
近
松
世
話
浄
瑠
璃
﹃
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し
﹄
の
構
造

地
名
描
写
か
ら
見
る
語
り
物
と
し
て
の
特
徴
と
創
作

高

永

珍

は
じ
め
に

近
松
門
左
衛
門
︵
以
下
︑
近
松
と
略
称
す
る
︶
の
浄
瑠
璃
に
お
い
て
︑
美
文

名
文
と
し
て
讃
え
ら
れ
る
の
が
﹁
道
行
文
﹂
で
あ
る
︒
そ
の
﹁
道
行
﹂
の
重
要

な
要
素
が
︑
旅
の
経
過
地
名
を
列
ね
る
こ
と
で
あ
り
︑
﹁
地
名
尽
し
﹂
︑
﹁
○
○

尽
し
﹂
等
の
名
称
で
呼
ば
れ
る
地
名
描
写
を
含
む
こ
と
が
多
い
︒
﹁
道
行
﹂
は
︑

列
ね
挙
げ
ら
れ
た
地
名
に
歌
枕
や
掛
詞
︑
縁
語
な
ど
の
修
辞
が
施
さ
れ
た
韻
文

的
で
歌
謡
風
に
語
る
聞
か
せ
場
で
あ
り
︑
そ
の
語
り
と
共
に
人
形
な
ど
の
演
出

の
見
せ
場
と
し
て
の
機
能
も
果
た
し
て
い
る
︒
そ
の
た
め
﹁
道
行
﹂
の
研
究
は
︑

﹁
道
行
﹂
の
定
義
や
範
疇
︑
ま
た
場
面
ご
と
の
独
立
し
た
見
せ
場
と
し
て
の
解

釈
や
そ
の
特
徴
に
関
す
る
研
究
が
多
い
の
が
現
状
で
あ
ろ
う①
︒
し
か
し
︑
﹁
道

行
﹂
の
作
品
全
体
の
展
開
で
の
位
置
や
役
割
に
つ
い
て
の
言
及
は
︑
私
見
の
と

こ
ろ
﹁
道
行
﹂
に
関
す
る
多
く
の
論
考
を
残
し
て
い
る
角
田
一
郎
氏
に
し
か
見

当
た
ら
な
い②
︒
﹁
道
行
﹂
や
﹁
地
名
尽
し
﹂
は
︑
各
場
面
の
解
釈
は
も
ち
ろ
ん
︑

作
品
展
開
と
の
関
連
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
さ
ら
に
作
品
創
作
の
設

定
上
の
関
連
性
か
ら
︑
地
名
描
写
の
多
用
と
そ
の
技
巧
は
も
ち
ろ
ん
︑
作
品
全

体
の
テ
ー
マ
や
語
り
物
と
し
て
の
特
徴
ま
で
を
生
か
す
脚
色
を
行
っ
た
作
品
が

存
在
す
る
︒
そ
の
作
品
こ
そ
﹁
馬
方
の
与
作
﹂
と
﹁
関
の
小
万
﹂
の
設
定
の
も

と
︑
﹁
道
中
双
六
﹂
と
﹁
与
作
小
万
夢
路
の
こ
ま
﹂
と
の
節
事
を
含
め
︑
﹁
道

行
﹂
﹁
地
名
尽
し
﹂
風
の
詞
章
や
修
辞
の
場
面
を
有
し
地
名
描
写
の
ま
と
ま
っ

た
場
面
が
多
数
用
い
ら
れ
た
﹃
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し
﹄
で
あ
る
︒
そ

の
﹃
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し
﹄
は
︑
近
松
の
同
世
話
浄
瑠
璃
の
中
で
も

最
も
地
名
描
写
が
多
い
作
品
に
な
っ
て
い
る
︒

本
作
品
は
︑
宝
永
四
年
︵
一
七
〇
七
︶
末
か
同
五
年
春
に
︑
竹
本
座
で
初
演

さ
れ
た
世
話
浄
瑠
璃
で
あ
る
︒
題
材
と
な
っ
た
実
説
は
明
ら
か
で
は
な
く
︑
歌

舞
伎
や
当
時
の
流
行
の
俗
謡
に
歌
わ
れ
た
﹁
馬
方
踊
﹂
﹁
与
作
踊
﹂
の
﹁
丹
波

近
松
世
話
浄
瑠
璃
﹃
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し
﹄
の
構
造

二
九



54

26

丁

数

薩

曾

作
品
名

︻
表
�
︼

近
松
世
話
浄
瑠
璃
の
地
名
描
写
数

山

21

6

下

26

3

中

89

64

上

地名数

43239

網

上「諸国鑓づくし」

上「観音めぐり」

備 考

136

74

総

油5042213396

7

生

54 29 7 18 43

博4048182086博多情景描写

長

70 22 9 39 40

経4514212965

今

80 12 32 36 37

夕361814234

氷

70 22 9 39 40

冥4227122867

丹

63 14 28 21 31

淀4177×32109上下二巻構成、上「道行」

重

156 26 54 76 45

万4016151950

念

43 14 17 12 32

潤292227049

紅

45 19 10 16 32

堀3017113462

宵

上「二十二社めぐり」 87 22 13 52 30

絵3318141143

上下二巻構成 35 27 × 8 49 鑓

48 16 20 12 40

39

︻
凡
例
︼

�
地
名
描
写
調
査
は
近
松
世
話
浄
瑠
璃
全
二
十
四
作
を
対
象
と
し
︑
表
現
内
容
や
底
本
の
丁
数
は
︑
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

近
松
門
左
衛
門
①
②
﹄
︵
小
学
館
︑
平

成
九
年
三
月
︶
に
よ
る
︒

�
地
名
描
写
と
は
︑
土
地
名
は
勿
論
寺
社
名
所
を
含
む
表
現
を
指
し
︑
そ
の
数
は
延
べ
数
で
表
し
た
︒

�
作
品
名
は
︑
﹁
曾
根
崎
心
中
↓
曾
﹂
の
よ
う
に
一
文
字
に
略
し
て
表
す
︒

�
丁
数
は
︑
網
掛
は
七
行
本
︑
他
は
八
行
本
の
丁
数
を
現
し
て
い
る
︒

�
□
を
囲
っ
て
あ
る
も
の
は
︑
説
明
が
必
要
な
箇
所
で
あ
る
︒

近
松
世
話
浄
瑠
璃
﹃
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し
﹄
の
構
造

三
〇



与
作
﹂
と
﹁
四
季
花
笠
踊
﹂
の
﹁
関
の
小
万
﹂
を
用
い
﹁
歌
謡
の
上
か
ら
結
び

つ
け
﹂
脚
色
し
た
も
の
と
さ
れ
る③
︒
本
稿
は
︑
各
地
名
描
写
場
面
の
劇
展
開
に

お
け
る
役
割
と
主
題
と
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
し
︑
脚
色
の
素
材
か
ら
創
作
へ

繋
が
る
際
︑
作
者
近
松
が
地
名
の
用
い
ら
れ
た
表
現
を
駆
使
す
る
こ
と
で
語
り

物
と
し
て
の
聞
か
せ
場
を
念
頭
に
お
き
﹃
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し
﹄
を

創
っ
た
こ
と
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
地
名
描
写
の
反
復
を
避
け
る
た

め
に
多
様
な
趣
向
を
駆
使
し
︑
そ
の
多
様
な
趣
向
の
た
め
工
夫
さ
れ
た
地
名
描

写
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
本
稿
の
目
的
と
す
る
︒

一

近
松
世
話
浄
瑠
璃
に
お
け
る
地
名
描
写
の
展
開

近
松
の
世
話
浄
瑠
璃
は
︑
二
十
四
作
と
さ
れ
て
い
る
︒
前
述
し
た
よ
う
に

﹃
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し
﹄
は
︑
他
の
世
話
物
に
比
べ
て
地
名
描
写
が

多
数
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
︑
世
話
浄
瑠
璃
の
全
作
中
の
地
名
描
写
を

調
査
し
た
︒
そ
の
結
果
は
︻
表
�
︼
の
通
り
で
あ
る
︒

調
査
結
果
を
見
れ
ば
︑
﹃
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し
﹄
が
︑
百
五
十
六

の
地
名
描
写
が
現
れ
︑
作
品
全
体
を
通
し
て
地
名
が
最
も
多
い
作
品
と
言
え
る
︒

﹃
薩
摩
歌
﹄
で
も
全
百
三
十
六
の
地
名
が
現
れ
か
な
り
多
い
作
品
で
は
あ
る
が
︑

丁
数
の
違
い
や
上
巻
に
八
十
九
の
地
名
を
含
ん
で
い
る
﹁
諸
国
鑓
じ
る
し
﹂
の

鑓
と
お
国
を
結
ぶ
描
写
が
あ
っ
て
の
結
果
で
あ
る
︒
﹃
曾
根
崎
心
中
﹄
や
﹃
卯

月
紅
葉
﹄
は
︑
上
之
巻
の
﹁
観
音
め
ぐ
り
﹂
と
﹁
二
十
二
社
め
ぐ
り
﹂
の
節
事

で
の
地
名
描
写
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
︒
そ
し
て
﹃
淀
鯉
出
世
滝

徳
﹄
は
︑
上
下
二
巻
構
成
と
上
之
巻
に
﹁
道
行
﹂
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

地
名
描
写
が
多
く
見
ら
れ
る
︒
ま
た
﹃
博
多
小
女
郎
波
枕
﹄
で
は
︑
上
之
巻
の

場
面
設
定
が
九
州
の
た
め
周
辺
の
地
名
等
を
多
く
使
っ
て
い
る
︒

で
は
︑
﹃
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し
﹄
の
作
品
全
体
で
は
︑
地
名
は
ど

う
い
う
分
布
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
分
布
と
言
っ
た
の
は
︑
地
名

が
あ
る
場
面
に
集
中
し
て
展
開
し
︑
表
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
簡
略
に
表
す
と
左

記
の
よ
う
で
あ
る
︒

｢
上
之
巻
﹂

�
家
老
本
田
が
言
う
京
よ
り
勝
る
お
江
戸
の
描
写
︒

�
節
事
﹁
道
中
双
六
｣

関
東
の
高
家
入
間
家
へ
嫁
入
り
す
る
こ
と
に
な

っ
た
調
べ
姫
が
︑
出
発
す
る
直
前
行
き
た
く
な
い
と
む
ず
か
る
︒
姫
の

機
嫌
直
し
に
馬
子
の
三
吉
が
持
っ
て
い
た
道
中
双
六
を
行
う
場
面
︒

｢
中
之
巻
﹂

�
冒
頭

関
の
旅
籠
屋
の
描
写

客
引
き
の
客
寄
せ
文
句
︵
旅
籠
屋
の
事

柄
︑
物
事
︶
を
面
白
可
笑
し
く
語
り
︑
客
の
出
身
地
名
な
ど
を
用
い
旅

籠
屋
の
前
を
行
き
交
う
客
と
そ
の
風
俗
を
描
写
︒

�
与
作
の
博
打
話

地
名
︵
博
打
し
た
場
所
︶
を
連
ね
な
が
ら
博
打
で
金

を
な
く
し
て
い
く
様
子
を
滑
稽
に
描
写
︒
ま
た
八
蔵
へ
の
借
金
の
経
緯

を
も
語
る
場
面
︒

近
松
世
話
浄
瑠
璃
﹃
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し
﹄
の
構
造

三
一



｢
下
之
巻
﹂

�
節
事
﹁
与
作
小
万
夢
路
の
こ
ま
﹂
関
か
ら
千
貫
松
ま
で
の
道
行
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
地
名
描
写
の
集
中
場
面
と
作
品
全
体
の
展
開
か
ら
み
れ
ば
︑

