
歌
舞
伎
﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄
と
浄
瑠
璃
﹃
天
智
天
皇
﹄永

田

郁

子

一
︑
は
じ
め
に

延
享
・
寛
延
年
間
に
隆
盛
を
極
め
た
人
形
浄
瑠
璃
は
︑
お
よ
そ
明
和
年
間
に

入
る
ま
で
の
間
︑
同
時
代
の
上
方
歌
舞
伎
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た①

︒
そ
れ

は
︑
浄
瑠
璃
一
曲
を
そ
の
ま
ま
歌
舞
伎
化
す
る
﹁
上
る
り
狂
言
﹂
の
み
な
ら
ず
︑

先
行
す
る
浄
瑠
璃
を
下
敷
き
に
し
つ
つ
︑
様
々
な
浄
瑠
璃
の
趣
向
を
部
分
的
に

と
り
入
れ
て
い
く
﹁
は
め
物
﹂
と
い
う
手
法
に
も
見
出
せ
る②

︒

宝
暦
九
年
︹
一
七
五
九
︺
十
二
月
︑
大
坂
の
嵐
吉
三
郎
座
に
て
初
演
の
﹃
仮

名
草
紙
国
性
爺
実
録③

﹄
は
︑
当
時
の
代
表
的
な
狂
言
作
者
・
竹
田
治
蔵
が
立
作

者
と
し
て
関
わ
っ
た
作
品
で
あ
る
︒
七
草
四
郎
︵
実
は
国
性
爺
︶
が
小
田
信
忠
︑

そ
し
て
真
柴
久
吉
を
は
じ
め
と
す
る
そ
の
家
中
の
者
た
ち
に
近
づ
き
︑
智
略
・

妖
術
を
用
い
な
が
ら
国
家
転
覆
を
目
論
む
と
い
う
内
容
で
あ
る
︒

こ
の
作
品
が
近
松
門
左
衛
門
作
の
浄
瑠
璃
﹃
国
性
爺
合
戦
﹄︵
正
徳
五
年

︹
一
七
一
五
︺・
竹
本
座
︶
を
も
と
に
し
︑
さ
ら
に
様
々
な
浄
瑠
璃
作
品
を
用
い

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
河
合
眞
澄
氏
の
﹁
宝
暦
期
の
上
方
歌
舞
伎
(二
)
︱

﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録④

﹄﹂
の
中
で
詳
細
に
整
理
さ
れ
て
い
る
︒
河
合
氏
は

﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄
台
帳
と
先
行
浄
瑠
璃
の
詞
章
と
の
対
比
に
よ
り
︑

﹃
国
性
爺
合
戦
﹄
だ
け
で
な
く
︑﹃
用
明
天
王
職
人
鑑
﹄
﹃
国
性
爺
後
日
合
戦
﹄

﹃
平
家
女
護
島
﹄﹃
勢
州
阿
漕
浦
﹄
﹃
義
経
千
本
桜
﹄
﹃
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
﹄
﹃
日

高
川
入
相
花
王
﹄︵
初
演
順
︶
と
い
っ
た
七
つ
の
浄
瑠
璃
作
品
を
﹁
は
め
物
﹂

の
素
材
と
し
て
確
認
さ
れ
た
︒

本
稿
で
は
﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄
に
お
い
て
︑
あ
ら
た
に
浄
瑠
璃
﹃
天

智
天
皇
﹄
か
ら
の
影
響
を
捉
え
︑
そ
の
劇
中
で
の
効
果
を
考
え
て
い
く
と
と
も

に
︑
そ
の
こ
と
が
当
時
の
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
と
ど
の
よ
う
な
関
連
が
あ
る
か
に

つ
い
て
見
て
い
き
た
い
︒

歌
舞
伎
﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄
と
浄
瑠
璃
﹃
天
智
天
皇
﹄

二
七



二
︑﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄
三
の
口
と
﹃
国
性
爺
後
日
合
戦
﹄

﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄
三
の
口
に
は
︑
以
下
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
︒

七
草
四
郎
一
味
の
ひ
る
ま
ん
土
蔵
と
ば
て
れ
ん
泥
蔵
が
︑
夜
中
に
獄
門
台
を

立
て
︑
泥
蔵
は
そ
こ
に
晒
さ
れ
た
首
に
扮
し
︑
土
蔵
は
太
鼓
を
打
ち
︑
通
る
者

た
ち
を
騙
し
て
は
追
い
は
ぎ
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

ま
ず
は
寒
坊
主
を
相
手
に
盗
み
の
科
と
し
て
獄
門
に
か
か
っ
た
と
語
り
︑
米

を
布
施
と
し
て
受
け
取
る
︒
そ
し
て
︑
二
人
目
に
平
戸
の
武
士
・
こ
し
な
し
平

蔵
が
通
り
か
か
る
︒
家
来
を
前
に
︑﹁
此
浜
辺
に
追
剝
な
ど
お
つ
た
ら

よ
い

慰
み
で
あ
ろ
う
に
ナ
ア
﹂﹁
又
は
化
物

幽
霊
が
出
た
ら
ば

引
捉
へ
て

殿

へ
お
土
産
す
る
に

ア
ヽ

何
ぞ
出
お
ら
い
で
ナ
ア
﹂
と
自
分
を
勇
猛
に
見
せ

る
平
蔵
の
態
度
を
受
け
て
︑
泥
蔵
が
新
た
な
騙
し
文
句
を
思
い
つ
く
と
い
う
設

定
に
な
っ
て
い
る
が
︑
台
帳
の
記
述
を
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒

此
︹
泥
蔵
︺
申
〳
〵
〳
〵

百
︹
平
蔵
︺
は
て

怪
し
や
ナ
ア

あ
た
り
に
人
は
な
し

ど
こ
か
ら
じ

や

此
︹
泥
蔵
︺
爰
か
ら
で
御
座
り
升
る
わ
い
な

百
︹
平
蔵
︺
爰
か
ら
と
は

や
れ

悲
し
や
な
ふ
〳
〵

此
︹
泥
蔵
︺
私
は
親
の
敵
打
で
ム
り
升
る
が

思
わ
ず
此
国
の
殿
様
に
無

成
敗
に
遇
ふ
て

獄
門
に
懸
つ
た
者
で
御
座
り
升
る

今
聞
ケ
ば

お
前
は
魂
の
据
つ
た
お
侍
様
と
見
受
ま
し
て

御
無
心
が
ム
り
升
る

百
︹
平
蔵
︺
獄
門
に
近
付
は
な
い

許
し
て
た
べ
〳
〵

此
︹
泥
蔵
︺
イ
ヤ
〳
〵

許
さ
ぬ
〳
〵

こ
な
た
の
胴
を
借
つ
て
親
の
敵

討
た
ね
ば
な
ら
ぬ

侍

そ
ち
が
胴
は
借
つ
た
ぞ
や

百
︹
平
蔵
︺
ヤ
ア

壱
つ
は
か
な
い
此
胴
が
無
ふ
て
は

女
房

子
が
養

わ
れ
ま
せ
ぬ

御
許
さ
れ
ま
せ
〳
〵

此
︹
泥
蔵
︺
是
﹇
は
﹈
尤

そ
ん
な
ら
金
﹇
か
﹈
し
て
貰
た
い

金
を
借

つ
て
来
て

敵
討
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

金
貸
し
て
下
さ
れ
い
の
う

百
︹
平
蔵
︺
ア
ヽ

貸
し
ま
せ
う
〳
〵

コ
レ

爰
に
金
子
五
十
両
今
掛

屋
方
へ
戻
し
に
行
の
な
れ
ど
も

命
に
は
代
へ
ら
れ
ぬ

是
を
こ
な

た
に
貸
す
程
に

ど
ふ
ぞ
胴
は
借
ら
ず
に

助
け
て
下
さ
れ
ま
せ

此
︹
泥
蔵
︺
ヤ
ア
ヽ

五
十
両

小
判
で
か

○

ア
ヽ

嬉
し
や
〳
〵

五
十
両
で
は
足
ら
ぬ
ほ
ど
に

身
に
巻
い
た
物

皆
貸
し
て
下
さ
れ

ア
ヽ

苦
し
や
〳
〵

百
︹
平
蔵
︺
ア
ヽ

上
升
〳
〵

ト
両
人
︹
平
蔵

侍
︺
裸
に
成

着
物

大
小
ヲ
前
に
置

此
︹
泥
蔵
︺
よ
ふ
貸
し
て
下
さ
つ
た

此
礼
に
は

幽
霊
の
業
通
を
以
テ

送
つ
て
や
ろ
う

百
︹
平
蔵
︺
イ
ヤ
モ
ウ

そ
れ
に
は
及
び
ま
せ
ぬ

ト
両
人
︹
平
蔵

侍
︺
逃
げ
て
入
る

歌
舞
伎
﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄
と
浄
瑠
璃
﹃
天
智
天
皇
﹄
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は
じ
め
は
居
丈
高
に
振
る
舞
っ
て
い
た
平
蔵
が
︑
獄
門
首
が
話
す
の
を
見
る
と

