
宝
塚
歌
劇
「
天
の
鼓

―
夢
幻
と
こ
そ
な
り
に
け
れ

―
」
と
日
本
古
典
文
学

植　
　

木　
　

朝　
　

子

　

百
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
宝
塚
歌
劇
は
、
女
性
演
者
の
み
に
よ
る
華
や
か
な

舞
台
が
多
く
の
人
々
を
惹
き
つ
け
て
き
た①
。
現
在
、
宝
塚
歌
劇
と
い
え
ば
、
一

般
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
の
は
西
洋
物
で
あ
ろ
う
が
、
初
期
作
品
で
は
、
桃
太

郎
、
浦
島
太
郎
、
カ
チ
カ
チ
山
な
ど
い
わ
ゆ
る
昔
話
の
他
、
能
や
狂
言
、
歌
舞

伎
、
浄
瑠
璃
を
踏
ま
え
た
も
の
が
多
数
見
ら
れ
た②
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
日
本

物
は
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
激
減
し
、
特
に
古
典
作
品
に
基
づ
い
た
も
の
は
減
っ

て
い
く
。
昭
和
五
〇
年
代
か
ら
は
さ
ら
に
減
っ
て③
、
日
本
物
は
純
粋
な
創
作
か
、

近
代
の
歴
史
小
説
（
山
本
周
五
郎
、
司
馬
遼
太
郎
な
ど
）
を
踏
ま
え
た
も
の
が

大
半
と
な
る
。
平
成
に
入
る
と
、
日
本
物
は
か
な
り
限
定
的
に
な
り
、
シ
ョ
ー

の
中
で
日
本
舞
踊
的
な
踊
り
を
見
せ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
歌
劇
と
し
て
演
じ

ら
れ
る
こ
と
は
非
常
に
少
な
く
な
る
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
初
期
作
品
で
は
、
能
や
歌
舞
伎
を
踏
ま
え
た
も
の
が

多
く
見
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
能
や
歌
舞
伎
が
「
常
識
」
で
あ
っ
た
時
代
の
反

映
で
あ
ろ
う
。
近
年
の
少
な
い
日
本
物
の
中
で
、
踏
ま
え
ら
れ
る
古
典
が
あ
る

場
合
、『
古
事
記
』『
万
葉
集
』『
伊
勢
物
語
』『
源
氏
物
語
』
な
ど
上
代
・
中
古

作
品
が
大
部
分
を
占
め
る
。
国
語
教
育
に
お
け
る
古
典
が
平
安
時
代
を
中
心
と

し
て
い
る
こ
と
と
呼
応
し
て
い
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
例
外
的
に
、
近
松
門

左
衛
門
の
心
中
物
は
平
成
以
降
も
複
数
回
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る④
。

　

近
年
は
古
典
そ
の
も
の
か
ら
で
は
な
く
、
古
典
に
基
づ
い
た
小
説
や
漫
画
に

依
拠
し
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。
田
辺
聖
子
『
舞
え
舞
え
蝸
牛
』（『
落

窪
物
語
』
の
翻
案⑤
）、『
新
源
氏
物
語⑥
』
や
大
和
和
紀
『
あ
さ
き
ゆ
め
み
し⑦
』
な

ど
が
そ
の
典
拠
の
例
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
宝
塚
歌
劇
の
中
で
、
日
本
物
の
占
め
る
大
き
さ
は
か
な
り
縮

小
し
て
い
る
も
の
の
、
中
に
は
、
興
味
深
い
古
典
摂
取
の
様
相
が
見
ら
れ
る
場

合
も
あ
る
。
本
稿
で
は
、
複
数
の
古
典
文
学
を
組
み
合
わ
せ
て
摂
取
し
て
い
る

作
品
の
例
と
し
て
、
児
玉
明
子
作
の
「
天
の
鼓
―
夢
幻
と
こ
そ
な
り
に
け
れ

宝
塚
歌
劇
「
天
の
鼓

―
夢
幻
と
こ
そ
な
り
に
け
れ

―
」
と
日
本
古
典
文
学

二
四
〇
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―
」（
以
下
「
天
の
鼓
」）
を
取
り
上
げ
、
そ
の
古
典
享
受
の
様
相
を
眺
め
て
み

た
い
。

一
、「
天
の
鼓
」
の
上
演
情
報
と
梗
概

　
「
天
の
鼓
」
は
花
組
公
演
と
し
て
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
一
七
日
か
ら
二
九

日
ま
で
シ
ア
タ
ー
・
ド
ラ
マ
シ
テ
ィ
で
、
二
〇
〇
五
年
一
月
四
日
か
ら
一
一
日

ま
で
東
京
の
日
本
青
年
館
で
上
演
さ
れ
た⑧
。

　

梗
概
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
、
主
要
な
登
場
人
物
に
つ
い
て
は

（　

）
内
に
演
者
名
を
記
す
。

　

平
安
初
期
、
吉
野
の
山
奥
、
天
川
村
。
初
秋
の
あ
る
日
、
天
河
弁
財
天
社
の

宮
司
・
井
頭
伊
織
（
萬
あ
き
ら
）
は
、
川
の
ほ
と
り
に
捨
て
ら
れ
て
い
た
赤
子

を
見
つ
け
る
。
赤
子
の
傍
ら
に
は
鼓
が
あ
っ
た
。
伊
織
は
赤
子
を
虹
人
（
春
野  

寿
美
礼
）
と
名
付
け
、
娘
の
伊
吹
と
と
も
に
育
て
る
。
虹
人
を
鼓
の
申
し
子
と

信
じ
る
伊
織
は
、
鼓
の
名
手
・
多
朝
忠
（
夏
美
よ
う
）
の
稽
古
を
受
け
さ
せ
る
。

　

朝
忠
の
息
子
で
あ
る
樹
（
未
涼
亜
希
）
と
虹
人
は
無
二
の
親
友
で
あ
っ
た
。

あ
る
日
、
虹
人
は
樹
か
ら
、
貴
族
の
娘
と
結
婚
す
る
旨
を
聞
き
、
祝
福
す
る
。

　

そ
の
頃
、
都
で
は
、
音
楽
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
帝
（
彩
吹
真
央
）
が
国
中
の

優
れ
た
楽
器
を
集
め
て
い
た
。
臣
下
の
源
博
雅
か
ら
、
天
の
鼓
を
持
つ
虹
人
の

噂
を
聞
い
た
帝
は
す
ぐ
に
天
川
へ
赴
く
。

　

樹
と
祝
杯
を
あ
げ
た
帰
り
道
、
虹
人
は
哀
切
な
笛
の
音
を
聞
き
、
そ
れ
に
あ

わ
せ
て
鼓
を
打
つ
。
笛
を
奏
で
て
い
た
の
は
美
し
い
姫
君
で
あ
っ
た
が
、
素
性

を
問
う
虹
人
に
返
事
を
せ
ず
、
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。

　

そ
こ
へ
来
か
か
っ
た
帝
は
笛
を
吹
く
が
、
虹
人
は
鼓
を
合
わ
せ
る
こ
と
な
く

去
る
。
帝
は
虹
人
の
鼓
を
手
に
入
れ
た
い
と
願
い
、
都
で
大
々
的
な
管
絃
の
立

会
い
を
行
い
、
勝
者
は
雅
楽
寮
の
楽
人
と
し
て
召
し
抱
え
る
と
い
う
ふ
れ
を
出

す
。

　

