞
子
で
あ
る
︒

無

無

無

③

か
わ
っ
た
装
い
を
し
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

三
七



⑨

吉
岡
と
憲
法
の
母
︑
腰
元
と
の
口
説
が
終
わ
っ
た
後
で
︑
石
川
五
右
衛

門
の
﹁
窃
盗
﹂
に
関
す
る
物
語
が
始
ま
る
︒

﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
宇
治
江
と
僧
と
の
口
説
の
場
面
を
︑
謡
曲
﹃
卒
塔

婆
小
町
﹄︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
都
年
玉
﹄︑﹃
七
小
町
﹄︑﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
と
比
較

し
た
結
果
を
表
�
に
ま
と
め
る
︒

表
�
の
よ
う
に
︑
﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
宇
治
江
と
僧
と
の
口
説
の
場
面

は
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
の
傾
城
吉
岡
が
憲
法
の
母
︑
腰
元
と
い
る

場
面
と
︑
最
も
高
い
類
似
性
を
示
し
て
い
る
︒﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
宇
治

江
の
人
物
造
形
も
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
の
吉
岡
の
人
物
造
形
と
︑

最
も
高
い
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
︒

四

止
ま
な
い
﹁
窃
盗
﹂
に
お
け
る

石
河
五
郎
市
と
石
川
五
右
衛
門

上
記
の
考
察
で
は
︑﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
石
河
五
郎
市
の
﹁
窃
盗
﹂
に

関
す
る
四
つ
の
設
定
は
︑
演
劇
作
品
﹃
釜
淵
雙
級
巴
﹄︑﹃
石
川
五
右
衛
門
﹄
に

お
け
る
石
川
五
右
衛
門
の
﹁
窃
盗
﹂
行
為
と
対
応
し
な
い
︒

﹃
世
間
狙
﹄
が
脱
稿
さ
れ
た
明
和
元
年
︵
一
七
六
四
︶
十
一
月
ま
で
に
︑
上

方
で
上
演
さ
れ
た
石
川
五
右
衛
門
を
主
人
公
と
す
る
演
劇
作
品
と
し
て
︑﹃
石

川
五
右
衛
門
﹄
︑
﹃
釜
淵
雙
級
巴
﹄
の
他
︑﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄︵
近
松
門
左
衛
門

作
︶
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

山
田
和
人
は
︑
石
川
五
右
衛
門
の
﹁
窃
盗
﹂
行
為
に
関
し
て
︑

松
本
治
太
夫
正
本
が
︑
単
に
生
活
苦
か
ら
盗
み
を
働
く
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
説
明
叙
述
で
終
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
︑
本
作
で
は
︑
兵
法
の
師
匠
憲

法
に
献
身
的
に
仕
え
る
下
人
五
右
衛
門
が
︑
は
か
ら
ず
も
︑
盗
み
の
道
に

踏
み
入
る
か
た
ち
に
増
補
し
︑
そ
こ
か
ら
し
だ
い
に
盗
人
と
し
て
の
貫
禄

を
身
に
つ
け
て
い
く
五
右
衛
門
の
心
理
の
推
移
が
舞
台
の
滑
稽
な
演
技
と

相
俟
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
︒

︵﹁﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
の
方
法

︱
松
本
治
太
夫
正
本
﹃
石
川
五
右
衛
門
﹄

と
の
比
較
を
中
心
に

︱
﹂︶

(
傍
線
引
用
者
)

と
分
析
し
た⑮
︒﹁
兵
法
の
師
匠
憲
法
に
献
身
的
に
仕
え
る
下
人
五
右
衛
門
が
︑

は
か
ら
ず
も
︑
盗
み
の
道
に
踏
み
入
る
﹂
設
定
か
ら
︑
﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三

の
石
河
五
郎
市
の
人
物
造
形
と
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
の
石
川
五
右

衛
門
と
の
共
通
点
が
う
か
が
え
る
︒

浄
瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
で
は
︑
石
川
五
右
衛
門
の
﹁
窃
盗
﹂
行
為
に

