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元
薙
劇
の
開
場
に
つ
い
て

小

松

ヽ

謙

富
山

大
草

戯
曲
に
射
し
て
考
察
を
加
え
る
際
､
皆
初

か
ら

レ
-
ゼ
･ド
ラ
マ

た
る
べ
き
こ
と
を
意
固
し
て
書
か
れ
た
作
品
(『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』

等
)
は

別
と
し
て
､
安
際
に
舞
垂
に
か
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
限
-

に
お
い
て
は
､
上
演
様
式
か
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
要
求
さ
れ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
中
国
演
劇
も
そ
の
例
に
も
れ
る
も
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
-
｡
し
か
る
に
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
､
こ
の
鮎
が
あ

ま
-
に
も
な
お
ざ
-
に
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
こ
れ
は

一
つ
に
は
資
料
が
あ
ま
-
に
も
少
な
す
ぎ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
も

あ
ろ
う
が
､
他
方
､
よ
-
根
本
的
な
理
由
､
つ
ま
-
明
代
以
来
､
戯

曲
の
評
債
が
曲
辞
の
詩
的
債
値

の
み
に
偏
し
､
演
劇
的
評
債
が
ほ
と

ん
ど
な
ざ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
も
由
来
す
る
も
の
で
あ
-
､
ひ
い
て

は
中
国
に
お
け
る
虚
構
文
学
の
軽
硯
と
い
う
永
遠
の
テ
ー
マ
に
ま
で

い
き
つ
-
こ
と
と
な
ろ
う
｡
『
薙
照
楽
府
』

『
詞
林
摘
艶
』
『盛
世
新

聾
』
と
い
っ
た
､
戯
曲
か
ら
曲
の
み
を
抜
き
出
し
て
ば
ら
ば
ら
に
編

集
し
た
書
物
の
存
在
や
､

『
太
和
正
音
譜
』

に
お
け
る
作
家
批
評
の

①

手
法

な

ど
は
､
そ
の
端
的
な
あ
ら
わ
れ
と
い
え
よ
う
｡
明
朝
人
の
こ

う
し
た
態
度
は
､
今
日
に
い
た
る
ま
で
何
ら
か
の
形
で
影
響
を
輿
え

唐
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
中
園
演

劇
を
研
究
す
る
に
あ
た
-
､
我

々
は
そ
う
し
た
過
去
の
態
度
か
ら
脱

却
し
､
演
劇
を
演
劇
と
し
て
と
ら
え
て
い
-
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
｡

も
と
よ
-
こ
の
間
題
に
考
察
を
加
え
て
い
-
こ
と
に
は
多
大
の
困

難
が
つ
き
ま
と
う
｡
中
で
も
最
大
の
障
害
は
資
料
の
不
足
の
問
題
で

あ
る
｡
元
明
演
劇
の
上
演
に
関
し
て
現
在
手
に
し
う
る
資
料
は
､
近

年
の
断
片
的
出
土
資
料
及
び
散
曲
･明
代
小
説
に
ご
-
わ
ず
か
に
含

ま
れ
て
い
る
の
を
除
け
ば
､
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
し
か
存
在
し
な
い
｡

ま
た
そ
の
テ
キ
ス
ト
に
し
て
も
著
し
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ

る
｡
現
存
す
る
元
明
北
曲
薙
劇
の
テ
キ
ス
ト
は
次
の
五
系
統
に
大
別

さ
れ
る

(推
定
成
立
年
代
順
)
0

②

目
元
刊
本

(古
今
薙
劇
三
十
種

)
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日
周
憲
王
系

(周
藩
原
刻
本
･薙
劇
十
段
錦
本
･奪
摩
他
室
曲
叢

③本
)

④

日
干
小
穀
本

(超
埼
美
砂
本
)

輯
内
府
本
系

(遊
埼
美
砂
本
(
大
牢
は
内
府
本
)
･古
名
家
本
･息

⑤

機
子
本
･陽
春
奏
本
･顧
曲
賓
本
･鮭
志
斎
本

)

⑥

国
元
曲
選
本
系

(元
曲
選
･柳
枝
集
･醇
江
集

)

こ
の
中
T
を
除
-
四
種
は
い
ず
れ
も
明
代
に
入
っ
て
か
ら
の
も
の
ば

か
-
で
あ
る
｡
そ
の
日
に
白
や
ト
書
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
以
上
､

元
就
劇
の
上
浜
様
式
の
考
察
に
あ
た
っ
て
は
､
日
･組
の
子
中
穀
本
･

内
府
本
系
諸
本

(
こ
の
両
者
に
は
内
容
的
差
異
は
少
な
い
｡
注
④
参

樵
)
に
た
よ
る
し
か
な
い
の
が
現
状
と
い
え
よ
う
｡
し
か
し
こ
の
系

④
⑤
参
照

銃
の
テ
キ
ス
ト
も
､
恐
ら
-
は
そ
の
成
立
時
期

(寓
暦

年

間

)

よ

-
か

な
-
以
前
に
そ
の
起
源
を
有
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
と
は
い
え
､
後

に
詳
し
-
述
べ
る
よ
う
に
､
ど
の
程
度
ま
で
原
初
形
態
を
留
め
て
い

る
か
は
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
｡
ま
し
て
そ
の
内
府
本
系
テ
キ
ス
ト

に
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る

『
元
曲
選
』
に
至
っ
て
は
､
こ
の
間
題

に
関
し
て
は
何
ら
資
料
的
債
値
を
持
た
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

あ
る
ま
い
.
残

っ
た
日
系
テ
キ
ス
ト
は
､
作
者
自
身
の
手
に
よ
っ
て

元
難
劇
の
開
場
に
つ
い
て

(小
松
)

出
版
さ
れ
た
も
の
を
そ
の
中
核
と
し
て
い
る
だ
け
に
､
ほ
と
ん
ど
唯

一
の
原
初
形
態
を
忠
章
に
留
め
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
重
要
な
債
値
を

有
す
る
｡
た
だ
そ
の
成
立
が
明
代
も
宣
徳
年
間
に
入
っ
て
か
ら
で
あ

-
'
薙
劇
と
い
-
演
劇
形
式
が
崩
壊
を
は
じ
め
た
時
期
の
作
で
あ
る

だ
け
に
､
全
面
的
に
は
信
を
置
き
え
な
い
一
面
を
も
有
す
る
の
で
あ

る
｡つ

ま
-
現
存
す
る
元
薙
劇
の
テ
キ
ス
J･
に
は
-

少
な
-
と
も
元

難
劇
と
限
定
す
る
か
ぎ
-
に
お
い
て
は
ー

全
面
的
に
信
を
置
き
う

る
も
の
は
皆
無
に
等
し
い
の
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
元
薙
劇
と
い
う
も

の
自
鮭
､
大
衆
演
劇
の
常
と
し
て
､
そ
の
ト
書
や
白
に
は
プ
リ
テ
ク

ス
ト
と
し
て
の
T
面
､
即
ち
俳
優
の
裁
量
次
第
で
襲
更
し
う
る

一
面

を
本
質
的
に
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
そ
の
意
味
で
､
王

族
徳

『
曲
律
』
や

｢
元
曲
選
序
｣
に
い
う
白
が
俳
優
の
手
に
な
る
と
い

⑦

う
説
も
､
そ
れ
自
腹
は
誤
-
で
あ
る
と
し
て
も

､

他
方

一
面
の
虞
理

を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
テ
キ

ス
ト
そ
の
も
の
に
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
信
頼
を
置
-
こ
と
が
で
き
な
い

の
も
普
然
と
い
え
よ
う
｡
し
か
し
､
か
か
る
困
難
が
存
在
す
る
と
は

い
え
､
上
演
様
式
の
復
元
は
手
を
つ
け
ず
に
す
ま
せ
る
問
題
で
は
断
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じ
て
な
い
.

こ
こ
で
は
唯

一
可
能
に
し
て
信
を
優
き
う
る
と
思
わ
れ

る
手
法
-

多
-
の
テ
キ
ス
ト
に
共
通
に
見
ら
れ
る
最
大
公
約
数
的

要
素
を
抽
出
し
､
こ
れ
を
統
計
的
に
虞
理
す
る
こ
と
に
よ
-
分
析
を

加
え
る
I

を
用
い
､
更
に
比
較
演
劇
学
の
手
法
を
も
併
用
し
っ
つ
､

で
き
る
か
ぎ
-
資
謹
的
に
こ
の
間
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡

こ
う
し
た
方
向
か
ら
考
察
を
進
め
る
に
あ
た
-
､
本
来
ま
っ
さ
き

に
と
-
あ
げ
る
べ
き
な
の
は
､
舞
墓
形
式
の
問
題
で
あ
ろ
う
｡
し
か

し
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
､
日
本
で
手
に
し
う
る
資
料
は
あ
ま
-
に

も
少
な
-
､
ま
た
遺
跡
の
詳
細
な
現
地
調
査
も
必
要
と
思
わ
れ
る
以

上
､
詳
し
い
考
察
は
他
の
機
合
に
譲
-
､
こ
こ
で
は
簡
単
に
ふ
れ
る

の
み
と
し
て
､
本
論
文
で
は
ま
ず
開
場
､
即
ち
は
じ
ま
-
の
問
題
か

ら
考
え
て
い
き
た
い
｡

何
ゆ
え
に
上
演
様
式
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
｡

さ
き
に
演
劇
で
あ
る
以
上
営
然
の
こ
と
で
あ
る
と
記
し
た
が
､
そ
れ

は
な
ぜ
か
｡
そ
れ
は
上
演
様
式
が
戯
曲
の
､
更
に
は
演
劇
自
睦
の
本

質
を
規
定
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
西
欧
演
劇
は
次
の

二
種
に
大
別
さ
れ
る
｡

㈱
古
典
主
義
演
劇

(
フ
ラ
ン
ス
古
典
劇
-
近
代
劇
)

㈲
バ

ロ
ッ
ク
的
演
劇

(
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝

･
ス
ペ
イ
ソ
黄
金
時
代

⑧

演
劇

)

前
者
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

『詩
学
』
に
封
す
る
誤
解
を
含
ん
だ
認

識
に
従

っ
て

｢
三

一
致
の
法
則
｣
を
厳
守
す
る
｡
そ
れ
に
封
し
て
後

者
は
場
数
も
多
-
､
自
在
に
時
空
を
駆
け
､
波
潤
に
富
ん
だ
ス
ト
ー

リ
ー
を
展
開
し
て
い
-
｡
こ
の
相
違
を
生
ん
だ
も
の
こ
そ
舞
董
形
式

に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

前
者
は
イ
タ
-
ア
･
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら

生
ま
れ
た
プ

ロ
セ
ニ
ア
ム
･
ア
ー
チ

(額
縁
舞
童
)
と
寓
寛
的
舞
童
装

置
･
一
鮎
透
税
式
書
割
を
用
い
て
上
演
さ
れ
る
も
の
で
あ
-
､

そ
れ

ゆ
え
に
舞
墓
上
の
空
間
･時
間
を
現
寛

の
そ
れ
に
近
づ
け
る
必
要
が

生
じ
､
そ
こ
か
ら
三

一
致
の
法
則
が
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
以

後
プ

ロ
セ
ニ
ア
ム
･
ア
ー

チ
が
西
欧
劇
場
の
主
流
を
占
め
梧
け
た
以

上
､
こ
の
方
向
が
西
欧
演
劇
の
主
流
た
る
地
位
を
占
め
て
き
た
の
も

普
然
と
い
-
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
に
対
し
､
後
者
は
オ
ー
プ
ン
･

ス
テ
ー
ジ

(張
出
舞
蚕
を
は
じ
め
と
す
る
､
三
方
乃
至
四
方
に
客
席

を
有
す
る
舞
墓
)

に
お
い
て
､

ご
-
象
徴
的
な
装
置
に
よ
-
､

幕
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⑨

を
用
い
る
こ
と
な
-
上
演
さ
れ
た

｡

そ
れ
ゆ
え
時
空
を
超
え
る
こ
と

も
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
オ
ー
プ
ン
･
ス
テ
ー
ジ
系
舞
童

の

分
布
は
非
常
に
虞
い
O
こ
れ
は
大
道
聾
的
な
も
の
か
ら
讃
達
し
た
演

劇
が
そ
の
襲
生
の
過
程
に
お
い
て
､
必
然
的
に
こ
う
し
た
形
式
の
舞

童
を
形
成
す
る
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
形
式
は
､

西
欧
に
あ
っ
て
は
プ

ロ
セ
ニ
ア
ム
･
ア
ー
チ
に
よ
る
主
流

の
か
げ
に

隠
れ
つ
つ
も
､

コ
メ
デ
ィ
ア
･デ
ラ
ル
テ
系
演
劇

の
舞
童
と
し
て
大

衆
レ
ベ
ル
に
お
い
て
聯
綿
と
う
け
つ
が
れ
､
ま
た
東
方
に
あ
っ
て
は

能
舞
重
に
お
い
て
最
も
典
型
的
な
姿
を
と
っ
て
現
わ
れ
る
｡
更
に
元

薙
劇
の
舞
重
も
こ
の
系
統
に
屡
す
る
も
の
と
見
な
し
う
る
よ
う
に
思

え
る
の
で
あ
る
｡

元
薙
劇
の
舞
童
に
つ
い
て
は
､
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
目
惜
し
う

る
資
料
が
少
な
い
た
め
､
こ
こ
で
は
詳
し
-
ふ
れ
る
こ
と
は
し
な
い
｡

⑲

た
だ
青
木
正
兄
博
士
の

『
支
部
近
世
戯
曲
史
』
に
引
か
れ
た
資
料

に

よ
る
と
､
少
な
-
と
も
清
の
舞
墓
に
は
､
完
全
な
張
出
舞
墓
の
形
式

を
持
つ
も
の
が
多
か
っ
た
よ
-
で
あ
る
｡
更
に
､
ほ
ぼ
唯

一
の
同
時

⑫

代
資
料

(元
初
の
作
か
)
た
る
杜
仁
煤
の

｢在
家
不
識
拘
閥

｣

に
は
､

〔五
敦
…〕
要
了
二
百
鑓
放
過
嶋
､
入
得
門
上
箇
木
坂
｡
見
層
暦

元
饗
劇
の
開
場
に
つ
い
て

(小
松
)

重
畳
困
圏
坐
.
･･-
･

へい

〔五
怒
〕
二
百
文
と
ら
れ
て
通
し
て
も
ら
い
､
木
戸
を
入
っ
て

木
ぐ
み
の
坂
を
登
っ
て
み
れ
ば
､
い
-
え
に
も
段
な
し
て
ぐ
る

⑫

-
敬
-
奄
-
お
客
の
席
｡
-
-

(田
中
謙
二
博
士
の
諸
に
よ
る
)

こ
の

｢囲
圏
坐
｣
と
い
う
表
現
も
観
客
が
囲
-
舞
重
を
取
-
か
こ
む

形
で
､
三
方
乃
至
四
方
か
ら
見
て
い
る
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
｡
ま
た

⑬

柴
揮
俊
氏
が

｢卒
陽
地
匝
元
代
戯
蔓

｣

で
あ
げ
て
お
ら
れ
る
元
の
舞

室
と
い
わ
れ
る
も
の
の
多
-
は
､
三
分
の
一
程
度
の
側
壁
を
伴
-
の

み
で
､
ほ
ぼ
張
出
舞
重
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
-

(た
だ
し
明
代

以
降
の
補
修
で
額
線
型
と
な
っ
た
も
の
も
多
い
よ
う
で
あ
る
)
､
ま

た
舞
室
前
面
に
ま
で
側
壁
を
伴
-
額
縁
舞
童
型
の
も
の
で
あ
っ
て
も
､

幕
が
用
い
ら
れ
た
形
跡
は
な
-
､
舞
室
装
置
も
極
め
て
象
徴
的
な
も

の
で
あ
っ
た
と
お
ぼ
し
-
､
ほ
ぼ
オ
ー
プ
ン
･
ス
テ
ー
ジ
の
系
列
に

補
注

屠
す
る
も
の
と
見
な
し
う

る

｡

ま
た
そ
う
し
た
常
打
ち
小
屋
以
外
の

仮
設
舞
童
が
四
方
に
観
客
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
'
明
代

に
下
る
も
の
で
は
あ
る
が
､

『
水
苗
俸
』
第
百
四
回
に
､

那
厳
重
即
在
墜
東
賓
地
上
｡
那
時
粉
頭
還
未
上
墓
､
董
下
四

面
､
有
三
四
十
隻
史
子
'
都
有
人
固
椅
在
那
裏
榔
椴
賭
鍵
｡
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そ
の
舞
童
は
墜

