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は
じ
め
に

歌
舞
伎
上
演
演
目
の
偏
り
が
言
わ
れ
て
久
し
い
。
水
田
か
や
乃
が
か
つ
て
『
歌
舞
伎
　
研
究
と
批
評
』
６
（
一
九
九
〇
・
十
二
）
で

「
歌
舞
伎
白
書
か
ら
の
報
告
│
戦
後
昭
和
歌
舞
伎
の
動
向
│
」
に
示
し
た
こ
と
は
現
在
で
も
変
わ
り
な
い
と
い
え
よ
う
。
上
演
頻
度
の
少

な
い
作
品
は
、
こ
の
ま
ま
い
ず
れ
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
何
故
、
上
演
が
減
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
こ
と

を
検
討
す
る
一
つ
の
例
と
し
て
、『
源
平
魁
躑
躅
』（「
扇
屋
」
よ
り
「
五
条
橋
」）
を
選
ん
だ
。
上
演
頻
度
は
少
な
い
が
、
現
在
は
十
年
に

一
度
の
割
合
で
上
演
さ
れ
、
今
年
三
月
に
京
都
南
座
で
上
演
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
最
近
の
上
演
時
の
状
況
や
、
演
者
・
制
作
者
の
意

識
を
取
材
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
原
作
は
平
家
物
語
を
題
材
に
し
た
一
七
三
〇
（
享
保
十
五
）
年
竹
本
座
初
演
の
人
形
浄
瑠
璃
『
須
磨
都
源
平
躑
躅
』
で

あ
る
。
現
在
の
歌
舞
伎
で
は
原
作
の
二
段
目
切
に
当
る
部
分
（「
扇
屋
熊
谷
」）
と
、
そ
の
後
に
歌
舞
伎
が
付
け
加
え
た
「
五
条
橋
」
の
場

が
上
演
さ
れ
て
い
る
。
大
筋
は
、
平
敦
盛
が
女
装
し
て
小
萩
と
呼
ば
れ
、
扇
屋
上
総
（
原
作
で
は
若
狭
）
方
に
扇
の
折
子
と
な
り
匿
わ
れ

て
い
る
。
そ
こ
に
源
氏
方
の
姉
輪
平
次
が
家
来
木
鼠
忠
太
を
伴
っ
て
探
索
に
来
る
が
、
熊
谷
直
実
の
情
け
と
敦
盛
を
恋
す
る
扇
屋
の
娘
桂

子
の
身
代
わ
り
で
助
か
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

本
稿
は
現
行
の
歌
舞
伎
に
つ
い
て
の
検
討
で
、
原
作
や
江
戸
時
代
の
歌
舞
伎
上
演
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
本
稿
執
筆

の
終
わ
り
頃
、『
源
平
魁
躑
躅
』
が
京
都
南
座
三
月
の
上
演
演
目
の
一
つ
に
決
定
し
た
た
め
、
こ
れ
に
関
す
る
記
載
を
後
か
ら
追
加
し
た

こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

な
お
、
引
用
文
以
外
は
「

」
内
も
含
め
、
敬
称
は
す
べ
て
略
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

3 『源平魁躑躅』の上演をめぐって



一
　
最
近
の
上
演
と
台
本

本
作
の
戦
後
の
大
都
市
で
の
上
演
と
主
な
配
役
は
以
下
の
通
り
で
あ
る

（（
１１
））

。

こ
の
他
に
い
わ
ゆ
る
勉
強
会
的
な
上
演
、
一
九
六
四
（
昭
和
三
十
九
）
年
四
月
三
十
日
「
小
莟
会
」
東
横
ホ
ー
ル
、
一
九
八
二
（
昭
和

五
十
七
）
年
八
月
十
二
日
十
三
日
「
隼
会
」
国
立
劇
場
小
劇
場
で
、
本
作
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

『
源
平
魁
躑
躅
』
は
観
客
の
目
に
は
ど
う
映
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
評
論
家
の
見
方
と
観
客
の
そ
れ
と
は
違
う
が
、
手
が
か

り
と
し
て
い
く
つ
か
の
雑
誌
や
新
聞
の
評
を
見
て
み
よ
う
。

本
作
の
上
演
が
間
遠
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
つ
ど
期
待
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
満
た
さ
れ
て
い
る
も
の
は
少
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
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な
い
。
た
と
え
ば
一
九
九
三
年
十
一
月
歌
舞
伎
座
の
上
演
に
対
す
る
野
村
喬
評
は
、「
幕
あ
き
の
扇
折
り
の
場
面
は
（
中
略
）
風
俗
的
お

か
し
み
や
興
味
を
見
物
に
示
し
て
も
い
い
（
中
略
）
熊
谷
が
名
乗
っ
て
深
編
笠
を
脱
ぐ
と
こ
ろ
、（
中
略
）
芝
翫
筋
の
隈
取
り
が
一
向
に

映
え
て
い
な
か
っ
た
。（
中
略
）
武
者
の
大
き
さ
が
不
足
。（
中
略
）
五
条
橋
は
（
中
略
）
陰
陽
の
対
に
な
っ
た
軍
扇
（
中
略
）
と
匹
敵
す

る
男
同
士
の
力
感
が
見
ら
れ
な
い
」（『
演
劇
界
』
同
年
十
二
月
）。
一
九
五
九
年
三
月
歌
舞
伎
座
上
演
に
対
す
る
安
藤
鶴
夫
評
「
扇
折
も

そ
ろ
っ
て
い
い
の
に
、
ど
う
し
て
も
う
ひ
と
つ
盛
り
上
り
が
な
い
の
か
」（『
読
売
新
聞
』
同
月
十
日
）、
同
じ
く
堂
本
正
樹
評
「
珍
ら
し

い
狂
言
を
持
ち
出
し
た
劇
団
側
の
努
力
は
認
め
ら
れ
る
が
、
何
故
（
中
略
）
現
行
脚
本
を
整
理
し
、
原
作
『
須
磨
都
源
平
躑
躅
』
に
戻
さ

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
（
中
略
）
上
演
台
本
で
は
何
故
熊
谷
が
敦
盛
を
見
逃
す
の
か
判
ら
な
い
。（
中
略
）
今
回
の
上
演
台
本
だ
と
扇
屋
一

家
の
悲
劇
が
丸
っ
き
り
な
お
ざ
り
（
中
略
）
原
作
は
こ
れ
に
焦
点
を
し
ぼ
り
、
民
衆
感
情
を
直
接
反
映
さ
せ
（
中
略
）
悲
し
み
の
極
り
を

披
瀝
」（『
演
劇
界
』
同
年
四
月
）。

上
演
に
際
し
て
は
、
他
の
演
目
と
の
か
ね
あ
い
で
、
上
演
時
間
が
問
題
と
な
る
。
堂
本
の
指
摘
の
よ
う
に
原
作
通
り
に
上
演
す
れ
ば
時

間
が
大
幅
に
か
か
る
の
で
、
ど
こ
か
を
割
愛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

こ
の
作
品
の
眼
目
は
、
身
代
わ
り
で
あ
ろ
う
。
扇
屋
は
ど
う
し
て
敦
盛
を
匿
い
娘
を
身
代
わ
り
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

原
作
の
浄
瑠
璃
で
は
、
二
段
目
の
扇
屋
の
前
に
右
大
弁
重
虎
邸
の
場
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
扇
屋
若
狭
が
「
私
娘
桂
子
と
申
す
者
。
御
父

経
盛
公
へ
宮
仕
へ
」
と
語
り
、
ま
た
重
虎
妹
品
照
姫
が
「
其
娘
桂
子
。
敦
盛
様
に
心
を
か
け
互
に
浅
か
ら
ぬ
仲
と
聞
く
」
と
嫉
妬
す
る
。

歌
舞
伎
で
は
こ
の
場
面
は
上
演
さ
れ
な
い
が
、
こ
の
扇
屋
と
敦
盛
と
の
関
係
は
押
さ
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
扇
屋
の
場
に
な
る
と
、

浄
瑠
璃
で
は
桂
子
に
つ
い
て
「
折
人

お
り
て

の
小
萩
が
側
へ
寄
り
。
是
申
し
敦
盛
様
と
い
は
ん
と
せ
し
が
心
付
き
。
外
の
女
の
聞
く
を
包
み
て
詞

を
か
へ
（
中
略
）
無
官
の
大
夫
敦
盛
様
に
生い

き

の
写
し
ぢ
や
（
中
略
）
な
ん
と
惚
れ
い
で
ゐ
ら
れ
う
か
」
と
い
う
詞
章
が
あ
る
。
ま
た
桂
子

の
母
親
に
は
「
我
が
夫
は
取
分
け
御
一
門
の
お
目
を
下
さ
れ
。
御
情
厚
き
余
り
に
そ
な
た
を
宮
仕
へ
に
奉
り
。
主
従
と
申
す
は
恐
れ
な
が

ら
。
都
落
の
御
供
と
願
ひ
し
か
ど
。
女
な
れ
ば
御
暇
下
さ
れ
。
重
な
る
御
恩
を
八
重
の
潮
路
の
余
所
に
見
て
。
い
つ
報
じ
奉
る
事
も
な
く
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（
中
略
）
手
を
合
せ
拝
む
心
も
西
は
西
。
十
萬
億
土
遠
か
ら
ぬ
。
須
磨
に
ま
し
ま
す
御
家
門
の
御
恩
を
思
ふ
ば
か
り
な
り
」
と
い
う
詞
章

が
あ
る
。

歌
舞
伎
で
の
桂
子
は
人
形
を
抱
い
て
登
場
し
、

桂
子
　
コ
レ
も
う
し
、
敦
盛
様
。

小
萩
　
ア
、
モ
シ
。

と
い
う
部
分
が
、
東
京
創
元
新
社
版
（
一
九
六
八
年
刊
）
に
は
あ
る
。
こ
の
底
本
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
原
作
に
は
な
い
歌
舞
伎

ら
し
い
賑
や
か
な
雛
遊
び
の
場
面
へ
と
つ
な
が
る
。
試
み
に
一
九
六
九
年
及
び
、
一
九
九
三
年
歌
舞
伎
座
上
演
台
本
を
見
る
と
、
右
の
桂

子
と
小
萩
の
や
り
と
り
は
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
松
竹
大
谷
図
書
館
蔵
の
一
九
五
七
（
昭
和
三
十
二
）
年
以
前
の
書
写
台
本
に
は
、
創
元
新
社
版
と
ほ
ぼ
同
じ
や
り
と
り
が
見

ら
れ
る
。
ま
た
古
い
台
本
と
し
て
は
、
一
八
四
一
（
天
保
十
二
）
年
上
演
台
帳
の
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
書
写
が
あ
り
、
そ
れ
で
は

桂
子
に

モ
シ
敦
盛
さ
ま
○
に
よ
ふ
似
た
こ
の
人
形
が

と
言
わ
せ
て
い
て
、
も
ち
ろ
ん
桂
子
は
小
萩
が
敦
盛
で
あ
る
こ
と
は
承
知
と
い
う
設
定
で
あ
る
。

こ
の
桂
子
と
小
萩
の
や
り
と
り
が
な
い
と
、
桂
子
は
小
萩
の
正
体
を
知
ら
な
い
と
い
う
解
釈
も
生
ま
れ
る
。
本
作
に
関
す
る
取
材
中
、

「
桂
子
は
小
萩
を
敦
盛
と
は
知
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
」
と
述
べ
た
演
者
も
い
た
。

実
際
の
上
演
が
台
本
通
り
で
は
な
い
こ
と
は
よ
く
あ
る
が
、
桂
子
が
小
萩
実
は
敦
盛
と
知
っ
て
い
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
台
本
で
示

し
て
お
く
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
身
分
違
い
の
敦
盛
を
慕
う
娘
の
切
な
る
思
い
と
身
代
わ
り
の
哀
れ
さ
が
、
観
客
に
伝
わ
る
必
要
が

あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
い
と
「
敦
盛
の
身
が
わ
り
の
首
が
、
悲
劇
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
哀
切
な
迫
力

が
う
す
い
（
中
略
）
桂
子
は
仕
ど
こ
ろ
に
カ
ッ
ト
が
あ
る
の
で
、
た
だ
人
形
を
抱
い
て
い
る
だ
け
」（
三
宅
三
郎
『
幕
間
』
一
九
五
九
年

6



四
月
）
と
い
う
印
象
を
与
え
て
し
ま
う
。

一
九
六
九
年
に
は
こ
の
カ
ッ
ト
は
だ
い
ぶ
改
め
ら
れ
、
三
宅
三
郎
は
『
演
劇
界
』
二
月
号
に
「
今
回
は
前
半
な
ど
、
あ
ま
り
略
さ
ず
に

や
っ
て
い
る
の
は
い
い
。（
中
略
）
桂
子
が
人
形
を
抱
き
、
そ
の
顔
が
敦
盛
に
似
て
い
る
と
言
う
と
こ
ろ
や
、
敦
盛
に
対
す
る
ク
ド
キ
の

『
明
け
く
れ
お
姿
を
』
の
く
だ
り
、
平
舞
台
の
お
雛
様
の
真
似
ご
と
、『
子
と
ろ
』
の
遊
び
な
ど
の
最
初
の
く
だ
り
を
丁
寧
に
や
っ
て
い
る

の
が
い
い
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
く
だ
り
は
、
桂
子
が
、
敦
盛
が
折
子
を
装
っ
て
い
て
も
、
よ
く
見
ぬ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
を
、
暗
示
す

る
重
要
な
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
歌
舞
伎
座
の
こ
の
時
の
筋
書
き
に
は
「
扇
屋
の
娘
の
桂
子
は
敦
盛
と
は
知
ら

ず
、
小
萩
に
思
い
を
寄
せ
て
い
た
」
と
あ
る
。
原
作
か
ら
離
れ
た
歌
舞
伎
の
上
演
と
は
い
え
、
こ
れ
で
は
桂
子
は
本
当
に
女
を
恋
す
る
娘

の
よ
う
な
、
誤
解
を
与
え
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
筋
書
き
の
間
違
っ
た
解
釈
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
さ
き
の
桂
子
と
小
萩
の

や
り
と
り
の
カ
ッ
ト
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、「
こ
の
劇
の
ね
ら
い
は
敦
盛
（
中
略
）
と
知
ら
ず
に
こ
れ
を
慕
う
扇
屋
の
娘
が
身
替
り
に
殺

さ
れ
る
と
い
う
虚
構
の
お
も
し
ろ
さ
」（
河
竹
登
志
夫
『
朝
日
新
聞
』
同
年
一
月
十
一
日
）
と
い
う
評
も
あ
る
。

雛
遊
び
や
「
子
と
ろ
」
は
原
作
に
は
な
い
。
若
い
折
子
に
扮
し
た
女
方
が
賑
や
か
な
雰
囲
気
を
出
し
な
が
ら
、
歌
舞
伎
で
演
じ
な
い
二

段
目
口
を
カ
バ
ー
し
て
、
桂
子
の
小
萩
（
敦
盛
）
へ
の
思
い
を
観
客
に
示
す
場
面
で
あ
る
。
そ
し
て
観
客
を
く
つ
ろ
が
せ
桂
子
の
見
せ
場

に
も
な
る
。
こ
こ
が
カ
ッ
ト
さ
れ
た
一
九
五
九
年
に
は
、
せ
っ
か
く
桂
子
に
扮
し
な
が
ら
中
村
福
助
（
現
芝
翫
）
は
「
出
て
い
る
の
は
た

っ
た
三
分
間
だ
け
で
す
か
ら
、
お
話
す
る
こ
と
ッ
て
ぜ
ん
ぜ
ん
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
尤
も
、
初
日
に
は
、『
子
を
と
ろ
子
と
ろ
』
も
、
サ
ワ

