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は
じ
め
に 

松
平
頼
該
（文
化
六
年
―
慶
応
四
年
）は
高
松
藩
八
代
藩
主
松
平
頼
儀
の
長
子
で
あ
り
な
が
ら
、

藩
主
に
つ
く
こ
と
は
な
く
、
藩
政
か
ら
は
距
離
を
お
く
こ
と
を
選
ん
だ
が
、
文
化
的
な
活
動
に
お
い

て
注
目
さ
れ
る
人
物
で
あ
り
、
歌
舞
伎
文
化
を
愛
好
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
歌
舞
伎
好
き
の

大
名
と
し
て
は
、
大
和
郡
山
藩
の
二
代
藩
主
柳
沢
信
鴻
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
柳
沢
信
鴻

と
同
じ
よ
う
に
、
歌
舞
伎
文
化
を
愛
好
し
た
の
が
松
平
頼
該
で
あ
る

1)

。 

柳
沢
信
鴻
は
江
戸
の
大
芝
居
に
足
繁
く
通
い
、
果
て
は
隠
居
後
の
住
ま
い
と
し
た
駒
込
の
下
屋

敷
に
お
い
て
自
作
の
歌
舞
伎
を
女
中
た
ち
に
演
じ
さ
せ
楽
し
ん
だ
と
い
う
。
歌
舞
伎
文
化
を
存
分

に
享
受
し
た
さ
ま
は『
宴
遊
日
記
』（安
永
二
年
―
天
明
五
年
）に
記
録
さ
れ
、
服
部
幸
雄
氏
は
以

下
の
よ
う
に
言
及
さ
れ
て
い
る

2)

。 

上
演
は
二
日
間
、
親
類
は
も
ち
ろ
ん
、
医
者
や
長
屋
住
み
の
者
の
妻
子
、
出
入
り
の
町
人
た

ち
へ案
内
を
や
り
、
見
物
に
来
さ
せ
た
。
（略
）興
に
乗
れ
ば
、
こ
の
自
邸
狂
言
の
役
者
評
判
記

を
自
作
し
、
ま
た
こ
の
役
者
（優
猛
）た
ち
の
錦
絵
を
描
か
せ
た
り
し
た
こ
と
も
あ
る
。
（略
）

要
す
る
に
何
か
ら
何
ま
で
本
格
の
歌
舞
伎
と
同
じ
事
を
真
似
て
遊
ぼ
う
と
い
う
大
が
か
り
な

催
し
な
の
で
あ
る
。 

一
方
、
信
鴻
の
話
題
が
江
戸
に
お
け
る
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
と
は
異
な
り
、
頼
該
の
話
題
は
高

松
の
地
に
お
け
る
歌
舞
伎
文
化
の
楽
し
み
で
あ
っ
た
が
、
高
松
藩
城
下
の
宮
脇
村
の
自
邸
亀
阜
荘

に
芝
居
小
屋
を
建
て
、
芝
居
を
家
中
の
者
に
演
じ
さ
せ
る
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
も
役
者
と
し
て
舞

台
に
た
ち
、
家
中
の
者
や
出
入
り
の
者
た
ち
に
歌
舞
伎
を
見
物
さ
せ
、
歌
舞
伎
に
関
す
る
書
物
を

も
の
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
頼
該
と
歌
舞
伎
に
つ
い
て『
金
岳
公
子
小
伝 

