
一
．
は
じ
め
に

歌
舞
伎
の
「
や
つ
し
」

『
廓
文
章
』
と
呼
ば
れ
る
演
目
が
あ
る
。
主
人
公
伊
左
衛
門
は
大
坂
き
っ

て
の
豪
商
藤
屋
の
跡
取
り
息
子
だ
が
、
夕
霧
太
夫
と
深
い
仲
で
店
の
銀
を
入

れ
揚
げ
勘
当
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
落
ち
ぶ
れ
た
身
に
な
っ
て
も
夕
霧
に

会
い
た
く
て
、
寒
い
中
紙
子
に
編
笠
姿
で
彼
女
の
元
に
や
っ
て
く
る
。
こ
の

よ
う
に
零
落
し
た
姿
に
身
を
や
つ
し
女
性
（
傾
城
）
に
逢
い
に
行
く
姿
が
一

般
的
に
「
や
つ
し
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

歌
舞
伎
研
究
の
世
界
で
は
、「
や
つ
し
」
を
身
分
の
変
化
や
そ
れ
に
伴
う

（
�
）

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
両
義
性
に
関
連
付
け
て
説
く
こ
と
が
多
い
。
佐
藤
の

「
元
禄
盛
期
の
江
戸
の
や
つ
し
芸
は
、
身
分
の
高
い
者
が
好
色
の
結
果
零
落

し
、
ま
た
は
敵
を
狙
う
な
り
主
人
の
行
方
を
尋
ね
る
た
め
と
い
っ
た
方
便
で

市
井
に
落
ち
て
、
下
ざ
ま
の
町
人
や
職
人
に
姿
を
変
え
、
そ
の
変
え
た
身
分

を
演
じ
る
芸
だ
と
み
て
い
い
と
思
う
。
設
定
の
場
は
廓
場
や
貧
家
の
ほ
か
神

（
�
）

前
、
路
上
等
で
、
多
く
は
「
濡
れ
」
と
笑
い
の
局
面
が
備
わ
っ
て
い
る
。」

と
い
う
定
義
が
簡
明
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
や
つ
し
」
に
つ
い
て
は
、
歌
舞
伎
の
第
一
の
隆
盛
期
、
元

禄
歌
舞
伎
期
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
こ
の
時
期
を
中
心
に
研

究
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
先
行
研
究
を
分
類
す
る
と
、
大
き
く
三
系
統
の
研

究
が
あ
る
。

（
�
）

第
一
に
「
や
つ
し
」
の
起
源
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
郡
司

（
�
）

や
乗
岡
ら
に
よ
る
民
俗
の
心
意
や
貴
種
流
離
譚
と
い
う
説
話
類
型
と
関
連
付

（
�
）

（
�
）

け
た
も
の
や
、
佐
藤
や
今
尾
ら
に
よ
る
当
時
の
社
会
状
況
と
の
関
連
か
ら
考

察
し
た
も
の
が
見
ら
れ
る
。

第
二
に
立
役
の
「
や
つ
し
」
に
つ
い
て
の
研
究
が
あ
る
。
従
来
、
大
半
の

「
や
つ
し
」
研
究
は
夕
霧
狂
言
の
伊
左
衛
門
の
よ
う
な
、
零
落
し
た
姿
で
女

性
に
会
い
に
行
く
と
い
う
坂
田
藤
十
郎
の
「
や
つ
し
」
を
取
り
上
げ
て
い

（
�
）

（
�
）

た
。
し
か
し
土
田
や
荻
田
ら
は
坂
田
藤
十
郎
以
外
の
立
役
の
「
や
つ
し
」
に

注
目
す
る
こ
と
で
、
実
際
の
「
や
つ
し
」
は
傾
城
買
を
中
心
と
し
た
内
容
の

も
の
だ
け
で
は
な
く
、
様
々
な
生
業
に
身
を
や
つ
す
と
い
う
「
や
つ
し
」
が

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

元
禄
歌
舞
伎
の
や
つ
し

│
│
女
方
の
「
や
つ
し
」
に
注
目
し
て
│
│

戸
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第
三
に
「
や
つ
し
」
の
分
類
に
つ
い
て
の
研
究
が
あ
る
。
主
な
分
類
と
し

（
�
）

（

）

て
は
荻
田
、
板
谷
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
、
続
く
濡
れ
事
を
盛
り
立
て
る

「
ぬ
れ
の
や
つ
し
」、
生
業
と
し
て
の
「
士
農
工
商
の
や
つ
し
」
が
定
着
し
て

（

）

い
る
。
ま
た
近
石
が
浄
瑠
璃
の
「
や
つ
し
」
に
着
目
し
「
や
つ
し
」
を
分
類

し
て
い
る
ほ
か
、
佐
藤
は
「
や
つ
し
」
を
芸
と
手
法
に
分
け
て
考
え
「「
替

つ
た
思
ひ
付
き
」
や
「
新
し
き
し
だ
し
」
と
い
う
新
鮮
な
趣
向
の
た
め
に
あ

（

）る」
と
い
う
「
手
法
の
や
つ
し
」
を
提
唱
し
た
。
加
え
て
、
元
禄
二
（
一
六

（

）

八
九
）
年
頃
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
歌
舞
伎
の
理
論
書
『
舞
曲
扇
林
』
に

記
さ
れ
た
「
や
つ
し
と
い
ふ
は
、
方
便
に
い
や
し
き
業
を
す
る
か
、
世
に
お

（

）

ち
て
す
る
か
、
此
二
ツ
也
」
の
記
述
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
検
討
す
る
と
、「
や
つ
し
」
研
究
の
対
象
が
立
役

に
集
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
歌
舞
伎
の
基
本
的
な
役
柄
に
は
延
宝

・
天
和
の
頃
に
完
成
し
た
立
役
・
敵
役
・
道
化
方
・
親
仁
方
・
若
女
方
・
若

衆
方
・
花
車
方
・
子
役
の
八
種
が
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
基
本
的
役
柄
か
ら
分

（

）

化
し
た
半
道
、
実
悪
と
い
っ
た
役
柄
も
元
禄
ま
で
に
出
現
し
て
い
る
。
そ
れ

に
も
関
わ
ら
ず
立
役
以
外
の
「
や
つ
し
」
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
検
討
が
見

ら
れ
な
い
。
他
の
役
柄
は
「
や
つ
し
」
に
取
り
組
ま
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
状
況
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

二
．
立
役
以
外
の
「
や
つ
し
」

ま
ず
立
役
以
外
の
役
柄
の
「
や
つ
し
」
の
状
況
を
確
か
め
る
た
め
、
元
禄

期
の
役
者
評
判
記
か
ら
「
や
つ
し
」
の
用
語
と
し
て
の
使
用
例
を
拾
う
こ
と

と
す
る
。

評
判
記
は
歌
舞
伎
上
演
資
料
の
一
つ
で
、
現
代
で
は
演
劇
雑
誌
に
あ
た
る

も
の
で
あ
る
。
長
年
に
わ
た
り
役
者
の
技
芸
評
を
行
な
っ
て
お
り
、
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
性
格
が
他
の
出
版
物
よ
り
も
強
く
、
当
時
の
人
々
が
見

（

）

た
歌
舞
伎
の
演
技
に
つ
い
て
か
な
り
正
確
な
情
報
が
担
保
さ
れ
て
い
る
。
先

行
研
究
で
は
現
代
の
価
値
観
で
「
や
つ
し
」
を
判
断
す
る
例
も
散
見
さ
れ
る

が
、
本
稿
で
は
あ
く
ま
で
も
当
時
の
「
や
つ
し
」
を
検
討
材
料
と
す
る
こ
と

を
重
視
し
、
ま
た
時
期
に
つ
い
て
は
元
禄
歌
舞
伎
期
を
中
心
に
し
た
検
討
を

考
え
、『
歌
舞
伎
評
判
記
集
成
第
一
期
』
一
〜
四
巻
に
収
録
さ
れ
た
万
治
三

（
一
六
六
〇
）
年
『
野
郎
虫
』
か
ら
正
徳
二
（
一
七
一
二
）
年
『
役
者
千
石

通
』
ま
で
の
八
十
六
冊
の
評
判
記
を
対
象
と
し
た
。

（

）

語
彙
素
が
「
窶
す
」「
窶
し
」
に
な
る
も
の
を
抽
出
し
た
と
こ
ろ
、
語
と

し
て
八
二
五
回
、
評
と
し
て
五
三
八
件
抽
出
で
き
、
一
九
三
名
の
役
者
が

「
や
つ
し
」
の
語
で
評
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
出
来
た
。
一
九
三
名
の
役
者
の