関
す
る
物
語
は
︑
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
︒

①

お
さ
き
〳
〵
と
よ
ば
ゝ
る
こ
ゑ
よ
し
岡
も
よ
し
さ
ら
ば
︒︵
中
略
︶
人
の

善
悪
一
念
の
き
ざ
し
に
よ
つ
て
こ
け
の
む
す
︒
い
は
ほ
共
成
ル

さ
ゞ
れ
石

の
石
川
五
右
衛
門
と
云
者
有
︒②
け
ん
ば
う
に
兵
法
の
師
弟
の
け
い
約
し
ん

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

三
八



せ
つ
に
て
︒
一
言
ほ
う
を
ん
の
下
人
と
成
と
も
に
武
州
を
立
の
き
︒
か
み

が
た
に
ち
つ
居
し
て③
あ
る
ひ
は
か
た
に
棒
を
お
き
又
は
日
よ
う
小
ば
た
ら

き
︒
主
師
た
る
け
ん
ば
う
に
ず
い
じ
ゆ
ん
し
て
ぞ
は
ご
く
み
け
る
︒︵
中

略
︶④
五
右
衛
門
思
は
ず
な
ん
の
御
用
で
ご
ざ
る
と
い
ふ
︒
ム

ヽ
お
国
か
ら

や
と
ひ
の
人
足
七
蔵
と
は
そ
な
た
か
︒
や
い
︒
イ
ヤ

七
藏
と
は
そ
な
た
の

こ
と
か
︒
あ
ゝ
あ
ゝ
〳
〵
私
七
藏
お
国
か
ら
お
供
い
た
し
ま
し
た
と
︒
心

な
ら
ず
も
こ
た
ゆ
れ
ば
︒︵
中
略
︶
ぬ
す
み
の
口
が
明
て
き
た
と
心
は
い

き
〳
〵
は
い
〳
〵
と
︒

︵
浄
瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄︶︵
傍
線
︑
番
号
引
用
者
)

⑤

あ
の
石
川
と
は
か
の
ゑ
ど
の
五
右
衛
門
よ
︒
師
匠
を
お
も
ん
じ
我
を
は
ご

く
む
其
間
︒
不
慮
に
ぬ
す
み
を
し
お
ぼ
え
今
が
う
だ
う
の
大
将
也
︒

(浄
瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
中
之
巻
︶︵
傍
線
︑
番
号
引
用
者
)

⑥

此
大
ぜ
い
の
け
ん
も
ん
衆
に
今
五
右
衛
門
が
油
ぜ
め
︒
か
ま
い
り
に
あ
ふ

︵
中
略
︶⑦
去
な
が
ら
世
上
の
人
ぶ
用
心
か
ら
ぬ
す
み
に
あ
ふ
︒
ぬ
す
人
は

に
く
き
人
用
心
せ
ぬ
は
た
は
け
人
︒
人
に
ち
が
ひ
は
な
け
れ
共
皆
一
心
の

な
す
所
︒
五
右
衛
門
が
じ
せ
い
の
一
首
の
う
た
を
き
け
や
と
て
︒
石
川
や
︒

は
ま
の
ま
さ
ご
は
つ
く
る
共
世
に
ぬ
す
人
の
︒
た
ね
は
つ
き
せ
じ
︒

(浄
瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
下
之
巻
︶︵
傍
線
︑
番
号
引
用
者
)

浄
瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
の
石
川
五
右
衛
門
の
﹁
窃
盗
﹂
行
為
に
関
す