数
日
後
、
朝
忠
の
屋
敷
で
、
樹
の
許
嫁
で
あ
る
照
葉
（
ふ
づ
き
美
世
）
を
紹

介
さ
れ
た
虹
人
は
驚
愕
す
る
。
照
葉
は
、
虹
人
の
心
を
奪
っ
た
あ
の
笛
の
姫
君

で
あ
っ
た
。
虹
人
を
忘
れ
ら
れ
ず
に
い
た
照
葉
も
、
思
い
が
け
な
い
再
会
に
動

揺
す
る
。
二
人
の
様
子
に
胸
騒
ぎ
を
覚
え
た
樹
は
、
管
絃
の
立
会
い
に
参
加
し
、

勝
者
と
な
っ
て
、
照
葉
と
都
に
上
る
と
い
う
決
意
を
語
る
。

　

そ
の
夜
、
虹
人
は
照
葉
の
も
と
に
忍
ん
で
い
き
、
許
さ
れ
な
い
恋
と
知
り
つ

つ
契
り
を
結
ぶ
。
し
か
し
、
照
葉
は
樹
を
裏
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
、
虹
人

に
別
れ
を
告
げ
る
。
虹
人
は
、
自
身
も
管
絃
の
立
会
い
に
参
加
し
、
照
葉
に
ふ

さ
わ
し
い
身
分
の
男
に
な
っ
て
戻
る
と
誓
う
。

　

管
絃
の
立
会
い
で
、
虹
人
は
樹
に
勝
利
す
る
。
し
か
し
、
天
の
鼓
を
手
に
入

れ
た
い
と
望
む
帝
の
命
で
、
虹
人
は
闇
討
に
あ
う
。
そ
し
て
そ
の
罪
は
帝
に

よ
っ
て
勝
負
に
負
け
た
樹
に
着
せ
ら
れ
る
。

　

帝
は
手
に
入
れ
た
天
の
鼓
を
披
露
す
る
管
絃
の
会
を
催
す
が
、
帝
が
鼓
を

打
っ
て
も
、
ま
っ
た
く
音
が
出
な
い
。
屈
辱
と
怒
り
に
ま
か
せ
、
帝
は
樹
の
処

宝
塚
歌
劇
「
天
の
鼓

―
夢
幻
と
こ
そ
な
り
に
け
れ

―
」
と
日
本
古
典
文
学
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四
一
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刑
と
鼓
の
破
砕
を
命
じ
る
。
そ
こ
へ
照
葉
と
伊
吹
が
駆
け
込
ん
で
く
る
。
照
葉

は
、
自
分
の
命
と
引
き
換
え
に
鼓
を
守
ろ
う
と
す
る
。
帝
が
樹
と
照
葉
の
処
刑

を
命
じ
た
と
こ
ろ
、
突
然
、
鼓
が
鳴
り
出
す
。
虹
人
の
霊
が
現
れ
、
樹
と
照
葉

に
礼
を
述
べ
、
帝
に
は
人
を
信
じ
る
こ
と
の
大
切
さ
を
説
い
て
消
え
る
。

　

数
年
後
、
天
川
で
は
照
葉
の
母
が
、
虹
人
と
照
葉
の
忘
れ
形
見
で
あ
る
北
斗

を
大
事
に
育
て
て
い
る
。
照
葉
は
産
後
の
肥
立
ち
が
悪
く
、
す
で
に
世
に
な
い
。

伊
織
と
伊
吹
の
も
と
に
樹
か
ら
手
紙
が
く
る
。
樹
は
雅
楽
寮
の
楽
頭
と
し
て
活

躍
し
て
い
る
。

　

照
葉
の
形
見
の
笛
を
吹
い
て
い
る
北
斗
の
も
と
に
、
帝
が
や
っ
て
く
る
。

「
そ
な
た
に
返
す
も
の
が
あ
る
」
と
言
っ
て
、
天
の
鼓
を
手
渡
す
。
帝
が
照
葉

の
笛
を
吹
き
、
北
斗
は
鼓
を
打
つ
。
そ
の
様
子
を
、
天
か
ら
虹
人
と
照
葉
が
見

つ
め
て
い
る
。二

、
能
「
天
鼓
」「
富
士
太
鼓
」
の
利
用

　

公
演
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
宝
塚
歌
劇
団
理
事
長
・
小
林
公
一
の
「
ご
あ
い
さ

つ
」
に
は
、

　

こ
の
作
品
は
、
能
の
「
天
鼓
」「
富
士
太
鼓
」
を
題
材
に
、
二
人
の
若

者
の
恋
と
友
情
、
そ
し
て
、
永
遠
に
変
わ
ら
ぬ
愛
の
形
を
描
き
出
す
物
語

で
ご
ざ
い
ま
す
。

と
あ
り
、
作
・
演
出
の
児
玉
明
子
の
挨
拶
文
に
は
、

　

こ
の
作
品
は
、
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
分
か
る
よ
う
、
能
の
〝
天
鼓
〞
を
ヒ

ン
ト
に
得
て
お
り
ま
す
。

　

初
め
に
劇
団
か
ら
こ
の
作
品
の
話
を
頂
い
た
時
に
は
、
正
直
に
申
し
ま

す
と
、〝
天
鼓
〞
に
恋
愛
を
絡
め
て
、
宝
塚
風
に
ア
レ
ン
ジ
す
る
と
い
う

事
を
、
た
だ
漠
然
と
考
え
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
実
際
に
、
作
品
を
つ

く
っ
て
い
く
う
ち
に
、〝
天
の
鼓
〞
を
中
心
に
様
々
な
登
場
人
物
達
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
想
い
を
胸
に
抱
き
、
生
き
て
ゆ
く
話
へ
と
変
わ
っ
て
い
き
ま

し
た
。
当
た
り
前
で
す
が
、
い
つ
の
時
代
に
も
変
わ
り
ゆ
く
事
が
あ
り
、

ま
た
、
変
わ
ら
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
き
っ
と
誰
も
が
信
じ
て
い
た
い
、

た
っ
た
一
つ
確
か
な
も
の
、
も
し
そ
ん
な
も
の
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ

は
一
体
何
だ
ろ
う
？  

い
つ
し
か
そ
ん
な
事
を
自
分
に
問
い
か
け
、
登
場

人
物
達
と
共
に
、
探
し
続
け
て
お
り
ま
し
た
。

と
あ
っ
て
、
劇
団
か
ら
作
者
に
対
し
、
下
敷
き
に
す
べ
き
古
典
作
品
と
し
て
能

「
天
鼓
」「
富
士
太
鼓
」
が
提
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
下
、
こ
の
二
つ
の
能
が
「
天
の
鼓
」
に
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い

る
か
を
見
て
い
き
た
い
。

　

能
「
富
士
太
鼓
」
の
梗
概
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

摂
津
住
吉
社
の
楽
人
富
士
の
妻
（
シ
テ
）
は
、
夫
が
都
に
向
か
っ
た
夜
に
不

吉
な
夢
を
見
た
た
め
、
安
否
を
気
遣
っ
て
娘
（
子
方
）
と
共
に
後
を
追
い
、
内

裏
に
赴
い
て
官
人
（
ワ
キ
）
か
ら
夫
の
死
を
知
ら
さ
れ
る
。
富
士
は
内
裏
で
催

宝
塚
歌
劇
「
天
の
鼓

―
夢
幻
と
こ
そ
な
り
に
け
れ

―
」
と
日
本
古
典
文
学
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さ
れ
た
管
絃
の
会
に
太
鼓
の
役
を
望
ん
で
出
向
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に

勅
命
で
召
さ
れ
て
い
た
天
王
寺
の
楽
人
浅
間
が
、
富
士
の
行
為
を
憎
ん
で
討
ち

殺
し
た
の
で
あ
る
。
官
人
か
ら
夫
の
形
見
を
渡
さ
れ
た
妻
は
夫
の
高
望
み
を
恨

み
嘆
く
。
そ
し
て
形
見
の
装
束
を
身
に
着
け
、
あ
の
太
鼓
こ
そ
が
夫
の
敵
で
あ

る
と
言
い
、
泣
き
な
が
ら
打
ち
た
た
く
。
す
る
と
富
士
の
幽
霊
が
現
れ
て
妻
に

乗
り
移
り
、
舞
楽
を
舞
い
、
太
鼓
を
激
し
く
打
つ
。
こ
う
し
て
恨
み
を
晴
ら
し

た
妻
は
元
の
姿
に
戻
っ
て
、
故
郷
に
帰
っ
て
行
く⑨
。

　