内
訳
は
立
役
九
十
七
名
、
女
方
六
十
名
、
若
衆
方
十
一
名
、
敵
役
十
一
名
、

道
外
方
五
名
、
半
道
二
名
、
親
仁
方
二
名
、
花
車
方
二
名
、
不
明
三
名
だ
っ

た
。
確
か
に
従
来
注
目
さ
れ
て
き
た
立
役
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い

る
も
の
の
、
そ
の
他
の
役
柄
も
「
や
つ
し
」
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
確
認
出

来
、
特
に
女
方
は
三
十
一
パ
ー
セ
ン
ト
も
の
割
合
を
占
め
て
い
る
。

さ
ら
に
抽
出
し
た
評
文
を
年
代
順
に
見
て
い
く
と
、
最
初
に
「
や
つ
し
」

の
語
が
現
れ
る
の
は
寛
文
六
（
一
六
六
六
）
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
『
難
野
郎

（

）

古
た
ゝ
み
』
で
、
若
女
方
と
目
さ
れ
る
玉
村
吉
弥
の
評
で
あ
る
。
た
だ
し
こ

れ
は
佐
藤
の
指
摘
す
る
「
手
法
の
や
つ
し
」
に
分
類
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

七
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そ
の
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
後
か
な
り
間
が
空
い
て
十
七
年

後
、
天
和
三
（
一
六
八
三
）
年
『
難
波
の
皃
は
伊
勢
の
白
粉
』
若
女
方
上
村

（

）

辰
弥
評
〈
一
一
五
八
〉
が
あ
り
、
貞
享
三
（
一
六
八
六
）
年
『
難
波
立
聞
昔

語
』
で
立
役
の
嵐
三
右
衛
門
〈
一
一
九
九
〉、
竹
嶋
幸
左
衛
門
〈
一
二
〇

五
〉、
山
下
半
左
衛
門
〈
一
二
一
三
〉、
岩
井
半
四
郎
〈
一
二
一
三
〉
各
評
及

び
若
女
方
上
村
辰
弥
評
〈
一
二
〇
〇
〉
に
「
や
つ
し
」
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。
つ
ま
り
最
初
期
に
は
「
や
つ
し
」
の
語
が
立
役
に
先
行
し
女
方
の
評

に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

続
い
て
演
技
・
演
出
上
の
局
面
や
役
々
の
演
技
パ
タ
ー
ン
に
ま
で
発
展
し

（

）

た
「
や
つ
し
」
を
指
す
「
や
つ
し
事
」
の
語
に
注
目
す
る
。
鳥
越
は
「
元
禄

初
年
ま
で
は
、
種
々
の
「
事
」
を
よ
く
演
じ
得
る
役
者
が
名
優
で
あ
っ
た
」

が
「
次
第
に
広
範
囲
な
演
技
よ
り
も
自
分
一
己
の
得
意
な
「
事
」
を
必
要
と

（

）

し
、
そ
れ
を
持
っ
て
い
る
役
者
を
名
優
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
指
摘
し

て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
役
者
達
は
「
や
つ
し
」
に
つ
い
て
も
「
事
」

と
し
て
認
め
ら
れ
た
「
や
つ
し
事
」
を
目
指
し
た
は
ず
で
あ
り
、
評
の
上
で

「
や
つ
し
」
で
は
な
く
「
や
つ
し
事
」
の
語
で
評
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
「
や
つ
し
」
が
其
の
役
者
の
一
演
技
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。「
や
つ
し
事
」
の
語
が
評
に
用
い
ら
れ
る
最
初
は
貞
享
四
（
一
六
八
七
）

年
『
野
良
立
役
舞
台
大
鏡
』
大
坂
の
嵐
三
右
衛
門
〈
一
二
三
六
〉、
竹
嶋
幸

左
衛
門
〈
一
二
四
三
〉、
大
和
屋
甚
兵
衛
〈
一
二
四
五
〉、
市
村
四
郎
次
〈
一

二
五
〇
〉、
及
び
京
の
浅
田
久
四
郎
〈
一
二
六
〇
〉
評
で
あ
り
、
い
ず
れ
も

立
役
で
あ
る
。
そ
の
後
も
し
ば
ら
く
立
役
の
み
に
見
ら
れ
る
語
の
ま
ま
で
あ

り
、
立
役
以
外
に
「
や
つ
し
事
」
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
元
禄
六

（
一
六
九
三
）
年
『
古
今
四
場
居
色
競
百
人
一
首
』
江
戸
の
若
衆
方
と
目
さ

れ
る
宮
崎
式
部
評
〈
一
四
六
八
〉
で
早
く
、
女
方
で
は
元
禄
七
（
一
六
九

四
）
年
『
役
者
節
用
集
』
江
戸
の
谷
島
主
水
〈
一
五
七
六
〉、
荻
野
沢
之
丞

〈
一
五
七
七
〉、
袖
岡
政
之
介
〈
一
五
七
九
〉
評
で
初
め
て
確
認
で
き
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
「
や
つ
し
」
と
い
う
語
で
の
評
は
女
方
が
他
の
役
柄
よ
り
先
行

し
て
い
た
が
、
演
技
パ
タ
ー
ン
を
指
す
「
や
つ
し
事
」
と
し
て
の
評
は
立
役

が
先
行
し
、
若
衆
方
や
女
方
な
ど
他
の
役
柄
は
六
年
以
上
遅
れ
て
獲
得
し
た

こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
こ
れ
以
降
は
継
続
的
に
「
や
つ
し
事
」
の
語
を
確

認
出
き
、
演
技
パ
タ
ー
ン
へ
と
発
展
し
た
「
や
つ
し
」
も
ま
た
、
立
役
の
み

の
も
の
で
は
無
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

以
上
の
事
か
ら
、
従
来
研
究
対
象
と
さ
れ
て
き
た
立
役
以
外
の
役
柄
も

「
や
つ
し
」
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
が
確
認
出
来
た
。
特
に
女
方
は
、
立

役
に
次
い
で
多
く
「
や
つ
し
」
の
語
で
評
さ
れ
て
お
り
、
演
技
パ
タ
ー
ン
と

し
て
の
「
や
つ
し
事
」
を
も
獲
得
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
女
方
の
「
や
つ

し
」
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

三
．
女
方
の
「
や
つ
し
」

立
役
に
次
い
で
「
や
つ
し
」
の
評
を
多
く
持
つ
女
方
の
「
や
つ
し
」
に
つ

い
て
検
討
す
る
。
最
初
に
女
方
の
「
や
つ
し
」
の
全
体
像
を
確
認
す
る
。

「
や
つ
し
」
の
語
を
評
に
持
つ
女
方
は
六
十
名
確
認
出
来
、
語
と
し
て
は

一
四
七
回
、
評
と
し
て
一
二
〇
件
抽
出
さ
れ
た
。
特
に
多
く
「
や
つ
し
」
の

元
禄
歌
舞
伎
の
や
つ
し

七
一



語
で
評
さ
れ
る
役
者
と
し
て
は
、
霧
波
千
寿
（
十
一
回
・
六
件
）、
芳
沢
あ

や
め
（
九
回
・
八
件
）、
水
木
辰
之
助
（
八
回
・
八
件
）、
中
村
千
弥
（
八
回

・
五
件
）、
荻
野
沢
之
丞
（
七
回
・
七
件
）
が
い
る
。
い
ず
れ
も
上
上
吉
の

位
付
を
獲
得
し
た
女
方
達
で
あ
る
。
こ
れ
は
位
付
の
高
い
役
者
ほ
ど
詳
細
に

評
さ
れ
る
こ
と
の
影
響
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
先
に
も
記

述
し
た
鳥
越
の
指
摘
、
即
ち
種
々
の
「
事
」
を
演
じ
ら
れ
る
こ
と
若
し
く
は

自
分
一
己
の
「
事
」
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
が
名
優
の
条
件
で
あ
っ
た
こ
と

を
踏
ま
え
れ
ば
、
位
付
の
高
い
役
者
は
当
然
「
や
つ
し
事
」
に
も
取
り
組
ん

だ
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
等
の
陰
に
は
「
や
つ
し
」
で
評
さ
れ
る
評
を
多

く
は
持
た
な
い
も
の
の
、
確
か
に
「
や
つ
し
」
に
取
り
組
み
、
そ
の
様
子
が

評
判
記
に
記
さ
れ
た
多
く
の
役
者
達
が
存
在
す
る
。
勿
論
低
い
評
価
を
さ
れ

た
者
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
彼
等
も
「
や
つ
し
」
に
取
り
組
ん
だ
役
者
で
あ