(定
山
堕
と
い
う
村
)
の
東
の
穿
畑
に
あ
り

ま
し
た
｡
聾
者
は
ま
だ
舞
墓
に
の
ぼ
っ
て
お
ら
ず
､
舞
妻
の
下

の
四
方
に
は
､
三
四
十
脚
の
机
が
あ
-
ま
し
て
､
ど
れ
も
人
が

と
-
か
こ
ん
で
ば
-
ち
を
う

っ
て
お
-
ま
す
｡

と
あ
る
通
-
で
あ
る
し
､
ま
た
元
代
に
あ

っ
て
最
も

一
般
的
で
あ

っ

た
と
思
わ
れ
る
廟
の
中
庭
で
の
上
演
に
用
い
ら
れ
た
候
設
舞
重
も
､

廟

の
建
物
の
構
造
か
ら
考
え
て
同
工
の
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
更

に
宮
中
や
富
豪
の
家
で
の
上
演
の
様
子
に
つ
い
て
は
､
明
代
の
そ
れ

⑭

が

『
金
瓶
梅
』
第
六
十
三
回
の
抽
給

に

残
さ
れ
て
い
る
が
､
舞
童
を

組
む
こ
と
は
せ
ず
､
床
に
敷
物
を
敷
-
こ
と
に
よ
っ
て
舞
墓
の
領
域

を
示
し
た
上
で
､
三
方
に
観
客
を
有
す
る
形
で
上
演
さ
れ
て
お
-
､

室
内
に
お
け
る
上
演
方
式
と
し
て
は
こ
れ
以
外
の
手
法
は
考
え
に
-

い
鮎
か
ら
見
て
も
､
元
の
常
時
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
-
に
し
て
上
演
さ
れ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
.
以
上
の
諸
鮎
を
総
合
す
る

に
､
元
の
舞
壷
は
い
ず
れ
も
オ
ー
プ

ン
･
ス
テ
ー
ジ
の
系
列
に
展
す

る
も
の
で
あ

っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

こ
の
鮎
か
ら
考
え
る
と
､
元
就
劇
の
特
徴
の
多
-
が
説
明
可
能
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
即
ち
､

一
つ
の
折
が
し
ば
し
ば

多
-
の
場
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
も
､
岩
城
秀
夫
博
士

⑮

が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に

場

面
輯
換
が
俳
優
の
登
退
場
の
み
に
よ
っ
て

な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
説
明
し
う
る
も
の
で
あ
-
､
四
折
と
い
う

匝
分
が
後
に
な
っ
て
機
械
的
に
な
さ
れ
た
と
い
う
鮎
に
至
る
ま
で
､

同
じ
オ
ー
プ
ン
･
ス
テ
ー
ジ
系
演
劇
で
あ
る
シ

ェ
ー
ク
ス
ピ

ア
の

⑮

｡
A
c
t
｡
と
酷
似
し
て
い
る

｡

更
に
ま
た
､
孫
槽
第
氏
以
来
常
に
問

⑳

題
と
さ
れ
て
き
た
叙
述
鮭
と
代
言
鮭
の
問
題
､

つ
ま
-
自
己
紹
介
の

白
な
ど
に
演
劇
の
セ
リ
フ
と
し
て
は
不
自
然
な
も
の
が
存
在
す
る
こ

と
も
､
オ
ー
プ
ン
･
ス
テ
ー
ジ
に
よ
る
演
劇
で
は
常

に
観
客
に
封
す

る
直
接
の
呼
び
か
け
が
許
容
さ
れ
る
と
い
-
鮎
か
ら
解
揮
可
能
で
あ

ろ
う

(
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
演
劇
に
お
い
て
も
傍
白
･滞
日
は

l
殻

に
観

⑬

客
に
む
か
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る

)
0

二

か
か
る
オ
ー
プ
ン
･
ス
テ
ー
ジ
系
の
演
劇
に
お
け
る
最
大
の
問
題

鮎
は
何
か
｡
そ
れ
は
始
ま
-
方
と
お
わ
-
方
で
あ
る
｡

一
腹
に
演
劇

に
お
い
て
は
常
に
最
初
と
最
後
に
困
難
さ
が
つ
き
ま
と
う
の
は
首
然

の
こ
と
で
あ
る
が
､

特
に
プ

ロ
セ
ニ
ア
ム
･
ア
ー
チ
で
な
い
､

つ
ま
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-
幕
と
い
う
も
の
を
用
い
な
い
舞
童
に
お
い
て
は
､
そ
の
困
難
の
度

合
は
極
め
て
大
き
い
｡
幕
が
あ
れ
ば
そ
の
開
閉
に
よ
っ
て
物
語
の
始

ま
-
と
お
わ
-
を
示
す
こ
と
も
可
能
だ
が
､

オ
ー
プ

ン
･
ス
テ
ー
ジ

に
お
い
て
は
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
｡

例
え
ば
元
就
劇
の
上
演
風
景
を
想
像
し
て
み
れ
ば
明
ら
か
な
こ
と

で
あ
ろ
う

-
観
客
層
は
ご
-
普
通
の

一
般
庶
民
で
あ
-
､
客
席
は

普
然
ざ
わ
め
き
に
満
ち
て
い
た
に
違
い
な
い
｡
ま
た
高
官
や
富
豪

の

家
に
呼
ば
れ
た
場
合
で
あ

っ
て
も
､
観
客
に
は
た
し
か
に
知
識
分
子

が
埼
え
よ
う
が
､
多
-
の
場
合
薙
劇
は
宴
合

の
除
興
と
し
て
上
演
さ

れ
る
も
の
で
あ
-
､
そ
れ
ゆ
え
観
客
は
飲
食
談
笑
し
っ
つ
劇
を
見
る

こ
と
と
な
る
｡

い
ず
れ
の
場
合
に
せ
よ
､
劇
の
始
ま
-
と
同
時
に
人

人
の
注
意
を
ひ
き
つ
け
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
ろ
う
｡
し
か
も

幕
を
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
語
の
始
ま
-
を
示
す
と
い
う
手
段
は
､

こ
こ
で
は
封
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
芝
居
の
お
わ
-
に
つ
い
て

も
似
た
よ
う
な
こ
と
が

い
え
る
｡

プ

ロ
セ
ニ
ア
ム
･
ア
ー
チ
で
あ
れ

ば
幕
を
閉
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
わ
-
を
示
す
こ
と
も
で
き
よ
-
が
､

こ
こ
で
は
そ
の
手
法
は
用
い
え
な
い
｡
と
い
っ
て
お
わ

っ
た
こ
と
を

は
っ
き
り
示
さ
ね
ば
､
後
に
は
白
け
た
空
気
が
残
る
だ
け
で
あ
ろ
う
｡

元
耗
劇
の
開
場
に
つ
い
て

(小
松
)

そ
れ
ゆ
え
オ
ー
プ

ン
･
ス
テ
ー
ジ
を
用
い
た
演
劇

に
お
い
て
は
､
芝

居
の
始
ま
-
と
お
わ
-
を
明
示
す
る
サ
イ
ン
が
要
求
さ
れ
る
｡
即
ち
'

観
客

の
注
意
を
効
果
的
に
喚
起
す
る
こ
と
が
で
き
､
し
か
も
そ
の
場

自
腹
は
劇
中
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
重
要
性
を
持
た
な
い
よ
う
な
始
ま

-
と
､
こ
れ
で
お
わ
-
で
あ
る
と
い
-
こ
と
が

一
目
瞭
然
よ
-
わ
か

る
お
わ
-
と
で
あ
る
｡

こ
こ
で
再
び
比
較
の
封
象
と
し
て

エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
演
劇
を
と
-
め

げ
て
み
た
い
｡

エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
演
劇
と
元
薙
劇
と
は
､

時
期
的
に

は
三
百
～
四
百
年
の
距
た
-
が
あ
る
も
の
の
､
そ
の
文
学
史
的
位
置

-

長

い
前
段
階
を
経
て
の
突
然
の
開
花
-

は
ほ
ぼ
等
し
-
､
ま

た
舞
墓
形
式
も
先
述

の
如
-
酷
似
し
て
お
-
､
そ
れ
ゆ
え
に
上
演
様

式
に
も
難
似
鮎
が
多
-
､
ま
た
観
客
層
も
最
上
層
か
ら
最
下
層
ま
で

す
べ
て
を
包
含
す
る
と
い
う
鮎
で
共
通
す
る
｡
し
た
が

っ
て
､
始
ま

-
や
お
わ
-
と
い
っ
た
舞
墓
形
式
･
上
演
様
式

と
探
-
関
わ
-
を
持

つ
事
柄
に
つ
い
て
は
､
特
に
比
較
の
封
象
と
し
て
有
数
で
あ
る
と
い

え
よ
う
｡

エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
演
劇
-

特
に
そ
の
悲
劇
I

に
お
い
て
は
､
劇

の
お
わ
-
を
明
示
す
る
手
段
と
し
て
､
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
の
朗
詞
が
用
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い
ら
れ
る
｡

こ
れ
は
最
後
の
場
に
登
場
す
る
人
物
の
中
で
､
原
則
と

し
て
最
も

｢偉
い
｣
人
物

-
王
位
を
巡
る
悲
劇
で
あ
れ
ば
､
主
人

公
の
死
後
王
位
を
鮭
ぐ
べ
き
人
物
-

が
長
ゼ
リ
フ
を
朗
詞
す
る
こ

と
に
よ
-
､
劇
が
お
わ
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
元
雑

劇
の

｢
断
｣
と
期
せ
ず
し
て
完
全
に

l
致
し
て
い
る
.
元
就
劇
の
幕

切
に
お
い
て
は
､
や
は
-
高
位
の
役
人
乃
至
そ
れ
に
糞
す
る
人
物
が

現
わ
れ
､
長
い
詩
ま
た
は
詞
を
吟
ず
る
の
が
通
例
で
あ
-
､
こ
れ
を

｢断
｣
と
い
-
｡
こ
れ
が
即
ち
劇
の
お
わ
-
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
に

⑬

つ
い
て
は
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が

､

と
も
あ
れ
元
雅
劇
に

お
い
て
も
お
わ
-
を
示
す
サ
イ
ン
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ

ヽ

つ

0で
は
始
ま
-
ほ
ど
-
で
あ
ろ
う
か
｡
劇
の
始
ま
-
を
示
す
最
も
簡

便
に
し
て
有
数
な
-

そ
れ
だ
け
に
演
劇
的
に
は
拙
劣
と
い
わ
ざ
る

を
え
な
い
が
-

手
段
は
､
い
う
ま
で
も
な
-
プ

ロ
ロ
ー
グ
で
あ
る
｡

今
日
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
詩
作
を
見
る
に
､
プ

ロ
ロ
ー
グ
を
伴
-
作

が
何
篇
か
あ
-
､
ま
た
プ

ロ
ロ
ー
グ
を
伴
わ
な
い
芝
居
に
お
い
て
も
､

か
な
-
の
例
外
は
あ
る
も
の
の
､

一
般
的
に
み
て
附
随
的
な
人
物
の

登
場
に
始
ま
る
傾
向
が
あ
る
｡
し
か
も
そ
う
し
た
場
合
､
多
-
そ
の

包

入
物
は

一
度
退
場
し
て
し
ま
う
と
二
度
と
出
て
こ
な

い
｡
こ
れ
は
､

必
ず
し
も
重
要
性
を
持
た
な
い
場
面
に
よ
っ
て
観
客
の
注
意
を
ひ
き

つ
け
つ
つ
､
客
席
が
静
ま
る
の
を
待

つ
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
-
｡
こ

う
し
た
傾
向
は
､
見
え
隠
れ
し
っ
つ
も
西
欧
演
劇
の
中
で
か
な
-
後

ま
で
尾
を
ひ
い
て
い
る
｡
例
え
ば
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
で
盛
行
し
た

⑪

グ
ラ
ン
ド
･
オ
ペ
ラ
の
第

l
幕

な

ど
は
､
そ
の
端
的
な
現
わ
れ
と
い

え
よ
う
｡

さ
て
､
元
楽
劇
の
開
場
は
い
か
な
る
形
を
と
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う

か
｡
今
日
残

っ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
を
み
る
と
､
開
幕
に
あ
た
-
､
主

役
が
い
き
な
-
登
場
す
る
こ
と
こ
そ
あ
ま
-
な
い
が
､
ほ
と
ん
ど
の

場
合

7
人
の
人
物
が
唐
突
に
現
わ
れ
て
､

定
場
詩
を
吟
じ
た
後
､

｢
私
は
何
の
某
､
其

々
の
人
-
-
｣
と
自
己
紹
介
を
し
た
上
で
､
い

き
な
-
本
筋
に
入
っ
て
､
以
下
委
細
構
わ
ず
物
語
が
展
開
す
る
｡
し

か
も
そ
の
最
初
の
白
は
多
-
状
況
設
定
を
そ
の
内
容
と
し
て
お
-
､

こ
こ
で
聞
き
逃
す
と
劇
全
鮭
の
理
解
に
支
障
を
き
た
す
場
合
さ
え
少

な
-
な
い
｡
定
場
詩
は
あ
る
程
度
プ

ロ
ロ
ー
グ
的
役
割
を
果
た
す
で

あ
ろ
-
が
'
元
雑
劇
に
お
い
て
は
お
よ
そ
登
場
人
物
た
る
も
の
､
出

て
-
る
と
ほ
と
ん
ど
が
定
場
詩
を
述
べ
る
の
で
あ

っ
て
､
全
劇
の
始
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ま
-
と
し
て
は
い
さ
さ
か
心
も
と
な
-
思
わ
れ
る
｡
は
た
し
て
元
就

劇
を
貴
際
に
上
演
す
る
に
あ
た
っ
て
､
こ
う
し
た
唐
突
な
手
法
が
用

い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
-
か
｡
こ
こ
で
大
き
な
疑
問
が
生
じ
ざ
る
を

え
な
い
の
で
あ
る
｡

三

こ
の
常
時

一
般
に
行
な
わ
れ
て
い
た
他
の
演
塾
に
お
い
て
は
､
開

場
に
先
立
っ
て
何
ら
か
の
前
置
き
が
な
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
｡

明
代
南
曲
に
お
い
て
'
第

一
酌
が
常
に
末
に
よ
る
プ
ロ
ロ
ー
グ
(
衣

門
)
に
あ
て
ら
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
｡

こ
の
形
式

は
よ
-
古
い
時
期
-

南
宋
末
乃
至
は
元
代
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る

『
永
楽
大
典
戯
文
三
種
』
に
お
い
て
も
､
既
に
は
っ
き
り
と
認
め
ら

れ
る
｡

と
-
わ
け
そ
の
中

『
張
協
状
元
』

に
お
い
て
は
､
最
初
に

末
が
唱
う
諸
官
調
に
よ
る
内
容
紹
介
を
兼
ね
た
プ
ロ
ロ
ー
グ
が
置
か

れ
､
つ
い
で
生
と

｢内
｣
と
の
か
け
あ
い
と
い
う
古
代
イ
ン
ド
劇
を

思
わ
せ
る
形
式
が
と
ら
れ
て
お
-
､
よ
-
資
演
に
近
い
形
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
｡
こ
う
し
た
南
戯
の

｢家
門
｣
は
､
そ
の
源
を
宋
の

薙
劇
に
お
け
る

｢致
語
｣
｢
口
琉
｣
に
有
す
る
と
さ
れ
る
｡
そ
の
例

元
難
劇
の
開
場
に
つ
い
て

(小
松
)

⑳

は

『
武
林
蕃
事
』
懲

1
聖
節
に

見

え
､
こ
れ
は
宮
中
に
お
け
る
も
の

で
あ
る
が
､
民
間
に
あ
っ
て
も
似
た
よ
う
な
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い

た
こ
と
で
あ
ろ
-
｡
ま
た
大
曲
を
始
め
と
す
る
舞
楽
も
､
竹
竿
子

-

参
軍
色
に
よ
る
致
語
･
口
既
を
伴
-
の
が
普
通
で
あ
っ
た
も
の
の
よ

う
で
あ
る
｡

更
に
､
資
料
は
宋
薙
劇
｡金
代
院
本
に

｢開
珂
｣
と
呼
ば
れ
る
プ

ロ
ロ
ー
グ
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

ま
ず
､

｢閃
吋
｣
自

性
を
は
っ
き
-
と
定
義
し
た
も
の
と
し
て
は
､
時
代
的
に
は
下
る
が
ー

明
の
徐
洞
の

『南
詞
叙
銀
』
に
見
え
る
次
の
記
述
が
あ
る
｡

宋
人
凡
句
欄
末
出
､

一
老
者
先
出
､
奇
説
大
意
､
以
求
賞
､

⑳

謂
之
開
吋
｡
今
戯
文
首

一
出
､
謂
之
開
場
､
亦
遺
意
也
.