歌
劇
「
天
の
鼓
」
を
構
成
す
る
要
素
の
中
で
、
能
「
富
士
太
鼓
」
に
よ
っ
た

と
思
わ
れ
る
の
は
、
①
楽
人
同
士
が
技
を
競
い
合
い
、
殺
人
事
件
が
引
き
起
こ

さ
れ
る
こ
と
、
②
殺
さ
れ
た
楽
人
の
幽
霊
が
出
現
し
思
い
を
述
べ
る
こ
と
、
の

大
き
く
二
点
で
あ
る
。

　

①
に
つ
い
て
、
本
当
に
浅
間
が
富
士
を
殺
害
し
た
能
「
富
士
太
鼓
」
と
は
異

な
り
、「
天
の
鼓
」
で
は
、
樹
が
虹
人
を
殺
害
し
た
と
い
う
濡
れ
衣
を
着
せ
ら

れ
て
い
る
だ
け
で
は
あ
る
が
、
楽
人
が
帝
に
召
し
抱
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
争

い
、
殺
人
事
件
が
起
こ
る
と
い
う
枠
組
み
は
共
通
し
て
い
る
。

　

②
は
、
能
「
天
鼓
」
と
も
重
な
る
要
素
で
あ
る
が
、
幽
霊
の
言
葉
を
聞
く
者

の
中
に
妻
（
想
い
人
）
が
含
ま
れ
る
点
は
、「
天
鼓
」
に
な
く
「
富
士
太
鼓
」

に
あ
っ
て
、
歌
劇
「
天
の
鼓
」
と
共
通
す
る
。

　

ま
た
、
細
部
の
引
用
と
し
て
、
能
「
富
士
太
鼓
」
の
一
節
「
持
ち
た
る
撥
を

ば
剣
と
定
め
」
が
歌
劇
「
天
の
鼓
」
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
（
後
述
）。

　

次
に
、
能
「
天
鼓
」
の
梗
概
を
確
認
す
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

後
漢
の
時
代
、
王
伯
・
王
母
と
い
う
夫
婦
が
い
た
。
王
母
は
、
天
か
ら
降
っ

て
き
た
鼓
が
胎
内
に
入
る
夢
を
見
て
身
ご
も
る
。
そ
の
後
、
本
当
に
天
か
ら
鼓

が
降
っ
て
く
る
。
生
ま
れ
た
子
ど
も
は
「
天
鼓
」
と
名
付
け
ら
れ
、
い
つ
も
鼓

を
打
っ
て
い
た
。
そ
の
素
晴
ら
し
い
音
に
つ
い
て
の
噂
を
聞
い
た
皇
帝
は
、
鼓

を
召
し
上
げ
よ
う
と
す
る
。
天
鼓
は
そ
の
命
を
拒
ん
だ
た
め
、
殺
害
さ
れ
、
呂

水
に
沈
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
召
し
上
げ
た
鼓
は
一
向
に
鳴
ら
な

い
。
皇
帝
は
勅
使
（
ワ
キ
）
に
命
じ
て
天
鼓
の
父
・
王
伯
（
前
シ
テ
）
を
召
し

出
し
、
鼓
を
打
つ
よ
う
命
じ
る
。
息
子
の
死
を
悲
し
み
嘆
き
な
が
ら
、
王
伯
が

鼓
を
打
つ
と
、
妙
な
る
音
色
が
響
く
。
そ
の
様
子
に
心
を
打
た
れ
た
皇
帝
は
天

鼓
を
弔
お
う
と
決
意
し
、
呂
水
の
ほ
と
り
で
管
絃
講
を
営
む
。
す
る
と
、
天
鼓

の
霊
（
後
シ
テ
）
が
現
れ
、
鼓
を
軽
や
か
に
打
ち
鳴
ら
し
て
、
舞
い
興
じ
る
。

や
が
て
夜
明
け
と
と
も
に
姿
を
消
す⑩
。

　

歌
劇
「
天
の
鼓
」
は
そ
の
題
名
か
ら
し
て
も
、
能
「
天
鼓
」
を
強
く
意
識
し

て
お
り
、
構
成
の
柱
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
要
素
と
し
て
、
大
き
く

は
①
帝
の
横
暴
と
改
心
、
②
鳴
ら
な
い
鼓
が
打
ち
手
の
交
代
に
よ
っ
て
音
を
響

か
せ
る
こ
と
、
③
七
夕
と
の
関
連
、
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
先
述
し

た
よ
う
に
、
殺
害
さ
れ
た
者
の
幽
霊
の
語
り
と
い
う
点
は
、
能
「
富
士
太
鼓
」

と
も
重
な
る
点
な
の
で
、
こ
こ
で
は
上
記
の
三
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た

い
。

宝
塚
歌
劇
「
天
の
鼓

―
夢
幻
と
こ
そ
な
り
に
け
れ

―
」
と
日
本
古
典
文
学

二
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三
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①
に
つ
い
て
、
歌
劇
「
天
の
鼓
」
で
は
、
帝
は
鼓
の
献
上
を
命
じ
ず
、
だ
ま

し
取
ろ
う
と
す
る
。
鼓
の
た
め
な
ら
ば
虹
人
を
殺
害
す
る
こ
と
も
厭
わ
ず
、
さ

ら
に
は
罪
を
樹
に
負
わ
せ
る
と
い
う
よ
う
に
、
帝
の
横
暴
さ
を
よ
り
強
調
し
て

い
る
。
な
お
、
闇
討
に
あ
っ
た
虹
人
は
鴨
川
に
沈
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
能

「
天
鼓
」
で
、
天
鼓
が
呂
水
に
沈
め
ら
れ
た
こ
と
を
意
識
し
て
の
設
定
で
あ
ろ

う
。
横
暴
な
帝
は
、
し
か
し
、
歌
劇
「
天
の
鼓
」
に
お
い
て
も
、
能
「
天
鼓
」

に
お
い
て
も
後
に
心
を
改
め
、
死
者
に
寄
り
添
う
対
応
を
す
る
に
至
る
。

　

②
に
つ
い
て
、
鼓
の
持
ち
主
の
死
後
、
鳴
ら
な
く
な
っ
た
鼓
は
、
能
に
お
い

て
は
、
天
鼓
の
父
が
打
つ
と
音
を
響
か
せ
る
が
、
歌
劇
で
は
虹
人
は
捨
て
子
と

い
う
設
定
で
あ
り
、
親
で
は
な
く
、
親
友
・
恋
人
の
真
情
に
よ
っ
て
鼓
が
鳴
る

（
能
と
異
な
っ
て
、
樹
や
照
葉
が
実
際
に
鼓
を
打
つ
わ
け
で
は
な
い
が
、
鼓
が

鳴
り
出
し
た
の
は
、
彼
ら
の
虹
人
を
思
う
気
持
ち
に
よ
る
も
の
だ
と
受
け
取
れ

る
展
開
で
あ
る
）。
し
か
し
、
歌
劇
に
も
、
親
子
の
情
愛
は
強
い
テ
ー
マ
の
一

つ
と
し
て
作
品
の
底
流
を
な
し
て
い
る
。
虹
人
は
、
子
だ
け
は
助
け
よ
う
と
泣

き
な
が
ら
自
分
を
捨
て
た
母
の
幻
想
を
見
る
し
、
照
葉
は
、
秘
め
た
恋
に
よ
っ

て
母
と
自
分
を
捨
て
た
父
を
恨
む
よ
り
も
、
父
を
追
い
詰
め
た
母
を
責
め
る
気

持
ち
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
虹
人
の
母
恋
と
照
葉
の
父
恋
が
対
照
を
成