る
こ
と
は
評
に
現
わ
れ
て
い
る
以
上
疑
い
な
く
、
逆
に
「
や
つ
し
」
が
多
く

の
役
者
が
獲
得
を
目
指
し
た
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。

年
代
ご
と
の
変
遷
を
確
認
す
る
と
、
貞
享
末
年
ま
で
に
四
回
・
三
件
、
元

禄
四
（
一
六
九
一
）
年
か
ら
元
禄
十
（
一
六
九
七
）
年
の
六
年
間
に
二
十
二

回
・
二
十
二
件
、
元
禄
十
一
（
一
六
九
八
）
年
か
ら
十
七
（
一
七
〇
四
）
年

ま
で
の
六
年
間
に
八
十
五
回
・
六
十
四
件
、
宝
永
元
（
一
七
〇
四
）
年
か
ら

正
徳
二
（
一
七
一
二
）
年
ま
で
の
八
年
間
に
三
十
六
回
・
三
十
一
件
確
認
で

き
る
。
元
禄
十
年
代
は
元
禄
歌
舞
伎
期
の
中
で
も
特
に
充
実
し
た
時
期
で
あ

り
、
狂
言
公
演
回
数
の
増
加
や
評
判
記
記
述
の
充
実
等
の
影
響
が
あ
る
こ
と

は
考
慮
す
べ
き
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
圧
倒
的
な
件
数
を
誇
る
。
ま
た
女
方

の
「
や
つ
し
事
」
の
初
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
元
禄
七
（
一
六
九
四
）
年
だ

が
、
こ
の
時
は
江
戸
の
女
方
に
し
か
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
上
方
で
も
女
方

に
「
や
つ
し
事
」
の
語
が
採
用
さ
れ
る
の
は
元
禄
十
一
（
一
六
九
八
）
年
か

ら
で
あ
り
、
こ
の
事
実
か
ら
も
女
方
の
「
や
つ
し
」
は
元
禄
十
年
代
が
盛
時

だ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。

続
い
て
、
女
方
の
「
や
つ
し
」
の
具
体
的
内
容
を
検
討
す
る
。
評
判
記
の

評
文
を
元
に
「
や
つ
し
」
の
内
容
を
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
確
認
し

て
い
く
。
分
類
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
先
行
研
究
に
倣
い
、
続
く
濡
れ
事
を

盛
り
立
て
る
「
ぬ
れ
の
や
つ
し
」
と
生
業
と
し
て
の
「
士
農
工
商
の
や
つ

し
」
に
加
え
、
佐
藤
が
提
唱
し
た
「
手
法
の
や
つ
し
」
の
三
分
類
に
従
う
。

㈠

手
法
の
や
つ
し

佐
藤
は
「
手
法
の
や
つ
し
」
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
能
・
能
狂
言
や
舞

（

）

曲
、
浄
瑠
璃
の
摂
取
を
経
て
生
ま
れ
た
「
や
つ
し
」
を
指
す
と
言
う
。
さ
ら

に
そ
れ
は
「
評
判
記
に
み
る
「
替
わ
っ
た
思
ひ
付
き
」
や
「
新
し
き
し
だ

し
」
と
い
う
新
鮮
な
趣
向
の
た
め
に
あ
る
。
そ
れ
が
新
奇
を
目
す
こ
と
は
同

時
に
本
格
か
ら
の
逸
脱
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
手
法
と
し
て
の
「
や
つ
し
」

は
「
新
あ
さ
ま
く
づ
し
の
狂
言
」
の
「
崩
す
」
と
か
「
小
国
歌
舞
妓
の
直
し

物
」
と
い
っ
た
「
直
す
」
と
同
義
で
、
狂
言
を
仕
組
む
に
あ
た
り
、
新
し
く

（

）

面
白
く
見
せ
る
た
め
に
「
や
つ
す
」
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

対
象
評
判
記
の
女
方
の
「
や
つ
し
」
の
内
、「
手
法
の
や
つ
し
」
と
判
断

で
き
た
の
は
八
名
の
役
者
の
評
で
、
十
回
・
九
件
の
み
だ
っ
た
。
数
は
少
な

い
も
の
の
、「
や
つ
し
」
が
評
に
現
わ
れ
る
最
初
期
か
ら
対
象
時
期
の
終
わ
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り
ま
で
継
続
的
に
確
認
で
き
る
こ
と
が
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
寛

文
六
（
一
六
六
六
）
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
『
難
野
郎
古
た
ゝ
み
』
玉
村
吉
弥

（

）

評
〈
一
〇
七
九
〉
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
評
判
記
に
現
わ
れ
る
「
や
つ

し
」
の
内
最
も
早
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
能
の
風
儀
を
や
つ
す
、
つ
ま
り

崩
し
た
り
当
世
風
に
し
た
り
す
る
こ
と
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
に
も

上
村
辰
弥
評
〈
一
一
五
八
〉「
大
や
つ
し
の
歌
」
や
上
村
吉
三
郎
評
〈
二
五

三
一
〉「
邯
鄲
の
能
を
や
つ
し
て
」
な
ど
能
に
関
わ
る
「
や
つ
し
」
が
確
認

出
来
る
。
能
以
外
の
も
の
で
は
、
例
え
ば
芳
沢
あ
や
め
評
〈
一
四
九
一
〉
は

「
助
六
の
や
つ
し
」
を
し
た
と
す
る
し
、
山
下
亀
之
丞
評
〈
四
五
五
五
〉
は

他
の
歌
舞
伎
役
者
の
演
技
を
や
つ
し
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
全
て
「
○

○
を
や
つ
す
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
出
来
、
歌
舞
伎
に
取
り
入
れ
ら
れ
当

世
化
さ
れ
た
本
間
事
や
趣
向
取
り
・
狂
言
取
り
の
説
明
を
担
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
本
間
事
や
趣
向
取
り
・
狂
言
取
り
が
評
判
記
で

「
や
つ
し
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
が
出
来
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
点
は
「
や

つ
し
」
と
は
何
か
考
え
る
上
で
示
唆
的
で
あ
ろ
う
。

ま
た
百
合
若
と
い
う
通
常
立
役
が
演
じ
る
芸
を
女
方
の
も
の
に
し
た
「
女

百
合
若
」
を
「
や
つ
し
」
の
語
で
説
明
し
て
い
る
谷
島
主
水
評
〈
一
四
九

一
〉
は
興
味
深
い
。「
女
百
合
若
」
の
よ
う
な
例
は
「
女
鳴
神
」「
女
暫
」
な

ど
多
く
存
在
す
る
。
今
回
は
、「
や
つ
し
」
の
語
が
こ
の
よ
う
な
も
の
を
指

す
事
例
は
一
件
し
か
確
認
出
来
な
か
っ
た
が
、
こ
の
例
の
よ
う
に
「
や
つ

し
」
の
外
縁
部
に
近
い
と
思
わ
れ
る
事
例
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と

で
、「
や
つ
し
」
の
姿
が
よ
り
明
瞭
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

㈡

士
農
工
商
の
や
つ
し

「
士
農
工
商
の
や
つ
し
」
は
荻
田
・
板
谷
に
よ
り
提
唱
さ
れ
た
生
業
と
し

て
の
「
や
つ
し
」
で
あ
る
。
対
象
評
判
記
の
女
方
の
「
や
つ
し
」
の
内
、

「
士
農
工
商
の
や
つ
し
」
に
分
類
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
八
十
回
・

六
十
三
件
あ
り
、
女
方
の
「
や
つ
し
」
の
半
分
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
役

者
に
つ
い
て
も
三
十
四
名
が
こ
の
「
や
つ
し
」
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
女
の

「
や
つ
し
」
に
取
り
組
む
役
者
の
六
割
近
く
に
あ
た
る
。「
士
農
工
商
の
や
つ

し
」
は
元
禄
十
（
一
六
九
七
）
年
以
前
に
は
三
回
・
三
件
し
か
抽
出
で
き

ず
、
元
禄
十
一
（
一
六
九
八
）
年
か
ら
十
七
（
一
七
〇
四
）
年
ま
で
に
五
十

二
回
・
三
十
五
件
、
宝
永
元
（
一
七
〇
四
）
年
か
ら
八
（
一
七
一
一
）
年
ま

で
に
二
十
五
回
・
二
十
四
件
確
認
出
来
る
。
こ
の
量
感
か
ら
す
る
と
評
判
記

評
文
か
ら
は
「
や
つ
し
」
の
種
類
の
識
別
が
適
わ
な
か
っ
た
評
の
中
に
も
多

く
存
在
す
る
と
推
測
さ
れ
る
。
立
役
の
「
や
つ
し
」
が
坂
田
藤
十
郎
を
は
じ

め
「
ぬ
れ
の
や
つ
し
」
に
代
表
さ
れ
る
の
に
対
し
、
女
方
の
「
や
つ
し
」
を

象
徴
す
る
の
は
「
士
農
工
商
の
や
つ
し
」
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