宋
代
に
は
舞
墓
に
役
者
が
出
て
-
る
前
に
､
い
つ
も

一
人
の

老
人
が
ま
ず
出
て
き
て
､
芝
居
の
大
筋
を
大
げ
さ
に
語
-
'
喝

采
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
を
開
吋
と
い
-
｡
今
の
戯
文

の
最
初
の
一
場
を
開
場
と
い
う
の
も
､
こ
の
名
残
-
で
あ
る
｡

こ
こ
で

｢宋
人
｣
と
い
っ
て
い
る
こ
と
に
ど
こ
ま
で
信
を
置
き
う
る

か
は
定
か
で
な
い
が
､
と
も
あ
れ
宋
薙
劇
に

｢開
珂
｣
が
存
在
し
た

こ
と
の
一
傍
言
に
は
な
ろ
う
｡
ま
た
同
じ
-
明
代
の
周
憲
王
の
発
劇
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『
八
仙
慶
寿
』
に
は
次
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
｡

(衆
侠
祉
藍
云
)
冗
的
悶
着
拘
欄
哩
､
老
官
人
称
去
倣
箇
院
本
､

我
毎
看

1
着
-
-

〔備
秀
才
〕
-
･･･
(衆
侠
云
)
不
去
更
科
只
栓

1
箇
新
焔
垂
也

罷
｡
(藍
唱
)
侮
教
我
栓

一
箇
新
煩
萎
｡
(衆
傑
云
)
替
郡
鼓
弄

毎
開
珂
些
也
好
｡

(藍
唱
)
侮
教
我
打

l
箇
硬
開
明
着
那
火
看

官
毎
笑
我
｡

(子
役
た
ち
､
藍
彩
和
を
ひ
き
と
め
て
)
あ
そ
こ
で
芝
居
を
や

っ
て
る
よ
､
お
じ
さ
ん
､
行
っ
て
院
本
を
演
じ
て
み
せ
て
お
-

れ
-
-

〔愉
秀
才
〕
-
-

(子
役
)

道
化
が
嫌
な
ら
､

新
し
い
焔
褒

(前
狂
言
～
)

を
す
る
だ
け
で
も
い
い
よ
｡

(藍
唱
う
)
新
し

い
煩
垂
を
せ
よ
と
い
う
か
｡

(子
役
)

口
上
役
ど
も
の
か
わ
-

に
開
吋
を
す
る
ん
で
も
い
い
よ
｡

(藍
唱
う
)

お
れ
に
ま
ず
い

開
吋
を
さ
せ
て
､
お
客
さ
ん
達
に
笑
わ
せ
よ
-
と
て
か
｡

こ
れ
は
明
代
院
本
に
開
吋
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ

つヽ

○こ
の
よ
う
な
明
代
の
記
銀
の
信
頼
性
を
裏
書
す
る
か
の
如
-
､

元
の
同
時
代
資
料
た
る
散
曲
に
も
開
喝
の
存
在
を
示
す
資
料
が
残

⑳

さ
れ
て
い
る
｡
ま
ず
艦
玄
明
の

｢詠
鼓

｣

に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ

る
｡

番

〔五
無
〕
-
･･衰

有
閑
些
見
箇
､
子

除

是
撲
繁
鮎
働
'
按
住
関

何
｡

㊧

〔四
繁
〕
専
戯
着
古
弄
的
説
出
了
､
付

末

的
政
外
科
｡
但
有
些

決
撤
我
早
随
聾
和
｡
敏
院
本
把
我
拾
援
壷
-
-

〔五
繁
〕
-
･･･
(太
鼓
に
)
少
し
で
も
暇
が
あ
る
と
き
と
い
え

ば
､
撲
繁
鮎
渦

(し
ゃ
れ
の
め
す
こ
と
か
)
､
按
任

(未
詳
｡

按
喝
と
同
じ
な
ら
中
口
上
)
開
何
の
と
き
ば
か
-
0

〔
四

整

〕

口
上
役
が
前
口
上
は
じ
め
､
副
末
が
収
外
科

(
エ
ピ

ロ
ー
グ
～
)
す
る
を
じ
っ
と
-
か
が
い
､
と
ち
っ
た
と
み
れ
ば

す
ば
や
-
ご
ま
か
す
､
院
本
す
る
と
き
ゃ
お
れ
は
し
ま
い
こ
ま

れ
る
｡
-
-

こ
こ
に
院
本
に
は
鼓
は
用
い
ら
れ
な
い
と
あ
る
以
上
､
こ
こ
で
い
う

｢開
珂
｣
は
院
本
に
附
随
す
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
-
､
薙
劇

に
も
開
珂
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
か
な
-

高
い
と
い
え
よ
う
｡
更
に
､
先
に
も
ひ
い
た
杜
仁
傑
の

｢在
家
不
識
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杓
聞
｣
に
も
次
の
よ
う
な
言
葉
が
見
え
る
｡

〔四
敦
州〕

7
箇
女
政
見
捧
了
幾
遭
､
不
多
時
引
出

l
火
｡
中
間

真

一
箇
央
人
貨
｡
裏
着
枚
皇
頭
巾
頂
門
上
摘

丁
管
筆
､
滞
腺
石

⑳

灰
更
着
些
書
道
兄
抹
｡
知
他
是

如
何
過
｡
滞
身
上
下
､
則
穿
領

花
布
直
後
｡

⑳

〔三
笠
〕
念
了
禽
詩
共
詞
､
説
了
合
賦
輿
歌
｡

0
0
0
0

無

差

錆
｡
唇
天
口
地
無
高
下
､
巧
語
花
言
記
許
多
｡
臨
紹
末

､
道
了

低
頭
撮
脚
､
費
罷
渚
久
樽
.

〔四
無
〕
ひ
と
-
の
娘
っ
子
が
ぐ
る
ぐ
る
歩
き
､
や
が
て
連
れ

だ
す
人
の
む
れ
'
な
か
に
ひ
と
-
の
ろ
-
で
な
し
､
票
の
頭
巾

に
あ
た
ま
を
包
み
､
勝
天
に
挿
す
筆

1
ぽ
ん
､
顔
い
っ
ペ
え
の

ド
ー
ラ
ソ

石
灰
に
､

一
は
け
加
え
た
窯
い
す
じ
､
は
て
､
や
つ
が
渡
世
は

な
ん
で
あ
ろ
､
全
身
す
っ
ぱ
-
色
模
様
の
､
も
め
ん
の
直
複
ま

と
う
て
い
る
｡

はぅ
た

な
がう
た
こう
た

〔三
然
〕
し
ば
し
口
ず
さ
む
詩
と
詞
､
し
ぼ
し
の
べ
る
賦

･歌
､

ト
チ
リ
も
せ
ず
に
､
口
の
あ
け
た
て
す
さ
ま
じ
く
'
ど
っ
さ
り

お
ぼ
え
た
美
辞
麗
句
､
さ
て
お
し
め
え
に
､
口
上
す
む
や
足
を

す
-
め
て
お
じ
ぎ
す
る
､
桑
が
お
わ
っ
て
本
狂
言
(田
中
謙
二
博

元
難
劇
の
開
場
に
つ
い
て

(小
松
)

⑫
参
照

士
の
諸
に
よ

る
)
｡

こ
こ
で
い
-

｢
公
｣
と
は
､
こ
の
散
曲
の
前
の
部
分

(後
引
)
に
い

う

｢
久
末
｣
即
ち

『救
済
劉
要
和
』
で
は
な
-
､
後
に
績
-
内
容
か

⑳

ら
考
え
て
院
本

『
調
風
月
』

に
相
違
な
い
｡

す
る
と
こ
こ
で
い
う

｢費
｣

と
は
院
本
の
閲
吋
に
他
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
｡

先

に
あ
げ
た

『
八
仙
慶
詩
』
で
も
同
様
に
､

｢桑
｣
と

｢開
珂
｣

が
ほ
ぼ
同
義
の

も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
-
に
思
わ
れ
る
こ
と
も
､
こ
の
1

傍
讃
と
な
ろ
う
0

ま
た
､
諸
官
詞
に
も
プ
ロ
ロ
ー
グ
的
な
も
の
は
常
に
存
在
し
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
｡
『董
西
府
』

が
二
つ
の
引
辞
か
ら
始
ま
る
こ
と
は

周
知
の
通
-
で
あ
る
が
､
更
に
､
明
代
の
も
の
で
は
あ
る
が
､
『
水

蒲
俸
』
第
五
十

l
回
に
見
え
る
次
の
記
述
は
滞
立
し
た
開
何
の
存
在

を
示
し
て
い
る
｡

只
見

1
箇
老
兄
-
･･･上
乗
閲
河
道
'
老
漠
是
東
京
人
氏
､
白

玉
喬
的
便
是
｡
如
今
年
遠
､
只
憑
女
兄
秀
英
歌
舞
吹
弾
､
普
天⑳

下
伏
侍
看
官
｡
鍵
聾
響
虞
､
那
自
秀
英
早
上
戯
萎
､
参
拝
四
万

一
人
の
老
人
が
-
-
で
て
き
て
'開
吋
を
い
た
し
ま
す
｡
｢わ
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た
-
L
は
東
京
の
者
､

白
玉
喬
で
ご
ざ
い
ま
す
｡
は
や
年
老
い

ま
し
て
､
も
っ
ぱ
ら
娘
の
秀
英
の
歌
舞
吹
曙
に
よ
っ
て
､
漸
天

下
の
お
客
様
方
に
お
仕
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
-
ま
す
｡
｣

ど
ら
の
率
-
も
と
､
か
の
自
秀
英
は
や
舞
墓
に
上
-
､
四
方
に

あ
い
さ
つ
い
た
し
ま
し
て
-
-

ま
た
他
に
薙
劇
の
上
演
に
先
立

っ
て
演
じ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
､

こ
う
し
た
プ

ロ
ロ
ー
グ
と
は
別
に

(あ
る
い
は
プ

ロ
ロ
ー
グ
を
も
伴

っ
て
)
､

前
狂
言
が
上
演
さ
れ
た
形
跡
も
あ
る
｡

最
も
著
名
な
例
と

⑪

⑫

し
て
は
､
『
都
城
紀
勝

』

『
夢
架
線

』

に
共
通
し
て
現
わ
れ
る
次
の

一

節
が
あ
る
｡

薙
劇
中
､
末
泥
馬
長
'
毎
四
人
或
五
人
馬

一
場
､
先
倣
尋
常

熟
事

l
段
､
名
馬
駈
段
､
次
倣
正
難
劇
､
通
名
篤
南
段
｡

難
劇
に
お
い
て
は
､
末
泥
が
長
と
な
-
､
四
人
も
し
-
は
五

人
で

一
場
を
演
ず
る
｡
最
初
に
普
通
に
よ
-
知
ら
れ
た
物
語
を

一
段
演
ず
る
が
､
こ
れ
を
駈
段
と
い
う
｡
次
に
正
難
劇
を
演
ず

る
｡
こ
の
両
者
を
あ
わ
せ
て
爾
段
と
名
付
け
る
｡

即
ち
､
末
代
に
は

｢
正
薙
劇
｣
の
前
に
､
よ
-
知
ら
れ
た
物
語
を
主

題
と
し
た

｢鮭
段
｣
な
る
前
狂
言
が
上
演
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡

更
に

｢荘
家
不
識
聞
杓
｣
に
も
次
の
よ
う
に
い
う
｡

〔六
無
〕
-
-
･説
遺
前
戟
兄
院
本
調
風
月
､
背
後
久
末
敦
演
劉

安
和
｡

い
ろ

〔

六
繁
〕
-
-

(
言

う
に
は
)
｢前
年
分
の
狂
言
《
院
本
)
は
〝
調

の

と

り

も
ち

め
い
ゆ
う
き
ど
り

風
月
〃
､
お
あ
と
の
だ
し
物
((久
末
))は
〝
敷

演

劉

要

和

″

(田
中

⑫
参
照

謙
二
博

士
の
謀
に

よ

る

｡

《

)
内
筆
者
)

こ
こ
で
い
う

『調
風
月
』
と

『敷
演
劉
安
和
』
が
い
か
な
る
も
の
で

あ
る
か
に
つ
い
て
は
､
諸
説
あ

っ
て
定
ま
ら
な
い
が
､
尋
常
の
考
え

⑳
参
照

方
を
す
れ
ば
前
の

『
調
風
月
』
は
曲
文
に
も
い
う
通
-
院
本
で

あ

-

､

久
末

つ
ま
-
本
狂
言
た
る

『
敷
演
劉
要
和
』
が
難
劇
で
あ

っ
て
､
前

者
は
後
者
の
前
狂
言
で
あ
る
と
見
る
の
が
愛
常
で
あ
ろ
-
｡
ま
た
高

安
道
の
散
曲

｢嘆
淡
行
院
｣
に
お
い
て
も
､
極
め
て
難
解
な
る
が
ゆ

8

え
に
定
か
に
は
い
え
ぬ
が
､
胡
忌
氏
の
い
わ
れ
る
如
-
前

狂
言
の
存

魯

在
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
｡

こ
の
よ
-
に
､
前
後
す
る
時
代
に
行
な
わ
れ
て
い
た
他
の
演
劇
作

品
に
は
い
ず
れ
も
プ

ロ
ロ
ー
グ
が
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
､
更

に
は
多
-
前
狂
言
を
伴
う
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
よ
-
で
あ
る
｡
元
薙
劇

に
お
い
て
も

｢詠
鼓
｣
や

｢肝
家
不
識
相
関
｣
の
記
述
か
ら
み
る
と
､
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こ
う
し
た
も
の
が
附
隠
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
O
し
か
る

に
､
現
存
す
る
元
薙
劇
の
テ
キ
ス
ト
に
は
､
先
述
の
よ
う
に
､
そ
の

痕
跡
は
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
｡
薙
劇
本
鰹
と
は
元
来
全
-

別
箇
の
も
の
で
あ
る
前
狂
言
は
別
問
題
と
し
て
も
､
プ

ロ
ロ
ー
グ
の

不
在
は
不
可
解
と
い
え
よ
う
｡
そ
の
前
段
階
と
も
い
う
べ
き
末
代
薙

劇
･金
代
院
本
と
､
後
鮭
者
で
あ
る
明
代
南
曲
の
撃
方
に
見
え
る
も

の
が
､
元
就
劇
の
み
に
存
在
し
な
い
の
は
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
る
｡

