
三
木
竹
一

一
研
究

誌

「
歌
舞
伎
」

時
代
の
功
績
l
l
l
l

三
木
竹
二
は
、
一
八
六
七
年
か
ら
一
九

O
八
年
に
生
き
た
劇
評
家
で
あ
る
。

本
名
森
篤
次
郎
、
文
豪
、
森
鴎
外
の
弟
に
あ
た
る
。
東
京
医
科
大
学
を
卒
業
後
、

京
橋
で
開
業
医
に
な
っ
た
。
一
方
で
、
学
生
時
代
か
ら
三
木
竹
二
の
ペ
ン
ネ
ー

ム
で
劇
評
を
書
い
て
お
り
、
一
九

O
O年
か
ら
雑
誌
「
歌
舞
伎
」
を
主
宰
刊
行

し
た
。本

研
究
で
は
、
「
三
木
竹
二
研
究
|
|
雑
誌
「
歌
舞
伎
」
時
代
の
功
績
l
|
|
」

と
題
し
、
竹
二
が
「
歌
舞
伎
」
に
関
わ
っ
た
、
一
九

O
O年
か
ら
一
九

O
八
年

の
約
八
年
間
に
焦
点
を
当
て
、
「
型
」
の
記
録
と
合
評
会
に
つ
い
て
調
査
し
、
竹

二
同
様
演
劇
界
の
活
性
化
に
尽
力
し
た
兄
鴎
外
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
論
じ

スu
。従

来
の
三
木
竹
二
研
究
で
は
、
竹
二
を
近
代
的
劇
評
の
創
始
者
と
し
て
扱
う

こ
と
で
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
上
村
以
和
於
は
、
脚
本
を
批
評
す

る
こ
と
で
歌
舞
伎
を
多
面
的
に
捉
え
た
点
や
、
「
型
」
を
問
題
に
す
る
こ
と
で
劇

評
に
客
観
性
を
も
た
せ
た
点
が
近
代
的
劇
評
と
評
価
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
て

山

本

美

恵

い
る
。
一
ま
た
、
戸
板
康
二
は
、
『
歌
舞
伎
評
判
記
』
一
一
の
形
式
を
取
り
入
れ
、

内
容
を
高
度
に
発
展
さ
せ
た
合
評
会
を
画
期
的
な
も
の
と
評
価
し
て
い
る
。
一
一
一

こ
の
よ
う
に
、
竹
二
は
近
代
的
劇
評
の
創
始
者
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
鴎
外
と
の
影
響
関
係
に
言
及
す
る
と
き
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
主

に
二
つ
の
視
点
に
分
か
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
竹
二
は
鴎
外
か
ら
、
演
劇
観
、
劇

評
観
、
人
生
観
等
に
お
い
て
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

代
表
的
な
研
究
者
と
し
て
は
、
戸
板
康
二
が
挙
げ
ら
れ
る
。
戸
板
は
、
竹
二
の

視
点
と
鴎
外
の
視
点
は
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
鴎
外
の
主
張
が
竹
二
の
口

か
ら
主
張
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
し
、
竹
二
は
鴎
外
の
分
身

で
も
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
四
も
う
ひ
と
つ
は
、
鴎
外
と
比
較
し
た
上
で
竹

二
の
独
自
性
を
述
べ
、
劇
評
家
と
し
て
の
竹
二
個
人
を
評
価
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
た
と
え
ば
渡
辺
保
は
、
鴎
外
の
劇
評
へ
の
関
心
を
認
め
つ
つ
、
芝
居
を

見
る
目
は
竹
二
の
ほ
う
が
豊
か
で
あ
り
、
竹
二
は
鴎
外
の
弟
で
あ
る
前
に
一
人

の
劇
評
家
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
五

こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
三
木
竹
二
研
究
は
、
近
代
的
劇
評
を
創
始
し
た
劇
評

家
と
し
て
、
「
型
」
の
記
録
、
合
評
会
の
開
催
を
中
心
に
竹
二
の
功
績
を
評
価
す
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る
こ
と
で
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
も
の
の
、
竹
二
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
改
革
を

行
っ
た
か
と
い
う
、
具
体
的
な
内
容
に
踏
み
込
ん
だ
研
究
は
少
な
い
。
ま
た
、

鴎
外
と
の
影
響
関
係
に
お
い
て
も
、
前
述
し
た
よ
う
な
二
つ
の
視
点
で
書
か
れ

て
お
り
、
竹
二
が
鴎
外
に
影
響
を
与
え
た
存
在
で
も
あ
る
、
と
い
う
視
点
で
行

わ
れ
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

そ
の
点
で
、
「
型
」
の
記
録
、
合
評
会
の
開
催
に
つ
い
て
、
内
容
に
踏
み
込
ん

だ
調
査
を
行
う
こ
と
は
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
劇
評
家

と
し
て
鴎
外
に
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
は
、
世
間
か
ら
忘

れ
ら
れ
、
鴎
外
の
弟
と
し
て
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
観
の
あ
る
竹
二
を
研
究
す
る

際
に
重
要
な
視
点
で
あ
る
と
考
え
る
。

「
型
」
の
記
録
と
合
評
会
の
調
査
、
鴎
外
と
の
影
響
関
係
に
注
目
す
る
と
き
、

竹
二
が
編
集
し
た
雑
誌
で
あ
る
、
「
歌
舞
伎
」
の
存
在
は
無
視
で
き
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
竹
二
が
最
も
活
発
に
「
型
」
の
記
録
や
合
評
会
の
開
催
を
行
い
、
鴎
外

に
戯
曲
創
作
・
戯
曲
翻
訳
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
で
演
劇
界
を
活
性
化
さ
せ
る

と
い
う
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
場
が
、
「
歌
舞
伎
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
研
究
で
は
竹
二
が
「
歌
舞
伎
」
に
携
わ
っ
た
時
代
に
成

し
遂
げ
た
こ
と
を
、
一
つ
一
つ
検
証
し
、
竹
二
の
功
績
を
よ
り
具
体
的
に
指
摘

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

竹
二
の
功
績
を
明
ら
か
に
す
る
前
に
、
ま
ず
は
三
木
竹
二
研
究
の
現
在
が
ど

の
よ
う
な
状
況
か
を
確
認
す
る
。
竹
二
の
功
績
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、

竹
二
が
存
命
当
時
、
さ
ら
に
死
後
、
彼
が
成
し
遂
げ
た
物
ご
と
の
何
に
対
し
て
、

ど
の
よ
う
な
評
価
が
さ
れ
て
い
る
か
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
本
章
で
は
、
「
一
」

で
軽
く
触
れ
た
従
来
の
三
木
竹
二
研
究
の
内
容
を
詳
細
に
見
て
い
く
。

ま
ず
、
竹
二
と
同
じ
時
代
を
生
き
た
人
間
が
、
竹
こ
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し

て
い
た
か
、
と
い
う
点
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
こ
こ
で
は
、
「
歌
舞
伎
」

第
一

O
O号
(
一
九

O
八
・
一
一
)
の
付
録
に
掲
載
さ
れ
た
竹
二
へ
の
追
悼
文
六

を
参
考
に
す
る
。
当
時
の
竹
二
に
対
す
る
評
価
は
、
彼
の
人
物
像
と
、
成
し
遂

げ
た
功
績
に
関
す
る
も
の
の
二
つ
に
大
別
で
き
る
。

先
に
人
物
像
に
対
す
る
評
価
に
注
目
し
た
い
。
劇
作
家
の
山
崎
紫
紅
(
一
八

七
五

1
一
九
三
九
)
は
、
自
身
の
書
い
た
戯
曲
が
上
演
さ
れ
た
際
、
竹
二
が
「
『
僕

は
紫
紅
に
忠
な
る
も
の
だ
よ
、
序
幕
を
見
て
か
ら
宅
へ
帰
り
、
中
幕
を
狙
っ
て

ま
た
来
た
よ
』
と
、
微
笑
ま
れ
た
」
と
、
追
想
を
述
べ
て
い
る
。
竹
二
の
、
新

し
い
劇
作
家
の
才
能
を
支
援
す
る
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
。

と
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
劇
作
家
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
俳
優
の
伊
井
蓉
峰

(
一
八
七
一

i
一
九
三
二
)
は
、
景
贋
の
俳
優
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
竹
二
の

積
極
的
な
支
援
を
受
け
て
い
た
。
竹
二
と
蓉
峰
の
関
係
は
、
蓉
峰
の
芸
に
対
し
、

竹
二
が
「
歌
舞
伎
」
に
批
評
を
出
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
「
こ
れ
か
ら

僕
を
劃
上
げ
て
呉
れ
た
の
だ
。
僕
の
識
る
三
木
先
生
は
か
う
い
ふ
気
性
だ
」
と
、

紫
紅
同
様
、
蓉
峰
の
才
能
を
支
援
す
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
竹
二
は
若
い
才
能
を
後
援
す
る
気
立
て
の
良
さ
や
、
面
倒
見