金
岳
公
子
著
書
集
』

要旨 

高松藩八代藩主松平頼儀の長子松平頼該は、歌舞伎を愛好した。本稿では、その著

作『内陣の鏡』をとりあげ、大名家の子弟の歌舞伎文化の楽しみ方の事例を紹介する。

本書では、頼該をモデルとした座本であり役者である「鬼桐吾妻」の活躍を通し、芝居

の進行、見物の諸相、舞台裏の苦労等を描きつつ、芝居を作り上げていく楽しみを紙

上に展開している。『内陣の鏡』というフィクション作品を書くこと自体も、頼該の歌舞伎

文化を楽しむ、一つの形であった。 

abstract 

Matsudaira Yorikane, the eldest son of the 8th lord of the Takamatsu Domain, 
Matsudaira Yorinori, loved kabuki. This paper, based on his book Naijin no kagami 
(The Mirror of the Inner Temple), illustrates how children of feudal lords were able 
to enjoy kabuki culture. Through the activities of the protagonist "Onigiri Azuma," a 
promoter and actor modeled after Yorikane, the book portrays in print the pleasure 
involved in developing and producing a play, including how the play progresses, 
interaction with the audience, and the hardships encountered backstage. Writing 
the fictional work Naijin no kagami was itself a way in which Yorikane was able to 
enjoy the kabuki culture. 
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『
内
陣
の
鏡
』
に
描
か
れ
た
《
頼
該
の
芝
居
》

（以
下
、『
小
伝
』と
す
る
。
）で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る

３）

。

荘
内
に
劇
場
を
設
け
振
付
は
大
阪
よ
り
呼
寄
せ
ら
れ
家
士
の
面
々
に
は
皆
一
ト
役
を
為
さ

し
め
ら
れ
た
（略
）御
自
身
に
て
女
役
が
お
得
意
で
あ
つ
て
妹
背
山
の
お
三
輪
な
ど
を
勤
め
ら

れ
常
に
実
方
を
受
持
ち
決
し
て
悪
方
の
所
作
事
は
為
さ
れ
な
ん
た
（略
）邸
内
の
者
は
無
論
の

こ
と
出
入
者
や
近
隣
の
者
共
を
招
て
観
覧
さ
せ
皆
々
を
悦
ば
せ
（略
）

『
小
伝
』に
は「
役
者
の
似
顔
な
ど
は
往
々
黒
人
画
を
凌
ぐ
も
の
が
あ
る
」と
も
見
え
、「
役
者
」の

詳
細
は
不
明
な
が
ら
、「
役
者
の
似
顔
」を
楽
し
ん
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
、
頼
該
の
著
作『
内
陣
の
鏡
』

（以
下
、『
内
陣
』と
す
る
。
）で
は「
評
判
記
」も「
所
々
よ
り
出
た
」と
い
う
設
定
が
な
さ
れ
て
お
り
、

評
判
記
も
歌
舞
伎
文
化
の
ひ
と
つ
と
し
て
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
こ
に
、
歌
舞
伎

好
き
の
江
戸
の
大
名
の
あ
り
よ
う
と
変
わ
ら
な
い
歌
舞
伎
文
化
の
楽
し
み
を
享
受
し
て
い
た
大
名

家
の
連
枝
の
姿
が
確
認
さ
れ
る

４）

。

今
回
取
り
上
げ
る『
内
陣
』は
そ
の
松
平
頼
該
に
よ
る
自
画
作
の
戯
作
で
、
内
容
は
芝
居
の
上
演

の
進
行
に
合
わ
せ
、
そ
の
舞
台
裏
の
様
子
を
滑
稽
本
風
に
描
い
た
読
み
物
で
あ
る
が
、『
内
陣
』に
は

頼
該
が
楽
し
ん
だ
歌
舞
伎
世
界
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
頼
該
が
実
際
に
行
っ
た
上
演
に
基
づ
い
た
現

実
の
世
界
で
の
楽
し
み
と
、
創
作
で
描
い
た
空
想
の
世
界
で
の
楽
し
み
が
入
り
交
じ
っ
て
描
か
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
が
、
本
格
的
な
歌
舞
伎
を
楽
し
も
う
と
す
る
さ
ま
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

頼
該
が
紙
上
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
歌
舞
伎
世
界
を
楽
し
ん
だ
の
か
、
以
下
、『
内
陣
』の
紙
上
に

お
い
て
展
開
さ
れ
る
歌
舞
伎
を《
頼
該
の
芝
居
》と
呼
び
、『
内
陣
』に
見
え
る
頼
該
の
歌
舞
伎
文
化

と
の
関
わ
り
を
検
討
し
、
そ
の
執
筆
の
意
図
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