㊤

こ
の
鮎
に
関
し
て
は
､
既
に
早
-
李
漁
が

『
間
借
偶
奇

』

に
お
い
て

疑
問
を
表
明
し
て
い
る
｡

元
詞
開
場
､
止
有
冒
頭
教
語
､
謂
之
正
名
､
又
日
棋
子
､
多

則
四
句
､
少
則
二
句
､
似
馬
簡
捷
､
然
不
登
場
則
己
､
匪
用
副

未
上
場
､
脚
線
鮎
地
､
遂
爾
抽
身
､
亦
党
倉
皇
失
次
｡
埼
出
家

門

l
段
､
甚
馬
有
理
｡

元
曲
の
開
場
に
あ
た
っ
て
は
､
は
じ
め
に
激
語
を
述
べ
る
だ

け
で
あ
る
｡
こ
れ
を
正
名
と
い
い
､
ま
た
棋
子
と
も
い
う
｡
多

-
て
四
句
､
少
な
-
て
二
句
､
簡
潔
な
よ
-
で
は
あ
る
が
､
し

か
し
登
場
し
な
け
れ
ば
と
も
か
-
､
副
末
を
登
場
さ
せ
て
お
い

て
､
足
が
地
に
つ
-
か
っ
か
ぬ
か
の
中
に
そ
の
ま
ま
ひ
っ
こ
ん

元
雄
劇
の
開
場
に
つ
い
て

(小
松
)

で
し
事

っ
と
い
う
の
は
､
慌
し
-
て
無
秩
序
な
よ
う
に
思
え
る

の
で
あ
る
｡
家
門
の
一
段
を
暦
や
し
た
の
は
､
ま
こ
と
に
も
っ

と
も
な
こ
と
と
い
え
よ
う
｡

こ
こ
で
は
正
名
･楳
子
を
南
曲
の
家
門
に
あ
た
る
も
の
と
誤
解
し
て

い
る
よ
う
だ
が
､
と
も
あ
れ
熟
達
し
た
賓
作
者
で
あ
る
李
漁
に
と
っ

て
､
元
薙
劇
の
開
場
の
し
か
た
は
賓
に
不
可
解
な
も
の
と
う
つ
っ
た

よ
-
で
あ
る
｡
で
は
､
潜
時
の
元
就
劇
の
開
場
は
､
い
っ
た
い
ど
の

よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る

上
で
の
カ
ギ
と
な
る
の
が

｢沖
末
｣
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
と
思

え
る
の
で
あ
る
｡

四

『
元
曲
選
』
を
見
る
か
ぎ
-
に
お
い
て
は
､
こ
の
沖
末
と
い
う
も

の
は
､
革
に
劇
の
l
番
最
初
に
出
て
-
る
こ
と
の
み
を
そ
の
特
性
と

す
る
､
末
の

一
種
た
る
脚
色
に
す
ぎ
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

王
国
維
以
下
､
従
来
の
諸
家
の
考
え
も
概
ね
は
そ
う
し
た
も
の
で
あ

⑯
っ
た

｡

し
か
し
よ
-
注
意
し
て
諸
テ
キ
ス
ト
を
比
較
し
て
み
る
と
､

こ
の
沖
末
と
い
う

｢脚
色
｣

(
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
こ
の
言
葉
を
用
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い
て
お
-
)
は
､

他
の
脚
色
と
は
異
な
る
奇
妙
な
鮎
を
多
-
有
し
て

忠
-
､
そ
れ
ら
が

『
元
曲
選
』
に
あ

っ
て
は
戚
晋
叔
の
手
に
よ
っ
て

例
の
如
-
合
理
化
･整
理
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
束
づ
か
ざ
る

を
え
ぬ
の
で
あ
る
｡

ま
ず
第

1
に
､
極
め
て
注
目
す
べ
き
こ
と
に
は
､
こ
の
沖
末
と
い

う
脚
色
は
内
府
本
系
以
前
の
､
即
ち
元
刊
本
及
び
周
憲
王
本
系
の
テ

キ
ス
ト
に
は

l
度
も
現
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
.
更
に
理
論
書
の
類
に

も
､
『
太
和
正
音
譜
』
･『
錬
鬼
簿
』
と
い
っ
た
初
期
の
も
の
に
は
見
え

⑰

ず
､
明
末
王
撰
徳
の

『
曲
律
』
に
至
っ
て
は
じ
め
て
現
わ
れ
る
｡

こ

れ
は
な
ぜ
か
｡
考
え
ら
れ
る
理
由
は
次
の
三
つ
で
あ
ろ
-
0

H

い
ず
れ
も
た
ま
た
ま
沖
末
の
出
て
こ
な
い
芝
居
ば
か
-
で

あ

る
｡

⇔

沖
末
と
い
う
脚
色
は
本
来
薙
劇
に
は
存
在
せ
ず
､
明
代
後

期
に
な
っ
て
南
厳
の
副
末
な
ど
か
ら
考
え
出
さ
れ
た
も
の
で

あ

る

｡

⇔

テ
キ
ス
ト
に
し
る
す
べ
き
名
稀
で
は
な
か
っ
た
｡

つ
ま
り

他
の
脚
色
と
は
レ
ベ
ル
の
違
う
も
の
で
あ

っ
た
｡

こ
の
中
第

一
の
可
能
性
は
考
慮
の
対
象
か
ら
除
外
し
て
も
差
支
え
な

い
で
あ
ろ
う
｡
更
に
⇔
に
封
し
て
も
否
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
｡

南
戯
そ
の
他
の
影
響
に
よ
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
､
そ
ち
ら
に
も
沖
末

乃
至
は
そ
れ
に
額
す
る
名
柄
が
存
在
し
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
.

し
か
る
に
元
薙
劇
に
は
か
-
も
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
こ
の
名
稀
が
､

南
戯
に
お
い
て
は
全
-
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡

つ
ま
-
沖

末
と
は
北
曲
難
劇
に
特
有
の
名
稀
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
と
す
る
と

第
二
の
可
能
性
も
成
立
し
え
な
い
｡
結
局
残
る
可
能
性
は
⇔
の
み
で

あ

る

｡
更
に
こ
の
脚
色
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
今

一
つ
の
奇
妙
な
鮎
は
､

⑯
参
照

附
表
参
照

既
に
楊
鶴
年
氏
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る

が

､

別

表

に

あ

げ
た
よ
う
な
異
様
な
言
い
方
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
沖
末
が
脚

色
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
そ
の
名
を
あ
げ
た
上
で
更
に
浄
な
-
外
な
-

正
末
な
-
と
い
っ
た
脚
色
名
を
連
用
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡

ま
し
て
末
と
浮
と
は
は
っ
き
-
異
な
る
性
質
を
持

つ
も
の
で
あ
る
こ

と
は
い
-
ま
で
も
な
-
､
ま
た
末
と
い
-
以
上
最
低
限
男
役
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
｢沖
末
浄
｣
と
い
う

言
い
方
が
存
在
し
'
し
か
も
そ
れ
が
女
役
で
あ
る
ケ
ー
ス
す
ら
あ
る
｡

更
に

｢沖
末
扮
正
末
｣

と
い
う
の
も
賓
に
異
様
な
言
い
方
と
い
わ
ざ
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る
を
え
な
い
｡

｢
正
末
扮
沖
末
｣
と
あ
れ
ば
､

ま
だ
し
も
劇
の
最
初

に
現
わ
れ
る
末
を
沖
末
と
呼
ぶ
と
い
-
こ
と
で
解
揮
す
る
こ
と
も
可

能
だ
が
､

｢
沖
末
扮
正
末
｣
で
は
､

正
末
で
あ
る
以
前
に
沖
末
た
る

こ
と
が
前
提
候
件
と
な

っ
て
し
事

っ
｡
ま
た
､
こ
れ
は

『
元
曲
選
』

に
お
い
て
も
厳
守
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
､
沖
末
は
最
初
こ
そ

｢
沖
末
扮

○
○
上
｣
と
記
さ
れ
る
も
の
の
､
以
後
の
ト

書
に
お

い
て

⑲

は
常
に
そ
の
役
名
で
記
さ
れ
､

｢
沖
末

云
｣
と
い
う
形
で
表
記
さ
れ

⑳

る
こ

と
は
絶
封
と

い
っ
て
い

い
は
ど
な

い
｡
こ

れ
が
他

の
脚
色
で
あ

れ
ば

､

正
末
･正
旦
以
下
の
末
･且
や
浮
は

必
ず
そ
の
脚
色
名
で
表
記

さ
れ
､
脚
色
名
以
外
で
表
記
さ
れ
る
の
は
卜
見

･李
老
･邦
老
と
い
っ

た
､
ま
た
異
な

っ
た

レ
ベ
ル
で
の
脚
色
と
呼
び
う
る
も
の
か
､
あ
る

い
は
外
の
如
-

一
つ
の
劇
に
複
数
出
て
-
る
も
の
及
び
脚
色
名
目
鮭

表
記
さ
れ
な
い

一
部

の
端
役

の
み
で
あ
る
｡
以
上
の
譜
鮎
か
ら
考
え

て
も
､
や
は
-
沖
末
は
他

の
脚
色
と
は
次
元
を
異
に
す
る
と
い
う
さ

き
の
結
論
に
到
達
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
｡

で
は
こ
の
沖
末
と
は
､
本
来

い
か
な
る
も
の
で
あ

っ
た
の
か
｡
こ

の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
-
こ
と
は
'
何
分
に
も
資
料
が
な
い
た

め
極
め
て
困
難
で
は
あ
る
が
､
全
-
手
段
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は

元
難
劇
の
開
場
に
つ
い
て

(小
松
)

な
い
｡
第

一
に
､
序
章
で
も
述

べ
た
よ
-
に
'
諸
本
に
お
い
て
沖
末

の
名
を
冠
せ
ら
れ
て
い
る
役
割
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
､
可
能

な
か
ぎ
-
多
-
の
テ
キ
ス
ト
を
集
め
て
そ
れ
を
組
合
し
'
統
計
的
に

虞
理
す
る
こ
と
で
あ
-
､
今

一
つ
は

｢沖
末
｣
と

い
う
名
稀
に
つ
い

て
考
察
を
加
え
て
い
-
こ
と
で
あ
る
｡
ま
ず
前
者
か
ら
話
を
す
す
め

て
み
た
い
｡五

で
き
る
か
ぎ
-
多
-
の
テ
キ
ス
ト
と
い
っ
て
も
､
現
存
す
る
す
べ

て
の
北
曲
難
劇
の
テ
キ
ス
ト
を
封
象
と
し
た
の
で
は
､
か
え

っ
て
混

乱
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
.
こ
こ
で

l
庶
そ
の
範
囲
を
限
定

し
て
お
き
た
い
｡
北
曲
薙
劇
は
明
清
に
あ

っ
て
も
衰
え
た
と
は
い
え

作
-
梧
け
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
る
が
'

一
鷹
扱
う
作
品
の
下
限

を
定
め
て
お
-
必
要
が
あ
ろ
う
｡
形
式

の
問
題
を
扱
う
以
上
､
そ
の

崩
壊
が
認
め
ら
れ
る
作
品
は
､
検
討

の
封
象
か
ら
は
ず
さ
ね
ば
な
る

ま
い
｡
そ
の
崩
壊
は
い
つ
頃
に
始
ま
る
の
か
｡
通
常
周
憲
王
朱
有
懐

が
薙
劇
を
改
革
し
た
と
さ
れ
る
｡
し
か
し
こ
れ
は
同
時
に
薙
劇
と
い

う
形
式
を
破
壊
し
た
と
い
-
こ
と
で
も
あ
-
､
結
果
的
に
は
自
ら
の
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古
典
的
様
式
を
そ
の
最
大
の
操
-
所
と
し
て
い
た
薙
劇
自
腹
を
破
滅

へ
と
導
-
も
の
で
も
あ
っ
た
｡
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
寧
戯
王
･周
憲

王
以
前
､
即
ち
は
ぼ

『
元
曲
選
』
集
錬
作
晶
と

一
致
す
る
時
期
に
そ

の
範
囲
を
設
定
す
る
こ
と
と
し
､
成
立
年
代
不
明
の
無
名
氏
の
作
は
､

『
也
是
園
書
目
』
に
｢本
朝
｣
即
ち
明
の
作
と
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の

を
除
い
て
'
す
べ
て
と
る
こ
と
と
し
た
い
｡
こ
の
候
件
に
該
普
す
る

⑳

す
べ
て
の
薙
劇
を
あ
げ
る
と
､
そ
の
教
二
百
二
十
三
種

(う
ち
元
刊

本
の
み
の
も
の
十
三
種
､
元
曲
選
本
系
の
み
の
も
の
十
六
種
､
元
刊

本
･元
曲
選
本
系
の
撃
方
に
の
み
見
え
る
も
の
六
種
)
｡
そ
の
中
神
末

⑪

の
名
稀
を
持
つ
役
が
最
初
に
現
わ
れ
る
ケ
ー

ス
が
百
七
十
三

(た
だ

し
こ
の
中
十
五
種
は
元
曲
選
本
系
し
か
テ
キ
ス
ト
が
存
在
し
な
い
も

の
で
あ
-
､

必
ず
し
も
信
を
置
き
え
な
い
)
｡

こ
れ
ら
の
沖
末
の
性

格
を
そ
の
特
性
か
ら
分
類
す
る
と
､
下
表
の
よ
-
に
な
る
(｢孤
･駕
｣

と
は
そ
れ
ぞ
れ
役
人
役
と
皇
帝
役
｡
｢卜
兄
｣
は
老
婆
､
｢李
老
｣
は

老
人
役
｡
｢直
接
表
記
ア
リ
｣
と
は
例
え
ば

｢沖
末
浄
｣
｢沖
末
扮
正

末
｣
と
い
っ
た
よ
う
に
､
直
接
沖
末
以
外
の
脚
色
名
が
明
記
さ
れ
て

い
る
場
合
｡

｢
ナ
シ
｣

と
は
軍
に

｢沖
末
扮

○
○
｣
と
の
み
表
記
さ

れ
て
い
る
場
合
､
そ
れ
を
各
役
柄
の
性
格
に
歴
じ
て
試
み
に
分
類
し

直接表記

ァ リ 】ナシ

ーヽ
.