急
に
弱
気
に
な
り
︑
金
子
の
み
な
ら
ず
着
物
や
刀
ま
で
も
易
々
と
渡
す
と
こ
ろ

に
こ
の
場
面
の
お
か
し
み
が
あ
る
︒

宝
暦
十
年
︹
一
七
六
〇
︺
三
月
刊
﹃
役
者
呉
服
店
﹄
大
坂
之
巻
に
は
︑
こ
の

作
品
の
評
文
が
載
る
︒
泥
蔵
役
の
染
川
此
兵
衛
は
敵
役
・
上
上
白
吉
︑
土
蔵
役

の
藤
川
半
三
郎
は
敵
役
・
上
上
白
吉
︑
平
蔵
役
の
大
松
百
助
は
道
化
方
・
上
上

半
吉
に
位
付
け
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
場
面
が
敵
役
と
道
外
形
と
の
や
り
と
り
を

存
分
に
見
せ
る
チ
ャ
リ
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

そ
の
後
︑
泥
蔵
と
土
蔵
は
四
郎
の
女
房
・
小
む
つ
と
再
会
し
︑
さ
ら
に
三
人

め
に
小
西
弥
十
郎
に
追
わ
れ
る
船
頭
与
次
兵
衛
に
声
を
か
け
よ
う
と
す
る
が
︑

偽
の
獄
門
首
で
あ
る
こ
と
が
露
見
し
︑
平
蔵
か
ら
巻
き
上
げ
た
五
十
両
を
逆
に

取
り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
う
︒
そ
し
て
︑
与
次
兵
衛
に
追
い
つ
く
弥
十
郎
の
登
場
︑

そ
の
様
子
を
稲
叢
の
陰
か
ら
見
張
る
真
柴
久
吉
の
登
場
で
三
の
口
は
終
わ
り
︑

三
つ
目
の
主
要
な
展
開
へ
と
続
い
て
い
く
︒

こ
の
場
面
に
つ
い
て
は
︑
河
合
氏
に
よ
り
﹃
国
性
爺
後
日
合
戦
﹄
と
の
関
連

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
近
松
門
左
衛
門
作
の
浄
瑠
璃
﹃
国
性
爺
後
日
合
戦
﹄
は

享
保
二
年
︹
一
七
一
七
︺
二
月
・
竹
本
座
の
初
演
で
あ
り
︑﹃
国
性
爺
合
戦
﹄

の
次
作
・
続
編
と
し
て
上
演
さ
れ
た
︒
韃
靼
を
征
伐
し
た
後
の
国
性
爺
と
甘
輝

を
描
い
た
も
の
で
︑
後
半
は
国
性
爺
の
子
・
錦
舎
が
活
躍
す
る
︒

﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄
三
の
口
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
︑

第
三
段
で
あ
る
︒

石
門
龍
の
逆
心
に
よ
り
︑
韃
靼
の
第
六
王
子
・
附
馬
鉄
平
に
内
裏
を
破
ら
れ
︑

国
性
爺
は
東
寧
城
の
中
で
韃
靼
征
伐
の
計
略
を
練
る
︒
鉄
平
に
従
う
領
内
の
民

が
捕
え
ら
れ
る
が
︑
そ
の
中
に
は
国
性
爺
の
父
・
一
官
が
居
た
︒
国
性
爺
は
思

案
の
後
︑
他
の
科
人
た
ち
と
と
も
に
浜
表
に
引
き
出
し
舟
底
に
首
枷
を
し
て
︑

三
日
三
晩
︑
生
獄
門
に
晒
す
よ
う
に
命
じ
る
︒
そ
の
後
︑
国
性
爺
は
科
人
た
ち

の
首
を
は
ね
る
よ
う
に
命
じ
る
が
︑
一
官
は
国
性
爺
の
振
る
舞
い
を
叱
責
し
︑

他
の
科
人
た
ち
の
命
と
引
き
替
え
に
自
害
を
す
る
︒
本
文
に
は

ふ
な
ぞ
こ
に
穴
を
彫
枷
と
し
て
科
人
を
︒
一
艘
に
五
人
七
人
つ
ゝ
頬
を
さ

ら
す
其
中
に
︒
痛
は
し
や
父
一
官
ゐ
ん
ぐ
は
を
く
は
ん
じ
め
を
と
ぢ
て
︒

か
く
ご
を
極
し
顔
の
色
︒
⁝
︵
中
略
︶
⁝
ヲ
ヽ
ば
ゝ
は
し
ん
で
名
を
あ
ぐ

る
︒
ぢ
い
に
な
が
ら
へ
恥
さ
ら
せ
か
︒
ぢ
い
や
ば
ゝ
が
し
ぬ
る
は
国
せ
ん

や
が
家
の
吉
さ
う
︒
孫
子
の
た
め
に
し
ぬ
る
ぞ
や
︒
ぢ
い
が
為
と
思
は
ば

あ
れ
ら
を
残
ら
ず
助
て
く
れ
︒
千
僧
万
僧
の
弔
ひ
ぞ
と
つ
き
の
け
〳
〵
︒

又
首
に
押
ゑ
い
〳
〵
〳
〵
と
か
き
切
て
︒
落
る
所
を
弓
手
を
上
︒
が
ん
づ

か
つ
か
ん
で
さ
し
あ
ぐ
れ
ば
︒
ゑ
め
る
が
ご
と
き
死
顔
に
︒
親
子
夫
婦
は

わ
つ
と
計
︒
浜
辺
に
五
体
を
な
げ
す
て
ゝ
声
も
︒
お
し
ま
ず
歎
し
が
︒

と
あ
り
︑
た
し
か
に
︑
一
官
は
生
獄
門
に
晒
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
首
を
は
ね
ら

れ
た
わ
け
で
は
な
く
︑
も
ち
ろ
ん
死
ん
だ
後
に
首
だ
け
の
姿
と
な
っ
て
周
囲
に

語
り
か
け
る
わ
け
で
も
な
い
︒﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄
三
の
口
に
お
い
て
︑

歌
舞
伎
﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄
と
浄
瑠
璃
﹃
天
智
天
皇
﹄
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む
し
ろ
注
目
す
べ
き
は
︑
泥
蔵
が
自
分
を
首
だ
け
の
姿
に
見
せ
よ
う
と
し
︑
そ

し
て
通
り
が
か
っ
た
平
蔵
に
自
分
の
首
を
継
が
せ
よ
う
と
す
る
︑
い
わ
ゆ
る

﹁
首
継
ぎ
﹂
を
求
め
て
詰
め
寄
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
︒

三
︑
浄
瑠
璃
﹃
天
智
天
皇
﹄
の
首
継
ぎ

で
は
﹃
天
智
天
皇
﹄
の
ど
の
場
面
が
︑﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄
三
の
口

の
泥
蔵
の
姿
に
よ
り
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
か
︑
次
に
見
て
い
く
こ
と
と

す
る
︒

元
禄
五
年
︹
一
六
九
二
︺
以
前
・
竹
本
座
の
初
演
で
あ
る
近
松
門
左
衛
門
作

の
浄
瑠
璃
﹃
天
智
天
皇
﹄
は
︑
一
の
宮
・
逆
目
の
王
子
と
二
の
宮
・
葛
城
の
大

君
︵
の
ち
の
天
智
天
皇
︶
と
の
斉
明
天
皇
の
後
継
を
め
ぐ
る
御
位
争
い
の
物
語

で
あ
る
︒
逆
目
の
王
子
に
よ
っ
て
︑
大
君
と
花
照
姫
は
志
賀
の
都
を
追
わ
れ
︑

ま
た
母
で
あ
る
斉
明
天
皇
も
日
向
島
に
流
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
︑
花
照
姫
の