﹁
上
之
巻
﹂
で
は
︑
調
べ
姫
に
江
戸
へ
の
関
心
を
持
た
せ
る
た
め
の
趣
向
と
し

て
節
事
﹁
道
中
双
六
﹂
が
設
け
ら
れ
︑
﹁
中
之
巻
﹂
で
は
︑
冒
頭
で
は
舞
台
転

換
後
の
雰
囲
気
転
換
の
た
め
聞
か
せ
場
と
し
て
用
い
ら
れ
る
︒
ま
た
与
作
の
博

打
話
に
負
け
た
地
名
に
掛
け
て
面
白
可
笑
し
く
描
い
て
い
く
箇
所
が
あ
る
︒

﹁
下
之
巻
﹂
で
は
︑
与
作
と
小
万
が
﹁
心
中
道
行
﹂
の
節
事
と
し
て
華
や
か
な

聞
か
せ
場
と
し
て
機
能
し
た
で
あ
ろ
う
︒
実
際
︑
集
中
し
て
地
名
が
使
わ
れ
る

場
面
の
特
徴
や
地
名
描
写
の
多
さ
の
た
め
︑
ど
う
い
う
工
夫
が
な
さ
れ
︑
そ
れ

が
作
品
展
開
と
ど
う
結
び
付
い
て
い
る
か
考
察
を
進
め
て
い
く
︒

二

語
り
の
聞
か
せ
場
と
作
品
展
開
の
契
機
と
し
て
の

﹁
道
中
双
六
﹂

関
東
の
高
家
入
間
家
へ
嫁
入
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
調
べ
姫
︒
﹁
上
之
巻
﹂

の
冒
頭
は
お
迎
え
の
品
々
や
嫁
入
り
道
具
を
列
挙
形
式
で
語
り
華
や
か
に
始
ま

る
の
で
あ
る
︒
出
発
す
る
直
前
調
べ
姫
は
行
き
た
く
な
い
と
む
ず
か
る
︒
乳
母

の
滋
野
井
は
︑
江
戸
行
き
を
嫌
が
る
姫
を
脅
し
て
も
お
だ
て
て
も
︑
受
け
入
れ

ら
れ
な
い
︒
そ
の
手
助
け
に
な
ろ
う
と
︑
本
田
が
打
ち
出
て
︑
次
の
よ
う
に
言

う
︒

あ
さ
く
さ
う
へ
の
ゝ
花
ざ
か
り
ま
た
さ
か
ひ
町
木
び
き
町
の
︒
て
ん
つ

く
〳
〵
で
こ
の
ほ
う
︒
へ
ん
け
い
や
き
ん
ひ
ら
が
︒
ゑ
い
や
つ
と
と
ゝ
ゑ

い
な
ど
ゝ
き
り
合
を
見
せ
ま
せ
ふ
︒
道
中
の
お
も
し
ろ
い
こ
と
ふ
じ
の
山

と
申
︒
天
迄
と
ゞ
く
山
を
御
目
に
か
け
ま
す
る④
︒

｢
花
の
お
ゑ
ど
は
京
ま
さ
り
﹂
と
浅
草
︑
上
野
の
花
な
ど
名
所
︑
堺
町
︑
ま

た
木
挽
町
か
ら
﹁
て
ん
つ
く
〳
〵
で
こ
の
ほ
う
﹂
の
人
形
浄
瑠
璃
や
芝
居
を
表

す
地
名
に
続
き
︑
弁
慶
や
金
平
の
﹁
き
り
合
﹂
を
見
せ
よ
う
と
芝
居
を
江
戸
の

楽
し
み
と
し
て
紹
介
し
な
が
ら
輿
に
乗
る
こ
と
を
勧
め
る
が
︑
姫
は
江
戸
へ
行

く
の
が
嫌
と
泣
く
ば
か
り
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
で
は
江
戸
の
名
所
か
ら
連
想
さ
れ

る
事
項
を
順
序
な
く
列
ね
る
修
辞
に
見
え
る
が
︑
少
な
い
数
で
は
あ
り
な
が
ら

江
戸
の
名
所
や
江
戸
の
芝
居
と
関
連
事
項
︑
ま
た
道
中
名
所
を
連
ね
て
い
る
︒

そ
こ
で
仲
居
か
ら
馬
子
の
三
吉
が
﹁
道
ち
う
す
ご
六
と
や
ら
ど
う
か
い
だ
う

の
ゑ
﹂
を
持
っ
て
い
る
こ
と
の
知
ら
せ
︑
滋
野
井
の
勧
め
で
三
吉
を
誘
い
︑
調

べ
姫
︑
腰
元
衆
が
﹁
う
ち
ま
じ
り
﹂
遊
ぶ
︒
こ
こ
で
﹁
ヲ
ク
リ
﹂
の
節
で
舞
台

転
換
は
な
い
が
︑
﹁
道
中
双
六
﹂
の
節
事
が
始
ま
る
︒

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
節
事
の
観
点
で
の
先
行
研
究
と
し
て
︑
大
久
保
忠
国
氏⑤

と
角
田
一
郎
氏⑥
の
論
考
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
両
者
は
︑
省
略
さ
れ
た
宿

駅
が
石
部
︑
土
山
︑
庄
野
︑
四
日
市
︑
鳴
海
︑
御
油
︑
原
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
た
上
︑
大
久
保
氏
は
﹁
東
海
道
の
旅
行
者
に
お
な
じ
み
の
名
物
が
次
々
と
並

ん
で
出
て
来
︵
中
略
︶
当
時
の
観
衆
に
真
実
感
を
も
っ
て
訴
え
る
力
を
備
え
得

近
松
世
話
浄
瑠
璃
﹃
丹
波
与
作
待
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こ
む
ろ
ぶ
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﹄
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た
﹂
と
述
べ
た
︒
こ
こ
を
﹁
節
の
聞
か
せ
ど
こ
ろ
で
︑
そ
の
方
面
へ
注
意
が
届

い
﹂
て
お
り
︑
﹁
派
手
な
作
曲
が
で
き
る
よ
う
に
書
き
下
ろ
し
て
い
た
﹂
と
も

指
摘
し
た
︒
し
か
し
︑
七
つ
の
駅
宿
が
欠
如
し
て
い
る
理
由
を
﹁
強
い
て
全
部

を
網
羅
す
る
道
楽
気
︑
も
し
く
は
き
ち
ょ
う
め
ん
さ
は
︑
近
松
が
持
ち
合
わ
せ

な
か
っ
た
﹂
と
も
述
べ
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
角
田
氏
は
︑
﹁
道
を
行
く
人
物

が
舞
台
に
出
て
こ
な
い
道
行
文
﹂
と
し
て
﹃
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し
﹄

の
﹁
道
中
双
六
﹂
を
挙
げ
︑
省
略
さ
れ
た
宿
駅
に
関
し
︑
﹁
そ
の
代
わ
り
は
い

っ
た
の
が
︑
打
出
の
浜
︑
矢
橋
︑
鈴
鹿
︑
大
井
川
︑
瀬
戸
︑
宇
津
の
山
︑
清
見

寺
の
七
つ
﹂
と
確
認
し
︑
﹁
瀬
戸
の
染
飯
︑
宇
津
の
山
辺
の
十
団
子
︑
所
々
の

名
物
買
ふ
て
﹂
と
﹁
道
中
名
物
の
代
表
格
﹂
を
入
れ
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
︒

そ
れ
は
﹁
旅
路
の
主
要
な
街
道
筋
で
は
名
所
も
宿
駅
も
使
い
古
さ
れ
て
︑
新
味

の
出
し
方
が
む
ず
か
し
い
︒
そ
こ
に
敢
え
て
五
十
三
次
を
並
べ
る
に
は
大
変
な

手
腕
を
要
す
る
︒
と
り
わ
け
い
く
つ
か
の
宿
駅
を
省
い
て
︑
山
の
名
︑
川
の
名

な
ど
を
入
れ
︑
し
か
も
富
士
山
と
琵
琶
湖
は
詠
み
込
ま
な
い
で
し
の
ば
せ
て
い

る
と
こ
ろ
︑
作
者
近
松
の
し
の
び
笑
い
が
目
に
う
つ
る
よ
う
﹂
と
指
摘
し
た
の

で
あ
る
︒

ま
た
︑
地
名
と
地
誌
の
関
係
か
ら
の
先
行
研
究
と
し
て
長
友
千
代
治
氏
の
論

考
が
あ
る⑦
︒
長
友
氏
は
︑
﹃
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し
﹄
の
﹁
道
中
双
六
﹂

の
依
拠
資
料
に
つ
い
て
検
討
し
︑
﹃
諸
国
案
内
旅
雀
﹄
を
依
拠
資
料
と
し
て
考

え
る
箇
所
を
列
挙
し
た
が
︑
﹁
道
行
の
依
拠
資
料
を
特
定
す
る
こ
と
は
む
つ
か

し
く
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
よ
ろ
し
く
取
捨
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
近
松
の

道
行
文
の
作
り
方
の
一
つ
で
あ
る
︒
﹂
と
解
い
た
︒
先
行
注
釈
に
﹃
諸
国
案
内

旅
雀
﹄
は
無
論
﹃
国
花
万
葉
記
﹄
や
﹃
東
海
道
名
所
記
﹄
が
用
い
ら
れ
る
こ
と

か
ら
も
依
拠
資
料
を
確
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
︒
各
文
辞
の
地
誌
と

の
関
連
は
︑
諸
先
行
研
究⑧
に
委
ね
る
こ
と
に
す
る
︒

し
か
し
問
題
に
な
る
の
は
︑
む
し
ろ
な
ぜ
こ
れ
ら
七
つ
の
宿
駅
を
省
略
し
た

か
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
角
田
氏
の
指
摘
に
あ
る
﹁
富
士
山
と
琵
琶
湖
は
詠
み

込
ま
な
い
で
し
の
ば
せ
て
い
る
と
こ
ろ
﹂
は
︑
本
田
の
文
句
に
す
で
に
﹁
富
士

の
山
﹂
が
出
現
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
︑
﹁
こ
ち
か
ら
う
ち
出
の
は
ま
﹂
と
い

う
近
松
の
表
現
か
ら
﹁
琵
琶
湖
﹂
が
想
定
で
き
る
こ
と
か
ら
省
い
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
︒
ま
た
角
田
氏
の
前
掲
の
論
考
の
指
摘
で
﹃
世
継
曾
我
﹄
の
地
名
用