し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
こ
の
世
に
な
い
虹
人
と
照
葉
が
子
の
北
斗
を
天
か
ら
見

守
る
と
い
う
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
も
相
ま
っ
て
、
親
子
の
情
愛
を
描
く
こ
と
が
作
品

の
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
主
人
公
が
持
っ
て
い
る
鼓
は
、
能
に
お
い
て
は
天
か
ら
降
っ
て
き
た

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
歌
劇
に
お
い
て
も
、
伊
織
は
、
虹
人
の
そ
ば
に
あ
っ
た

鼓
を
天
か
ら
授
か
っ
た
聖
な
る
も
の
と
受
け
止
め
、
虹
人
を
鼓
の
申
し
子
と
信

じ
て
本
人
に
も
伝
え
る
が
、
後
半
に
至
り
、
そ
の
鼓
は
、
実
は
、
多
家
の
鼓
で

あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
練
習
に
嫌
気
が
さ
し
た
幼
い
樹
が
蔵
に
火
を
放
っ

た
直
後
に
恐
ろ
し
く
な
り
、
慌
て
て
鼓
を
拾
い
上
げ
る
が
、
さ
り
と
て
ど
う
し

よ
う
も
な
く
、
つ
か
ん
だ
鼓
を
天
川
の
ほ
と
り
に
捨
て
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
虹
人
は
た
ま
た
ま
そ
の
鼓
の
そ
ば
に
捨
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

現
実
的
な
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
歌
劇
に
お
い
て
は
、
鼓
の
聖
性
・
人
の

理
解
を
超
え
た
不
思
議
を
描
く
こ
と
よ
り
も
、
人
と
人
と
の
関
係
を
描
く
こ
と

の
方
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

③
に
つ
い
て
、
そ
も
そ
も
天
鼓
と
は
彦
星
（
牽
牛
星
）
の
別
名
（『
文
選
』

「
洛
神
賦
」
李
善
注
「
牽
牛
、
一
名
天
鼓
」）
で
あ
り
、
能
「
天
鼓
」
最
終
部
・

後
シ
テ
は
、
以
下
の
よ
う
な
七
夕
に
ま
つ
わ
る
詞
章
に
合
わ
せ
て
舞
う
。

面
白
や
時
も
げ
に  

秋
風
楽
な
れ
や
松
の
声  

柳
葉
を
払
つ
て
月
も
涼
し

く  

星
も
相
逢
ふ
空
な
れ
や  

烏
鵲
の
橋
の
も
と
に  

紅
葉
を
敷
き  

二

星
の
屋
形
の
前
に  

風
冷
や
か
に
夜
も
更
け
て  

夜
半
楽
に
も
は
や
な
り

ぬ  

人
間
の
水
は
南  

星
は
北
に
た
ん
だ
く
の  

天
の
海
面
雲
の
波

傍
線
部
は
、
七
夕
に
ち
な
む
表
現
で
あ
る
が
、
歌
劇
「
天
の
鼓
」
で
、
虹
人
と

照
葉
が
一
夜
の
契
り
を
結
ぶ
の
は
七
月
七
日
の
星
空
の
も
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

宝
塚
歌
劇
「
天
の
鼓

―
夢
幻
と
こ
そ
な
り
に
け
れ

―
」
と
日
本
古
典
文
学
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二
重
傍
線
部
は
、
天
上
で
は
星
は
す
べ
て
北
斗
星
に
拱た
だ

く
（
手
を
組
み
礼
を
す

る
）
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
が
、
歌
劇
「
天
の
鼓
」
で
虹
人
と
照
葉
の
子
は
「
北

斗
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
天
の
鼓
」
は
能
「
天
鼓
」「
富
士
太
鼓
」
の
枠
組
み
を
借

り
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
細
部
に
お
い
て
も
典
拠
へ
の
目
く
ば
せ
と
で
も
い
う

べ
き
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
能
と
の
関
係
か
ら
は
、
歌
劇
「
天
の
鼓
」
が
そ
の
舞
台
を
奈
良
の
天

川
村
に
設
定
し
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
天
河
弁
財
天
社
が
ま
つ
る
弁
財
天

は
芸
能
の
神
で
あ
り
、
天
河
社
に
は
能
面
、
能
装
束
が
多
数
保
存
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
特
に
、
永
享
二
年
（
一
四
三
〇
）、
世
阿
弥
の
息
男
・
観
世
元

雅
に
よ
っ
て
寄
進
さ
れ
た
「
阿
古
父
尉
」
の
面
は
著
名
で
あ
る
。

三
、
細
部
の
古
典
引
用

　
「
天
の
鼓
」
に
は
、
第
二
節
で
み
た
能
二
曲
以
外
に
も
、
細
か
な
と
こ
ろ
に

さ
ま
ざ
ま
な
古
典
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。
以
下
、
場
面
ご
と
に
確
認
し
て
い
き

た
い
。

〈
第
一
幕
第
四
場　

樹
〉

　

こ
の
場
の
冒
頭
で
は
、
虹
人
や
樹
な
ど
複
数
人
が
鼓
の
稽
古
を
し
て
い
る
。

そ
の
際
に
歌
わ
れ
る
歌
（
登
場
人
物
た
ち
は
こ
れ
に
合
わ
せ
て
鼓
を
打
ち
つ
つ

舞
っ
て
い
る
）
の
詞
章
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

持
ち
た
る
撥
を
ば
剣
と
定
め  

打
つ
鼓  

い
か
に
打
て
ば  

こ
の
音お
と

の
絶

え
ざ
る
ら
ん  

打
つ
鼓  

打
ち
上
げ
打
ち
下
ろ
し  

お
も
し
ろ
や  

わ
れ

ら
ま
た
参
ら
ば
や  

て
い
と
ん
と
う  

響
く
な
れ

傍
線
部
は
、
第
二
節
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
能
「
富
士
太
鼓
」
の
一
節
で
あ
る
。

富
士
の
幽
霊
が
現
れ
て
妻
に
乗
り
移
っ
た
場
面
で
、
シ
テ
は
、
恨
み
を
晴
ら
そ

う
と
、持

ち
た
る
撥
を
ば
剣
と
定
め  

持
ち
た
る
撥
を
ば
剣
と
定
め  

瞋
恚
の
熖

は
太
鼓
の
烽
火
の  

天
に
上
が
れ
ば
雲
の
上
人  

ま
こ
と
の
富
士
颪
に  

絶
え
ず
揉
ま
れ
て
裾
野
の
桜  

四
方
へ
ば
つ
と
散
る
か
と
見
え
て  

花
衣

さ
す
手
も
引
く
手
も  

伶
人
の
舞
な
れ
ば  

太
鼓
の
役
は
も
と
よ
り
聞
こ

ゆ
る  

名
の
下
空
し
か
ら
ず  

類
ひ
な
や
な
つ
か
し
や

と
歌
い
出
す
。

　