（一
）『
内
陣
の
鏡
』の
モ
デ
ル

『
内
陣
』
は
半
紙
本
三
巻
三
冊
の
写
本
で
、
青
灰
色
に
花
草
模
様
の
空
押
し
表
紙
、
左
肩
に
は

「
内
陣
の
鏡

上
（中
・下
）」の
題
簽
が
貼
付
さ
れ
て
い
る

５）

。
上
巻
は
二
十
四
丁
、
中
巻
は
二
十
二

丁
、
下
巻
は
二
十
二
丁
。
序
文
一
丁
に
続
く
、
上
巻
冒
頭
（二
丁
表
か
ら
十
丁
裏
）の
劇
書
風
の
部

分
に
続
き
、「
○
興
行
中
楽
屋
の
あ
り
さ
ま
」と
し
て
、
以
下
、
滑
稽
本
風
の
読
み
物
が
展
開
す
る

と
い
う
構
成
で
あ
る
。
画
作
者
名
は
明
記
さ
れ
な
い
が
、
下
巻
末
尾
に
は
頼
該
の
号
の
ひ
と
つ
で
あ

る「
金
岳
」の
朱
印
が
あ
り
、『
小
伝
』の「
著
書
目
録
」に
も
載
っ
て
い
る
。
巻
末
に
は
跋
文
に
相
当
す

る
一
丁
あ
ま
り
が
付
き
、「
弘
化
の
は
じ
め
」と
見
え
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
頃
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
。

滑
稽
本
風
の
読
み
物
部
分
に
は
十
五
図
の
挿
絵
が
あ
る
が
、
劇
書
風
部
分
の
挿
絵
も
含
め
、
す
べ
て

彩
色
が
施
さ
れ
て
い
る
。
半
丁
に
七
行
の
本
文
は
刊
本
の
よ
う
な
整
っ
た
字
体
で
書
か
れ
て
お
り
、

一
見
す
る
と
、
刊
本
に
見
紛
う
ほ
ど
の
て
い
ね
い
な
仕
上
が
り
に
な
っ
て
い
る
。
冒
頭
に
芝
居
作
り
の

過
程
や
幕
内
資
料
を
紹
介
す
る
劇
書
風
の
部
分
が
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
が
、
劇
書
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
別
稿
に
ゆ
ず
る
。

劇
書
風
の
部
分
に
続
き
、
い
よ
い
よ
芝
居
が
始
ま
り
、
芝
居
の
進
行
に
合
わ
せ
て
、
そ
の
舞
台
裏

で
の
ド
タ
バ
タ
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
ま
ず
、『
内
陣
』の
モ
デ
ル
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

舞
台
を
取
り
仕
切
る
の
は
座
本
で
あ
り
、
役
者
で
あ
る「
鬼
桐
吾
妻
」で
あ
る
が
、
そ
の
モ
デ
ル
と
な

る
の
が
松
平
頼
該
で
あ
る
。「
鬼
桐
吾
妻
」の
名
前
も
頼
該
に
ち
な
む
も
の
で
、『
小
伝
』に「
公
子
の

愛
妓
は
江
戸
芳
原
で
は
鬼
桐
阿
津
満
、
京
都
で
は
東
雲
、
大
坂
で
は
若
鶴
、
金
比
羅
で
は
駒
吉
な

ど
で
あ
る
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
江
戸
で
馴
染
み
の
愛
妓
の
名
前
を
使
っ
た
も
の
で
あ
る
。
吾
妻
は

「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」の
お
三
輪
を
演
じ
る
が
、
お
三
輪
は
頼
該
の
得
意
の
役
と
し
て『
小
伝
』に
も

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
吾
妻
に
対
し
て
は「
親
玉
さ
ま
ア
」、「
十
二
万
両
さ
ま
ア
」な
ど
と
声
が