リ
も
や
り
ま
し
た
。
処
が
時
間
の
為
に
カ
ッ
ト
に
な
っ
ち
ま
っ
た
ん
で
す
」（「
ひ
と
り
一
題
」『
演
劇
界
』
同
年
四
月
）
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
一
九
六
九
年
に
桂
子
を
勤
め
た
澤
村
精
四
郎
（
現
籐
十
郎
）
も
「
見
た
事
の
な
い
芝
居
で
、
桂
子
は
初
め
て
で
す
し
（
中
略
）
こ
の

前
の
時
な
さ
っ
た
芝
翫
兄
さ
ん
に
聞
き
ま
し
た
ら
ば
、
あ
の
時
は
幕
が
開
い
た
と
た
ん
に
桂
子
は
引
込
ん
じ
ゃ
っ
て
、
敦
盛
を
な
さ
っ
て

い
た
梅
幸
兄
さ
ん
が
気
の
毒
が
っ
て
、
悪
い
か
ら
出
な
く
て
い
い
わ
よ
っ
て
い
っ
て
く
れ
た
け
ど
出
て
い
た
っ
て
事
で
、
何
も
し
な
か
っ

た
の
だ
そ
う
で
す
ね
」
と
述
べ
て
い
る
（「
私
の
役
づ
く
り
」『
演
劇
界
』
同
年
二
月
）。
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一
九
九
三
年
の
台
本
に
つ
い
て
は
、
制
作
を
担
当
し
た
松
竹
株
式
会
社
の
安
孫
子
正
が
、
以
前
の
も
の
を
基
に
、
六
代
目
尾
上
菊
五
郎

の
舞
台
も
見
て
い
る
十
七
代
市
村
羽
左
衛
門
と
相
談
し
な
が
ら
を
作
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
一
九
六
九
年
同
様
、
カ
ッ
ト
部
分
は
だ
い
ぶ

改
め
ら
れ
て
い
て
、
今
回
の
南
座
で
も
こ
の
台
本
が
使
わ
れ
る
と
い
う
。

演
者
に
活
躍
の
場
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
賑
や
か
な
場
が
な
く
な
っ
た
り
し
た
の
で
は
、
観
客
の
作
品
へ
の
支
持
も
低
く
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

扇
屋
の
前
半
が
近
年
の
上
演
で
は
カ
ッ
ト
さ
れ
た
例
が
多
か
っ
た
の
に
対
し
、
返
し
の
「
五
条
橋
」
は
よ
く
舞
台
に
掛
け
ら
れ
る
。
こ

の
場
が
原
作
浄
瑠
璃
に
は
な
く
、
一
八
三
二
（
天
保
三
）
年
に
西
沢
一
鳳
に
よ
っ
て
付
け
加
え
ら
れ
た
事
情
に
つ
い
て
は
、『
伝
奇
作
書

拾
遺
』
下
の
巻
「
一
谷
嫩
軍
記
須
磨
都
の
話
」
に
詳
し
い
。
即
ち
、
新
し
い
狂
言
を
稽
古
す
る
の
に
疲
れ
を
覚
え
る
よ
う
に
な
っ
た
三
代

目
中
村
歌
右
衛
門
（
梅
玉
）
の
た
め
に
、
彼
が
既
に
好
評
を
得
て
い
た
『
一
谷
嫩
軍
記
』
二
の
口
組
打
檀
特
山
を
組
み
込
ん
だ
、
華
や
か

な
一
場
を
仕
組
ん
だ
の
で
あ
る
。
熊
谷
に
対
す
る
敦
盛
は
江
戸
か
ら
上
っ
た
美
貌
の
岩
井
紫
若
で
、
こ
の
場
は
大
当
り
を
取
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
現
在
の
評
論
家
に
は
、
次
の
よ
う
に
こ
の
場
の
上
演
を
疑
問
視
す
る
向
き
も
あ
る
。

「
あ
と
の
五
条
橋
も
昔
か
ら
の
悪
い
つ
け
た
し
」（
三
宅
周
太
郎
『
毎
日
新
聞
』
一
九
五
九
年
三
月
十
日
）、「
桂
子
と
小
萩
の
色
模
様

や
、
婆
の
愁
嘆
（
中
略
）
敦
盛
の
感
謝
、
を
喰
っ
て
し
ま
う
の
も
戯
曲
構
成
と
人
間
性
の
主
張
を
無
視
し
た
も
の
（
中
略
）
原
作
（
中
略
）

を
見
せ
て
欲
し
い
」（
堂
本
正
樹
『
演
劇
界
』
同
年
三
月
）。

一
方
、「
一
つ
の
所
作
事
の
場
と
し
て
み
れ
ば
い
い
」（
三
宅
三
郎
『
幕
間
』
同
年
四
月
）
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
三
宅
は
こ
の
あ
と

「
先
輩
に
比
べ
て
芸
の
輪
か
く
が
小
さ
く
舞
台
一
パ
イ
に
花
や
か
な
興
趣
を
み
な
ぎ
ら
せ
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
」
と
こ
の
時
の
舞
台
を

評
し
て
い
る
。
野
村
喬
も
一
九
九
三
年
の
公
演
に
際
し
、
こ
の
場
の
熊
谷
に
は
「
馬
上
で
羽
織
袴
を
引
き
抜
き
甲
冑
姿
に
な
る
」
と
こ
ろ

で
「
絵
と
し
て
美
し
く
き
ま
る
」
こ
と
を
、
敦
盛
に
は
花
道
七
三
で
女
装
を
脱
ぐ
と
こ
ろ
に
「
花
の
盛
り
の
敦
盛
の
美
し
い
勇
姿
」
を
要

求
し
て
い
る
。
そ
し
て
両
者
に
「
男
同
士
の
力
感
が
見
ら
」
れ
る
事
を
期
待
し
て
い
る
（『
演
劇
界
』
同
年
十
二
月
）。
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三
宅
三
郎
の
い
う
先
輩
が
誰
を
さ
す
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
一
九
五
四
年
中
座
で
敦
盛
を
演
じ
た
四
代
尾
上
菊
次
郎
に
対
し
て
「
花
が

な
い
。
扇
雀
の
よ
う
な
信
仰
的
花
形
役
者
が
出
た
と
き
の
み
や
る
も
の
」
と
い
う
評
（
沼
艸
雨
『
読
売
新
聞
』
同
年
二
月
十
五
日
）
も
あ
る
。

一
九
四
八
年
以
降
の
舞
台
写
真
に
は
、
美
し
い
公
達
姿
の
敦
盛
が
扇
を
開
き
、
あ
る
い
は
熊
谷
も
扇
を
開
い
た
様
子
が
散
見
さ
れ
る
。

こ
こ
は
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
で
時
に
設
定
さ
れ
る
予
兆
の
場
で
、
熊
谷
と
敦
盛
の
一
の
谷
で
の
組
討
ち
を
見
せ
る
。
深
刻
な
内
容
で
は
な
く
、

本
作
の
舞
台
を
暗
く
終
わ
ら
せ
な
い
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
華
や
か
さ
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
の
前
の
場
の
身
代
わ
り
の
悲
劇
の
余
韻

が
消
さ
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
歌
舞
伎
と
い
う
も
の
の
一
面
で
は
な
い
か
。
熊
谷
・
敦
盛
を
勤
め
る
演
者
が
発
散
で
き

て
、『
一
谷
嫩
軍
記
』
の
須
磨
や
、「
五
条
橋
」
の
弁
慶
牛
若
の
立
ち
廻
り
を
知
っ
て
い
る
観
客
は
そ
の
も
じ
り
を
喜
び
、
知
ら
な
い
観
客

も
そ
れ
な
り
に
引
き
抜
き
に
よ
る
変
化
等
を
楽
し
ん
で
終
わ
る
、
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
但
し
絵
の
よ
う
な
美
し
さ
、
華
や

か
さ
が
表
現
で
き
る
演
者
で
な
け
れ
ば
、
深
い
内
容
の
あ
る
場
で
は
な
い
だ
け
に
つ
ま
ら
な
い
場
に
な
っ
て
し
ま
う
の
も
確
か
で
あ
る
。

二
　
主
な
役

�

熊
谷
次
郎
直
実

本
作
で
座
頭
級
の
演
者
が
勤
め
る
の
は
、
熊
谷
で
あ
る
。
こ
の
役
で
特
異
な
の
は
、
登
場
し
て
い
る
時
間
の
半
分
近
く
が
「
深
編
笠
に

世
を
忍
ぶ
」
体
で
、
観
客
に
顔
を
見
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
名
乗
り
を
上
げ
て
笠
を
取
る
と
こ
ろ
が
聞
か
せ
場
・
見
せ
場
と

な
る
。
過
去
の
舞
台
を
見
た
三
宅
周
太
郎
は
、
上
方
の
三
代
市
川
市
十
郎
と
い
う
、
四
代
芝
翫
そ
っ
く
り
の
押
し
出
し
の
立
派
な
役
者
が

熊
谷
を
得
意
と
し
た
旨
を
、
一
九
五
九
年
三
月
の
『
歌
舞
伎
座
筋
書
き
』
に
記
し
て
い
る
。

こ
の
熊
谷
は
複
雑
な
心
境
を
見
せ
る
よ
う
な
役
で
は
な
く
、
演
者
の
貫
禄
や
台
詞
で
観
客
を
引
き
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け

に
「
形
も
台
詞
も
キ
ッ
パ
リ
」
し
な
い
と
「
訥
子

（（
２２
））

の
熊
谷
は
押
出
し
や
マ
ス
ク
に
堂
々
た
る
も
の
が
あ
り
な
が
ら
（
中
略
）
不
満
」
と
評

さ
れ
る
（
北
岸
祐
吉
『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
四
年
二
月
十
三
日
）。
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一
九
五
九
年
三
月
の
歌
舞
伎
座
公
演
に
つ
い
て
、
二
月
二
十
一
日
付
の
東
京
新
聞
は
「
松
緑

（（
３３
））

が
親
（
先
代
幸
四
郎

（（
４４
））

）
譲
り
で
復
活
さ
せ

る
。（
中
略
）
松
緑
の
熊
谷
は
初
役
だ
が
、
柄
と
い
い
五
条
橋
の
立
ち
回
り
も
ぴ
っ
た
り
で
悪
く
な
い
と
思
う
。
こ
の
熊
谷
は
難
し
い
役

で
は
な
い
の
で
、
形
容
の
す
ぐ
れ
た
役
者
な
ら
及
第
す
る
」
と
報
じ
て
い
る
。
た
だ
し
「
親
譲
り
」
と
い
っ
て
も
、
幸
四
郎
の
残
し
た
型

は
な
い
よ
う
で
、
公
演
の
評
に
、
幸
四
郎
の
型
や
父
親
と
の
比
較
に
言
及
し
た
も
の
は
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
。
松
緑
の
こ
の
役
に
つ
い
て

の
感
想
は
あ
と
で
紹
介
す
る
が
、
彼
も
こ
の
役
を
演
じ
る
に
当
っ
て
「
扮
装

こ
し
ら
え

は
父
の
晩
年
の
と
き
の
と
同
じ
」（「
ひ
と
り
一
題
」『
演
劇

界
』
同
年
四
月
）
と
述
べ
父
の
演
技
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

こ
の
時
の
舞
台
評
で
は
「
笠
を
と
っ
た
大
見
得
な
ど
は
立
派
」（
三
宅
三
郎
『
幕
間
』
同
年
四
月
）
と
あ
る
が
、
笠
を
か
ぶ
っ
て
い
る

間
も
気
は
抜
け
な
い
。
松
緑
に
つ
い
て
、「
上
手
の
縁
に
深
編
笠
で
姉
輪
の
詮
議
を
見
て
い
る
間
の
、
か
ら
だ
全
体
が
充
実
し
て
い
る
の

で
わ
か
る
よ
う
に
、
終
始
気
合
い
の
入
っ
た
好
演
」（
安
藤
鶴
夫
『
読
売
新
聞
』
同
年
三
月
十
日
）、
十
年
後
に
演
じ
た
十
三
代
片
岡
仁
左

衛
門
に
つ
い
て
は
「
仁
左
衛
門
の
熊
谷
は
（
中
略
）
敦
盛
詮
索
の
次
第
を
見
守
っ
て
い
る
編
笠
姿
の
間
に
味
が
あ
っ
て
い
い
」（
浜
村
米

蔵
『
日
経
新
聞
』
一
九
六
九
年
一
月
十
七
日
）
と
い
う
評
が
残
さ
れ
て
い
る
。

演
者
達
は
こ
の
役
を
ど
う
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
九
五
九
年
三
月
に
演
じ
た
尾
上
松
緑
は
「
な
か

く
気
の
い
ゝ
、
楽
し
め
る
役
で
す
。
例
え
ば
、
深
編
笠
を
か
ぶ
っ
た
ま
ゝ
、
ジ
ッ

と
他
の
人
の
芝
居
を
見
て
い
る
間
の
腹
の
芝
居
、
そ
し
て
、
姉
輪
を
突
き
退
け
て
、
初
め
て
笠
を
と
っ
て
顔
を
見
せ
る
、
そ
の
時
の
『
間
』

の
芸
の
味
、
こ
れ
は
役
者
と
し
て
、
一
種
の
冥
利
と
も
云
い
た
い
程
楽
し
め
る
も
の
」（「
俳
優
茶
談
」『
歌
舞
伎
座
筋
書
き
』
同
年
三
月
）

と
は
い
う
も
の
の
、「
亡
父
や
四
代
目
芝
翫
さ
ん
の
様
な
顔
の
立
派
な
人
の
役
で
、
私
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
中
略
）
一
応
お
断
り

し
た
の
で
す
が
、
結
局
や
る
こ
と
に
な
っ
て
了
っ
た
ん
で
す
。（
中
略
）
笠
を
と
っ
た
と
き
の
顔
を
見
せ
る
だ
け
の
も
の
（
中
略
）
五
条

橋
で
の
鎧
姿
な
ん
か
、
普
通
、
こ
の
種
の
役
は
引
抜
い
て
立
派
に
な
る
の
だ
が
、
着
物
を
脱
い
で
鎧
姿
に
な
る
と
逆
に
シ
ョ
ボ
ン
と
な
る

の
で
す
か
ら
、
余
っ
程
顔
が
立
派
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
役
（
中
略
）
笛
の
音
を
聴
い
て
い
る
『
さ
す
が
は
都
…
』（
中
略
）
こ
ゝ
は
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い
ゝ
気
持
で
す
が
、
そ
ん
な
所
ぐ
ら
い
な
も
の
（
中
略
）
性
根
の
方
も
大
し
た
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
中
略
）
腹
の
な
い
役
だ
か
ら
、
従

っ
て
芝
居
の
や
り
よ
う
が
な
い
」（「
ひ
と
り
一
題
」『
演
劇
界
』
同
年
四
月
）
と
も
述
べ
て
い
る
。
掲
載
冊
子
の
性
格
を
考
え
る
と
、
後

者
が
本
音
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
九
六
九
年
に
演
じ
た
仁
左
衛
門
は
、
一
九
三
五
（
昭
和
十
）
年
に
も
新
宿
第
一
劇
場
で
同
じ
役
を
勤
め
た
。
し
か
し
一
九
六
九
年
に

は
、
姉
輪
役
の
中
村
勘
三
郎
が
六
代
尾
上
菊
五
郎
の
型
で
演
じ
る
の
で
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
普
通
や
ら
な
い
方
法
を
採
っ
た
。
そ
れ
に
つ

い
て
彼
は
「
普
通
は
ぐ
ー
っ
と
自
分
で
脱
い
で
差
上
げ
た
笠
を
左
脇
へ
掻
込
ん
で
姉
輪
を
に
ら
み
下
し
た
形
で
決
ま
る
。（
中
略
）
俗

に
�
笠
脱
ぎ
�
と
い
う
符
牒
の
あ
る
役
な
の
で
す
が
、
今
回
は
勘
三
郎
さ
ん
初
役
の
姉
輪
が
、
大
正
三
年
四
月
市
村
座
で
菊
吉