の
良
い
面
を
持
つ
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

竹
二
の
、
劇
評
家
と
し
て
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
興
行
師
の
田
村
成
義
(
一

八
五
一

1
一
九
二

O
)
が
、
「
偶
に
は
片
寄
っ
た
事
も
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
し

た
が
」
、
「
第
一
親
切
、
公
平
、
篤
実
、
真
面
目
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

同
様
に
、
竹
二
の
片
腕
の
如
く
「
歌
舞
伎
」
に
関
わ
り
、
竹
二
没
後
は
「
歌

舞
伎
」
の
編
集
を
受
け
継
い
だ
伊
原
青
々
園
(
一
八
七

0
1
一
九
四
一
)
も
、

「
綿
密
で
、
凝
性
で
、
一
刻
で
、
正
直
な
と
い
ふ
の
が
三
木
君
の
特
質
で
し
た
。

η
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校
正
と
い
ふ
事
に
趣
味
を
も
っ
て
、
「
歌
舞
伎
」
の
校
正
を
す
べ
て
自
分
で
せ
ら

れ
ま
し
た
。
そ
う
し
て
一
冊
の
う
ち
に
二
字
の
誤
も
な
い
事
を
誇
り
と
さ
れ
ま

し
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
篤
実
で
真
面
目
、
一
刻
な
気
性
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
は
、
竹
二
の
妻
森
久
子
七
が
寄
せ
た
追
悼
文
で
も
窺
い
知
れ
る
。
多
忙
な

竹
二
を
母
が
心
配
し
て
、
夜
中
の
回
診
を
止
め
る
よ
う
に
言
う
と
、
竹
二
は
「
職

務
は
決
し
て
疎
か
に
は
せ
ぬ
、
道
楽
は
職
務
の
範
囲
内
に
は
立
入
ら
せ
ぬ
」
と

述
べ
た
と
い
う
。
竹
二
は
医
者
が
本
業
、
劇
評
は
趣
味
、
と
は
っ
き
り
区
別
し

て
お
り
、
仕
事
に
は
決
し
て
手
を
抜
か
な
か
っ
た
。

で
は
次
に
、
竹
二
の
功
績
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
追
悼
文
を
見
て
い
く
。

竹
二
同
様
劇
評
家
と
し
て
活
躍
し
た
饗
庭
重
村
ご
八
五
五

1
一
九
二
二
)

は
、
脚
本
を
批
評
し
た
こ
と
に
加
え
、
「
型
」
を
忠
実
に
残
し
た
点
を
評
価
し
て

い
る
。
「
型
」
の
記
録
に
つ
い
て
、
俳
優
の
喜
多
村
縁
郎
(
一
八
七
一

1
一
九
六

一
)
は
、
竹
二
が
「
型
」
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
思
い
を
も
っ
て
取
り
組
ん
で

い
た
か
を
記
憶
し
て
い
る
。
「
僕
は
型
を
書
い
て
ゐ
る
、
名
人
の
型
計
り
で
な
い
、

百
姓
が
村
芝
居
を
し
て
お
軽
が
毛
腔
を
出
し
て
も
構
は
ぬ
、
そ
れ
で
も
載
せ
た

い
、
素
人
の
型
で
も
、
何
で
も
網
羅
し
て
載
せ
た
い
の
だ
、
集
め
る
の
は
道
楽

と
い
は
れ
で
も
構
は
ぬ
。
或
物
を
益
す
る
事
が
出
来
よ
う
、
そ
れ
だ
か
ら
集
め

た
い
と
思
ふ
型
は
善
悪
に
よ
ら
ず
総
て
集
め
て
残
し
て
置
き
た
い
」
o

強
い
思
い

入
れ
を
も
っ
て
「
型
」
を
-
記
録
し
続
け
た
竹
二
の
姿
が
見
て
と
れ
る
。

さ
ら
に
、
俳
優
の
村
田
正
雄
(
一
八
七
一

1
一
九
二
五
)
は
、
歌
舞
伎
座
に

お
い
て
鴎
外
作
『
玉
匝
南
浦
島
』
を
稽
古
中
、
竹
二
が
長
い
日
数
の
稽
古
に
も

関
わ
ら
ず
稽
古
に
来
た
と
き
の
こ
と
を
紹
介
、
「
如
何
に
先
生
が
劇
に
熱
心
に
、

優
人
の
指
導
に
忠
実
な
り
し
か
を
思
ふ
に
足
ら
ん
か
。
」
と
述
懐
し
て
い
る
。
こ

の
追
悼
文
か
ら
、
竹
二
が
心
か
ら
演
劇
を
愛
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
劇
評

家
で
あ
り
な
が
ら
、
単
に
雑
誌
の
紙
面
上
だ
け
で
物
を
一
言
う
の
で
は
な
く
、
実

際
に
芝
居
の
稽
古
に
も
是
を
運
び
、
よ
り
よ
い
芝
居
に
な
る
よ
う
、
尽
力
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
竹
二
と
同
じ
時
代
を
生
き
た
人
聞
が
、
竹
二
を
け
ど
の
よ
う
に
評

価
し
て
い
た
か
、
と
い
う
点
に
注
目
し
て
き
た
。
竹
二
は
大
変
芝
居
を
愛
し
た

人
間
で
あ
り
、
そ
の
愛
情
を
も
っ
て
若
い
才
能
を
支
援
し
、
一
方
で
、
本
業
の

医
師
の
仕
事
に
も
決
し
て
手
を
抜
か
な
か
っ
た
。
ま
た
、
竹
二
の
成
し
た
功
績

に
つ
い
て
は
、
「
型
」
の
記
録
に
言
及
し
た
も
の
が
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
竹
二
の
死
後
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
竹
二
は
ど
の
よ
う
な

評
価
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
従
来
の
研
究
を
大
別
す
る
と
、

主
に
三
つ
の
視
点
が
得
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
竹
二
が
行
っ
た
「
型
」
の
記
録
に

つ
い
て
言
及
し
た
も
の
、
二
つ
目
に
、
竹
二
が
開
催
し
た
合
評
会
の
開
催
に
つ

い
て
述
べ
た
も
の
、
三
つ
自
に
、
鴎
外
と
の
影
響
関
係
に
言
及
し
た
も
の
で
あ

る。
初
め
に
、
「
型
」
の
記
録
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
研
究
を
見
て
い
く
。
「
型
」

の
記
録
は
、
劇
評
に
客
観
的
な
視
点
を
与
え
た
と
い
う
点
で
、
高
い
評
価
を
受

け
て
い
る
。
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
と
、
戸
板
康
二
は
、
竹
二
は
「
圧
倒
的
に

信
渡
性
の
高
い
、
詳
細
な
「
型
」
の
記
録
を
行
っ
た
。
(
略
)
批
評
に
「
型
」
を

用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
科
学
的
な
態
度
を
与
え
、
《
劇
評
》
と
呼
べ
る
批
評
を

初
め
て
樹
立
し
た
。
」
八
と
述
べ
て
お
り
、
同
様
に
、
渡
辺
保
は
、
舞
台
の
批
評

に
、
論
理
性
、
客
観
性
を
求
め
る
と
き
、
「
型
を
問
題
に
す
る
し
か
な
い
。
竹
二

が
近
代
劇
評
の
出
発
点
と
い
わ
れ
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
J
、
九
上
村
以
和
於

は
、
竹
二
は
「
近
代
的
劇
評
の
創
始
者
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
芸
評
に
留
ま
ら

ず
戯
曲
評
、
型
の
記
録
等
、
客
観
的
・
多
面
的
に
歌
舞
伎
を
捉
え
た
か
ら
で
あ

る
。
」
一

o、
権
藤
芳
一
は
、
そ
の
「
型
」
の
記
録
は
、
「
歌
舞
伎
が
そ
れ
か
ら
の

長
い
暗
閣
の
道
を
た
ど
る
に
ど
れ
だ
け
の
光
明
に
な
っ
た
か
は
い
う
ま
で
も
な
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ぃ
。
」
二
、
と
そ
れ
ぞ
れ
指
摘
し
て
い
る
。

続
い
て
、
竹
二
が
「
歌
舞
伎
」
上
で
開
催
し
て
い
た
合
評
会
に
触
れ
て
い
る

研
究
を
見
て
い
く
。
前
述
し
た
戸
板
康
二
は
、
俳
優
と
批
評
家
と
が
討
論
す
る

形
式
の
新
し
さ
を
指
摘
一
二
し
、
竹
二
が
開
催
し
た
合
評
会
は
、
単
な
る
解
説
で

は
な
く
、
「
権
威
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
」
、
こ
こ
で
交
わ
さ
れ
る
意
見
は
、
「
正
々

堂
々
と
し
た
卓
見
が
多
く
」
、
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
二
へ
と
評
価
し
て
い