忠
臣
で
あ
る
金
岡
五
郎
の
活
躍
に
よ
っ
て
救
出
さ
れ
︑
や
が
て
王
子
討
伐
も
成

し
得
ら
れ
る
︒

こ
の
作
品
は
︑
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
正
本
の
版
の
多
さ
か
ら
人
気
作
で
あ

っ
た
こ
と
が
う
か
が
え⑤

︑
近
松
の
代
表
作
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る⑥

︒
正
徳

五
年
︹
一
七
一
五
︺
の
竹
本
筑
後
掾
の
一
周
忌
追
善
興
行
で
は
︑
こ
の
作
品
の

近
松
の
手
に
よ
る
増
補
改
作
﹃
豊
年
秋
の
田
﹄
が
上
演
さ
れ
て
い
る⑦

︒
段
物
集

﹃
日
待
調
法
記
﹄
に
も
﹁
美
人
揃
へ
﹂︵
第
一
段
︶
と
﹁
花
照
姫
道
行
﹂︵
第
四

段
︶
が
収
め
ら
れ
て
お
り⑧

︑
と
く
に
後
者
は
茶
屋
な
ど
で
も
よ
く
語
ら
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る⑨

︒

﹃
天
智
天
皇
﹄
第
二
段
で
は
︑
も
と
は
金
輪
の
姓
で
あ
っ
た
五
郎
が
︑
逆
目

の
王
子
ら
に
よ
り
斬
首
さ
れ
︑
獄
門
台
に
首
を
さ
ら
さ
れ
て
い
た
が
︑
そ
の
首

は
同
じ
く
王
子
を
敵
と
す
る
盲
目
の
絵
師
・
松
岡
の
権
太
郎
氏
長
の
胴
に
継
が

れ
て
蘇
る
と
い
う
展
開
を
見
せ
る
︒

松
岡
は
舅
で
あ
り
師
匠
で
も
あ
る
狩
野
の
氏
久
を
逆
目
の
王
子
に
殺
さ
れ
︑

そ
の
敵
討
ち
を
祈
願
し
︑
毎
夜
の
ご
と
く
琵
琶
湖
畔
の
粟
津
が
原
で
行
法
を
執

り
行
っ
て
い
た
︒
あ
る
夜
︑
首
だ
け
と
な
っ
た
金
輪
五
郎
の
声
に
呼
ば
れ
︑
王

子
討
伐
の
た
め
﹁
頼
む
べ
き
事
有
﹂
と
言
わ
れ
る
が
︑
盲
目
で
そ
の
姿
が
見
え

な
い
の
で
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
五
郎
に
﹁
墨
絵
の
龍
の
水
を
こ
ふ
も
一

念
の
と
ゞ
ま
る
所
︒
然
ら
ば
ご
く
も
ん
の
首
の
物
い
ふ
事
︒
不
思
議
に
て
ふ
し

ぎ
な
ら
ず
︒
是
に
も
う
た
が
ひ
あ
り
や
い
な
や
︒﹂
と
言
わ
れ
よ
う
や
く
信
じ

る
が
︑
自
分
は
盲
目
の
た
め
に
五
郎
の
役
に
立
て
そ
う
も
な
い
の
で
成
仏
を
願

っ
て
回
向
を
す
る
と
︑
頼
み
を
断
ろ
う
と
す
る
︒
し
か
し
︑
あ
ま
り
に
も
頑
な

に
回
向
を
拒
む
五
郎
に
対
し
︑
﹁
首
計
に
て
本
望
を
達
せ
ん
と
は
い
か
に
︒﹂
と

尋
ね
る
︒
そ
れ
に
対
し
五
郎
は
︑

ヲ
ヽ
さ
れ
ば
こ
そ
頼
度
と
は
其
事
よ
︒
我
は
首
有
て
か
ら
だ
な
し
︒
御
分

は
盲
目
首
な
き
も
同
前
也
︒
御
辺
が
首
を
斬
て
胴
を
我
に
得
さ
せ
よ
︒
汝

が
胴
に
某
が
首
を
つ
ぎ
王
子
を
や
す
く
亡
し
な
ば
︒
御
辺
も
本
意
を
と
ぐ

歌
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伎
﹃
仮
名
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図�：『仮名草紙国性爺実録』

絵尽 慶応本

る
に
あ
ら
ず
や

と
答
え
る
︒
松
岡
は
﹁
そ
れ
こ
そ
安
き
間
の
事
﹂
と
自
ら
太
刀
を
抜
き
︑
以
下

の
よ
う
に
五
郎
の
首
は
松
岡
の
胴
に
継
が
れ
る
︒

庵
に
残
せ
し
我
妻
の
さ
こ
そ
な
げ
か
ん
不
便
さ
よ
︒
偏
に
頼
む
は
是
計
︒

只
今
か
ら
だ
を
わ
た
す
ぞ
と
太
刀
取
直
し
首
に
あ
て
︒
ゑ
い
︒
〳
〵
〳
〵

と
押
斬
れ
ば
︒
あ
へ
な
く
前
に
落
る
と
見
へ
し
が
︒
金
輪
が
首
は
ご
く
も

ん
の
木
よ
り
下
に
ま
ひ
さ
が
り
︒
切
口
に
と
ま
り
し
は
鳥
の
お
り
ゐ
る
ご

と
く
也

台
に
お
か
れ
て
い
た
五
郎
の
首
を
実
際
に
飛
ば
せ
て
松
岡
の
胴
に
セ
ッ
ト
さ

れ
る
ま
で
を
見
せ
た
の
か
︑
あ
る
い
は
飛
び
は
じ
め
た
と
こ
ろ
を
見
せ
た
後
は

松
岡
側
の
人
形
に
施
さ
れ
た
仕
掛
け
を
用
い
て
飛
ん
だ
首
が
胴
に
継
が
れ
た
よ

う
に
見
せ
た
の
か
︑
演
出
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る⑩

︒
し
か
し
︑
第
四
段
に
は
︑

金
岡
が
住
吉
社
の
絵
馬
に
描
か
れ
た
白
鷺
に
筆
を
入
れ
る
と
︑
白
鷺
が
絵
馬
か

ら
飛
び
立
ち
斉
明
天
皇
を
助
け
る
と
い
う
場
面
が
あ
り
︑
こ
の
場
面
は
︑
か
ら

く
り
を
利
用
し
た
演
出
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
い
る⑪

︒
金
岡
と
い
う
姓

は
︑
巨
勢
派
の
祖
で
あ
る
絵
師
・
巨
勢
金
岡
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
そ

の
イ
メ
ー
ジ
を
託
さ
れ
た
五
郎
の
活
躍
を
︑
観
客
に
印
象
づ
け
る
場
面
で
あ
っ

た
に
ち
が
い
な
い
︒
お
そ
ら
く
第
二
段
の
首
継
ぎ
も
何
ら
か
の
特
殊
演
出
に
よ

っ
て
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

実
際
の
演
出
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
残
る
が
︑
霊
魂
の
残
っ
た
獄
門
首
が

通
行
の
者
を
呼
び
止
め
︑
敵
討
ち
の
た
め
に
そ
の
者
の
胴
に
自
分
の
首
を
継
ぐ

こ
と
を
求
め
る
と
い
う
流
れ
が
認
め
ら
れ
る
︒
﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄
三

の
口
の
こ
の
場
面
は
︑
﹃
国
性
爺
後
日
合
戦
﹄
よ
り
も
﹃
天
智
天
皇
﹄
に
近
い

こ
と
が
わ
か
る
︒四

︑
﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄
三
の
口
の
演
出

で
は
︑﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄
三
の
口
は
︑
舞
台
上
で
ど
の
よ
う
に
演

じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒﹃
役
者
呉
服
店
﹄
に
あ
る
挿
絵
に
は
︑
こ
の
場
面

は
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
︒
絵
尽
で
は
慶
応
本
・
横
山
本
と
も
に
と
り
あ
げ

ら
れ
て
い
る
が
︑
よ
り
初
演
時
に
近
い
と
さ
れ
る
慶
応
本
図
�

を
見
て
み
る⑫

︒

｢ど
ろ
ぞ
う
ご
く
も
ん
に
に
せ
か
ね
を
と
る
﹂﹁
土
ぞ
う
ゆ
う
れ
い
だ
い
こ
う

ち
お
ど
す
﹂︑
黒
衣
姿
で
太
鼓
を
叩
く
土
蔵
と
︑
首
か
ら
上
を
あ
ら
わ
に
し
た

歌
舞
伎
﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄
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図�：『御狂言楽屋本説』「飛くびの仕かけ｣