る
展
開
は
︑
次
の
通
り
で
あ
る
︒

①

吉
岡
と
憲
法
の
母
︑
腰
元
と
の
口
説
が
終
わ
っ
た
後
で
︑
石
川
五
右
衛

門
の
﹁
窃
盗
﹂
に
関
す
る
物
語
が
始
ま
る
︒

②

石
川
五
右
衛
門
は
︑
江
戸
で
兵
法
を
習
い
︑
そ
の
後
︑
師
匠
と
一
緒
に

上
方
へ
行
く
︒

③

石
川
五
右
衛
門
は
︑
上
方
で
働
き
︑
師
匠
を
養
っ
て
い
た
︒

④

石
川
五
右
衛
門
は
︑
人
々
の
不
用
心
に
︑
は
か
ら
ず
も
窃
盗
を
始
め
る
︒

⑤

石
川
五
右
衛
門
は
︑
何
度
も
窃
盗
を
す
る
︒

⑥

石
川
五
右
衛
門
は
︑
捕
ま
り
︑
釜
煎
り
の
罰
を
受
け
る
︒

⑦

石
川
五
右
衛
門
は
︑
罰
を
受
け
て
も
︑
人
々
の
不
用
心
に
よ
っ
て
︑
盗

賊
は
ま
た
出
て
く
る
と
予
言
す
る
︒

﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
石
河
五
郎
市
の
﹁
窃
盗
﹂
行
為
に
関
す
る
展
開
を
︑

演
劇
作
品
﹃
釜
淵
雙
級
巴
﹄
︑﹃
石
川
五
右
衛
門
﹄︑﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄︵
近
松
門

左
衛
門
作
︶
の
石
川
五
右
衛
門
の
﹁
窃
盗
﹂
行
為
と
比
較
し
た
結
果
を
表

に

ま
と
め
る
︒

表

の
よ
う
に
︑﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
石
河
五
郎
市
の
﹁
窃
盗
﹂
行
為

に
関
す
る
展
開
は
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
の
石
川
五
右
衛
門
の
﹁
窃

盗
﹂
場
面
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
石
河
五

郎
市
の
人
物
造
形
も
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
の
石
川
五
右
衛
門
の
人

物
造
形
と
︑
高
い
類
似
性
を
示
し
て
い
る
︒

こ
こ
ま
で
の
考
察
か
ら
︑﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
宇
治
江
と
僧
と
の
口
説

﹃
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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○

﹃
傾
城
吉
岡
染
』

石
川
五
右
衛
門

×

×

①

口
説
が
終
わ
っ
た
後
で
︑
﹁
窃
盗
﹂
に
関
す
る
物
語
が
始
ま
る
︒

︻
表

︼

︵
＊
�
︶
﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
石
河
五
郎
市
も
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
の
石
川
五
右
衛
門
も
︑
親
方
︵
師
匠
︶
の
関
係
で
︑
居
場
所
を
変
え
る
︒
そ
し
て
︑
二
人
と
も
最
初

の
頃
︑
自
分
で
働
い
て
︑
親
方
︵
師
匠
︶
を
養
っ
て
い
た
︒

︵
＊
�
︶
﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
で
は
︑
石
河
五
郎
市
は
︑
罰
を
受
け
て
も
︑
人
々
の
不
用
心
に
よ
っ
て
︑
窃
盗
が
止
ま
な
い
︒
演
劇
作
品
﹃
釜
淵
雙
級
巴
﹄︑﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
で
は
︑
石

川
五
右
衛
門
が
︑
罰
を
受
け
て
も
︑
人
々
の
不
用
心
に
よ
っ
て
︑
盗
賊
が
ま
た
出
て
く
る
と
予
言
す
る
︒
そ
れ
に
対
し
︑﹃
石
川
五
右
衛
門
﹄
で
は
︑
石
川
五
右
衛
門
が
︑
罰
を
受

け
て
も
︑
盗
賊
は
絶
え
な
い
と
予
言
す
る
︒
即
ち
︑
主
人
公
が
罰
を
受
け
て
も
︑
窃
盗
は
止
ま
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
︑
四
者
は
一
致
す
る
︒
し
か
し
︑
窃
盗
が
止
ま
な
い
原

因
に
つ
い
て
︑
﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
は
︑
演
劇
作
品
﹃
釜
淵
雙
級
巴
﹄︑﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
と
同
じ
︑
人
々
の
不
用
心
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
︑﹃
石
川
五
右
衛
門
﹄
で
は
︑
何
の

設
定
も
な
い
︒
そ
し
て
︑
﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
で
は
︑
石
河
五
郎
市
は
生
き
残
る
が
︑
演
劇
作
品
﹃
釜
淵
雙
級
巴
﹄︑﹃
石
川
五
右
衛
門
﹄︑﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
で
は
︑
石
川
五
右
衛