（（
５５
））

一
日
替
り

で
熊
谷
と
姉
輪
を
演
じ
た
時
の
六
代
目
菊
五
郎
型
で
や
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
熊
谷
の
前
面
に
姉
輪
が
客
席
に
後
を
向
け
、
熊
谷
の
笠
を

ス
ー
ッ
と
下
し
て
ひ
っ
く
り
返
る
、
そ
の
間
熊
谷
は
笠
が
脱
げ
て
か
ら
ジ
ッ
と
た
め
て

．
．
．

い
て
、
姉
輪
が
笠
を
落
し
た
所
で
左
手
を
袖
へ
入

れ
て
、
突
袖
の
よ
う
な
形
を
し
て
見
得
を
す
る
と
い
う
、
損
な
形
で
や
っ
て
い
る
。（
中
略
）
そ
れ
と
上
総
へ
敦
盛
の
首
を
出
せ
と
い
う

所
で
、『
何
で
も
か
で
も
こ
れ
へ
出
せ

．
．
．
．
．

』
と
台
詞
に
つ
れ
て
右
手
に
持
つ
扇
を
左
手
へ
移
し
て
こ
う
．
．

膝
に
つ
い
て
構
え
る
科
ね
、
あ
れ
は

後
に
眼
玉
に
な
っ
た
市
十
郎

（（
６６
））

の
型
を
大
谷
会
長
が
ご
存
知
で
ね
、
教
え
て
下
さ
っ
た
も
の
で
、
小
紅
屋
の
や
り
か
た
で
、
東
京
の
と
は
違

う
の
で
す
。（
中
略
）
何
よ
り
柄
と
台
詞
廻
し
が
も
の
を
い
う
い
う
役
で
ね
。
初
役
の
時
は
す
る
こ
と
が
少
く
て
難
儀
な
役
だ
と
思
い
ま

し
た
よ
。
若
い
時
は
動
く
も
の
を
好
き
ま
す
か
ら
ね
え
。
今
は
肚
で
芝
居
を
す
る
の
は
好
き
だ
し
、
好
き
な
役
で
す
よ
。」（「
私
の
役
づ

く
り
」『
演
劇
界
』
同
年
二
月
）
と
述
べ
て
い
る
。

一
九
九
三
年
十
一
月
に
演
じ
た
市
村
羽
左
衛
門
は
「
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
高
麗
屋
の
お
じ
さ
ん

（（
７７
））

の
熊
谷
、
市
村
の
お
じ

（（
８８
））

の
敦
盛
、

六
代
目
の
お
じ

（（
９９
））

の
姉
輪
の
舞
台
で
す
ね
。
そ
の
舞
台
を
観
て
い
る
こ
と
が
何
よ
り
も
�
先
生
�
に
な
る
。
役
者
に
は
見
て
覚
え
る
こ
と
が

大
事
な
ん
で
す
よ
。（
中
略
）
今
回
は
熊
谷
を
な
さ
っ
て
い
る
松
嶋
屋
の
に
い
さ
ん
に
聞
い
て
つ
と
め
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
（
中
略
）

熊
谷
の
役
は
、
ず
っ
と
編
笠
を
か
ぶ
っ
て
い
る
。
そ
の
姿
で
武
将
の
ス
ケ
ー
ル
を
出
す
の
が
難
し
い
（
中
略
）
前
半
は
風
格
を
見
せ
る
の

11 『源平魁躑躅』の上演をめぐって

（（
1100
））



が
主
で
、
さ
し
て
し
ど
こ
ろ
は
な
い
。（
中
略
）
編
笠
を
と
っ
て
姉
輪
を
投
げ
と
ば
す
と
こ
ろ
と
、
上
総
に
向
か
っ
て
敦
盛
を
討
て
と
い

い
な
が
ら
、
本
心
は
見
替
り
を
出
せ
と
謎
を
か
け
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
言
葉
と
肚
の
違
い
を
ど
う
表
現
す
る
か
、
そ
こ
に
技
巧
と
肚
の
強

さ
が
い
り
ま
す
」（
水
落
潔
「
顔
見
世
│
梅
幸
・
羽
左
衛
門
に
聞
く
」『
歌
舞
伎
座
筋
書
き
』）
と
述
べ
て
い
る
。

羽
左
衛
門
が
教
え
を
請
う
た
仁
左
衛
門
は
右
の
よ
う
に
、
六
代
目
菊
五
郎
や
関
西
の
や
り
方
を
知
っ
て
い
た
。
ま
た
父
十
一
代
仁
左
衛

門
が
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
一
月
に
歌
舞
伎
座
で
熊
谷
を
演
じ
た
時
は
十
三
歳
だ
っ
た
が
、
舞
台
姿
が
あ
る
程
度
記
憶
に
残
っ
て
い
る

と
述
べ
て
い
る
（「
私
の
役
づ
く
り
」『
演
劇
界
』
一
九
六
九
年
二
月
）。
羽
左
衛
門
は
そ
の
仁
左
衛
門
か
ら
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と

を
教
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
羽
左
衛
門
が
見
た
七
代
目
幸
四
郎
の
熊
谷
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
一
九
五
九
年
に
演

じ
た
松
緑
は
、
父
の
流
れ
を
受
け
継
い
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
当
事
者
が
皆
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
確
か
め
ら
れ
な
い
の
が

残
念
で
あ
る
。

松
緑
は
『
演
劇
界
』
で
は
熊
谷
を
「
腹
の
な
い
役
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
他
の
演
者
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
本
作
の
熊
谷
に
肚
の
あ

る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
仁
左
衛
門
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
程
度
の
年
齢
に
な
っ
て
再
演
す
る
と
肚
が
わ
か
っ
て
く
る
こ
と
も

あ
ろ
う
。
松
緑
が
熊
谷
を
勤
め
た
の
は
四
十
代
半
ば
、
仁
左
衛
門
が
二
度
目
に
勤
め
た
の
は
六
十
代
半
ば
で
あ
る
。
自
分
の
役
で
は
な
い

と
言
い
な
が
ら
も
、
劇
評
で
は
柄
も
演
技
も
お
お
む
ね
好
評
で
あ
っ
た
松
緑
が
も
う
少
し
年
を
と
っ
て
再
演
し
た
ら
、
ま
た
違
っ
た
熊
谷

を
見
せ
た
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
役
の
演
者
で
、
今
回
そ
の
話
が
聞
け
た
の
は
、
一
九
八
二
年
八
月
「
隼
会
」（
第
十
回
青
年
歌
舞
伎
祭
）
で
勤
め
た
松
本
錦
吾
で

あ
る
。
彼
の
本
作
に
関
す
る
話
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①
　
上
演
台
本
は
市
川
松
柏
が
持
っ
て
い
た
も
の
で
、
演
技
指
導
・
演
出
も
松
柏
が
し
た
。

②
　
松
柏
は
、
熊
谷
に
関
し
て
は
あ
ま
り
細
か
い
こ
と
は
言
わ
な
か
っ
た
。

③
　
そ
れ
ま
で
本
作
の
舞
台
を
見
た
こ
と
は
な
く
、『
一
谷
嫩
軍
記
』
で
出
来
て
い
る
熊
谷
像
を
こ
の
熊
谷
に
も
写
し
た
。
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④
　
熊
谷
は
、
敦
盛
を
助
け
る
た
め
に
や
っ
て
来
た
の
で
あ
っ
て
、
偶
然
来
合
わ
せ
た
の
で
は
な
い
と
思
う
。

⑤
　
羽
織
袴
の
下
に
鎧
を
着
込
ん
で
い
る
の
で
、
暑
く
て
大
変
だ
っ
た
。

⑥
　
鎧
を
着
込
ん
だ
の
は
、
次
の
五
条
橋
へ
の
舞
台
転
換
を
早
く
す
る
た
め
で
、
通
常
と
は
違
う
柔
ら
か
い
鎧
で
あ
っ
た
。

⑦
　
鎧
は
小
道
具
の
附
帳
に
あ
っ
て
、
他
の
演
目
に
は
こ
の
よ
う
な
も
の
は
使
わ
な
い
と
思
う
。

⑧
　
馬
上
で
鎧
姿
に
変
わ
る
の
は
面
白
い
が
、
柔
ら
か
く
体
に
ぴ
っ
た
り
付
く
鎧
な
の
で
、
五
条
橋
で
引
き
抜
い
て
の
鎧
姿
は
、
み
す

ぼ
ら
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。

⑨
　
一
番
大
き
な
見
得
は
笠
を
取
っ
た
時
で
、
見
得
や
笠
の
取
り
方
は
松
柏
に
教
わ
っ
た
。

⑩
　
桂
子
を
敦
盛
に
弔
わ
せ
る
と
こ
ろ
は
、「
か
わ
い
そ
う
な
こ
と
を
し
た
」
と
肚
の
中
で
は
泣
い
て
い
る
。

⑪
　
五
条
橋
で
使
う
扇
の
色
も
松
柏
に
教
わ
っ
た
。

⑫
　
こ
の
役
は
、
前
半
、
顔
を
出
さ
な
く
て
も
、
振
り
返
っ
て
睨
む
だ
け
で
木
鼠
忠
太
が
び
っ
く
り
す
る
よ
う
な
位
取
り
を
自
然
に
出

さ
な
く
て
は
い
け
な
い
。

⑬
　
隼
会
上
演
時
の
ビ
デ
オ
は
羽
左
衛
門
も
見
て
い
た
。

市
川
松
柏
は
小
芝
居
の
経
験
も
あ
り
、
関
西
で
主
に
活
躍
し
た
。
錦
吾
は
松
柏
の
持
っ
て
い
た
台
本
は
小
芝
居
系
の
も
の
で
は
な
い
か

と
推
測
し
て
い
た
。
こ
の
時
の
上
演
で
、
関
西
風
の
演
技
と
小
芝
居
風
の
そ
れ
と
が
伝
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑤
に
つ
い
て
は
、「
さ
す
が
は
都
…
」
は
松
緑
の
言
う
「
い
ゝ
気
持
ち
」
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
そ
う
だ
が
、
他
の
演
者
は
ど
う
し
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
扇
屋
が
終
わ
っ
て
か
ら
鎧
を
着
込
む
た
め
に
、
五
条
橋
の
前
に
、
折
子
の
踊
り
を
入
れ
て
時
間
を
つ
な
い
だ
例
は
、

一
九
四
四
（
昭
和
十
九
）
年
二
月
大
阪
歌
舞
伎
座
上
演
に
見
ら
れ
る
。
但
し
ど
の
み
ち
、
五
条
橋
で
は
熊
谷
は
ま
ず
羽
織
袴
で
登
場
す
る

の
で
、
引
き
抜
い
た
後
の
方
が
貧
弱
に
な
る
観
は
免
れ
な
い
。

⑬
の
ビ
デ
オ
に
つ
い
て
は
、
羽
左
衛
門
は
先
の
「
顔
見
世
│
梅
幸
・
羽
左
衛
門
に
聞
く
」（『
歌
舞
伎
座
筋
書
き
』）
で
、
語
っ
て
い
な
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い
。
錦
吾
に
よ
る
と
羽
左
衛
門
は
ビ
デ
オ
を
見
た
後
、
錦
吾
に
「
師
匠
、
あ
の
ち
ょ
っ
と
変
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
」
と
冗
談
め
か
し

て
言
っ
た
そ
う
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
大
先
輩
が
錦
吾
に
松
柏
の
指
導
に
つ
い
て
尋
ね
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
羽
左
衛
門
が
そ

れ
ま
で
見
た
舞
台
や
仁
左
衛
門
か
ら
の
教
え
の
他
に
、
こ
の
ビ
デ
オ
も
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
錦
吾
が
羽
左
衛
門
の
舞
台
を
見
て

い
な
い
の
で
、
具
体
的
な
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。

但
し
、
羽
左
衛
門
門
下
で
後
の
敦
盛
の
項
で
触
れ
る
坂
東
橘
太
郎
は
、
羽
左
衛
門
は
錦
吾
が
羽
織
を
脱
い
で
、
馬
上
で
ぶ
っ
か
え
る
の

を
見
て
、「
俺
は
羽
織
か
ら
ぶ
っ
か
え
る
」
と
言
っ
て
、
背
割
り
に
し
て
い
て
羽
織
か
ら
全
部
ぶ
っ
か
え
る
独
自
の
工
夫
を
し
た
と
語
っ

て
い
る
。

�

平
敦
盛

こ
の
役
は
若
い
立
役
や
、
女
方
も
出
来
る
演
者
が
演
じ
る
も
の
で
、
襲
名
の
時
の
出
し
も
の
に
も
使
わ
れ
る
。
戦
後
で
は
中
村
雀
右
衛

門
が
、
七
代
目
大
谷
友
右
衛
門
を
襲
名
し
た
一
九
四
八
年
三
月
に
東
京
劇
場
で
演
じ
て
い
て
、「
隼
会
」
で
上
演
し
た
時
は
、
指
導
も
し

て
い
る
。

敦
盛
が
女
装
し
て
匿
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
や
、
匿
っ
た
扇
屋
の
娘
桂
子
が
敦
盛
に
恋
し
て
、
客
席
か
ら
は
女
同
士
の
色
模
様
に
見

え
る
の
が
独
特
で
あ
る
。
原
作
で
も
桂
子
に
言
い
寄
ら
れ
て
「
敦
盛
わ
ざ
と
恥
か
し
げ
に
。
こ
れ
訳
も
な
い
女
が
女
に
惚
れ
て
。
肝
心
の

時
何
と
せ
う
と
思
う
て
。
花
香
も
な
い
退
か
し
や
ん
せ
退
か
し
や
ん
せ
」
と
い
う
描
写
が
あ
る
。
も
っ
と
も
現
代
の
歌
舞
伎
台
本
で
は

「
惚
れ
て
」
以
下
が
「
ど
う
な
る
も
の
じ
ゃ
ぞ
い
ナ
ア
」
と
な
っ
て
い
た
り
、
こ
の
台
詞
が
カ
ッ
ト
さ
れ
た
り
し
て
、
控
え
め
な
表
現
に

な
っ
て
い
る
。

敦
盛
の
前
半
の
見
せ
場
は
扇
屋
上
総
に
「
ま
ず
ま
ず
」
と
二
重
へ
直
さ
れ
上
総
が
手
を
つ
き
敬
う
と
、

忽
ち
変
る
お
ん
粧
い
、
の

竹
本
と
共
に
小
萩
か
ら
本
来
の
敦
盛
の
態
度
に
変
わ
る
部
分
と
、「
そ
ん
な
ら
旦
那

だ

な

さ
ん
」
と
再
び
折
子
小
萩
に
戻
る
部
分
で
あ
る
。「
ま

ず
ま
ず
」「
そ
ん
な
ら
旦
那
さ
ん
」
の
言
葉
は
原
作
の
浄
瑠
璃
に
は
な
く
、
女→
男→

女
を
強
調
し
て
見
せ
よ
う
と
す
る
歌
舞
伎
の
姿
勢
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が
読
み
と
れ
る
。
歌
舞
伎
座
一
九
五
九
年
三
月
の
筋
書
き
で
は
こ
の
辺
り
に
つ
い
て
「
女
実
は
男
と
い
う
変
化
が
人
形
と
違
っ
て
人
間
の

演
じ
る
歌
舞
伎
で
は
複
雑
微
妙
な
官
能
感
覚
を
持
つ
見
も
の
と
な
り
、
寧
ろ
原
物
の
人
形
よ
り
は
面
白
い
と
云
え
る
」
と
解
説
（
無
署
名
）

し
て
い
る
。

最
近
の
劇
評
で
は
一
九
五
九
年
三
月
上
演
の
尾
上
梅
幸
に
対
し
「
役
柄
の
女
装
の
貴
公
子
と
い
う
点
に
ム
リ
が
な
い
（
中
略
）
貴
公
子

ら
し
い
上
品
さ
が
あ
る
。（
中
略
）
敦
盛
に
な
っ
て
二
重
に
坐
っ
て
の
述
懐
の
セ
リ
フ
回
し
も
キ
ッ
パ
リ
し
て
い
て
難
が
な
い
。
そ
れ
に