黒
衣
姿
で
獄
門
台
に
開
け
た
穴

︵
も
し
く
は
後
ろ
か
ら
首
を
出

し
入
れ
し
や
す
い
よ
う
に
半
円

状
に
切
り
込
ん
で
あ
る
か
︶
に

首
を
通
し
て
立
つ
泥
蔵
が
描
か

れ
て
い
る⑬

︒

泥
蔵
の
出
立
に
つ
い
て
は
以

下
の
資
料
が
参
考
に
な
る
︒
時

代
は
下
る
が
︑
安
政
六
年
︹
一

八
五
九
︺
刊
﹃
御
狂
言
楽
屋
本

説
﹄
二
編
・
下
に
﹁
飛
首
の
仕

掛
け
﹂
が
収
載
さ
れ
て
い
る
図
�

︒
首
か
ら
下
は
黒
衣
を
着
た
役
者
が
︑
中
幕
の
内

側
に
あ
る
せ
り
上
げ
の
台
か
ら
︑﹁
穿
樋
﹂
と
よ
ば
れ
る
樋
の
上
に
あ
る
台

﹁
突
台
﹂
に
移
る
︒﹁
突
台
﹂
の
下
に
は
樋
を
と
お
る
棹
が
セ
ッ
ト
さ
れ
て
お
り
︑

そ
の
棹
を
裏
方
が
押
し
引
き
す
る
こ
と
で
左
右
の
動
き
を
見
せ
る
こ
と
が
で
き

た
の
だ
ろ
う
︒
重
要
な
の
は
黒
幕
で
あ
り
︑
首
の
近
く
に
の
み
強
く
灯
り
を
あ

て
て
そ
こ
だ
け
を
際
立
た
せ
て
見
せ
る
ブ
ラ
ッ
ク
・
ア
ー
ト⑭

の
効
果
を
出
し
て

い
る
︒
台
の
上
の
役
者
が
脚
を
曲
げ
伸
ば
し
す
る
こ
と
で
︑
飛
ん
で
い
る
首
の

上
下
の
動
き
が
加
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄
上
演
時
に
︑﹁
突
樋
﹂﹁
突
台
﹂
な
ど
の
装
置
が

完
成
さ
れ
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
場
面
で
は
首
継
ぎ
が
行

わ
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
︑
首
が
飛
ぶ
わ
け
で
は
な
い
︒
し
か
し
﹁
夜
中
﹂
と

い
う
場
面
上
の
時
間
設
定
と
絵
尽
で
の
泥
蔵
の
姿
と
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
︑

こ
こ
で
の
演
出
は
︑
泥
蔵
が
物
言
う
獄
門
首
に
見
え
る
よ
う
︑
ブ
ラ
ッ
ク
・
ア

ー
ト
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

台
帳
を
見
る
と
︑
こ
の
場
面
で
の
泥
蔵
と
土
蔵
の
登
場
は
﹁
ト
向
ふ
よ
り

此
兵
衛
︹
泥
蔵
︺
獄
門
台
を
持
出
る

跡
よ
り
半
三
︹
土
蔵
︺
太
鼓
を
担
げ
出

る

色
〳
〵
獄
門
台
を
立
た
り
﹂
と
あ
り
︑
道
具
を
立
て
る
と
こ
ろ
か
ら
観
客

に
見
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
し
て
︑
小
む
つ
と
別
れ
て
す
ぐ
に
は
﹁
ト

又
獄
門
に
成
﹂︑
ま
た
与
次
兵
衛
に
逆
に
脅
さ
れ
た
泥
蔵
が
台
か
ら
出
る
と
き

に
も
﹁
ト
此
兵
衛
︹
泥
蔵
︺
下
江
下
り
て
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
お
そ
ら
く
獄

門
台
の
下
部
を
幕
で
覆
う
こ
と
な
く
︑
泥
蔵
が
獄
門
台
へ
の
出
入
り
を
軽
々
と

こ
な
す
様
子
を
見
せ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
ブ
ラ
ッ
ク
・
ア
ー
ト
の
ト
リ
ッ

ク
は
︑
当
時
す
で
に
観
客
と
も
共
有
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

し
か
も
︑
効
果
音
で
あ
る
太
鼓
を
︑
わ
ざ
わ
ざ
登
場
人
物
で
あ
る
土
蔵
が
舞

台
に
出
て
打
ち
鳴
ら
し
て
い
る
姿
を
も
観
客
に
見
せ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
︑
こ
の
場
面
は
歌
舞
伎
の
約
束
事
そ
の
も
の
を
つ
か
っ
た
︑
い
わ
ゆ
る
楽

屋
オ
チ
の
笑
い
を
生
み
出
す
こ
と
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
場
面
の
﹃
天
智
天
皇
﹄
の
利
用
は
断
片
的
で
︑
登
場
す
る
の
も
け
っ
し
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て
主
要
な
人
物
た
ち
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
も
と
の
浄
瑠
璃
の
中
で
は
展
開
の

う
え
で
も
重
要
な
﹁
奇
跡
﹂
の
場
面
を
︑
ト
リ
ッ
ク
を
つ
か
っ
て
パ
ロ
デ
ィ
化

し
て
い
る
点
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
︒

泥
蔵
・
土
蔵
の
首
に
関
す
る
場
面
は
︑
三
の
口
だ
け
で
は
な
く
二
つ
目
に
も

あ
る
︒
二
つ
目
で
は
︑
四
郎
の
家
来
た
ち
が
勅
使
た
ち
に
扮
し
︑
四
郎
に
一
味

す
る
こ
と
と
な
っ
た
岸
田
民
部
も
か
ら
ん
で
︑
小
西
如
清
か
ら
お
袖
判
を
奪
う

と
い
う
の
が
主
筋
で
あ
る
︒

勅
使
の
家
来
・
益
田
監
物
に
扮
し
た
土
蔵
が
久
吉
の
姫
た
ち
︑
お
通
・
万
代

に
切
り
か
か
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
を
︑
同
じ
く
勅
使
の
家
来
・
今
小
路
玄
蕃
に

扮
し
た
泥
蔵
が
土
蔵
の
首
を
斬
り
︑
如
清
を
信
頼
さ
せ
て
お
袖
判
を
受
け
取
る
︒

そ
し
て
︑
泥
蔵
は
民
部
に
首
を
落
と
さ
れ
︑
如
清
を
動
揺
さ
せ
る
︒
そ
の
後
︑

民
部
の
手
柄
を
見
よ
う
と
四
郎
が
現
れ
る
︒

四
郎
三
︹
如
清
︺
ヤ
ア

わ
り
や
御
浜
御
殿
で

信
忠
公
へ
御
諫
言
申
た

奴
で
は
な
い
か

平
九
郎
︹
四
郎
︺
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

身
を
奴
と
は

年
寄
て
眼
が
見
へ
ぬ

か

家
来
共

参
れ

新
五
郎

此
兵

半
三
︹
兼
光

玄
蕃

監
物
︺
ハ
ア
ヽ

ト
花
道
よ
り

新
五
郎
︹
兼
光
︺
出
づ
る

半
三

此
兵
衛

︹
監
物

玄
蕃
︺
胴
計
に
て

我
首
を
提
げ

出
づ
る

首
を

継
ぐ
事
有
り

元
ト
の
半
三

此
兵
衛

︹
監
物

玄
蕃
︺
に

成
ル

⁝
︵
以
下
略
︶

こ
の
よ
う
に
︑
自
分
た
ち
の
首
を
提
げ
な
が
ら
花
道
か
ら
登
場
し
︑
自
分
で
首

を
継
ぐ
︒

こ
の
首
継
ぎ
は
あ
く
ま
で
も
四
郎
の
妖
力
が
効
い
て
い
る
と
い
う
設
定
に
よ

る
も
の
で
あ
る
が
︑
二
人
の
首
は
あ
っ
け
な
く
斬
ら
れ
︑
そ
し
て
ま
た
あ
ま
り

に
も
簡
単
に
胴
に
継
が
れ
て
元
通
り
に
な
る
︒
自
分
の
首
を
提
げ
な
が
ら
花
道

に
登
場
す
る
二
人
の
姿
は
︑
驚
き
と
と
も
に
笑
い
で
も
っ
て
見
物
に
迎
え
ら
れ

た
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
場
面
が
先
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
四
郎
が
い
な
い
場
︑