例
で
述
べ
た
﹁
叙
景
抒
情
の
配
合
と
縁
語
・
懸
詞
・
引
歌
な
ど
の
修
辞
の
関

係
﹂
を
重
視
し
た
か
ら
だ
と
い
う
解
釈
の
方
が
同
意
で
き
る⑨
︒
た
だ
︑
﹁
関
﹂

周
辺
の
描
写
や
表
現
が
少
な
い
こ
と
は
注
目
で
き
る
︒
宿
駅
の
名
と
し
て
も
欠

け
て
い
る
箇
所
が
﹁
関
﹂
周
辺
︵
石
部
︑
土
山
︑
庄
野
︑
四
日
市
︶
に
集
中
し

て
い
る
︒
そ
れ
は
以
降
の
表
現
に
お
い
て
の
重
複
を
避
け
る
た
め
︑
中
之
巻
以

降
の
場
面
設
定
が
﹁
関
﹂
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

ま
た
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
劇
中
双
六
に
参
加
し
た
登
場
人
物
の
口
で
は
な
い

全
体
を
眺
め
て
い
る
三
人
称
視
点
の
語
り
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
表
現
と
し
て

は
︑
調
べ
姫
が
江
戸
へ
の
旅
へ
興
味
を
持
て
る
よ
う
に
︑
五
十
三
次
の
宿
駅
に
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世
話
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旅
の
様
子
や
経
過
地
名
を
掛
け
な
が
ら
双
六
の
仕
方
や
進
め
方
を
も
入
れ
言
語

遊
戯
で
描
く
︒
そ
し
て
宿
駅
︑
そ
の
周
辺
の
名
所
や
名
産
品
な
ど
を
散
り
ば
め

描
写
し
て
い
く
︒
﹁
あ
ゆ
む
ひ
ざ
﹂
か
ら
﹁
ひ
ざ
く
り
げ
馬
﹂
を
出
し
︑
双
六

の
駒
を
表
し
な
が
ら
道
中
の
際
︑
乗
る
馬
と
も
掛
け
て
い
る
︒
そ
れ
は
続
い
て

出
る
﹁
は
い
し
ゐ
道
中
す
ご
六
﹂
の
表
現
か
ら
も
分
か
る
︒
﹁
う
ち
出
の
は
ま
﹂

を
出
︑
﹁
矢
橋
﹂
︵
町
︶
の
出
舟
に
乗
り
遅
れ
な
い
よ
う
に
旅
人
の
﹁
と
さ
く

さ
﹂
に
紛
れ
て
乗
る
様
子
か
ら
草
津
を
引
き
出
す
︒
草
津
の
名
物
﹁
姥
が
餅
﹂

を
一
口
二
口
﹁
み
な
口
﹂
と
食
べ
︑
水
口
名
物
鰌
に
掛
け
﹁
ど
ぢ
や
う
を
ど
り

こ
へ
︒
坂
へ
こ
す
の
も
さ
い
次
第
﹂
﹁
さ
い
を
ふ
れ
〳
〵
︒
ふ
る
や
す
ゞ
か
﹂

と
双
六
の
や
り
方
と
地
名
や
名
物
を
駆
使
し
表
現
し
て
い
る
︒
ま
た
﹁
さ
い
に

無
の
字
を
打
出
せ
ば
水
の
出
ば
な
の
八
十
川
の
島
田
か
な
や
に
二
日
よ
ど
み
﹂

や
﹁
わ
る
い
め
う
て
ば
手
は
ん
を
取
に
︒
も
と
の
京
へ
立
か
へ
る
﹂
等
双
六
を

楽
し
み
﹁
一
の
う
ら
は
双
六
の
幸
有
悦
有
﹂
と
収
ま
る
の
で
あ
る
︒
﹁
道
中
双

六
﹂
で
は
数
合
わ
せ
と
し
て
川
や
山
の
利
用
よ
り
︑
周
辺
の
事
柄
と
し
て
﹁
名

物
﹂
の
表
現
や
双
六
の
仕
方
に
注
目
す
べ
き
で
︑
修
辞
に
も
関
わ
り
深
い
︒
さ

ら
に
当
時
の
娯
楽
﹁
道
中
双
六
﹂
を
織
り
込
む
こ
と
で
︑
聴
く
人
の
気
を
引
く

知
的
共
感
が
生
じ
︑
言
語
遊
戯
の
趣
向
と
し
て
機
能
し
て
く
る
︒
こ
の
﹁
道
中

双
六
﹂
を
楽
し
む
の
は
︑
実
際
劇
の
中
の
調
べ
姫
で
も
あ
り
︑
観
劇
し
て
い
た

観
客
で
も
あ
っ
た
︒

そ
の
結
果
﹁
道
中
双
六
﹂
を
楽
し
み
な
が
ら
︑
調
べ
姫
は
江
戸
へ
行
き
急
ぐ

よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
︒
乳
母
の
滋
野
井
は
三
吉
へ
お
礼
と
中
へ
呼
び
入
れ
︑

道
中
で
困
難
が
あ
れ
ば
﹁
お
ち
の
人
の
滋
野
井
に
あ
は
ふ
と
い
や
﹂
と
名
乗
る

と
こ
ろ
で
︑
三
吉
は
﹁
お
の
れ
が
か
ゝ
さ
ま
﹂
と
縋
り
付
く
の
で
あ
る
︒
要
す

る
に
実
の
母
滋
野
井
と
馬
子
の
三
吉
を
遭
遇
さ
せ
る
契
機
こ
そ
﹁
道
中
双
六
﹂

で
あ
ろ
う
︒
姫
君
の
乳
母
で
あ
る
滋
野
井
の
子
が
馬
子
で
あ
る
こ
と
︑
つ
ま
り

姫
君
と
馬
子
で
あ
る
三
吉
が
乳
兄
弟
に
な
る
︒
そ
れ
を
知
ら
れ
る
こ
と
を
懸
念

し
た
滋
野
井
は
︑
三
吉
を
心
配
し
な
が
ら
も
名
乗
り
合
え
な
い
と
告
げ
る
︒
聞

き
入
れ
な
く
縋
り
付
く
三
吉
を
滋
野
井
は
追
い
出
す
の
で
あ
っ
た
︒
我
が
子
を

思
い
嘆
い
て
い
る
暇
も
な
く
︑
姫
君
が
出
発
す
る
こ
と
に
な
り
︑
滋
野
井
の
命

で
歌
わ
れ
る
三
吉
の
﹁
お
慰
み
歌
﹂
で
﹁
上
之
巻
﹂
が
終
わ
る
︒
そ
の
﹁
お
慰

み
歌
﹂
こ
そ
︑
﹃
落
葉
集
﹄
の
﹁
馬
方
踊
﹂
の
歌⑩
で
あ
り
そ
の
利
用
は
︑
馬
方

与
作
の
歌
で
あ
る
こ
と
か
ら
与
作
の
登
場
を
暗
示
さ
せ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
内

容
は
︑
﹁
降
る
雨
よ
り
も
︑
親
子
の
涙
︑
中
に
時
雨
る
ゝ
雨
や
ど
り
︒
﹂
と
出
会

い
を
果
た
し
た
親
子
が
お
互
い
を
認
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
悲
し
さ
を
歌
っ
て

い
る
三
吉
の
歌
で
あ
っ
た
︒

節
事
と
し
て
上
之
巻
の
﹁
道
中
双
六
﹂
は
︑
滋
野
井
と
三
吉
の
遭
遇
の
契
機

に
な
る
と
共
に
︑
当
時
の
東
海
道
の
旅
を
素
材
に
す
る
こ
と
で
名
所
や
地
名
に

掛
け
双
六
の
仕
方
や
名
物
を
織
り
込
む
こ
と
で
当
時
の
観
客
の
興
味
を
も
獲
得

し
︑
聞
か
せ
場
と
し
て
の
機
能
と
も
結
ば
れ
る
修
辞
に
な
っ
て
い
る
︒

近
松
世
話
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﹃
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三

聞
か
せ
場
と
し
て
の
﹁
関
﹂
の
客
寄
せ
文
句
と

馬
追
﹁
与
作
﹂
の
博
打

中
之
巻
の
冒
頭
に
は
︑
関
の
旅
籠
屋
の
描
写
で
︑
客
引
き
の
客
寄
せ
文
句
や

旅
籠
屋
の
事
柄
︑
物
事
を
面
白
可
笑
し
く
語
ら
れ
る
聞
か
せ
場
が
設
け
ら
れ
て

い
る
︒
東
海
道
の
旅
と
伊
勢
参
り
の
交
差
す
る
関
所
で
あ
る
﹁
関
﹂
と
い
う
地

の
旅
籠
屋
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
の
修
辞
で
あ
ろ
う
︒

(
前
略
︶
す
ひ
付
た
ば
こ
の
き
せ
る
の
が
ん
く
び
︒
く
び
す
ぢ
も
と
か
ら

ぞ
つ
と
庄
野
の
六
蔵
で
な
い
か
︒
よ
い
女
郎
衆
の
し
や
つ
て
足
本
が
か
る

い
の
︒
を
い
て
た
も
ア
ヽ
し
や
ら
く
さ
つ
の
三
介
三
蔵
︒
石
部
金
吉
と
ま

り
な
ら
と
め
て
た
も
︒
な
ん
ぼ
さ
き
へ
い
か
ん
し
て
も
は
た
ご
屋
は
皆
ひ

と
つ
︒
同
し
ね
を
な
く
鶯
の
は
る
は
ご
ざ
れ
の
い
せ
衆
で
な
い
か
︒
め
も

と
に
し
ほ
が
こ
ぼ
れ
る
こ
ゝ
へ
見
へ
る
ぼ
ん
様
は
︒
此
あ
た
ゝ
か
な
に
紙

子
き
て
せ
ん
だ
い
の
ぼ
ん
さ
ま
か
︒
あ
の
た
び
人
は
京
の
八
は
た
の
む
ま

れ
や
ら
︒
足
に
ご
ん
ぼ
の
け
が
む
く
〳
〵
じ
や
︒
む
か
ひ
と
を
る
す
げ
か

さ
様
足
も
と
こ
し
本
身
の
ま
は
り
︒
す
つ
き
り
き
れ
い
に
は
い
た
様
な
は

は
う
き
の
国
の
人
と
見
た
︒
是
々
こ
ゝ
な
わ
か
衆
様
︒
越
後
衆
か
あ
か
し

か
び
ん
が
ち
つ
く
り
ち
ゞ
ん
た
︒
あ
れ
へ
大
名
一
か
し
た
︒
瓜
ざ
ね
が
ほ

の
だ
ん
な
殿
東
寺
か
ら
出
た
人
そ
ふ
な
︒
あ
と
か
ら
ご
ざ
る
す
み
前
が
み

よ
し
の
ゝ
衆
か
花
が
見
ご
と
︒
是
へ
見
へ
た
飛
脚
の
︒
足
も
と
の
ね
ば
い

は
三
河
者
に
極
つ
た
ぞ
︒
ひ
た
ち
の
衆
は
お
び
で
し
る
︒
是
こ
ゝ
な
や
つ

こ
殿
︒
越
中
の
国
の
人
と
見
た
な
ん
で
見
た
れ
ば
此
下
ひ
も
を
︒
と
い
て

一
夜
は
と
ま
ら
ん
せ
夕
ぐ
れ
は
い
そ
ぎ
の
人
も
よ
び
と
む
る⑪

︒

以
下
十
四
の
地
名
に
纏
わ
る
行
き
交
う
客
を
列
ね
て
い
る
︒
客
の
出
身
地
や

そ
の
地
の
名
産
品
と
客
の
容
貌
な
ど
を
掛
け
表
現
し
た
箇
所
で
︑
二
重
の
描
写

に
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
洒
落
が
利
い
て
い
る
滑
稽
な
表
現
で
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
語

