
阿
波
の
人
形
師
を
書
く

︱
小
説
に
お
け
る
人
物
造
型
の
方
法
と
歴
史
上
の
人
物
へ
の
視
線

︱
真

銅

正

宏

一
︑
人
形
忠
の
伝
記

石
川
淳
に
﹁
阿
波
の
デ
コ
忠
﹂︵﹃
別
冊
文
藝
春
秋
﹄
一
九
五
七
年
二
月
︶
と

い
う
文
章
が
あ
る
︒
﹃
諸
国
畸
人
伝
﹄︵
筑
摩
書
房
︑
一
九
五
七
年
一
〇
月
︶
の

一
編
で
あ
る
が
︑
伝
記
と
し
て
は
や
や
変
わ
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
と
い

う
の
も
︑
本
人
に
つ
い
て
の
記
録
が
少
な
く
︑
石
川
淳
も
︑﹁
当
の
デ
コ
忠
の

生
涯
に
つ
い
て
は
︑
記
録
の
拠
る
べ
き
も
の
が
無
い
︒︵
略
︶
い
や
︑
た
つ
た

一
つ
︑
書
い
た
も
の
が
あ
る
こ
と
は
あ
る
が
︑
就
い
て
見
る
に
︑
そ
れ
は
無
い

は
う
が
よ
か
つ
た
や
う
な
し
ろ
も
の
で
あ
つ
た
︒
す
な
は
ち
︑
デ
コ
忠
の
次
男

来
太
郎
が
亡
父
に
つ
い
て
書
き
し
る
し
た
未
完
の
槀
本
で
あ
る
︒﹂
と
書
い
て

い
る
︒
日
本
の
歴
史
記
述
は
︑
伝
記
に
限
ら
ず
︑
基
本
的
に
は
文
献
第
一
主
義

で
あ
る
︒
し
か
し
︑
考
え
て
み
れ
ば
︑
文
献
に
の
み
信
憑
性
を
頼
る
の
は
︑
誤

り
の
危
険
性
と
隣
り
合
わ
せ
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
そ
れ
で
も
︑

一
応
此
の
稿
本
に
拠
っ
て
︑
石
川
淳
は
﹁
デ
コ
忠
﹂
の
素
描
を
試
み
る
の
で
あ

る
︒そ

の
稿
本
と
は
︑
﹁
た
ま
た
ま
国
府
の
久
米
葉
舟
さ
ん
が
原
本
か
ら
手
写
し

た
も
の
を
わ
た
し
に
示
さ
れ
た
﹂
も
の
で
︑﹁
四
百
字
詰
罫
紙
に
て
二
百
五
十

枚
﹂
あ
る
︒
な
お
︑
石
川
淳
に
取
材
の
便
宜
を
図
っ
た
久
米
葉
舟
と
は
︑
後
に

見
る
人
形
浄
瑠
璃
研
究
家
の
久
米
惣
七
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
稿
本
に
つ
い
て
︑

次
の
よ
う
に
続
け
ら
れ
て
い
る
︒

わ
た
し
は
こ
れ
を
借
覧
し
て
︑
あ
き
れ
た
︒
ま
づ
表
紙
に
﹁
皇
国
無
類
日

下
開
山
総
本
家
人
形
忠
一
代
行
状
記
﹂
と
あ
り
︑
本
文
の
中
で
は
︑
佐
兵

衛
に
つ
い
て
﹁
天
地
に
恥
ぢ
ざ
る
芸
術
家
元
祖
大
先
生
﹂
と
し
る
し
︑
ま

た
天
然
み
づ
か
ら
の
こ
と
を
﹁
現
代
斯
界
の
明
星
名
僧
智
識
そ
し
て
内
外

に
其
名
を
得
た
る
横
山
天
然
即
ち
天
然
は
七
十
二
翁
其
人
で
あ
る
﹂
と
明

記
し
て
ゐ
る
︒
こ
れ
だ
け
で
も
︑
い
か
な
る
内
容
の
本
か
︑
お
ほ
よ
そ
想

阿
波
の
人
形
師
を
書
く

一
一
七



像
が
つ
く
だ
ら
う
︒
い
や
︑
想
像
を
絶
し
た
も
の
で
あ
る
︒
行
文
は
浪
花

節
の
調
子
を
張
り
あ
げ
て
︑
と
き
に
男
女
の
会
話
な
ん
ぞ
を
は
さ
み
︑
事

件
つ
ね
に
前
後
し
︑
首
尾
か
な
ら
ず
一
致
せ
ず
︑
そ
の
語
り
出
す
と
こ
ろ

は
痛
快
に
も
こ
と
ご
と
く
信
ず
る
に
た
り
な
い
︒

こ
の
よ
う
な
代
物
で
あ
る
が
︑
し
か
し
︑
悲
し
い
か
な
︑
こ
れ
を
読
ん
で
し

か
伝
記
を
書
け
な
い
こ
と
も
事
実
な
の
で
あ
る
︒
石
川
淳
も
︑
デ
コ
忠
自
身
の

﹁
畸
人
﹂
ぶ
り
に
つ
い
て
︑
こ
の
﹁
天
然
﹂
す
な
わ
ち
次
男
来
太
郎
が
綴
っ
た

こ
の
書
に
拠
り
︑
デ
コ
忠
の
像
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
︑
精
一
杯
再
現
に
努

め
て
い
る
︒

さ
う
い
つ
て
も
︑
こ
の
ト
ッ
パ
の
二
百
五
十
枚
の
中
に
は
︑
こ
こ
は
も

し
か
す
る
と
真
に
近
い
ら
し
い
と
錯
覚
さ
せ
る
や
う
な
部
分
が
無
い
こ
と

も
な
い
︒
さ
う
い
ふ
部
分
は
︑
枚
数
に
し
て
み
る
と
︑
ま
あ
三
枚
ぐ
ら
ゐ

の
も
の
だ
ら
う
︒
そ
し
て
︑
こ
の
ほ
か
に
は
デ
コ
忠
伝
の
た
め
の
文
献
的

資
料
は
無
い
︒
た
だ
︑
別
に
故
老
の
は
な
し
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
︒
げ
ん

に
︑
わ
た
し
は
故
老
に
つ
い
て
そ
の
は
な
し
を
聴
い
た
︒
し
か
し
︑
こ
の

故
老
と
て
も
︑
デ
コ
忠
の
行
実
に
つ
き
直
接
の
証
人
で
は
な
い
や
う
で
あ

つ
た
︒
す
な
は
ち
︑
い
ひ
つ
た
へ
で
あ
る
︒
そ
れ
な
ら
ば
︑
道
聴
塗
説
に

類
す
る
も
の
だ
ら
う
︒︵
略
︶
わ
た
し
は
か
の
浪
花
節
の
三
枚
分
と
︑
こ

の
い
ひ
つ
た
へ
の
断
片
と
に
拠
つ
て
︑
デ
コ
忠
伝
の
中
の
︑
軼
事
篇
の
中

の
︑
晩
年
の
章
の
︑
そ
の
ま
た
何
節
か
を
左
に
手
あ
た
り
に
列
記
し
て
お

く
︒
こ
の
中
に
も
ど
こ
か
に
ト
ッ
パ
が
ま
ぎ
れ
こ
ん
で
ゐ
た
と
し
て
も
︑

わ
た
し
の
知
つ
た
こ
と
で
な
い
︒

こ
う
し
て
書
き
連
ね
ら
れ
る
デ
コ
忠
の
伝
記
は
︑
概
ね
︑
久
米
惣
七
著
・
阿

波
木
偶
制
作
保
存
会
編
の
﹃
阿
波
の
人
形
師
と
人
形
芝
居
総
覧
﹄︵
創
思
社
出

版
︑
一
九
八
八
年
五
月
︶
の
中
の
︑﹁
人
形
忠
奇
談
﹂
と
い
う
章
に
書
か
れ
る

も
の
と
大
同
小
異
で
あ
る
︒
こ
ち
ら
は
︑
章
の
ト
ビ
ラ
に
﹁
昭
和
十
六
年
﹂
と

書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
︑
そ
の
伝
記
の
取
材
元
や
出
典
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
︒

お
そ
ら
く
久
米
惣
七
が
︑
天
狗
屋
久
吉
か
ら
の
直
接
の
聞
き
書
き
な
ど
を
元
に

書
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
︑
次
の
よ
う
な
記
述
か
ら
語
り
始
め
ら
れ
る
︒

︿
人
形
忠
﹀
は
天
保
十
三
年
︵
一
八
四
二
︶
二
月
二
日
︑
佐
兵
衛
の
長

男
と
し
て
名
東
郡
国
府
町
南
岩
延
︵
現
徳
島
市
︶
に
生
ま
れ
︑
後
に
同
町

和
田
に
移
っ
て
製
作
を
始
め
た
︒
姓
は
横
山
︑
清
水
︑
福
山
︑
大
江
な
ど

を
名
乗
り
︑
清
水
が
本
姓
で
︑
福
屋
が
屋
号
で
あ
っ
た
︒
清
水
は
妻
女
リ

ユ
の
方
の
姓
で
あ
っ
た
が
︑
ど
う
し
て
清
水
姓
を
名
乗
っ
た
か
判
ら
な
い
︒

生
前
多
く
の
奇
行
逸
話
を
残
し
て
明
治
四
十
五
年
︵
一
九
一
二
︶
六
月
九

日
︑
七
十
三
歳
で
没
し
た
︒

こ
の
と
お
り
︑
生
没
年
も
は
っ
き
り
し
て
お
り
︑
全
く
の
伝
説
中
の
人
物
と

い
う
わ
け
で
も
な
い
︒
こ
の
後
︑
こ
の
人
の
肝
腎
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
︑
次
の
順