門
は
︑
釜
煎
り
の
罰
を
受
け
︑
死
ん
で
し
ま
う
︒
よ
っ
て
︑
窃
盗
を
続
け
る
人
物
に
お
い
て
︑﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
は
︑
演
劇
作
品
﹃
釜
淵
雙
級
巴
﹄︑﹃
石
川
五
右
衛
門
﹄︑﹃
傾

城
吉
岡
染
﹄
と
異
な
る
︒

﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三

石
河
五
郎
市

﹃
釜
淵
雙
級
巴
』

石
川
五
右
衛
門

﹃
石
川
五
右
衛
門
』

石
川
五
右
衛
門

⑥

捕
ま
り
︑
罰
を
受
け
る
︒

○

○

⑤

何
度
も
窃
盗
を
す
る
︒

△
︵
＊
�
︶

○ ○ ○

自
分
が
働
い
て
︑
師
匠
を
養
っ
て
い
た
︒
︵
＊
�
︶

師
匠
の
関
係
で
居
場
所
が
変
わ
る
︒
︵
＊
�
︶

④

は
か
ら
ず
も
窃
盗
を
始
め
る
︒

⑦

罰
を
受
け
て
も
︑
人
々
の
不
用
心
に
よ
っ
て
︑
窃
盗
が
止
ま
な
い
︒

△
︵
＊
�
︶

△
︵
＊
�
︶

○

○ ×

×

②

親
方
の
関
係
で
居
場
所
が
変
わ
る
︒

×

×

③

自
分
が
働
い
て
︑
親
方
を
養
っ
て
い
た
︒

×

×

﹃
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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の
場
面
は
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
の
傾
城
吉
岡
と
憲
法
の
母
︑
腰
元

と
の
口
説
の
場
面
と
︑
最
も
高
い
類
似
性
を
示
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
宇
治
江
の

人
物
造
形
も
︑
吉
岡
の
人
物
造
形
と
︑
最
も
高
い
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
︒

そ
の
上
︑﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
石
河
五
郎
市
の
﹁
窃
盗
﹂
行
為
に
関
す

る
物
語
の
展
開
は
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
の
石
川
五
右
衛
門
の
﹁
窃

盗
﹂
場
面
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
石
河
五
郎
市
の
人
物
造
形
も
︑
浄

瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
の
石
川
五
右
衛
門
の
人
物
造
形
と
︑
高
い
類
似
性

を
示
し
て
い
る
︒

つ
ま
り
︑﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
物
語
の
展
開
が
︑
舞
子
宇
治
江
の
恋
愛

譚
︑
石
河
五
郎
市
の
転
落
譚
と
い
う
二
つ
の
部
分
か
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
は
︑

浄
瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
の
傾
城
吉
岡
の
恋
愛
譚
と
石
川
五
右
衛
門
の
転

落
譚
か
ら
影
響
を
受
け
︑
設
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

さ
ら
に
︑﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
冒
頭
に
は
︑﹁
お
そ
ろ
し
き
物
老
の
化
粧

師
走
の
月
と
︒
近
松
門
左
衛
門
が
筆
ま
め
﹂
と
い
う
記
述
が
あ
る
︒
こ
こ
ま
で

の
﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
と
浄
瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄︵
近
松
門
左
衛
門

作
︶
と
の
関
連
性
に
関
す
る
検
討
か
ら
み
れ
ば
︑﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
と
浄

瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄︵
近
松
門
左
衛
門
作
︶
と
の
関
連
性
を
暗
示
す
る

た
め
︑﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
冒
頭
部
分
に
︑
意
図
的
に
近
松
門
左
衛
門
の

創
作
活
動
に
関
す
る
評
価
が
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

前
掲
の
山
田
和
人
の
論
説
に
よ
る
と
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
で
は
︑