87

17

8

22

13

8

4

5

5

9

ノー
へ

82

17

8

11

ド

4

1

3

9

*

1

『
竹
薬
舟
』
の
陳
季
胸
は
元
刊
本
で
は
外

末
'
『
元
曲
選
』
で
は
沖
末
で
あ
る
｡

*
2

『竹
鳩
聴
琴
』
に
お
け
る

｢沖
正
且
｣
(荏

㊤
参
照
)｡
ま
た

『
老
生
兄
』
の

｢沖
末

正
末
｣
は
『
酎
江
集
』
の
み
に
見
え
る
が
'

古
形
と
思
わ
れ
る
に
つ
き
あ
え
て
取
っ
た
｡

て
み
た
も
の
｡
し
た
が
っ
て
そ
れ
自
腹
脚
色
名
で
は
な
い
神
仙
･宋

江
は
､
す
べ
て

｢
ナ
シ
｣
に
含
ま
れ
る
)
O

右
表
の
中
､
神
仙
･宋
江
は
明
ら
か
に
､
劇
中
に
お
い
て
絶
対
的

審
判
椎
を
有
す
る
人
物
と
い
う
意
味
で
孤
･駕
と
そ
の
性
質
を
同
じ

う
す
る
も
の
で
あ
-
､
こ
れ
を
加
算
す
る
と
孤
･駕
系
は
百
十
五
の

多
き
に
の
ぼ
る
｡
更
に

｢外
｣
の
脚
色
を
ふ
ら
れ
て
い
る
役
柄
も
大
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牛
は
こ
の
系
統
に
含
ま
れ
よ
う
｡

し
か
し
'
孤
･駕
と
し
て

一
つ
に

ま
と
め
て
し
ま
っ
た
中
に
は
敵
の
大
渚
や
君
主
が
二
十
八
含
ま
れ
て

お
-
､
そ
の
中
に
は
む
し
ろ
浮
に
わ
-
あ
て
る
べ
き
存
在
も
あ
る
か

も
し
れ
な
い

(『中
尉
遅
』
に
お
い
て
は
､
｢沖
末
浄
｣
た
る
劉
季
員

⑫

は
敵
渚
で
あ
る

)
.
更
に
孤

(役
人
)

が
院
本
に
お
け
る
最
大
の
嚇

笑
の
対
象
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
､
既
に
田
中
謙
二
博
士
が
指
摘

⑬

し
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
-

､

督
然

｢孤
｣
の
名
稀
が
わ
-
あ
て

ら
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
も
韓
に
近
い
も
の
が
存
在
し
よ
う
｡
ま
た

学
老
･卜
兄
と
い
っ
た
老
人
役
も
､
年
長
者
･家
長
と
し
て
｢偉
い
人
｣

の
系
列
に
近
い
性
格
を
有
す
る
反
面
､
し
ば
し
ば
内
府
本
系
諸
本
に

附
表
参
照

｢浄
卜
兄
｣
と
い
-

表

現

が

見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
､
特
に
卜

兄
に
お
い
て
は
浮
に
近
い
も
の
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
つ
ま
-

一
口

で
い
う
と
､
沖
末
は

｢外
｣
系
と

｢浄
｣
系
の
二
系
統
か
ら
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
｡
脚
色
を
明
示
さ
れ
た
も
の
の
中
最
も
多
-
を
占
め

る
の
が
こ
の
両
者
で
あ
る
こ
と
も
､
極
め
て
示
唆
的
と
い
え
よ
-
0

ま
た
沖
末
と
い
う
名
稀
が
全
-
見
え
な
い
元
刊
本
に
あ
っ
て
も
､

｢駕
｣
-
皇
帝
が
最
初
に
登
場
す
る
劇
が
多
い
(こ
う
し
た
尭
劇
は
明

⑲

代
に
入
っ
て
か
ら
篤
頭
薙
劇
の
禁
止
令

を

-
け
て
改
作
さ
れ
て
い
る

元
耗
劇
の
開
場
に
つ
い
て

(小
松
)

は
ず
で
あ
-
､
内
府
本
系
諸
本
と
の
直
接
の
比
較
は
事
資
上
不
可
能

で
あ
る
)
｡
更
に
､
『
三
奪
葵
』
の
如
-

｢疋
先
｣
な
る
前
狂
言
の
存

在
を
聯
想
さ
せ
る
脚
色
名
が
最
初
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
も
そ
の
中
に

は
含
ま
れ
て
い
る
｡
し
か
も
そ
の
役
柄
が
､
明
ら
か
に
薙
劇
に
お
い

て
し
ば
し
ば
開
幕
の
役
を
う
け
も
つ
二
浄
'
即
ち
二
人
組
の
浮
で
あ

る
こ
と
は
､
極
め
て
注
目
に
債
す
る
と
い
え
よ
う
｡

次
に
沖
末
と
い
う
名
稀
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
｡
｢沖
｣

字
の
用
例
の
中
､
沖
末
と
関
聯
を
も
つ
も
の
と
し
て
ま
っ
さ
き
に
思

い
う
か
ぶ
の
は

｢沖
場
｣
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
時
代
的
に
は
ず
っ
と

⑮

遅
れ
る
が
､
李
漁
の

『開
情
偶
奇

』

に
み
え
る
次
の
よ
う
な
概
念
で

あ

る

｡
開
場
第
二
折
､
謂
之
沖
場
｡
沖
場
者
､
人
末
上
而
我
先
上
也
｡

始
ま
っ
て
二
番
目
の
折
を
沖
場
と
い
う
｡
沖
場
と
は
､
人
が

登
場
す
る
前
に
登
場
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

つ
ま
-
家
門
に
蹟
-
､
事
賓
上
最
初
の
場
を
沖
場
と
呼
ぶ
と
い
う
の

で
あ
る
｡
こ
こ
に
お
け
る

｢沖
｣
の
字
は
明
ら
か
に
沖
末
と
関
係
を

持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
が
､
時
代
が
遅
れ
る
だ
け
に
､
逆
に
沖
末
に
由

来
す
る
名
稀
で
あ
る
可
能
性
も
な
し
と
は
し
な
い
｡
よ
-
古
い
用
例
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と
し
て
は
､

ま
ず
ト
書
に
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る

｢伸
上
｣
が
あ
る
｡

こ
れ
は
に
わ
か
に
登
場
す
る
こ
と
の
よ
う
で
あ
-
､
｢撞
上
｣
と
表
記

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
｡
こ
の
沖

(現
代
に
お
け
る
と
同
様
､
衝
と
も

完
全
に
通
用
す
る
)
と
撞
は
､
ド
サ
回
-
の
こ
と
を

｢衝
州
撞
府
｣
と

い
う
よ
う
に
､
し
ば
し
ば
同
義
語
と
し
て

T
緒
に
し
て
用
い
ら
れ
る

が
'
こ
こ
で
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
､
『畷
耕
錬
』
巻
二
十
五
院
本
名

目
に
み
え
る

｢衝
撞
引
首
｣
と
い
う

一
数
で
あ
る
｡
こ
れ
は
百
十
種

よ
-
な
る
院
本
の
一
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
が
､
｢引
首
｣
と
い
う
名
か
ら

し
て
何
か
の
前
狂
言
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
｡
更
に

そ
の
内
容
を
検
討
し
て
み
る
と
､
極
め
て
雑
多
で
は
あ
る
が
､
相
聾

の
類
や
武
技
･舞
踏
と
い
っ
た
重
い
も
の
が
多
-
､
前
座
た
る
に
ふ

さ
わ
し
い
も
の
と
い
え
よ
う
｡
ま
た
､
既
に
胡
忌
氏
も
指
摘
し
て
お

'･･;

ら
れ
る
よ
う
に

､

そ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
演
目
の
中

｢慾
郭
郎
｣

A.i

の
如
き
は
､
『
楽
府
薙
銀

』

に

其
引
歌
舞
有
郭
邸
､
髪
禿
善
優
笑
､
凡
戯
場
必
在
俳
兄
之
首
｡

歌
舞
を
導
-
者
に
は
郭
邸
が
い
る
｡
は
げ
頭
で
お
ど
け
が
-

ま
い
｡
劇
場
で
は
常
に
役
者
た
ち
の
車
で
も
最
初
に
出
て
-
る
｡

と
あ
-
､
ま
た
｢調
劉
衰
｣
は
馬
致
遠
の
『
岳
陽
槙
』
薙
劇
第
三
折
に
､

(正
末
愚
鼓
簡
子
上
詞
云
)
-
-
仙
童
拍
手
､
滑
的
弾
､
舞
的

舞
､
劉
衰
嘗
先
'
倣
麻
兄
､
倣
女
兄
-
-

(正
末
､
愚
鼓
と
簡
子
を
も
っ
て
登
場
､
小
う
た
い
に
て
)
-
-

仙
童
は
手
拍
子
た
た
き
､
う
つ
も
の
は
う
ち
､
舞
-
も
の
は
舞

い
､
劉
変
を
先
頭
に
､
男
の
子
と
な
-
､
女
の
子
と
な
-
､
-
-

と
あ
-
､
い
ず
れ
も

一
連
の
演
垂
を
上
演
す
る
に
あ
た
っ
て
､
ま
ず

最
初
に
上
演
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
｡
こ
れ
ら
の
諸
鮎
か
ら

考
え
て
､

｢衝
撞
引
首
｣
と
は
､

院
本
上
演
の
最
初
に
演
じ
ら
れ
た

も
の
の
よ
う
で
あ
-
､
だ
と
す
れ
ば
同
時
に
ま
た
薙
劇
の
前
座
と
し

て
上
演
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
-
｡
そ
の
主
役
が
沖
末
と

呼
ば
れ
る
可
能
性
は
充
分
に
あ
る
｡

先
述
の
如
-
'
沖
末
は
そ
の
性
格
に
お
い
て
二
極
に
大
別
さ
れ
る

わ
け
で
あ
る
が
､
そ
の
中
浄
系
の
も
の
は
､
こ
の

｢衝
撞
引
首
｣
や
､

ま
た
さ
き
に
ふ
れ
た
杜
仁
傑
･高
安
道
の
散
曲
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

前
狂
言
と
関
聯
を
有
す
る
も
の
が
多
い
の
で
は
な
か
ろ
-
か
｡
杜
仁

傑
の

｢在
家
不
識
杓
蘭
｣
で
は
､
前
狂
言
と
お
ぼ
し
き
部
分
で
主
と

⑬

し
て
浮
が
活
躍
し
て
い
る
の
は
文
節
か
ら
見
て
明
ら
か
で
あ
-

､

こ

れ
に
限
ら
ず

一
般
に
院
本
に
あ
っ
て
は
静
が
主
役
を
演
ず
る
の
が
常

7()



で
あ
る
｡
ま
た
こ
の
曲
の
曲
辞
か
ら
推
定
す
る
と
､
前
狂
言
に
先
立

つ
口
上
も
浮
が
捨
普
し
て
い
た
よ
う
で
あ
-
､
そ
の
鮎
か
ら
い
う
と

幹
も
あ
る
意
味
で
は
口
上
役
と
し
て
の
性
格
を
も
有
し
て
い
る
こ
と

と
な
っ
て
､
次
に
の
べ
る
ケ
ー

ス
と
共
通
の
面
を
持
つ
と
見
な
す
こ

と
も
可
能
で
あ
ろ
-
｡

で
は
外
の
系
列
に
属
す
る
沖
末
は
､
い
か
な
る
性
質
を
持
つ
の
で

⑲

あ
ろ
-
か
｡
徐
洞
の

『南
詞
叙
錬

』

に
い
う
､

-
-
北
劇
不
然
｡
生
日
末
泥
､
亦
日
正
夫
｡
外
日
学
老
､
末

日
外
､
浄
日
探
､
亦
日
浮
､
亦
日
邦
老
､
老
旦
日
卜
見
て
外
見

也
､
省
文
作
卜
､
其
他
或
直
種
名
｡

-
-
北
曲
難
劇
で
は
異
な
る
｡
生
を
末
泥
も
し
-
は
正
末
と

い
い
､
外
を
学
老
と
い
い
'
末
を
外
と
い
い
､
浮
を
傑
も
し
-

は
浄
も
し
-
は
邦
老
と
い
い
､
老
且
を
卜
兄

(外
見
で
あ
る
､

字
を
省
略
し
て
卜
と
書
-
)
と
い
い
､
他
は
そ
の
ま
ま
役
名
で

表
記
し
た
-
す
る
｡

こ
こ
で
な
さ
れ
て
い
る
比
定
は
､

｢浄
日
侠
｣

と
い
う
の
を
除
け

ば
い
ず
れ
も
極
め
て
適
切
な
も
の
ば
か
-
で
あ
-
､
自
ら
も
薙
劇
の

作
者
で
あ
っ
た
徐
潤
が
的
確
な
知
識
を
持

っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が

元
難
劇
の
開
場
に
つ
い
て

(小
松
)

わ
せ
る
｡
そ
の
徐
洞
が
こ
こ
で

｢末
日
外
｣
と
い
っ
て
い
る
｡
こ
こ

に
い
う
末
と
は
､
い
う
ま
で
も
な
-
南
曲
の
末
､
つ
ま
-
家
門
を
行

な
-
も
の
の
こ
と
で
あ
る
｡

更
に
､
こ
の
間
題
に
関
し
て
は
孫
糖
第
氏
と
胡
忌
氏
が
詳
し
い
考

㊨

護
を
加
え
て
お
ら
れ
る
.
両
氏
の
意
見
を
ま
と
め
て
述
べ
る
と
､
次

の
よ
-
に
な
る
｡
即
ち
､
外
と
は
引
戯
と
は
ぼ
同
種
の
も
の
で
あ
る
｡

TT,

引
戯
と
は
､
『都
城
紀
勝
』
『
夢
梁
銀

』

に

｢引
戯
色
分
付
｣
と
あ
る

も
の
で
､
あ
た
か
も
大
曲
に
お
け
る
参
軍
色
の
如
-
､
開
珂
･収
珂
･

接
喝
を
轄
脅
し
て
劇
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
は
直
接
閲
輿
せ
ず
､
第
三
者

の
立
場
で
の
み
顔
を
出
す
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
謹
左
と
し
て
胡
忌
氏

⑳

は
ま
ず
､
湯
式
の
散
曲

｢新
建
杓
欄
教
坊
求
賛
｣

の

〔二
然
〕
に
み

え
る

引
戯
毎
叶
富
商
解
薩
儀

引
戯
ら
は
音
調
を
調
え
､
薩
儀
を
舞
え
て
い
る
o

⑳

と
い
-
言
い
方
と
'
『
水
苗
停
』
第
八
十
二
回

の

頭

1
箇
装
外
的
-
･･･維
不
比
持
公
守
正
､
亦
能
耕
律
呂
宮
商
.

は
じ
め
の
一
人
は
外
で
あ
る
｡
-
-
公
正
を
持
す
る
に
は
比

べ
よ
う
も
な
い
と
は
い
え
､
そ
れ
で
も
音
律
を
区
別
す
る
こ
と
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は
で
き
る
O

と
い
う
表
現
が
ほ
と
ん
ど
同

一
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
､
こ
れ
は
外

=
引
戯
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
お
ら

れ
る
o
更
に
､
両
氏
が

T
致
し
て
あ
げ
て
お
ら
れ
る

『
題
橋
記
』
第

四
折
に
お
け
る

｢按
喝
｣
が
外
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事

⑳

賓
が
あ
る
｡
無
論
元
薙
劇
の
中
に
外
と
い
-
脚
色
を
ふ
ら
れ
た
人
物

が
多
-
登
場
す
る
以
上
､
外
は
引
敵
と
は
異
な
-
､
劇
中
に
役
者
と

し
て
登
場
す
る
こ
と
も
あ
-
-
る
存
在
､
つ
ま
-
引
戯
の
元
曲
化
し

た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

し
か
も
そ
う
し
た
開
明
･収
何
と
い
っ
た
も
の
を
塘
曹
す
る
人
物

は
､
営
然
劇
圏
の
座
長
ク
ラ
ス
だ
っ
た
と
み
る
の
が
順
常
で
あ
ろ
う
｡

事
貴
､
周
憲
王
の

『
香
褒
怨
』
『復
落
娼
』
の
両
難
劇
に
お
い
て
は
'

最
後
に
そ
れ
ぞ
れ

｢色
長
断
念
云
｣

｢色
長
念
云
｣
と
し
て
､
色
長

な
る
人
物
が

｢断
｣
の
詩
を
吟
じ
た
後
､
正
且
が
し
め
の
歌
を
唱
う

形
で
全
曲
を
し
め
-
-
っ
て
い
る
｡
こ
こ
で
い
う

｢色
長
｣
と
は
､

役
者
の
長
の
意
で
あ
-
､
こ
の
両
劇
が
役
者
赦
合
を
舞
重
と
し
た
も

の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
登
場
し
て
-
る
わ
け
で
あ
る
が
､
い
ず
れ
も
上

演
に
あ
た
っ
て
は
蜜
際
の
色
長
が
こ
の
役
を
演
じ
た
と
み
て
よ
い
の

⑳

で
は
な
か
ろ
-
か
｡

こ
れ
ら
の
劇
が

｢全
案

(
セ
リ
7
人
)
｣
と
銘

打
ち
な
が
ら
､
色
長
の
白
は

｢
云
了
｣

｢
云
云
了
｣
と
い
-
形
で
演

者
の
自
由
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
､
ま
た
そ
の
登
場
の
仕
方
が

い
か
に
も
唐
突
で
あ
-
､
革
に

｢判
断
｣
を
す
る
だ
け
の
た
め
に
出

て
き
た
か
の
如
-
､
さ
な
が
ら
引
厳
の
如
-
劇
中
世
界
か
ら
遊
離
し

た
存
在
で
あ
る
こ
と
､
い
ず
れ
も
そ
の
傍
讃
た
-
う
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
｡

㊤

こ
う
し
た
事
例
は
､
収
珂
=

断
を
多
-
座
長
に
あ
た
る
人
物
が
塘

常
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
そ
し
て
閲
何
も

ま
た
同

一
人
物
が
塘
常
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
内
府
本
系
諸
本
に
お
い