る。
最
後
に
、
兄
鴎
外
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
研
究
を
見
て
い

く
。
今
ま
で
見
て
き
た
「
型
」
の
記
録
や
、
合
評
会
の
開
催
に
つ
い
て
は
、
竹

二
の
評
価
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
竹
二
の
評
価
は
二
分

し
て
い
る
。
一
つ
は
、
竹
二
は
「
鴎
外
の
弟
」
と
し
て
、
影
響
を
受
け
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
、
も
う
一
つ
は
、
鴎
外
に
対
し
、
竹
二
が
「
劇
評

家
」
と
し
て
、
独
自
性
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

鴎
外
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
点
と
し
て
は
、
鴎
外
が
発
表
し
た
「
答
某
論

劇
評
故
実
書
」
一
回
や
、
「
演
劇
改
良
論
者
の
偏
見
に
驚
く
」
一
五
の
趣
旨
に
従
い
、

竹
二
は
劇
評
を
行
う
際
、
脚
本
の
吟
味
か
ら
始
め
る
一
六
点
、
「
め
さ
ま
し
草
」
「
芸

文
」
「
万
年
草
」
を
舞
台
に
展
開
さ
れ
た
合
評
形
式
が
、
「
歌
舞
伎
」
に
も
引
き

継
が
れ
て
い
る
点
一
七
、
「
歌
舞
伎
」
の
編
集
に
携
わ
り
な
が
ら
、
本
業
の
医
師

と
い
う
仕
事
を
最
後
ま
で
続
け
た
点
ー
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
竹
二
の
独
自
性
に
つ
い
て
は
、
竹
二
の
芝
居
を
見
る
回
一
九
、
竹
二
な

ら
で
は
の
訳
出
の
し
か
た
一
δ
、
「
歌
舞
伎
」
に
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
の
役
割
を

与
え
た
点
三
が
評
価
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
、
三
木
竹
二
研
究
の
現
在
が
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
か
を
見
て

き
た
。
生
身
の
竹
二
を
知
る
人
間
が
書
い
た
追
悼
文
か
ら
、
従
来
の
研
究
の
視

点
ま
で
を
踏
ま
え
て
、
竹
二
の
「
歌
舞
伎
」
時
代
の
功
績
に
お
い
て
、
「
型
」
を

記
録
し
た
こ
と
、
合
評
会
を
開
催
し
た
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
が
わ

か
る
。
し
か
し
、
従
来
の
研
究
で
は
「
型
」
の
記
録
や
合
評
会
を
開
催
し
た
こ

と
そ
れ
自
体
が
竹
二
の
功
績
と
し
て
語
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
具
体
的
な
内
容
に
踏

み
込
ん
だ
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

鴎
外
と
の
影
響
関
係
に
お
い
て
は
、
「
鴎
外
の
弟
」
と
し
て
の
竹
二
と
、
「
劇

評
家
」
と
し
て
の
竹
二
の
二
つ
の
視
点
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
竹
二
が
鴎

外
に
影
響
を
与
え
た
存
在
で
も
あ
る
、
と
い
う
評
価
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ

た。

本
章
で
は
、
前
章
で
述
べ

た
よ
う
に
、
従
来
の
研
究
で

あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
、

竹
二
の
行
っ
た
「
型
」
の
記

録
と
合
評
会
に
つ
い
て
、
踏

み
込
ん
だ
調
査
を
行
い
た
い
。

ま
ず
、
「
型
」
の
記
録
で
あ

る
が
、
今
回
、
「
歌
舞
伎
」
の

読
者
の
視
点
に
た
ち
、
目
次

か
ら
「
型
」
と
い
う
文
字
を

拾
い
、
号
を
重
ね
る
に
つ
れ

て
、
「
型
」
の
記
録
の
掲
載
数

が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い

る
か
、
統
計
を
と
っ
た
(
「
表
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10 
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一
:
「
型
」
の
記
録
掲
載
数
年
代
別
推
移
」
参
照
)
。

「
歌
舞
伎
」
の
目
次
に
、
初
め
て
「
型
」
の
文
字
が
登
場
す
る
の
は
、
桐
竹

紋
十
郎
人
形
の
型
廓
文
章
の
伊
左
衛
門
と
先
代
萩
の
政
問
」
(
「
歌
舞
伎
」
一
一

八
号
、
一
九

O
二
・
九
)
か
ら
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
人
形
浄
瑠
璃
の
「
型
」

を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
歌
舞
伎
」
は
一
九

O
O年
に
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
で

あ
る
が
、
こ
う
し
て
目
次
に
「
型
」
の
文
字
が
掲
載
さ
れ
た
の
は
こ
の
年
が
初

め
て
で
あ
り
、
内
容
も
歌
舞
伎
で
は
な
く
浄
瑠
璃
の
「
型
」
で
あ
っ
た
。
初
め

て
歌
舞
伎
の
「
型
」
が
目
次
に
掲
載
さ
れ
る
の
は
、
一
九

O
三
年
の
一

O
月
に

発
刊
さ
れ
た
、
市
川
団
十
郎
追
善
号
で
あ
る
。
の
ち
、
同
年
三
一
月
、
「
第
一
国

劇
談
会
と
源
蔵
の
型
と
」
と
題
し
、
劇
評
家
や
役
者
を
交
え
た
総
勢
一
九
名
で
、

「
型
」
に
つ
い
て
考
え
る
会
合
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
か
ら
「
型
」
を

重
要
視
す
る
傾
向
が
出
始
め
、
第
七

O
号
(
一
九

O
六
・
一
一
)
以
降
は
毎
号
の
よ

う
に
「
型
」
の
文
字
が
目
立
つ
。

な
ぜ
、
竹
二
は
、
浄
瑠
璃
の
「
型
」
の
記
録
か
ら
、
歌
舞
伎
の
「
型
」
の
記

録
へ
移
行
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
な
ぜ
、
一
九

O
三
年
を
境
に
、
「
型
」

の
記
録
掲
載
数
が
増
加
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
上
村
以
和

於
が
当
時
の
時
代
背
景
に
触
れ
て
い
る
こ
=
。
竹
二
が
「
歌
舞
伎
」
に
関
わ
っ
た

一
九

O
O年
か
ら
一
九

O
八
年
は
、
歌
舞
伎
界
に
お
い
て
、
大
き
な
転
換
点
に

あ
っ
た
。
「
こ
の
八
年
の
聞
に
団
菊
一
一
一
一
一
の
死
と
そ
れ
に
続
く
「
旧
劇
」
の
凋
落

が
あ
り
、
そ
れ
と
表
裏
一
体
を
な
す
「
新
劇
」
の
急
成
長
が
あ
る
」
の
で
あ
る
。

ま
た
、
竹
二
自
身
、
市
川
団
十
郎
追
善
号
で
あ
る
「
歌
舞
伎
」
第
四
一
号
(
一

九
O
三
・
一

O
)
の
雑
報
で
、
団
十
郎
が
亡
く
な
っ
た
後
の
雑
誌
「
歌
舞
伎
」
に

つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

本
誌
を
発
行
し
て
居
る
仲
間
の
内
に
、
団
十
郎
が
死
ん
で
は
劇
界
の
事
も

向
後
面
白
か
ら
う
と
は
恩
は
れ
ぬ
か
ら
、
こ
れ
を
時
機
に
本
誌
を
廃
刊
し

た
方
が
好
か
ら
う
と
云
っ
た
人
も
あ
っ
た
が
、
(
略
)
一
面
か
ら
見
れ
ば
、

本
誌
が
大
に
活
動
す
べ
き
は
、
却
っ
て
団
十
郎
没
後
の
今
後
の
劇
界
に
あ

る
こ
と
を
自
信
し
て
居
る
の
だ
か
ら
、
読
者
諸
君
は
心
を
安
ん
じ
て
、
従

前
に
変
ら
ぬ
同
情
を
以
て
本
誌
を
迎
へ
ら
れ
ん
こ
と
を
希
望
す
る
。

な識要しめい後彼あいか録て「団 Y震こ
次いがでてに芝にらろとなしい型十歌」の
にだあ あい 、居こがう強け、る三時舞がよ
、ろっるく逼をそ亡 。 く れ 保 う か 伎活う

合う た と こ 」 つ、くさ感ば存ちま菊を躍に
評かのいとをくよならじなしにだ五ぷし
会。でうは記る りつにたらて、生郎 TIな竹
に は意重録たよた、でなお記きのーけ二

は
相れは
山ぱ団
Zな十
品ら郎
埠なが
室い亡
議とく
やも自な
ま負つ
三 し た
石て後
固いの
予 た 歌
よ。舞

主す算
与にに
i号 衰 こ

民苧そ
し;ぞ長
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つ
い
て
、
竹
二
が
合
評
会
中
で

ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
か
、
ま
た
、
合
評
会
が
「
歌

舞
伎
」
上
で
ど
の
よ
う
な
位
置

変
化
を
し
て
い
る
か
、
見
て
い

き
た
い
。

合
評
会
中
の
竹
二
の
役
割
で

あ
る
が
、
「
歌
舞
伎
」
創
刊
当
初

の
合
評
会
や
、
一
九

O
五
年
一

O
月
(
「
歌
舞
伎
」
第
六
六
号
)

の
団
十
郎
追
善
劇
の
合
評
な
ど
、

参
加
人
数
が
多
い
合
評
会
で
は
、

竹
二
は
司
会
進
行
、
ま
と
め
役

と
し
て
、
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
発
揮
し
て
い
る
。
合
評
の

題
材
と
な
っ
て
い
る
演
目
が
興

行
さ
れ
る
理
由
や
、
脚
本
の
背

景
の
解
説
な
ど
、
補
足
的
な
役
割
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「
歌
舞
伎
」
第
二

号
で
は
「
諸
君
が
各
方
面
か
ら
充
分
に
観
察
せ
ら
れ
た
後
で
す
か
ら
、
も
う
私

の
申
す
所
も
御
座
い
ま
せ
ん
が
、
巳
む
と
を
得
な
け
れ
ば
諸
君
の
御
説
に
就
い

て
一
一
一
の
思
ふ
所
を
述
べ
様
か
と
存
じ
ま
す
」
と
、
補
足
的
に
意
見
を
述
べ
て

い
る
。
し
か
し
、
号
を
重
ね
、
合
評
会
に
参
加
す
る
人
数
が
減
少
す
る
に
従
っ

て
(
「
表
二
-
合
評
会
参
加
人
数
(
年
平
均
ご
)
、
竹
二
も
自
分
の
意
見
を
ス
ト

レ
ー
ト
に
表
現
し
、
主
体
的
に
議
論
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

で
は
、
合
評
会
そ
れ
自
体
が
、
「
歌
舞
伎
」
上
で
ど
の
よ
う
な
位
置
関
係
の
変

39 
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場
、
活
歴
芝
居
、
新
作
上
演
な
ど
報
道
す
べ
き
も
の
が
多
く
あ
っ
た
た
め
、
大
々

的
に
合
評
会
を
開
催
す
る
と
と
に
な
っ
た
、
特
殊
な
号
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

こ
れ
を
除
い
て
考
え
る
と
、
合
評
会
の
参
加
人
数
は
ほ
ぼ
右
肩
一
下
が
り
と
な
る

こ
と
が
わ
か
る
。
合
評
会
の
開
催
数
自
体
は
、
毎
年
そ
こ
ま
で
大
き
く
変
化
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
(
「
表
三
:
合
評
会
掲
載
数
年
代
別
推
移
」
参
照
)
。

な
ぜ
、
合
評
会
の
参
加
者
が
減
少
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、

先
ほ
ど
示
し
た
「
型
」
の
記
録
掲
載
数
の
グ
ラ
フ
と
、
合
評
会
掲
載
数
の
グ
ラ

フ
を
比
較
す
る
と
、
一
九

O
六
年
五
月
以
降
、
例
年
通
り
「
歌
舞
伎
」
は
刊
行

さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
合
評
会
は
一
度
も
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
一
方
、

「
型
」
の
記
録
の
掲
載
数
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
(
「
表
四
・
「
型
」

と
合
評
会
の
掲
載
数
比
較
」
参
照
)
。

つ
ま
り
、
竹
二
、
あ
る
い
は
「
歌
舞
伎
」
に
と
っ
て
、
合
評
会
の
開
催
よ
り

も
「
型
」
の
記
録
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、

「
型
」
の
記
録
が
合
評
会
に
代
わ
っ
て
、
掲
載
数
が
増
加
し
て
い
く
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

四

本
章
で
は
、
竹
二
と
鴎
外
上
ど
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
を
踏
ま

え
な
が
ら
、
再
考
察
し
た
い
。
そ
の
上
で
、
新
し
い
影
響
関
係
を
提
示
し
、
竹

二
の
残
し
た
功
績
に
つ
い
て
、
新
た
な
視
点
を
加
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
鴎
外
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
点
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
。
「
一
ご
で

述
べ
た
よ
う
に
、
従
来
の
研
究
で
は
、
劇
評
を
行
う
際
、
脚
本
の
吟
味
か
ら
始

め
る
点
一
面
、
「
め
さ
ま
し
草
」
「
芸
文
」
「
万
年
草
」
を
舞
台
に
展
開
さ
れ
た
合

評
形
式
が
、
「
歌
舞
伎
」
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
点
一
一
玉
、
「
歌
舞
伎
」
の
編
集

に
携
わ
り
な
が
ら
、
本
業
の
医
師
と
い
う
仕
事
を
最
後
ま
で
続
け
た
点
二
六
な
ど

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
合
評
会
の
開
催
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
考
察
す
る
。
こ
こ
で
は
、
一

八
九
六
年
三
月
か
ら
、
同
年
七
月
に
か
け
て
「
め
さ
ま
し
草
」
に
掲
載
さ
れ
た

『
三
人
冗
語
』
と
、
竹
二
が
「
歌
舞
伎
」
に
掲
載
し
た
合
評
を
比
較
し
て
み
た

『
一
二
人
冗
語
』
は
「
笑
ふ
も
あ
れ
ば
泣
く
も
あ
り
、
怒
る
も
あ
る
は
、
酒
、
ど

い
ふ
。
(
略
)
二
一
人
元
語
は
じ
ま
り
は
じ
ま
り
」
と
い
う
、
酒
落
た
文
句
で
合
評

が
始
ま
る
。
幸
田
露
伴
、
斎
藤
緑
雨
、
森
鴎
外
の
三
人
が
開
催
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
、
質
の
高
い
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
批
評
と
い
う
よ
り
は

「
読
み
物
」
と
し
て
の
色
彩
が
強
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
合
評
で
の
発
言
者
を
、

「
頭
取
」
「
景
負
」
「
理
屈
」
「
小
説
ず
き
」
な
ど
と
読
ん
で
お
り
、
大
勢
で
雑
談

す
る
よ
う
な
感
、
覚
を
読
者
に
与
え
る
。
「
歌
舞
伎
」
を
研
究
対
象
と
し
て
地
位
の

高
い
も
の
へ
と
押
し
上
げ
た
、
「
歌
舞
伎
」
の
合
評
会
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
難

し
い
。た

だ
、
「
頭
取
」
と
い
う
司
会
役
が
存
在
す
る
点
で
、
「
歌
舞
伎
」
の
合
評
会

に
影
響
を
与
え
た
と
言
え
る
形
式
に
は
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

さ
ら
に
、
竹
二
が
劇
評
を
行
う
際
に
、
脚
本
の
吟
味
か
ら
始
め
る
姿
勢
に
お

け
る
影
響
関
係
を
検
討
す
る
。
鴎
外
は
、
演
劇
に
つ
い
て
の
論
文
を
、
幅
広
く

書
い
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
論
文
を
読
む
と
、
竹
二
が
鴎
外
の
影
響
を
大
き
く
受

け
て
い
る
と
と
が
わ
か
る
。

た
と
え
ば
「
演
劇
改
良
論
者
の
偏
見
に
驚
く
」
二
七
が
わ
か
り
や
す
い
。
こ
の

論
文
で
、
鴎
外
は
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
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戯
曲
あ
り
て
後
に
演
劇
あ
り
。
(
略
)
世
上
或
は
こ
れ
に
反
し
て
戯
曲
は
演



劇
の
為
め
に
作
れ
る
も
の
〉
如
く
い
ふ
も
の
な
き
に
あ
ら
ね
ど
、
(
略
)
戯

曲
と
演
劇
と
並
び
衰
ふ
る
こ
と
必
せ
り
。
(
賂
)
余
等
は
戯
曲
の
主
に
し
て

演
劇
の
客
な
る
こ
と
を
明
に
せ
し
積
な
り
。
(
略
)
人
あ
り
、
順
正
の
途
を

守
り
て
改
革
の
業
を
成
さ
ん
と
欲
せ
ば
、
須
く
先
づ
戯
曲
を
改
め
て
、
後

に
演
劇
に
及
び
、
後
に
劇
場
は
抑
も
土
木
の
文
末
な
り
。

竹
二
は
、
脚
本
に
批
評
を
加
え
る
こ
と
を
重
要
視
し
て
い
る
。
「
歌
舞
伎
」
第
五

一
号
で
は
「
今
後
の
歌
舞
伎
派
の
執
る
べ
き
方
針
は
新
脚
本
歓
迎
ど
古
劇
保
存

の
二
兎
な
の
だ
」
と
述
べ
て
お
り
、
歌
舞
伎
の
発
展
の
た
め
に
は
、
質
の
良
い

新
脚
本
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
論
文
で
鴎
外
が
語
っ

て
い
る
よ
う
に
、
「
順
正
の
途
を
守
り
て
改
革
の
業
を
成
さ
ん
と
欲
せ
ば
」
、
脚

本
の
質
を
向
上
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

次
に
、
竹
二
の
独
自
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
竹
二
の
独
自
性
に
つ
い
て
、