す
な
わ
ち
妖
力
が
効
か
な
い
場
で
首
継
ぎ
を
相
手
に
持
ち
か
け
る
と
い
う
三
ノ

口
の
泥
蔵
の
演
技
は
︑
観
客
に
と
っ
て
い
っ
そ
う
面
白
み
を
増
す
も
の
と
な
っ

た
は
ず
で
あ
る
︒五

︑
泥
蔵
・
土
蔵
に
よ
る
笑
い

﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄
に
お
い
て
︑
河
合
氏
が
﹁
は
め
物
﹂
と
し
て
指

摘
す
る
箇
所
は
三
十
七
か
所
に
も
及
ぶ
︒
そ
の
中
で
︑
三
の
口
以
外
に
ば
て
れ

ん
泥
蔵
と
ひ
る
ま
ん
土
蔵
が
登
場
す
る
場
面
に
︑
口
明
の
小
西
弥
十
郎
の
虎
退

治
が
あ
る
︒

河
合
氏
は
こ
の
場
面
と
﹃
国
性
爺
合
戦
﹄
第
二
段
の
国
性
爺
の
虎
退
治
と
の

関
連
に
ふ
れ
︑
そ
れ
を
あ
え
て
国
性
爺
と
対
立
す
る
小
西
弥
十
郎
に
そ
れ
を
さ

せ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
︑﹁
虎
退
治
を
人
気
上
昇
中
の
若
手
立
役
︵
筆
者

歌
舞
伎
﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
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﹄
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図�：『仮名草紙国性爺実録』

絵尽 慶応本

注
・
藤
川
八
蔵
︒
立
役
・
荒
事
・
上
上
半
白
吉
︶
に
演
じ
さ
せ
る
趣
向
が
︑
う

ま
く
当
た
っ
た
わ
け
で
あ
る
﹂
と
し
て
い
る
︒
弥
十
郎
は
三
つ
目
で
︑
実
は
七

草
四
郎
︵
国
性
爺
︶
の
子
・
錦
舎
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
こ
と
も
あ
り
︑
こ

の
場
面
は
弥
十
郎
に
実
父
・
国
性
爺
の
イ
メ
ー
ジ
を
あ
ら
か
じ
め
重
ね
合
わ
さ

せ
る
伏
線
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
︒

た
だ
し
︑
こ
の
場
面
は
そ
の
荒
事
を
見
せ
る
だ
け
で
な
く
︑
当
時
の
最
新
鋭

の
舞
台
装
置
で
あ
る
せ
り
に
よ
る
演
出
を
見
せ
る
う
え
で
も
重
要
な
も
の
で
あ

っ
た
︒

こ
こ
で
退
治
さ
れ
る
二
頭
の
虎
は
︑
四
郎
の
妖
術
に
よ
っ
て
変
化
し
た
泥
蔵

と
土
蔵
で
あ
る
︒
四
郎
︵
こ
こ
で
は
奴
海
平
に
扮
す
る
︶
は
貢
物
の
虎
の
毛
皮

を
二
人
に
被
ら
せ
て
妖
術
を
か
け
る
︒

平
九
郎
︹
海
平
︺
で
い
〳
〵
で
い
こ
う
△

ト
平
九
郎
︹
海
平
︺
印
を
結
ぶ

半
三

此
兵
︹
土
蔵

泥
蔵
︺

迫
下
ゲ
に
て
消
へ
る

一
気
に
虎
弐
疋
迫
り
上
ル

平
九
郎
︹
海
平
︺
こ
り
や
〳
〵

ひ
る
ま
ん

ば
て
れ
ん

△

ト
虎
う
な
づ
く

側
へ
寄
る

平
九
郎
︹
海
平
︺
必
仕
損
じ
て

化
の
皮
を
顕
す
な
よ

行

そ
し
て
虎
退
治
の
場
面
で
は
小
西
弥
十
郎
が

八
蔵
︹
弥
十
郎
︺
⁝
︵
中
略
︶
⁝
外
道
一
味
の
畜
生
め
ら

皮
引
剝
い
で

毛
蒲
団
に
す
る

観
念
ひ
ろ
げ

ト
早
笛
に
成

是
よ
り
色
〳
〵
虎
を
遣
ふ

能
所
に
て

上
段
に

飾
り
有
ル
御
幣
弐
本
取
て

虎
さ
ん
〴
〵
に
叩
く

虎
両
方
へ

せ
り
下
ゲ
に
て
消
へ
る

引
違
へ

此
兵

半
三
︹
泥
蔵

半

蔵
︺
を
せ
り
上
ル

此
兵
︹
泥
蔵
︺
日
本
の
神
力
に
て

邪
法
を
く
じ
か
れ

化
の
皮
が
顕
れ

た

と
あ
る
︒

虎
の
毛
皮
を
被
っ
た
泥
蔵
・
土
蔵
が
せ
り
下
げ
で
消
え
た
後
︑
ほ
ど
な
く
し

て
虎
た
ち
︵
お
そ
ら
く
着
ぐ
る
み
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︶
を
せ
り
上
げ
で
登
場
さ

せ
る
こ
と
で
︑
二
人
が
妖
術
で
変
化
し
た
こ
と
を
表
現
し
︑
弥
十
郎
が
御
幣
で

虎
た
ち
を
打
擲
し
た
後
︑
虎
た
ち
が
せ
り
下
げ
で
消
え
︑
そ
れ
ら
と
入
れ
替
わ

る
よ
う
に
泥
蔵
・
土
蔵
が
再
び
毛
皮
を
被
っ
た
姿
で
登
場
す
る
こ
と
で
妖
術
が

歌
舞
伎
﹃
仮
名
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国
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爺
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録
﹄
と
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破
ら
れ
た
こ
と
を
表
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

絵
尽
の
慶
応
本
に
は
︑
泥
蔵
が
虎
の
毛
皮
を
被
っ
て
い
る
姿
が
中
央
に
描
か

れ
る
図
�

︒
四
郎
・
泥
蔵
の
せ
り
ふ
に
あ
る
﹁
化
け
の
皮
を
顕
す
﹂
こ
と
が
比
喩
で

は
な
く
︑
弥
十
郎
の
﹁
皮
引
剝
い
で
毛
蒲
団
に
す
る
﹂
の
言
葉
通
り
の
姿
と
な

る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
の
演
出
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
立
ち
役
の
荒
事
で
も
っ
て

﹁
奇
跡
﹂
を
見
せ
る
場
面
で
は
あ
る
が
︑
せ
り
と
い
う
舞
台
装
置
を
使
っ
て
妖

術
を
笑
い
に
仕
立
て
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

先
に
と
り
あ
げ
た
三
の
口
で
も
︑
舞
台
上
の
ト
リ
ッ
ク
を
利
用
し
つ
つ
先
行

浄
瑠
璃
の
中
の
﹁
奇
跡
﹂
を
も
と
に
し
た
展
開
を
見
せ
︑
二
人
の
失
敗
で
笑
い

と
し
て
落
と
す
と
い
う
パ
タ
ー
ン
を
と
っ
て
い
る
︒

当
時
の
歌
舞
伎
に
は
浄
瑠
璃
の
趣
向
を
取
り
入
れ
て
い
る
と
は
容
易
に
は
わ

か
ら
な
い
レ
ベ
ル
に
ま
で
そ
れ
を
消
化
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が⑮

︑
泥
蔵
と
土

蔵
が
登
場
す
る
口
明
・
三
の
口
の
こ
れ
ら
の
場
面
は
と
も
に
︑
観
客
に
と
っ
て

も
と
の
浄
瑠
璃
が
す
ぐ
に
思
い
起
こ
さ
れ
︑
そ
し
て
そ
れ
と
の
違
い
が
わ
か
る

も
の
と
し
て
用
意
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
︒﹁
奇
跡
﹂
と
の
ギ
ャ
ッ
プ

こ
そ
が
︑
こ
れ
ら
の
場
面
の
笑
い
を
支
え
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

六
︑﹃
天
智
天
皇
﹄
摂
取
が
示
す
も
の

︱
浄
瑠
璃
享
受
の
観
点
か
ら

﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄
の
上
演
は
︑﹃
天
智
天
皇
﹄
初
演
以
降
お
よ
そ
七

十
年
を
経
て
い
た
︒
﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄
の
三
の
口
を
見
た
観
客
に
︑

﹃
国
性
爺
合
戦
﹄
の
虎
退
治
同
様
︑
﹃
天
智
天
皇
﹄
の
首
継
ぎ
は
想
起
さ
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