で
語
ら
れ
る
︒

︵
�

︶
﹁
人
形
が
売
れ
る
と
﹁
福
が
這
入
っ
た
ぞ
﹂
と
連
呼
し
な
が
ら
和
田

阿
波
の
人
形
師
を
書
く

一
一
八



の
町
を
西
に
東
に
歩
き
ま
わ
り
︑︵
略
︶
和
田
の
子
供
が
大
体
揃
っ
た

こ
ろ
︑
一
軒
の
︑
駄
菓
子
屋
︵
略
︶
に
這
入
っ
て
︑
そ
こ
の
ま
ん
じ
ゅ

う
を
あ
る
だ
け
買
っ
て
し
ま
う
︒
そ
れ
を
自
分
の
最
も
信
仰
し
て
い
る

石
地
蔵
尊
︵
略
︶
に
お
そ
な
え
を
す
る
︒︵
略
︶
一
段
落
つ
い
た
こ
ろ

に
﹁
デ
コ
忠
﹂
は
子
供
達
を
一
列
に
並
べ
て
そ
の
ま
ん
じ
ゅ
う
を
与
え

る
の
で
あ
る
﹂︒

︵
�

︶
﹁
不
具
で
白
痴
の
﹁
宝
沢
﹂︵
デ
コ
忠
名
付
け
︶
と
い
う
当
時
二
十
七
︑

八
歳
の
男
を
一
番
可
愛
が
り
︑
子
供
の
よ
う
に
背
負
っ
て
﹁
ね
ん
ね
す

る
子
に
赤
べ
べ
着
せ
て
﹂
と
唄
い
な
が
ら
和
田
中
を
歩
き
廻
っ
た
︒

︵
略
︶
ね
だ
っ
て
聞
い
て
く
れ
な
い
時
は
﹁
こ
ら
デ
コ
忠
︑
あ
れ
買
え
﹂

と
ど
な
り
つ
け
る
の
で
あ
る
﹂︒

︵
�

︶
﹁
信
富
座
︵
徳
島
市
富
田
町
︶﹂
の
常
客
と
し
て
座
の
中
央
の
二
個
の

座
席
を
一
年
中
買
い
切
﹂
り
︑﹁
金
蒔
絵
を
施
し
た
重
箱
を
開
き
始
め

る
の
は
よ
い
が
︑
中
身
は
麦
粉
︵
お
ち
ら
し
︶
で
あ
る
︒
人
形
忠
は
こ

の
お
ち
ら
し
を
は
ね
な
が
ら
︑
に
ぎ
や
か
に
し
ゃ
べ
り
出
す
か
ら
た
ま

ら
な
い
︒
彼
の
口
か
ら
麦
粉
が
飛
ん
で
美
し
く
着
飾
っ
た
晴
れ
着
に
飛

び
か
か
る
﹂
︒

︵
�

︶
﹁
同
じ
信
富
座
で
観
衆
に
自
分
の
席
が
取
ら
れ
て
い
る
と
︑
持
っ
て

き
た
風
呂
敷
包
み
か
ら
︑
や
お
ら
お
ま
る
を
取
り
出
す
﹂︒﹁
先
客
達
は

遠
巻
き
に
し
て
引
き
下
が
っ
て
し
ま
う
︒︵
略
︶
芝
居
半
ば
に
そ
の
便

器
の
ふ
た
を
取
っ
た
デ
コ
忠
が
つ
か
み
出
し
た
の
は
穢
物
で
な
く
︑
海

山
の
珍
味
で
あ
っ
た
と
い
う
﹂︒

︵
�

︶
﹁
夏
に
な
る
と
︑
必
ず
鮎
喰
川
の
ほ
と
り
に
出
か
け
て
行
き
︑
馬
を

引
く
馬
子
︑
大
八
車
を
引
く
小
僧
︑
百
姓
な
ど
︑
通
る
も
の
を
呼
び
止

め
て
は
﹁
ま
ず
一
杯
﹂
と
砂
糖
水
を
ご
馳
走
す
る
︒︵
略
︶
ま
た
彼
は

あ
わ
れ
な
者
を
見
る
と
︵
略
︶
蚊
帳
で
も
着
物
で
も
︑
ふ
と
ん
で
も
︑

な
い
者
に
や
っ
て
し
ま
う
﹂︒

︵
�

︶
﹁
同
行
二
人
と
書
い
た
遍
路
が
通
り
か
か
る
と
必
ず
家
に
呼
び
込
ん

で
白
米
一
升
を
布
施
し
た
︒︵
改
行
︶
父
母
の
命
日
に
は
朝
早
く
か
ら

外
に
出
て
︑
前
を
通
る
遍
路
を
一
人
一
人
呼
び
込
ん
で
上
座
に
座
ら
せ
︑

高
膳
を
す
え
て
ご
馳
走
す
る
﹂
︒

︵
�

︶
﹁
骨
相
学
に
長
じ
︑
そ
の
判
断
は
常
に
的
中
し
た
﹂︒﹁
家
の
戸
口
に

は
い
つ
も
﹁
見
料
一
円
に
驚
く
も
の
は
入
る
べ
か
ら
ず
﹂
と
掲
げ
て
あ

っ
た
︒︵
略
︶
見
料
一
円
の
な
い
者
に
は
反
対
に
彼
か
ら
一
円
く
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
﹂︒

︵
	

︶
﹁
横
山
茂
平
と
い
う
人
︵
略
︶
の
家
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
こ
わ
れ
た

大
師
像
︵
略
︶
を
見
た
デ
コ
忠
は
︑
︵
略
︶
﹁
た
だ
で
直
さ
し
て
く
れ
と

は
言
わ
ぬ
︒
米
四
斗
に
炭
四
俵
を
持
っ
て
来
る
か
ら
直
さ
し
て
く
れ
﹂

と
再
三
た
の
ん
で
︑
き
れ
い
に
修
理
し
て
持
っ
て
来
た
﹂︒

︵



︶
﹁
日
頃
信
仰
し
て
い
た
中
津
峰
観
音
の
月
詣
り
に
限
っ
て
︵
略
︶
人

阿
波
の
人
形
師
を
書
く

一
一
九



力
車
に
乗
っ
て
行
っ
た
も
の
で
︑︵
略
︶
自
分
の
車
を
よ
け
て
く
れ
た

人
や
荷
車
に
対
し
て
﹁
へ
い
︑
こ
れ
を
﹂
と
車
の
上
か
ら
五
十
銭
玉
を

一
枚
ず
つ
与
え
て
行
く
の
で
あ
っ
た
﹂︒

︵

︶
﹁
四
国
霊
場
十
七
番
の
井
戸
寺
に
詣
っ
た
時
に
︑
門
前
の
見
す
ぼ
ら

10

し
い
︑
い
ざ
り
遍
路
に
米
一
俵
を
や
っ
た
︒
い
ざ
り
は
持
っ
て
行
く
こ

と
が
出
来
ず
三
ヶ

月
も
そ
こ
で
食
っ
た
﹂︒

︵

︶
﹁
十
六
番
観
音
寺
の
門
前
で
遍
路
に
手
の
切
れ
る
よ
う
な
十
円
札
を

11

差
し
出
し
た
﹂︒

︵

︶
﹁
津
田
町
の
漁
師
の
娘
が
芸
者
に
売
ら
れ
る
と
聞
き
︑
五
年
間
も
引

12

き
取
っ
て
養
っ
た
﹂︒

︵

︶
﹁
国
府
の
鱗
屋
︵
現
存
︶
と
い
う
料
理
屋
で
デ
コ
忠
が
便
所
を
出
て

13

手
を
拭
く
も
の
が
な
く
困
っ
て
い
た
︒
か
た
わ
ら
の
芸
妓
に
な
に
か
手

拭
を
と
い
っ
た
と
こ
ろ
芸
妓
は
即
座
に
﹁
ま
あ
お
爺
さ
ん
︑
こ
れ
で
よ

け
れ
ば
﹂
と
自
分
の
美
し
い
袖
を
差
し
出
し
た
︒︵
略
︶
後
に
こ
の
芸

妓
に
三
反
の
呉
服
を
贈
っ
た
﹂︒

︵

︶
﹁
最
も
得
意
と
し
た
も
の
に
荒
彫
り
の
大
黒
像
が
あ
っ
た
︒
こ
れ
を

14

刻
む
に
は
時
刻
を
定
め
︑
斎
戒
沐
浴
し
た
﹂︒

︵

︶
﹁
ほ
う
ろ
く
に
浮
世
絵
の
三
幅
対
の
お
福
を
画
く
の
も
得
意
の
一
つ
﹂

15

で
あ
っ
た
︒

︵

︶
﹁
浄
る
り
の
三
味
線
も
ひ
い
た
﹂︒

16

ざ
っ
と
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
︒
一
方
︑
石
川
淳
も
ま
た
︑
ど
ち
ら
か
と
い