従
来
の
研
究
で
は
、
竹
二
の
芝
居
を
見
る
目
一
天
、
竹
二
な
ら
で
は
の
翻
-
訳
作
品

の
訳
出
の
し
か
た
一
五
、
「
歌
舞
伎
」
に
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
の
役
割
を
与
え
た

点一一一
oが
評
価
さ
れ
て
い
る
。

竹
二
な
ら
で
は
の
翻
訳
作
品
の
訳
出
の
仕
方
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
竹
二
は

一
八
八
九
年
か
ら
九
二
年
ま
で
、
鴎
外
と
と
も
に
、
様
々
な
海
外
の
戯
曲
や
小

説
の
翻
訳
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
カ
ル

J

ア
ロ
ン
『
音
調
高
等
一
曲
』

(
「
読
売
新
聞
」
一
八
八
九
・
一

1
一
一
)
、
ド

1
デ
『
緑
葉
歎
』
(
「
読
売
新
聞
」

一
八
八
九
・
二
)
、
ホ
フ
マ
ン
『
玉
を
懐
い
て
罪
あ
り
』
(
「
読
売
新
聞
」
一
八
八

九
・
一
二

1
七
)
、
レ
ツ
シ
ン
グ
『
折
蓄
被
』
(
「
し
か
ら
み
草
紙
」
一
八
八
九
・
一

0
1
一
八
九
二
・
六
)
な
ど
、
全
六
作
品
存
在
す
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
の
翻
-
訳
作
業
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
竹
二
の
翻
訳
が
作
品
に

影
響
を
与
え
て
い
る
も
の
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
特
に
、
『
音
調
高
等
一
由
』

に
つ
い
て
は
、
大
島
民
木
が
、
竹
二
が
作
品
の
雰
囲
気
を
決
定
す
る
の
に
、
大

き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
三
一
。
た
と
え
ば
、
竹
二
は

訳
出
に
あ
た
っ
て
以
下
の
よ
う
な
言
葉
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
立
田
調
高
等
一
曲
」
の
作
家
は
西
班
牙
の
大
詩
人
カ
ル
デ
ロ
ン
デ
ラ
パ
ル

カ
に
て
訳
者
が
こ
れ
を
取
り
し
微
意
は
カ
ル
デ
ロ
ン
の
舞
台
に
宜
し
き
と

は
シ
エ
キ
ス
ピ
ア
の
由
に
劣
ら
ざ
す
と
其
結
構
の
邦
人
の
好
に
適
す
る
と

に
在
り
故
に
其
台
詞
の
如
き
も
勉
め
て
我
語
調
を
学
び
そ
の
極
、
豪
農
ク

レ
ス
ポ

i
は
団
十
郎
、
ホ
ア
ン
は
菊
五
郎
、
大
尉
は
左
団
次
が
慣
用
の
語

勢
に
近
く
「
幕
切
り
」
、
「
き
っ
か
け
を
」
も
加
へ
た
り
(
花
道
と
鳴
物
と

は
用
ゐ
ざ
れ
ど
)
此
等
の
訳
法
は
固
よ
り
甚
杜
撰
な
る
に
似
た
れ
ど
も
他

日
、
外
邦
戯
曲
の
我
劇
場
に
て
演
ぜ
ら
る
〉
を
あ
ら
ば
必
ず
こ
れ
に
似
た

る
も
の
よ
り
始
め
ら
る
ベ
し
一
一
一
一
一

q
d
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つ
ま
り
、
登
場
人
物
の
口
調
や
、
舞
台
の
セ
ッ
ト
な
ど
、
歌
舞
伎
調
に
す
る

よ
う
に
竹
二
が
設
定
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
『
音
調
高
等
一
曲
』
は
、
翻
訳
し

た
割
合
の
関
係
か
ら
、
『
鴎
外
全
集
第
二
巻
』
(
岩
波
文
庫
、
一
九
七
一
・
一

一
一
)
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
資
料
か
ら
は
、
竹
二
は
歌
舞
伎
に
関
す
る

知
識
を
元
に
、
独
自
性
を
発
揮
す
る
だ
け
で
な
く
、
翻
訳
作
品
全
体
に
影
響
を

与
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
歌
舞
伎
」
に
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
の
役
割
を
与
え
た
点
に
つ
い
て
は
、
金

子
幸
代
が
指
摘
し
て
い
る
一
二
三
。

現
在
で
も
見
ら
れ
る
演
劇
上
演
に
合
わ
せ
て
、
雑
誌
に
紹
介
記
事
を
載
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
公
衆
の
関
心
を
増
殖
さ
せ
る
。
「
歌
舞
伎
」
は
こ
う
し
た



メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
の
先
駆
け
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
浦
島
の
上
演
を

機
に
「
歌
舞
伎
」
で
は
同
好
看
劇
会
も
組
織
さ
れ
、
観
客
動
員
に
貢
献
す

る
仕
組
み
が
作
ら
れ
た
点
も
注
目
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
の
例
と
し
て
、
同
好
看
劇
会
が
挙
、
げ
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
研
究
会
は
、
他
に
も
頻
繁
に
開
催
さ
れ
て
い
る
。

「
歌
舞
伎
」
第
二

O
号
(
一
九

O
二
・
一
)
の
雑
報
に
は
歌
舞
伎
懇
話
会
が
登

場
す
る
。
歌
舞
伎
懇
話
会
は
、
歌
舞
伎
寄
書
家
及
び
愛
読
者
が
集
ま
っ
て
行
わ

れ
た
。
研
究
会
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
「
献
酬
頻
に
往
来
せ
る
問
に
、
主
格
胸
襟

を
開
き
て
、
古
を
論
じ
ム
つ
を
談
じ
、
時
の
更
け
る
を
知
ら
ざ
り
し
」
と
報
じ
ら

れ
て
い
る
。

「
歌
舞
伎
」
第
四
三
号
(
一
九

O
三
・
二
一
)
に
は
、
劇
談
会
が
登
場
す
る
。

九
代
目
市
川
団
十
郎
が
亡
く
な
っ
た
後
で
あ
る
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
の
か
、

こ
の
研
究
会
に
は
よ
ほ
ど
力
が
入
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
少
々
長
い
が
、
第

四
三
号
の
閤
冒
頭
を
引
用
す
る
。

第
一
回
劇
談
会
で
文
士
俳
優
及
び
興
行
者
が
互
に
劇
に
関
す
る
所
見
を
述

べ
た
の
は
、
彼
演
芸
矯
風
会
一
-
一
四
な
ぞ
よ
り
は
今
一
層
進
歩
し
た
会
合
で
、

こ
れ
迄
に
例
の
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
本
誌
は
慎
重
の
態
度
を
取
っ
て
、

同
会
に
関
す
る
詳
細
の
記
事
を
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。
と
れ
は
同
会
に
列

席
し
た
伊
原
青
々
園
三
木
竹
二
両
氏
の
発
議
だ
が
、
記
事
に
関
す
る
こ
と

は
主
に
三
木
氏
の
記
憶
に
基
い
た
も
の
を
筆
記
し
た
の
だ
。
三
木
氏
は
『
随

分
話
が
混
線
し
た
か
ら
、
人
名
な
ぞ
は
取
違
へ
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
知

れ
ぬ
が
、
大
体
に
於
て
間
違
は
な
い
積
だ
、
そ
れ
か
ら
源
蔵
の
型
中
首
実

検
以
下
は
、
席
上
で
は
述
べ
な
か
っ
た
こ
と
迄
も
書
加
へ
で
あ
る
が
、
テ
」

れ
は
勝
手
自
億
な
計
ひ
で
は
な
く
、
余
り
討
議
が
尻
切
鯖
蛤
に
な
る
の
は

い
や
だ
か
ら
補
っ
た
迄
だ
、
猶
発
言
者
の
内
に
記
事
に
対
す
る
正
誤
を
申

込
ま
れ
る
人
が
あ
れ
ば
、
本
紙
は
喜
ん
で
紙
面
を
割
愛
す
る
』
ど
云
っ
て

居
ら
れ
た
。

こ
の
冒
頭
文
の
後
、
『
第
一
回
劇
談
会
と
源
蔵
の
型
と
』
と
題
し
、
劇
談
会
が
発

足
し
た
過
程
や
、
話
し
合
わ
れ
た
源
蔵
の
「
型
」
に
つ
い
て
詳
細
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
第
四
四
号
ご
九