か
か
る
が
、
高
松
藩
十
二
万
石
の「
十
二
万
」を
か
す
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
内
陣
』に
描
か
れ
た
芝
居
小
屋
の
名
は「
宮、
津
座
」、
座
本
は「
和
気
、
、
三
郎
」と
い
う
設
定
で
あ
る

が
、
宮
脇
村
の
亀
阜
荘
で
隠
栖
生
活
を
送
り
、
宮
脇
様
と
よ
ば
れ
た
松
平
頼
該
に
ち
な
む
命
名
で

あ
る
。
亀
阜
荘
は
天
保
十
年
の
落
成
で
、
こ
こ
に
芝
居
小
屋
が
建
て
ら
れ
た
と
い
う
。
序
に
は「
心

あ
る
輩
は
同
楽
館
の
趣
意
を
も
悟
る
こ
と
あ
ら
ん
」
と
本
作
の
ね
ら
い
を
記
す
が
、「
同
楽
館
」
は

「
宮
津
座
」を
指
す
。
跋
文
に
は「
同
楽
館
の
趣
意
」に
つ
い
て「
撓
ず
し
て
自
か
ら
。
勧
善
懲
悪
の
理

を
弁
へ。
忠
臣
貞
女
の
早
学
問
。
あ
ま
ね
く
衆
生
を
弘
化
の
は
じ
め
。
同
楽
館
の
建
前
は
。
恐
ら
く

講
道
館
の
上
に
出
ん
と
。
」と
述
べ
、
も
っ
と
も
ら
し
く
芝
居
の
効
用
を
説
き
な
が
ら
、
高
松
藩
の
藩

校「
講
道
館
」に
対
し
て
、
道
楽
を
尽
く
す「
同
楽
館
」と
し
ゃ
れ
る
。

頼
該
の
置
か
れ
た
立
場
が
反
映
さ
れ
た
箇
所
も
見
受
け
ら
れ
る
。
芝
居
に
興
ず
る
こ
と
は
大
名

家
の
連
枝
と
し
て
は
好
ま
し
く
な
い
こ
と
で
あ
り
、「
此
ノ
座
は
外
々
と
違
ひ
。
世
上
の
評
判
に
預
る

事
を
。
冥
惑
す
る
座
な
り
。
」と
遠
慮
し
た
態
度
も
記
さ
れ
る
。
実
際
は
十
代
藩
主
に
弟
の
頼
胤
が

推
さ
れ
た
と
き
に
、
頼
該
は
藩
主
に
な
る
意
志
が
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
敢
え
て
道
楽
に
勤
し

ん
だ
と
言
わ
れ
て
お
り
、「
惣
別
見
セ
物
の
類
は
。
楽
屋
を
ば
秘
密
に
す
る
事
な
れ
ど
。
元
来
奥
底

な
き
余
が
根
性
ゆ
ゑ
。
頭
取
が
御
幣
に
乗
て
。
内
陣
を
開
帳
成
し
奉
る
。
見
る
人
よ
ろ
し
く
鑑
見

給
へ」と
の
挨
拶
も
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、「
元
来
奥
底
な
き
余
が
根
性
」と
、
腹
の
内
に
何
も
持
た

ぬ
事
、
す
な
わ
ち
弟
が
藩
主
に
つ
く
こ
と
に
対
し
何
ら
思
う
と
こ
ろ
が
な
い
こ
と
を
暗
に
示
し
た
も
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『
内
陣
の
鏡
』
に
描
か
れ
た
《
頼
該
の
芝
居
》 