う
と
信
頼
に
足
る
と
思
わ
れ
る
人
形
忠
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
︑
以
下
の
も
の

を
採
用
し
描
い
て
い
る
︒
先
に
も
見
た
と
お
り
︑
石
川
淳
は
久
米
惣
七
か
ら
来

太
郎
の
書
い
た
稿
本
を
借
り
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
細
部
ま
で
同

じ
で
あ
る
こ
と
に
不
思
議
は
な
い
が
︑
興
味
深
い
こ
と
に
︑
両
者
に
は
細
か
い

な
が
ら
も
相
違
点
が
多
く
存
在
す
る
︒
こ
の
事
実
に
は
︑
石
川
淳
の
小
説
家
と

し
て
の
改
変
の
過
程
が
窺
え
︑
そ
の
小
説
化
に
お
け
る
方
法
が
見
て
取
れ
る
可

能
性
が
存
す
る
︒
以
下
︑
そ
の
ほ
ぼ
共
通
す
る
点
と
相
違
点
と
を
︑
記
述
の
順

序
通
り
に
列
挙
す
る
︒
な
お
番
号
は
ほ
ぼ
共
通
す
る
項
目
の
も
の
で
あ
り
︑

︵
※
︶
は
︑
石
川
淳
の
も
の
に
の
み
見
え
る
も
の
で
あ
る
︒

︵
�

︶︵

︶
﹁
亡
父
佐
兵
衛
が
福
井
屋
と
称
し
て
ゐ
た
の
を
福
家
と
あ
ら
た

16
め
︑
雅
号
忠
麻
︵
大
麻
山
の
大
麻
彦
神
社
の
麻
に
ち
な
む
よ
し
︶
︑
義

太
夫
三
味
線
の
名
を
福
忠
と
い
つ
て
ゐ
た
が
︑
晩
年
に
は
皇
国
無
類
神

勅
直
伝
弘
伯
と
号
し
て
︑
戸
口
に
人
相
見
の
看
板
を
か
か
げ
︑
一
円
ニ

オ
ド
ロ
ク
モ
ノ
入
ル
ベ
カ
ラ
ズ
と
い
ふ
貼
札
を
出
し
た
︒
見
料
一
円
で

あ
る
︒︵
略
︶
先
生
先
生
と
い
つ
て
来
る
も
の
に
は
︑
見
料
を
と
る
代

り
に
︑
逆
に
一
円
あ
た
へ
た
﹂︒

︵

︶
﹁
木
彫
で
大
黒
天
の
や
う
な
財
神
を
つ
く
つ
て
︑
こ
れ
を
欲
す
る
も

14

の
に
売
つ
た
︒
こ
の
木
像
を
も
つ
て
ゐ
れ
ば
︑
か
な
ら
ず
そ
の
家
に
福

が
さ
づ
か
る
と
い
ふ
︒
︵
略
︶
人
相
家
相
が
気
に
入
ら
な
け
れ
ば
︑
木

阿
波
の
人
形
師
を
書
く

一
二
〇



像
は
売
つ
て
や
ら
な
い
︒
こ
の
木
像
の
値
︑
一
体
五
百
円
︒
そ
れ
が
百

体
ば
か
り
売
れ
た
さ
う
で
あ
る
︒︵
略
︶
わ
た
し
は
こ
の
木
像
の
一
つ

を
国
府
の
某
家
で
見
た
︒
両
手
の
て
の
ひ
ら
に
納
ま
る
ぐ
ら
ゐ
の
大
黒

天
で
あ
る
︒
材
は
桐
︒
細
工
は
き
は
め
て
ザ
ツ
な
も
の
で
︑
シ
ン
ダ
イ

︵
つ
ま
ら
ぬ
︶
作
で
あ
る
﹂︒

︵
	

︶
﹁
と
き
ど
き
木
彫
を
こ
こ
ろ
み
て
ゐ
る
︒
春
日
大
社
に
馬
を
奉
納
し

た
と
い
ふ
︒
ま
た
和
田
の
某
家
に
あ
る
大
師
像
が
い
た
ん
で
ゐ
る
の
を

見
て
︑
忠
は
修
繕
を
買
つ
て
出
た
︒
修
繕
料
と
し
て
︑
米
四
斗
︑
炭
四

俵
︒
こ
れ
は
︵
略
︶
忠
の
は
う
か
ら
某
家
に
お
く
つ
た
も
の
で
あ
る
︒

某
家
は
米
は
二
斗
で
よ
い
と
い
つ
た
さ
う
で
あ
る
︒
ほ
か
に
︑
常
楽
寺

奥
の
院
に
あ
る
生
木
地
蔵
︒
井
戸
寺
に
あ
る
大
師
像
︒
忠
の
木
彫
と
し

て
︑
前
記
の
大
黒
天
の
ほ
か
に
︑
こ
の
二
つ
は
わ
た
し
も
見
た
︒
た
だ

見
た
と
だ
け
い
つ
て
お
け
ば
よ
ろ
し
い
や
う
な
し
ろ
も
の
で
あ
つ
た
﹂︒

︵

︶
﹁
忠
の
画
と
し
て
は
︑
焙
烙
に
三
福
を
描
い
た
も
の
が
い
く
つ
も
あ

15

つ
た
と
い
ふ
︒︵
略
︶
今
日
︑
忠
の
焙
烙
と
し
て
の
こ
つ
て
ゐ
る
の
は
︑

明
治
の
で
は
な
く
て
︑
の
ち
の
天
然
の
さ
か
し
ら
で
あ
る
︒
わ
た
し
が

某
家
で
見
た
の
も
︑
そ
の
一
つ
で
あ
つ
た
﹂︒

︵
※
︶
﹁
い
つ
も
午
前
一
時
に
お
き
て
︑
神
棚
に
灯
明
を
あ
げ
て
︑
仕
事
に

か
か
っ
た
︒
︵
略
︶
こ
ど
も
た
ち
が
午
前
二
時
ま
で
に
お
き
る
と
五
十

銭
︑
四
時
ま
で
に
お
き
る
と
二
十
銭
︑
早
起
の
褒
美
と
し
て
あ
た
へ
ら

れ
た
︒
ま
た
毎
朝
こ
ど
も
た
ち
を
し
て
︑
国
府
の
鎮
守
の
野
神
神
社
と
︑

和
田
の
氏
神
の
若
宮
八
幡
と
の
境
内
を
掃
除
さ
せ
た
﹂
︒

︵
※
︶
﹁
国
府
で
は
︑
毎
月
二
十
一
日
の
大
師
講
の
夜
に
は
︑
順
番
で
ど
の

家
か
に
ひ
と
が
あ
つ
ま
る
︒
デ
コ
忠
は
そ
の
番
に
あ
た
る
と
︑
村
人
お

ほ
ぜ
い
を
家
に
ま
ね
い
て
︑
足
つ
き
の
膳
で
も
て
な
し
た
﹂
︒

︵
※
︶
﹁
デ
コ
忠
は
酒
を
の
ま
ず
︑
た
ば
こ
を
の
ま
ず
︑
バ
ク
チ
を
う
た
ず
︑

た
だ
あ
ま
い
も
の
を
好
ん
だ
︒
そ
し
て
︑
ひ
と
に
財
物
を
ば
ら
ま
く
こ

と
を
も
つ
と
も
好
ん
だ
﹂
︒

︵

︶
﹁
デ
コ
忠
の
娘
が
髪
結
の
も
と
で
︑
ま
づ
し
い
車
夫
の
家
に
六
歳
に

12

な
る
女
の
子
の
も
ら
ひ
子
が
ゐ
る
と
い
ふ
は
な
し
を
き
い
て
来
た
︒
デ

コ
忠
は
た
だ
ち
に
そ
の
子
を
引
き
と
つ
て
︑
四
年
間
そ
だ
て
た
︒
明
治

四
十
一
年
ご
ろ
の
は
な
し
で
あ
る
︒
の
ち
に
︑
そ
の
女
の
子
は
芸
者
に

な
つ
た
︒
小
蝶
と
い
つ
た
さ
う
で
あ
る
﹂︒

︵
�

︶
﹁
大
黒
天
が
一
つ
売
れ
る
と
︑
外
に
出
て
︑
福
が
は
ひ
つ
た
ぞ
と
さ

け
び
な
が
ら
︑
鮎
喰
橋
の
は
う
に
行
く
︒
あ
と
か
ら
︑
こ
ど
も
が
ぞ
ろ

ぞ
ろ
つ
い
て
行
く
︒
国
府
か
ら
見
て
鮎
喰
橋
の
て
ま
へ
︑
東
側
に
︑
地

蔵
が
立
つ
て
ゐ
る
︒︵
略
︶
デ
コ
忠
は
ち
か
く
の
茶
店
に
あ
る
か
ぎ
り

の
菓
子
を
買
つ
て
︑
こ
ど
も
た
ち
に
ば
ら
ま
い
た
﹂︒

︵
�

︶
﹁
宝
沢
と
い
ふ
白
痴
が
ゐ
た
︒
三
十
余
歳
に
も
な
つ
て
︑
こ
ど
も
同

然
で
あ
つ
た
︒
デ