﹃
石
川
五
右
衛
門
﹄
に
な
い
︑
東
寺
口
の
場
で
︑
母
︑
腰
元
と
口
説
を
展
開
す

る
傾
城
吉
岡
︑
及
び
師
匠
に
献
身
的
に
仕
え
て
い
た
が
︑
は
か
ら
ず
も
盗
み
の

道
に
踏
み
込
ん
で
し
ま
う
石
川
五
右
衛
門
像
が
描
か
れ
た
︒﹃
世
間
狙
﹄
三
之

巻
三
で
は
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
に
お
け
る
こ
の
二
つ
の
新
し
い
創

意
が
利
用
さ
れ
︑
僧
と
口
説
を
展
開
す
る
舞
子
宇
治
江
︑
及
び
自
分
が
働
い
て
︑

親
方
を
養
っ
て
い
た
が
︑
は
か
ら
ず
も
盗
み
の
道
に
足
を
踏
み
入
れ
る
石
河
五

郎
市
が
作
り
出
さ
れ
た
︒

ま
と
め

以
上
︑﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
の
物
語
の
展
開
が
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉

岡
染
﹄
と
最
も
強
い
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
た
め
︑﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
で

は
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
か
ら
影
響
を
受
け
︑
舞
子
宇
治
江
の
恋
愛

譚
︑
石
河
五
郎
市
の
転
落
譚
と
い
う
二
つ
の
部
分
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
を
論
証

し
て
き
た
︒

ま
た
︑﹃
世
間
狙
﹄
三
之
巻
三
で
は
︑
浄
瑠
璃
作
品
﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
に
お

い
て
新
し
く
増
補
さ
れ
た
東
寺
口
の
場
で
︑
母
︑
腰
元
と
口
説
を
展
開
す
る
傾

城
吉
岡
︑
及
び
師
匠
に
献
身
的
に
仕
え
て
い
た
が
︑
は
か
ら
ず
も
盗
み
の
道
に

踏
み
込
ん
で
し
ま
う
石
川
五
右
衛
門
の
人
物
像
が
利
用
さ
れ
︑
僧
と
口
説
を
展

開
す
る
舞
子
宇
治
江
︑
及
び
自
分
が
働
い
て
︑
親
方
を
養
っ
て
い
た
が
︑
は
か

ら
ず
も
盗
み
の
道
に
足
を
踏
み
入
れ
る
石
河
五
郎
市
の
人
物
像
が
描
き
出
さ
れ

﹃
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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た
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒

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
︑
演
劇
作
品
の
新
し
く
増
補
さ
れ
た
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

徳
田
武
﹁
秋
成
の
隠
微

︱
﹃
諸
道
聴
耳
世
間
猿
﹄
に
即
し
て

︱
﹂︵﹃
文
学
﹄

第
五
十
巻
第
五
号
︑
昭
和
五
十
七
年
五
月
十
日
︑
岩
波
書
店
︶
︒

③

日
野
龍
夫
﹁
秋
成
と
時
代
物
浄
瑠
璃
﹂
︵
﹃
文
学
﹄
第
五
十
巻
第
十
号
︑
昭
和
五
十

七
年
十
月
十
日
︑
岩
波
書
店
︶
︒

④

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
︶
︒

日
野
龍
夫
﹁
秋
成
と
時
代
物
浄
瑠
璃
﹂
︵
﹃
文
学
﹄
第
五
十
巻
第
十
号
︑
昭
和
五
十

七
年
十
月
十
日
︑
岩
波
書
店
︶
︒

日
野
龍
夫
﹁
秋
成
に
お
け
る
歴
史
と
人
間
﹂
︵
﹃
宣
長
・
秋
成
・
蕪
村
﹄︑
平
成
十

七
年
五
月
︑
ぺ
り
か
ん
社
︶
︒

⑤

﹃
上
田
秋
成
全
集
﹄
第
七
巻
︵
平
成
二
年
八
月
二
十
五
日
︑
中
央
公
論
社
︶
の

﹁
解
題
﹂
に
よ
れ
ば
︑
明
和
元
年
十
一
月
ま
で
に
﹃
世
間
狙
﹄
が
脱
稿
さ
れ
た
︒
ま

た
︑
高
田
衛
の
﹃
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
は
享
保
十
九
年
︵
一
七
三
四
︶
に
大
坂
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
︒