ら
れ
る
︒
こ
の
箇
所
は
中
之
巻
に
舞
台
転
換
後
︑
雰
囲
気
を
喚
起
さ
せ
る
聞
か

せ
場
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
て
い
る
︒
客
引
き
の
口
を
通
じ
て
語
り
︑
地
名

を
散
り
ば
め
る
こ
と
で
︑
関
所
と
し
て
の
﹁
関
﹂
の
活
気
溢
れ
る
情
景
描
写
に

も
重
ね
ら
れ
た
と
言
え
る
︒
こ
こ
で
は
﹁
道
中
双
六
﹂
で
省
略
さ
れ
た
庄
野
と

石
部
が
登
場
し
︑
﹁
道
中
双
六
﹂
で
表
れ
て
い
な
い
多
く
の
地
名
を
趣
の
違
っ

た
趣
向
と
し
て
作
者
は
駆
使
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

続
い
て
﹁
白
子
屋
﹂
の
旅
籠
女
﹁
小
万
﹂
が
登
場
し
︑
小
女
郎
か
ら
与
作
が

博
打
に
暮
れ
て
い
る
噂
を
聞
い
て
い
る
と
こ
ろ
へ
︑
客
と
与
作
が
登
場
す
る
の

で
あ
る
︒

こ
の
箇
所
は
︑
小
万
に
問
い
た
だ
さ
れ
る
与
作
が
博
打
で
金
を
失
っ
て
い
く

様
子
を
︑
振
り
返
っ
て
自
ら
の
口
で
語
る
場
面
で
あ
る
︒
滋
賀
大
津
の
﹁
せ
た

の
久
三
﹂
が
﹁
ど
う
﹂
︵
開
帳
の
親
︶
を
つ
と
め
た
博
打
で
勝
っ
た
︒
そ
の
銭

を
腰
に
﹁
し
や
ん
ぐ
〳
〵
と
﹂
引
き
下
げ
︑
そ
の
鳴
る
音
か
ら
﹁
す
ゞ
﹂
か
ら

﹁
す
ゞ
か
﹂
を
引
き
出
し
鈴
鹿
に
移
動
し
て
博
打
を
し
た
こ
と
を
表
す
︒
そ
こ
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で
止
め
ず
﹁
よ
く
に
は
見
へ
ぬ
目
﹂
に
な
り
﹁
目
川
村
﹂
で
﹁
馬
子
共
﹂
を
集

め
︑
博
打
を
打
つ
︒
そ
こ
で
も
負
け
︑
﹁
此
そ
ん
を
梅
﹂
よ
う
と
﹁
梅
の
木
﹂

村
︵
草
津
と
石
部
の
間
に
位
置
す
る
︶
の
名
物
﹁
ぜ
さ
い
﹂
︵
煎
じ
薬
︶
を
引

き
出
す
︒
是
斎
を
造
る
た
め
薬
剤
を
粉
に
す
る
よ
う
に
﹁
身
を
こ
に
は
た
い
て

や
つ
て
み
た
﹂
が
︑
是
斎
の
﹁
和
中
散
﹂
で
も
効
き
目
が
な
い
よ
う
で
負
け
て

し
ま
っ
た
︒
こ
こ
で
は
博
打
に
の
め
り
込
ま
れ
る
与
作
の
様
子
と
負
け
て
い
く

様
子
と
を
博
打
し
た
地
域
名
と
そ
の
名
物
と
を
も
掛
け
て
滑
稽
に
表
現
す
る
︒

﹁
一
歩
二
朱
の
借
銭
﹂
を
負
っ
て
﹁
石
部
の
八
蔵
﹂
に
請
け
合
っ
て
も
ら
っ
た
︒

負
け
た
分
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た
が
︑
﹁
大
津
八
町
﹂
︑
﹁
を
の
ゝ
し
ゆ
く
﹂
で

負
け
﹁
す
り
は
り
峠
﹂
の
よ
う
に
気
が
細
く
な
り
﹁
へ
そ
の
上
で
ふ
ん
別
﹂
つ

ま
り
腹
を
く
く
っ
た
こ
と
に
掛
け
︑
草
津
と
守
山
の
間
﹁
へ
そ
村
﹂
に
掛
け
る
︒

﹁
守
山
の
く
は
ん
音
堂
﹂
の
近
く
の
質
屋
で
観
音
か
ら
連
想
さ
せ
る
﹁
卅
三
匁
﹂

の
質
を
置
き
博
打
を
打
ち
な
が
ら
進
む
︒
﹁
心
は
鬼
神
と
出
た
れ
共
﹂
﹁
土
山
の

田
村
堂
で
﹂
ま
た
博
打
を
し
て
し
ま
っ
た
︒
こ
こ
は
田
村
丸
鬼
神
と
田
村
明
神

の
関
係
か
ら
の
修
辞
で
あ
ろ
う⑫
︒
以
上
の
箇
所
で
は
︑
地
名
の
関
連
数
字
や
修

辞
を
︑
負
け
た
金
額
と
与
作
の
感
情
と
を
重
ね
表
す
修
辞
に
な
っ
て
い
る
︒

｢
二
四
が
八
蔵
め
に
八
貫
の
借
銭
︒
﹂
と
な
っ
て
以
降
﹁
八
﹂
の
頭
韻
を
踏
む

﹁
八
・
八
蔵
・
蜂
﹂
を
利
用
し
︑
与
作
と
八
蔵
と
の
や
り
取
り
の
描
写
へ
繋
ぐ

の
で
あ
る
︒
馬
の
市
で
あ
る
﹁
ち
り
ふ
の
市
﹂
で
買
っ
た
﹁
親
か
た
の
も
の
﹂

で
あ
る
馬
を
借
金
の
﹁
か
た
﹂
に
与
作
は
八
蔵
と
博
打
勝
負
を
す
る
︒
し
か
し
︑

与
作
は
そ
の
賭
け
に
も
負
け
て
し
ま
い
︑
乗
せ
た
客
を
次
の
馬
次
で
取
り
に
く

る
と
告
げ
﹁
く
ぼ
た
で
旦
那
を
お
ろ
し
﹂
に
行
っ
て
す
ぐ
追
い
か
け
る
と
言
う
︒

し
か
し
こ
の
馬
は
親
方
の
馬
︑
奪
わ
れ
た
ら
お
終
い
と
思
っ
た
与
作
は
逃
げ
て

き
た
の
で
あ
る
︒

続
く
詞
章
か
ら
︑
与
作
が
博
打
を
打
ち
︑
金
を
稼
ご
う
と
し
た
原
因
が
小
万

の
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
し
か
し
本
箇
所
の
描
写
は
︑
父
の
未
進
の

罪
を
父
の
代
わ
り
に
務
め
る
小
万
の
た
め
と
い
う
よ
り
︑
与
作
の
博
打
話
と
し

て
与
作
が
博
打
自
体
に
の
め
り
込
ん
で
い
き
︑
負
け
て
い
く
様
子
と
転
々
と
移

動
し
な
が
ら
博
打
を
打
っ
た
地
名
に
掛
け
︑
滑
稽
に
描
写
し
た
と
こ
ろ
に
重
点

が
置
か
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
こ
の
箇
所
は
節
事
で
は
な
い
が
︑
馬
方
で
あ
る
与

作
の
移
動
に
併
せ
︑
博
打
が
行
わ
れ
た
地
名
と
博
打
の
様
子
を
︑
ま
た
負
け
た

地
名
の
周
辺
や
名
所
︑
名
物
と
金
額
と
を
掛
け
た
地
名
描
写
と
し
て
の
技
巧
が

目
立
つ
聞
か
せ
場
で
あ
る
︒
ま
た
︑
﹁
は
ち
﹂
と
い
う
頭
語
の
同
音
反
復
の
形

式
を
と
り
︑
音
楽
性
を
与
え
る
効
果
を
も
た
ら
し
た
︒

博
打
の
理
由
が
自
分
の
﹁
親
の
た
め
﹂
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
小
万
は
泣
き

詫
び
︑
父
の
為
に
貯
め
た
お
金
も
用
意
で
き
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
︒
そ
の
時
︑

八
蔵
が
現
れ
与
作
と
喧
嘩
に
な
る
︒
小
万
は
与
作
の
た
め
︑
父
の
た
め
貯
め
た

お
金
を
八
蔵
に
渡
し
︑
そ
の
場
は
治
ま
る
が
︑
白
子
屋
の
亭
主
﹁
左
次
﹂
が
現

れ
︑
与
作
は
隠
れ
る
︒
そ
の
際
︑
与
作
を
隠
し
て
く
れ
た
の
が
与
作
の
実
の
子

三
吉
で
あ
っ
た
が
︑
与
作
は
気
付
い
て
い
な
い
︒
困
り
果
て
た
与
作
は
自
分
の
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名
前
に
惚
れ
て
大
事
に
し
て
く
れ
る
三
吉
に
宿
の
大
名
の
お
金
を
盗
ん
で
く
れ

と
煽
て
騙
す
の
で
あ
っ
た
︒
小
万
に
本
名
が
書
か
れ
た
お
守
り
を
預
け
︑
姫
君

の
お
金
を
盗
む
が
す
ぐ
に
捕
ま
る
︒
滋
野
井
の
助
命
の
頼
み
が
通
り
︑
助
か
っ

た
三
吉
で
あ
る
が
︑
横
か
ら
割
っ
て
入
り
自
分
の
頭
に
傷
を
付
け
た
八
蔵
を
殺

し
︑
本
陣
へ
連
れ
ら
れ
て
い
く
︒
そ
の
騒
ぎ
を
聞
い
た
与
作
と
小
万
は
︑
自
分

た
ち
の
悪
行
で
身
代
わ
り
に
な
っ
た
三
吉
よ
り
先
に
死
の
う
と
す
る
︒
そ
の
前

に
三
吉
の
お
守
り
を
穢
す
ま
い
と
納
め
る
際
︑
中
身
を
見
︑
三
吉
こ
そ
三
つ
で

別
れ
た
一
子
の
与
之
介
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
自
分
の
息
子
を
死
へ
追
い
や