コ
忠
は
こ
れ
を
か
は
い
が
つ
て
︑
背
に
お
ぶ
つ
て
あ

阿
波
の
人
形
師
を
書
く

一
二
一



る
き
さ
へ
し
た
︒︵
略
︶
お
も
ふ
と
ほ
り
に
な
ら
な
い
と
き
に
は
︑
こ

れ
デ
コ
忠
と
い
つ
て
し
か
つ
た
﹂︒

︵
�

︶
﹁
夏
に
な
る
と
︑
デ
コ
忠
は
鮎
喰
川
の
ほ
と
り
に
出
て
︑
道
を
行
く

馬
子
と
か
︑
大
八
車
を
ひ
く
ひ
と
に
砂
糖
水
を
ふ
る
ま
つ
た
︒
わ
た
し

は
接
待
と
い
ふ
ほ
ろ
び
た
俳
諧
の
季
語
を
お
も
ひ
出
し
た
﹂︒

︵
�

︶
﹁
よ
く
遍
路
を
も
て
な
し
て
︑
こ
れ
を
家
に
泊
め
も
し
た
︒
善
根
宿

と
い
ふ
︒
あ
る
と
き
︑
行
き
だ
ふ
れ
に
な
つ
た
老
人
の
遍
路
を
家
に
つ

れ
て
来
て
︑
風
呂
に
入
れ
て
寝
か
せ
た
︒
老
人
は
す
や
す
や
寝
つ
い
た

か
と
見
る
ま
に
死
ん
で
し
ま
つ
た
︒
デ
コ
忠
は
こ
れ
を
埋
葬
し
た
﹂︒

︵

︶
﹁
観
音
寺
の
門
前
に
乞
食
が
ゐ
た
︒
デ
コ
忠
は
こ
れ
に
十
円
や
つ
た
︒

11

シ
シ
一
枚
で
あ
る
﹂︒

︵

︶
﹁
井
戸
寺
の
門
前
に
イ
ザ
リ
が
ゐ
た
︒
デ
コ
忠
は
こ
れ
に
米
一
俵
あ

10

た
へ
た
︒
イ
ザ
リ
は
門
前
の
仮
小
屋
に
も
ぐ
り
こ
ん
で
︑
み
づ
か
ら
炊

い
て
︑
一
俵
の
米
が
な
く
な
る
ま
で
そ
こ
を
う
ご
か
な
か
つ
た
﹂︒

︵

︶

国
府
に
鱗
楼
と
い
ふ
料
理
屋
が
あ
つ
た
︒
こ
れ
は
今
で
も
あ
る
︒
げ

13

ん
に
︑
国
府
の
ひ
と
が
わ
た
し
に
昼
め
し
を
出
し
て
く
れ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
︒
︵
略
︶
あ
る
と
き
︑
デ
コ
忠
は
手
洗
ひ
に
立
つ
て
︑
て
を
ふ
か

う
と
し
た
︒
ふ
く
も
の
が
無
か
つ
た
︒
そ
こ
の
う
ち
の
娘
が
駆
け
よ
つ

て
来
て
︑
こ
れ
で
と
い
つ
て
︑
き
て
ゐ
る
花
模
様
の
振
袖
を
出
し
た
︒

デ
コ
忠
は
す
つ
か
り
気
に
入
つ
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
返
礼
に
︑
反
物
十

反
︑
シ
ナ
鞄
に
つ
め
て
娘
に
お
く
つ
た
﹂︒

︵



︶
﹁
中
津
峰
の
観
音
の
縁
日
に
は
︑
デ
コ
忠
は
車
に
乗
つ
て
行
つ
た
︒

︵
略
︶
向
う
で
車
を
よ
け
て
く
れ
た
ひ
と
が
あ
る
と
︑
デ
コ
忠
は
五
十

銭
玉
を
投
げ
た
︒︵
略
︶
ち
な
み
に
︑
中
津
峰
の
観
音
の
本
尊
は
︑
む

か
し
ゐ
た
坊
主
が
女
の
た
め
に
売
つ
た
と
や
ら
で
︑
現
存
の
一
寸
八
分

は
デ
コ
忠
作
と
つ
た
へ
ら
れ
る
︒
ま
た
そ
こ
に
あ
る
生
木
地
蔵
は
︑
デ

コ
忠
作
と
は
い
ふ
が
︑
じ
つ
は
天
然
と
泉
次
郎
と
の
合
作
に
係
る
と
い

ふ
︒
徳
島
か
ら
中
津
峰
ま
で
車
で
二
十
何
分
︒
そ
こ
か
ら
山
道
を
の
ぼ

り
十
八
町
と
き
く
︒
を
り
し
も
雨
で
あ
つ
た
︒
そ
れ
に
︑
デ
コ
忠
の
木

彫
の
腕
は
知
れ
て
ゐ
た
︒
わ
た
し
は
雨
の
山
道
の
十
八
町
を
上
下
す
る

の
を
見
あ
は
せ
る
こ
と
に
し
た
﹂︒

︵
※
︶
﹁
徳
島
の
紺
屋
町
の
あ
る
下
駄
屋
に
た
の
ま
れ
て
︑
例
の
大
黒
天
を

彫
つ
た
︒
下
駄
屋
は
現
金
の
代
り
に
下
駄
を
も
つ
て
礼
と
し
た
﹂
︒

︵
※
︶
﹁
徳
島
の
横
町
に
天
佐
と
い
ふ
呉
服
問
屋
が
あ
つ
た
︒
デ
コ
忠
は
そ

の
人
相
家
相
を
見
て
︑
禍
あ
り
と
う
ら
な
つ
た
︒
天
佐
は
笑
つ
て
信
じ

な
か
つ
た
︒
一
ヶ

月
後
の
某
夜
︑
天
佐
は
火
を
発
し
て
焼
け
た
︒
︵
略
︶

火
事
見
舞
の
金
が
三
百
円
あ
つ
ま
つ
た
︒
天
佐
は
そ
の
三
百
円
を
も
つ

て
︑
例
の
大
黒
天
を
た
の
む
た
め
に
︑
デ
コ
忠
の
も
と
を
た
づ
ね
た
︒

︵
略
︶
デ
コ
忠
は
依
頼
に
応
じ
た
︒
そ
の
大
黒
天
の
お
か
げ
で
天
佐
は

立
ち
直
つ
た
と
い
ふ
が
︑
こ
れ
は
ど
う
も
蛇
足
の
や
う
で
あ
る
﹂
︒

阿
波
の
人
形
師
を
書
く

一
二
二



︵
�

︶
﹁
徳
島
の
新
富
座
は
デ
コ
忠
の
な
じ
み
の
芝
居
小
屋
で
あ
つ
た
︒
デ

コ
忠
は
そ
こ
に
四
枡
買
ひ
き
つ
て
︑
緋
毛
氈
を
し
い
て
︑
ひ
と
り
で
ゆ

う
ゆ
う
と
見
物
し
た
︒
弁
当
は
金
蒔
絵
の
重
箱
を
持
参
す
る
︒
こ
れ
を

ひ
ら
け
ば
︑
中
み
は
オ
チ
ラ
シ
︵
あ
る
ひ
は
ハ
ッ
タ
イ
と
い
ふ
︒
麦

粉
︒︶
で
あ
る
︒
デ
コ
忠
は
オ
チ
ラ
シ
の
粉
を
あ
た
り
に
吹
き
ち
ら
す

こ
と
を
は
ば
か
ら
な
か
つ
た
﹂︒

︵
�

︶
﹁
あ
る
日
︑
重
箱
の
代
り
に
︑
オ
マ
ル
︵
便
器
︶
を
持
参
し
た
︒
あ

た
り
の
ひ
と
が
目
を
そ
ば
だ
て
た
︒
こ
れ
を
ひ
ら
け
ば
山
海
の
珍
味
で

あ
つ
た
と
い
ふ
は
な
し
に
な
つ
て
ゐ
る
﹂︒

以
上
の
と
お
り
で
あ
る
︒
こ
の
と
お
り
︑
久
米
が
集
め
た
も
の
と
同
じ
エ
ピ

ソ
ー
ド
と
判
断
さ
れ
る
も
の
は
︑
す
べ
て
石
川
淳
の
﹁
阿
波
の
デ
コ
忠
﹂
に
吸

収
さ
れ
て
い
る
が
︑
数
多
く
の
相
違
点
も
見
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
別
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
も
加
え
ら
れ
て
い
る
︒
石
川
淳
の
自
ら
の
体
験
に
基
づ
く
補
注
も
多
い
︒
そ

れ
ら
の
大
方
が
︑
石
川
淳
の
デ
コ
忠
に
対
す
る
︑
や
や
反
感
め
い
た
記
述
に
彩

ら
れ
て
い
る
と
見
る
の
は
︑
穿
ち
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
︒
確
か
に
石
川
が
︑
い
か