眼
目
の
『
そ
ん
な
ら
旦
那
さ
ん
』
の
女
に
か
え
る
と
こ
ろ
が
う
ま
い
（
中
略
）
た
だ
し
（
中
略
）
あ
ま
り
に
女
の
娘
ら
し
く
、
そ
し
て
色

気
を
出
し
す
ぎ
る
の
が
役
柄
に
少
し
遠
く
な
る
」（
三
宅
三
郎
『
幕
間
』
同
年
四
月
）
と
あ
る
。
ま
た
一
九
九
三
年
に
演
じ
た
梅
玉
に
は
、

上
座
に
直
っ
た
と
こ
ろ
が
「
き
り
っ
と
な
っ
て
い
な
い
」（
野
村
喬
『
演
劇
界
』
同
年
十
二
月
）
と
あ
る
。
両
評
と
も
、
敦
盛
に
り
り
し

さ
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

演
者
は
こ
の
役
を
ど
う
見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

梅
幸
は
一
九
五
九
年
に
始
め
て
演
じ
た
時
、「
型
は
別
に
誰
の
型
と
い
う
の
で
は
な
く
、
年
寄
た
ち
を
よ
ん
で
訊
い
て
し
て
い
ま
す
。

（
中
略
）『
忽
ち
変
る
』
は
『
鮨
屋
』
の
維
盛
と
大
体
同
じ
で
す
し
、
心
持
も
同
じ
で
す
。
ま
ア
、
維
盛
と
お
里
を
兼
ね
た
み
た
い
な
役
で

す
ね
。（
中
略
）
こ
の
役
、
余
り
好
き
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
、
ど
っ
ち
か
と
云
え
ば
私
に
は
向
か
な
い
役
で
す
」（「
ひ
と

り
一
題
」『
演
劇
界
』
同
年
四
月
）
と
し
て
い
る
。
さ
き
の
三
宅
三
郎
評
は
好
意
的
で
あ
る
し
、
戸
板
康
二
も
「
梅
幸
の
敦
盛
、
初
役
。

一
度
は
当
然
演
じ
て
い
い
役
。」（『
東
京
新
聞
』
同
年
三
月
九
日
）
と
述
べ
て
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
梅
幸
は
こ
の
役
は
好
ま
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
九
六
九
年
に
再
び
演
じ
た
と
き
は
、
以
下
の
よ
う
に
や
や
見
方
が
変
わ
っ
て
い
る
。「
こ
の
前
の
時
は
（
中
略
）

て
れ
く
さ
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
な
く
な
り
ま
し
た
ね
。（
中
略
）
年
令

と

し

も
若
か
っ
た
し
ね
え
、
何
か
理
に
つ
ん
じ
ゃ
う
の
で
す
ね
」

（「
私
の
役
づ
く
り
」『
演
劇
界
』
同
年
二
月
）、「
前
か
ら
余
り
敦
盛
を
見
せ
る
と
、

た
ち
ま
ち
変
る
』
で
キ
ッ
パ
リ
し
な
い
で
し
ょ
。

そ
こ
の
か
ね
あ
い

．
．
．
．

が
む
つ
か
し
い
で
す
ね
。（
中
略
）
そ
の
後
熊
谷
と
姉
輪
の
や
り
と
り
の
間
、
あ
あ
い
う
所
は
な
に
も
し
て
い
な
い
け
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れ
ど
気
を
抜
い
ち
ゃ
あ
い
け
な
い
の
で
く
た
び
れ
る
の
で
す
よ
。（
中
略
）
他
人
が
芝
居
を
し
て
い
る
間
、
僕
だ
っ
て
若
い
時
は
手
持
無

沙
汰
の
事
が
あ
り
ま
し
た
が
と
し
と
共
に
段
々
と
ね
」（『
同
』）。

梅
幸
が
一
九
五
九
年
に
述
べ
た
「
年
寄
」
が
ど
の
よ
う
な
人
々
を
さ
す
の
か
、
東
京
の
人
か
、
関
西
の
人
か
等
々
、
梅
幸
が
亡
く
な
っ

て
い
る
の
で
残
念
な
が
ら
わ
か
ら
な
い
。

敦
盛
の
演
者
で
直
接
話
を
聞
け
た
の
は
一
九
六
四
年
「
小
莟
会
」
と
一
九
九
三
年
十
一
月
に
歌
舞
伎
座
で
演
じ
た
中
村
梅
玉
、
一
九
八

二
年
「
隼
会
」
で
演
じ
た
坂
東
橘
太
郎
で
あ
る
。

梅
玉
が
「
小
莟
会
」
で
演
じ
た
当
時
は
加
賀
屋
福
之
助
と
名
乗
っ
て
お
り
、
こ
の
時
は
五
代
中
村
歌
右
衛
門
門
弟
三
代
中
村
梅
花
に
教

わ
っ
た
と
い
う
。
梅
玉
の
話
の
要
点
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①
　
成
駒
屋
の
型
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
梅
花
が
教
え
た
の
で
は
な
い
と
思
う
。
梅
花
が
見
た
小
芝
居
の
を
写
し
て
く
れ
た

と
思
う
。

②
　
一
九
九
三
年
の
時
は
「
小
莟
会
」
の
時
の
記
憶
と
、「
隼
会
」
で
演
じ
た
橘
太
郎
に
細
か
い
と
こ
ろ
は
思
い
出
し
て
も
ら
っ
て
勤

め
た
。

③
　
昔
か
ら
の
上
演
が
続
い
て
い
る
古
典
と
違
っ
て
、
型
は
あ
っ
て
な
い
よ
う
な
も
の
。

④
　
「
小
莟
会
」
で
の
や
り
方
と
橘
太
郎
の
と
殆
ど
同
じ
だ
っ
た
。

⑤
　
小
萩
の
衣
裳
の
下
に
、
あ
る
程
度
敦
盛
の
衣
裳
を
着
込
ん
で
い
る
の
で
苦
し
か
っ
た
。

⑥
　
一
番
難
し
い
の
は
、
小
萩
の
扮
装
の
ま
ま
敦
盛
に
戻
る
と
こ
ろ
。
娘
の
ま
ま
敦
盛
の
品
格
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑦
　
片
襷
を
と
っ
て
前
掛
け
を
と
っ
て
下
へ
落
と
し
た
と
同
時
に
男
に
変
わ
っ
て
平
家
の
御
大
将
に
な
る
と
こ
ろ
が
、
テ
ク
ニ
ッ
ク
的

に
は
難
し
い
。

⑧
　
敦
盛
に
な
っ
て
か
ら
は
柔
ら
か
み
の
あ
る
立
役
。
お
公
家
様
み
た
い
な
も
の
。
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⑨
　
最
初
が
娘
な
の
で
キ
リ
ッ
と
や
っ
た
方
が
変
わ
っ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。
そ
れ
を
そ
う
で
な
い
優
男
、
公
達
に
な
る
と
こ
ろ

に
難
し
さ
が
あ
る
。

⑩
　
気
持
ち
は
公
達
と
い
う
風
に
持
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
役
の
気
持
ち
に
な
っ
て
動
く
の
が
、「
小
莟
会
」
の
時
は
出
な
か
っ
た
と
思
う
。

年
を
経
て
や
る
と
何
と
な
く
出
た
か
な
と
自
分
で
は
思
う
。

⑪
　
そ
の
後
ま
た
女
に
な
る
の
は
御
趣
向
。
女
に
変
わ
る
と
こ
ろ
は
殊
更
可
愛
ら
し
く
。
演
技
の
ポ
イ
ン
ト
だ
か
ら
少
し
大
げ
さ
に
。

⑫
　
扇
屋
は
長
い
の
で
、
お
客
を
だ
れ
さ
せ
な
い
よ
う
に
五
条
橋
へ
の
転
換
は
間
が
あ
か
な
い
よ
う
に
、
下
に
鎧
を
着
込
ん
で
い
る
。

⑬
　
鎧
が
見
え
な
い
よ
う
に
、
衣
裳
の
袖
を
普
通
の
女
物
よ
り
長
く
し
た
り
、
手
っ
甲
に
白
い
布
を
か
ぶ
せ
た
り
し
た
。

⑭
す
っ
き
り
見
せ
よ
う
と
き
つ
く
着
て
押
さ
え
た
が
、
所
詮
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。

⑮
　
小
萩
・
敦
盛
は
魅
力
的
な
役
。
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
。
娘
に
化
け
て
い
て
敦
盛
に
な
り
、
最
後
は
派
手
だ
し
。

「
隼
会
」
で
演
じ
た
橘
太
郎
は
、

①
　
主
に
市
川
松
柏
に
教
わ
り
、
立
ち
廻
り
は
坂
東
八
重
之
助
に
教
わ
っ
た
。

②
　
尾
上
梅
幸
の
テ
ー
プ
も
聴
い
た
。

③
　
敦
盛
は
小
萩
の
時
も
気
品
が
な
く
て
は
い
け
な
い
し
、
お
行
儀
が
よ
く
な
く
て
は
い
け
な
い
。

④
　
時
代
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
世
話
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
世
話
の
前
は
大
時
代
に
言
う
。
た
と
え
ば
敦
盛
か
ら
再
び
小
萩

に
な
る
「
そ
ん
な
ら
旦
那
さ
ん
」
の
直
前
の
「
忍
ぶ
こ
の
身
は
」
は
、
時
代
に
言
わ
な
い
と
次
が
さ
ば
け
て
聞
こ
え
な
い
。

⑤
　
④
の
よ
う
な
こ
と
は
、
前
年
に
違
う
役
で
羽
左
衛
門
か
ら
台
詞
の
強
弱
も
含
め
て
教
わ
っ
て
い
た
の
を
応
用
し
た
。

⑥
　
「
五
条
橋
」
の
女
装
の
衣
裳
は
、
下
に
鎧
を
着
込
む
衣
装
屋
さ
ん
泣
か
せ
の
も
の
で
、
い
い
形
に
な
ら
な
い
。

⑦
　
鎧
や
手
っ
甲
を
隠
す
の
に
今
な
ら
折
っ
て
お
く
等
の
工
夫
す
る
が
、
当
時
は
そ
の
ま
ま
だ
っ
た
と
思
う
。

⑧
　
二
日
間
、
計
四
回
の
公
演
で
は
教
わ
っ
た
こ
と
を
や
る
の
で
精
一
杯
。
も
っ
と
回
数
を
や
れ
ば
先
輩
方
も
い
ろ
い
ろ
言
っ
て
下
さ

17 『源平魁躑躅』の上演をめぐって



る
と
思
う
。

⑨
　
こ
の
敦
盛
は
魅
力
あ
る
。

二
人
が
気
に
し
て
い
る
下
に
鎧
を
着
け
た
着
付
け
だ
が
、
こ
れ
は
梅
幸
が
演
じ
た
時
も
「『
五
条
橋
』
は
、
引
き
ぬ
く
ま
で
は
、
ど
の

役
者
が
や
っ
て
も
形
が
わ
る
い
」（
三
宅
三
郎
『
演
劇
界
』
一
九
六
九
年
二
月
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
き
の
安
孫
子
正
は
「
歌
舞
伎

は
、
昔
こ
う
だ
っ
た
か
ら
と
こ
だ
わ
る
こ
と
は
意
外
と
少
な
い
」
と
言
う
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
は
新
た
な
試
み
で
よ
い
形
に
で
き
な
い
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
「
隼
会
」
の
尾
上
菊
十
郎
の
記
憶
に
よ
る
と
、
一
九
四
八
年
に
演
じ
た
雀
右
衛
門
（
当
時
友
右
衛
門
）
は
綺

麗
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
特
別
の
工
夫
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、「
隼
会
」
の
時
も
こ
の
件
に
関
し
て
、
雀
右
衛
門
は
何
も
言
わ
な
か
っ
た

と
い
う
。
彼
の
骨
格
、
体
質
の
せ
い
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
平
家
の
公
達
敦
盛
で
あ
る
か
ら
、
演
者
は
気
品
を
大
事
に
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
梅
玉
は
敦
盛
に
な
っ
た
時
の
柔
ら
か
み
に
つ
い

て
述
べ
た
。
り
り
し
さ
を
求
め
た
、
さ
き
の
評
論
家
と
は
異
な
っ
た
解
釈
と
い
え
よ
う
。

梅
玉
と
橘
太
郎
は
、
梅
幸
と
違
っ
て
こ
の
役
は
魅
力
的
と
し
て
い
る
。
世
代
の
違
い
で
あ
ろ
う
か
、
興
味
深
い
。

�

姉
輪
平
次
宗
景

さ
き
に
五
条
橋
で
演
者
の
重
要
性
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
演
者
に
よ
っ
て
多
い
に
注
目
さ
れ
た
役
が
姉
輪
平
次
で
あ
る
。
彼
は
顔
も
知

ら
な
い
敦
盛
の
探
索
に
扇
屋
に
乗
り
込
む
、
三
枚
目
の
敵
役
で
あ
る
。
そ
し
て
折
子
の
中
に
敦
盛
が
紛
れ
て
い
る
と
察
し
、
折
子
の
性
別

を
調
べ
る
た
め
に
、
懐
に
手
を
入
れ
る
。
こ
の
「
乳
房
を
改
め
」
や
、
威
張
り
ち
ら
す
が
実
力
の
な
さ
を
露
呈
す
る
と
こ
ろ
で
客
の
笑
い

を
誘
う
。
姉
輪
の
滑
稽
味
は
原
作
に
見
ら
れ
、
江
戸
時
代
の
歌
舞
伎
で
も
そ
れ
を
敷
衍
し
て
演
じ
た
よ
う
で
、
評
判
記
『
役
者
手
は
じ
め
』

（
一
七
六
二
＝
宝
暦
十
二
年
三
月
大
坂
『
歌
舞
伎
評
判
記
集
成
』
第
二
期
第
七
巻
所
収
）
の
竹
田
与
三
松
（
石
井
飛
騨
掾
座
　
敵
役
　
上

上

）
評
に
「
あ
ね
わ
の
平
次
役．

腹
を
か
ゝ
へ
ま
す
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

近
代
以
降
、
こ
の
役
に
つ
い
て
は
六
代
目
尾
上
菊
五
郎
が
絶
品
だ
っ
た
と
言
わ
れ
、
以
下
の
よ
う
な
評
が
残
っ
て
い
る
。
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「
衰
へ
た
り
と
は
言
へ
、
六
代
目
な
り
の
美
感
あ
っ
た
」（
戸
部
銀
作
『
幕
間
』
一
九
四
八
年
四
月
）、「
名
物
に
な
っ
た
だ
け
に
実
に

素
晴
ら
し
い
も
の
で
し
た
ね
。『
控
え
さ
っ
せ
い
』
の
膝
の
ギ
バ
な
ん
か
、
先
の
歌
右
衛
門
さ
ん
が
ご
覧
に
な
っ
て
い
て
、『
さ
す
が
は
六

代
目
だ
』
と
、
云
わ
れ
た
ぐ
ら
い
で
す
も
の
ね
」（
市
村
羽
左
衛
門
「
ひ
と
り
一
題
」『
演
劇
界
』
一
九
五
九
年
四
月
）、「
皮
肉
な
好
み
で
、

演
出
欲
を
も
や
し
、
ま
こ
と
に
滋
味
に
富
む
見
事
な
も
の
を
見
せ
た
。（
中
略
）
花
道
の
出
で
（
中
略
）
自
分
は
一
番
後
で
、
合
引
に
か

か
る
。
立
派
で
え
ら
そ
う
に
見
え
て
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
ま
た
熊
谷
の
名
の
り
の
と
こ
ろ
の
後
姿
が
力
が
満
ち
て
無
類
で
あ
っ
た
。
難
し