歌
劇
「
天
の
鼓
」
で
歌
わ
れ
て
い
る
傍
線
部
以
下
の
詞
章
は
、『
梁
塵
秘
抄
』

二
六
五
番
歌
に
よ
る
。

金
の
御
嶽
に
あ
る
巫
女
の  

打
つ
鼓  

打
ち
上
げ
打
ち
下
ろ
し
お
も
し
ろ

や  

わ
れ
ら
も
参
ら
ば
や  

て
い
と
ん
と
う
と
も
響
き
鳴
れ  

響
き
鳴
れ  

打
つ
鼓  

い
か
に
打
て
ば
か  

こ
の
音ね

の
絶
え
せ
ざ
る
ら
む⑪

当
該
今
様
は
、
金
峯
山
の
巫
女
が
鼓
を
さ
か
ん
に
打
っ
て
い
る
様
子
を
歌
う
が
、

「
天
の
鼓
」
の
作
中
歌
は
、
主
語
の
「
巫
女
」
を
外
し
た
上
で
、
鼓
の
練
習
風

景
と
し
て
、
今
様
を
巧
み
に
引
用
し
て
い
る
。

宝
塚
歌
劇
「
天
の
鼓

―
夢
幻
と
こ
そ
な
り
に
け
れ

―
」
と
日
本
古
典
文
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〈
第
一
幕
第
七
場　

出
会
い
〉

　

こ
こ
で
帝
の
持
つ
笛
の
名
器
は
「
葉は

二ふ
た
つ

」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
笛
の
名
は
諸
書
に
見
え
る
が
、『
十
訓
抄
』
は
、
名
の
由
来
と
し
て
、
次

の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

こ
の
笛
に
は
葉
二
つ
あ
り
。
一
つ
は
赤
く
、
一
つ
は
青
く
し
て
朝
ご
と
に

露
お
く
と
い
ひ
伝
へ
た
れ
ば
、「
京
極
殿
御
覧
じ
け
る
時
は
、
赤
葉
落
ち

て
、
露
お
か
ざ
り
け
る
」
と
富
家
入
道
殿
、
語
ら
せ
給
ひ
け
る
と
ぞ⑫
。

も
と
も
と
、
赤
い
葉
と
青
い
葉
が
つ
い
て
い
た
ゆ
え
に
葉
二
と
呼
ば
れ
て
い
た

笛
は
、
富
家
入
道
殿
・
藤
原
忠
実
（
一
〇
七
八
〜
一
一
六
二
）
が
語
る
に
は
、

京
極
殿
・
藤
原
師
実
（
一
〇
四
二
〜
一
一
〇
一
）
が
ご
覧
に
な
っ
た
時
は
、
赤

葉
は
落
ち
て
し
ま
っ
て
お
り
、
露
も
置
か
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
ち
な
み

に
、
歌
劇
「
天
の
鼓
」
に
お
い
て
、
帝
の
持
つ
小
道
具
の
笛
に
は
、
葉
は
付
随

し
て
い
な
い
。

　

さ
て
、
同
じ
『
十
訓
抄
』
に
よ
る
と
、
こ
の
笛
は
、
源
博
雅
（
九
一
八
〜
九

八
〇
）
が
、
月
夜
に
朱
雀
門
の
前
で
笛
を
吹
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
出
会
っ
た
直

衣
姿
の
男
か
ら
譲
り
受
け
た
も
の
で
あ
り
、

三
位
（
＝
博
雅
）
失
せ
て
の
ち
、
帝
、
こ
の
笛
を
召
し
て
、
時
の
笛
吹
ど

も
に
吹
か
せ
ら
る
れ
ど
、
そ
の
音
を
吹
き
あ
ら
は
す
人
な
か
り
け
り
。

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
浄
蔵
と
い
う
「
め
で
た
き
笛
吹
き
」
を
召
し
て
吹

か
せ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
音
色
は
博
雅
に
劣
ら
な
か
っ
た
。『
十
訓
抄
』
は
以
下
、

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

帝
、
御
感
あ
り
て
、「
こ
の
笛
の
主
、
朱
雀
門
の
あ
た
り
に
て
得
た
り
け

る
と
こ
そ
聞
け
。
浄
蔵
、
こ
の
と
こ
ろ
に
行
き
て
、
吹
け
」
と
仰
せ
ら
れ

け
れ
ば
、
月
の
夜
、
仰
せ
の
ご
と
く
、
か
れ
に
行
き
て
、
こ
の
笛
を
吹
き

け
る
に
、
か
の
門
の
楼
上
に
、
高
く
大
き
な
る
音
に
て
、「
な
ほ
逸
物
か

な
」
と
ほ
め
け
る
を
、「
か
く
」
と
奏
し
け
れ
ば
、
は
じ
め
て
鬼
の
笛
と

知
ろ
し
め
し
け
り
。

こ
の
逸
話
に
よ
り
、
か
つ
て
博
雅
に
笛
を
渡
し
た
男
が
鬼
で
あ
っ
た
と
明
か
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
し
か
し
、
同
様
の
逸
話
を
紹
介
す
る
『
続
教
訓
抄
』
が
「
但
此
記
頗

ル
不
審
也
、
博
雅
ハ
浄
蔵
ヨ
リ
ノ
チ
ノ
人
ナ
リ⑬
」
と
す
る
よ
う
に
、
史
実
で
は
、

博
雅
（
九
一
八
〜
九
八
〇
）
の
持
っ
て
い
た
笛
を
、
そ
の
死
後
に
、
浄
蔵
（
八

九
一
〜
九
六
四
）
が
手
に
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

　
『
十
訓
抄
』
は
続
け
て
、「
葉
二
」
と
名
付
け
ら
れ
た
こ
の
笛
が
、
後
に
藤
原

道
長
（
九
六
六
〜
一
〇
二
七
）、
藤
原
頼
通
（
九
九
二
〜
一
〇
七
四
）
へ
と
伝

え
ら
れ
、
頼
通
が
宇
治
平
等
院
の
経
蔵
に
収
め
た
と
す
る
。
藤
原
道
長
が
こ
の

笛
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
七
年
（
一
〇
一

〇
）
正
月
一
一
日
条
に
、「
従
華
山
院
御
匣
殿
許
、
得
横
笛
〈
歯
二
〉、
只
今
第

一
笛
也⑭
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
確
か
め
ら
れ
る
。
な
お
、『
江
談
抄
』
は
、「
葉

二
」
を
「
朱
雀
門
の
鬼
の
笛
と
号
く
る⑮
」
と
し
、
浄
蔵
が
深
更
に
笛
を
吹
き
な

宝
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が
ら
朱
雀
門
を
通
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
笛
の
音
に
感
じ
た
鬼
が
葉
二
を
与
え
た

も
の
と
す
る
。
博
雅
は
登
場
せ
ず
、
従
っ
て
時
代
的
な
矛
盾
も
な
い
形
の
記
述

で
あ
る
。
そ
の
後
、
葉
二
が
藤
原
道
長
の
手
に
渡
っ
た
こ
と
に
ふ
れ
、
さ
ら
に
、

次
の
よ
う
に
記
す
。

後
一
条
院
御
在
位
の
時
、
蔵
人
某
を
も
つ
て
、
こ
の
笛
を
召
さ
る
。
蔵
人

笛
の
名
な
る
を
知
ら
ず
。
た
だ
「
は
ふ
た
つ
参
ら
せ
さ
せ
給
へ
」
と
申
す

に
、
入
道
殿
、「
何
事
も
承
る
べ
き
に
、
歯
二
つ
こ
そ
え
欠
く
ま
じ
け
れ
。

も
し
こ
の
葉
二
の
笛
か
」
と
て
進
ら
し
め
給
ふ
。

後
一
条
院
（
一
〇
〇
八
〜
一
〇
三
六
、
在
位
一
〇
一
六
〜
一
〇
三
六
）
は
道
長

の
女
・
彰
子
が
産
ん
だ
一
条
天
皇
の
第
二
皇
子
で
あ
る
。
後
一
条
院
か
ら
「
葉

二
」
を
所
望
さ
れ
た
道
長
は
、
笛
の
名
と
知
ら
ぬ
蔵
人
の
言
葉
を
受
け
て
、

「
天
皇
の
仰
せ
で
あ
る
か
ら
ど
ん
な
こ
と
で
も
お
受
け
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
歯
二
本
を
欠
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
、
わ
ざ
と
「
歯
二
つ
」
と
聞
き