に
丁
寧
に
﹁
天
然
﹂
の
伝
記
を
読
み
込
み
︑
他
に
も
﹁
故
老
﹂
の
話
に
耳
を
傾

け
た
の
か
が
わ
か
る
が
︑
そ
れ
ら
を
元
に
︑
か
な
り
デ
コ
忠
の
像
を
方
向
付
け

て
も
い
る
︒

さ
ら
に
石
川
淳
は
︑
こ
の
デ
コ
忠
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
列
挙
に
続
け
て
︑
次
の
よ

う
に
書
い
て
い
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
の
名
人
説
話
の
中
に
は
︑
肝
腎
の
人
形
の
は
な
し
は
た
だ

の
一
く
だ
り
も
出
て
来
な
い
︒
人
形
師
忠
三
郎
は
ど
こ
に
行
つ
た
の
か
︒

も
つ
と
も
︑
晩
年
の
デ
コ
忠
は
五
百
円
の
大
黒
天
で
有
卦
に
入
つ
て
ゐ
た

の
で
︑
二
円
か
三
円
の
人
形
の
カ
シ
ラ
の
は
う
は
お
留
守
に
な
つ
て
ゐ
た

と
い
ふ
う
は
さ
も
あ
る
︒
さ
う
い
つ
て
も
︑
人
形
に
用
が
あ
る
︒
人
形
師

の
生
活
は
そ
の
つ
く
る
と
こ
ろ
の
人
形
を
も
つ
て
判
じ
な
く
て
は
な
ら
ぬ

だ
ら
う
︒

石
川
淳
の
デ
コ
忠
伝
は
︑
こ
の
後
︑
今
に
残
る
デ
コ
忠
作
の
人
形
探
索
記
に

移
り
稿
を
終
え
て
い
る
が
︑
デ
コ
忠
の
伝
記
に
︑
肝
腎
の
人
形
に
つ
い
て
の
話

が
出
て
来
な
い
と
い
う
石
川
淳
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
︒
ま
た
︑
先
の
比
較
で

も
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
大
黒
天
の
木
彫
を
け
な
し
た
り
︑
中
津
峰
の
本
尊
や
生

木
地
蔵
を
見
に
行
か
な
か
っ
た
り
︑
大
黒
天
の
御
利
益
を
蛇
足
と
切
り
捨
て
た

り
と
︑
と
に
か
く
石
川
淳
は
︑
デ
コ
忠
の
人
形
の
技
術
に
否
定
的
で
あ
る
︒
人

形
師
と
し
て
の
側
面
を
書
か
な
い
ど
こ
ろ
か
︑
む
し
ろ
疑
問
を
呈
し
て
い
る
の

で
あ
る
︒

こ
の
︑
人
形
師
と
し
て
の
技
術
の
看
過
あ
る
い
は
否
定
に
は
︑
石
川
淳
の
採

録
の
特
徴
に
加
え
︑
伝
説
を
形
成
す
る
話
し
手
と
聞
き
手
の
興
味
の
在
処
が
端

的
に
表
れ
て
い
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
人
物
に
対
す
る
興
味
の
場
合
︑
本

来
︑
そ
の
中
心
的
な
特
徴
︑
人
形
師
で
い
う
な
ら
ば
︑
人
形
造
形
に
関
す
る
名

人
と
し
て
の
逸
話
な
ど
が
前
面
に
出
さ
れ
る
は
ず
が
︑
デ
コ
忠
の
場
合
は
︑
む

阿
波
の
人
形
師
を
書
く

一
二
三



し
ろ
︑
そ
れ
ら
は
背
景
と
さ
れ
︑
人
物
自
身
の
畸
人
ぶ
り
が
前
景
化
さ
れ
て
い

る
︒こ

こ
に
は
︑
人
形
師
と
し
て
の
技
術
の
優
秀
さ
の
描
き
込
み
の
困
難
が
︑
そ

の
理
由
の
一
つ
と
し
て
想
定
さ
れ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
人
形
師
と
い
う
職
業
が
︑

人
形
遣
い
や
太
夫
︑
三
味
線
と
違
う
立
場
に
あ
る
こ
と
と
も
深
く
関
連
し
て
い

よ
う
︒
人
形
師
の
芸
談
に
は
︑
人
形
浄
瑠
璃
の
世
界
へ
の
深
い
理
解
と
馴
染
み

方
が
必
要
で
あ
る
︒
阿
波
の
人
々
に
は
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い

が
︑
そ
れ
は
あ
く
ま
で
内
向
き
の
話
で
し
か
な
い
︒
こ
こ
に
︑
伝
説
が
一
般
化

し
︑
普
遍
化
す
る
過
程
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
お
そ
ら
く
最
初
は
多

く
書
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
︑
人
形
作
り
に
関
す
る
技
術
の
挿
話
が
背
景
化
さ

れ
︑
人
物
の
行
動
の
う
ち
︑
い
か
に
も
畸
人
ら
し
い
行
動
が
前
景
化
さ
れ
る
︒

そ
う
し
て
そ
れ
ら
に
人
々
が
興
味
を
持
っ
た
際
に
︑
人
形
師
と
い
う
存
在
が
︑

逆
に
そ
の
挿
話
を
強
化
し
︑
そ
の
話
の
面
白
さ
を
倍
加
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
︒

﹁
畸
人
﹂
伝
に
代
表
さ
れ
る
人
物
の
伝
記
と
は
︑
概
ね
こ
の
よ
う
な
も
の
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
そ
の
多
く
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
支
え
ら
れ
︑
通
常
の
生

活
の
記
述
は
︑
変
わ
っ
た
出
来
事
や
人
物
像
に
圧
倒
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

あ
る
特
定
の
人
物
が
こ
の
よ
う
に
描
か
れ
る
こ
と
は
︑
あ
る
い
は
小
説
の
登

場
人
物
の
造
型
と
︑
少
な
か
ら
ず
共
通
す
る
の
で
は
な
い
か
︒
換
言
す
れ
ば
︑

日
常
生
活
に
お
い
て
は
︑
他
の
人
物
と
平
等
対
等
に
存
在
す
る
に
過
ぎ
な
い
︑

一
人
の
人
物
に
焦
点
を
当
て
︑
そ
の
人
物
を
殊
更
に
浮
き
上
が
ら
せ
る
営
為
は
︑

ち
ょ
う
ど
︑
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
︑
あ
る
人
物
を
集
中
的
に
記
述
し
︑
他

の
人
物
と
の
間
に
記
述
の
濃
淡
を
つ
け
︑
主
人
公
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
人
物
に

仕
立
て
上
げ
る
方
法
と
同
じ
で
は
な
い
か
︒
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
︑
歴
史
上
の

実
在
と
さ
れ
る
人
物
像
も
︑
こ
う
し
て
﹁
造
型
﹂
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
︒

二
︑
人
形
師
へ
の
興
味

も
う
少
し
︑
人
形
師
と
い
う
存
在
が
殊
更
に
注
目
さ
れ
る
仕
組
み
に
つ
い
て

見
て
お
き
た
い
︒
前
掲
の
石
川
淳
の
文
章
の
中
に
は
︑
阿
波
の
他
の
人
形
師
に

つ
い
て
の
記
述
も
見
ら
れ
る
︒

お
な
じ
和
田
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
︑
デ
コ
忠
を
ふ
く
め
て
︑
近
世
も
つ
と
も

そ
の
道
に
名
を
え
た
三
人
の
人
形
師
を
か
ぞ
へ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
年
代

順
で
い
へ
ば
︑
人
形
富
︑
デ
コ
忠
︑
天
狗
久
の
三
人
で
あ
る
︒︵
略
︶
人

形
富
の
弟
子
に
︑
天
狗
屋
久
吉
が
ゐ
る
︒
す
な
は
ち
初
代
天
狗
久
で
あ
る
︒

昭
和
十
八
年
十
二
月
没
︑
行
年
八
十
六
︒
わ
た
し
は
そ
の
作
を
い
く
つ
か

見
る
こ
と
を
え
た
︒
こ
の
ひ
と
の
こ
と
は
︑
つ
と
に
閨
秀
の
某
小
説
家
が

本
に
書
い
て
ゐ
る
の
で
︑
こ
こ
に
ふ
れ
な
い
︒

こ
の
﹁
閨
秀
の
某
小
説
家
﹂
と
は
︑
お
そ
ら
く
宇
野
千
代
の
こ
と
で
︑
﹁
本
﹂

と
は
﹃
人
形
師
天
狗
屋
久
吉
﹄︵
文
体
社
︑
一
九
四
三
年
二
月
︶
を
指
す
も
の

阿
波
の
人
形
師
を
書
く

一
二
四



と
思
わ
れ
る
︒
こ
こ
に
も
描
か
れ
る
と
お
り
︑
初
代
天
狗
久
も
ま
た
︑
強
烈
な

個
性
の
持
ち
主
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
彼
の
場
合
は
︑
久
米
惣
七
﹃
人
形
師
天
狗