い
形
で
あ
っ
た
」（
三
宅
三
郎
『
演
劇
界
』
一
九
六
九
年
二
月
）、「
昭
和
十
二
年
か
、
歌
舞
伎
座
で
（
中
略
）
菊
五
郎
の
姉
輪
は
傑
作
で

し
た
。
熊
谷
の
名
の
り
で
探
編
笠
を
と
っ
て
見
得
を
し
た
後
、
と
ん
と
と
ん
で
ギ
バ
と
い
う
や
つ
で
決
ま
る
の
が
、
実
に
す
ば
ら
し
か
っ

た
。
上
方
で
は
昔
か
ら
よ
く
出
る
芝
居
で
、
い
ろ
ん
な
こ
の
役
々
を
見
て
き
た
が
、
あ
れ
だ
け
の
姉
輪
は
な
か
っ
た
」（「『
扇
屋
熊
谷
』

種
々
」
三
宅
周
太
郎
『
歌
舞
伎
座
筋
書
き
』
一
九
五
九
年
三
月
）、「
姉
輪
が
、
熊
谷
に
、
一
喝
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
背
ギ
バ
を
し
た
六
代

目
が
、
マ
リ
の
よ
う
に
、
ポ
ン
と
弾
ん
で
倒
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
鮮
や
か
さ
は
、
い
ま
も
目
に
残
っ
て
い
ま
す
」（
小
山
観
翁
「
観
翁

歌
舞
伎
ば
な
し
」『
歌
舞
伎
座
筋
書
き
』
一
九
九
三
年
十
一
月
）。

六
代
目
へ
の
思
い
込
み
や
美
化
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
六
代
目
は
本
作
を
「
姉
輪
の
芝
居
」
と
言
わ
せ
る
も
の
に
し
た

の
は
事
実
で
あ
る
。

六
代
目
の
姉
輪
に
関
し
て
は
、
先
に
一
九
六
九
年
に
熊
谷
を
演
じ
た
先
代
片
岡
仁
左
衛
門
の
言
葉
を
挙
げ
た
。
こ
の
時
姉
輪
を
演
じ
た

中
村
勘
三
郎
が
六
代
目
の
娘
婿
に
あ
た
る
の
で
、
こ
の
型
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

勘
三
郎
自
身
は
「
こ
の
芝
居
一
度
も
見
た
事
が
な
い
の
で
す
。（
中
略
）
知
ら
な
い
か
ら
、
稽
古
場
で
皆
に
き
い
て
廻
っ
た
事
を
や
っ

て
い
る
（
中
略
）
熊
谷
の
笠
を
と
る
の
は
、
お
や
じ
さ
ん
の
型
で
、
ず
ー
っ
と
後
向
き
で
構
え
て
い
て

荒
肝
と
ら
れ
』
で
転
が
る
ま

で
も
大
変
」（「
私
の
役
づ
く
り
」『
演
劇
界
』
同
年
二
月
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
型
に
つ
い
て
の
勘
三
郎
に
対
す
る
評
は
管
見
に
入
ら

な
か
っ
た
。
乳
房
改
め
や
転
が
る
演
技
で
、
こ
の
人
ら
し
い
サ
ー
ビ
ス
精
神
を
発
揮
し
、
観
客
を
楽
し
ま
せ
た
で
あ
ろ
う
。
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六
代
目
の
型
は
、
右
の
よ
う
に
熊
谷
役
者
に
も
姉
輪
役
者
に
も
や
り
に
く
い
、
六
代
目
あ
っ
て
の
も
の
の
よ
う
だ
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ

う
、
こ
の
型
は
以
後
の
上
演
で
は
採
ら
れ
て
い
な
い
。

姉
輪
の
役
は
、
六
代
目
以
外
に
と
っ
て
も
、
主
役
で
は
な
い
も
の
の
本
作
中
、
や
り
が
い
の
あ
る
役
で
あ
る
。
羽
左
衛
門
は
「
こ
の
役

は
し
て
い
て
面
白
い
役
で
す
よ
。
何
し
ろ
、
出
て
来
て
勝
手
な
事
を
云
い
、
勝
手
に
引
っ
込
ん
で
行
く
（
中
略
）
得
な
役
だ
と
云
え
ま
し

ょ
う
」（「
ひ
と
り
一
題
」『
演
劇
界
』
一
九
五
九
年
四
月
）
と
述
べ
て
い
る
。

姉
輪
に
は
概
し
て
好
評
が
多
い
。
そ
の
例
を
以
下
に
挙
げ
て
お
こ
う
。

「
吉
三
郎
の
姉
輪
が
形
も
よ
く
人
形
ぶ
り
の
引
込
み
も
派
手
に
し
て
い
て
近
ご
ろ
の
佳
作
」（
山
口
広
一
『
毎
日
新
聞
』
一
九
五
四
年

二
月
十
六
日
）。

「
羽
左
衛
門
の
姉
輪
が
き
わ
立
っ
て
い
る
。
熊
谷
に
投
げ
ら
れ
た
姉
輪
が
、
両
膝
を
そ
ろ
え
た
ま
ま
モ
ロ
に
落
ち
る
の
は
あ
ざ
や
か
だ
」

（
浜
村
米
蔵
『
日
経
新
聞
』
一
九
五
九
年
三
月
十
一
日
）。

「
隼
会
」
上
演
に
つ
い
て
も
「
こ
の
む
ず
か
し
い
役
で
幸
右
衛
門
が
腕
を
見
せ
る
。（
中
略
）
動
き
も
鮮
か
で
二
つ
の
ギ
バ
も
面
白
い
。

（
中
略
）
姉
輪
が
如
何
に
良
い
役
か
が
良
く
分
る
。（
中
略
）
姉
輪
の
出
し
物
の
感
が
あ
っ
た
」（
二
川
清
『
演
劇
界
』
一
九
八
二
年
十
月
）

と
い
う
評
が
残
さ
れ
て
い
る
。

次
に
実
際
に
演
じ
た
人
々
の
話
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

「
隼
会
」
で
演
じ
た
右
の
松
本
幸
右
衛
門

①
　
小
芝
居
に
い
た
時
分
に
姉
輪
の
家
来
木
鼠
忠
太
を
や
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

②
　
①
は
二
十
歳
前
だ
っ
た
と
思
う
。
そ
の
時
の
動
き
は
よ
く
覚
え
て
い
な
い
。

③
　
「
隼
会
」
で
は
、
主
に
市
川
松
柏
に
教
わ
っ
た
。

④
　
や
た
ら
に
え
ば
っ
て
面
白
み
の
あ
る
役
。
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⑤
　
熊
谷
が
笠
を
取
っ
て
名
乗
る
と
こ
ろ
で
、
う
ん
と
足
を
割
り
腰
を
下
げ
小
さ
く
な
っ
て
熊
谷
を
見
せ
な
く
て
は
い
け
な
い
。

⑥
　
台
詞
は
時
代
と
世
話
の
使
い
分
け
が
大
事
。
た
と
え
ば
熊
谷
に
叱
ら
れ
る
と
世
話
に
落
と
し
て
「
は
い
」。

⑦
　
⑤
の
他
に
熊
谷
に
叱
ら
れ
て
、
ど
さ
っ
と
座
っ
て
お
辞
儀
す
る
な
ど
、
足
を
使
う
の
で
今
の
年
で
は
出
来
な
い
。

⑧
　
中
村
勘
三
郎
の
テ
ー
プ
を
参
考
に
し
た
。

⑨
　
熊
谷
に
投
げ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
振
り
は
『
義
経
千
本
桜
』「
渡
海
屋
」
の
相
模
五
郎
の
引
っ
込
み
「
ち
ん
ば
ち
が
ち
が
」
と
同
じ

よ
う
に
や
っ
た
。

一
九
九
三
年
に
演
じ
た
中
村
富
十
郎

①
　
一
九
四
四
年
（
当
時
坂
東
鶴
之
助
）
に
折
子
で
出
演
し
、
そ
の
後
木
鼠
忠
太
を
一
九
五
九
年
と
一
九
六
九
年
（
当
時
市
村
竹
之
丞
）、

二
回
勤
め
た
。

②
　
姉
輪
の
芝
居
と
言
わ
れ
る
が
そ
う
で
は
な
く
て
、
熊
谷
と
敦
盛
の
芝
居
。

③
　
六
代
目
菊
五
郎
が
面
白
く
し
た
。
形
は
よ
く
ユ
ー
モ
ア
と
品
が
あ
っ
た
と
今
だ
に
語
り
草
に
な
っ
て
い
る
。

④
　
本
来
は
脇
役
の
や
る
も
の
で
、
六
代
目
が
や
る
役
で
は
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
ご
馳
走
と
し
て
出
た
。

⑤
　
木
鼠
を
や
っ
て
い
た
の
で
姉
輪
の
手
順
は
大
体
わ
か
っ
て
い
た
。

⑥
　
六
代
目
の
写
真
も
見
た
り
し
て
勉
強
し
て
か
ら
、
羽
左
衛
門
に
教
わ
り
に
行
っ
た
。

⑦
　
羽
左
衛
門
は
役
に
よ
っ
て
異
な
る
台
詞
の
テ
ン
ポ
に
つ
い
て
、
語
っ
た
。

⑧
　
羽
左
衛
門
は
台
詞
に
つ
い
て
も
う
一
つ
、
時
代
に
台
詞
を
張
っ
て
言
う
と
こ
ろ
と
世
話
に
砕
け
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
語
っ
た
。

⑨
　
姉
輪
や
木
鼠
は
主
役
で
は
な
い
か
ら
、
押
さ
え
て
演
じ
る
。
主
役
が
五
つ
な
ら
、
姉
輪
が
三
つ
、
木
鼠
が
二
つ
出
す
と
い
う
コ
ン

ト
ラ
ス
ト
が
大
事
。

⑩
　
こ
の
よ
う
な
上
演
の
少
な
い
も
の
も
、
昔
見
た
こ
と
を
頭
に
入
れ
て
お
く
こ
と
が
大
事
。
見
て
い
な
い
時
は
見
た
人
の
話
を
た
く
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さ
ん
聞
か
な
い
と
駄
目
。
こ
れ
は
主
役
、
脇
役
か
ら
仕
出
し
ま
で
す
べ
て
に
つ
い
て
言
え
る
。

今
年
三
月
、
南
座
で
姉
輪
を
演
じ
る
市
川
團
蔵
は
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
語
っ
た
。

①
　
富
十
郎
が
姉
輪
を
勤
め
た
時
、
木
鼠
に
出
て
い
た
の
で
、
富
十
郎
の
イ
メ
ー
ジ
は
残
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
参
考
に
す
る
。

②
　
六
代
目
菊
五
郎
の
よ
う
に
ご
馳
走
で
出
る
の
と
、
僕
等
の
よ
う
に
脇
役
で
出
る
の
と
で
は
役
作
り
が
違
う
。

③
　
主
役
よ
り
押
さ
え
て
、
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。

④
　
面
白
が
ら
せ
る
役
だ
が
、
乳
房
改
め
な
ど
で
受
け
よ
う
と
す
る
と
い
や
ら
し
く
な
る
。

⑤
　
箇
所
箇
所
の
巧
ま
な
い
面
白
さ
が
出
た
ら
い
い
と
思
う
。

⑥
　
軽
く
や
り
過
ぎ
る
と
木
鼠
に
付
い
て
し
ま
う
し
、
重
く
な
り
過
ぎ
る
と
面
白
く
な
い
の
で
、
そ
の
辺
の
匙
加
減
が
難
し
い
。

⑦
　
熊
谷
に
投
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
、
姉
輪
は
ド
ー
ン
と
。
木
鼠
は
ト
ト
ン
と
。
そ
う
い
う
差
が
出
る
と
面
白
い
か
な
と
思
う
。

⑧
　
⑥
⑦
に
つ
い
て
は
、
木
鼠
役
の
片
岡
亀
蔵
と
相
談
し
な
が
ら
作
っ
て
ゆ
く
。

⑨
　
姉
輪
は
熊
谷
よ
り
面
白
い
役
。

演
者
た
ち
が
面
白
い
役
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
当
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
幸
右
衛
門
の
記
憶
が
や
や
曖
昧
な
が
ら
、
姉
輪
を
勤
め
る
前
に
、

よ
り
軽
い
敵
役
木
鼠
を
勤
め
た
者
が
多
く
、
姉
輪
の
演
技
を
身
近
に
見
て
い
る
点
は
、
こ
の
役
を
稽
古
す
る
上
で
有
利
で
あ
っ
た
ろ
う
。

ま
た
も
ち
ろ
ん
主
役
は
熊
谷
で
、
三
人
と
も
熊
谷
を
引
き
立
て
る
た
め
の
振
り
等
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
る
。
六
代
目
の
出
演
は
あ
く
ま

で
も
ご
馳
走
で
、
彼
の
や
り
方
は
あ
る
程
度
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
ま
ま
踏
襲
は
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
役
で
も
六
代
目

は
「
品
が
あ
っ
た
」
と
伝
え
ら
れ
、
現
代
の
演
者
も
そ
れ
を
大
切
に
し
て
い
る
。
歌
舞
伎
が
原
作
の
浄
瑠
璃
よ
り
面
白
く
見
せ
る
よ
う
に

し
た
「
乳
房
改
め
」
も
、
團
蔵
は
い
や
ら
し
く
な
ら
な
い
よ
う
に
心
が
け
て
い
る
。
富
十
郎
に
つ
い
て
も
「
サ
ラ
ッ
と
し
て
い
る
が
、
エ

ロ
チ
シ
ズ
ム
を
発
揮
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
か
ら
、
あ
れ
で
い
い
」（
野
村
喬
『
演
劇
界
』
一
九
九
三
年
十
二
月
）
と
い
う
評
が
残

さ
れ
て
い
る
。
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富
十
郎
は
取
材
の
際
、「
演
技
の
技
術
よ
り
、
ま
ず
お
行
儀
が
よ
く
な
け
れ
ば
。
国
立
劇
場
や
歌
舞
伎
座
は
檜
舞
台
、
明
る
い
と
こ
ろ

で
芸
を
お
見
せ
す
る
の
だ
か
ら
格
が
な
け
れ
ば
」
と
も
語
っ
た
。
観
客
が
何
を
期
待
し
ど
う
受
け
止
め
る
か
は
、
ま
た
別
問
題
で
は
あ
る

が
、
古
典
芸
能
と
し
て
の
品
格
を
保
つ
こ
と
に
敢
え
て
反
対
す
る
者
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。

三
　
興
行
側
の
姿
勢

さ
て
、
歌
舞
伎
の
興
行
・
制
作
に
関
し
て
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
る
の
が
、
ほ
ぼ
歌
舞
伎
俳
優
す
べ
て
を
掌
握
し
、
戦
後
本
作
を
上
演

し
て
き
た
歌
舞
伎
座
等
の
経
営
に
も
携
わ
っ
て
い
る
松
竹
株
式
会
社
で
あ
る
。

一
九
九
三
年
の
上
演
に
際
し
制
作
を
行
っ
た
安
孫
子
正
（
現
取
締
役
）
に
、
こ
の
作
を
取
り
上
げ
た
理
由
や
こ
の
作
へ
の
思
い
を
取
材

し
た
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
　
普
段
出
な
い
狂
言
を
、
知
っ
て
い
る
演
者
が
い
る
う
ち
に
上
演
し
て
ゆ
こ
う
と
い
う
思
い
は
常
に
持
っ
て
い
る
。

②
　
こ
ん
な
芝
居
を
し
て
み
た
い
、
久
し
く
出
し
て
い
な
い
も
の
を
や
ろ
う
と
い
う
話
は
常
に
演
者
と
も
し
て
い
て
、
そ
の
中
で
松
竹

が
主
体
性
を
持
っ
て
狂
言
立
て
を
組
ん
で
ゆ
く
。

③
　
珍
し
い
作
品
の
上
演
は
、
研
究
者
や
歌
舞
伎
に
詳
し
い
観
客
に
は
喜
ば
れ
る
が
、
一
般
の
観
客
で
は
必
ず
し
も
そ
う
は
い
か
な
い
。