っ
た
と
与
作
は
腰
が
抜
け
︑
小
万
の
手
を
借
り
馬
に
乗
る
︒
小
万
の
引
く
馬
に

乗
っ
た
与
作
︑
二
人
は
冥
途
の
旅
へ
向
か
い
︑
中
之
巻
が
終
わ
る
の
で
あ
る
︒

四

馬
引
く
小
万
の
﹁
馬
子
唄
﹂
で
歌
わ
れ
る
過
去
と
現
在

｢
下
之
巻
﹂
の
地
名
描
写
は
︑
関
か
ら
千
貫
松
ま
で
の
道
行
﹁
与
作
小
万
夢

路
の
こ
ま
﹂
に
多
い
︒

与
作
小
ま
ん
夢
路
の
こ
ま

与
作
た
ん
ば
の
︒
馬
を
ひ
な
れ
ど
今
は
︒
野
す
ゑ
の
︒
は
な
れ
ご
ま
し
や
︒

し
や
ん
と
さ
せ
与
作
︒
与
作
思
へ
ば
︒
て
る
日
も
く
も
る
︒
せ
き
の
小
ま

ん
が
︒
涙
雨
か
︒
し
や
ん
と
さ
せ
与
作
与
作
〳
〵
と
︵
中
略
︶
袖
に
は
涙

こ
ず
ゑ
に
は
︒
こ
の
み
こ
ぼ
る
ゝ
む
く
も
と
や
︒
ち
ぎ
り
そ
め
し
は
さ
を

と
ゝ
し
ぬ
け
さ
ん
く
う
の
道
づ
れ
に
︒
そ
な
た
く
し
た
の
︒
ま
ん
な
か
程

て
︒
ふ
か
き
︒
思
ひ
を
や
れ
む
ら
さ
き
ほ
︒
う
し
ほ
ん
に
く
と
い
た
其
し

ん
し
つ
か
︒
せ
き
の
ち
さ
う
を
ち
か
ひ
に
か
け
て
︒
恋
の
︒
お
も
に
の
︒

馬
を
ふ
と
て
も
︒
足
も
か
る
〳
〵
心
も
ひ
ろ
き
︒
と
よ
く
の
と
こ
そ
︒
た

の
し
み
し
︒
あ
か
れ
ぬ
中
を
秋
の
霜
︒
こ
よ
ひ
切
ぞ
と
き
も
へ
り
て
く
ぼ

た
に
う
き
名
う
づ
む
か
や
︒
小
ま
ん
な
く
〳
〵
ヨ
イ
申
様
え
ん
は
い
な
物

其
時
に
︒
き
し
や
う
一
枚
か
ゝ
ね
共
く
も
づ
の
か
は
せ
二
せ
三
せ
︒
ゆ
び

き
り
し
て
の
い
ひ
か
は
せ
枕
さ
だ
め
ぬ
さ
ん
ぐ
う
に
︒
ね
て
ゐ
て
む
ね
を

や
か
ふ
よ
り
手
を
引
あ
ふ
て
ゆ
る
〳
〵
と
︒
あ
ゆ
み
な
く
さ
む
ヨ
イ
夕
ぐ

れ
は
一
わ
の
火
な
は
に
火
を
付
て
︒
あ
ひ
や
ひ
ぎ
せ
る
思
ひ
草
思
ひ
し
︒

か
ひ
も
な
つ
の
せ
み
︒
春
秋
し
ら
ぬ
世
の
た
と
へ
︒
与
作
小
ま
ん
が
身
の

上
と
む
か
し
忍
ぶ
の
つ
ゆ
涙
︵
中
略
︶
あ
こ
ぎ
の
あ
ま
の
︒
あ
こ
ぎ
に
も
︒

過
に
し
か
た
を
思
ひ
出
て
︒
二
見
の
う
ら
の
︒
二
つ
石
︒
き
よ
め
し
は
だ

へ
引
か
へ
て
︒
や
ひ
ば
に
け
が
し
し
す
る
身
の
︒
か
た
み
と
な
れ
や
せ
き

た
う
の
︒
し
る
し
の
石
を
思
ひ
出
す
︒
い
が
き
こ
へ
し
も
恋
の
つ
み
ま
つ

し
や
〳
〵
の
宮
め
ぐ
り
︒
ち
ご
く
め
ぐ
り
を
思
ひ
出
す
︒
返
ら
ぬ
む
か
し

思
ふ
ま
い
︒

｢
さ
い
ご
は
い
せ
じ
﹂
で
経
路
地
を
指
し
︑
二
人
の
心
中
道
行
を
は
じ
め
る

場
面
で
あ
る
︒
三
吉
が
与
作
の
息
子
で
あ
る
こ
と
を
知
り
︑
泣
き
崩
れ
る
与
作

は
立
ち
上
が
る
力
も
な
く
小
万
に
﹁
い
だ
か
せ
の
せ
﹂
ら
れ
︑
馬
方
で
あ
る
与

作
が
馬
に
乗
り
︑
小
万
が
馬
の
口
を
取
り
道
行
く
︒
﹁
道
行
﹂
の
冒
頭
は
脚
色

近
松
世
話
浄
瑠
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﹃
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波
与
作
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の
材
料
と
さ
れ
る
歌
を
混
ぜ
合
わ
せ
な
が
ら
替
え
て
駆
使
し
て
い
る
︒
﹃
落
葉

集
﹄
の
﹁
与
作
踊
り
﹂
で
は
︑
馬
方
の
与
作
が
﹁
お
江
の
刀
さ
し
﹂
に
な
る
出

世
を
歌
っ
た
が
︑
本
作
で
は
﹁
野
ず
ゑ
の
︒
は
な
れ
ご
ま
﹂
の
よ
う
な
与
作
と

心
配
し
馬
を
引
い
て
い
る
小
万
の
歌
に
替
わ
っ
た
の
で
あ
る⑬
︒
そ
の
後
︑
死
に

行
く
境
遇
を
地
名
や
死
を
匂
わ
せ
る
表
現
で
移
動
し
て
い
く
︒
そ
し
て
小
万
の

過
去
を
︑
﹁
歌
﹂
の
節
章
か
ら
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
当
時
歌
謡
を
引
用
し
替
え

た
表
現
で
述
懐
す
る
︒
そ
れ
は
馬
方
で
あ
る
与
作
の
﹁
馬
子
唄
﹂
を
連
想
さ
せ

る
も
の
だ
が
︑
実
際
馬
を
引
い
て
﹁
馬
子
唄
﹂
を
歌
う
の
は
小
万
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
︒
袖
に
涙
が
﹁
こ
ぼ
る
ゝ
﹂
よ
う
に
梢
か
ら
﹁
む
く
﹂
の
木
の
実
が
こ

ぼ
れ
る
こ
と
に
掛
け
﹁
む
く
も
と
﹂
を
引
き
出
す
︒
﹁
ち
ぎ
り
そ
め
し
は
さ
を

と
ゝ
し
ぬ
け
さ
ん
く
う
の
道
づ
れ
に
﹂
と
二
人
の
契
り
染
め
は
抜
け
参
宮
の
道

で
出
会
っ
た
こ
と
を
︑
節
章
﹁
歌
﹂
の
趣
向
と
し
て
替
え
歌
で
表
現
し
﹁
く
し

た
︵
川
︶
﹂
の
真
ん
中
を
渡
り
な
が
ら
︑
川
の
深
さ
と
当
時
の
思
い
の
深
さ
を

掛
け
た
︒
利
用
さ
れ
た
歌
謡
は
﹃
松
の
落
葉
﹄
﹁
伊
勢
之
櫛
田
﹂
の
引
用
で
あ

る
と
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る⑭
︒

し
か
し
こ
こ
で
地
名
に
準
ず
る
﹁
く
し
た
﹂
は
三
重
県
松
坂
附
近
を
流
れ
る

川
で
︑
次
に
出
て
来
る
地
名
の
﹁
く
ぼ
た
﹂
よ
り
遠
い
地
点
に
な
っ
て
い
る
︒

そ
の
理
由
は
歌
謡
の
引
用
で
過
去
の
述
懐
に
表
れ
る
地
名
で
あ
る
た
め
で
あ
り
︑

そ
れ
は
二
人
が
見
初
め
た
の
が
伊
勢
参
り
の
道
の
り
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
恋

の
重
荷
の
馬
を
追
っ
て
も
﹁
足
も
か
る
〳
〵
心
も
ひ
ろ
き
︒
﹂
に
掛
け
︑
﹁
と
よ

く
の
﹂
を
出
し
﹁
く
ぼ
た
﹂
に
繋
げ
る
︒
こ
こ
か
ら
節
章
が
﹁
サ
イ
モ
ン
歌
﹂

と
な
っ
て
い
る
こ
と
や
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
の
頭
注
の
指
摘
の
よ
う

に
﹁
八
百
屋
お
七
歌
祭
文
﹂
の
文
句
を
替
え
歌
に
し
て
い
る⑮
︒
起
請
は
書
か
な

か
っ
た
け
ど
︑
﹁
く
も
づ
の
か
は
せ
﹂
の
よ
う
に
﹁
二
せ
三
せ
﹂
ま
で
守
る
と

指
切
り
を
す
る
︒
﹁
せ
﹂
の
同
音
反
復
と
し
て
表
し
︑
﹁
枕
さ
だ
め
ぬ
さ
ん
ぐ

う
﹂
つ
ま
り
二
人
一
緒
に
な
れ
な
い
こ
と
を
悔
や
み
進
む
︒
祭
文
歌
の
引
用
し

た
表
現
で
は
︑
過
去
の
﹁
く
も
づ
の
か
わ
せ
﹂
で
来
世
で
も
一
緒
に
な
る
と
約

束
し
愛
を
深
め
な
が
ら
歩
ん
だ
﹁
過
去
﹂
を
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
﹁
か
ひ

も
な
﹂
く
結
ば
れ
な
い
身
の
上
と
い
っ
た
過
去
と
現
在
と
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ

さ
れ
︑
歌
い
終
わ
る
︒

｢
あ
こ
ぎ
の
あ
ま
の
あ
こ
ぎ
﹂
で
は
︑
度
重
な
る
意
の
﹁
あ
こ
ぎ
﹂
と
伊
勢

︵
三
重
県
︶
の
海
岸
を
掛
け
何
度
も
通
り
過
ぎ
た
こ
と
を
思
い
出
す
︒
三
重
伊

勢
﹁
二
見
の
浦
﹂
の
二
見
興
玉
神
社
の
夫
婦
岩
﹁
二
つ
石
﹂
で
清
め
て
い
た
肌

へ
︑
つ
ま
り
過
去
へ
戻
り
た
い
が
︑
今
は
死
に
行
く
身
な
る
が
故
︑
﹁
石
﹂
か

ら
形
見
と
な
る
﹁
石
塔
の
印
﹂
を
思
い
出
す
︒
二
見
の
浦
周
辺
か
ら
伊
勢
神
宮

の
近
く
で
神
社
が
増
え
︑
末
社
の
﹁
宮
め
ぐ
り
﹂
に
掛
け
︑
﹁
ち
ご
く
め
ぐ
り
﹂

を
思
い
出
す
︒
返
ら
ぬ
昔
は
﹁
思
ふ
ま
い
﹂
と
語
句
反
復
で
締
め
る
︒
祭
文
歌

を
引
用
し
駆
使
さ
れ
た
過
去
の
述
懐
に
引
き
続
き
︑
﹁
思
ひ
出
す
﹂
の
文
句
を

利
用
し
過
去
伊
勢
参
り
の
地
名
に
対
し
二
人
の
死
を
嘆
く
表
現
に
な
っ
て
い
る
︒

﹁
思
ひ
出
す
﹂
の
反
復
修
辞
は
︑
近
松
時
代
浄
瑠
璃
﹃
用
明
天
王
職
人
鑑
﹄
に

近
松
世
話
浄
瑠
璃
﹃
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し
﹄
の
構
造

三
八



も
同
様
の
手
法
が
見
え
る⑯
︒

｢
あ
さ
ぐ
ま
の
だ
け
﹂
に
﹁
あ
さ
ま
し
﹂
を
掛
け
︑
﹁
か
の
さ
い
く
う
の
い
み

詞
﹂
に
﹁
い
ま
は
し
い
﹂
を
掛
け
︑
死
に
行
く
感
情
を
表
す
︒
﹁
高
田
の
寺
﹂

に
着
き
︑
高
田
の
旅
籠
屋
が
繁
盛
し
て
い
る
こ
と
に
掛
け
︑
成
仏
を
願
う
二
人

の
気
持
ち
を
語
り
表
し
千
貫
松
へ
到
着
す
る
こ
と
で
﹁
道
行
﹂
が
終
わ
る
︒

こ
の
﹁
道
行
﹂
の
﹁
地
名
尽
し
﹂
に
は
︑
小
万
が
引
く
馬
に
与
作
を
乗
せ
て

い
く
﹁
心
中
道
行
﹂
の
移
動
時
の
地
名
と
︑
回
想
と
し
て
語
る
﹁
馬
子
唄
﹂
の

中
で
駆
使
さ
れ
る
﹁
過
去
﹂
伊
勢
参
宮
の
移
動
時
の
地
名
と
を
掛
け
︑
二
人
の

境
遇
を
た
と
え
て
語
る
も
の
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
詳
細
を
比
較
し
て
み

れ
ば
︑
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

�
道
行
す
る
与
作
と
小
万
が
移
動
す
る
地
名
で
あ
る
︒

関

椋
本

豊
国
野

窪
田

安
濃
の
松
原

高
田
の
寺

古
府

千
貫
松

�
与
作
と
小
万
の
見
初
め
と
愛
を
深
め
た
伊
勢
参
宮
の
際
の
地
名
を
利
用
し
︑

述
懐
と
し
て
小
万
の
歌
っ
た
﹁
馬
子
唄
﹂
に
表
す
︒

櫛
田

雲
津

阿
漕
の
海
女

二
見
の
浦

朝
熊
の
嶽

伊
勢
神
宮
の
斎
宮

与
作
と
小
万
が
道
行
す
る
関
か
ら
千
貫
松
ま
で
の
進
行
上
の
移
動
と
︑
小
万

の
過
去
の
述
懐
や
二
人
の
伊
勢
参
り
︵
抜
け
参
宮
︶
で
の
見
初
め
と
契
り
を
混

ぜ
合
わ
せ
る
︒
そ
れ
は
本
来
な
ら
馬
方
の
与
作
の
馬
子
唄
︵
馬
方
歌
︶
の
と
こ

ろ
︑
本
作
で
は
自
分
の
子
を
死
へ
追
い
や
っ
た
与
作
は
力
が
抜
け
小
万
の
引
く

馬
に
乗
り
小
万
の
馬
子
唄
と
し
て
歌
っ
た
﹁
道
行
﹂
で
あ
り
﹁
地
名
尽
し
﹂
の

形
式
に
よ
り
表
れ
る
︒
そ
の
内
容
と
し
て
は
馬
子
唄
を
ベ
ー
ス
に
︑
﹁
与
作
踊

り
﹂
﹁
八
百
屋
お
七
歌
祭
文
﹂
﹁
伊
勢
之
櫛
田
﹂
の
替
え
歌
や
当
時
の
歌
謡
と
し

て
推
測
さ
れ
る
﹁
歌
﹂
を
用
い
脚
色
し
た
﹁
道
行
﹂
で
︑
表
現
手
法
と
し
て
も

道
行
進
行
上
の
地
名
と
述
懐
の
多
用
さ
れ
た
歌
に
入
れ
込
ま
れ
た
伊
勢
参
り
の

地
名
を
重
ね
合
わ
せ
る
手
の
込
ん
だ
技
巧
が
認
め
ら
れ
る
︒
そ
し
て
歌
謡
の
引

用
及
び
駆
使
︑
ま
た
﹁
思
ひ
出
す
﹂
と
い
う
句
を
反
復
使
用
し
音
楽
的
様
相
も

豊
か
に
し
た
と
言
え
る
︒

最
後
に
二
人
が
心
中
し
よ
う
と
す
る
所
へ
︑
与
作
の
昔
の
傍
輩
で
あ
る
左
内

が
駆
け
つ
け
︑
滋
野
井
の
尽
力
も
あ
り
姫
君
か
ら
お
許
し
が
あ
り
︑
三
吉
︑
与

作
︑
小
万
は
命
を
救
う
︒
そ
し
て
姫
君
の
求
め
に
応
じ
﹁
与
作
を
ど
り
﹂
で
幕

が
下
り
る
︒

五

『
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し
﹄
の
構
造
と
地
名
描
写

近
松
が
本
作
を
脚
色
す
る
際
︑
紛
れ
も
な
く
先
行
す
る
歌
謡
と
歌
舞
伎
の
影

響
を
受
け
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る⑰
︒
先
学
に
習
い
な
が
ら
︑
近
松
の
﹁
丹
波

与
作
﹂
形
象
化
の
展
開
を
通
時
的
に
追
っ
て
み
る⑱
と
︑
詞
章
は
明
ら
か
に
で
き

な
い
が
﹃
松
平
大
和
守
日
記
﹄
五
月
二
十
二
日
の
記
事
か
ら
︑
寛
文
期
以
前
に

は
歌
謡
と
し
て
成
立
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る⑲
︒
延
宝
五
年
に
は
︑
京
北
側
の
芝

居
の
顔
見
世
と
し
て
﹁
丹
波
与
作
の
狂
言
﹂
を
上
演
︑
嵐
三
右
衛
門
の
﹁
か
ご

ぬ
け
や
つ
し
﹂
が
大
当
を
取
っ
た
こ
と
が
分
か
る⑳
︒
後
の
延
享
元
年
の
﹃
役
者

近
松
世
話
浄
瑠
璃
﹃
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し
﹄
の
構
造

三
九



子
住
算

京
巻
﹄
嵐
三
右
衛
門
の
条
の
記
事
か
ら
︑
嵐
三
右
衛
門
が
与
作
に
扮

し
︑
相
手
の
女
方
は
豊
島
春
之
丞
で
︑
豊
島
の
被
っ
て
い
た
管
笠
が
風
に
飛
ん

で
い
き
︑
笠
が
縁
に
な
っ
て
濡
れ
事
へ
繋
が
る
と
な
っ
て
い
る㉑

︒
そ
し
て
ま
た

逢
う
形
見
と
し
て
持
っ
て
帰
り
︑
篭
抜
け
や
つ
し
な
ど
た
わ
ご
と
を
尽
く
し
勘

当
の
身
に
な
っ
て
も
手
放
さ
な
か
っ
た
の
は
笠
で
あ
っ
た
︒
お
そ
ら
く
こ
の
よ

う
な
歌
舞
伎
舞
踊
が
︑
そ
の
後
﹁
与
作
︵
と
う
風
︶
お
と
り
﹂
と
し
て
定
着
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
貞
享
四
年
の
﹃
松
平
大
和
守
日
記
﹄
七
月
十
一

日
の
箇
所
に
残
る
番
付
か
ら
︑
市
村
竹
之
丞
座
で
上
演
さ
れ
た
﹁
与
作
三
番

続
﹂
の
一
部
の
情
報
を
得
ら
れ
る㉒

︒
こ
こ
で
与
作
に
﹁
馬
方
﹂
に
や
つ
し
た
身

か
ら
﹁
か
た
き
打
﹂
て
出
世
へ
と
い
う
筋
が
汲
み
取
れ
る
︒
﹃
役
者
絵
尽
﹄
﹁
与

作
馬
士
し
よ
さ
﹂
な
ど
参
考
す
れ
ば
︑
山
田
光
枝
氏
の
述
べ
た
﹁
馬
方
と
伊
達

男
と
い
う
落
差
は
︑
﹁
や
つ
し
﹂
の
芸
を
︑
よ
り
い
っ
そ
う
鮮
烈
に
観
客
へ
訴

え
る
も
の
に
な
っ
た
﹂
こ
と
が
分
か
る㉓

︒
元
禄
六
年
に
は
狂
言
本
ま
で
残
っ
て

い
る
富
永
平
兵
衛
作
﹁
丹
波
与
作
手
綱
帯
﹂
が
上
演
さ
れ
る㉔

︒
以
降
の
﹁
与

作
﹂
像
へ
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
作
品
で
あ
り
︑
特
に
与
作
を
取
り
巻
く
二
人

の
女
性
と
片
方
か
ら
得
る
与
作
の
子
の
登
場
は
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
︒

与
作
の
子
は
︑
元
禄
八
年
﹃
松
平
大
和
守
日
記
﹄
閏
五
月
二
十
二
日
の
記
述
箇

所
︑
﹁
与
作
お
と
り
大
勢
︑
子
方
︑
立
役
四
人
﹂
で
も
確
認
で
き
︑
継
承
さ
れ

て
い
た
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う㉕

︒
近
松
作
﹃
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ

し
﹄
が
上
演
さ
れ
る
三
年
前
の
元
禄
十
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
落
葉
集
﹄
で
は
︑

馬
方
の
や
つ
し
か
ら
お
江
戸
の
刀
差
し
へ
と
出
世
す
る
伊
達
男
与
作
像
と
し
て

﹁
与
作
踊
り
﹂
の
歌
が
存
在
す
る
︒

そ
れ
以
外
に
も
︑
本
作
の
与
作
像
と
関
わ
り
を
持
つ
歌
が
﹁
馬
方
踊
﹂
と

﹁
四
季
花
笠
踊
﹂
で
あ
る
︒
﹁
馬
方
踊
﹂
こ
そ
が
︑
与
作
に
丹
波
と
江
戸
以
外
の

﹁
関
﹂
と
い
う
場
所
へ
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
た
契
機
と
思
わ
れ
る
︒
﹁
四
季
花
笠

踊
﹂
は
︑
﹁
関
の
小
万
﹂
の
登
場
で
あ
る
︒
し
か
し
﹁
四
季
花
笠
踊
﹂
で
は

﹁
関
の
小
万
﹂
は
与
作
と
関
係
は
な
く
︑
﹁
関
﹂
の
遊
女
︵
お
じ
ゃ
れ
︶
﹁
小
万
﹂

の
四
季
の
笠
踊
り
の
歌
の
み
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
な
ぜ
近
松
は
﹁
関
の
小
万
﹂

と
与
作
と
を
関
係
性
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
︑
近

松
は
歌
舞
伎
﹁
丹
波
与
作
手
綱
帯
﹂
の
設
定
や
先
述
の
三
つ
の
歌
謡
で
与
作
像

か
ら
敷
衍
さ
れ
た
﹁
笠
﹂
の
造
型
が
︑
与
作
と
関
わ
る
女
性
を
歌
舞
伎
の
設
定

と
﹁
笠
﹂
を
媒
体
に
﹁
四
季
花
笠
踊
﹂
か
ら
の
関
連
で
﹁
関
の
小
万
﹂
を
結
び

つ
け
﹃
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し
﹄
の
二
人
の
関
係
性
を
創
り
上
げ
た
可