﹃
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

三
日
︑
八
木
書
店
︶︒

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

⑥

﹃
日
本
歌
謡
集
成
﹄
巻
八
近
世
編
︵
平
成
元
年
三
月
二
〇
日
︑
東
京
堂
︶
の
﹁
解

説
﹂
に
よ
れ
ば
︑﹁
寛
延
四
年
に
は
﹃
絲
の
調
﹄
が
出
た
が
︑
そ
れ
が
次
第
に
増
補

せ
ら
れ
︑
明
和
安
永
天
明
の
間
に
屢
次
改
正
せ
ら
れ
て
︑
遂
に
享
和
板
の
﹃
新
大
成

絲
の
調
﹄
を
見
る
に
至
り
︑︵
中
略
︶
他
と
の
權
衡
を
考
慮
し
て
享
和
元
年
板
の
新

大
成
絲
の
調
を
採
る
こ
と
に
﹂
し
た
︒

⑦

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
︶︒

森
山
重
雄
﹁﹃
上
田
秋
成
初
期
浮
世
草
子
評
釈
﹄
補
遺
﹂︵﹃
人
文
学
報
﹄
第
一
三

三
号
︑
昭
和
五
十
四
年
三
月
︑
国
書
刊
行
会
︶︒

日
野
龍
夫
﹁
秋
成
と
時
代
物
浄
瑠
璃
﹂︵﹃
文
学
﹄
第
五
十
巻
第
十
号
︑
昭
和
五
十

七
年
十
月
十
日
︑
岩
波
書
店
︶︒

神
楽
岡
幼
子
﹁﹃
世
間
狙
﹄
の
挿
絵
﹂︵﹃
国
文
学
﹄
第
七
十
号
︑
平
成
五
年
十
二

月
︑
関
西
大
学
国
文
学
会
︶︒

⑧

謡
曲
﹃
卒
塔
婆
小
町
﹄︵
新
日
本
古
典
文
学
大
系

﹃
謡
曲
百
番
﹄︑
平
成
十
年
三

57

月
︑
岩
波
書
店
︶︒

⑨

﹃
小
野
小
町
都
年
玉
﹄︵﹃
紀
海
音
全
集
﹄
第
二
巻
︑
昭
和
五
十
二
年
十
一
月
二
十

五
日
︑
清
文
堂
︶︒
底
本
︵
正
徳
三
︑
四
年
頃
の
正
月
か
︑
版
元
正
本
屋
西
沢
九
左

衛
門
版
︑
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
︶︒

⑩

﹃
大
和
歌
五
穀
色
紙
﹄︵﹃
古
浄
瑠
璃
正
本
集
加
賀
掾
編
﹄
第
五
︑
平
成
五
年
二
月

二
十
八
日
︑
大
学
堂
書
店
︶︒
底
本
︵
板
元
山
本
九
兵
衛
︵
推
定
︶
︑
東
京
大
学
教
養

学
部
国
文
学
研
究
室
蔵
︶︒

⑪

﹃
七
小
町
﹄︵﹃
竹
本
座
浄
瑠
璃
集
﹄︹
一
︺︑
昭
和
六
十
三
年
六
月
二
十
五
日
︑
国

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

四
二



書
刊
行
会
︶
︒
底
本
︵
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
蔵
︶
︒

⑫

﹃
七
條
河
原

釜
淵
雙
級
巴
﹄
︵
續
帝
國
文
庫

﹃
校
訂
並
木
宗
輔
浄
瑠
璃
集
﹄︑
明
治
三
十

19

三
年
二
月
二
十
八
日
︑
博
文
館
︶

⑬

﹃
石
川
五
右
衛
門
﹄
︵
﹃
徳
川
文
藝
類
聚

第
八

浄
瑠
璃
﹄
︑
昭
和
四
十
五
年
九
月

一
日
︑
國
書
刊
行
会
︶
︒

⑭

﹃
傾
城
吉
岡
染
﹄
︵
﹃
近
松
全
集
﹄
第
五
巻
︑
昭
和
六
十
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本
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﹃
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衛
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比
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を
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に
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国
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て
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