の
と
も
読
め
る
。
ま
た
、「
矢
倉
の
図
」に
は「
こ
れ
は
異
国
人
見
物
に
き
た
る
時
此
ノ
矢
倉
上
る
な

り
。
名
づ
け
て
万
一
時
と
い
ふ
（略
）一
生
此
ノ
矢
倉
は
上
た
く
な
き
事
な
り
」と
、
異
国
船
の
話
題

が
続
く
当
時
の
世
情
を
踏
ま
え
た
発
言
も
見
え
る
が
、
こ
れ
に
関
わ
り
た
く
な
い
と
の
態
度
を
示

す
。
後
に
尊
皇
攘
夷
が
高
松
藩
の
政
局
に
お
よ
ん
だ
と
き
、
頼
該
は
重
要
な
働
き
を
担
う
こ
と
に

な
る
の
だ
が
、『
内
陣
』で
は
、
こ
れ
以
上
、
世
情
に
関
わ
る
記
述
は
な
く
、
芝
居
の
楽
し
み
に
徹
す

る
姿
が
描
か
れ
て
い
く
。 

な
お
、『
小
伝
』に
は「
家
士
の
面
々
に
は
皆
一
ト
役
を
為
さ
し
め
ら
れ
た
」 

と
も
あ
り
、
ほ
か
の

登
場
人
物
に
も
モ
デ
ル
が
い
た
可
能
性
が
あ
る
。『
小
伝
』の「
用
人
及
家
士
」に
あ
げ
ら
れ
た
名
前

と『
内
陣
』
の
役
者
の
名
前
を
比
べ
て
み
る
と
、
例
え
ば
、
敵
役
の
役
者
「
東
川
甚
五
郎
」
は
用
役
の

「
東
原
甚
左
衛
門
」、
立
役
の
役
者「
鞆
木
青
平
」は
用
役
の「
青
木
平
左
衛
門
」の
名
前
を
か
す
め
て

い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
の
他
に『
小
伝
』の「
侍
医
」の
一
覧
に
は「
菊
池
隆
伯
（医
、
細
棹
）」、

「
松
村
松
三
（芝
居
好
）」、「
片
岡
甫
賛
（医
に
し
て
太
棹
の
地
を
好
す
）」な
ど
と
見
え
、
こ
れ
ら
の

人
物
も
芝
居
に
関
わ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
思
わ
せ
る
。
ま
た
、「
お
ふ
さ
」「
お
は
つ
」と
い
っ
た
吾

妻
の
身
の
回
り
の
世
話
を
焼
く
女
中
の
登
場
人
物
名
も『
小
伝
』を
見
る
と「
婢
妾
を
前
後
通
し
て

四
五
名
抱
へら
れ
た
、
其
人
名
は
森
田
フ
サ
（后
シ
ゲ
）中
村
キ
タ
、
河
野
ツ
ネ
、
遠
山
タ
ミ
、
長
尾
ハ

ツ
等
」と
あ
る
の
に
行
き
当
た
る
。
モ
デ
ル
を
確
定
す
る
に
は
い
た
ら
な
い
が
、
頼
該
周
辺
に
は
芸
能

好
き
の
人
は
少
な
く
な
か
っ
た
。『
内
陣
』が
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
写
本
と

し
て
作
り
込
ま
れ
て
お
り
、
公
刊
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
読
者
は
頼
該
と
そ

の
周
辺
の
人
と
想
定
さ
れ
、『
内
陣
』を
手
に
す
る
人
は
お
の
ず
と
頭
に
浮
か
ぶ
モ
デ
ル
も
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 （二
）『
内
陣
の
鏡
』に
描
か
れ
た《
頼
該
の
芝
居
》 

『
内
陣
』に
は《
頼
該
の
芝
居
》の
世
界
が
展
開
す
る
が
、
お
そ
ら
く
は『
内
陣
』を
読
ま
れ
る
こ
と

よ
り
、『
内
陣
』を
作
る
こ
と
に
頼
該
の
楽
し
み
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
に『
内
陣
の
鏡
』