て
､
沖
末
が
断
を
も
行
な
う
事
例
が
四
十
六
に
の
ぼ
る
と
い
う
事
寛

は
､
こ
の
推
定
に
力
を
か
す
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
断
を
行
な

う
の
は
､
沖
末

の
中
で
も
さ
き
に
述
べ
た
孤
･駕
系
に
ほ
と
ん
ど
限

ら
れ
て
お
-
､

し
か
も
敵
賂
･敵
王
で
は
あ
-
え
な
い
以
上
､
沖
末

で
断
を
行
な
い
う
る
事
例
は
九
十
九
､
つ
ま
-
ほ
ぼ
五
十
パ
ー
セ
ン

ト
の
確
率
で
沖
末

=
断
を
す
る
人
物
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
o

こ

の
よ
う
に
座
長
ク
ラ
ス
が
演
じ
る
と
な
れ
ば
､

｢偉
い
人
｣

が
多
い

の
も
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
-
､
ひ
い
て
は
南
曲
に
お
い
て
外
が
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通
常
年
配
の
人
間
を
演
ず
る
役
と
な
っ
た
の
も
､
こ
こ
に
由
来
す
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

以
上
の
所
説
を
組
合
し
て
い
え
ば
､
沖
末
は
浄
系
と
外
系
の
二
つ

に
大
別
ざ
れ
､
前
者
は
前
狂
言
も
し
-
は
前
狂
言
の
口
上
､
後
者
は

座
長
に
よ
る
前
口
上
と
閲
聯
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る

(し
た
が
っ
て
両
者
は

｢
口
上
役
｣
と
い
-
鮎
で
統

一
し
-
る
か
も

し
れ
な
い
｡
あ
る
い
は
浄

=
座
長
で
あ
る
ケ
ー
ス
も
'
特
に
院
本
が

主
流
を
占
め
て
い
た
初
期
に
お
い
て
は
想
定
し
え
よ
う
)
｡
ま
た
例

外
的
に
正
末
が
沖
末
で
あ
る
ケ
ー
ス
の
中
で
も
､
『
合
汗
彰
』
『老
生

兄
』
の
如
き
は
い
ず
れ
も

一
家
の
長
た
る
老
人
役
で
あ
-
､
外
の
場

合
と
の
近
似
性
を
感
じ
さ
せ
る
｡
更
に
あ
え
て
想
像
を
た
-
ま
し
ゅ

う
す
れ
ば
､
こ
の
両
者
の
間
で
は
浄
系
の
方
が
よ
-
古
形
に
近
い
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
､
薙
劇
の
前
段

階
と
い
う
べ
き
院
本
に
あ
っ
て
は
浮
が
最
も
主
要
な
役
柄
で
あ
っ
た

こ
と
､
薙
劇
の
創
始
者
と
俸
え
ら
れ
る
閑
漠
卿
の
作
と
さ
れ
る
薙
劇

で
沖
天
が
あ
ら
わ
れ
る
も
の
十
種
の
中
､
浮
と
明
記
さ
れ
た
も
の
二

種
､
明
ら
か
に
浮
の
役
割
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
表
記
を
敏

-
も
の
二
種
と
､
か
な
-
高
い
頻
度
で
浄
系
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
､

元
雑
劇
の
開
場
に
つ
い
て

(小
松
)

成
立
年
代
が
比
較
的
遅
れ
る
と
思
わ
れ
る
無
名
氏
作
で
直
接
表
記
を

伴
う
も
の
の
大
半
が

｢沖
末
外
｣
で
あ

っ
て

｢沖
末
浄
｣
は
二
種
に

す
ぎ
な
い
こ
と

(し
か
も
そ
の
中

『貨
郎
旦
』
は
恐
ら
-
元
代
の
作

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
)
､

明
曲
が
家
門
に
は
じ
ま
る
こ
と
､
院
本

に
お
け
る
も
の
で
は
あ
る
が
浮
の
口
上
を
措
寓
し
て
い
る
杜
仁
傑
の

散
曲
が
元
初
の
作
と
思
わ
れ
る
こ
と
な
ど
､
い
ず
れ
も
そ
の
傍
讃
と

な
ろ
う
｡

六

こ
の
よ
-
に
沖
末
と
い
-
名
稀
は
､
難
劇
に
も
前
口
上
･前
狂
言

が
存
在
し
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
し
か

し
こ
こ
に
今

T
つ
重
要
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
.
何
ゆ

え
に
内
府
本
系
以
降
の
テ
キ
ス
ト
に
し
か
沖
末
と
い
う
名
稀
は
あ
ら

わ
れ
な
い
の
か
.
先
述
の
通
-
'
内
府
本
系
譜
本
に
か
-
も
普
遍
的

に
あ
ら
わ
れ
る
こ
の
名
辞
が
､
元
刊
本
･周
憲
王
本
に
は

一
切
出
な

い
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
な
ぜ
か
｡
こ
こ
で
内
府
本
の
性
質
に
つ
い
て

考
察
を
加
え
る
必
要
が
生
じ
て
こ
よ
う
｡
無
論
内
府
本
の
性
格
は
元

就
劇
研
究
上
最
も
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
-
､
こ
の
場
で
論
じ
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つ
-
せ
る
も
の
で
は
な
い
｡

そ
れ
ゆ
え
詳
し
い
考
察
は
次
の
機
合
に

譲
る
と
し
て
､
こ
こ
で
は
沖
末
の
問
題
に
閑
聯
す
る
範
囲
内
で
簡
単

に
ふ
れ
る
こ
と
と
し
た
い
｡

内
府
本
は
､
そ
の
末
尾
に
常
に
穿
開
と
呼
ば
れ
る
役
者
の
扮
装
に

関
す
る
細
か
い
指
示
を
伴
う
｡
こ
れ
は
つ
と
に
孫
糖
第
氏
も
指
摘
し

∵,

て
お
ら
れ
る
よ
う
に
､
資
演
に
密
着
し
た
も
の
で
あ
-
､
こ
の
鮎
か

ら
考
え
て
も
内
府
本
が
寛
演
を
前
提
と
し
た
上
演
用
董
本
で
あ

っ
た

こ
と
は
明
白
と
い
え
よ
う
｡
更
に
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
､
北
曲
薙
劇
を

愛
好
し
た
明
の
宮
中
鐘
政
司
に
保
存
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と

も
､
宮
中
に
お
け
る
資
演
に
供
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
宮
中
上
演
用
の
テ
キ
ス
ト
で
あ

っ
た

と
い
う
こ
と
は
､
元
薙
劇
の
場
合
特
に
重
要
な
意
味
を
持

つ
よ
う
に

思
わ
れ
る
｡
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
'
元
薙
劇
と
は
本
質
的
に
プ

リ
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の

一
面
を
有
す
る
｡
テ
キ
ス
ト
間
に
見
ら
れ
る

お
び
た
だ
し
い
数
の
異
同
は
､
そ
の
あ
ら
わ
れ
と
い
え
よ
う
｡
特
に

白
の
部
分
な
ど
は
､
役
者
の
ア
ド
リ
ブ
に
委
ね
ら
れ
る
部
分
も
多
か

っ
た
に
違
い
な
い
｡
し
か
る
に
､
ミ
ス
の
許
さ
れ
な
い
宮
中
で
の
上

演
に
あ
た
っ
て
は
､

一
定
の
刈
-
込
み
･整
理
を
施
し
､

自
を
も
固

定
さ
せ
た
テ
キ
ス
ト
が
必
要
と
な
っ
て
こ
よ
-
｡
古
来
演
劇
が
政
治

説
刺
の
手
段
と
し
て
､
宮
中
に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
か

ら
考
え
る
と
'
厳
格
な
言
論
統
制
の
し
か
れ
た
明
代
に
あ

っ
て
は
､

検
閲
の
た
め
に
も
こ
う
し
た
固
定
テ
キ
ス
ト
の
出
現
が
要
請
さ
れ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
が
内
府
本
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
普
然
そ

こ
で
は
､
上
演
に
適
す
る
よ
う
に
､
原
本
に
は
無
か
っ
た
部
分
を
附

加
し
た
-
､
原
本
の

一
部
を
カ
ッ
ト
し
た
-
と
い
っ
た
作
業
が
施
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
｡
例
え
ば
内
府
本
で
は
､
本
来
套
数
を
し
め
-
-

る
た
め
に
末
尾
に
添
え
ら
れ
る
べ
き

｢尾
聾
｣
の
類
が
多
-
鉄
け
て

お
-
､

『
元
曲
選
』

で
は
そ
れ
を
減
育
叔
の
作
と
お
ぼ
し
き
曲
で
補

っ
て
い
る
わ
け
だ
が
'
こ
れ
も
内
府
本
段
階
で
結
末
部
を
切
-
落
し

た
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
そ
し
て
幕
切
と
並
ん
で

最
も
多
-
手
を
入
れ
ら
れ
る
の
は
開
場
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
こ
と
は
'
啓
テ
キ
ス
ト
と
内
府
本
を
比
べ
れ
ば
明
ら
か
と
な

る
は
ず
で
は
あ
る
が
､
残
念
な
が
ら
元
刊
本
は
も
と
も
と
ト
書
と
白

が
少
な
い
う
え
に
､
冒
頭
部
分
に
駕
が
登
場
す
る
も
の
が
多
-
､
比

較
の
封
象
と
し
て
有
数
で
あ
る
と
は
言
い
難

い
｡
し
か
し
幸

い
に
も

周
憲
王
の
薙
劇
に
､
周
清
原
刻
本
と
避
埼
美
抄
内
府
本
と
推
定
さ
れ
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る
テ
キ
ス
ト
の
撃
方
を
併
せ
持

つ
も
の
が
二
種
現
存
す
る
｡
『
佼
義

疎
財
』
と

『
八
仙
慶
寿
』
で
あ
る
｡
前
者
の
超
本
は
穿
開
を
伴
う
鮎

か
ら
見
て
明
ら
か
に
内
府
本
で
あ
-
､
後
者
は
明
讃
こ
そ
な
い
も
の

の
､
形
式
上
内
府
本
に
近
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ
の
二
作

⑳

以
外
の
周
憲
王
の
難
劇
は
､
子
中
穀
本
･古
名
家
本

･息
磯
子
本
も
含

め
て
す
べ
て
周
藩
原
刻
本
に
基
-
も
の
と
お
ぼ
し
-
､
文
字
の
異
同

も
ご
-
わ
ず
か
し
か
な
い
の
に
対
し
､
題
本
中
こ
の
二
作
の
み
､
周

藩
本
と
は
全
-
異
な
る
の
で
あ
る
｡
即
ち
､
撃
方
と
も
周
藩
本
に
は

出
て
こ
な
い

｢沖
末
｣
の
名
稀
が
あ
ら
わ
れ
､
し
か
も
前
者
に
お
い

て
は
沖
末

(宋
江
)
が
主
宰
す
る
原
本
に
は
な
い
場
が
附
け
加
え
ら

れ
て
お
-
､
後
者
に
あ

っ
て
は
開
場
の
場
こ
そ
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
も

の
の
､
沖
末
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
の
は
女
役

へ金
母
)
で
あ
る
｡
更

に
牧
場
に
お
け
る
差
異
に
は
よ
-
顕
著
な
も
の
が
あ
る
｡
前
者
に
お

⑲

い
て
は
原
本
の
第
四
折
･第
五
折
に
あ
た
る
部
分

が

す
べ
て
け
ず
-

と
ら
れ
､
か
わ
っ
て
新
し
い
第
四
折
が
お
か
れ
､
更
に
原
本
に
は
な

か
っ
た

｢断
｣
が
加
え
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
後
者
に
あ
っ
て
は
､
最

後
の
教
曲
が
け
ず
ら
れ
て
､
か
わ
-
に

｢断
｣
が
加
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
｡
し
か
も
両
者
と
も
沖
末
と

｢断
｣
を
塘
営
す
る
人
物
と

元
薙
劇
の
開
場
に
つ
い
て

(小
松
)

は
同

一
人
物
で
あ
る
｡
そ
し
て
周
藩
原
刻
本
が
そ
の
成
立
の
事
情
か

⑳

ら
見
て
最
も
忠
茸
に
作
者
の
意
圏
を
鮭
現
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
､

こ
れ
ら
は
内
府
本
段
階
で
意
圏
的
に
加
え
ら
れ
た
改
襲
で
あ
る
に
相

違
な
い
｡

こ
れ
は
内
府
本
の
改
作
パ
タ
ー
ン
を
典
型
的
に
示
す
も
の
で
は
な

か
ろ
-
か
｡
内
府
本
が
宮
中
で
の
上
演
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る

以
上
､
常
然
飴
分
な
部
分
や
危
険
思
想
を
含
む
部
分

(右
の

『枚
義

疎
財
』
第
四
･五
折
は
､
方
臓
の
坂
乳
を
扱

っ
て
い
る
)
は
す
べ
て
カ

ッ
ト
ざ
れ
'
ア
ド
リ
ブ
に
任
ぜ
ら
れ
る
べ
き
部
分
も

一
鷹
埋
め
ら
れ

る
｡
こ
の
こ
と
は
､
元
刊
本
や
周
憲
王
本
と
比
較
す
れ
ば
､
明
ら
か

で
あ
ろ
-
｡
周
憲
王
本
は
'
｢全
案
｣
と
い
う
う
た
い
文
句
を
伴
-

鮎
か
ら
み
て
も
､
お
そ
ら
-
は

T
鷹
讃
ま
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て

出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
-
し
､
元
刊
本
は
通
常
い
わ
れ
る
と
こ
ろ

で
は
観
劇
用
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
-
､
こ
こ
か
ら
そ
の
都
度
賓
際
に
鷹

じ
て
カ
ッ
ト
が
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
に

対
し
て
内
府
本
は
､
そ
っ
-
-
そ
の
ま
ま
上
演
し
-
る
ま
で
に
固
定

し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
｡
そ
-
し
た
上
演
用
の
術
語
と
し
て
｢沖
末
｣

と
い
う
言
葉
が
､
あ
た
か
も
他
の
テ
キ
ス
ト
に
は
な
い
穿
開
が
内
府
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十
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筋

本
に
は
存
在
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
入
っ
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
｡
そ
し
て
こ
の
言
葉
は
そ
う
し
た
技
術
的
な
も
の
で
あ

っ
た
が
ゆ

え
に
､
読
者
も
し
-
は
観
客
を
対
象
と
し
た
テ
キ
ス
ト
に
は
あ
ら
わ

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
し
か
る
に
内
府
本
系
に
由
来
す
る
テ
キ

ス
ト
､
特
に

『
元
曲
選
』
が
､
賓
演
に
は
既
に
-
と
-
な

っ
て
い
た

明
末
の
人

々
に
よ
-
沖
未
の
名
を
残
し
た
ま
ま
で
出
版
さ
れ
､
流
布

し
た
結
果
､
あ
た
か
も
通
常
の
脚
色
の
如
-
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
､
沖
末
が
内
府
本