な
し
た
冗
談
を
言
っ
て
い
る
。『
江
談
抄
』
に
よ
れ
ば
、「
葉
二
」
は
道
長
か
ら

後
一
条
院
の
も
と
に
奉
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
歌
劇
「
天
の
鼓
」
で
、「
葉
二
」
を
持
っ
て
い
た
帝
は
、『
十
訓
抄
』

前
半
の
話
に
従
え
ば
、
博
雅
が
没
し
た
九
八
〇
年
当
時
の
天
皇
、
す
な
わ
ち
第

六
十
四
代
円
融
天
皇
（
九
五
九
〜
九
九
一
、
在
位
九
六
九
〜
九
八
四
）
と
考
え

ら
れ
る
。

　

し
か
し
、「
天
の
鼓
」
に
は
、
中
宮
安
子
、
女
御
芳
子
が
出
て
く
る
こ
と
か

ら
、「
帝
」
は
第
六
十
二
代
村
上
天
皇
（
九
二
六
〜
九
六
七
、
在
位
九
四
六
〜

九
六
七
）
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

歌
劇
「
天
の
鼓
」
に
は
博
雅
が
登
場
し
、
音
楽
に
優
れ
た
人
物
と
し
て
管
絃

の
立
会
い
で
も
活
躍
す
る
が
、
博
雅
の
活
躍
時
期
は
朱
雀
、
村
上
、
冷
泉
、
円

融
朝
に
当
た
り
、
史
実
と
合
致
す
る
。

　

作
者
の
児
玉
明
子
は
『
十
訓
抄
』
に
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
歌
劇
「
天
の

鼓
」
に
お
け
る
博
雅
の
活
躍
と
、「
葉
二
」
の
笛
の
背
景
に
は
、『
十
訓
抄
』
の

説
話
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

〈
第
二
幕
第
二
場　

管
絃
の
立
会
い
―
勝
負
―
〉

　

こ
の
場
で
は
、
帝
が
雅
楽
寮
の
楽
人
と
し
て
召
し
抱
え
る
者
を
選
ぶ
た
め
、

楽
器
ご
と
に
演
奏
を
さ
せ
、
勝
敗
を
決
す
る
「
管
絃
の
立
会
い
」
が
行
わ
れ
て

い
る
。

　

古
典
文
学
と
の
関
わ
り
で
は
、
篳
篥
の
勝
負
に
お
い
て
、
敗
者
の
演
奏
が

「
轡
虫
の
ご
と
く
」
と
酷
評
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
表
現
の
典

拠
は
『
枕
草
子
』「
笛
は
」
の
段
の
、

篳
篥
は
い
と
か
し
が
ま
し
く
、
秋
の
虫
を
い
は
ば
、
轡
虫
な
ど
の
心
地
し

て
、
う
た
て
け
近
く
聞
か
ま
ほ
し
か
ら
ず⑯
。

に
あ
る
。
細
か
い
点
で
あ
る
が
、
古
典
へ
の
目
配
せ
が
利
い
て
い
て
興
味
深
い
。

　

ま
た
、
琵
琶
の
勝
負
に
お
い
て
は
「
蝉
丸
」
が
登
場
し
て
、
勝
者
と
な
っ
て

い
る
。

宝
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蝉
丸
は
、
琵
琶
の
名
手
と
さ
れ
る
伝
説
的
人
物
で
、『
後
撰
和
歌
集
』
の

「
こ
れ
や
こ
の
行
く
も
帰
る
も
別
れ
つ
つ
知
る
も
知
ら
ぬ
も
あ
ふ
さ
か
の
関⑰
」

が
、『
百
人
一
首
』
に
も
採
ら
れ
て
い
る
。
蝉
丸
の
素
性
に
つ
い
て
は
諸
説
あ

り
、
た
と
え
ば
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
四
・
第
二
十
三
話
は
、
宇
多
天
皇

（
八
六
七
〜
九
三
一
、
在
位
八
八
七
〜
八
九
七
）
の
第
八
皇
子
敦
実
親
王
（
八

九
三
〜
九
六
七
）
に
つ
か
え
た
雑
色
と
し
、『
平
家
物
語
』『
東
関
紀
行
』
な
ど

は
、
醍
醐
天
皇
（
八
八
五
〜
九
三
〇
、
在
位
八
九
七
〜
九
三
〇
）
の
第
四
皇
子

と
す
る
。
こ
こ
で
は
皇
族
の
血
を
引
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
源
博
雅
が
蝉

丸
の
も
と
に
三
年
間
通
い
、
琵
琶
の
秘
曲
を
授
け
ら
れ
た
と
の
伝
承
か
ら
、
蝉

丸
を
芸
の
始
祖
と
仰
ぐ
琵
琶
法
師
た
ち
に
よ
り
神
格
化
が
進
ん
だ
と
考
え
ら
れ

て
い
る⑱
。
こ
れ
ら
の
伝
承
の
蝉
丸
は
、
時
代
的
に
は
歌
劇
「
天
の
鼓
」
が
設
定

す
る
、
村
上
天
皇
の
管
絃
の
立
会
い
に
参
加
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　

蝉
丸
は
こ
の
場
面
に
出
て
く
る
の
み
で
、
そ
の
後
は
全
く
登
場
し
な
い
。
篳

篥
の
音
色
を
「
轡
虫
」
の
鳴
き
声
に
た
と
え
る
例
と
と
も
に
、
き
わ
め
て
細
か

な
点
に
お
い
て
、
古
典
の
表
現
や
伝
承
を
組
み
入
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
典

拠
を
知
る
享
受
者
に
と
っ
て
は
、
作
品
を
よ
り
一
層
豊
か
に
味
わ
え
る
楽
し
さ

が
あ
る
。

四
、「
天
の
鼓
」
の
評
価

　

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
、
細
部
に
わ
た
る
古
典
の
利
用
は
、
稿
者
に
と
っ

て
は
興
味
深
い
が
、
公
演
評
を
見
る
限
り
、「
天
の
鼓
」
の
評
価
は
芳
し
い
も

の
と
は
言
え
な
い
。
作
品
構
成
に
お
け
る
古
典
活
用
の
巧
み
さ
に
ふ
れ
る
も
の

は
管
見
に
は
入
ら
ず
、
話
の
展
開
の
不
整
合
を
指
摘
す
る
も
の
が
多
い
。
た
と

え
ば
、
少
年
期
、
鼓
の
稽
古
に
ま
っ
た
く
身
の
入
ら
な
い
虹
人
が
た
ぐ
い
ま
れ

な
鼓
の
名
手
と
し
て
成
長
し
て
い
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
、
ま
だ
樹
と
結
婚
し

て
い
な
い
照
葉
が
天
川
に
や
っ
て
き
て
「
婚
約
期
間
」
を
過
ご
す
の
は
お
か
し

い
、
虹
人
と
照
葉
の
一
夜
の
契
り
か
ら
妊
娠
が
発
覚
す
る
ま
で
の
時
間
が
短
す

ぎ
る
（
小
竹
哲⑲
）、
照
葉
が
あ
っ
と
い
う
間
に
虹
人
に
激
し
い
恋
心
を
抱
く
の

は
唐
突
す
ぎ
る
、
二
人
と
も
死
ん
で
し
ま
っ
て
天
国
で
幸
せ
に
、
と
い
う
の
も

陳
腐
で
あ
る
（
藤
田
ひ
ろ
み
）
な
ど
。
ま
た
、
早
す
ぎ
る
主
役
の
死
や
再
度
登

場
す
る
際
の
洋
装
へ
の
違
和
感
（
藤
田
ひ
ろ
み
・
溝
口
祥
夫
）、
後
半
に
な
っ

て
天
の
鼓
に
執
着
す
る
帝
の
話
の
比
重
が
大
き
く
な
り
、
テ
ー
マ
が
拡
散
し
て

い
る
と
の
批
判
（
薮
下
哲
司⑳
）
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
タ
イ
ト
ル
に
と
ら
れ
て
い