に
描
か
れ
た《
頼
該
の
芝
居
》を
検
討
し
、
頼
該
が
ど
の
よ
う
な
態
度
で『
内
陣
』を
執
筆
し
た
の
か

明
ら
か
に
し
た
い
。 

さ
て
、
芝
居
当
日
は
、「
壱
番
の
太
鼓
」で
役
者
の
楽
屋
入
り
、「
弐
番
の
太
鼓
」で
見
物
を
入
れ
、

「
参
番
の
太
鼓
」で
三
番
叟
が
始
ま
り
、
三
番
叟
の
間
、
座
本
は
無
言
で
部
屋
に
座
す
と
い
っ
た
具
合

に
、
顔
見
世
の
儀
式
の
如
く
進
行
す
る
。
三
番
叟
が
済
む
と
麻
裃
姿
の
口
上
人
に
よ
る
外
題
と
役

割
を
披
露
す
る
口
上
が
始
ま
る
。『
内
陣
』
の
口
上
を
記
し
た
三
丁
は
口
上
に
用
い
た
巻
紙
と
い
っ

た
体
裁
で
図
案
化
さ
れ
て
お
り
、
巻
紙
端
に
は「
本
藤
幸
介
預
り
」と
口
上
人
の
名
前
も
記
さ
れ
て

い
る
。
口
上
が
終
わ
る
と
芝
居
が
始
ま
る
が
、
出
し
物
は「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」の「
二
段
目
よ
り
大

切
迄
」
、
そ
し
て
切
狂
言
に「
双
蝶
々
曲
輪
日
記
」の「
相
撲
場
米
屋
の
場
景
事
合
し
て
三
幕
」。
吾

妻
の
役
は「
妹
背
山
」の
久
我
之
介
と
お
三
輪
、「
双
蝶
々
」の
与
五
郎
と
お
関
の
四
役
。
加
え
て「
妹

背
山
」二
段
目
で
は
浄
瑠
璃
太
夫
を
つ
と
め
る
。 

『
内
陣
』は
吾
妻
が
楽
屋
か
ら
舞
台
へ出
て
役
場
を
つ
と
め
、
再
び
楽
屋
に
控
え
る
と
い
う
こ
と
を

繰
り
返
し
な
が
ら
進
ん
で
い
く
が
、
芝
居
の
進
行
は
拍
子
木
の
合
図
と
口
上
に
し
た
が
っ
て
順
を

追
っ
て
進
ん
で
い
く
。
例
え
ば「
妹
背
山
」三
段
目
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。 

聞
合
の
拍
子
木
カ
ツ
チ
〳
〵
〳
〵
。
後
見
盛
弥
条
七
来
り
。
舞
台
宜
う
厶
り
升
ス
。 

あ
（
※
吾

妻
）「

赦
し
な
せ
へ。
支
度
ニ
掛
り
升
ス
。 

ト
久
我
之
介
の
衣
裳
を
着 

(

略) 

幕
明
キ
の
木
カ
ツ

チ
〳
〵
〳
〵 

 

口
上「

い
よ
〳
〵
只
今
の
つ
ゝ
ぎ
三
段
目
川
場
の
始
り
左
や
う 

○
去
程
に
あ

づ
ま
は
。
斬
々

や
う

〳
〵

最
期
を
と
げ
て
玉
の
汗
を
ふ
き
な
が
ら
。
後
よ
り
小
僧
に
あ
ほ
が
せ
て
廊
下

を
帰
り
来
る 

こ
の
よ
う
に
舞
台
上
で
演
じ
る
様
子
を
描
く
こ
と
な
く《
頼
該
の
芝
居
》は
進
行
す
る
。
吾
妻
の

芸
に
つ
い
て
話
題
と
す
る
こ
と
も
な
く
、「
妹
背
山
」二
段
目
の
浄
瑠
璃
太
夫
と
し
て
の
出
番
に
つ
い

て
、
女
中
に「
芝
六
ど
ふ
や
ら
し
て
声
を
あ
げ
ヱ <

ト
か
た
る
い
き
込
の
ま
ね
を
し
て> 

お
顔
を
真

赤
に
遊
す
の
が
。
い
や
で
〳
〵
な
り
ま
せ
ん
」と
熱
演
ぶ
り
に
触
れ
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。『
内
陣
』