O
四
・
一
)
で
も
吉
田
国
五
郎
、
錦
隣
子
に

よ
っ
て
、
「
第
二
回
劇
談
会
の
宿
題
と
な
り
た
る
紙
治
の
河
庄
に
就
て
」
と
題
し
、

劇
談
会
の
経
過
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

「
歌
舞
伎
」
第
五
六
号
(
一
九

O
四
・
一
二
)
か
ら
は
、
忠
臣
蔵
研
究
会
が
発

足
し
て
い
る
。
第
五
六
号
の
「
雑
報
」
を
見
る
と
、
忠
臣
蔵
研
究
会
の
詳
細
が

わ
か
る
。
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今
度
伊
原
青
々
園
、
伊
坂
梅
雪
、
岡
鬼
太
郎
、
三
木
竹
二
の
四
氏
が
発
起

と
な
り
、
坪
内
、
饗
庭
両
先
輩
の
賛
助
を
乞
ひ
、
『
忠
臣
蔵
の
型
』
に
就
い

て
の
研
究
会
を
開
き
、
そ
の
成
績
は
来
春
初
刊
の
本
誌
に
於
て
発
表
せ
ら

れ
る
筈
で
す
が
、
団
菊
没
後
漸
く
崩
れ
ん
と
す
る
型
の
保
存
は
、
斯
道
に

取
つ
て
は
大
切
な
問
題
で
す
か
ら
、
読
者
諸
君
も
引
回
し
て
、
来
春
の
発

刊
を
待
っ
て
戴
き
た
い
も
の
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
予
告
通
り
、
「
歌
舞
伎
」
第
五
七
号
(
一
九

O
玉
・
一
)
で
、
「
雑

報
」
と
し
て
、
忠
臣
蔵
研
究
会
の
結
果
報
舎
が
行
わ
れ
て
い
る
。
珍
し
い
資
料

を
見
せ
合
っ
た
り
、
『
忠
臣
蔵
』
の
「
型
」
に
つ
い
て
喧
々
誇
々
諮
っ
た
様
子
が

記
さ
れ
て
い
る
。



こ
の
忠
臣
蔵
研
究
会
の
あ
と
も
、
「
歌
舞
伎
」
六
九
号
(
一
九

O
六
・
一
)
、
七

二
号
ご
九

O
六
・
四
)
に
は
そ
れ
ぞ
れ
第
一
回
講
談
研
究
会
、
第
四
回
講
談
研

究
会
と
題
し
、
研
究
会
の
様
子
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
会
は
、
歌
舞
伎
界
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
に
重
要
な
機
能
を

も
っ
。
文
士
だ
け
で
な
く
役
者
や
興
行
師
も
交
え
て
話
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
り
よ
い
芝
居
、
よ
り
よ
い
「
型
」
が
生
ま
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
様
子
を
竹

二
が
「
歌
舞
伎
」
に
掲
載
す
る
こ
と
で
、
読
者
に
興
味
を
持
た
せ
、
劇
場
へ
足

を
運
ば
せ
る
き
っ
か
け
と
な
る
の
で
あ
る
。

メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
の
も
う
一
つ
の
例
と
し
て
、
竹
二
の
芝
居
稽
古
へ
の
参

加
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
竹
二
が
稽
古
に
参
加
す
る
様
子
に
つ
い
て
は
、
「
歌
舞
伎
」

に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

「
二
」
で
見
た
よ
う
に
、
竹
二
へ
の
追
悼
文
で
村
田
正
雄
が
、
竹
二
の
稽
古

へ
の
参
加
を
述
懐
し
て
い
る
。

ま
た
、
竹
二
自
身
、
稽
古
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
も
多
い
。
た
と
え
ば
「
歌

舞
伎
」
第
四
九
号
(
一
九

O
四
・
五
)
の
「
『
日
蓮
上
人
辻
説
、
法
』
合
評
」
で
、

稽
古
の
と
き
に
「
こ
の
群
衆
が
悪
い
と
日
蓮
が
劃
立
た
ぬ
か
ら
ど
、
特
に
注
文

し
た
甲
斐
が
あ
っ
て
、
作
者
が
『
群
騒
ぎ
立
つ
』
と
書
い
た
趣
が
見
え
た
」
と

書
い
て
い
る
。
「
歌
舞
伎
」
第
三
三
号
(
一
九

O
一
ニ
・
二
)
で
も
、
「
放
下
の
出
に

場
の
電
気
の
暗
か
り
し
事
、
熊
本
の
出
に
雪
の
降
方
の
不
足
な
り
し
事
、
幕
切

に
日
蓮
の
下
手
に
入
り
た
る
事
な
ど
、
執
れ
も
初
日
に
限
り
た
る
失
策
(
略
)

こ
れ
に
就
て
も
初
日
前
に
従
来
の
も
の
よ
り
も
一
一
層
完
全
な
る
舞
台
凌
の
必
要

な
る
事
は
明
か
な
る
べ
し
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

竹
二
は
実
際
に
稽
古
を
見
に
行
く
こ
と
で
、
直
接
役
者
に
上
演
す
る
た
め
の

ア
ド
バ
イ
ス
を
加
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
研
究
会
同
様
、
そ
の
様
子
を
「
歌
舞

伎
」
に
掲
載
す
る
こ
と
で
、
観
客
を
劇
場
に
呼
ぶ
仕
組
み
を
作
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。竹

二
は
ま
ず
脚
本
の
世
界
観
が
最
も
活
か
さ
れ
た
芝
居
が
上
演
さ
れ
る
た
め

に
尽
力
し
た
。
研
究
会
に
は
、
脚
本
家
や
劇
評
家
な
ど
の
文
士
だ
け
で
な
く
、

実
際
に
演
じ
る
役
者
も
参
加
し
て
い
る
。
役
者
の
参
加
を
呼
び
か
け
る
こ
と
で
、

批
評
は
絵
に
描
い
た
モ
チ
と
な
ら
ず
に
芝
居
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
洗
練
さ
れ
た

芝
居
が
生
み
出
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
稽
古
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
芝
居
・
演
劇
が
改
良
さ
れ
て
い
く
様

子
を
雑
誌
に
掲
載
し
、
読
者
の
関
心
を
間
引
き
、
読
者
の
足
を
劇
場
に
向
け
さ
せ

た
。
改
良
さ
れ
た
芝
居
と
読
者
が
出
会
い
、
読
者
は
劇
場
に
定
着
す
る
客
と
な

る
。
原
作
者
、
役
者
、
そ
し
て
観
客
を
つ
な
ぐ
、
ま
さ
に
架
け
橋
の
役
割
を
「
歌

舞
伎
」
は
負
い
、
竹
二
は
負
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
竹
二
の
役
割
は
、
鴎

外
か
ら
受
け
た
影
響
で
は
な
い
。
芝
居
を
心
か
ら
愛
し
て
い
た
竹
二
だ
か
ら
こ

そ
、
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。

最
後
に
、
竹
二
と
鴎
外
の
影
響
関
係
に
お
い
て
、
新
し
い
視
点
を
加
え
る
こ

と
を
試
み
た
い
。
「
鴎
外
に
影
響
を
与
え
た
」
竹
二
、
と
い
う
視
点
で
あ
る
。

鴎
外
は
、
一
九

O
三
年
一
月
、
隠
流
口
述
と
し
て
『
玉
医
両
浦
島
自
註
』
(
「
歌

舞
伎
」
第
三
二
号
)
を
発
表
し
た
。
ま
た
、
一
九

O
四
年
三
月
に
は
『
日
蓮
上

人
辻
説
法
』
(
「
歌
舞
伎
」
第
四
七
号
「
臨
時
刊
行
日
蓮
聖
人
辻
説
法
鴎
外
森
博

士
新
作
歌
舞
伎
座
興
行
」
)
を
発
表
し
、
こ
の
二
つ
の
作
品
は
上
演
も
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
上
演
に
伴
い
、
竹
二
は
鴎
外
に
と
っ
て
有
力
な
後
援
者
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

『
玉
医
両
浦
島
』
に
つ
い
て
、
竹
二
は
「
劇
と
し
て
の
両
浦
島
」
(
「
歌
舞
伎
」

第
三
三
号
)
と
題
し
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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両
浦
島
に
就
て
は
、
諸
君
が
各
種
の
方
面
か
ら
観
察
せ
ら
れ
て
、
充
分
に