「
士
農
工
商
の
や
つ
し
」
で
注
目
す
べ
き
は
何
に
や
つ
し
て
い
る
か
と
い

う
点
で
あ
る
。「
や
つ
し
」
の
語
が
指
し
て
い
た
生
業
を
抽
出
す
る
と
、
最

も
多
か
っ
た
の
が
諸
職
業
へ
の
「
や
つ
し
」
で
、
女
馬
子
、
女
方
の
駕
籠
か

き
、
髪
結
い
、
女
医
者
、
乳
母
、
下
女
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
下
女
や
奉
公
人

の
演
技
と
結
び
つ
く
「
や
つ
し
」
も
多
か
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
多
種

多
様
な
職
業
と
「
や
つ
し
」
が
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
ま

た
「
女
○
○
」
の
よ
う
に
敢
え
て
女
で
あ
る
こ
と
を
断
る
表
記
が
さ
れ
て
い

る
職
業
も
多
く
、
そ
れ
ら
の
職
業
に
お
い
て
女
性
が
稀
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

元
禄
歌
舞
伎
の
や
つ
し
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す
と
推
測
さ
れ
る
。「
や
つ
し
」
は
狂
言
の
中
に
取
り
込
ま
れ
る
以
上
面
白

さ
、
意
外
性
を
求
め
ら
れ
る
要
素
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
女
と
し
て
珍
し
い

職
業
が
登
場
す
る
こ
と
は
そ
の
欲
求
を
満
た
す
こ
と
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

次
い
で
多
か
っ
た
の
は
下
賤
の
女
房
や
娘
等
で
、
こ
れ
ら
は
牢
人
の
女

房
、
鍛
冶
屋
女
房
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
、
自
分
で
は
特
定
の
職
業
を
持
た
な

い
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
女
性
的
魅
力
に
関
わ
る
生
業
と
し
て
湯
女
、
茶
屋
女
、
出
女
、
夜
発

等
の
下
級
女
郎
、
妾
等
が
確
認
出
来
た
。
女
方
の
「
や
つ
し
」
で
は
こ
の
女

性
的
魅
力
に
関
わ
る
「
や
つ
し
」
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
予
想
し
た
が
、

こ
れ
は
三
番
目
に
多
い
も
の
で
あ
り
、
意
外
な
結
果
と
な
っ
た
。

他
に
「
や
つ
し
」
と
関
連
付
け
ら
れ
て
い
た
者
と
し
て
乞
食
や
非
人
、
怨
霊

な
ど
も
確
認
出
来
た
。

し
か
し
女
性
的
魅
力
に
関
わ
る
生
業
の
「
や
つ
し
」
が
少
な
か
っ
た
要
因

は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
元
禄
十
五
（
一
七
〇
二
）
年

（

）

『
役
者
二
挺
三
味
線
（
江
）』
沢
村
小
伝
次
評
が
示
唆
的
で
あ
る
。
こ
こ
に
は

「
普
通
の
女
方
は
そ
れ
ぞ
れ
「
や
つ
し
」
に
取
り
組
み
は
す
る
け
れ
ど
、
色

に
差
し
障
り
が
出
て
人
気
を
損
ね
る
の
を
懸
念
し
て
、
豆
腐
な
ど
を
買
い
に

行
く
よ
う
な
「
や
つ
し
」
に
は
取
り
組
ん
で
も
、
夜
発
の
よ
う
な
醜
く
汚
ら

わ
し
い
「
や
つ
し
」
に
取
り
組
む
こ
と
に
は
躊
躇
す
る
」
と
あ
る
。
つ
ま
り

下
賤
の
職
業
や
そ
の
女
房
へ
の
「
や
つ
し
」
は
比
較
的
取
り
組
み
や
す
い

「
や
つ
し
」
で
あ
っ
た
た
め
に
多
く
確
認
出
来
、
夜
発
を
は
じ
め
身
を
売
る

よ
う
な
「
や
つ
し
」
は
取
り
組
み
に
く
い
「
や
つ
し
」
で
あ
っ
た
た
め
、
そ

も
そ
も
役
者
が
限
ら
れ
、
結
果
的
に
少
な
く
な
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
沢
村
小
伝
次
評
は
も
う
一
つ
興
味
深
い
こ
と
を
記
し
て
い

る
。
そ
れ
は
「
色
」
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
色
」
を
捨
て

て
取
り
組
む
た
め
に
、
下
賤
の
「
や
つ
し
」
が
良
く
出
来
て
い
る
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
歌
舞
伎
に
お
け
る
「
色
」
は
「
色
気
」「
好
色
」
に
通
じ
る

「
色
」
で
あ
り
、
男
女
の
色
恋
沙
汰
・
情
事
な
ど
、
情
愛
の
世
界
や
当
事
者

（

）

た
ち
の
心
情
・
情
趣
を
い
う
言
葉
と
さ
れ
る
。
評
判
記
中
に
は
「
や
つ
し
」

に
関
す
る
他
評
に
お
い
て
も
こ
の
「
色
」
に
つ
い
て
の
記
述
が
散
見
さ
れ

（

）

る
。
例
え
ば
芳
沢
あ
や
め
評
に
は
「
や
つ
し
」
の
出
来
が
良
す
ぎ
る
た
め
に

（

）

「
色
」
が
な
い
と
記
述
さ
れ
、
浅
尾
十
次
郎
評
な
ど
に
は
色
を
損
ね
て
は
困

る
と
作
者
側
が
「
や
つ
し
」
に
取
り
組
む
こ
と
を
規
制
し
て
い
る
と
記
さ
れ

る
。
し
か
し
何
事
を
も
出
来
る
こ
と
、
自
分
一
己
の
「
事
」
を
獲
得
し
て
い

る
こ
と
が
良
し
と
さ
れ
た
時
代
、
多
く
の
役
者
が
「
色
」
を
損
ね
て
は
困
る

が
「
や
つ
し
」
の
演
技
も
習
得
し
た
い
と
考
え
た
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
瀬

（

）

川
竹
之
丞
評
の
よ
う
に
で
き
る
だ
け
綺
麗
に
装
っ
て
「
や
つ
し
」
を
演
じ
よ

う
と
す
る
役
者
も
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
中
途
半
端
で
下
賤
ら
し
く
な
く
、

「
や
つ
し
」
の
出
来
は
よ
く
な
い
と
評
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
や
つ
し
」

（

）

の
演
技
を
賞
賛
さ
れ
る
役
者
に
な
る
に
は
、
乞
食
の
姿
を
得
意
芸
と
し
た
中

（

）

村
千
弥
評
に
あ
る
よ
う
に
「
色
」
へ
の
障
り
を
恐
れ
ず
挑
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。

女
方
の
「
や
つ
し
」
が
立
役
に
比
し
て
少
な
い
理
由
は
、
こ
の
「
色
」
に

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
女
方
の
名
優
芳
沢
あ
や
め
の
芸
談
に
も
「
女
形
は
色

（

）

が
も
と
な
り
」
と
あ
る
通
り
女
方
は
「
色
」
を
重
視
す
る
役
柄
で
あ
る
。
既
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に
述
べ
た
よ
う
に
醜
さ
、
汚
さ
は
「
色
」
の
対
極
に
位
置
す
る
も
の
で
あ

り
、
あ
ま
り
に
良
く
「
や
つ
し
」
の
役
の
姿
を
う
つ
し
す
ぎ
る
と
「
色
」
を

害
し
て
し
ま
う
。
そ
の
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
も
あ
り
、
そ
も
そ
も
「
男
が
演
じ

る
女
の
役
」
と
い
う
複
雑
さ
を
持
つ
中
で
「
女
ら
し
く
な
い
」
役
柄
で
あ
る

「
や
つ
し
」
を
演
じ
る
事
は
更
に
複
雑
化
し
、
難
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
従