﹃
天
智
天
皇
﹄
か
ら
の
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
る
元
禄
三
年
︹
一
六
九
〇
︺

上
演
の
歌
舞
伎
﹃
金
岡
筆
﹄
︵
京
・
都
万
太
夫
座⑯

︶
は
︑﹁
て
る
ひ
親
王
﹂
と

﹁
よ
こ
ぐ
も
王
子
﹂
の
御
位
争
い
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
︒
登
場
人
物
の
﹁
に

ん
ぎ
や
う
や
安
兵
衛
﹂
が
人
形
の
仕
掛
け
を
見
せ
る
場
面
が
︑
元
禄
当
時
の
人

形
操
法
を
描
く
も
の
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
が⑰

︑
首
継
ぎ
の
場
面
は
な
く
︑
絵

師
・
金
岡
は
も
と
か
ら
一
人
の
人
物
と
し
て
登
場
す
る
︒
一
方
︑
元
禄
五
年

︹
一
六
九
二
︺
の
刊
記
を
持
つ
説
経
浄
瑠
璃
﹃
天
智
天
皇⑱

﹄
に
は
︑
首
継
ぎ
の

場
面
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る

図
�
お
よ
び
⑲

︒

そ
れ
よ
り
宝
暦
期
ま
で
︑
天
智
天
皇
を
世
界
と
す
る
作
品
は
い
く
つ
か
上
演

さ
れ
る
が
︑
役
者
評
判
記
な
ど
を
参
照
し
て
も
首
継
ぎ
の
趣
向
は
確
認
で
き
な

い⑳

︒た
だ
し
︑
宝
暦
四
年
︹
一
七
五
四
︺
豊
竹
座
に
て
初
演
の
浄
瑠
璃
﹃
天
智
天

皇
苅
穂
庵㉑

﹄
は
︑
正
本
が
現
存
し
て
い
る
た
め
︑
内
容
が
詳
細
に
把
握
で
き
る
︒

後
述
す
る
歌
舞
伎
作
品
だ
け
で
な
く
︑
明
和
八
年
︹
一
七
七
一
︺
初
演
の
浄
瑠

璃
﹃
妹
背
山
婦
女
庭
訓
﹄︵
竹
本
座
︶
へ
の
影
響
も
認
め
ら
れ
る
作
品
で
あ
る㉒

︒

﹃
天
智
天
皇
﹄
の
逆
目
の
王
子
に
あ
た
る
﹁
古
人
皇
子
﹂
と
葛
城
大
君
と
の

御
位
争
い
を
描
い
て
い
る
が
︑
物
語
の
核
の
一
つ
と
な
る
の
は
大
君
方
の
橘
朝

歌
舞
伎
﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄
と
浄
瑠
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﹃
天
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天
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図�：説経浄瑠璃『天智天皇』

雄
と
王
子
方
の
藤
原
千
方
で
あ
る
︒

こ
の
作
品
に
お
け
る
大
君
の
相
手
役

は
采
女
と
な
り
︑
皇
子
に
思
わ
れ
る

朝
雄
の
娘
・
花
照
姫
と
︑
千
方
の
嫡

子
・
勘
負
之
助
と
の
悲
恋
が
第
二
段

に
描
か
れ
る
な
ど
︑
そ
れ
ま
で
の
天

智
天
皇
物
と
は
内
容
は
大
き
く
異
な

る
︒
し
か
し
大
君
一
行
を
助
け
る
う

え
で
︑
大
き
な
役
割
を
担
う
の
が
金

輪
五
郎
で
あ
る
点
は
変
わ
ら
な
い
︒

第
二
段
は
︑
罪
人
た
ち
が
︑
大
君

を
失
脚
さ
せ
た
皇
子
の
大
赦
を
受
け
︑
粟
津
が
原
に
て
縄
を
解
か
れ
る
場
面
か

ら
始
ま
る
︒
そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
五
郎
は
大
罪
人
と
し
て
追
放
を
赦
さ
れ

な
い
︒
皇
子
の
執
権
・
何
廉
︵
い
か
る
が
︶
監
物
に
皇
子
の
臣
下
と
な
っ
て
逃

亡
の
大
君
を
捜
す
の
で
あ
れ
ば
赦
し
て
や
ろ
う
と
持
ち
か
け
ら
れ
る
も
忠
義
の

た
め
に
そ
れ
を
拒
み
︑
斬
首
を
言
い
渡
さ
れ
る
︒
監
物
ら
が
去
っ
た
後
︑
も
う

一
人
の
執
権
・
高
遠
大
学
は
五
郎
に
︑
内
裏
へ
む
か
い
斉
明
帝
を
救
い
出
し
︑

大
君
の
御
代
に
な
れ
ば
供
奉
し
て
都
に
戻
っ
て
ほ
し
い
と
︑
真
意
を
明
か
す
の

で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
本
文
に
は

最
早
日
脚
も
七
ツ
迄
︒
早
ふ
此
日
の
暮
レ
か
し
と
︒
暮
レ
を
待
人
惜
人
黄

昏
急
ぐ
︒
道
急
ぐ
心
い
き
せ
き
旅
人
の
︒
歩
ミ
来
る
を
や
り
廻
し
五
郎
は

頓
て
大
角
が
︒
刀
手
早
ふ
抜
キ
取
て
思
ひ
が
け
な
く
後
よ
り
︒
旅
人
の
首

を
は
つ
し
と
討
︒
大
角
見
る
よ
り
ホ
ヽ
ウ
頓
智
〳
〵
︒
ヲ
ヽ
高
札
斗
立
置

切
か
け
し
獄
門
な
く
ば
︒
忽
又
疑
は
れ
ん
此
首
を
我
か
は
り
に
と
︒
持
た

る
刀
ふ
り
か
ざ
し
︒
刃
を
鏡
に
我
顔
の
︒
傷
を
詠
て
切
首
の
眉
間
を
破
り

帛
木
に
か
か
る
︒
手
談
を
見
ら
れ
じ
と
大
角
心
を
配
る
中
ニ
︒
手
早
く
運

ぶ
高
札
押
シ
立
テ
是
幸
イ
の
捨
所
と
︒
死
骸
を
芦
間
へ
投
込
て
︒
サ
ア
大

角
殿
お
い
き
や
れ
五
郎
︒
お
さ
ら
ば
さ
ら
ば
と
︒
立
別
れ
て
ぞ
︒
急
ぎ
行
︒

と
あ
る
︒
監
物
ら
皇
子
方
の
目
を
欺
く
た
め
に
︑
通
り
が
か
り
の
旅
人
を
襲
い
︑

そ
の
首
を
五
郎
の
首
と
し
︑
五
郎
は
そ
の
場
を
立
ち
去
る
の
で
あ
る
︒

粟
津
が
原
で
の
獄
門
首
と
い
う
点
で
は
﹃
天
智
天
皇
﹄
と
共
通
す
る
も
の
の
︑

こ
の
作
品
で
は
五
郎
の
首
は
斬
ら
れ
ず
︑
旅
人
の
首
を
そ
の
ま
ま
獄
門
首
と
し

て
お
り
︑
首
継
ぎ
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

ま
た
︑
宝
暦
五
年
︹
一
七
五
五
︺
歌
舞
伎
﹃
け
い
せ
い
苅
穂
庵
﹄︵
京
・
染

松
座
︶
の
芸
評
が
︑
宝
暦
五
年
三
月
刊
﹃
役
者
伊
勢
参
﹄
京
之
巻
に
あ
る
が
︑

山
下
又
太
郎
評
に
は
︑﹁
全
躰
此
度
の
狂
言
は
．
大
坂
豊
竹
の
新
上
る
り
．
天

智
天
皇
と
見
へ
て
．
そ
れ
に
入
事
あ
そ
こ
爰
に
見
ゆ
れ
ど
﹂
と
あ
り
︑
こ
の
作

品
が
﹃
天
智
天
皇
苅
穂
庵
﹄
の
改
作
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

台
帳
の
現
存
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
た
め
︑
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
役
者
評
判

記
の
記
述
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

歌
舞
伎
﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄
と
浄
瑠
璃
﹃
天
智
天
皇
﹄
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金
輪
五
郎
に
相
当
す
る
の
は
金
津
与
五
郎
と
い
う
人
物
で
︑
山
下
又
太
郎