御
意
見
を
お
述
べ
に
な
っ
て
居
る
の
だ
か
ら
、
自
分
は
こ
の
脚
本
が
ど
う

い
ふ
順
序
で
舞
台
で
演
ぜ
ら
れ
た
か
と
い
ふ
点
を
ザ
ツ
と
述
べ
て
、
そ
の

問
へ
二
三
の
卑
見
を
加
へ
て
置
か
う
と
思
ふ
。
(
略
)
こ
〉
で
概
評
を
す
る

が
、
自
分
だ
と
い
っ
て
、
決
し
て
劇
と
し
て
の
浦
島
を
以
て
、
醇
の
醇
た

る
も
の
だ
と
は
認
め
な
い
が
、
比
較
的
成
功
し
た
と
い
ふ
こ
と
は
確
に
云

へ
る
。
之
れ
が
一
家
の
私
一
言
で
な
い
こ
と
は
、
本
巻
に
収
め
た
諸
大
家
の

高
説
が
、
一
証
し
て
余
り
あ
る
と
恩
ふ
。

ま
た
、
「
詩
に
は
調
が
あ
り
、
調
に
は
響
き
が
伴
う
。
そ
の
響
き
に
か
な
う
よ

う
に
と
、
従
来
の
七
五
調
を
一
層
洗
練
し
て
、
詩
に
近
ら
し
め
る
よ
う
に
多
少

の
苦
心
を
費
や
し
た
劇
」
(
「
『
南
浦
島
』
の
芸
評
」
「
歌
舞
伎
」
第
七
八
号
)
と

述
べ
、
好
評
を
書
い
て
い
る
。

竹
二
の
鴎
外
へ
の
後
援
は
好
評
を
書
く
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
芝
居
が
成
功

す
る
よ
う
に
尽
力
し
て
い
る
様
子
が
、
他
者
の
劇
評
か
ら
読
み
と
れ
る
。
「
歌
舞

伎
」
第
三
三
号
で
は
久
保
田
米
倦
ご
八
七
四

1
一
九
三
七
)
が
、
「
浦
島
の
道

具
と
服
装
し
ι
」
で
「
森
鴎
外
君
が
新
に
作
ら
れ
し
、
『
玉
匝
両
浦
島
』
を
市
村
座

に
て
、
伊
井
蓉
峰
子
が
演
ず
る
に
就
き
、
蓉
峰
子
は
一
二
木
竹
二
君
を
介
し
て
、

予
に
そ
れ
が
大
道
具
、
小
道
具
、
衣
装
な
ど
の
事
を
計
ら
れ
た
り
。
」
と
述
べ
て

お
り
、
そ
の
伊
井
蓉
峰
は
、
「
衣
装
。
最
初
私
だ
け
は
幸
堂
先
生
に
御
相
談
を

願
ふ
積
り
で
居
り
ま
し
た
が
、
そ
の
内
先
生
は
御
不
在
に
成
っ
た
も
の
で
す
か

ら
、
(
略
)
三
木
先
生
の
御
紹
介
で
、
米
健
先
生
の
御
指
数
を
受
け
ま
し
て
、
一

同
の
着
附
を
そ
れ
/
¥
寄
れ
る
だ
け
に
骨
を
折
り
ま
し
た
。
」
と
、
確
か
に
竹
二

の
協
力
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

同
様
に
、
『
日
蓮
聖
人
辻
説
法
』
に
つ
い
て
、
竹
ニ
は
妻
の
真
如
女
史
と
と
も

に
「
『
日
蓮
聖
人
辻
説
法
』
合
評
」
(
「
歌
舞
伎
」
第
四
九
号
)
を
開
催
し
、
後
援

し
て
い
る
。
諸
新
聞
に
、
『
日
蓮
聖
人
辻
説
法
』
に
対
す
る
評
が
出
た
よ
う
だ
が
、

あ
ま
り
好
評
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
竹
二
は
、
以
下
の
よ
う
に
反
駁
し
て

い
る
。

辻
説
法
が
手
に
汗
を
握
ら
せ
る
作
で
な
い
こ
と
は
作
者
は
作
ら
ぬ
前
か
ら

知
っ
て
居
た
の
だ
し
、
又
感
動
を
使
っ
て
泣
か
せ
る
も
の
で
な
い
の
も
解

り
切
っ
て
居
る
。
つ
ま
り
崇
高
の
外
に
狙
ふ
と
こ
ろ
は
な
い
も
の
に
向
っ

て
、
手
に
汗
が
握
れ
ぬ
の
、
感
動
せ
ぬ
の
と
い
ふ
の
は
、
無
理
な
注
文
だ
。

無
名
氏
が
ニ
イ
チ
エ
の
「
ア
ポ
ロ
オ
ニ
ツ
シ
ユ
」
と
「
ヂ
オ
ニ
イ
ジ
ツ
ジ

ユ
」
の
別
を
挙
げ
た
の
は
、
能
く
作
者
の
意
を
得
た
も
の
で
、
此
作
の
様

な
の
は
「
ア
ポ
ロ
オ
ニ
ツ
シ
ユ
」
即
ち
荘
重
式
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
、

他
の
「
ヂ
オ
ニ
ジ
ツ
シ
ユ
」
即
ち
情
熱
式
の
も
の
と
は
全
く
異
て
居
る
の

だ。
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更
に
楠
山
正
雄
が
、
『
日
蓮
上
人
辻
説
法
』
に
つ
い
て
「
三
木
竹
二
あ
た
り
の

助
言
も
加
は
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
、
ず
っ
と
舞
台
脚
本
ら
し
く
な
っ
て
来

て
ゐ
て
、
こ
れ
が
直
接
の
締
堂
一
派
の
新
歌
舞
伎
に
発
展
し
た
。
」
と
述
べ
る
な

ど
、
竹
二
の
支
え
を
予
想
さ
せ
る
。

こ
こ
ま
で
、
従
来
の
研
究
を
も
と
に
、
竹
二
と
鴎
外
の
影
響
関
係
を
再
検
討

し
て
き
た
。
結
論
ー
と
し
て
、
竹
二
は
確
か
に
「
鴎
外
の
弟
」
で
あ
り
、
多
分
に

影
響
を
受
け
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
果
た
し
て
い
つ
ま
で
も
「
鴎
外

の
弟
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
人
の
劇
評
家
と
し
て
、
歌
舞
伎
界
を
思

い
、
「
歌
舞
伎
」
に
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
の
役
割
を
与
え
る
こ
と
で
劇
界
活
性
化

に
尽
力
し
た
。
鴎
外
に
対
し
て
も
、
弟
と
し
て
で
は
な
く
、
劇
評
家
と
し
て
、

「
森
鴎
外
」
の
創
作
戯
曲
に
批
評
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。



玉

本
研
究
で
は
、
竹
二
が
雑
誌
「
歌
舞
伎
」
に
関
わ
っ
た
、
一
九

O
O年
か
ら

一九

O
八
年
に
焦
点
を
当
て
、
こ
の
時
期
に
竹
二
が
成
し
遂
げ
た
功
績
を
、
一

つ
一
つ
検
証
し
、
よ
り
具
体
的
に
指
摘
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
主
に
「
型
」

の
記
録
、
「
合
評
会
」
の
開
催
、
鴎
外
と
の
影
響
関
係
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
っ

た。
「
型
」
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
読
者
の
回
線
に
立
ち
、
目
次
か
ら
「
型
」
と

い
う
文
字
を
抽
出
す
る
こ
と
で
、
「
型
」
の
記
録
の
掲
載
数
が
、
年
代
が
下
る
に

つ
れ
ど
の
よ
う
な
変
化
を
見
せ
る
か
に
注
目
し
て
考
察
し
た
。
結
果
と
し
て
、

「
型
」
の
掲
載
数
は
年
々
増
加
し
て
い
く
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
竹

二
の
旧
劇
の
凋
落
に
対
す
る
危
機
意
識
が
表
れ
て
い
た
。

合
評
会
に
つ
い
て
は
、
竹
二
が
合
評
会
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
「
歌
舞
伎
」
の
中
で
合
評
会
の
占
め
る
位
置
が
ど
の

よ
う
に
変
化
し
て
い
く
か
を
考
察
し
た
。
竹
二
は
、
参
加
人
数
の
多
い
時
に
は

司
会
役
に
回
る
一
方
、
少
人
数
、
特
に
妻
で
あ
る
真
知
女
史
と
の
合
評
会
で
は

主
体
的
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
合
評
会
の
占
め
る
位
置

に
つ
い
て
は
、
「
型
」
の
掲
載
数
が
増
加
す
る
に
伴
い
、
「
歌
舞
伎
」
の
な
か
で

は
、
重
要
性
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

鴎
外
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
研
究
を
も
と
に
、
竹
二
と
鴎
外

の
影
響
関
係
を
再
検
討
し
た
。
鴎
外
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
る
点
と
し
て
劇

評
を
行
う
際
、
脚
本
の
吟
味
か
ら
始
め
る
点
=
一
玉
、
「
め
さ
ま
し
草
」
「
芸
文
」
「
万

年
草
」
を
舞
台
に
展
開
さ
れ
た
合
評
形
式
が
、
「
歌
舞
伎
」
に
も
引
き
継
が
れ
て

い
る
点
一
実
に
つ
い
て
考
察
し
、
竹
二
の
独
自
性
が
現
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、

竹
二
な
ら
で
は
の
翻
訳
作
品
の
訳
出
の
し
か
た
三
七
、
「
歌
舞
伎
」
に
メ
デ
ィ
ア

ミ
ッ
ク
ス
の
役
割
を
与
え
た
点
三
八
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
さ
ら
に
、
鴎
外
に
影