能
性
が
指
摘
で
き
る
︒
そ
の
上
︑
﹃
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し
﹄
で
は
︑

与
作
の
元
妻
で
あ
る
滋
野
井
と
与
作
の
子
﹁
三
吉
﹂
と
を
中
心
に
据
え
︑
そ
の

二
人
こ
そ
が
与
作
と
小
万
の
物
語
を
展
開
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
︒
そ
れ
こ
そ

が
近
松
の
創
作
で
あ
ろ
う
︒

そ
の
近
松
の
創
作
に
因
ん
で
︑
﹃
落
葉
集
﹄
の
歌
謡
群
か
ら
脚
色
す
る
素
材

を
得
た
際
︑
与
作
と
関
の
小
万
︑
そ
の
二
人
の
接
点
を
﹁
関
﹂
に
置
い
た
︒
東

海
道
の
旅
と
伊
勢
参
り
の
交
差
す
る
地
域
で
あ
っ
た
﹁
関
﹂
が
重
要
な
場
所
と

近
松
世
話
浄
瑠
璃
﹃
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し
﹄
の
構
造

四
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し
て
認
識
さ
れ
︑
上
之
巻
の
節
事
の
﹁
道
中
双
六
﹂
と
し
て
利
用
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
︑
滋
野
井
と
三
吉
の
出
会
い
の
契
機
を
な
す
︒
そ
し
て
伊
勢
参
り
の
道

の
途
中
に
あ
っ
た
﹁
関
﹂
は
︑
関
の
賑
や
か
な
情
景
を
滑
稽
な
客
寄
せ
文
句
に

載
せ
た
中
之
巻
冒
頭
の
聞
か
せ
場
と
し
て
の
利
用
や
︑
﹁
馬
方
﹂
で
あ
る
与
作

が
︑
小
万
を
救
う
た
め
︑
博
打
に
明
け
暮
れ
る
様
子
を
︑
博
打
の
行
っ
た
地
名

に
掛
け
描
写
し
た
趣
向
を
も
生
み
出
し
た
︒
ま
た
︑
馬
方
の
与
作
と
﹁
関
の
お

じ
ゃ
れ
﹂
小
万
の
出
会
い
と
死
出
﹁
道
行
﹂
の
道
筋
に
も
過
去
と
現
在
と
を
重

層
的
に
描
く
小
万
に
よ
る
馬
子
唄
の
趣
向
と
し
て
利
用
し
た
︒
こ
の
よ
う
に
地

名
に
よ
る
多
様
な
描
写
や
修
辞
に
よ
る
音
楽
性
は
︑
先
行
の
歌
謡
や
歌
舞
伎
に

ヒ
ン
ト
を
得
な
が
ら
︑
語
り
物
と
し
て
人
形
浄
瑠
璃
作
﹃
丹
波
与
作
待
夜
の
こ

む
ろ
ぶ
し
﹄
の
魅
力
を
最
大
限
に
引
き
出
す
近
松
の
工
夫
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

お
わ
り
に

以
上
︑
近
松
世
話
浄
瑠
璃
の
中
で
︑
作
品
全
体
を
通
し
て
最
も
地
名
描
写
を

多
く
使
っ
て
い
る
作
品
は
﹃
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し
﹄
で
あ
る
こ
と
を

確
認
し
︑
地
名
描
写
の
集
中
場
面
を
作
品
全
体
の
展
開
か
ら
考
察
し
た
︒
上
之

巻
で
は
︑
姫
の
機
嫌
取
り
に
利
用
さ
れ
る
﹁
道
中
双
六
﹂
が
あ
る
︒
そ
れ
は
実

の
母
滋
野
井
と
馬
子
の
三
吉
が
遭
遇
さ
せ
る
契
機
で
あ
る
と
と
も
に
︑
当
時
の

東
海
道
の
旅
を
素
材
に
し
︑
五
十
三
次
の
宿
駅
に
旅
の
様
子
や
経
過
地
名
を
掛

け
な
が
ら
双
六
の
仕
方
や
進
め
方
を
も
入
れ
言
語
遊
戯
で
描
く
︒
ま
た
宿
駅
︑

そ
の
周
辺
の
名
所
や
名
産
品
な
ど
を
散
り
ば
め
描
写
し
て
い
く
そ
の
表
現
に
注

目
す
べ
き
で
︑
修
辞
に
も
関
わ
り
深
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
は
当
時
の
観

客
の
興
味
を
も
獲
得
し
︑
﹁
道
行
﹂
の
聞
か
せ
場
と
し
て
節
事
の
機
能
と
も
結

ば
れ
る
修
辞
に
な
っ
て
い
る
︒
中
之
巻
で
は
︑
冒
頭
で
十
四
の
地
名
に
纏
わ
る

行
き
交
う
客
を
出
身
地
や
そ
の
地
の
名
産
品
と
客
の
容
貌
な
ど
を
掛
け
表
現
し

た
客
寄
せ
文
句
の
箇
所
で
︑
二
重
の
描
写
で
あ
っ
た
︒
ま
た
洒
落
が
利
い
て
い

る
滑
稽
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
こ
は
中
之
巻
の
舞
台
転
換
後
︑
雰
囲
気
を

喚
起
さ
せ
る
聞
か
せ
場
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
て
い
る
︒
そ
し
て
小
万
に
問

い
た
だ
さ
れ
る
与
作
が
博
打
で
金
を
失
っ
て
い
く
様
子
滑
稽
に
描
写
し
た
箇
所

が
登
場
し
︑
馬
方
で
あ
る
与
作
の
移
動
に
併
せ
︑
博
打
が
行
わ
れ
た
地
名
と
博

打
の
様
子
を
︑
ま
た
負
け
た
地
名
の
周
辺
や
名
所
︑
名
物
と
金
額
と
を
掛
け
た

手
の
込
ん
だ
修
辞
の
地
名
描
写
を
駆
使
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
﹁
は
ち
﹂
と
い
う

頭
語
の
同
音
反
復
の
形
式
を
と
り
︑
音
楽
性
を
与
え
る
効
果
を
も
た
ら
し
た
︒

下
之
巻
の
﹁
道
行
﹂
﹁
与
作
小
万
夢
路
の
こ
ま
﹂
で
は
︑
小
万
の
引
く
馬
に
乗

っ
た
与
作
と
︑
馬
方
で
あ
る
与
作
の
馬
子
唄
を
過
去
述
懐
の
﹁
馬
子
唄
﹂
に
し

小
万
が
歌
っ
て
進
む
﹁
道
行
﹂
に
な
っ
て
い
る
︒
詞
章
上
現
在
の
移
動
で
あ
る

関
か
ら
千
貫
松
ま
で
の
進
行
と
伊
勢
参
り
で
の
二
人
の
見
初
め
や
契
り
を
伊
勢

参
り
の
移
動
と
を
︑
先
行
す
る
﹁
祭
文
歌
﹂
な
ど
の
歌
謡
を
脚
色
利
用
し
多
く

の
替
え
歌
を
織
り
込
み
そ
の
中
に
﹁
道
行
﹂
の
移
動
地
名
や
名
所
と
を
取
り
込

ん
だ
技
巧
で
あ
り
歌
謡
の
音
楽
性
の
強
い
表
現
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
同
音
反
復

近
松
世
話
浄
瑠
璃
﹃
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し
﹄
の
構
造

四
一



の
要
素
も
加
わ
り
そ
の
音
楽
性
は
増
す
の
で
あ
る
︒

『
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し
﹄
は
︑
当
時
の
流
行
歌
と
歌
舞
伎
な
ど
の

変
遷
か
ら
生
ま
れ
た
丹
波
与
作
像
に
関
の
小
万
と
を
結
び
創
ら
れ
た
近
松
の
世

話
浄
瑠
璃
で
あ
る
︒
考
察
の
結
果
︑
﹃
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し
﹄
に
お

い
て
地
名
描
写
や
そ
れ
を
利
用
し
た
趣
向
が
多
い
の
は
︑
当
時
の
流
行
歌
謡
群

を
素
材
に
馬
方
与
作
と
関
の
小
万
と
を
繋
げ
る
際
︑
素
材
要
素
と
し
て
二
人
の

登
場
人
物
を
結
ぶ
﹁
関
﹂
が
︑
浄
瑠
璃
作
劇
や
趣
向
創
作
に
関
連
す
る
た
め
で

あ
る
︒
そ
し
て
本
作
で
は
︑
地
名
に
関
わ
る
趣
向
が
多
か
っ
た
た
め
︑
同
種
の

修
辞
や
趣
向
を
避
け
よ
う
と
多
様
な
工
夫
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
﹁
道
中
双
六
﹂

や
客
寄
文
句
︑
与
作
の
博
打
話
︑
﹁
道
行
﹂
と
い
う
語
り
物
と
し
て
の
聞
か
せ

場
を
設
け
︑
多
様
な
技
巧
を
施
し
た
︒
ま
た
手
の
込
ん
だ
修
辞
は
無
論
︑
歌
謡

駆
使
︑
同
音
・
同
句
の
反
復
を
も
用
い
︑
語
り
物
と
し
て
の
音
楽
性
を
確
保
す

る
こ
と
さ
え
も
で
き
て
い
る
︒
そ
れ
こ
そ
語
り
物
と
し
て
の
特
徴
を
生
か
し
た

近
松
の
創
作
で
あ
ろ
う
︒

注①

若
月
保
治
﹁
道
行
︑
景
事
︑
物
尽
し
﹂
﹃
近
松
人
形
浄
瑠
璃
の
研
究
﹄
︵
第
一
書
房
︑

昭
和
九
年
︶
を
始
め
と
し
て
多
く
の
論
考
が
あ
る
︒
﹁
道
行
﹂
﹁
景
事
﹂
︵
日
本
古
典

文
学
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
集
﹃
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
﹄
︵
岩
波
書
店
︑
昭
和
五

十
九
年
︶
︶
︑
﹁
道
行
﹂
︵
渡
邊
昭
五
編
﹃
芸
能
文
化
史
辞
典

中
世
篇
﹄
︵
名
著
出
版
︑

平
成
三
年
︶
に
詳
し
い
︒

②

角
田
一
郎
﹁
近
松
世
話
道
行
の
物
尽
し
﹂
﹃
近
松
の
研
究
と
資
料

そ
の
一
﹄
︵
演

劇
研
究
会
︑
昭
和
三
十
四
年
︶
と
﹁
近
松
浄
瑠
璃
の
道
行
に
つ
い
て
﹂
︵
﹃
新
日
本
古

典
文
学
大
系

月
報

﹄
︑
平
成
五
年
︶
が
あ
る
︒

47

③

﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

近
松
門
左
衛
門
①
﹄
︵
小
学
館
︑
平
成
九
年
三
月
︶

の
解
説
を
は
じ
め
︑
諸
先
行
研
究
で
は
通
説
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
︒