系
テ
キ
ス
ト
以
降
に
し
か
あ
ら
わ
れ
な
い
こ
と
や
極
め
て
特
殊
な
性

格
を
持

つ
こ
と
が
､
す
べ
て
説
明
し
う
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
｡

以
上
､
沖
末
と
い
う
名
稀
を

一
つ
の
手
が
か
-
と
し
て
､
可
能
な

か
ぎ
-
元
就
劇
の
開
場
方
式
の
復
元
を
試
み
て
き
た
｡
資
料
の
乏
し

き
ゆ
え
に
､
状
況
謹
撰
に
よ
る
推
定
ば
か
-
が
多
-
､
確
固
た
る
論

詔
は
で
き
な
か
っ
た
が
､
多
少
な
-
と
も
常
時
の
劇
場
の
情
景
に
迫

り
え
た
も
の
と
思
う
｡
今
後
､
本
論
文
中
で
簡
単
に
ふ
れ
た
の
み
で

置
き
捨
て
て
き
た
多
-
の
問
題
-

常
時
の
舞
墓
模
式
､
内
府
本
の

性
格
等
-

を
､
現
地
調
査
や
新
出
資
料
の
検
討
を
も
ま
じ
え
つ
つ
､

で
き
る
か
ぎ
-
解
決
し
て
い
-
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡

〔注
〕

④

『
太
和
正
音

譜
』
の
作
家
批
評
は
'
例
え
ば

｢馬
東
範
の
詞
は
朝
陽

鳴
鳳
の
如
し
｣

と
い
っ
た
具
合
に
'
抽
象
的
に
四
字
句
で
曲
辞
の
詩
的

評
慨
を
下
す
手
法
を
用
い
て
い
る
｡
そ
の
許
債
の
基
準
は
あ
-
ま
で
も

曲
辞
の
古
典
的
見
地
か
ら
し
た
評
償
の
み
に
あ
-
'
そ
れ
ゆ
え
本
色

涯
諸
家
の
許
債
は
お
し
な
べ
て
低
-
'
関
漠
卿
の
如
き
大
家
で
す
ら
､

｢
そ
の
詞
語
を
観
る
に
'
乃
ち
上
に
す
可
-
下
に
す
可
き
の
才
な
り
｡

た
か

蓋
し
取
-
し
ゆ
え
ん
の
者
は
'
初
め
て
雅
劇
の
始
め
を
な
す
｡
卓

-
す

る
に
前
列
を
以
て
す
｣
と
い
う
程
度
の
評
憤
し
か
輿
え
ら
れ
て
は
い
な

い
の
で
あ
る
｡

④

元
代
の
刊
本
を
三
十
種
集
め
た
も
の
｡
元
代
後
期
に
出
版
さ
れ
た
観

劇
用
テ
キ
ス
ト
と
推
定
さ
れ
'
白
や
ト
書
は
ご
-
わ
ず
か
か
も
し
-
は

皆
無
で
あ
る
o
ば
ら
ば
ら
に
出
版
さ
れ
た
も
の
を
後
代
に
な
っ
て
編
集

し
な
お
し
た
も
の
で
あ
る
｡
李
開
先
啓
蕨
｡
詳
し
-
は
岩
城
秀
夫
｢
元
刊

古
今
妊
劇
三
十
種
の
流
俸
｣
(『中
国
戯
曲
演
劇
研
究
』
創
文
社

1
九
七

③

い
ず
れ
も
周
憲
王
先
着
願

(1
-
聖

の
雄
劇
を
そ
の
内
容
と
す
る

(た
だ
し

『
雅
劇
十
段
釦
』
所
収
の
『
題
橋
記
』
は
無
名
氏
､
『
苦
海
回

頭
』
は
陳
折
の
作
)O
周
滞
原
刻
本
は
周
憲
王
自
ら
が
宣
徳

･
正
統
年

間

(授
年
で
あ
る
正

統
四
年
以
前
)
に
刻
し
た
も
の
.
｢全
案
｣
即
ち
白

を
す
べ
て
収
め
る
が
'
折
の
匝
分
は
ま
だ
な
い
｡
『
雑
劇
十
段
錦
』
は

嘉
靖
三
十
七
年

(-e
)
の
刊
本
O
周
藩
原
刻
本
と
は
細
部
に
異
同
あ
る
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も
ほ
ぼ
同
じ
.
や
は
-
折
の
匝
分
は
な
し
｡
亡妻
摩
他
室
曲
叢
』
は
民
国

に
呉
梅
が
自
蔵
の
周
藩
原
刻
本
を
刻
し
た
も
の
｡
こ
こ
で
は
現
在
目
陪

し
う
る
京
大
蔵
の
三
種

(『
周
憲
王
楽
府
三
種
』
京
都
大
学
善
本
叢
書

l
'
同
朋
舎

1
九
八
l
)
の
み
原
刻
本
に
よ
-
'
他
は

『
著
摩
他
室
曲

叢
』
本
で
補
う
こ
と
と
す
る
｡

④

子
中
教
本
は
'
干
慣
行
(
1
-
i
)
所
蔵
の
諸
本
を
蓮
埼
美
(
1
-
Sj3)

が
抄
寓
し
た
も
の
O
来
歴
不
明
な
る
も
'
宮
中
よ
-
抄
寓
し
た
も

の
を

も
含
む
と
思
わ
れ
る
｡
内
容
的
に
は
明
ら
か
に
上
演
用
量
本
の
も
の
も

あ
る

一
方
で
'
周
憲
王
の
雅
劇
は
多
-
序
を
も
伴
い
'
異
同
も
ほ
と
ん

ど
な
-
､
原
刻
本
に
基
-
か
と
思
わ
れ
る
｡
折
の
区
分
は
な
-
､
そ
の

意
味
で
内
府
本
に
先
行
す
る
か
と
も
思
わ
れ
る
が
'
内
容
的
に
は
異
同

少
な
-
'
内
府
本
系
に
展
せ
し
め
て
も
は
ぼ
大
過
な
い
と
い
え
よ
う
｡

こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
孫
楢
第

『
也
是
園
古
今
薙
劇
考
』

一
九
五
三
年

改
版
本

一
四
九
頁
以
下
及
び
岩
城
秀
夫

｢
元
楚
劇
の
構
成
に
関
す
る
基

礎
概
念
の
再
検
討
｣
(前
掲
書
五
二
入
貢
以
下
)
参
照
の
こ
と
｡

⑨

内
府
本
は
宮
中
鐘
鼓
司

(～
)
の
戎
本
を
趨
埼
美
が
寓
暦
四
十
～
四

十
五
年
に
抄
寓
し
た
も
の
｡
宮
中
に
お
け
る
上
演
用
テ
キ
ス
ト
で
あ
-
'

多
-
穿
開

(衣
裳
の
詳
細
を
記
し
た
も
の
)
を
伴
う
｡
避
埼
美
抄
本
中
'

来
歴
を
記
さ
ぬ
も
の
も
多
-
は
内
府
本
に
基
-
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
古

名
家
本
は
寓
暦
十
六
･十
七
年
新
安
徐
氏
の
刊
'
陳
輿
郊
の
編
｡
息
磯

子
本
は
寓
暦
二
十
六
年
'
陽
春
奏
は
寓
暦
三
十
七
年
の
刊
本
｡
蔽
曲
資

本
は
寓
暦
年
間
の
刊
本
'
王
鹸
徳
の
編
O
鮭
志
欝
本
は
寓
暦
年
間
金
陵

の
陳
氏
刊
｡
こ
れ
ら
諸
本
間
の
異
同
は
微
少
で
あ
-
'
ま
た
内
府
本
と

元
薙
劇
の
開
場
に
つ
い
て

(小
松
)

も
ほ
ぼ
同
じ
-
'
同
系
統
に
厨
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

⑨

『
元
曲
選
』

は
寓
暦
四
十
三
･四
年
の
刊
本
｡
校
訂
老
戚
晋
叔
の
手

に
よ
-
随
所
に
改
準
が
加
え
ら
れ
て
は
い
る
が
'
基
-
と
こ
ろ
は
や
は

-
内
府
本
と
さ
れ
る

(孫
樺
第
前
掲
書
同
部
分
)
｡
『
柳
枝
集
』
『
酎
江

集
』
は
崇
砥
年
間
の
刊
本
.
孟
稗
舜
の
校
訂
に
な
る
｡
『
元
曲
選
』
に

基
-
も
の
と
さ
れ
'
事
賓
そ
う
し
た
部
分
が
大
牢
を
占
め
る
が
'
往
々

に
し
て
内
府
本
系
譜
本
に
基
-
批
判
的
校
訂
が
加
え
ら
れ
て
い
る
｡
今

後
よ
-
詳
し
い
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡

⑦

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
吉
川
幸
次
郎
『
元
雄
劇
研
究
』
下
篇
｢
元
雑
劇

の
文
学
L
第

l
章
元
薙
劇
の
構
成
把
(全
集
第
十
四
巻
二
二
六
頁
)
参
照
O

⑧

こ
の
区
分
は
河
竹
登
志
夫

『
演
劇
概
論
』

(東
京
大
学
出
版
合

一
九

七
八
)
十
九
頁
に
よ
る
｡

⑨

エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
浜
劇
の
舞
重
に
つ
い
て
は
､菅
泰
男
『
S
h
a
k
esp
eare

の
劇
場
と
舞
墓
jj
(あ
ぼ
ろ
ん
祉

1
九
六
三
)
参
照
｡

⑲

青
木
正
鬼

『
支
那
近
世
戯
曲
史
』
第
十
五
章

｢
劇
場
の
構
造
及
び
南

戯
の
脚
色
｣
(全
集
第
三
巷
四
六

一
貫
以
下
)
｡
そ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い

る
園
を
次
に
梼
載
し
て
お
-

(七
八
貢
が

一
般
的
な
略
固
'
七
九
貢
下

が
廟
に
設
け
ら
れ
た
戯
墓
の
賓
例
)
｡
ま
た
参
考
ま
で
に
'
こ
の
プ
ラ

ン
の
賓
例
と
し
て
蘇
州
全
音
合
館
の
戯
墓
の
寓
県
を
附
し
て
お
-
O

⑪

『
太
平
楽
府
』
九
､
〔般
渉
調
雲
霞
兄
〕｡

㊥

『
宋
代
詞
集
』
(平
凡
社
中
国
古
典
文
学
大
系
二
〇
)二
四
二
頁
以
下
｡

⑭

『
戯
曲
研
究
』
十

1
(文
化
塾
術
出
版
社

1
九

八
四
)
所
収
｡
八
十

貢
上
下
に
そ
れ
ぞ
れ
側
壁
を
伴
わ
な
い
も
の
と
伴
う
も
の
の
例
を

一
種

77
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元
牡
劇
の
開
場
に
つ
い
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(小
松
)

蘇州全音合館 (現演劇博物館) (著者撮影)
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ず
つ
挙
げ
て
お
-
0

⑭

次
に

『
金
瓶
梅
詞
話
』
第
六
十
三
回
の
括
墓
を
例
と
し
て
掲
げ
て
お

-
o
上
演
さ
れ
て
い
る
の
は
楊
柔
勝
作
の
南
曲

『
玉
輩
記
』
｡

お
い
て
､
元
妊
劇
の
折
と
共
通
し
た

一
面
を

有

す

る

｡

た

だ

し

､

難

劇

の
折
が
套
数
と
い
う

1
つ
の
単
位
に
基
い
て

形

成

さ

れ

て

い

る

に

比

L

t

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
場
合
は
ほ
と
ん
ど
何

の

根

嬢

も

な

-

'

全

-

機

械

⑯ ㊥
的
に
切
ら
れ
て
い
る
と
い
う

鮎

が

大

き

な

差

と

い

え

よ

う

｡

孫
糖
第

｢
近
世
戯
曲
的
唱

浜

形

式

出

自

塊

偶

戯

影

戯

考

｣

(『槍
洲
集
』
巻
三
((上
筋

二

九

l
貢

以

下

)二

九

六

五

)

で

は
こ
れ
を
侃
偏
戯

(人
形

芝

居

)
･
影

戯

(
影

給

芝

居

)

の

影

響
に
よ
る
と
す
る
｡

エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
以

前

の

イ

ギ

リ

ス

演

劇

に

あ

っ

て

は

よ

-

は
っ
き
-
と
し
た

劇

外

世

界

へ

の

呼

び

か

け

と

い

う

形

が

と

ら
れ
て
い
た
が
'
エ

リ

ザ
ベ
ス

朝

に

入

る

と

プ

ロ

ロ

ー

グ

･

エ
ピ
ロ
ー
グ
を
除
い
て
'
そ
れ
ほ
ど
露
骨
な
形
は
と
ら
れ
な

-
な
る
｡
し
か
し
や
は
-
三
方
に
存
在
す
る
観
客
は
'
傍
白

･織
目
の
封
象
で
あ
-
つ
づ
け
た
で
あ
ろ
-
O

こ
の
間
の
変

遷
に
つ
い
て
は
ア
ン
･バ
ー
ト
ン
の

『
イ
リ
ユ
ー
ジ
ョ
ソ
の

力
』
(
一
九
六
二
年
チ
ャ
-
1
･
ア
ソ
ド
･ウ
ィ
ソ
ダ
ス
､
日
本

語
評
は

一
九
八

一
年
朝
日
出
版
社
よ
-
青
山
誠
子
評
)
に
詳

し
い
言
及
が
あ
る
｡

81

⑯

岩
城
秀
夫

｢
元
雑
劇
の
構
成
に
関
す
る
基
礎
概
念
の
再
検
討
｣

(前

掲
書
四
八
二
頁
以
下
)

一
㌧
は
し
が
き
及
び
三
､
折
の
性
格

参
照
｡

㊥

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
｡
A
c
t
｡
も
通
常
幕
と
詳
さ
れ
る
が
'

一
つ
の

｢
幕
｣
が
多
-
の
場
面
か
ら
な
る
鮎
'
後
代
に
な
っ
て
か
ら
'
ホ
ラ
テ

ィ
ゥ
ス
の
悲
劇
論
の
影
響
に
よ
-
機
械
的
に
五
つ
に
区
切
ら
れ
た
鮎
に

元
難
劇
の
開
場
に
つ
い
て

(小
松
)

孫
糖
第

『
也
是
園
古
今
薙
劇
考
』
二
二
二
頁
以
下
'
胡
忌

｢
談
薙
劇

的
牧
場
-

読
也
是
園
古
今
雅
劇
考
札
記
-

｣
(『
文
学
道
産
塔
刊
』

一
九
五
五
)
､
同

『
宋
金
雅
劇
考
』
(
l
九
五
七
)

一
三

l
頁
は
い
ず
れ

も

『
題
橋
記
』
薙
劇
を
根
操
に

｢
打
散
｣
と
い
う
牧
場
の
場
の
存
在
を

主
張
す
る
｡
無
論
傾
聴
す
べ
き
意
見
で
は
あ
る
が
'
こ
れ
を
す
べ
て
に



中
開
文
畢
報

第
三
十
八
珊

適
用
し
う
る
か
否
か
は
定
か
で
は
な
い
｡

⑳

『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
『
ジ
ュ
リ
ア
ス
･
シ
ー
ザ

ー
』
の
始
ま
-
方
な
ど
へ

そ
の
典
型
的
な
例
と
い
え
よ
う
｡

㊧

グ
ラ
ン
ド
･オ
ペ
ラ
の
第

1
弟
は
'
遅
れ
て
-
る
観
客
を
待
つ
た
め

に
極
め
て
附
随
的
な
場
が
お
か
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
｡
ワ
グ
ナ
ー
が

こ
の
習
慣
を
無
税
し
て
第

1
幕
に
バ
レ
ー
を
入
れ
た
た
め
､
『
タ
ソ
ホ

イ
ザ
-
』
の
パ
リ
初
演
が
猛
烈
な
妨
害
を
受
け
て
失
敗
し
た
こ
と
は
よ

-
知
ら
れ
て
い
る
｡

㊧

｢
時
和
｣
な
る
人
物
に
よ
る
｡
皇
帝
･皇
后
の
徳
を
た
た
え
る
も
の

で
あ
る
｡

㊨

『
南
詞
銀
線
』
開
場
｡

㊧

『
太
平
楽
府
』
九
所
収
｡
〔般
渉
調
要
夜
兄
〕
O

㊧

｢
子
｣
は
も
と

｢
了
｣
に
つ
-
る
｡

㊨

｢
付
｣
は
も
と

｢
村
｣
に
つ
-
る
｡

㊥

『
太
平
禦
府
』
は

｢
他
｣
と

｢
是
｣
の
間
に

○
あ
-
｡
『
薙
配
架
府
』

は

｢
待
｣
字
を
補
う
も
'
意
味
上
通
じ
に
-
い
｡

㊨

『
太
平
禁
府
』
は
こ
の
句
を

｢
無
差
錯
｣
の
み
に
つ
-
る
も
'
田
中

謙
二
博
士
が
前
掲
書
で
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
'
こ
こ
は
七
字
句

の
位
置
で
あ
-
'
少
な
-
と
も
四
字
は
脱
落
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で