響
を
与
え
た
三
木
竹
二
、
と
い
う
、
新
た
な
竹
二
と
鴎
外
関
係
の
提
示
を
試
み

た。
結
果
と
し
て
、
竹
二
は
確
か
に
「
鴎
外
の
弟
」
で
あ
り
、
多
分
に
影
響
を
受

け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
し
、
い
つ
ま
で
も
「
鴎
外
の
弟
」
で
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、
一
人
の
劇
評
家
と
し
て
、
歌
舞
伎
界
を
思
い
、
「
歌
舞
伎
」

に
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
の
役
割
を
与
え
る
こ
と
で
劇
界
活
性
化
に
尽
力
し
た
。

鴎
外
に
対
し
て
も
、
弟
と
し
て
で
は
な
く
、
劇
評
家
と
し
て
、
「
森
鴎
外
」
の
創

作
戯
曲
に
批
評
を
行
っ
た
。

竹
二
の
「
歌
舞
伎
」
時
代
の
功
績
を
一
言
で
言
う
と
、
「
歌
舞
伎
界
の
活
性
化
」

で
あ
る
。
団
十
郎
・
菊
五
郎
の
二
大
役
者
が
亡
く
な
り
、
活
気
を
な
く
し
た
歌

舞
伎
界
を
活
性
化
す
る
た
め
、
努
力
し
た
こ
と
で
あ
る
。
「
型
」
の
記
録
を
行
う

こ
と
で
古
劇
保
存
に
努
め
、
合
評
会
を
開
い
て
歌
舞
伎
を
研
究
・
学
問
の
対
象

に
押
し
上
げ
た
。
そ
し
て
脚
本
を
重
要
視
し
、
鴎
外
の
発
表
す
る
戯
曲
を
含
め
、

上
質
な
新
脚
本
を
望
ん
だ
。
「
歌
舞
伎
」
に
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
の
役
割
を
与
え
、

歌
舞
伎
に
固
定
客
が
生
ま
れ
る
仕
組
み
を
作
っ
た
。
こ
れ
ら
全
て
が
歌
舞
伎
界

活
性
化
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
木
竹
二
は
世
間
か
ら
忘
れ
ら
れ
、
鴎
外
の
弟
と
し
て
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
。

彼
が
生
き
た
意
味
を
、
彼
が
残
し
た
功
績
を
、
も
う
一
度
振
り
返
り
、
再
評
価

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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六
二
連
に
よ
る
『
俳
優
評
判
記
』
(
一
八
七
八
・
一
一
)
の
こ
と
。
戸
板
康
二
『
演

劇
の
魅
力
』
(
河
出
新
書
、
一
九
五
四
・
一
O
)
に
よ
る
と
、
こ
の
評
判
記
は
、
「
決

し
て
批
評
の
精
神
を
発
見
し
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
は
、
芝
居
の
世

界
の
手
引
草
、
少
し
ば
か
り
さ
れ
た
解
説
の
書
物
に
過
ぎ
な
い
の
だ
っ
た
。
役
者

の
月
旦
と
い
っ
て
も
、
役
者
た
ち
に
反
省
を
与
へ
る
や
う
な
言
葉
は
そ
こ
に
な
く
、

大
立
物
は
き
ま
っ
て
最
上
等
の
褒
辞
を
浴
び
る
事
に
定
り
き
」
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
ち
な
み
に
六
二
連
と
は
、
観
劇
団
体
の
こ
と
で
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
な
当
時

の
最
高
の
批
評
限
を
持
っ
た
人
々
の
集
ま
り
で
あ
っ
た
。
一
八
九
七
年
ご
ろ
解
散
。

三
戸
板
康
二
『
演
劇
の
魅
力
』
(
河
出
新
書
、
一
九
五
四
・
一
O
)

四
脚
注
三
に
同
じ
。

五
渡
辺
保
「
三
木
竹
二
の
兄
回

S
E
E
s
-
F」
(
「
新
潮
」
九
五
巻
五
号
、
一

九
九
八
・
五
)

六
と
の
追
悼
文
は
現
在
、
稲
村
徹
元
『
近
代
作
家
追
悼
文
集
成
第
三
巻
』
(
ゆ
ま

に
書
一
房
、
一
九
七
二
・
こ
に
再
収
録
さ
れ
て
い
る
。

七
真
如
女
史
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
「
歌
舞
伎
」
に
劇
評
を
発
表
し
て
い
た
。
竹

二
同
様
芝
居
好
き
で
あ
っ
た
。

八
戸
板
康
二
『
俳
優
論
』
(
冬
至
書
林
、
一
九
四
二
・
二
一
)

九
脚
注
五
に
閣
じ
。

一O

脚
注
一
に
同
じ
。

二
権
藤
芳
一
「
一
二
木
竹
二
論
」
(
「
演
劇
評
論
」
、
一
九
王
四
・
七
)

三
脚
注
三
に
同
じ
。

二
-
一
脚
注
=
一
に
同
じ
。

一
四
「
歌
舞
伎
新
報
」
第
一
五
=
一
七
号
(
一
八
九
四
・
了
七
)

一
五
「
し
か
ら
み
草
紙
」
第
一
号
、
一
八
八
九
・
一
O
)

一
六
昭
和
女
子
大
学
研
究
室
『
近
代
文
学
研
究
叢
書
士
二
)
』
(
昭
和
女
子
大
学
光

葉
会
、
一
九
五
九
・
囚
)
、
金
子
幸
代
「
近
代
劇
の
誕
生
|
|
鴎
外
と
戯
曲
」
(
『
講

座
森
鴎
外
第
二
巻
鴎
外
の
作
品
』
新
曜
社
、
一
九
九
七
・
五
)

-
七
小
倉
斉
「
『
三
人
冗
語
』
『
雲
中
置
の
鴎
外
|
|
《
合
意
形
式
の
意
味
を

め
ぐ
っ
て
」
(
『
講
座
森
鴎
外
第
二
巻
鴎
外
の
作
品
』
新
濯
社
、
一
九
九
七
・
主
)

一
八
脚
注
一
に
同
じ
。

一
九
脚
注
玉
に
同
じ
。

二O

大
島
異
木
「
戯
曲
翻
訳
者
と
し
て
の
森
鴎
外
i
|
特
に
弟
三
木
竹
こ
と
の
関

連
に
お
い
て
」
(
『
講
座
森
鴎
外
第
三
巻
鴎
外
の
知
的
空
間
』
新
曜
社
、
一
九
九

七
・
六
)

二
一
金
子
幸
代
「
日
本
近
代
劇
再
考
V
|
|
『
玉
箆
両
浦
嶋
』
と
鴎
外
の
「
歌
舞

伎
」
|
|
」
(
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
第
四
七
号
、
二
O
O
七
・
八
)

ニ
-
一
脚
注
一
に
同
じ
。

二
三
九
世
市
川
団
十
郎
ご
八
三
八
l

一
九
O
=
己
と
五
世
尾
上
菊
五
郎
(
一
八
四

四
l

一
九
O
囚
)
の
略
称
。
明
治
劇
壇
の
代
表
的
名
優
で
、
明
治
歌
舞
伎
の
黄
金

時
代
を
作
っ
た
。

二
四
脚
注
二
ハ
に
同
じ
。

二
五
脚
注
一
七
に
同
じ
。

二
六
脚
注
一
に
同
じ
。

二
七
脚
注
一
五
に
同
じ
。

二
人
脚
注
主
に
同
じ
。

二
九
脚
注
二
O
に
同
じ
。

一一一
o
脚
注
二
一
に
同
じ
。

三
脚
注
二
O
に
周
じ
。

三
二
三
木
竹
二
「
明
治
廿
二
年
の
戯
曲
(
第
二
稿
ご
(
「
し
か
ら
み
草
紙
」
第
六
号
、

一
八
九

0
・一二)

一
一
一
三
脚
注
二
一
に
同
じ
。

三
四
一
八
八
八
年
七
月
八
日
、
田
辺
太
一
を
会
長
と
し
て
設
立
さ
れ
た
演
芸
会
長
団

体
。
諸
演
芸
の
向
上
を
は
か
る
、
好
事
家
の
集
ま
り
「
有
名
会
」
が
、
「
演
芸
改

良
会
」
解
散
の
後
を
う
け
て
発
展
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
目
的
は
日
本
芸
能
の

長
所
を
生
か
し
、
芸
人
と
有
識
者
と
の
交
流
を
密
に
し
て
、
芸
能
全
般
の
漸
進
的

改
良
を
行
う
こ
と
に
あ
っ
た
。

三
五
脚
注
一
六
に
同
じ
。

三
六
脚
注
一
七
に
同
じ
。

三
七
脚
注
二
O
に
同
じ
ο

三
八
脚
注
二
一
に
同
じ
。
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