︵
立
役
・
上
上
吉
︶
が
斉
明
院
と
二
役
で
演
じ
た
︒

評
文
に
は

二
役
金
津
与
五
郎
と
成
立
帰
り
の
科
に
て
死
罪
に
行
は
る
べ
き
所
を
．
高

辻
か
ず
へ
に
た
す
け
ら
れ
．
往
来
の
旅
人
の
首
を
切
て
獄
門
に
さ
ら
し
立

の
か
る
ゝ
場
．
少
計
リ
仕
内
な
れ
共
役
が
ら
の
思
ひ
入
よ
し

と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
場
面
に
お
い
て
は
﹃
天
智
天
皇
苅
穂
庵
﹄
第
二
段
が

踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
天
智
天
皇
物
の
中
で
の
首
継
ぎ
に
つ
い
て
は
︑
国
性
爺
物
の

中
で
虎
退
治
が
定
番
と
な
っ
て
い
る
の
と
は
︑
状
況
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
︒

で
は
﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄
三
の
口
と
﹃
天
智
天
皇
﹄
第
二
段
と
の
関

連
は
︑
当
時
の
観
客
に
と
っ
て
見
出
し
に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
え
ば
︑

そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
も
と
も
と
﹃
天
智
天
皇
﹄
が
近
松
の
名
作
と
し
て
認

め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
が
︑
さ
ら
に
素
人
浄
瑠
璃
は
浸
透
し
︑

ま
た
近
松
浄
瑠
璃
は
読
み
物
と
し
て
も
定
着
し
て
い
っ
た㉓

︒﹃
天
智
天
皇
﹄
の

本
文
も
︑
そ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
人
々
に
享
受
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

﹃
国
性
爺
合
戦
﹄
の
虎
退
治
と
は
対
照
的
に
︑﹃
天
智
天
皇
﹄
の
首
継
ぎ
の
場

面
は
改
作
を
含
め
て
も
定
番
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
︑
チ
ャ
リ
場
の
笑
い

を
盛
り
上
げ
る
も
の
と
し
て
選
ば
れ
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
黄
金
期
を
過
ぎ
た
浄

瑠
璃
が
舞
台
上
を
離
れ
て
の
成
熟
を
見
せ
て
い
き
︑
そ
の
一
方
で
歌
舞
伎
が
ま

た
隆
盛
期
を
む
か
え
て
い
く
と
い
う
宝
暦
期
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
︒

七
︑
お
わ
り
に

﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄
三
の
口
に
は
︑﹃
天
智
天
皇
﹄
第
二
段
の
首
継
ぎ

が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
登
場
人
物
の
首
だ
け
が
見
え
る

よ
う
な
舞
台
装
置
を
施
し
︑
そ
の
ト
リ
ッ
ク
が
明
か
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
笑
う
︑

と
い
う
展
開
で
あ
る
︒
ま
た
こ
の
二
人
の
笑
い
は
三
の
口
だ
け
で
な
く
︑﹃
国

性
爺
合
戦
﹄
で
は
定
番
の
虎
退
治
が
は
め
込
ま
れ
た
口
明
に
も
見
ら
れ
た
︒
こ

の
場
面
は
︑
当
時
と
し
て
は
最
先
鋭
の
装
置
で
あ
る
せ
り
を
使
用
し
て
い
る
︒

口
明
・
三
の
口
と
も
に
︑
も
と
の
作
品
で
は
奇
跡
を
見
せ
る
場
面
を
︑
舞
台
装

置
に
よ
っ
て
笑
い
に
転
化
さ
せ
て
い
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
︒

笑
い
を
意
図
す
る
際
に
は
︑
も
と
と
な
っ
た
浄
瑠
璃
が
何
で
あ
る
か
が
観
客

に
想
起
さ
れ
な
い
と
そ
の
面
白
み
は
半
減
す
る
︒
﹃
天
智
天
皇
﹄
第
二
段
の
首

継
ぎ
は
︑
改
作
な
ど
で
必
ず
受
け
継
が
れ
る
よ
う
な
定
番
の
演
出
に
は
な
ら
な

か
っ
た
が
︑﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄
の
チ
ャ
リ
場
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
︒

こ
れ
は
︑﹃
国
性
爺
合
戦
﹄
の
よ
う
に
再
演
が
繰
り
返
さ
れ
な
か
っ
た
﹃
天
智

天
皇
﹄
で
あ
っ
て
も
︑
上
演
以
外
の
場
で
︑
近
松
の
名
作
と
し
て
親
し
ま
れ
て

い
っ
た
か
ら
こ
そ
で
あ
ろ
う
︒

宝
暦
期
の
上
方
歌
舞
伎
を
読
み
深
め
て
い
く
こ
と
は
︑
も
と
と
な
っ
た
浄
瑠

璃
作
品
が
当
時
の
歌
舞
伎
の
作
者
︑
観
客
に
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
た
の

歌
舞
伎
﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄
と
浄
瑠
璃
﹃
天
智
天
皇
﹄

三
七



か
を
探
る
一
助
に
も
な
る
の
で
あ
る
︒

注①

当
時
の
歌
舞
伎
界
を
概
観
す
る
に
あ
た
っ
て
は
主
に
以
下
の
文
献
を
参
考
と
し
た
︒

廣
瀬
千
紗
子
﹁
歌
舞
伎
の
完
成
﹂﹃
一
八
世
紀
の
文
学
﹄︿
岩
波
講
座

日
本
文
学
史

第
	
巻
﹀
岩
波
書
店

一
九
九
六
年
︒
河
合
眞
澄
﹁
歌
舞
伎
の
大
成

︱
歌
舞
伎
と

人
形
浄
瑠
璃
の
交
流
﹂﹃
近
世
文
学
の
交
流

︱
演
劇
と
小
説
﹄
清
文
堂
出
版

二

〇
〇
〇
年
︵
初
出
は
﹃
近
世
演
劇
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
﹄
世
界
思
想
社

一
九
九
七

年
︶︒
水
田
か
や
乃
﹁
宝
暦
歌
舞
伎
︿
上
方
﹀﹂﹃
歌
舞
伎
の
歴
史
Ⅰ
﹄︿
岩
波
講
座

歌
舞
伎
・
文
楽

第
�
巻
﹀
岩
波
書
店

一
九
九
七
年
︒

②

西
澤
一
鳳
﹃
伝
奇
作
書
﹄︵﹃
新
群
書
類
従

第
一

演
劇
﹄
所
収
︒
一
九
七
六
年

の
復
刻
版
を
参
照
︶
初
編
中
の
巻
﹁
並
木
正
三
が
伝
﹂
に
は
﹁
作
者
道
に
訳
文
と
て

故
作
の
狂
言
を
遣
ふ
事
あ
り
和
歌
は
詞
の
古
き
を
用
ひ
て
心
を
新
し
く
せ
よ
と
定
家

卿
も
教
へ
玉
へ
り
と
聞
り
狂
言
は
此
う
ら
う
へ
に
て
心
の
古
き
を
詞
あ
た
ら
し
く
す

る
を
は
め
物
と
い
ふ
﹂
と
あ
る
︒
宝
暦
期
に
始
ま
っ
た
﹁
は
め
物
﹂
の
手
法
と
そ
れ

以
前
ま
で
の
浄
瑠
璃
を
取
り
込
む
手
法
と
の
違
い
に
つ
い
て
は
︑
河
合
眞
澄
﹁
宝
暦

期
の
上
方
歌
舞
伎
(一
)

︱
﹃
銀
閣
寺
釿
始
﹄﹂﹃
近
世
文
学
の
交
流

︱
演
劇
と
小

説
﹄
に
詳
し
い
︒

③

﹃
歌
舞
伎
台
帳
集
成
﹄
第
13
巻
の
解
題
︵
山
根
為
雄
︶
で
は
︑
底
本
と
さ
れ
る
東

京
大
学
文
学
部
国
語
研
究
室
所
蔵
本
に
つ
い
て
︑
初
演
時
の
台
帳
の
写
し
で
あ
る
と

同
時
に
︑
再
演
時
の
台
帳
の
写
し
の
混
入
が
想
定
さ
れ
る
と
あ
る
が
︑
今
回
詳
述
す

る
場
面
は
︑
他
の
現
存
台
帳
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
初
演
時
に
も
演
じ

ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
︒

④

｢宝
暦
期
の
上
方
歌
舞
伎
(二
)