に
お
い
て
は
、
舞
台
に
か
け
ら
れ
て
い
る
芝
居
自
体
を
描
く
こ
と
への
関
心
は
薄
く
、
本
式
の
興
行
の

よ
う
に
だ
ん
ど
り
を
踏
ん
で
芝
居
が
進
行
し
て
い
く
そ
の
さ
ま
を
紙
上
に
写
す
こ
と
が
重
要
で
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。 

そ
の
よ
う
な
中
で『
内
陣
』
が
特
別
に
筆
を
費
や
す
の
は「
双
蝶
々
」
の
景
事
に
つ
い
て
で
あ
る
。

「
あ
づ
ま
与
五
郎
三
変
の
所
作
」と
し
て
三
様
の
所
作
を
見
せ
た「
座
中
の
新
作
」で
、
次
の
よ
う
に

解
説
さ
れ
る
。 

三
変
り
と
は
。
初
め
紫
ち
り
め
ん
に
比
翼
の
縫
入
。
柳
堤
の
道
行
。
中
が
対
の
ゆ
か
た
に
。
一

ツ
は
ま
の
布
さ
ら
し
。
末
が
平
舞
台
ニ
而
。
雨
落
よ
り
花
道
の
詰
迄
一
面
の
菜
種
畑
せ
り
上

ゲ
。
あ
づ
ま
与
五
郎
蝶
の
出
立
。
美
事
な
る
所
作
あ
り
。
花
笠
の
立
廻
り
に
て
終
る
。 

衣
装
に
も
道
具
立
て
に
も
趣
向
が
凝
ら
さ
れ
た
作
だ
と
い
う
が
、
舞
台
で
演
じ
る
場
面
そ
の
も

の
を
直
接
描
く
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
舞
台
裏
を
描
い
た
挿
絵
に
そ
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

「
紫
ち
り
め
ん
に
比
翼
の
縫
入
。
柳
堤
の
道
行
。
」と
さ
れ
る
場
面
は
下
巻
十
五
丁
裏
十
六
丁
表
の

158 
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『
内
陣
の
鏡
』
に
描
か
れ
た
《
頼
該
の
芝
居
》 

挿
絵
に
、
衣
装
を
つ
け
て
鳥
屋
か
ら
花
道
へ出
る
と
こ
ろ
の
華
や
か
な
姿
が
描
か
れ
る
（図
１
）。
鳥

屋
内
に
は
あ
と
で
使
用
す
る
菜
種
畑
を
描
い
た
舞
台
道
具
も
置
か
れ
て
い
る
。「
対
の
ゆ
か
た
に
。

一
ツ
は
ま
の
布
さ
ら
し
。
」と
さ
れ
る
場
面
は
下
巻
十
六
丁
裏
十
七
丁
表
の
舞
台
を
裏
側
か
ら
描

い
た
挿
絵
に
、
対
の
浴
衣
姿
で
、
布
晒
し
の
桶
を
持
つ
あ
づ
ま
と
布
を
搗
く
杵
を
持
つ
与
五
郎
の
姿

が
描
か
れ
る
。
挿
絵
中
に
は
所
作
事
の
詞
章
も
記
さ
れ
て
お
り
、「
二
人
晒
」（天
保
十
三
年
九
月

初
演
、「
月
雪
花
歌
再
夕
市
」）と
の
関
係
が
疑
わ
れ
る
が
、
正
本
は
未
確
認
で
あ
る

６）

。
続
く
下
巻

十
七
丁
裏
十
八
丁
表
に
は
花
道
下
か
ら
舞
台
下
へと
抜
け
る
通
路
が
描
か
れ
、
吾
妻
は
立
ち
回
り

の
際
の
衣
装
ら
し
く
、
紫
の
着
付
け
の
諸
肌
を
脱
ぎ
、
上
半
身
は
赤
の
縞
の
入
っ
た
白
の
下
着
で
、

裾
を
た
く
し
上
げ
た
足
元
は
股
引
姿
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
三
丁
に
わ
た
る
挿
絵
に
新
作
所
作
事

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、『
内
陣
』の
中
で
特
に
重
要
視
さ
れ
た
場
面
と
な
っ
て
い
る
。 