屋
久
吉
芸
談
﹄
︵
創
思
社
出
版
︑
一
九
七
九
年
七
月
︶
と
い
う
書
ま
で
出
さ
れ

て
い
る
︒
こ
の
書
は
︑
豪
華
本
で
︑
奥
付
頁
の
注
記
に
よ
る
と
︑
本
文
用
紙
は

﹁
紀
州
色
上
特
厚
肌
色
﹂︑
使
用
イ
ン
キ
は
﹁
東
洋
イ
ン
キ
ウ
ル
ト
ラ

ス

70

ミ
・
茶
﹂︑
表
紙
合
成
皮
革
は
﹁
ワ
ー
ル
ド
シ
ャ
ー
ク
﹂
と
の
こ
と
で
あ
る
︒

こ
こ
に
は
︑
著
者
久
米
惣
七
の
並
々
な
ら
ぬ
阿
波
浄
瑠
璃
へ
の
愛
着
と
︑
こ
の

天
狗
久
へ
の
敬
慕
が
見
て
取
れ
る
︒
後
に
久
米
は
︑
前
掲
の
﹃
阿
波
の
人
形
師

と
人
形
芝
居
総
覧
﹄
を
出
し
た
際
に
も
︑﹁
初
代
・
天
狗
屋
久
吉
芸
談
﹂
を
再

録
し
て
い
る
︒
こ
の
書
の
﹁
続
・
あ
と
が
き
﹂
に
は
︑﹁
宇
野
千
代
さ
ん
も
あ

の
時
の
天
狗
久
が
忘
れ
ら
れ
ず
新
聞
や
雑
誌
︑
ご
自
分
の
本
に
も
天
狗
久
の
こ

と
を
今
で
も
書
い
て
お
ら
れ
る
︒
私
も
同
じ
で
︑
恐
ら
く
死
ぬ
ま
で
書
き
続
け

る
だ
ろ
う
︒
永
久
に
尊
敬
す
る
人
で
あ
る
︒﹂
と
も
書
い
て
い
る
︒﹁
あ
の
時
﹂

と
は
︑
一
九
四
二
年
の
四
月
か
ら
五
月
に
十
二
日
間
︑
宇
野
千
代
が
天
狗
久
の

家
に
通
っ
て
話
を
聞
い
た
日
々
の
こ
と
で
あ
る
︒

天
狗
久
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
が
︑
考
え
て
み
れ
ば
︑
人
形
師
と
は
︑

阿
波
浄
瑠
璃
で
云
う
な
ら
︑
農
村
舞
台
に
も
直
接
登
場
し
な
い
の
で
︑
い
わ
ば

蔭
の
芸
術
家
で
あ
る
︒
人
形
芝
居
を
見
る
観
客
は
︑
ま
ず
人
形
の
動
き
に
見
と

れ
︑
太
夫
の
語
る
物
語
の
内
容
に
感
動
し
︑
さ
ら
に
は
三
味
線
の
音
楽
に
心
を

打
た
れ
る
で
あ
ろ
う
が
︑
お
そ
ら
く
そ
の
人
形
の
出
来
ま
で
鑑
賞
で
き
る
人
物

は
限
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
少
な
く
と
も
太
夫
や
三
味
線
︑
人
形
遣
い
な
ど

と
比
べ
る
と
︑
人
形
師
の
民
衆
へ
の
訴
え
は
︑
実
に
間
接
的
で
あ
り
︑
迂
遠
で

あ
る
︒

前
掲
﹃
阿
波
の
人
形
師
と
人
形
芝
居
総
覧
﹄
に
は
︑
天
狗
久
の
他
に
も
多
く

の
人
形
師
の
芸
談
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
︑
例
え
ば
﹁
縁
の
下
の
力
持
ち
八
十

年

天
狗
弁
・
近
藤
弁
吉
芸
談
﹂
と
い
う
昭
和
四
十
四
年
の
聞
き
書
き
に
も
︑

﹁
人
形
芝
居
の
座
付
人
形
師
と
い
う
も
の
は
ま
あ
縁
の
下
の
力
持
ち
み
た
い
な

も
の
で
︑
役
者
は
行
く
先
々
で
若
い
娘
に
騒
が
れ
る
の
に
︑
こ
っ
ち
は
そ
の
色

事
の
取
り
つ
ぎ
ば
か
り
︑
デ
コ
作
り
じ
ゃ
か
ら
言
う
て
人
の
色
事
ば
か
り
や
ら

さ
れ
る
と
︑
し
ま
い
に
は
け
た
く
そ
が
悪
う
な
り
ま
し
て
︑﹂
と
書
か
れ
て
い

る
︒
役
者
と
は
人
形
遣
い
の
こ
と
で
あ
る
︒
や
は
り
通
常
は
︑
人
形
師
は
裏
方

に
す
ぎ
な
い
よ
う
で
あ
る
︒

で
は
︑
造
形
芸
術
家
と
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
彫
刻
が
そ
の
も
の
自
体

の
存
在
感
を
最
終
的
な
鑑
賞
の
対
象
と
す
る
の
に
対
し
︑
人
形
は
︑
人
形
遣
い

に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
初
め
て
そ
の
命
を
得
る
︒
つ
ま
り
︑

人
形
だ
け
で
は
未
完
の
状
態
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
︒
こ
の
よ
う
な
︑
舞
台
に

立
っ
て
演
じ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
人
形
の
︑
造
形
と
し
て
の
鑑
賞
と

は
︑
や
は
り
中
途
半
端
な
行
為
で
あ
る
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
特
に
阿
波
浄

瑠
璃
を
初
め
と
す
る
人
形
芝
居
に
お
い
て
は
︑
そ
の
農
村
舞
台
か
ら
農
村
舞
台

へ
の
移
動
の
利
便
性
な
ど
か
ら
︑
演
目
が
変
わ
り
︑
役
柄
が
変
わ
っ
て
も
︑
同

阿
波
の
人
形
師
を
書
く

一
二
五



じ
人
形
が
用
い
ら
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
常
打
ち
芝
居
と
し
て
定

着
し
た
後
の
︑
大
阪
の
文
楽
な
ど
で
も
同
様
で
あ
る
︒
髪
型
や
衣
装
な
ど
の
ご

く
小
さ
な
変
更
は
あ
っ
て
も
︑
人
形
は
︑
い
く
つ
か
の
類
型
に
限
定
さ
れ
て
い

る
︒
す
な
わ
ち
︑
造
型
に
関
し
て
も
︑
自
由
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う

な
数
々
の
制
約
の
中
で
︑
そ
の
人
形
を
芸
術
と
し
て
作
り
上
げ
る
こ
と
の
困
難

は
︑
想
像
す
る
に
余
り
あ
る
︒
人
形
師
と
は
︑
こ
の
よ
う
な
︑
い
わ
ば
無
名
の

職
人
の
代
表
格
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
無
名
の
職
人
の
芸
に
よ
っ
て
︑
日
本
の
造
形
芸
術
が
長
く
支
え

ら
れ
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
は
あ
る
が
︑
こ
こ
で
強
調
し
た
い
こ
と
は
︑
こ
の

よ
う
な
人
物
は
や
は
り
あ
る
時
代
に
は
数
多
く
存
在
し
た
の
で
あ
り
︑
誰
も
が

そ
の
伝
記
を
描
か
れ
る
よ
う
な
名
人
で
は
な
い
︑
と
い
う
事
実
で
あ
る
︒
そ
こ

に
は
︑
た
だ
人
形
師
で
あ
る
だ
け
で
は
光
を
当
て
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
︑
と
い

う
一
般
的
事
実
と
︑
そ
れ
で
も
そ
の
中
で
目
立
つ
名
人
が
︑
時
に
生
ま
れ
て
く

る
と
云
う
特
殊
的
事
実
の
双
方
が
見
て
取
れ
る
︒

こ
れ
は
︑
歴
史
の
偶
然
と
呼
ん
で
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
︒
ま
た
︑
歴
史
記

述
に
お
け
る
人
物
選
択
の
必
然
の
法
則
と
見
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
︒

阿
波
の
デ
コ
忠
も
︑
天
狗
久
も
︑
そ
の
条
件
に
か
な
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
︑
伝
記
や
小
説
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
人
物
像
の
︑
あ
る

典
型
が
認
め
ら
れ
る
︒
一
般
人
と
は
違
う
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
変
わ
っ
た
人
﹂
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

三
︑
天
狗
久
と
い
う
人
物

た
だ
し
︑
人
形
忠
と
天
狗
久
は
︑
全
く
違
う
性
格
の
持
ち
主
で
あ
り
︑
ま
た

聞
き
書
き
等
に
残
る
印
象
も
全
く
相
違
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
︒
前
述

の
宇
野
千
代
の
﹁
人
形
師
天
狗
屋
久
吉
﹂
は
︑
前
書
を
除
き
︑
冒
頭
よ
り
︑
天

狗
久
の
語
り
で
始
め
ら
れ
︑
作
品
の
ほ
と
ん
ど
が
そ
の
語
り
で
占
め
ら
れ
て
い

る
︒
聞
き
手
で
あ
る
作
者
は
︑
時
折
︑
い
わ
ば
ナ
レ
ー
タ
ー
の
如
く
顔
を
出
す

ば
か
り
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
解
説
的
な
語
り
に
は
︑
明
ら
か
に
こ
の
天
狗