︱
﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄﹂﹃
近
世
文
学
の

交
流

︱
演
劇
と
小
説
﹄︒

⑤

﹃
正
本
近
松
全
集
﹄
第
�
巻
︵
勉
誠
社

一
九
七
七
年
︶
の
解
題
︵
諏
訪
春
雄
︶

を
参
照
︒

⑥

信
多
純
一
﹁﹃
天
智
天
皇
﹄
と
﹃
十
二
段
﹄
﹂﹃
近
松
全
集
﹄
第
�
巻
・
月
報



岩
波
書
店

一
九
八
七
年
三
月
︒

⑦

問
題
に
す
る
場
面
は
﹃
豊
年
秋
の
田
﹄
︵
正
徳
四
年
︹
一
七
一
四
︺
九
月
・
竹
本

座
︶
に
も
同
一
の
内
容
で
収
め
ら
れ
て
い
る
︒﹃
近
松
全
集
﹄
第
�
巻
参
照
︒

⑧

執
筆
に
あ
た
っ
て
は
﹃
重
宝
記
資
料
集
成
﹄
第
38
巻
︵
臨
川
書
店

二
〇
〇
八

年
︶
所
収
の
も
の
を
参
照
︒

⑨

﹃
説
経
正
本
集
﹄
第
�
︵
角
川
書
店

一
九
六
八
年
︶
の
解
題
︵
信
多
純
一
︶
に

よ
る
︒
茶
屋
で
よ
く
語
ら
れ
る
浄
瑠
璃
の
演
目
に
つ
い
て
は
︑
元
禄
十
一
年
︹
一
六

九
八
︺
刊
﹃
色
茶
屋
頻
卑
顔
﹄
︵﹃
茶
屋
諸
分
調
方
記
﹄
の
改
題
︑﹃
西
沢
一
風
全
集
﹄

第
�
巻

汲
古
書
院

二
〇
〇
三
年
︶
所
収
の
も
の
を
参
照
︒

⑩

﹃
天
智
天
皇
﹄
第
五
段
で
は
︑
五
郎
に
討
た
れ
た
逆
目
の
王
子
の
首
が
虚
空
に
上

が
っ
て
五
郎
を
追
い
ま
わ
す
︒

⑪

森
山
重
雄
﹁
位
争
い
の
世
界
﹂
﹃
近
松
の
天
皇
劇
﹄
三
一
書
房

一
九
八
一
年
︒

こ
の
場
面
と
住
吉
社
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
︑
山
﨑
︵
正
木
︶
ゆ
み
﹁
近
世
文
芸
と

住
吉
社

︱
近
松
浄
瑠
璃
﹃
天
智
天
皇
﹄
を
例
に

︱
﹂︵﹃
儀
礼
文
化
﹄
第
43
号

二
〇
一
二
年
︶
に
詳
し
い
︒

⑫

﹃
歌
舞
伎
台
帳
集
成
﹄
第
13
巻
に
は
︑﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄
の
慶
應
義
塾
大

学
附
属
図
書
館
︵
現
・
慶
應
義
塾
大
学
三
田
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
︶
所
蔵
本
︵
慶
応

本
︶
と
︑
横
山
正
氏
が
所
蔵
し
て
い
た
も
の
︵
横
山
本
︶
と
の
二
種
類
の
版
が
異
な

る
絵
尽
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
解
題
で
は
︑
﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄
の
展
開
に

重
要
な
場
面
﹁
貢
物
献
上
の
場
﹂﹁
祇
園
社
の
場
﹂
が
と
も
に
慶
応
本
に
は
描
か
れ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
他
の
現
存
台
帳
の
い
ず
れ
に
も
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
︑

慶
応
本
の
ほ
う
が
初
演
時
の
様
子
に
近
い
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
︒

⑬

横
山
本
に
は
﹁
が
て
れ
ん
ど
ろ
ぞ
う
ご
く
も
ん
の
ま
ね
﹂﹁
ひ
る
ま
ん
つ
ち
蔵
ふ

歌
舞
伎
﹃
仮
名
草
紙
国
性
爺
実
録
﹄
と
浄
瑠
璃
﹃
天
智
天
皇
﹄

三
八



へ
を
ふ
き
た
い
こ
を
な
ら
し
道
通
り
を
お
ど
す
﹂
と
あ
る
︒︵﹃
歌
舞
伎
台
帳
集
成
﹄

第
13
巻
︶

⑭

泡
坂
妻
夫
﹃
大
江
戸
奇
術
考

手
妻
・
か
ら
く
り
・
見
立
て
の
世
界
﹄︿
平
凡
社

新
書
﹀
平
凡
社

二
〇
〇
一
年
︒

⑮

注
�
河
合
論
文
を
参
照
︒

⑯

﹃
歌
舞
伎
狂
言
集
﹄︿
古
典
文
庫

第
104
冊
﹀
古
典
文
庫

一
九
五
六
年

所
収
︒

⑰

人
形
舞
台
史
研
究
会
﹃
人
形
浄
瑠
璃
舞
台
史
﹄
八
木
書
店

一
九
九
三
年
︒

⑱

﹃
説
経
正
本
集
﹄
第
�

角
川
書
店

一
九
六
八
年

所
収
︒

⑲

両
者
の
対
比
に
つ
い
て
は
︑
注
	
信
多
氏
解
題
お
よ
び
平
田
澄
子
﹁
浄
瑠
璃
﹃
天

智
天
皇
﹄
の
周
辺

︱
近
松
初
期
作
品
の
制
作
過
程
を
追
っ
て

︱
﹂︵﹃
近
松
浄
瑠

璃
の
成
立
と
展
開
﹄
新
典
社

二
〇
一
〇
年
︶
に
詳
し
い
︒

⑳

享
保
七
年
︹
一
七
二
二
︺
歌
舞
伎
﹃
天
智
天
皇
束
帯
車
﹄︵
大
坂
・
嵐
勘
四
郎
座
︶

に
つ
い
て
は
︑
享
保
八
年
︹
一
七
二
三
︺
正
月
刊
﹃
役
者
春
空
酒
﹄
大
坂
之
巻
に
︑

芸
評
・
挿
絵
が
載
る
も
の
の
︑
芸
評
の
記
述
に
乏
し
く
︑
大
筋
を
つ
か
む
の
は
難
し

い
︒
し
か
し
︑﹃
天
智
天
皇
﹄
で
は
狩
野
姓
で
あ
っ
た
絵
師
の
氏
久
が
﹁
金
岡
氏
久
﹂

と
し
て
登
場
す
る
た
め
︑
首
継
ぎ
に
よ
っ
て
五
郎
が
金
岡
と
名
乗
る
と
い
う
展
開
は

考
え
に
く
い
か
︒
享
保
十
八
年
︹
一
七
三
三
︺
歌
舞
伎
﹃
天
智
天
皇
朝
日
冠
﹄︵
大

坂
・
嵐
三
右
衛
門
座
︶
は
︑
番
付
が
現
存
す
る
が
︵
土
田
衛
﹁﹃
歌
舞
伎
年
表
﹄
補

訂
考
証

享
保
編
其
五
﹂﹃
演
劇
研
究
会
会
報
﹄
第
34
号

二
〇
〇
八
年
︶︑﹃
天
智

天
皇
﹄
と
ど
こ
ま
で
共
通
す
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
︒
元
文
二
年
︹
一
七
三
七
︺
歌

舞
伎
﹃
葛
城
大
君
百
夜
車
﹄︵
京
・
都
万
太
夫
座
︶
は
元
文
三
年
︹
一
七
三
八
︺
正

月
刊
﹃
役
者
年
徳
棚
﹄
京
之
巻
に
芸
評
が
載
る
︒
大
谷
廣
次
︵
立
役
・
上
上
吉
︶
が

五
郎
と
松
岡
を
二
役
で
演
じ
て
お
り
︑
五
郎
と
松
岡
の
登
場
が
重
な
る
よ
う
な
場
面

は
な
か
っ
た
か
︒﹃
歌
舞
伎
年
表
﹄
に
あ
る
享
保
十
五
年
︹
一
七
三
〇
︺
江
戸
・
市

村
座
﹃
天
智
天
皇
皇
后
定
﹄
に
つ
い
て
は
︑
土
田
衛
﹁﹃
歌
舞
伎
年
表
﹄
補
訂
考
証

享
保
編
其
四
﹂︵﹃
演
劇
研
究
会
会
報
﹄
第
33
号

二
〇
〇
七
年
︶
で
上
演
に
関
し
て

疑
問
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
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