誰
も
が
喜
ぶ
よ
う
な
も
の
を
入
れ
、
演
目
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
必
要
が
あ
る
。

④
　
③
に
関
し
て
、
一
九
九
三
年
に
は
人
気
の
高
い
歌
舞
伎
舞
踊
『
京
鹿
子
娘
道
成
寺
』
を
入
れ
た
。

⑤
　
座
組
の
問
題
も
あ
る
。
熊
谷
と
敦
盛
と
姉
輪
、
少
な
く
と
も
こ
の
三
人
を
出
来
る
人
が
揃
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑥
　
こ
の
時
は
、
本
作
を
出
し
た
い
と
い
う
意
向
を
持
っ
て
い
た
羽
左
衛
門
と
話
を
し
て
、
小
萩
実
は
敦
盛
の
ニ
ン
に
合
う
梅
玉
と
、

姉
輪
の
出
来
る
富
十
郎
が
い
た
の
で
決
ま
っ
た
。
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⑦
　
六
代
目
は
ど
ん
な
役
で
も
出
る
人
だ
っ
た
が
、
普
通
姉
輪
に
先
輩
が
出
て
く
れ
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
時
は
橘
屋
（
羽
左
衛
門
）

が
熊
谷
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
富
十
郎
が
気
持
ち
よ
く
姉
輪
に
出
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

⑧
　
こ
の
時
の
上
演
で
そ
れ
な
り
の
成
果
が
得
ら
れ
た
。
本
作
は
小
萩
か
ら
敦
盛
に
な
る
な
ど
変
化
が
あ
っ
て
、
面
白
い
と
思
う
。
ま

た
機
会
が
あ
っ
た
ら
出
し
た
い
と
配
役
も
考
え
て
み
た
り
し
て
い
る
。

①
②
に
つ
い
て
安
孫
子
は
「
歌
舞
伎
の
芸
の
伝
承
と
営
業
と
い
う
、
相
反
す
る
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
も
述
べ
た
。
民

間
の
興
行
会
社
で
あ
る
か
ら
こ
れ
は
当
然
で
あ
る
が
、
伝
承
者
の
少
な
く
な
っ
て
ゆ
く
作
品
に
つ
い
て
も
、
松
竹
と
演
者
と
の
間
で
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
る
こ
と
は
確
認
で
き
た
。

そ
し
て
こ
の
三
月
南
座
で
本
作
は
上
演
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
松
竹
株
式
会
社
演
劇
部
か
ら
、

①
　
羽
左
衛
門
の
上
演
か
ら
十
年
、
本
作
を
継
承
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
。

②
　
團
十
郎
、
菊
之
助
で
や
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
。

③
　
そ
の
他
の
演
目
や
座
組
か
ら
上
演
可
能
の
条
件
が
揃
っ
た
。

と
説
明
を
受
け
た
。
③
に
関
し
て
だ
が
、
本
作
の
他
に
は
、
歌
舞
伎
舞
踊
『
保
名
』、『
松
竹
梅
湯
島
掛
額
』「
吉
祥
院
お
土
砂
の
場
」「
四

ツ
木
戸
火
の
見
櫓
の
場
」
が
演
じ
ら
れ
る
。
一
九
九
三
年
時
の
『
京
鹿
子
娘
道
成
寺
』
に
当
る
の
が
『
保
名
』
で
あ
る
。
そ
し
て
『
松
竹

梅
湯
島
掛
額
』
は
一
九
九
三
年
に
も
舞
台
に
掛
け
ら
れ
た
。
本
作
に
、
有
名
な
舞
踊
と
、
賑
や
か
で
喜
劇
味
の
あ
る
場
に
派
手
な
舞
踊
を

伴
っ
た
演
目
の
取
り
合
わ
せ
と
な
っ
た
わ
け
で
、
こ
の
姿
勢
は
前
回
と
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
①
②
③
は
先
の
安
孫
子
の
言
葉
を
裏
付
け

て
い
る
と
言
え
よ
う
。

四
　
今
後
の
上
演
に
向
け
て
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こ
の
よ
う
に
本
作
は
今
年
、
南
座
で
上
演
さ
れ
て
い
る
が
今
後
も
こ
の
作
品
は
取
り
上
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
松
竹
に
そ
の
意
向
が

あ
る
限
り
、
可
能
性
は
あ
る
が
や
は
り
上
演
頻
度
は
低
い
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
安
孫
子
が
指
摘
し
た
よ
う
に
一
般
の
観
客
が
喜
ぶ
か
ど
う

か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
し
て
一
方
、
演
者
が
仁
左
衛
門
や
羽
左
衛
門
は
別
と
し
て
、
必
ず
し
も
歓
迎
し
な
い
面
も
あ
る
。

演
者
は
先
に
見
た
通
り
、
姉
輪
役
は
面
白
い
と
言
う
。
ま
た
敦
盛
役
を
面
白
い
と
言
う
者
も
い
た
。
し
か
し
中
心
と
な
る
べ
き
熊
谷
役

は
魅
力
に
欠
け
る
と
い
う
声
が
多
か
っ
た
。
先
に
挙
げ
た
松
緑
の
見
方
の
他
に
、
例
え
ば
松
本
錦
吾
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
こ
の
熊
谷
を
や
り
た
い
と
い
う
役
者
は
ま
ず
い
な
い
と
思
う
。
体
力
的
に
か
な
り
き
つ
い
が
見
せ
場
が
少
な
い
。
俺
が
熊
谷
を
や
る
か

ら
小
萩
に
付
き
合
っ
て
と
頼
む
よ
う
な
役
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
出
に
く
い
。
小
萩
役
の
人
を
立
て
る
た
め
の
も
の
で
、
襲
名
な

ん
か
に
い
い
。
奥
役
松
竹
が
覚
え
て
い
て
出
す
し
か
な
い
。」

富
十
郎
は
「
熊
谷
の
役
を
や
る
の
な
ら
『
一
谷
嫩
軍
記
』
の
熊
谷
を
や
り
た
い
」、
團
蔵
も
「
熊
谷
な
ら
役
者
の
気
持
ち
は
『
一
谷
嫩

軍
記
』
に
向
く
。
本
作
は
敦
盛
の
出
し
物
で
熊
谷
は
し
ど
こ
ろ
が
少
な
く
、
感
情
の
起
伏
も
あ
ま
り
な
い
」
と
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
て
い
る
。

ま
た
作
品
そ
の
も
の
に
つ
い
て
梅
玉
は
「『
扇
屋
』
の
場
が
長
す
ぎ
る
の
が
欠
点
。
今
度
や
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
も
う

少
し
間
引
い
て
と
ん
と
ん
運
ん
で
ゆ
く
方
が
い
い
と
思
う
」
と
述
べ
、
ま
た
カ
ッ
ト
に
よ
っ
て
桂
子
が
小
萩
の
正
体
を
知
っ
て
い
る
件
が

な
く
な
っ
て
も
、「
い
っ
そ
桂
子
が
敦
盛
と
知
ら
な
い
で
、
女
が
女
に
惚
れ
る
と
い
う
面
白
さ
を
出
し
て
も
い
い
と
思
う
。
女
同
士
の
色

模
様
は
歌
舞
伎
で
は
滅
多
に
な
い
が
、
雰
囲
気
的
に
は
面
白
い
場
面
だ
と
思
う
」
と
も
語
っ
た
。

梅
玉
の
言
葉
は
、
な
る
べ
く
原
作
に
沿
っ
て
、
人
物
関
係
や
展
開
を
わ
か
り
や
す
く
丁
寧
に
演
じ
て
欲
し
い
と
い
う
先
の
劇
評
や
、
筆

者
の
考
え
と
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
演
者
側
の
見
方
と
し
て
注
目
し
た
い
。「
扇
屋
」
の
前
半
や
上
総
夫
婦
と
敦
盛
の
愁
嘆
場
が
カ
ッ
ト

さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
い
つ
も
そ
う
で
す
よ
」
と
い
う
以
上
に
言
及
す
る
演
者
は
い
な
か
っ
た
。
愁
嘆
場
に
つ
い
て
は
仁
左
衛
門
が

「
覚
え
て
お
い
て
貰
い
た
い
の
は
（
中
略
）
愁
嘆
場
が
あ
る
の
が
本
当
」（「
私
の
役
づ
く
り
」『
演
劇
界
』
一
九
六
九
年
二
月
）
と
述
べ
て

い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
演
者
が
少
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
台
詞
や
動
き
を
な
る
べ
く
刈
り
込
ん
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で
、
演
者
の
見
せ
場
を
中
心
に
運
ん
で
ゆ
く
と
い
う
方
法
は
も
ち
ろ
ん
出
来
よ
う
。
た
だ
し
こ
れ
は
別
の
作
品
に
つ
い
て
だ
が
、「
国
立

劇
場
で
の
通
し
公
演
で
、
初
め
て
人
物
の
行
動
の
意
味
が
わ
か
り
、
演
じ
や
す
く
な
っ
た
」（
中
村
魁
春
）
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。
一

般
の
観
客
は
贔
屓
の
演
者
の
芸
を
見
る
だ
け
で
満
足
な
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
理
詰
め
に
筋
の
展
開
が
理
解
出
来
た
方
が
よ
い
の
で
あ

ろ
う
か
。
娯
楽
と
し
て
の
歌
舞
伎
に
何
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
時
代
と
と
も
に
観
客
や
演
者
の
意
識
も
変
化
す
る
中
で
、
伝
統

を
ど
こ
ま
で
残
し
ど
こ
を
改
革
す
る
か
、
新
解
釈
を
採
用
す
る
か
否
か
、
劇
場
経
営
も
か
ら
む
難
し
い
問
題
で
あ
る
。

さ
て
、
主
役
熊
谷
に
人
気
の
う
す
い
本
作
で
あ
る
が
、
上
演
が
途
絶
え
て
忘
れ
去
ら
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
作
品
と
言
え
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

演
者
側
の
意
見
を
拾
っ
て
み
よ
う
。
松
竹
で
は
な
く
、
演
者
側
が
主
体
的
に
本
作
を
上
演
に
選
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
一
九
六
四
年
の

「
小
莟
会
」
と
一
九
八
二
年
の
「
隼
会
」
で
あ
る
。

前
者
は
六
代
目
中
村
歌
右
衛
門
一
門
の
勉
強
会
で
あ
る
。
こ
の
時
は
本
作
の
他
に
同
じ
昼
の
部
に
は
『
菅
原
伝
授
手
習
鑑
』「
車
引
」

『
寿
靱
猿
』『
生
写
朝
顔
日
記
』「
宿
屋
」「
大
井
川
」、
夜
の
部
に
は
『
絵
本
太
功
記
』「
尼
ヶ
崎
の
場
」『
三
人
片
輪
』『
桂
川
連
理
柵
』

「
帯
屋
」「
道
行
」
を
取
り
上
げ
た
。
主
催
の
歌
右
衛
門
も
指
導
し
た
三
代
市
川
左
團
次
・
二
代
尾
上
松
緑
・
八
代
坂
東
三
津
五
郎
も
既
に

亡
く
、
本
作
を
上
演
し
た
真
意
は
不
明
で
は
あ
る
。
し
か
し
本
作
が
五
代
歌
右
衛
門
の
芸
談
集
『
魁
玉
夜
話
』
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
、

一
門
に
は
ゆ
か
り
あ
る
も
の
ゆ
え
、
梅
玉
（
福
之
助
）
に
演
じ
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
は
成
り
立
つ
。
ま
た
筋
書
き
に
寄
せ

た
歌
右
衛
門
の
「
一
同
大
役
に
取
組
ん
で
お
り
ま
す
の
も
、
芸
の
厳
し
さ
に
対
す
る
心
組
を
持
つ
こ
と
や
、
色
々
の
役
を
こ
な
し
て
ゆ
く

力
を
養
う
と
い
う
意
味
も
ご
ざ
い
ま
す
」、
利
倉
幸
一
の
「
古
い
演
目
ば
か
り
だ
（
中
略
）
昔
か
ら
の
芝
居
を
じ
っ
く
り
勉
強
し
よ
う
と

い
う
態
度
」
と
い
う
文
章
に
義
太
夫
も
の
を
中
心
に
、
様
々
な
役
柄
に
取
り
組
ま
せ
よ
う
と
し
た
意
図
は
く
み
取
れ
よ
う
。
そ
し
て
女
装

の
公
達
や
組
打
ち
等
、
若
手
の
訓
練
に
も
な
る
演
目
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
読
売
新
聞
同
年
五
月
二
日
評
に
大
木
豊
は
「
福
之
助
の
敦
盛

と
い
う
こ
と
が
頭
に
あ
っ
て
考
え
ら
れ
た
企
画
に
は
ち
が
い
な
か
ろ
う
が
、
こ
れ
も
ど
う
せ
な
ら
も
っ
と
別
の
骨
組
の
し
っ
か
り
し
た
古
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典
に
取
り
組
ま
せ
た
か
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。

「
隼
会
」
は
尾
上
菊
十
郎
が
主
体
と
な
っ
た
勉
強
会
で
、
本
作
を
取
り
上
げ
た
こ
と
に
つ
い
て
彼
は
、「
あ
ま
り
普
段
で
な
い
も
の
を

や
ろ
う
と
考
え
て
い
た
。
そ
う
し
な
い
と
三
味
線
も
含
め
て
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
。
そ
れ
で
こ
れ
を
選
び
、
総
監
督
の
よ
う

な
の
を
以
前
、
敦
盛
を
演
じ
た
雀
右
衛
門
に
頼
み
、
市
川
松
柏
が
細
か
い
と
こ
ろ
を
教
え
た
」
と
語
っ
て
い
る
。
彼
の
意
図
は
「
こ
の
よ

う
に
た
ま
に
し
か
出
な
い
芝
居
は
、
お
手
本
が
手
近
に
な
い
と
い
う
意
味
で
、
演
者
に
と
っ
て
は
や
り
難
か
ろ
う
が
、
観
客
に
と
っ
て
は

有
難
い
」（
二
川
清
『
演
劇
界
』
一
九
八
二
年
十
月
）
と
評
価
さ
れ
、
ま
た
先
に
記
し
た
よ
う
に
そ
の
時
の
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
は
後
の
上
演

の
参
考
に
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

演
者
に
と
っ
て
手
本
の
な
い
演
目
で
あ
る
が
、
前
述
の
松
本
錦
吾
や
松
本
幸
右
衛
門
は
、
違
う
演
目
の
同
じ
よ
う
な
役
の
演
じ
方
を
応

用
し
、
橘
太
郎
も
台
詞
に
以
前
に
教
わ
っ
た
こ
と
を
活
か
し
て
い
て
、
特
に
本
作
が
や
り
に
く
か
っ
た
と
い
う
言
葉
は
な
か
っ
た
。
む
し

ろ
二
川
の
推
察
と
は
逆
で
、「
時
代
物
の
枠
か
ら
飛
び
出
さ
な
い
よ
う
に
し
て
、
け
た
外
れ
な
こ
と
を
し
な
い
か
ぎ
り
、
あ
る
程
度
自
分

た
ち
で
作
っ
て
も
文
句
は
出
な
い
。
白
鸚
旦
那
（
先
代
幸
四
郎
）
の
が
目
に
焼
き
付
い
て
い
る
よ
う
な
役
の
方
が
難
し
い
か
も
知
れ
な
い
」

（
松
本
錦
吾
）、「
滅
多
に
出
な
い
も
の
は
、
継
続
的
に
上
演
さ
れ
て
い
る
も
の
と
違
っ
て
、
型
は
あ
っ
て
な
い
よ
う
な
も
の
で
、
自
分
で