っ
て
、
そ
の
よ
う
な
難
し
い
役
に
「
色
」
を
損
な
う
と
い
う
リ
ス
ク
を
と
っ

て
ま
で
取
り
組
も
う
と
す
る
役
者
は
当
然
立
役
よ
り
少
な
く
な
り
、
会
得
で

き
た
役
者
も
ま
た
、
少
な
く
な
っ
た
。

㈢

ぬ
れ
の
や
つ
し

「
士
農
工
商
の
や
つ
し
」
と
並
ぶ
「
ぬ
れ
の
や
つ
し
」
は
そ
の
後
続
く
濡

れ
事
を
盛
り
立
て
る
た
め
の
「
や
つ
し
」
で
あ
る
。「
士
農
工
商
の
や
つ
し
」

で
は
そ
の
性
質
上
「
色
」
へ
の
障
り
の
問
題
が
あ
っ
た
。
で
は
「
ぬ
れ
の
や

つ
し
」
は
ど
う
か
。
服
部
は
「「
色
」
は
「
女
か
ら
惚
れ
ら
れ
る
こ
と
」「
女

に
惚
れ
る
こ
と
」
を
そ
の
本
領
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
「
濡
れ
」
と
同
意
で

（

）

あ
っ
た
。」
と
述
べ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
「
色
」
に
障
り
の
な
い
「
ぬ

れ
の
や
つ
し
」
は
女
方
の
「
や
つ
し
」
に
多
く
登
場
す
る
の
か
。

結
果
と
し
て
、「
ぬ
れ
の
や
つ
し
」
と
判
断
出
来
る
も
の
は
十
三
件
し
か

確
認
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
内
「
ぬ
れ
や
つ
し
」
等
の
語
で
抽
出
し
た
の
が

六
件
で
あ
る
。
内
容
か
ら
「
ぬ
れ
の
や
つ
し
」
と
判
断
で
き
た
七
件
を
確
認

す
る
と
、
殆
ど
が
茶
屋
女
・
出
女
・
下
女
な
ど
に
「
や
つ
し
」、
そ
の
後
夫

や
許
嫁
な
ど
に
出
会
っ
た
末
濡
れ
場
へ
続
く
も
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
立
役
の

「
ぬ
れ
の
や
つ
し
」
の
典
型
が
「
零
落
し
た
姿
に
身
を
や
つ
し
、
女
性
（
傾

城
）
に
逢
い
に
行
く
演
技
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
女
方
の
「
ぬ
れ
の
や
つ

し
」
の
典
型
は
「
茶
屋
女
・
出
女
・
下
女
等
に
身
を
や
つ
す
中
で
夫
や
許
嫁

等
に
出
会
う
演
技
」
と
言
え
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
注
意
す
る
べ
き
は
女
方
の

「
ぬ
れ
の
や
つ
し
」
は
、「
士
農
工
商
の
や
つ
し
」
を
演
じ
る
中
で
「
ぬ
れ
の

や
つ
し
」
の
演
技
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
明
確
な
点
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が

「
色
」
に
障
り
が
な
い
は
ず
の
「
ぬ
れ
の
や
つ
し
」
が
女
方
の
「
や
つ
し
」

に
少
な
い
要
因
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
「
ぬ
れ
の
や
つ
し
」
に
取
り
組
む
女

方
は
ま
ず
「
士
農
工
商
の
や
つ
し
」
に
取
り
組
む
難
し
さ
を
抱
え
る
こ
と
に

な
る
。
既
に
そ
の
バ
ラ
ン
ス
が
難
し
く
「
色
」
に
障
り
あ
る
「
士
農
工
商
の

や
つ
し
」
に
取
り
組
ん
だ
上
で
、「
色
」
を
存
分
に
見
せ
る
濡
れ
場
を
演
じ

る
と
い
う
、
も
は
や
対
極
に
あ
る
演
技
を
一
度
に
見
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

女
の
「
ぬ
れ
の
や
つ
し
」
は
、
た
だ
の
「
士
農
工
商
の
や
つ
し
」
以
上
に
困

難
な
演
技
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
要
因
か
ら
、

女
方
の
「
ぬ
れ
の
や
つ
し
」
は
、
女
方
の
「
士
農
工
商
の
や
つ
し
」
以
上
に

顕
著
に
少
な
い
演
技
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四
．
若
衆
方
の
「
や
つ
し
」

女
の
「
や
つ
し
」
は
色
に
関
わ
り
、
色
を
阻
害
す
る
悪
影
響
が
あ
る
た
め

に
忌
避
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
前
章
で
わ
か
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
若
衆
方
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。

若
衆
方
と
は
美
少
年
に
扮
す
る
役
柄
の
者
を
言
い
、
江
戸
時
代
に
は
「
若

女
方
」
と
対
照
さ
れ
る
役
柄
で
、
成
立
当
初
か
ら
の
伝
統
で
あ
る
衆
道
的
な

元
禄
歌
舞
伎
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つ
し
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要
素
を
た
だ
よ
わ
せ
る
特
殊
な
役
柄
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
若
衆
方
も

ま
た
「
色
」
が
重
視
さ
れ
る
役
柄
な
の
で
あ
る
。
彼
等
の
「
や
つ
し
」
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

若
衆
方
の
「
や
つ
し
」
を
抽
出
し
、
ま
ず
判
明
す
る
の
は
そ
の
少
な
さ
で

あ
る
。
全
十
七
回
・
十
六
件
、
役
者
と
し
て
は
十
一
名
の
評
に
現
わ
れ
る
の

み
で
あ
っ
た
。
ま
た
若
衆
方
小
島
平
七
評
〈
三
四
五
八
〉
に
「
や
つ
し
」
の

語
が
見
え
る
が
、
こ
の
評
は
役
と
し
て
は
「
女
」
で
あ
る
た
め
純
粋
な
若
衆

方
の
「
や
つ
し
」
と
は
言
い
難
い
。
さ
ら
に
「
や
つ
し
」
の
語
が
現
わ
れ
る

期
間
も
短
い
。
元
禄
六
（
一
六
九
三
）
年
『
雨
夜
三
盃
機
嫌
』
鈴
木
平
七
評

〈
一
四
四
四
〉
に
最
初
に
見
え
、
最
後
に
見
ら
れ
る
の
は
元
禄
十
六
（
一
七

〇
三
）
年
『
役
者
御
前
歌
舞
妓
』
山
下
才
三
郎
〈
三
三
八
二
〉、
小
島
平
七

〈
三
四
五
八
〉
評
で
、
そ
の
後
宝
永
年
間
に
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。
女
の

「
や
つ
し
」
は
宝
永
・
正
徳
期
ま
で
続
く
に
も
関
わ
ら
ず
、
若
衆
方
の
「
や

つ
し
」
は
、
実
に
十
年
間
と
い
う
短
い
期
間
に
の
み
現
わ
れ
る
も
の
だ
っ

た
。こ

の
理
由
を
探
る
べ
く
、
女
の
「
や
つ
し
」
と
同
じ
く
評
判
記
の
記
述
を

参
考
に
若
衆
方
の
「
や
つ
し
」
を
検
討
す
る
。
な
お
若
衆
方
に
は
「
手
法
の

や
つ
し
」
と
判
断
で
き
る
評
は
な
か
っ
た
。「
ぬ
れ
の
や
つ
し
」
と
判
断
で

き
る
も
の
も
殆
ど
が
「
ぬ
れ
や
つ
し
」「
色
や
つ
し
」
な
ど
語
で
し
か
確
認

出
来
ず
具
体
性
が
な
い
。
従
っ
て
本
稿
で
は
「
士
農
工
商
の
や
つ
し
」
と
判

断
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
す
る
。

若
衆
方
の
「
や
つ
し
」
の
う
ち
「
士
農
工
商
の
や
つ
し
」
と
考
え
ら
れ
る

の
は
小
野
川
宇
源
次
の
揚
屋
の
息
子
及
び
巾
着
切
の
三
五
郎
〈
二
一
一

四
〉、
早
川
平
治
郎
の
馬
か
た
小
八
〈
二
二
八
三
〉、
尾
上
弥
太
郎
の
馬
子

〈
二
五
九
〇
〉、
そ
し
て
山
下
才
三
郎
の
馬
か
た
六
蔵
〈
三
三
八
二
〉
の
四
件

で
あ
る
。

絵
入
狂
言
本
が
確
認
で
き
、
さ
ら
に
詳
し
い
内
容
が
わ
か
っ
た
の
は
小
野

川
宇
源
次
評
の
巾
着
切
の
三
五
郎
の
「
や
つ
し
事
」
で
あ
る
。
該
当
狂
言
は

元
禄
八
（
一
六
九
五
）
年
三
月
京
都
早
雲
座
で
上
演
さ
れ
た
「
け
い
せ
い
阿

（

）

波
の
な
る
と
」
で
あ
る
。
小
野
川
宇
源
次
演
じ
る
巾
着
切
の
三
五
郎
は
、
主

人
の
零
落
の
際
に
も
一
人
仕
え
続
け
、「
恋
を
混
ぜ
て
の
ご
奉
公
」
を
し
て

い
た
若
衆
で
あ
り
、
主
人
の
た
め
に
巾
着
切
し
て
捕
ま
っ
た
。
あ
る
日
追
善

に
伴
う
恩
赦
で
、
坊
主
に
成
れ
ば
罪
を
許
し
牢
か
ら
出
し
て
や
る
と
言
わ
れ

る
に
も
関
わ
ら
ず
「
前
髪
を
落
と
す
か
は
主
人
に
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。
こ
こ
で
坊
主
に
さ
れ
る
く
ら
い
な
ら
牢
屋
に
戻
る
方
が
い
い
」
と
言