④

以
降
の
本
文
引
用
は
近
松
全
集
刊
行
会
編
纂
﹃
近
松
全
集

第
五
巻
﹄
︵
岩
波
書

店
︑
昭
和
六
十
年
十
一
月
～
平
成
八
年
六
月
︶
に
よ
る
︒
全
て
の
本
文
引
用
で
は
節

章
は
省
略
し
た
︒

⑤

大
久
保
忠
国
﹁
本
文
鑑
賞

丹
波
与
作
待
夜
の
小
室
節

道
中
双
六
﹂
︵
﹃
鑑
賞
日

本
古
典
文
学
第
二
九
巻

近
松
﹄
角
川
書
店
︑
昭
和
五
十
年
︶

⑥

注
②
の
﹁
近
松
浄
瑠
璃
の
道
行
に
つ
い
て
﹂
と
同
じ
︒

⑦

長
友
千
代
治
﹁
近
松
と
地
誌
﹂
︵
島
津
忠
夫
先
生
古
稀
記
念
論
集
刊
行
会
編
﹃
日

本
文
学
史
論

島
津
忠
夫
先
生
古
稀
記
念
論
集
﹄
︵
世
界
思
想
社
︑
平
成
九
年
︶
︶

⑧

大
橋
正
叔
校
注
﹁
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し
﹂
︵
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

近
松
門
左
衛
門
①
﹄
︵
小
学
館
︑
平
成
九
年
三
月
︶
︶
や
井
口
洋
校
注
﹁
丹
波
与
作
待

夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し
﹂
︵
﹃
新
日
本
古
典
文
学
体
系

近
松
浄
瑠
璃
集

上
﹄
︵
岩
波
書

店
︑
平
成
五
年
︶
︶
な
ど
が
あ
る
︒

⑨

注
②
の
﹁
近
松
浄
瑠
璃
の
道
行
に
つ
い
て
﹂
と
同
じ
︒

⑩

高
野
辰
之
編
﹃
日
本
歌
謡
集
成
巻
�
近
世
編
﹄
︵
東
京
堂
出
版
︑
昭
和
三
十
五
年
︶

四
四
八
頁
︒

『
落
葉
集
﹄
巻
四
の
﹁
古
来
中
興
当
流
歌
百
番
﹂
の
中
の
﹁
馬
方
踊
﹂

⑪

注
④
と
同
じ
︒
一
八
七
頁
一
行
～
一
八
九
頁
一
行
︑
傍
線
は
全
て
引
用
者
に
よ
る

も
の
で
︑
地
名
関
連
描
写
の
場
面
で
あ
る
︒

⑫

『
新
編
全
集
�
﹄
三
六
四
頁
の
頭
注
︑
﹁
宿
の
中
右
方
に
田
村
明
神
の
宮
有
﹂
﹁
田

村
丸
鬼
神
と
戦
給
ふ
所
也
と
云
伝
て
跡
有
﹂
︵
国
花
万
葉
記
︶
︒
こ
こ
は
︑
﹁
鬼
神
の

上
に
乱
れ
落
つ
れ
ば
︑
こ
と
ご
と
く
矢
先
に
か
か
つ
て
鬼
神
は
残
ら
ず
討
た
れ
に
け

近
松
世
話
浄
瑠
璃
﹃
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し
﹄
の
構
造

四
二



り
﹂
︵
謡
曲
﹁
田
村
﹂
︶
に
よ
る
修
辞
︒
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

⑬

注
⑩
と
同
じ
︒

『
落
葉
集
﹄
︵
元
禄
十
七
年
︶
巻
四
の
﹁
古
来
中
興
当
流
歌
百
番
﹂
の
中
の
﹁
与
作

踊
り
﹂

『
落
葉
集
﹄
巻
四
の
﹁
古
来
中
興
当
流
歌
百
番
﹂
の
中
の
﹁
馬
方
踊
﹂

『
落
葉
集
﹄
巻
四
の
﹁
古
来
中
興
当
流
歌
百
番
﹂
の
中
の
﹁
四
季
花
笠
踊
﹂

⑭

注
⑩
と
同
じ
︒
﹁
松
の
落
葉
｣

第
七

古
来
中
興
當
流
は
や
り
歌
目
録

十
三

伊
勢
之
櫛
田
二
上
り

伊
勢
の
櫛
田
の
真
中
程
で
︑
深
き
思
ひ
の
や
れ
紫
帽
子
︑
ほ
ん

に
く
ど
く
か
そ
り
や
真
実
か
︒
五
智
の
如
来
の
恵
み
も
あ
ろ
う
と
恋
の
重
荷
を
乗
掛

馬
に
︑
離
れ
が
た
な
き
我
思
ひ
︒

⑮

高
野
辰
之
編
﹃
日
本
歌
謡
集
成
巻
�
近
世
編
﹄
︵
東
京
堂
出
版
︑
昭
和
三
十
五
年
︶

﹁
新
編
歌
祭
文
集
﹂
二
四

八
百
屋
お
七
歌
祭
文
上
︒

⑯

『
用
明
天
王
職
人
鑑
﹄
︵
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

近
松
門
左
衛
門
集
③
﹄

76

小
学
館
︑
平
成
十
二
年
︶

｢
山
路
玉
世
姫
道
行
﹂
一
三
九
～
一
四
〇
頁

(
前
略
︶
後
に
二
人
が
悔
み
草
︒
毒
の
草
を
も
身
の
上
と
知
ら
ぬ
手
も
と
の
暗
さ

に
は
︑
灯
台
草
を
︒
思
ひ
出
す
︒
思
ひ
出
で
ず
や
︒
あ
り
し
夜
の
乱
れ
あ
ひ
に
し
枕

に
は
鬘
草
を
ぞ
思
ひ
出
す
︒
か
の
ほ
の
〴
〵
の
ほ
の
暗
き
︒
た
そ
か
れ
早
く
寝
し
と

き
は
︒
蚊
帳
つ
り
草
を
思
ひ
出
し
︒
人
目
思
は
で
肌
ふ
れ
て
︒
起
き
つ
転
び
つ
さ
ゝ

め
し
て
︒
相
撲
取
り
草
思
ひ
出
す
︒
通
ひ
路
遠
き
独
り
居
の
︒
班
女
が
閨
の
寂
し
さ

は
茶
引
き
草
を
も
思
ひ
出
す
︒
︵
後
略
︶

⑰

先
行
芸
能
と
の
関
連
を
指
摘
し
た
先
行
研
究
と
し
て
︑
浦
山
政
雄
﹁
近
松
作
品
の

事
実
と
虚
構
﹃
丹
波
与
作
待
夜
の
小
室
節
﹄
﹂
︵
﹃
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
﹄
︑
昭
和
四
十

五
年
十
月
︶
︑
諏
訪
春
雄
﹃
近
松
話
浄
瑠
璃
の
研
究
﹄
︵
笠
間
書
院
︑
昭
和
四
十
九

年
︶
︑
山
田
光
枝
﹁
﹁
丹
波
与
作
も
の
﹂
の
変
遷
に
み
る
近
世
歌
謡
・
芸
能
史
の
一
側

面
﹂
︵
﹃
国
立
音
楽
大
学
研
究
紀
要

﹄
平
成
十
年
三
月
︶
︑
平
田
澄
子
﹁
﹃
丹
波
与

32

作
待
夜
の
小
室
節
﹄
考

父
と
子
の
馬
子
歌

﹂
︵
﹃
文
学
部
紀
要

文
教
大
学
文
学

部
第

�
号
﹄
平
成
十
一
年
十
月
︶
が
あ
る
︒

13

⑱

｢
丹
波
与
作
﹂
関
連
の
歌
謡
と
芸
能
記
録
の
系
譜
の
変
遷
は
注
⑰
の
山
田
光
枝
に

詳
し
い
︒

⑲

寛
文
十
一
年

『
松
平
大
和
守
日
記
﹄
五
月
二
十
二
日
﹁
与
作
と
い
ふ
う
た
も
︑

近
年
は
や
り
し
と
聞
﹂
︵
﹃
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成

第
十
二
巻
﹄
三
一
書
房
︑
昭

和
五
十
二
年
︶

⑳

延
宝
五
年
十
一
月

歌
舞
伎
﹁
丹
波
与
作
﹂
京
北
側
芝
居

｢
抑
祖
父
嵐
三
右
衛
門
殿
六
十
七
年
以
前
︑
延
宝
五
巳
の
霜
月
に
︑
北
が
ハ
の
芝

居
に
て
陣
ミ
セ
に
︑
丹
波
与
作
の
狂
言
︑
か
ご
ぬ
け
の
略
に
て
大
当
り
せ
ら
れ
﹂

(﹃
歌
舞
伎
評
判
記
集
成

第
一
巻
﹄
︵
岩
波
書
店
︑
昭
和
四
十
七
年
︶
︶

㉑

延
享
元
年
の
﹃
役
者
子
住
算

京
巻
﹄

是
ハ
む
か
し
丹
波
与
作
の
狂
言
に
︑
豊
島
春
之
丞
が
川
風
に
吹
と
ら
れ
し
す
げ
笠
︑

ひ
ろ
ひ
あ
げ
て
︑
是
か
ら
ぬ
れ
に
う
つ
り
て
︑
又
あ
ふ
迄
の
筐
と
︑
其
す
げ
笠
を
取

て
帰
り
て
︒
篭
ぬ
け
の
た
ハ
こ
と
づ
く
し
︑
親
父
に
見
付
ら
れ
て
︑
す
ぐ
に
か
ご
ぬ

け
の
す
が
た
に
て
勘
当
う
け
︑
此
す
げ
笠
に
て
親
の
家
を
あ
う
と
い
ふ
て
と
び
い
で
︑

都
に
て
大
き
に
あ
て
︑
誰
芸
よ
り
も
ま
す
げ
笠
と
︑
死
期
ま
で
秘
蔵
せ
し
笠
な
れ
共
︑

芸
の
心
が
け
を
感
じ
て
そ
ち
に
あ
た
ゆ
る
︵
後
略
︶

(﹃
歌
舞
伎
評
判
記
集
成

第
二
期
第
二
巻
﹄
︵
岩
波
書
店
︑
昭
和
四
十
七
年
︶
︶

㉒

注
⑲
に
同
じ
︒

㉓

注
⑰
の
山
田
光
枝
に
同
じ
︒

㉔

元
禄
六
年

歌
舞
伎
﹁
丹
波
与
作
手
綱
帯
﹂
富
永
平
兵
衛
作

京
村
山
平
右
衛
門

座

狂
言
本
在
︵
﹃
元
禄
歌
舞
伎
傑
作
集

下
﹄
︵
早
稲
田
大
学
出
版
部
︑
大
正
十
四

年
︶
︶

㉕

注
⑲
に
同
じ
︒

近
松
世
話
浄
瑠
璃
﹃
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し
﹄
の
構
造

四
三



〔
付
記
︺

本
稿
は
︑
二
〇
〇
九
年
六
月
二
十
一
日
演
劇
研
究
会
例
会
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
︒
会
場
内
外
で
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
︒

近
松
世
話
浄
瑠
璃
﹃
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し
﹄
の
構
造

四
四