る
短
歌
「
世
の
中
は
夢
か
う
つ
つ
か
う
つ
つ
と
も
夢ゆ
め

幻
ま
ぼ
ろ
し

と
こ
そ
な
り
に
け

れ
」
に
つ
い
て
、
五
・
七
・
五
・
九
・
五
の
「
気
持
ち
悪
さ
」（
小
竹
哲
）
や
、

「
人
を
く
っ
た
よ
う
な
歌
も
芝
居
全
体
の
流
れ
に
あ
ま
り
な
じ
ま
な
か
っ
た
と

思
う
。
…
…
虹
人
が
た
し
か
に
生
き
た
証
も
夢
や
幻
に
帰
す
る
の
は
あ
ん
ま
り

で
は
な
い
か
」（
藤
田
ひ
ろ
み
）
と
い
っ
た
マ
イ
ナ
ス
評
価
が
見
ら
れ
る
。
全

体
と
し
て
「
怠
惰
で
つ
ま
ら
な
い
舞
台
設
定
」「
落
ち
も
な
け
れ
ば
時
代
考
証

も
な
い
」「
す
べ
て
の
関
係
者
の
努
力
は
児
玉
の
せ
い
で
む
な
し
い
の
で
あ
る
」

宝
塚
歌
劇
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（
溝
口
祥
夫
）
と
酷
評
さ
れ
て
お
り
、
演
者
の
演
技
や
華
や
か
な
王
朝
衣
装
が

一
部
好
意
的
に
評
価
さ
れ
る
も
の
の
、
作
品
の
構
成
・
演
出
に
つ
い
て
は
、
批

判
が
多
い
。

　

確
か
に
話
の
つ
じ
つ
ま
の
あ
わ
な
い
と
こ
ろ
や
説
明
不
足
と
思
わ
れ
る
点
は

見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、「
ス
タ
ー
さ
え
よ
く
映
っ
て
い
れ
ば
話
の
筋
に
無
頓

着
な
近
年
の
宝
塚
の
フ
ァ
ン
」（
溝
口
祥
夫
）
に
も
原
因
が
あ
り
、
話
の
整
合

性
が
あ
ま
り
重
視
さ
れ
な
い
流
れ
の
中
で
、
作
者
の
み
を
責
め
る
の
は
酷
で
は

な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
虹
人
と
照
葉
の
恋
物
語
で
す
っ
き
り
と
ま
と
ま
ら
ず
、

帝
の
鼓
へ
の
執
着
を
描
い
た
こ
と
で
テ
ー
マ
が
拡
散
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
批

判
は
、
本
作
品
の
出
発
点
が
能
の
「
天
鼓
」「
富
士
太
鼓
」
の
二
曲
を
使
う
こ

と
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
歌
劇
団
の
条
件
に
応
え
る
形
で
、「
富
士
太
鼓
」

か
ら
は
恋
の
要
素
を
、「
天
鼓
」
か
ら
は
鼓
に
執
着
す
る
帝
の
横
暴
の
要
素
を

取
り
出
し
、
両
者
を
並
列
さ
せ
た
と
こ
ろ
は
、
む
し
ろ
提
示
さ
れ
た
条
件
に
対

す
る
作
者
の
工
夫
と
も
い
え
る
。
第
二
節
で
引
い
た
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
言
葉

に
も
「〝
天
の
鼓
〞
を
中
心
に
様
々
な
登
場
人
物
達
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
想
い
を

胸
に
抱
き
、
生
き
て
ゆ
く
話
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
テ
ー
マ
の
「
拡
散
」
は
、

作
者
の
狙
い
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、「
世
の
中
は
…
…
」

の
歌
は
、
一
切
は
生
滅
流
転
し
て
永
遠
不
変
の
も
の
は
な
い
の
だ
と
い
う
無
常

観
を
表
出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
中
世
の
能
の
世
界
と
通
ず
る
。
そ
れ
は
、
精

一
杯
生
き
た
人
々
の
生
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
い
と
お
し
み
、

肯
定
し
た
う
え
で
の
、
世
の
無
常
の
把
握
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
夢
幻
と
こ
そ

な
り
に
け
れ
」
は
、
意
味
の
切
れ
目
で
区
切
る
と
「
夢
幻
と
こ
そ
／
な
り
に
け

れ
」
で
あ
る
が
、「
夢
幻
と
／
こ
そ
な
り
に
け
れ
」
と
七
音
ず
つ
に
区
切
る
こ

と
を
想
定
し
た
句
ま
た
が
り
の
歌
で
あ
ろ
う
。

　

劇
評
は
、
公
演
に
お
け
る
物
語
の
展
開
、
舞
台
美
術
・
衣
装
・
音
楽
な
ど
を

含
め
た
演
出
、
演
者
の
技
量
を
総
合
的
に
観
た
上
で
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

実
際
の
舞
台
の
印
象
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
が
、
典
拠
を
知
る
享
受
者
に
は
、
ま

た
別
の
評
価
の
観
点
も
あ
り
得
る
。
能
の
「
天
鼓
」「
富
士
太
鼓
」
を
大
き
な

枠
組
み
と
し
て
利
用
し
な
が
ら
、
典
拠
に
は
な
い
恋
の
三
角
関
係
の
設
定
や
帝

の
横
暴
さ
の
強
調
に
よ
っ
て
、
よ
り
複
雑
な
人
間
関
係
や
感
情
の
動
き
を
表
現

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
典
拠
と
の
比
較
に
よ
り
、
い
っ
そ
う
鮮
や
か
に
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　

さ
ら
に
細
か
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
挿
入
や
古
典
引
用
（「
葉
二
」
の
笛
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
、『
梁
塵
秘
抄
』
や
『
枕
草
子
』
の
利
用
な
ど
）
は
、
使
う
に
ふ
さ
わ

し
い
も
の
を
「
時
代
考
証
」
し
た
上
で
、
巧
み
に
選
ん
で
い
る
と
い
え
る
。

　

冒
頭
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
か
つ
て
の
宝
塚
歌
劇
は
、
し
ば
し
ば
能
や
歌
舞
伎

を
典
拠
と
し
て
い
た
が
、
能
の
知
識
が
一
般
常
識
と
は
い
え
な
く
な
っ
た
現
在
、

能
を
構
成
の
枠
組
み
と
し
、
細
部
に
も
古
典
を
引
用
す
る
「
天
の
鼓
」
の
よ
う

な
作
品
は
、
観
客
の
興
味
を
引
く
の
が
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
典

拠
と
合
わ
せ
た
享
受
に
よ
っ
て
、
ま
た
別
の
面
白
さ
を
味
わ
え
る
点
で
奥
の
深

宝
塚
歌
劇
「
天
の
鼓

―
夢
幻
と
こ
そ
な
り
に
け
れ

―
」
と
日
本
古
典
文
学

二
四
九
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い
作
品
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
日
本
物
が
減
り
、
古
典
離
れ
が
進
む
宝
塚
歌
劇
に

お
け
る
近
年
の
意
欲
作
と
し
て
、「
天
の
鼓
」
に
は
評
価
す
べ
き
点
も
多
く
含

ま
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注①　

宝
塚
歌
劇
の
第
一
回
公
演
は
大
正
三
年
（
一
九
一
四
年
）
四
月
。

②　

宝
塚
歌
劇
団
理
事
長  
小
林
公
一
監
修
『
宝
塚
歌
劇
一
〇
〇
年
史  

虹
の
橋  

渡

り
つ
づ
け
て  

舞
台
編
』（
株
式
会
社
阪
急
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ  

二
〇
一
四

年
四
月
）
の
「
全
公
演
一
覧
」
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
〜
平
成
二
五
年
（
二
〇
一