う
。
こ
の
「
や
つ
し
」
の
特
徴
は
、
牢
屋
に
入
れ
ら
れ
た
罪
人
と
い
う
視
覚

的
に
決
し
て
美
し
い
と
は
言
え
な
い
状
況
に
あ
り
な
が
ら
、
若
衆
と
し
て
の

矜
持
や
主
人
へ
の
一
途
さ
を
押
し
出
す
こ
と
で
、
見
物
を
落
胆
さ
せ
な
い
ど

こ
ろ
か
逆
に
胸
を
高
鳴
ら
せ
る
よ
う
な
「
や
つ
し
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
「
や
つ
し
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
若
衆
方
の
「
や
つ
し
」

の
第
一
の
特
徴
は
、
例
え
視
覚
的
に
差
し
障
り
が
あ
っ
て
も
「
色
」
の
本
質

部
分
に
は
害
の
無
い
よ
う
に
多
分
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
と
指
摘
で

き
る
。

「
士
農
工
商
の
や
つ
し
」
の
中
で
多
く
確
認
出
来
る
の
が
馬
方
・
馬
子
へ

の
「
や
つ
し
」
で
あ
る
。
馬
方
・
馬
子
と
は
乗
り
物
や
物
品
の
輸
送
な
ど
に

用
い
ら
れ
る
馬
を
引
く
こ
と
を
生
業
と
す
る
者
で
、
彼
ら
は
時
に
旅
行
者
を

七
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恐
喝
し
た
り
暴
利
を
む
さ
ぼ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
、
浮
浪
の
駕
籠
舁
と

（

）

同
視
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
身
分
は
若
衆
に
演
じ
さ
せ
る
に
は
適
さ

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
馬
子
を
演
じ
る
事
を
良
し
と
し
な
い
評
が

確
認
出
来
る
。
元
禄
十
二
年
『
役
者
口
三
味
線
（
坂
）』
早
川
平
治
郎
評

〈
二
二
八
三
〉
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

﹇
女
大
臣
こ
た
へ
﹈
や
つ
し
が
よ
う
ご
ざ
ん
す
．
当
初
狂
言
に
馬
か
た

小
八
と
な
つ
て
彦
右
衛
門
殿
と
の
話
が
馬
子
に
よ
う
う
つ
り
ま
す
じ
や

ご
ざ
ん
せ
ぬ
か
﹇
水
だ
て
又
云
﹈
さ
れ
ば
馬
子
に
よ
く
う
つ
り
ま
す

程
．
迷
惑
に
ご
ざ
る
．
大
事
の
お
若
衆
を
．
馬
子
に
其
ま
ま
と
は
聞
き

に
く
う
ご
ざ
る
．
殊
更
な
ん
ぼ
馬
子
を
う
つ
さ
る
る
と
い
ふ
て
も
．
若

衆
方
の
短
い
煙
管
で
．
煙
草
ま
い
る
も
．
さ
り
と
は
似
合
わ
ぬ
事
の
や

う
に
存
る
．
女
方
な
ど
は
．
傾
城
事
の
口
説
に
．
煙
草
を
の
ま
る
る

が
．
是
は
か
へ
つ
て
見
よ
い
物
で
ご
ざ
る
．
若
衆
は
く
さ
い
物
の
類
．

煙
草
は
第
一
忌
む
事
で
ご
ざ
る
．
女
方
は
女
を
似
せ
た
も
の
で
ご
ざ
れ

ば
．
煙
草
を
ま
い
つ
て
も
苦
し
か
ら
ず
．

こ
こ
で
は
、
馬
子
に
な
る
「
や
つ
し
」
の
姿
が
良
く
演
じ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
迷
惑
な
事
だ
と
い
う
か
ら
や
は
り
若
衆
の
色
を
害
す
る
こ
と
が
懸
念

さ
れ
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
。
注
目
す
べ
き
は
そ
の
後
の
女
方
と
若
衆
を
比

べ
た
評
文
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
女
方
は
女
を
似
せ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
煙

草
を
の
む
よ
う
な
こ
と
を
し
て
も
良
い
が
、
若
衆
方
に
は
似
合
わ
な
い
も
の

で
あ
り
、
煙
草
の
よ
う
な
く
さ
い
物
の
類
は
忌
避
す
べ
き
で
あ
る
」
と
言
わ

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
煙
草
が
例
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
煙
草
は
そ

の
ま
ま
「
や
つ
し
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。

即
ち
女
方
は
あ
く
ま
で
も
男
が
「
女
」
を
似
せ
て
作
り
上
げ
た
も
の
で
、

役
者
が
生
ま
れ
つ
い
て
持
っ
て
い
る
の
は
男
性
的
原
理
で
あ
り
、
役
者
の
持

つ
身
体
の
形
が
そ
の
ま
ま
役
と
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
女
方
は

「
色
」
を
害
す
煙
草
や
「
や
つ
し
」
に
取
り
組
ん
で
も
大
き
な
問
題
は
な
い
。

あ
く
ま
で
も
作
り
物
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
対
し
て
若
衆
方
は
、
役
者
が
生

ま
れ
つ
い
て
持
っ
て
い
る
身
体
の
形
を
そ
の
ま
ま
役
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
作
り
物
で
は
な
い
、
正
真
性
を
魅
力
と
す
る
若
衆
方
は
、「
色
」

を
害
す
煙
草
や
「
や
つ
し
」
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
直
接
的
に
魅
力
が
傷

つ
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
に
そ
れ
ら
を
忌
避
す
る
べ
き
だ
と
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
若
衆
方
の
「
や
つ
し
」
が
少
な

く
、
ま
た
期
間
も
短
か
っ
た
こ
と
の
要
因
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

五
．
お
わ
り
に

本
稿
で
は
「
や
つ
し
」
研
究
が
従
来
立
役
に
集
約
さ
れ
、
立
役
以
外
の

「
や
つ
し
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
問
題
と
し
て
提
起
し
、
ま

ず
立
役
以
外
の
役
柄
の
「
や
つ
し
」
の
状
況
を
確
か
め
た
。
結
果
立
役
以
外

も
「
や
つ
し
」
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
確
認
出
来
、
特
に
女
方
は
立
役
に
次

い
で
多
く
「
や
つ
し
」
の
語
で
評
さ
れ
、
演
技
パ
タ
ー
ン
と
し
て
の
「
や
つ

し
事
」
も
獲
得
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

こ
れ
を
踏
ま
え
女
方
の
「
や
つ
し
」
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
を
行
っ
た
。

元
禄
歌
舞
伎
の
や
つ
し
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女
方
は
「
男
が
演
じ
る
女
の
役
」
と
い
う
複
雑
さ
と
「
色
」
の
重
視
に
よ
る

制
約
を
抱
え
る
役
柄
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
「
や
つ
し
」
を
演
じ
る
際
に
は
女

方
に
求
め
ら
れ
た
「
色
」
と
、
醜
さ
や
汚
さ
と
結
び
つ
き
が
強
い
「
や
つ

し
」
の
バ
ラ
ン
ス
に
苦
労
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
に
女
方
の
「
や
つ

し
」
は
立
役
に
比
べ
る
と
少
な
く
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
若
衆
方
と
比
べ
る
と
、「
男
が
演
じ
る
女
の
役
」
故
に

「
や
つ
し
」
に
取
り
組
み
や
す
か
っ
た
と
い
う
状
況
も
見
え
て
き
た
。
つ
ま

り
、
身
体
の
形
を
そ
の
ま
ま
役
と
す
る
若
衆
方
に
対
し
、
女
方
は
あ
く
ま
で

も
男
が
「
女
」
を
似
せ
て
作
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
作
り
物
で