久
の
印
象
の
方
向
付
け
が
見
て
取
れ
る
︒

全
九
章
と
前
書
き
と
後
書
き
に
当
た
る
部
分
と
か
ら
な
る
こ
の
小
説
に
お
い

て
︑
語
り
手
で
あ
る
作
者
は
︑﹁
�

﹂
の
途
中
か
ら
︑
よ
う
や
く
登
場
し
て
く

る
︒

お
爺
さ
ん
は
今
年
八
十
六
に
な
る
︒
十
六
の
年
か
ら
人
形
を
作
り
は
じ

め
て
︑
今
年
で
ざ
つ
と
七
十
年
︑
そ
の
七
十
年
と
い
ふ
間
︑
一
途
に
人
形

を
作
る
と
い
ふ
仕
事
だ
け
を
し
て
来
た
の
だ
な
ど
と
い
ふ
話
を
き
く
と
︑

私
な
ど
は
何
と
言
つ
て
好
い
か
分
ら
な
い
気
持
に
な
る
︒

こ
こ
に
あ
る
と
お
り
︑
人
形
師
と
し
て
︑
ひ
た
す
ら
人
形
作
り
に
没
頭
し
て

き
た
果
て
の
老
人
が
︑
こ
の
小
説
の
主
人
公
で
あ
り
︑
こ
こ
に
描
か
れ
る
人
形

師
と
は
︑
一
貫
し
て
職
人
と
し
て
の
主
た
る
人
物
像
か
ら
逸
脱
し
な
い
︒
﹁
�

﹂

に
は
︑﹁
お
爺
さ
ん
の
話
は
︑
だ
か
ら
︑︵
律
義
な
田
舎
の
人
ら
し
い
は
に
か
み
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人
形
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を
除
い
て
も
︑
︶
ど
う
し
て
も
身
の
上
話
に
は
な
ら
な
い
で
︑
所
謂
芸
談
に
な

り
が
ち
だ
︒﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒
八
十
六
歳
と
い
う
現
在
の
せ
い
で
も
あ
ろ

う
が
︑
こ
の
小
説
の
天
狗
久
は
︑
徹
底
し
て
︑
人
形
師
と
し
て
生
き
︑
今
に
到

っ
た
浮
世
離
れ
し
た
人
物
で
あ
り
︑
そ
こ
に
却
っ
て
奇
行
ら
し
き
も
の
が
登
場

し
て
く
る
︒
同
じ
﹁
�

﹂
に
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

お
爺
さ
ん
の
記
憶
は
︑
実
に
お
ぼ
ろ
げ
に
し
か
戻
つ
て
来
な
い
︒
子
供

の
こ
ろ
の
︑
あ
の
生
々
と
し
た
︑
稚
げ
な
思
ひ
出
を
の
ぞ
い
て
は
︑
五
十

幾
年
と
連
れ
添
う
た
と
い
ふ
そ
の
妻
の
︑
亡
つ
た
年
月
さ
へ
も
は
つ
き
り

と
は
し
な
い
と
い
ふ
︒﹁
子
供
は
女
ば
か
り
三
人
で
ご
ざ
り
ま
す
︒
し
げ

り
︑
よ
し
え
︑
も
う
一
人
︑
あ
あ
︑
名
前
も
忘
れ
て
了
う
た
︒﹂
と
言
ひ

か
け
て
︑
﹁
か
つ
の
︑
で
ご
ざ
り
ま
す
︒﹂
と
娘
の
名
前
さ
へ
も
や
う
や
う

に
思
ひ
出
し
て
は
話
を
す
る
︒

こ
こ
に
は
︑
一
見
す
る
と
︑
老
人
特
有
の
耄
碌
ぶ
り
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
が
︑
そ
の
あ
ま
り
の
浮
世
離
れ
ぶ
り
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
も
取
れ
る
︒

浮
世
離
れ
し
た
の
は
︑
あ
ま
り
一
途
に
人
形
に
打
ち
込
ん
だ
か
ら
で
あ
る
︒

こ
れ
を
︑﹃
阿
波
の
人
形
師
と
人
形
芝
居
総
覧
﹄
に
再
録
さ
れ
た
久
米
惣
七

の
﹁
初
代
・
天
狗
屋
久
吉
芸
談
﹂
な
ど
と
比
較
し
て
み
れ
ば
︑
明
ら
か
に
そ
の

人
物
像
の
誘
導
が
見
て
取
れ
る
︒
久
米
の
描
く
久
吉
は
︑
章
の
ト
ビ
ラ
に
あ
る
︑

﹁
昭
和
十
五
～
十
八
年
﹂
と
い
う
表
記
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
宇
野
千

代
の
取
材
と
同
時
期
の
芸
談
で
あ
る
が
︑
そ
の
記
憶
に
よ
る
知
識
の
豊
富
さ
は

目
を
見
張
る
ば
か
り
で
あ
る
︒
例
え
ば
﹁
阿
波
と
淡
路
と
文
楽
の
︿
頭
の
話
﹀
﹂

や
﹁
阿
波
の
昔
の
人
形
師
の
話
﹂
︑﹁
昔
の
阿
波
と
淡
路
の
人
形
座
の
数
﹂﹁
阿

波
と
淡
路
の
人
形
芝
居
の
隠
語
﹂
﹁
阿
波
の
上
演
芸
題
﹂
な
ど
は
︑
資
料
と
し

て
も
一
級
の
も
の
で
︑
た
と
え
久
米
の
補
綴
な
ど
が
あ
る
に
し
て
も
︑
記
憶
力

の
無
さ
を
示
す
要
素
は
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
︒
確
か
に
家
族
に
つ
い
て
の
記

述
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
が
︑
﹁
芸
談
﹂
で
あ
る
以
上
︑
当
然
で
も
あ
る
︒

や
は
り
︑
宇
野
千
代
の
聞
き
書
き
小
説
に
は
︑
天
狗
久
の
イ
メ
ー
ジ
の
う
ち
︑

悟
り
き
っ
た
よ
う
な
老
年
の
天
狗
久
の
︑
日
常
的
な
生
活
の
中
か
ら
見
て
取
れ

る
︑
か
つ
て
の
名
人
の
芸
談
︑
と
い
う
記
述
の
角
度
と
︑
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
中

心
化
の
過
程
が
見
て
取
れ
る
︒

要
す
る
に
︑
人
形
忠
は
︑
平
素
の
奇
行
を
前
景
化
し
た
た
め
に
︑
そ
の
芸
自

体
は
描
か
れ
ず
︑
天
狗
久
の
場
合
は
︑
芸
談
は
豊
富
な
が
ら
︑
久
米
の
そ
れ
に

お
い
て
は
︑
阿
波
の
人
形
浄
瑠
璃
の
全
体
的
な
歴
史
と
記
録
に
偏
り
︑
宇
野
千

代
の
小
説
に
到
っ
て
は
︑
そ
れ
さ
え
も
背
景
化
さ
れ
て
︑
現
在
の
記
憶
力
も
お

ぼ
つ
か
な
い
老
人
の
姿
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
︑
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
天
狗
久
の

人
形
に
関
す
る
技
術
に
つ
い
て
は
︑
詳
述
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
先
に
見
た
よ

う
に
︑
そ
こ
に
は
︑
人
形
の
技
術
の
並
外
れ
た
す
ご
さ
に
つ
い
て
の
描
き
に
く

さ
︑
す
な
わ
ち
伝
え
に
く
さ
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

ち
な
み
に
︑
久
米
の
写
し
た
天
狗
久
の
芸
談
に
は
︑
次
の
よ
う
な
抗
議
の
記

事
も
見
え
る
︒

阿
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の
人
形
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話
の
つ
い
で
じ
ゃ
け
ん
申
し
上
げ
ま
す
が
︑
三
宅
周
太
郎
さ
ん
の
﹁
文

楽
の
研
究
﹂
に
載
っ
て
い
る
私
達
人
形
師
の
と
こ
ろ
を
読
み
ま
す
と
︑
ま

る
で
天
狗
弁
と
二
人
と
も
変
人
で
︑
殊
に
私
の
仕
事
場
へ
お
い
で
に
な
っ

た
方
に
木
で
鼻
を
く
く
る
様
な
挨
拶
を
し
た
こ
と
が
︑
今
の
世
へ
の
復
讐

な
ど
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
︑
あ
ま
り
お
か
し
な
こ
と
を
書
い
て
あ
り
ま

す
の
で
驚
き
ま
し
た
︒

人
は
誰
で
も
自
分
の
心
を
こ
め
た
も
の
を
し
て
お
り
ま
す
と
︑
他
人
と

物
を
言
う
の
が
︑
た
い
そ
う
な
も
の
で
︑
こ
れ
は
私
一
人
で
は
あ
り
ま
へ

ん
︒
ほ
だ
け
ん
ど
遠
来
の
お
客
様
に
そ
ん
な
不
機
嫌
な
事
を
致
し
た
こ
と

も
な
く
︑
そ
の
く
ら
い
の
常
識
は
い
つ
で
も
持
っ
て
お
り
ま
す
︒
三
宅
さ

ん
は
何
を
聞
い
て
書
か
れ
た
も
の
か
︑
間
違
っ
て
お
ら
れ
ま
す
︒
そ
の
内

折
り
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
会
い
し
て
ゆ
っ
く
り
話
そ
う
と
思
っ
て
お
り
ま