三
）
に
よ
っ
て
確
認
し
た
。
典
拠
の
一
例
は
、
能
「
羽
衣
」「
敦
盛
」「
松
風
村
雨
」

「
草
紙
洗
小
町
」「
邯
鄲
」「
大
江
山
」「
隅
田
川
」「
養
老
」、
狂
言
「
瓜
盗
人
」「
二

人
袴
」「
三
人
片
輪
」、
歌
舞
伎
「
義
経
千
本
桜
」「
伽
羅
先
代
萩
」「
京
鹿
子
道
成

寺
」「
八
百
屋
お
七
」「
蘆
屋
道
満
大
内
鑑
」「
一
条
大
蔵
譚
」、
浄
瑠
璃
「
傾
城
反
魂

香
」「
阿
波
の
鳴
門
」
な
ど
。

③　
「
ベ
ル
サ
イ
ユ
の
ば
ら
」（
一
九
七
四
年
初
演
）、「
風
と
共
に
去
り
ぬ
」（
一
九
七

七
年
初
演
）
な
ど
、
西
洋
物
が
大
ヒ
ッ
ト
し
た
こ
と
も
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。

④　

一
九
七
九
年
初
演
の
「
心
中  

恋
の
大
和
路
」
は
、
近
松
門
左
衛
門
の
「
冥
途
の

飛
脚
」
に
よ
る
作
品
で
あ
る
が
、
一
九
八
二
年
、
一
九
八
九
年
、
一
九
九
八
年
、
二

〇
一
四
年
と
上
演
を
重
ね
て
い
る
。

⑤　
「
舞
え
舞
え
蝸
牛

―
田
辺
聖
子
原
作
（
文
藝
春
秋
刊
）
よ
り

―
」
阿
古
健  

脚
本
・
演
出  

一
九
七
九
年
一
一
月
九
日
〜
一
二
月
一
八
日  

宝
塚
大
劇
場  

花
組

⑥　
「
新
源
氏
物
語

―
田
辺
聖
子
作
「
新
源
氏
物
語
」
よ
り

―
」
柴
田
侑
宏  

脚

本
・
演
出  

一
九
八
一
年
一
月
一
日
〜
二
月
一
一
日  

宝
塚
大
劇
場  

月
組
、
一
九

八
九
年
五
月
一
二
日
〜
六
月
二
七
日  

宝
塚
大
劇
場  

月
組

⑦　
「
源
氏
物
語  

あ
さ
き
ゆ
め
み
し

―
原
作  

大
和
和
紀
「
あ
さ
き
ゆ
め
み
し
」

（
講
談
社K

C m
im
i

刊
）

―
」
草
野
旦  

脚
本
・
演
出  

二
〇
〇
〇
年
四
月
七
日

〜
五
月
一
五
日  

宝
塚
大
劇
場  

花
組
、
同
七
月
一
日
〜
八
月
一
日  

一
〇
〇
〇

days

劇
場  

花
組

⑧　

稿
者
は
劇
場
で
の
観
劇
は
で
き
て
お
ら
ず
、
本
稿
は
宝
塚
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
ア
ー

ツ
制
作
のD

V
D

を
視
聴
し
た
上
で
執
筆
し
た
。

⑨　

伊
藤
正
義
校
注  

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
謡
曲
集  

下
』（
新
潮
社  

一
九
八
八

年
）
に
よ
っ
て
確
認
し
た
。
以
下
、「
富
士
太
鼓
」
の
詞
章
の
引
用
は
本
書
に
よ
る
。

⑩　

伊
藤
正
義
校
注  

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
謡
曲
集  

中
』（
新
潮
社  

一
九
八
六

年
）
に
よ
っ
て
確
認
し
た
。
以
下
、「
天
鼓
」
の
詞
章
の
引
用
は
本
書
に
よ
る
。

⑪　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
神
楽
歌  

催
馬
楽  

梁
塵
秘
抄  

閑
吟
集
』（
小
学

館  

二
〇
〇
〇
年
）
に
よ
る
。『
梁
塵
秘
抄
』
の
校
注
者
は
新
間
進
一
。

⑫　

浅
見
和
彦
校
注  

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
十
訓
抄
』（
小
学
館  

一
九
九
七

年
）
に
よ
る
。
以
下
、『
十
訓
抄
』
の
引
用
は
本
書
に
よ
る
。

⑬　

覆
刻  

日
本
古
典
全
集
『
続
教
訓
抄  

下
』（
現
代
思
潮
社  

一
九
七
七
年
）
に

よ
る
。

⑭　

大
日
本
古
記
録
『
御
堂
関
白
記  

中
』（
岩
波
書
店  

一
九
五
三
年
）
に
よ
る
。

〈　

〉
内
は
割
注
。

⑮　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
江
談
抄  

中
外
抄  

富
家
語
』（
岩
波
書
店  

一
九
九

七
年
）。『
江
談
抄
』
の
校
注
者
は
山
根
對
助
・
後
藤
昭
雄
。
以
下
、『
江
談
抄
』
の

引
用
は
本
書
に
よ
る
。

⑯　

松
尾
聰
・
永
井
和
子
校
注  

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
枕
草
子
』（
小
学
館  

一
九
九
七
年
）
に
よ
る
。

⑰　

片
桐
洋
一
校
注  

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
後
撰
和
歌
集
』（
岩
波
書
店  

一
九

九
〇
年
）
に
よ
り
、
一
部
表
記
を
改
め
た
。
詞
書
に
「
相
坂
の
関
に
庵
室
を
作
り
て

住
み
侍
り
け
る
に
、
行
き
交
ふ
人
を
見
て
」
と
あ
る
。

⑱　

兵
藤
裕
己
『
平
家
物
語
の
歴
史
と
芸
能
』
吉
川
弘
文
館  

二
〇
〇
〇
年
。

宝
塚
歌
劇
「
天
の
鼓

―
夢
幻
と
こ
そ
な
り
に
け
れ

―
」
と
日
本
古
典
文
学

二
五
〇
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⑲　
『
宝
塚
ア
カ
デ
ミ
ア
』
二
三
（
青
弓
社  

二
〇
〇
五
年
三
月
）
所
収
の
公
演
評
に

よ
る
。
以
下
、
薮
下
哲
司
以
外
の
劇
評
は
本
誌
所
収
。

⑳　

薮
下
哲
司
『
宝
塚
歌
劇
支
局
１

』（
青
弓
社  

二
〇
〇
五
年
）
に
よ
る
。

〔
付
記
〕　

本
稿
は
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
七
日
、
同
志
社
女
子
大
学
で
行
っ
た
日
本

語
日
本
文
学
科
公
開
講
演
会
「
宝
塚
歌
劇
と
日
本
古
典
文
学
」
に
お
け
る
講
演

の
一
部
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
会
場
で
お
聞
き
く
だ
さ
っ
た
学
生
の
皆
様
、

質
問
・
コ
メ
ン
ト
を
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
特
に
大
津

直
子
先
生
の
ご
質
問
に
示
唆
を
得
、
講
演
時
に
は
調
査
し
き
れ
て
い
な
か
っ
た

作
者
の
言
葉
や
劇
評
を
、
本
稿
で
は
新
た
に
書
き
加
え
ま
し
た
。

　
　
　
　

宝
塚
歌
劇
を
含
め
、
演
劇
、
舞
台
芸
術
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
田
中
励
儀
先
生
、

山
田
和
人
先
生
に
、
拙
稿
を
捧
げ
ま
す
。

宝
塚
歌
劇
「
天
の
鼓

―
夢
幻
と
こ
そ
な
り
に
け
れ

―
」
と
日
本
古
典
文
学

二
五
一
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