あ
る
女
方
は
若
衆
方
よ
り
は
「
色
」
に
関
わ
る
制
限
が
緩
和
さ
れ
る
。
そ
れ

故
女
方
は
、
立
役
ほ
ど
で
は
な
く
と
も
、
多
く
の
役
者
が
「
や
つ
し
」
の
演

技
獲
得
に
挑
戦
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
立
役
以

外
の
役
柄
の
中
で
は
最
も
多
い
件
数
を
確
認
出
来
た
結
果
に
繋
が
っ
た
の
だ

ろ
う
。

今
回
は
「
や
つ
し
」
が
そ
の
時
代
の
象
徴
と
も
な
っ
た
元
禄
歌
舞
伎
期
を

中
心
に
調
査
を
行
っ
た
が
、
こ
れ
以
降
の
「
や
つ
し
」
の
動
向
に
つ
い
て
も

今
後
調
査
が
必
要
で
あ
る
。
正
徳
に
入
っ
て
も
「
や
つ
し
」
は
評
判
記
に
多

く
登
場
す
る
語
で
あ
り
、
ま
た
舞
台
で
も
例
え
ば
正
徳
五
（
一
七
一
七
）
年

二
代
目
市
川
団
十
郎
が
虚
無
僧
の
「
や
つ
し
」
を
見
せ
て
い
る
よ
う
に
、
新

た
な
「
や
つ
し
」
の
展
開
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
が
女
方
を
は
じ

め
他
の
役
柄
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
た
可
能
性
は
充
分
に
あ
り
得
る
。
こ
の
よ

う
な
正
徳
二
（
一
七
一
二
）
年
以
降
の
新
た
な
展
開
に
つ
い
て
は
今
後
の
検

討
課
題
と
し
て
考
え
た
い
。
加
え
て
、
本
稿
で
は
地
域
・
位
付
ご
と
の
、
ま

た
立
役
・
女
方
・
若
衆
方
以
外
の
役
柄
の
「
や
つ
し
」
の
特
徴
と
変
遷
に
つ

い
て
も
述
べ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
稿
を
改
め
て
論

じ
た
い
。

本
研
究
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
光
が
当
て
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
女
方
の
「
や

つ
し
」
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
立
役
だ
け
で
は
無
く
、

全
て
の
役
者
が
「
や
つ
し
」
に
挑
ん
だ
と
い
う
事
実
こ
そ
、「
や
つ
し
」
が

元
禄
歌
舞
伎
期
を
象
徴
す
る
芸
と
な
っ
た
要
因
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

注（
１
）
今
尾
哲
也
「
第
三
章

ヤ
ツ
シ
・
ヤ
ツ
シ
事
と
は
」『
歌
舞
伎
の

根
元
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
一
年
、
四
十
四
頁

（
２
）
佐
藤
恵
里
「
元
禄
歌
舞
伎

江
戸
」『
歌
舞
伎
・
俄
研
究

資
料

編

室
戸
市
佐
喜
浜
町
俄
台
本
集
成
』
新
典
社
、
二
〇
〇
二
年
、
三

十
八
頁

（
３
）
郡
司
正
勝
「
か
ぶ
き
戯
曲
の
構
造
と
発
想
」『
か
ぶ
き
の
発
想
』

弘
文
堂
、
一
九
五
九
年

（
４
）
乗
岡
憲
正
「
や
つ
し
考
│
再
開
譚
に
お
け
る
│
」『
古
代
伝
承
文

学
の
研
究
』
桜
楓
社
、
一
九
六
七
年

（
５
）
注
（
２
）
に
同
じ

（
６
）
今
尾
哲
也
「
第
八
章

ヤ
ツ
シ
・
ヤ
ツ
シ
事
を
さ
さ
え
た
社
会
条

件
」『
歌
舞
伎
の
根
元
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
一
年

（
７
）
土
田
衛
「
大
和
屋
甚
兵
衛
の
芸
風
」『
考
証
元
禄
歌
舞
伎
│
様
式

七
八



と
展
開
』
八
木
書
店
、
一
九
九
六
年

（
８
）
荻
田
清
「
藤
十
郎
の
や
つ
し
│
そ
の
陰
に
あ
る
も
の
│
」『
文
学

・
語
学
（
八
〇
）』
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
、
一
九
七
八
年

（
９
）
注
（
８
）
に
同
じ

（
１０
）
板
谷
徹
「
所
作
事
の
成
立
と
や
つ
し
の
思
想
」『
舞
踊
学
一
九
八

一
（
四
）』
舞
踊
学
会
、
一
九
八
一
年

（
１１
）
近
石
泰
秋
「
第
八
章

や
つ
し
」『
操
浄
瑠
璃
の
研
究
そ
の
戯
曲

構
成
に
つ
い
て
』
風
間
書
房
、
一
九
六
一
年

（
１２
）
注
（
２
）、
四
十
四
頁

（
１３
）
今
尾
哲
也
「
舞
曲
扇
林
」『
歌
舞
伎
事
典
』
平
凡
社
、
一
九
八
三

年

（
１４
）
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
本

チ13_04717_0002

に
拠
る

（
１５
）
郡
司
正
勝
「
か
ぶ
き
の
役
柄
の
発
生
」『
共
立
女
子
大
学
文
学
芸

術
研
究
所
研
究
叢
書
第
五
冊
』
共
立
女
子
大
学
文
学
芸
術
研
究
所
、

一
九
六
二
年
・「
か
ぶ
き
の
役
柄
の
解
体
」『
共
立
女
子
大
学
文
学
芸

術
研
究
所
研
究
叢
書
第
六
冊
』
共
立
女
子
大
学
文
学
芸
術
研
究
所
、

一
九
六
四
年
（
再
録：

「
か
ぶ
き
の
役
柄
│
発
生
・
解
体
」『
郡
司
正

勝
刪
定
集
第
二
巻
傾
奇
の
形
』
白
水
社
、
一
九
九
二
年
）

（
１６
）
現
存
最
古
の
評
判
記
は
主
に
男
色
の
対
象
と
し
て
評
判
が
記
さ
れ

た
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
刊
の
『
野
郎
虫
』
で
あ
り
、
主
に
役
者

の
技
芸
を
対
象
と
し
た
役
者
評
判
記
は
貞
享
年
間
か
ら
は
じ
ま
る
。

元
禄
年
間
に
ほ
ぼ
定
型
が
完
成
す
る
と
、
そ
れ
は
江
戸
末
期
ま
で
続

い
た
。
歌
舞
伎
役
者
に
対
す
る
芸
評
を
主
と
し
、
各
役
者
の
経
歴
・

技
芸
・
人
気
等
を
示
す
と
と
も
に
、
演
技
・
演
出
の
実
態
を
探
る
資

料
と
な
り
、
台
本
の
伝
存
し
な
い
狂
言
の
内
容
を
知
る
有
効
な
手
が

か
り
と
な
る
。
定
型
は
黒
表
紙
小
型
横
本
で
京
・
江
戸
・
大
坂
の
役

者
評
を
各
一
巻
と
す
る
三
都
三
巻
三
冊
の
編
成
に
な
っ
て
い
る
。
本

文
で
は
立
役
・
敵
役
・
若
女
方
な
ど
の
役
柄
別
に
、
技
芸
の
巧
拙
や

人
気
の
高
下
に
よ
る
序
列
に
従
っ
て
配
列
さ
れ
た
役
者
の
芸
評
を
述

べ
る
。
評
判
は
合
評
形
式
で
賞
賛
・
非
難
を
と
り
ま
ぜ
、
読
者
の
幅

広
い
思
い
を
先
取
り
す
る
と
同
時
に
公
平
を
期
す
形
式
に
な
っ
て
い

る
。（
赤
間
亮
『
図
説
江
戸
の
演
劇
書
』
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記

念
演
劇
博
物
館
、
二
〇
〇
三
年
・
赤
間
亮
「
役
者
評
判
記
」『
日
本

古
典
籍
書
誌
学
辞
典
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
・
松
崎
仁
「
役
者

評
判
記
」『
歌
舞
伎
事
典
』
平
凡
社
、
一
九
八
三
年
）

（
１７
）
「
や
つ
さ
」「
や
つ
し
」「
や
つ
す
」「
や
つ
せ
」、
ま
た
漢
字
表
記

で
「
窶
」「
俏
」「
省
」「
略
」

（
１８
）
寛
文
六
（
一
六
六
六
）
年
頃
『
難
野
郎
古
た
ゝ
み
』
玉
村
吉
弥

〈
一
〇
七
九
〉「
の
う
の
ふ
う
ぎ
見
事
に
て
ぢ
ま
ん
ら
し
く
み
ゆ
る
な

り
す
こ
し
り
や
く
し
だ
て
に
御
や
つ
し
な
さ
れ
候
は
ゝ
二
町
の
う
ち

に
は
な
く
候
」

（
１９
）
以
下
評
判
記
の
引
用
に
つ
い
て
は
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
を
合
わ
せ
た