す
︒
そ
ん
な
に
不
機
嫌
な
爺
で
は
あ
り
ま
へ
ん
よ
︒

こ
こ
に
は
︑
研
究
者
に
も
共
通
す
る
よ
う
な
︑
人
物
の
描
き
方
の
偏
り
が
見

て
取
れ
る
︒
三
宅
周
太
郎
の
﹃
文
楽
の
研
究
﹄︵
春
陽
堂
︑
一
九
三
〇
年
六
月
︶

の
﹁
人
形
細
工
人
と
そ
の
方
法
﹂
に
は
︑﹁
天
狗
久
・
天
狗
弁
共
に
︑︵
略
︶
そ

の
妙
な
不
機
嫌
や
人
が
ゐ
る
と
仕
事
を
し
な
い
事
は
︑
単
な
る
性
来
の
気
質
の

み
で
な
く
︑
一
種
の
今
の
世
へ
の
復
讐
で
は
な
か
つ
た
か
の
見
方
が
出
来
ぬ
で

も
な
い
︒
そ
の
た
め
人
形
細
工
の
特
殊
な
秘
法
を
絶
対
に
人
に
伝
へ
教
へ
よ
う

と
し
な
か
つ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
︒﹂
と
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
記
述
の
方
が
︑

や
は
り
︑﹁
話
﹂
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
︒
要
す
る
に
︑
人
物
の
実
像
と
︑
伝
記

や
小
説
︑
ひ
い
て
は
研
究
書
に
お
い
て
ま
で
︑
記
述
に
は
﹁
色
﹂
が
つ
い
て
い

る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
れ
は
︑
性
格
や
特
徴
の
単
一
化
へ
と
向
か
う
の
で
あ

る
︒

四
︑
小
説
と
歴
史
記
述
に
共
通
す
る
も
の

考
え
て
み
れ
ば
︑
石
川
淳
が
﹁
諸
国
畸
人
伝
﹂
な
る
シ
リ
ー
ズ
を
試
み
た
こ

と
の
出
発
点
に
は
︑
エ
ッ
セ
イ
と
し
て
の
完
結
と
並
行
し
て
︑
小
説
の
登
場
人

物
と
な
り
得
る
人
物
の
探
索
や
︑
小
説
化
以
前
の
素
材
の
累
積
と
い
う
発
想
が

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
こ
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
︑
加
工
を
施
し
て

描
き
さ
え
す
れ
ば
小
説
の
主
人
公
た
る
べ
き
人
物
た
ち
で
あ
り
︑
未
だ
造
型
が

十
分
に
は
為
さ
れ
て
い
な
い
︑
い
わ
ば
将
来
の
主
人
公
た
ち
と
も
見
え
て
く
る
︒

そ
も
そ
も
︑
エ
ッ
セ
イ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
歴
史
上
の
人
物
像
と
は
︑

ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
造
型
と
虚
構
の
強
弱
に
よ
っ
て
は
︑
新

た
に
︑
本
格
小
説
か
ら
自
然
主
義
小
説
︑
歴
史
小
説
な
ど
の
ス
ペ
ク
ト
ル
の
上

に
︑
置
き
直
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
存
在
で
あ
る
以
上
︑
小
説

家
の
目
に
は
︑
事
実
よ
り
も
加
工
の
可
能
性
の
方
が
興
味
深
い
も
の
な
の
で
は

無
か
ろ
う
か
︒
歴
史
上
の
人
物
の
存
在
性
に
も
︑
万
人
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い

生
活
の
部
分
と
︑
特
記
す
べ
き
特
徴
と
が
併
存
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
こ
の

う
ち
︑
後
者
を
い
か
に
際
立
た
せ
︑
小
説
の
登
場
人
物
に
仕
立
て
上
げ
る
か
と

阿
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い
う
点
に
お
い
て
︑
人
物
像
の
見
え
方
に
濃
淡
が
出
る
︒
本
来
︑
同
じ
人
間
で

あ
る
以
上
︑
そ
の
存
在
性
に
優
劣
は
な
い
は
ず
で
あ
り
︑
す
べ
て
の
人
物
が
物

語
の
一
個
の
主
人
公
た
り
得
る
は
ず
で
あ
る
が
︑
歴
史
記
述
や
小
説
に
お
い
て

は
︑
多
く
の
人
々
が
記
憶
し
︑
着
目
す
る
特
色
の
明
確
化
に
よ
り
︑
存
在
感
に

大
き
な
差
が
出
る
︒

殊
に
︑
文
献
に
よ
る
記
録
の
少
な
い
古
代
の
人
物
像
な
ど
に
お
い
て
は
︑
そ

の
存
在
感
の
確
か
ら
し
さ
は
︑
小
説
上
の
人
物
と
ほ
ぼ
同
等
の
も
の
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
︒
例
え
ば
﹁
古
事
記
﹂
や
﹁
日
本
書
紀
﹂
の
神
々
や
英
雄
た
ち

は
︑
他
の
文
献
記
録
の
少
な
さ
ゆ
え
に
︑
人
物
像
の
単
一
化
が
容
易
で
あ
る
た

め
︑
よ
り
強
烈
な
個
性
化
が
可
能
な
存
在
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
神
々
や
英
雄
と

は
︑
そ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
て
き
た
存
在
な
の
で
あ
ろ
う
︒
一
方
︑
実
在
を

保
証
す
る
記
録
や
資
料
の
多
い
時
代
の
人
物
は
︑
む
し
ろ
そ
の
多
面
的
な
性
格

の
う
ち
︑
取
捨
選
択
に
よ
り
恣
意
的
に
方
向
付
け
が
為
さ
れ
︑
性
格
の
単
一
化

が
図
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
あ
ま
り
に
多
面
的
な
性
格
は
︑

理
解
の
阻
害
を
生
む
か
ら
で
あ
る
︒

小
説
の
登
場
人
物
は
︑
決
し
て
日
常
の
人
物
を
そ
の
ま
ま
写
し
た
存
在
で
は

な
い
︒
そ
こ
に
は
︑
あ
る
単
一
化
の
方
向
に
添
っ
た
極
端
な
虚
構
が
施
さ
れ
て

い
る
︒
そ
れ
を
必
要
条
件
と
し
て
︑
小
説
の
主
人
公
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
︒

歴
史
上
の
人
物
像
も
ま
た
︑
多
か
れ
少
な
か
れ
︑
伝
説
の
操
作
や
記
述
の
単
一

化
に
よ
り
︑
こ
れ
に
共
通
す
る
力
が
働
き
︑
確
固
と
し
た
人
物
像
と
し
て
理
解

さ
れ
る
に
到
っ
て
い
る
︒

人
形
忠
や
天
狗
久
は
︑
と
り
も
な
お
さ
ず
こ
の
よ
う
な
同
時
代
あ
る
い
は
後

代
の
歴
史
操
作
の
視
線
に
さ
ら
さ
れ
た
人
物
た
ち
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
そ
れ
で
も
ま
だ
疑
問
は
残
っ
て
い
る
︒
な
ぜ
人
形
師
が
描

か
れ
た
の
か
︑
と
い
う
問
い
で
あ
る
︒
人
形
を
彫
る
技
術
を
伝
え
る
こ
と
が
困

難
で
あ
り
︑
か
つ
人
形
浄
瑠
璃
に
お
い
て
も
裏
方
に
当
た
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑

な
ぜ
人
形
師
の
伝
が
求
め
ら
れ
た
の
か
︒

そ
の
答
え
の
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
は
︑
正
し
く
彼
ら
が
人
形
師
で
あ
っ
た

こ
と
を
挙
げ
て
お
き
た
い
︒
人
形
師
は
︑
正
し
く
︑
人
物
を
創
り
出
す
存
在
で

あ
り
︑
人
物
造
型
を
行
う
小
説
な
ど
の
芸
術
と
近
い
︒
彼
ら
の
芸
談
に
は
︑
人

物
を
作
る
こ
と
の
秘
訣
が
︑
ど
こ
か
に
混
じ
り
込
ま
さ
れ
て
い
る
︒
読
者
は
︑

や
は
り
︑
人
形
を
彫
る
こ
と
の
技
術
に
関
わ
る
芸
談
を
通
じ
て
︑
普
遍
的
な
人

物
造
型
の
秘
密
を
か
ぎ
取
ろ
う
と
し
た
の
で
は
無
か
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
︑
我
々

が
人
間
と
い
う
も
の
に
︑
永
遠
に
興
味
を
持
ち
続
け
る
こ
と
の
裏
返
し
の
表
れ

で
は
な
か
ろ
う
か
︒
人
形
師
と
は
︑
小
説
家
と
も
歴
史
記
述
家
と
も
共
通
す
る

存
在
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

阿
波
の
人
形
師
を
書
く

一
二
九