あ
ろ
う
｡

㊨

『
敷
演
劉
安
和
』
は
曹
棟
亭
本

『
録
鬼
薄
』
に

『
黒
旋
風
敷
浜
劉
安

和
』
､
『
太
和
正
音
譜
』
に

『
救
済
劉
安
和
』
と
し
て
著
錬
さ
れ
て
い
る
'

高
文
秀
作
の
難
劇
で
あ
ろ
う
｡
劉
安
和
は
金
代
に
薯
在
し
た
名
健
の
名

で
あ
-
'
黒
旋
風
李
達
が
そ
の
物
虞
似
を
す
る
話
だ
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
｡

『
調
風
月
』

は
踊
漠
卿
に
同
名
の
作
が
元
刊
本
の
み
現
存
す

る
が
､
〔二
無
〕
〔
一
無
〕
に
い
う
内
容
-

老
人

(張
大
公
)
が
若
い

娘
に
懸
想
し
て
沖
の
扮
す
る
番
頭

(小
二
苛
)
に
と
-
も
ち
を
さ
せ
よ

ぅ
と
す
る
が
'
失
敗
す
る
-

が
そ
れ
と
は
全
-
異
な
-
'
別
の
院
本

で
あ
る
ら
し
い
｡

こ
の
続
き
に
は

｢
按
喝
｣

(演
技
の
途
中
で
行
な
う
口
上
'
後
出
)

の
例
も
見
え
る
｡
ま
た
'
こ
こ
で
行
な
わ
れ
る
演
垂
が
何
で
あ
る
か
も

議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
t

l
人
で

｢
説
了
閑
話
又
唱
'
唱
了
又
説
｣､

つ
ま
-
｢前
置
き
を
お
え
る
と
唱
い
出
し
'
唱
い
お
え
る
と
ま
た
語
-
｣

と
あ
-
'

ま
た
内
容
的
に
も

『
諌
章
城
壁
漸
程
蘇
卿
』
'

つ
ま
-

『
販

茶
舶
』
と
い
う

1
つ
の
物
語
を
追
っ
て
い
る
鮎
か
ら
み

て
'
諸
官
調
乃

至
は
そ
れ
に
類
す
る
曲
薮
可と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

『
都
城
紀
勝
』
瓦
舎
衆
使
｡

『
夢
架
線
』
巷
二
十
妓
契
｡
引
用
は

『
都
城
紀
勝
』
に
基
-
｡
『
夢

梁
錬
』
と
は
細
部
に
異
同
あ
る
も
ほ
ぼ
同
じ
｡

こ
の
鮎
に
関
し
て
胡
忌
氏
は
'
そ
の
理
由
と
し
て
'

〔四
繁
〕
で
院

本
が
お
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
こ
と

(｢
世
才
紅
粉
高
槙
酒
｣

と

い
う
院
本
の
お
わ
-
に
用
い
ら
れ
る
句
が
出
る
鮎
か
ら
言
わ
れ
る
の
で

あ
ろ
う
)
､
〔三
無
]
で
出
る

｢
装
日
こ

が
院
本
に
は
あ
ま
-
出
ず
'
薙

劇
に
は
普
遍
的
に
あ
ら
わ
れ
る
脚
色
で
あ
る
こ
と
'
｢
顧
逮
舞
態
､
宛

極
歌
喉
｣
と
い
う
句
が
院
本
と
は
合
わ
ぬ
こ
と
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
｡

な
お

｢
嘆
淡
行
院
｣
は

『
太
平
実
府
』
九
所
収
､
〔般
渉
調
哨
逓
〕O

82



@

そ
の
前
狂
言
も
更
に
プ
ロ
ロ
ー
グ
を
伴
う
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
こ
と
は
'

｢
在
家
不
識
杓
閲
｣
の
曲
文
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
-
'
両
者
は
前
口
上

の
存
在
と
い
う
鮎
で
統

一
し
て
考
え
る
こ
と
も
可
能
な
問
題
で
あ
る
と

い
え
よ
う
｡

㊧

『
閲
情
偶
奇
』
竜
三

格
局
第
六

家
門
｡

@

近
年
新
し
い
見
解
が
出
つ
つ
あ
る
｡
特
に
楊
鶴
年
氏
の

｢
元
就
劇
人

物
的
出
場
和
沖
末
-

元
薙
劇
塾
術
形
式
初
探
｣
(『
中
華
文
史
論
叢
』

八

一
-
二
)
は
'
や
や
不
完
全
な
部
分
も
目
立
つ
と
は
い
え
'
後
述
の

板
接
に
よ
-
沖
末
を
脚
色
で
は
な
い
と
し
た
鮎
で
'
極
め
て
重
要
で
あ

る
と
い
え
よ
う
.

ま
た

『
中
国
戯
曲
曲
褒
詞
典
』
(上
海
辞
書
出
版
社

一
九
八

一
)
も
同
じ
理
由
で
沖
末
を
脚
色
で
は
な
い
と
し
て
い
る
｡

㊨

『
曲
律
』
巻
三

論
部
色
第
三
十
七
｡

@

一
般
的
に
は
扮
し
て
い
る
人
物
の
名
で
'
孤

(役
人
)
李
老
(老
人
)

卜
兄

(老
婆
)
邦
老

(悪
人
)
と
い
っ
た
脚
色
に
準
ず
る
名
が
重
ね
て

ふ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
そ
ち
ら
の
名
柄
で
､
浄
･正
末
な
ど
が
重
ね
て

ふ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
も
そ
ち
ら
の
名
稀
で
記
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
｡

㊥

内
府
本
系
に
あ

っ
て
は
唯

l
顧
曲
斎
本
の

『
柳
毅
俸
書
』
の
み
二
度

｢
沖
末
云
｣
と
い
-
言
い
方
が
あ
る
｡
し
か
し
こ
の
曲
に
は
例
外
的
要

素
が
多
-
'
沖
末
=
柳
毅
は
最
初
に
出
て
-
る
存
在
で
は
な
い
上
に
'

次
に
あ
ら
わ
れ
る

と
き
に
は

｢
末
扮
柳
毅
上
｣
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
｡

⑲

他
に
閥
漠
卿
の

『
西
萄
夢
』
が
あ
る
が
'
白
｡
ト
音
を
全
-
含
ま
な

い
元
刊
本
の
み
し
か
存
在
し
な
い
た
め
'
こ
こ
で
は
検
討
の
封
象
か
ら

外
す
こ
と
と
す
る
｡

元
難
劇
の
開
場
に
つ
い
て

(小
松
)

㊨㊨㊨㊨㊨㊨㊨㊨

他
に

『
竹
培
聴
琴
』
顧
曲
資
本
･古
名
家
本
に

｢
沖
正
旦
｣
と
い
う

言
い
方
あ
-
｡
ま
た
'

注
㊥
で
あ
げ
た

『
柳
毅
博
書
』
'

及
び
元
曲
選

本
と
ト
書
な
し
の
元
刊
本
の
み
し
か
存
在
せ
ず
'
し
か
も
元
曲
選
本
に

あ

っ
て
は
辞
の
あ
と
で
沖
末
が
出
現
L
t
し
か
も
歌
を
唱
う

(正
末
の

扮
浜
か
)
と
い
う
極
め
て
例
外
的
な

『
趨
氏
孤
兄
』
は
封
象
か
ら
除
-
0

ま
た
内
府
本
系
テ
キ
ス
ト
と
元
曲
選
本
系
テ
キ
ス
ト
が
併
存
L
t
後
者

の
み
に
沖
末
の
名
が
見
え
る
も
の
は
す
べ
て
省
-
｡

内
府
本
O
元
曲
選
本
で
は
単
に

｢
沖
末
扮
劉
季
展
｣
と
あ
る
の
み
で

あ
る
｡

田
中
謙
二

｢
院
本
考
｣
(『
日
本
中
国
学
合
報
』
二
十
)
0

こ
の
禁
令
は

『
大
明
律
』

巻
二
十
六

刑
律
九

薙
犯
'

顧
起
元

『
客
座
賛
語
』
巻
十
図
初
構
文
に
見
え
る
｡
駕
頭
薙
劇
と
は

｢
篤
｣
'

つ
ま
-
帝
王
の
登
場
す
る
劇
の
こ
と
｡
詳
し
-
は
岩
城
秀
夫

｢
明
の
宮

廷
と
演
劇
｣
(前
掲
書
六
〇
六
頁
)
及
び
金
文
京
前
掲
論
文
参
照
｡

『
聞
情
偶
杏
』
巻
三

格
局
第
六

沖
場
｡

胡
忌
前
掲
書
二
四
二
頁
以
下
｡

段
安
節

『
楽
府
姓
錬
』
侃
備
子
｡

｢
社
家
不
識
杓
聞
｣
に
み
え
る

｢
央
人
貨
｣

(

本
論
文
六
三
頁
)
が

浮
で
あ
る
こ
と
は
'
そ
の
服
装

･
隈
取
か
ら
明

ら

か
で
あ
る
｡

『
南
詞
叙
錬
』
｢末
｣.

注
㊥
に
あ
げ
た
諸
論
文
｡

注
㊧
㊥
で
あ
げ
た
部
分
の
綬
き
｡

こ
こ
で
は

『
全
元
散
曲
』

一
四
九
四
頁
の
曲
文
に
よ
る
｡

〔般
捗
調
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第
三
十
八
潮

哨
遍
〕｡

㊥

こ
の
部
分
は
容
興
堂
本
に
は
あ
る
が
､
揚
定
見
本
に
は
見
え
な
い
｡

㊥

注
㊨
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
､
｢
按
喝
｣

と
は
劇
の
途
中
で
入
る
口
上

の
こ
と
o
『
題
橋
記
』
干
小
者
本
の
第
四
折
該
常
部
分

(折
立
て
は
な

し
)

〔闘
鶴
鶏
〕

の
途
中
で

｢
外
｣
が
で
て
き
て
正
末
を
激
励
す
る
口

上
を
述
べ
'
末
が

｢
拝
起
｣
し
て
績
き
を
唱
っ
て
お
-
'
ま
た
牧
場
で

も
再
び
外
が
劇
中
世
界
と
は
無
関
係
の
者
と
し
て
登
場
す
る
｡
両
氏
は

こ
れ
を

｢
引
戯
｣
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
し
て
お
ら
れ
る
｡

㊤

こ
の
瓢
に
つ
い
て
は
'
注
㊥
に
あ
げ
た
朗
忌
｢談
薙
劇
的
牧
場
-
-
｣

に
す
で
に
指
摘
が
あ
る
｡

㊥

注
⑯
に
い
う
よ
う
に
'
収
珂

-
断
と
は
見
な
い
見
解
も
あ
る
｡

㊥

孫
糖
第

『
也
是
園
古
今
難
劇

考
』
八
五
頁
以
下
｡

㊥

孫
糖
第
氏
は

『
也
是
園
古
今
雑
劇
考
』

〓

入
貢
以
下
で
'
周
憲
王

の

｢
新
安
徐
氏
｣
刊
本
は

｢
古
名
家
本
｣
で
は
な
い
と
し
て
お
ら
れ
る

が
'
同

一
人
物
の
刊
本
で
も
あ
-
'
候
に
こ
う
表
記
し
て
お
-
｡

㊥

『
佼
義
疎
財
』
に
は
周
藩
原
刻
本

(『奪
摩
他
室
曲
叢
』
に
よ
る
)
･

錐
劇
十
段
鏑
木
の
二
種
が
あ
る
が
'
注
④
で
も
述
べ
た
よ
う
に
い
ず
れ

も
折
立
て
は
な
い
｡
こ
こ
で
第
四
折
･第
五
折
と
い
う
の
は
'
四
番
目
･

五
番
目
の
套
数
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

㊥

周
藩
原
刻
本
は
'
注
④
で
も
の
べ
た
よ
う
に
作
者
た
る
周
悪
玉
自
身

が
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
｡

(補
注
)

こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
最
近
赤
松
紀
彦
氏
の
詳
し
い
報
告
が
出

た

(｢
山
西
中
南
部
の
戯
曲
文
物
と
そ
の
研
究
｣
[
中
開
文
学
報
』
37
)
0

赤
松
氏
は
柴
氏
の
三
方
か
ら
見
る
構
造
か
ら
前
面
の
み
か
ら
見
る
形
に

章
展
し
た
と
す
る
見
解
に
封
し
て
'
後
の
演
劇
の
舞
垂
も
張
-
出
し
舞

墓
で
あ
る
鮎
か
ら
考
え
て
甚
だ
疑
問
で
あ
る
と
し
て
お
ら
れ
る
が
､
筆

者
も
同
感
で
あ
る
｡

附
表

沖
末
の
特
殊
用
例

一
撃

封
象
と
す
る
作
品
の
範
岡
は
'
第
五
節
冒
頭
で
定
め
た
保
件
に
該
常
す
る

も
の
と
す
る
｡
作
者
名
に
つ
き
疑
問
の
あ
る
も
の
も

一
膳
慣
例
に
従
っ
て
記

し
て
お
-
｡

84

.･･｡;

...

一･｡
･
.

･
.仁
_
ド

≠
:+
.･.･･

-
.･=

圧

∵

ト
･

潤.骨
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T

同
右山
実

存孝
…
内
府
本

-t~~一一- I

下

書

沖
末
浄
扮
自
姑
姑
上

沖
末
外
扮
蓬
莱
公
引

紙
徒
上

沖末
浄

李存信
同
康
君利
上

沖
末
扮
腐
生
上

(以
下
生
と
表

記
'
正
末
｡
)

曇 i妻肇

沖
正
旦
引
都
管
上

沖
末
扮
正
末
浄
卜
兄
外
末
外
旦

上
関



息
磯
子
本

誓 堰

息
磯
子
本

息
磯
子
本

内
府
本

息
磯
子
本

息
磯
子
本

内
府
本

手
小
栗
本

息
磯
子
本

沖
末
扮
正
末
同
且
兄
侠
兄
上

沖
末
孤
扮
遭
頗
訪
引
紙
徒
上

沖
末
正
天
野
卜
兄
旦
見
張
郎
引

孫
小
梅
同
上

沖
末
ー
兄
上
云

沖
末
正
末
引
浄
王
仲
各
同
孔
仲

山
張
元
伯
上

沖
末
ー
見
越
孝
正
末
矯
兄
撞
上

伸
末
浄
董
卓
引
所
従
上

笠

館
本

音

末
外
扮
殿

頭官領疎
徒

上

内
府
本

版

望館本

潤憎怪
｣
幅周湾

三化耶郡店
子
小者本

斉天大
聖

金童玉女
(金安寿
)

兄
女
圏
囲

内

府本

棟
志
資
本

古
名
家
本古名家

本 沖
末
外
扮
殿

頭官領卒
子

上

沖末外扮殿頭官領卒子上

沖

末外扮鄭恩
上

沖外底生上云

沖末外扮元始天
草
領
仙
童
上

沖
末
扮
王
母
引
葦
仙
上

沖末大旦同
浄福安童上

沖
末
浮
扮
劉
季
長
領
番
卒
子
上

沖
末
卜
兄
上

沖
末
扮
大
末
浄
瑛
旦
正
夫
二
且

保
見
同
上

沖
末
孤
扮
粁
令
引
役
人
上

(

)
内
は
元
曲
選
本
に
お
け
る
簡
名
｡
最
後
の
二
つ
は
明
初
の
作
と
確
定

し
う
る
も
の
｡
な
お

『
老
生
兄
』
は

『
酎
江
集
』
本
で
あ
-
'
先
に
定
め
た

範
囲
か
ら
は
外
れ
る
が
'
こ
の
曲
に
は
内
府
本
系
は
存
在
せ
ず
'
『
元
曲
選
』

と
比
較
し
て
明
ら
か
に
古
形
を
俸
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
'
あ
え
て
あ

げ
て
お
い
た
｡
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沖末外扮厳尤領卒子上沖末外扮曹操領卒子上

沖

末外扮
巽
王
領
卒
子
上

沖
末
外
扮
開
末
上

元
楚
劇
の
開
場
に
つ
い
て

(小
松
)