四
桁
の
番
号
で
記
し
〈

〉
で
括
る
。
例
え
ば
こ
れ
は
上
村
辰
弥
評

で
あ
り
『
歌
舞
伎
評
判
記
集
成
第
一
期
』
一
巻
一
五
八
頁
に
あ
る
た

め
番
号
は
〈
一
一
五
八
〉
と
な
る
。

（
２０
）
「
事
」
と
は
演
技
・
演
出
上
の
局
面
や
役
々
の
演
技
類
型
を
指
す

元
禄
歌
舞
伎
の
や
つ
し

七
九



言
葉
で
あ
り
、「
怨
霊
事
」「
濡
れ
事
」「
お
姫
様
事
」「
所
作
事
」
な

ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
。
元
禄
末
年
ま
で
に
出
版
さ
れ
た
役
者
評
判

記
の
中
に
は
百
種
近
い
「
事
」
の
名
称
が
登
場
し
て
い
る
と
い
う
指

摘
も
あ
る
。（
服
部
幸
雄
「
演
出
│
そ
の
虚
と
実
」『
歌
舞
伎
こ
と
ば

帖
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）

（
２１
）
鳥
越
文
蔵
「
役
柄
の
分
化
│
元
禄
時
代
の
推
移
に
つ
い
て
│
」

『
共
立
女
子
大
学
文
学
芸
術
研
究
所
研
究
叢
書
第
五
冊
』
共
立
女
子

大
学
文
学
芸
術
研
究
所
、
一
九
六
二
年
（
再
録：

『
元
禄
歌
舞
伎
攷
』

八
木
書
店
、
一
九
九
一
年
）

（
２２
）
佐
藤
恵
里
「
や
つ
し
と
歌
舞
伎
」『
図
説
「
見
立
」
と
「
や
つ
し
」

│
日
本
文
化
の
表
現
技
法
│
』
国
文
学
研
究
資
料
館
、
二
〇
〇
八
年

（
２３
）
注
（
２
）、
四
十
四
頁

（
２４
）
注
（
１８
）
に
同
じ

（
２５
）
元
禄
十
五
（
一
七
〇
二
）
年
『
役
者
二
挺
三
味
線
（
江
）』
沢
村

小
伝
次
〈
三
二
四
六
〉「
色
を
す
て
ゝ
の
働
ゆ
へ
．
下
賤
の
や
つ
し

事
よ
く
う
つ
り
侍
る
．（
略
）
大
か
た
の
女
方
．
や
つ
し
は
そ
れ

�
�
に
め
さ
る
れ
共
．
お
子
の
そ
こ
ね
る
を
き
の
ど
く
が
り
て
．
た

う
ふ
な
ど
買
に
い
た
り
．
夜
発
な
ど
に
は
思
ひ
切
て
得
な
ら
れ
ぬ
．

身
を
か
ば
は
る
ゝ
に
よ
つ
て
．
お
の
づ
か
ら
や
つ
し
う
ま
ふ
は
う
つ

ら
ず
．
此
君
は
そ
ん
な
色
気
を
さ
つ
て
．
思
ひ
切
て
な
ん
で
も
其
や

つ
し
の
．
身
に
は
ま
つ
て
な
さ
る
ゝ
ゆ
へ
に
．
か
く
べ
つ
う
つ
り
よ

く
お
も
し
ろ
し
．
芸
を
見
や
う
な
ら
此
君
で
ご
ざ
る
」

（
２６
）
服
部
幸
雄
「
役
の
深
化
」『
歌
舞
伎
こ
と
ば
帖
』
岩
波
書
店
、
一

九
九
九
年
、
一
六
八
頁

（
２７
）
元
禄
十
三
（
一
七
〇
〇
）
年
『
役
者
談
合
衝
（
京
）』
芳
沢
あ
や

め
〈
二
四
〇
二
〉「
第
一
う
れ
い
や
つ
し
．
諸
事
の
芸
．
一
か
ら
十

迄
わ
る
し
と
い
ふ
人
な
し
．
し
か
れ
共
時
に
よ
り
．
余
り
狂
言
に
う

つ
り
過
て
．
女
か
た
に
色
が
な
ふ
て
き
の
ど
く
」

（
２８
）
元
禄
十
五
（
一
七
〇
二
）
年
『
役
者
二
挺
三
味
線
（
京
）』
浅
尾

十
次
郎
〈
三
二
〇
一
〉「
や
つ
し
事
う
つ
ら
ず
．（
略
）
▲
大
臣
曰

お
ろ
か
な
事
を
い
ふ
．
や
つ
し
事
は
よ
う
い
た
さ
る
れ
共
．
下
賤
の

手
業
の
．
手
鍋
さ
げ
る
程
に
身
を
や
つ
さ
る
れ
ば
．
色
の
さ
は
り
に

成
ゆ
へ
．
作
者
の
智
恵
で
そ
こ
ら
を
よ
け
る
ゆ
へ
．
そ
れ
だ
け
う
つ

り
か
ひ
な
き
分
也
．」

（
２９
）
元
禄
十
五
（
一
七
〇
二
）
年
『
役
者
一
挺
鼓
（
京
）』
瀬
川
竹
之

丞
〈
三
三
二
〇
〉「
其
位
備
り
．
下
賤
の
わ
さ
う
つ
ら
ず
（
略
）
今

す
こ
し
ふ
ん
切
て
．
ぐ
は
い
�
�
と
芸
を
さ
し
ま
し
た
い
．
色
を
思

は
る
ゝ
故
に
．
粧
ひ
多
く
し
て
．
下
ざ
ま
の
や
つ
し
．
う
つ
く
し
過

て
移
ぬ
か
と
思
は
る
ゝ
也
．」

（
３０
）
中
村
千
弥
は
元
禄
十
五
（
一
七
〇
二
）
年
竹
嶋
幸
十
郎
座
『
丹
波

国
血
汐
乃
水
風
呂
』
で
乞
食
を
演
じ
そ
の
名
を
知
ら
し
め
、
以
降
そ

れ
は
彼
の
当
り
役
と
な
る
。
近
藤
瑞
男
「
元
禄
歌
舞
伎
の
世
話
狂
言

│
中
村
千
弥
の
場
合
│
」『
歌
舞
伎
│
研
究
と
批
評
│

六
』
歌
舞

伎
学
会
、
一
九
九
〇
年
（
再
録：

『
元
禄
歌
舞
伎
の
展
開
│
甦
る
名

優
た
ち
│
』
雄
山
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
に
詳
し
い
。

（
３１
）
宝
永
二
（
一
七
〇
五
）
年
『
役
者
三
世
相
（
坂
）』
中
村
千
弥

八
〇



〈
四
〇
九
七
〉「
尤
く
ら
ゐ
を
取
て
哀
を
す
る
衆
は
お
ゝ
け
れ
ど
．
世

話
に
て
姿
を
や
つ
し
．
色
を
す
て
ゝ
見
物
涙
に
成
．
や
つ
こ
が
作
り

ひ
げ
も
お
ち
る
は
．
此
度
に
て
二
度
の
大
あ
た
り
」

（
３２
）
今
尾
哲
也
「「
あ
や
め
く
さ
」
抄
」『
変
身
の
思
想
』
法
政
大
学
出

版
局
、
一
九
七
〇
年

（
３３
）
注
（
２６
）
に
同
じ

（
３４
）
服
部
幸
雄
「
若
衆
方
」『
演
劇
百
科
大
辞
典

第
六
巻
』
新
装
復

刊
、
平
凡
社
、
一
九
八
三
年

（
３５
）
近
松
全
集
刊
行
会
「
け
い
せ
い
阿
波
の
な
る
と
」『
近
松
全
集
第

十
六
巻
影
印
編
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年

（
３６
）
助
野
健
太
郎
「
馬
子
」『
日
本
風
俗
史
事
典
』
日
本
風
俗
史
学
会
、

一
九
七
九
年

﹇
謝
辞
﹈

本
稿
は
卒
業
論
文
を
元
に
、
第
六
十
四
回
立
命
館
大
学
日
本
文
学
会

（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
六
日
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
経
て
、
加
筆
訂
正

し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
資
料
と
し
て
、
赤
間
研
究
室
の
テ
キ
ス
ト
ア
ー

カ
イ
ブ
を
活
用
し
た
。
研
究
の
遂
行
に
あ
た
り
御
指
導
、
御
協
力
頂
い
た

皆
様
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。

（
と
つ
か
・
し
お
り

本
学
博
士
前
期
課
程
）

元
禄
歌
舞
伎
の
や
つ
し

八
一