創
造
で
き
る
か
ら
や
り
や
す
い
面
も
あ
る
」（
中
村
梅
玉
）
の
よ
う
な
感
想
を
述
べ
た
演
者
が
多
か
っ
た
。

演
者
は
今
後
の
上
演
に
つ
い
て
ど
う
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
各
人
の
語
っ
た
概
略
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
ド
ラ
マ
性
の
問
題
、
時
代
の
推
移
で
な
く
な
っ
た
作
品
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
自
然
現
象
で
上
演
が
減
る
の
は
仕
方
が
な
い
」

（
富
十
郎
）

「
観
客
が
興
味
を
持
つ
な
ら
、
こ
ん
な
作
品
も
あ
る
と
た
ま
に
は
お
見
せ
す
る
の
も
よ
い
。
あ
く
ま
で
も
観
客
第
一
」

（
團
蔵
）

「『
義
経
千
本
桜
』
の
「
鮨
屋
」
に
似
て
い
る
け
れ
ど
こ
ち
ら
の
方
が
短
い
。
一
般
の
観
客
に
は
そ
れ
な
り
の
人
が
出
れ
ば
、
短
い
方

が
楽
し
め
る
の
で
は
な
い
か
、
見
た
目
の
変
化
は
あ
る
し
。
敦
盛
は
引
き
抜
き
の
時
、
か
ん
ざ
し
を
観
客
に
投
げ
た
り
し
て
楽
し
い
芝
居
。
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『
魁
玉
夜
話
』
に
載
っ
て
い
る
し
、
な
く
な
っ
た
ら
惜
し
い
と
思
う
」

（
魁
春
）

「
ビ
デ
オ
だ
け
が
残
っ
て
ビ
デ
オ
が
先
生
に
な
る
の
は
惜
し
い
」

（
錦
吾
）

富
十
郎
よ
り
若
い
演
者
の
方
が
、
途
絶
を
惜
し
む
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
れ
な
ら
本
作
程
度
の
上
演
頻
度
を
保
っ
て
い
れ
ば
、
以
前
か
ら
の
演
技
・
演
出
は
次
代
に
伝
承
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
前

述
の
よ
う
に
厳
密
に
決
め
ら
れ
た
型
は
な
い
が
、
時
代
物
と
し
て
の
あ
る
程
度
の
演
技
演
出
の
枠
は
当
然
持
っ
て
い
る
。
歌
舞
伎
の
演
者

な
ら
ば
、
台
本
を
読
め
ば
そ
れ
が
わ
か
る
の
で
、
役
が
決
ま
れ
ば
昔
の
絵
や
写
真
、
テ
ー
プ
等
を
参
考
に
し
な
が
ら
自
分
で
稽
古
を
し
て

お
い
て
、
そ
の
後
先
輩
に
教
わ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
本
作
で
は
前
回
の
上
演
時
に
は
、
羽
左
衛
門
が
目
を
配
っ
て
い
た
。
安
孫
子
は

「
橘
屋
の
世
代
は
自
分
が
演
じ
て
い
な
く
て
も
、
先
輩
の
舞
台
を
よ
く
見
て
い
て
、
知
識
が
豊
富
。
演
出
の
よ
う
な
面
は
座
頭
で
あ
る
橘

屋
の
判
断
で
基
本
的
に
は
進
め
、
皆
は
そ
れ
に
沿
っ
て
演
技
を
し
て
い
っ
た
。
但
し
稽
古
の
時
は
、
特
に
気
に
な
る
と
こ
ろ
は
直
し
て
ゆ

く
こ
と
は
あ
っ
た
と
思
う
が
、
一
人
一
人
に
事
細
か
く
言
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
う
。
道
具
等
は
橘
屋
と
相
談
し
て
い
た
」
と
述
べ
て

い
る
。
こ
の
時
使
用
し
た
鎧
に
関
し
て
、
坂
東
橘
太
郎
は
以
下
の
旨
を
語
っ
た
。「
羽
左
衛
門
は
歌
舞
伎
の
小
道
具
を
扱
っ
て
い
る
藤
浪

小
道
具
株
式
会
社
の
持
っ
て
き
た
熊
谷
の
鎧
の
色
の
違
い
を
指
摘
し
、
次
の
日
、
彼
が
指
定
し
た
鎧
を
藤
浪
の
職
員
が
見
つ
け
て
来
た
。

羽
左
衛
門
は
日
頃
、
倉
庫
に
も
よ
く
行
っ
て
、
保
管
し
て
あ
る
も
の
を
確
認
し
て
い
た
。」
こ
の
出
来
事
は
、
歌
舞
伎
で
は
衣
裳
や
小
道

具
等
の
職
掌
毎
に
附
帳
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
従
っ
て
業
者
は
品
物
を
持
っ
て
く
る
が
、
演
者
は
そ
れ
を
鵜
呑
み
に
し
な
い
で
、
日
頃
の
心

が
け
や
経
験
を
活
か
す
必
要
が
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

今
回
の
南
座
の
公
演
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
上
演
の
蓄
積
が
ど
の
く
ら
い
活
か
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
主
役
の
市
川
團
十
郎
、
敦
盛
役

の
尾
上
菊
之
助
、
姉
輪
役
の
市
川
團
蔵
に
取
材
を
試
み
た
。

團
十
郎
か
ら
は
、
取
材
が
南
座
公
演
前
月
の
半
ば
頃
で
、「
ま
だ
本
格
的
な
稽
古
に
入
っ
て
い
な
い
た
め
、
本
作
に
つ
い
て
は
何
と
も

言
え
な
い
」
と
い
う
旨
を
番
頭
さ
ん
を
通
じ
て
伝
え
ら
れ
た
。
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菊
之
助
か
ら
は
や
は
り
番
頭
さ
ん
を
通
じ
て
、「
本
作
の
舞
台
を
見
た
こ
と
は
な
い
。
尾
上
菊
五
郎
に
教
わ
る
。
衣
裳
や
小
道
具
に
つ

い
て
特
に
新
た
な
工
夫
は
し
な
い
つ
も
り
で
あ
る
。
本
格
的
な
稽
古
に
入
っ
て
い
な
い
の
で
、
自
分
の
役
や
作
品
全
体
に
つ
い
て
は
何
と

も
言
え
な
い
」
と
い
う
回
答
を
得
た
。

菊
之
助
の
父
菊
五
郎
は
、
一
九
九
三
年
の
上
演
時
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
父
梅
幸
が
敦
盛
を
演
じ
た
時
に
も
、
本
作
に
は
出
演
し
て
い
な

い
。
こ
の
う
ち
一
九
五
九
年
に
は
同
じ
歌
舞
伎
座
に
出
勤
し
て
い
る
が
、
一
九
六
九
年
は
東
横
劇
場
に
出
勤
し
て
い
た
。
た
だ
し
父
親
の

稽
古
や
公
演
を
見
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
菊
之
助
に
示
唆
を
与
え
る
こ
と
は
十
分
出
来
る
は
ず
で
あ
る
。

團
蔵
に
つ
い
て
は
先
に
記
し
た
通
り
だ
が
、
唯
一
の
前
回
出
演
者
で
あ
る
彼
の
経
験
が
よ
い
意
味
で
活
か
さ
れ
れ
ば
と
願
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
彼
は
二
月
二
十
日
に
取
材
し
た
折
り
、
本
作
の
経
験
者
が
自
分
以
外
に
い
な
い
の
に
、
稽
古
の
日
数
が
少
な
い
こ
と
、
シ
ビ
ア

な
関
西
の
観
客
が
ど
う
反
応
す
る
か
、
気
に
し
て
い
る
よ
う
に
窺
え
た
。

見
て
き
た
よ
う
に
、
本
作
は
義
太
夫
狂
言
で
は
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
重
い
作
品
で
は
な
い
。
主
役
は
演
者
に
と
っ
て
必
ず
し
も
や
り
が

い
の
あ
る
役
で
は
な
い
。
小
芝
居
的
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
事
実
、「
小
莟
会
」
や
「
隼
会
」
で
指
導
し
た
梅
花
と
松
柏
は
小
芝
居
で
の
経

験
を
活
か
し
た
と
思
わ
れ
る
し
、
幸
右
衛
門
も
小
芝
居
で
の
上
演
に
つ
い
て
語
っ
た
。
今
回
の
調
査
で
、
演
者
か
ら
小
芝
居
に
も
あ
る
演

目
を
上
演
す
る
こ
と
に
対
す
る
抵
抗
は
聞
か
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
今
の
と
こ
ろ
、
上
演
は
途
絶
え
て
は
い
な
い
。
演
者
や
松
竹
が
ま
る

で
消
滅
さ
せ
る
に
は
惜
し
い
と
思
う
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
女
装
か
ら
本
性
を
現
し
ま
た
女
装
へ
と
い
う
変
化
、
引
き
抜
き
等
、
難

し
い
こ
と
を
考
え
ず
に
見
て
い
て
楽
し
め
る
、
い
わ
ば
小
芝
居
的
な
面
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
の
評
は
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

「
理
屈
抜
き

．
．
．
．

で
、
架
空
の
物
語
を
美
し
く
絵
本
に
描
い
た
も
の
を
頁
を
く
り
乍
ら
見
る
楽
し
さ
（
中
略
）
人
物
の
性
格
を
云
々
す
る
も

の
で
は
な
い
。
熊
谷
（
訥
子
）
の
立
派
さ
、
敦
盛
（
菊
次
郎
）
の
美
し
さ
、
姉
輪
（
吉
三
郎
）
や
忠
太
（
松
若
）
の
器
用
さ
に
陶
酔
す
れ

ば
い
い
」（
升
屋
治
三
郎
『
幕
間
』
一
九
五
四
年
三
月
）、「
愚
劇
の
一
つ
だ
が
『
歌
舞
伎
』
的
興
趣
の
多
い
舞
台
」（
安
三
郎
『
朝
日
新
聞
』

一
九
五
九
年
三
月
十
日
）、「
少
し
ゲ
テ
だ
が
、
わ
か
り
い
い
こ
と
と
、
絵
面
の
お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
」（
安
藤
鶴
夫
『
読
売
新
聞
』
一
九
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六
九
年
一
月
十
一
日
）。

ま
た
今
回
南
座
で
熊
谷
を
演
じ
て
い
る
市
川
團
十
郎
は
「
ご
趣
向
の
強
い
、
奇
想
天
外
な
歌
舞
伎
ら
し
い
演
目
で
す
。
よ
く
歌
舞
伎
を

ご
存
知
の
方
な
ら
、
ど
の
部
分
が
ど
の
狂
言
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
か
が
お
分
り
に
な
る
で
し
ょ
う
し
、
初
め
て
の
方
に
も
女
方
さ
ん
も
沢
山
で

て
色
気
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
」（
聞
き
手
　
小
玉
祥
子
「
音
羽
屋
・
成
田
屋
に
聞
く
」『
南
座
筋
書
き
』

二
〇
〇
三
年
三
月
）
と
述
べ
て
い
る
。

観
客
が
歌
舞
伎
に
い
わ
ゆ
る
近
・
現
代
劇
の
よ
う
な
テ
ー
マ
や
、
登
場
人
物
の
葛
藤
を
求
め
る
な
ら
本
作
は
見
捨
て
ら
れ
る
こ
と
に
も

な
ろ
う
。
し
か
し
「
歌
舞
伎
ら
し
」
さ
を
日
常
を
離
れ
た
別
世
界
と
し
て
楽
し
む
な
ら
生
き
残
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。
但
し
「
陶
酔
」
さ

せ
る
に
は
、
演
者
の
力
量
が
必
要
で
あ
る
。
上
演
頻
度
が
少
な
い
場
合
で
も
、
演
者
が
そ
こ
ま
で
演
じ
込
ん
で
ゆ
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
ベ
テ
ラ
ン
で
あ
れ
ば
、
舞
台
に
出
た
だ
け
で
観
客
を
魅
了
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
上
演
を
重
ね
な
が
ら
向
上
す
る

の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
先
の
梅
幸
の
よ
う
に
二
回
目
に
は
年
齢
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
が
、
余
裕
が
出
て
い
る
。
ま
た
木
鼠
忠
太
を
二
回
演

じ
て
い
る
中
村
富
十
郎
は
一
回
目
の
時
は
、「
姉
輪
の
邪
魔
に
な
ら
な
い
様
と
や

（
マ
マ
）

れ
ば
味
が
出
な
い
し
（
中
略
）
実
に
仕
勝
手
の
悪
い
役
」

（
当
時
坂
東
鶴
之
助
「
ひ
と
り
一
題
」『
演
劇
界
』
一
九
五
九
年
四
月
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
二
回
目
の
時
は
「
こ
の
前
の
時
は
何
だ
か
や

っ
て
い
て
気
分
的
に
割
り
切
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
度
は
抵
抗
な
し
に
や
っ
て
い
ま
す
」（
当
時
市
村
竹
之
丞
「
私
の
役
づ
く
り
」『
演

劇
界
』
一
九
六
九
年
二
月
）
と
述
べ
、
姉
輪
と
の
や
り
と
り
に
つ
い
て
は
「
姉
輪
の
イ
キ
．
．

を
よ
く
見
て
ね
、
イ
キ
．
．

を
ね
ら
っ
て
い
る
の
が

面
白
く
っ
て
仕
様
が
な
い
ん
で
す
よ
。
と
っ
て
も
楽
し
い
ん
で
す
」
と
続
け
て
い
る
。
こ
の
違
い
を
富
十
郎
は
取
材
の
時
に
、「
そ
れ
が

年
の
差
、
い
ろ
い
ろ
な
事
が
わ
か
っ
て
く
る
、
こ
う
や
っ
た
ら
姉
輪
が
や
り
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
り
。
姉
輪
を
や
る
人
と
呼
吸

を
合
わ
せ
る
よ
う
に
す
る
。
二
回
目
の
時
の
姉
輪
は
勘
三
郎
で
、
日
に
よ
っ
て
せ
り
ふ
、
ア
ド
リ
ブ
が
違
う
。
ど
う
い
う
風
に
言
う
か
と

狙
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
難
し
い
け
れ
ど
そ
れ
だ
け
の
楽
し
さ
も
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
演
じ
る
側
が
気
分
的
に
ゆ
と
り
を
持
ち
、

楽
し
ん
で
演
じ
れ
ば
、
そ
れ
が
観
客
に
も
伝
わ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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こ
の
富
十
郎
は
前
述
の
よ
う
に
若
い
頃
、
本
作
に
折
子
で
登
場
し
て
い
る
。
羽
左
衛
門
は
一
九
五
九
年
に
は
姉
輪
を
勤
め
て
い
る
し
、

先
代
仁
左
衛
門
が
熊
谷
を
初
め
て
演
じ
た
の
は
、
一
九
三
五
年
で
あ
る
。
梅
幸
は
一
九
四
八
年
に
は
桂
子
を
勤
め
て
い
る
し
、
さ
ら
に
一

九
三
七
年
三
月
歌
舞
伎
座
で
の
十
五
代
目
市
村
羽
左
衛
門
の
敦
盛
を
見
て
い
る
。
そ
の
一
九
三
七
年
に
先
代
尾
上
松
緑
は
五
条
橋
に
四
天

王
で
出
演
し
て
お
り
、
一
九
四
八
年
に
は
木
鼠
忠
太
を
演
じ
て
い
る
。
異
な
っ
た
人
々
と
の
共
演
や
他
人
の
演
技
を
見
る
こ
と
は
貴
重
な

財
産
と
な
る
。
羽
左
衛
門
が
見
る
こ
と
の
大
切
さ
を
述
べ
た
こ
と
は
先
に
記
し
た
が
、
富
十
郎
も
取
材
の
折
り
、
見
る
こ
と
と
経
験
者
の

話
を
聞
く
こ
と
の
大
切
さ
を
語
っ
た
。
先
代
仁
左
衛
門
は
一
九
六
九
年
二
月
の
『
演
劇
界
』「
私
の
役
づ
く
り
」
に
、
現
在
と
は
違
う
演

出
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
今
後
の
舞
台
に
活
か
せ
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
演
者
も
研
究
者
も
古
老
の
伝
え
た
こ
と
は
、
覚
え
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
在
は
国
立
劇
場
も
松
竹
も
ビ
デ
オ
撮
影
を
お
こ
な
っ
て
、
舞
台
の
記
録
保
存
に
努
め
て
い
る
。
そ
し
て
演
者
は
そ
の
ビ
デ
オ
を
参
考

に
見
る
こ
と
は
出
来
る
。
魁
春
は
「
ビ
デ
オ
撮
影
は
前
日
の
テ
ス
ト
と
二
日
間
は
撮
る
が
、
よ
ほ
ど
ひ
ど
い
間
違
い
が
な
い
限
り
、
撮
り

直
し
は
し
な
い
。
つ
な
ぐ
こ
と
は
あ
る
よ
う
だ
。
何
か
の
役
に
つ
い
て
参
考
に
す
る
時
は
、
ビ
デ
オ
で
動
き
を
チ
ェ
ッ
ク
し
後
は
自
分
で

稽
古
し
て
、
舞
台
稽
古
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
も
う
一
度
見
直
す
。
ビ
デ
オ
ば
か
り
見
て
い
る
と
そ
の
通
り
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
な
る

べ
く
見
な
い
よ
う
に
す
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
た
ま
た
ま
ビ
デ
オ
撮
影
の
日
に
演
者
の
都
合
で
動
き
が
変
わ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
を

後
輩
が
見
て
真
似
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
先
輩
の
話
を
聞
く
こ
と
は
大
事
で
あ
る
。

本
作
の
南
座
上
演
に
は
、
羽
左
衛
門
が
関
わ
っ
た
台
本
を
使
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
羽
左
衛
門
と
一
座
し
た
團
蔵
が
出
勤
し
て
い
る
。

羽
左
衛
門
は
前
述
の
よ
う
に
六
代
目
菊
五
郎
の
舞
台
を
観
て
い
る
し
、
仁
左
衛
門
か
ら
も
教
え
を
受
け
た
。
す
な
わ
ち
六
代
目
の
遺
風
は

何
ら
か
の
形
で
引
き
継
が
れ
た
可
能
性
は
あ
る
。
ま
た
羽
左
衛
門
は
、
松
柏
か
ら
教
わ
っ
た
隼
会
の
ビ
デ
オ
も
見
た
。
彼
が
ど
の
程
度
そ

れ
を
舞
台
に
反
映
さ
せ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
松
柏
の
伝
え
た
も
の
も
残
さ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。

梅
玉
は
「
小
莟
会
」
で
演
じ
た
時
と
歌
舞
伎
座
で
の
そ
れ
と
、
演
じ
方
に
大
差
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
梅
玉
に
教
え
た
梅
花
は
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五
代
目
歌
右
衛
門
の
門
弟
で
は
あ
る
が
、
五
代
目
が
本
作
に
出
演
し
た
の
は
、
管
見
の
限
り
一
九
一
五
年
ま
で
で
あ
る
か
ら
、
一
九
〇
七

年
生
ま
れ
の
梅
花
は
そ
の
舞
台
を
見
て
い
な
い
。
つ
ま
り
五
代
目
の
芸
は
『
魁
玉
夜
話
』
に
残
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
伝
承
は
梅
玉
の

推
察
通
り
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

本
作
に
は
度
々
記
し
た
よ
う
に
、
確
固
た
る
型
は
な
い
。
し
か
し
先
輩
か
ら
伝
え
ら
れ
た
動
き
や
、
演
じ
る
上
で
の
心
得
な
ど
、
そ
れ

な
り
に
大
事
な
も
の
は
あ
る
。
そ
れ
が
、
上
演
が
少
な
い
と
伝
わ
り
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
演
者
は
自
分
が
出
演
し
て
い
な
い
舞
台
は
見
て

い
な
い
こ
と
も
多
く
、
上
演
が
少
な
け
れ
ば
当
然
ま
す
ま
す
見
る
チ
ャ
ン
ス
は
減
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
数
を
重
ね
て
い
な
い
こ
と
か
ら
く

る
、
完
成
度
の
低
さ
が
現
れ
て
し
ま
え
ば
、
観
客
を
失
望
さ
せ
、
作
品
そ
の
も
の
の
評
価
も
下
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
上
演
を
躊
躇

す
る
動
き
も
出
て
こ
よ
う
。
上
演
の
少
な
さ
と
面
白
み
の
不
足
は
悪
循
環
と
な
り
か
ね
な
い
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
上
演
の
少
な
い
馴
染
み
の
な
い
作
品
に
は
、
観
客
の
足
が
遠
の
く
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
ち
な
み
に
先
に
魁
春
が
述

べ
た
「
か
ん
ざ
し
を
投
げ
る
」
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
敦
盛
が
、
女
装
の
鬘
を
公
達
の
も
の
に
変
え
る
時
、
そ
れ
ま
で
挿
し
て
い
た
か
ん
ざ

し
を
観
客
席
に
投
げ
、
フ
ァ
ン
が
そ
れ
を
拾
う
習
慣
を
さ
し
て
い
る
。
あ
る
時
そ
れ
を
知
ら
な
い
観
客
が
落
と
し
物
と
し
て
届
け
た
こ
と

が
あ
っ
て
、
演
者
を
が
っ
か
り
さ
せ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
演
者
と
観
客
が
と
も
に
楽
し
む
と
い
う
、
歌
舞
伎
の
雰
囲
気
が
失
わ
れ
つ

つ
あ
る
こ
と
も
残
念
で
あ
る
。
し
か
し
昔
な
が
ら
の
し
き
た
り
を
持
っ
た
演
目
で
も
、
そ
れ
だ
け
で
上
演
回
数
を
増
や
す
こ
と
は
、
先
の

安
孫
子
の
話
で
も
わ
か
る
よ
う
に
た
や
す
い
こ
と
で
は
な
い
。

本
作
以
上
に
、
上
演
が
激
減
し
て
い
る
作
品
は
あ
る
し
、
全
く
上
演
の
機
会
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
作
品
も
あ
る
。『
源
平
魁
躑
躅
』

も
戦
前
は
俄
や
落
語
家
の
芝
居
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
小
芝
居
系
の
上
演
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
か
な
り
人
々
に
知
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
窺
わ
れ
る
。
現
在
は
よ
く
出
る
も
の
で
も
、
本
作
の
よ
う
に
何
ら
か
の
事
情
で
上
演
が
減
っ
て
し
ま
い
、
貴
重
な
伝
承
が
途
絶
え
る

も
の
も
こ
れ
か
ら
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
作
品
の
た
め
に
、
採
算
を
度
外
視
し
、
演
目
に
適
し
た
座
組
と
演
者
が
十
分

稽
古
で
き
る
時
間
を
設
け
た
、
希
少
演
目
の
た
め
の
公
演
を
年
に
一
度
く
ら
い
、
国
の
援
助
で
出
来
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
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お
わ
り
に

今
回
の
調
査
で
、
一
九
四
〇
年
代
か
ら
五
十
年
代
、
即
ち
終
戦
前
後
の
舞
台
を
知
っ
て
い
る
ベ
テ
ラ
ン
の
少
な
さ
を
、
改
め
て
思
い
知

ら
さ
れ
た
。
梅
花
や
松
柏
を
通
し
て
本
作
上
演
の
一
端
を
支
え
た
小
芝
居
も
今
は
な
い
。
ま
た
他
人
の
舞
台
を
見
て
い
な
い
演
者
が
多
い

こ
と
も
わ
か
っ
た
。
演
者
は
自
分
の
舞
台
に
忙
し
く
、
出
演
し
て
い
な
い
舞
台
を
見
る
ゆ
と
り
が
な
い
の
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で

六
代
目
菊
五
郎
時
代
ど
こ
ろ
か
そ
れ
以
降
の
芸
の
継
承
も
、
危
う
い
面
が
あ
る
。
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
調
整
は
劇
場
側
の
都
合
も
あ
っ
て
難

し
か
ろ
う
が
、
ベ
テ
ラ
ン
の
話
を
聞
い
た
り
、
他
者
の
舞
台
を
見
る
た
め
に
、
稽
古
の
時
に
で
も
意
欲
の
あ
る
者
は
、
互
い
に
見
学
出
来

る
よ
う
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

歌
舞
伎
の
伝
統
維
持
と
興
行
も
、
激
変
す
る
時
代
の
中
で
解
決
が
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
安
孫
子
は
「
昔
の
こ
と
は
知
ら
な
い
が
、
一

九
七
〇
年
代
か
ら
、
日
本
人
の
感
覚
や
価
値
観
が
変
化
し
、
そ
れ
に
相
応
し
て
観
客
の
入
る
演
目
が
狭
ま
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る
。
歌
舞

伎
を
興
行
的
に
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
は
、
演
技
・
演
出
等
、
昔
か
ら
伝
え
ら
れ
た
も
の
の
中
か
ら
、
受
け
継
ぐ
べ
き
所
は
受
け
継
ぎ
、

時
代
に
合
わ
せ
て
新
た
に
工
夫
す
べ
き
所
は
工
夫
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
い
。
但
し
新
し
く
し
す
ぎ
て
歌
舞
伎
と
い
え
な
い
も
の
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
は
存
在
価
値
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

富
十
郎
は
自
分
独
自
の
工
夫
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
語
っ
た
。「
先
輩
に
教
わ
っ
た
こ
と
を
忠
実
に
守
っ
て
演
じ
て
、
そ
の
蓄
積
は

六
十
歳
に
な
る
ま
で
必
要
。
そ
の
く
ら
い
の
年
に
な
る
と
、
自
分
の
工
夫
が
本
道
を
外
れ
な
い
。
一
旦
大
き
く
変
え
る
と
ど
ん
ど
ん
外
れ

る
。
芸
の
根
本
が
身
に
付
か
な
い
う
ち
に
そ
ん
な
こ
と
を
や
る
と
、
大
き
く
伸
び
な
い
。
脇
役
で
も
こ
れ
は
同
じ
。
ベ
テ
ラ
ン
が
演
じ
る

と
え
も
言
わ
れ
ぬ
味
が
出
る
。
そ
れ
は
そ
の
人
の
工
夫
だ
が
自
然
に
出
て
き
た
も
の
で
、
演
技
の
運
び
は
教
わ
っ
た
通
り
で
歌
舞
伎
の
常

道
を
外
れ
て
い
な
い
。」
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
安
孫
子
の
「
素
晴
ら
し
い
芸
の
持
ち
主
が
い
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
興
行
は
成
り
立
た
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な
い
」
と
い
う
言
葉
に
も
残
念
な
が
ら
肯
か
ざ
る
を
得
な
い
。

新
し
い
解
釈
、
演
技
・
演
出
を
お
こ
な
う
時
に
は
、
や
は
り
古
老
の
意
見
も
聞
き
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
も
歌
舞
伎
と
し
て
見
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
演
者
の
そ
れ
ま
で
の
修
行
や
経
験
が
も
の
を
い
う
。
六
代
目
の
姉
輪
の
よ
う
に
、
ベ
テ
ラ
ン
が
あ
く
ま
で
も
歌

舞
伎
で
あ
り
な
が
ら
、
自
分
の
持
ち
味
を
活
か
し
た
新
し
い
工
夫
で
観
客
を
引
き
つ
け
る
、
そ
ん
な
舞
台
が
増
え
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

『
源
平
魁
躑
躅
』
を
通
し
て
、
通
常
の
上
演
が
少
な
い
演
目
の
上
演
へ
の
過
程
、
演
者
や
興
行
者
側
の
意
識
を
探
っ
て
み
た
。
演
者
や

松
竹
は
こ
の
よ
う
な
演
目
に
つ
い
て
上
演
が
絶
え
な
い
よ
う
に
し
た
い
と
い
う
意
識
の
あ
る
こ
と
は
確
認
で
き
た
。
し
か
し
現
況
で
は
上

演
頻
度
を
高
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
松
竹
の
方
針
が
変
わ
っ
た
ら
ど
う
な
る
の
か
。
国
立
劇
場
だ
け
で
歌
舞
伎
が
支
え
ら
れ
る

の
か
。
問
題
提
起
は
出
来
て
も
有
効
な
回
答
は
出
て
こ
な
い
。

と
こ
ろ
で
筆
者
は
、
観
客
が
ど
こ
で
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
す
か
興
味
を
持
ち
な
が
ら
南
座
で
『
源
平
魁
躑
躅
』
を
観
た
。
わ
ず
か
一

日
の
こ
と
で
一
般
論
に
は
な
ら
な
い
が
、
観
客
を
も
っ
と
も
喜
ば
せ
た
の
は
、「
五
条
橋
」
の
熊
谷
・
敦
盛
の
引
き
抜
き
で
あ
っ
た
。
熊

谷
が
羽
織
袴
か
ら
鎧
姿
に
な
る
と
こ
ろ
は
、
存
外
、
貧
弱
に
は
見
え
ず
、
鎧
の
金
糸
が
ラ
イ
ト
に
映
え
て
観
客
に
「
オ
ッ
」
と
い
う
よ
う

な
反
応
が
あ
っ
た
。
敦
盛
は
黒
地
の
娘
の
着
付
け
か
ら
白
地
の
狩
衣
と
緋
威
し
の
鎧
へ
の
変
化
が
効
果
的
で
観
客
の
ど
よ
め
き
を
呼
ん
だ
。

観
客
は
や
は
り
、
見
た
目
に
鮮
や
か
で
華
や
か
な
舞
台
を
好
む
の
で
あ
る
。

こ
の
稿
を
な
す
に
あ
た
り
、
快
く
取
材
に
応
じ
て
く
だ
さ
っ
た
歌
舞
伎
俳
優
の
方
々
並
び
に
松
竹
株
式
会
社
の
方
々
に
、
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

注

(

1)

国
立
劇
場
及
び
松
竹
株
式
会
社
の
記
録
に
な
い
、
地
方
で
の
上
演
や
い
わ
ゆ
る
小
芝
居
で
の
上
演
は
除
く
。
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(

2)

八
代
澤
村

(

3)

二
代
目

(
4)

七
代
目

(
5)

六
代
尾
上
菊
五
郎
と
初
代
中
村
吉
右
衛
門
を
さ
す
。

(

6)
三
代
市
川

(

7)

七
代
松
本
幸
四
郎

(

8)

十
五
代
市
村
羽
左
衛
門

(

9)

尾
上
菊
五
郎

(

10)

十
三
代
片
岡
仁
左
衛
門

(

11)

五
代
目

(

12)

七
代
嵐

(

13)

彼
は
一
九
九
三
年
に
桂
子
を
演
じ
て
い
る
。

(

14)
(

2)

に
同
じ
。

(

15)

四
代
尾
上

(

16)
(

12)

に
同
じ
。

(

17)

中
村
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〔Summary〕

On the Production of “Gempei Sakigake Tsutsuji”:
A Study of Repertoire Rarely Performed

KAMAKURA Keiko

Recently “Gempei Sakigake Tsutsuji” is not put on stage frequently, it
being produced perhaps once in ten years. By interviewing performers and
theatrical companies, the author attempts to see whether this repertoire,
which dates to the Edo period, will become forgotten or whether it will
continue to be produced, even though very rarely, and what are the reasons for
the decrease in the number of its production. There are comical roles and
spectacular action scenes in this repertoire so that its production would be
quite interesting if there were talented actors to perform.

When a particular repertoire is not performed frequently, it becomes
difficult for actors to rehearse his role and to perfect the stage. The audience,
too, would not be satisfied with poor stage production nor show much interest
toward repertoire with which they are not familiar. So the fact that a
repertoire is not performed frequently and the fact that the audience is not
interested in such a repertoire form a vicious circle. Yet both actors and
theatrical companies do have the desire to transmit to the future repertoires
that have been passed down from the past. 

Actors need to produce repertoires to match the taste of contemporary
audience without straying from traditional kabuki production. To do so, it is
also necessary to solve the difficult problems of procuring time and place for
practice as well as talented actors without worrying about the cost.