新
作
と
い
う
こ
と
で「
草
枕
ま
ぼ
ろ
し
の
蝶
」と
い
う
外
題
の
詞
章
も
記
さ
れ
る
。
し
か
し
、
実
の

と
こ
ろ
は
、
先
行
作
に
新
た
な
詞
章
を
多
少
追
加
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い

７）

。
馴
染
み
の
あ
る
詞
章

を
利
用
し
て
あ
え
て
新
作
と
し
た
と
こ
ろ
も
頼
該
の
芝
居
文
化
への
戯
れ
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
か
。

木
村
黙
老『
戯
作
者
考
補
遺
』に
は
頼
該
に
つ
い
て「
雑
劇
正
本
の
作
あ
り
て
最
妙
な
り
」と
あ
り
、

実
際
の
作
は
確
認
で
き
な
い
が
、
頼
該
に
は
狂
言
作
者
と
し
て
の
顔
も
あ
っ
た
と
い
う
。『
内
陣
』に

新
作
所
作
事
を
披
露
し
た
の
は
狂
言
作
者
と
し
て
の
頼
該
の
姿
を
反
映
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。 

以
上
、「
あ
づ
ま
与
五
郎
三
変
の
所
作
」に
つ
い
て
は
、
新
作
と
し
て
特
別
に
描
き
込
ま
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
が
、
加
え
て
、
衣
装
への
注
目
も
確
認
し
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
新
作
所
作
事

以
外
の
出
し
物
に
つ
い
て
具
体
的
に
描
く
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
挿
絵
を
見
る
と
、
実
は
吾
妻
の
演

じ
た
役
の
姿
は
す
べ
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。『
内
陣
』で
は
都
合
十
九
名
の
役
者
が
そ

れ
ぞ
れ
一
か
ら
三
、
四
役
を
担
当
す
る
が
、
吾
妻
以
外
の
役
者
十
九
名
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
挿

絵
に
三
役
が
描
か
れ
た
役
者
が
一
名
、
一
役
ず
つ
描
か
れ
た
役
者
が
八
名
、
描
か
れ
な
か
っ
た
役
者

が
十
名
で
あ
る
。
吾
妻
の
役
は
特
段
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
同
じ
役

で
あ
っ
て
も
衣
装
が
異
な
る
場
合
は
、
そ
れ
も
含
め
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
、「
妹
背
山
」で
は
、
久

我
之
介
に
つ
い
て
は
紫
の
着
付
け
に
袴
の
若
衆
姿
の
衣
装
を
着
付
け
る
舞
台
裏
で
の
様
子
と
、
切
腹

後
、
舞
台
袖
に
引
っ
込
ん
だ
と
こ
ろ
の
白
の
着
付
け
に
水
裃
の
姿
が
描
か
れ
る
。
お
三
輪
は
花
道
裏

を
移
動
す
る
姿
が
描
か
れ
る
が
、
定
番
の
麻
の
葉
模
様
の
着
付
け
で
あ
る
。
二
段
目
で
浄
瑠
璃
太

夫
と
し
て
出
語
り
を
担
当
し
た
裃
姿
も
舞
台
裏
で
出
番
に
備
え
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。「
双
蝶
々
」

で
は
お
せ
き
と
与
五
郎
の
二
役
を
つ
と
め
る
が
、
縞
の
着
付
け
の
若
旦
那
姿
の
与
五
郎
、
町
女
房
姿

の
お
せ
き
、
所
作
事
で
の
紫
縮
緬
の
衣
装
を
つ
け
た
与
五
郎
、
浴
衣
姿
の
与
五
郎
、
立
ち
回
り
の
与

五
郎
の
姿
そ
れ
ぞ
れ
が
描
か
れ
て
い
る
。 

《
頼
該
の
芝
居
》の
中
心
人
物
で
あ
る
吾
妻
の
役
の
す
べ
て
を
挿
絵
に
描
く
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で

あ
る
が
、
同
じ
役
で
あ
っ
て
も
、
衣
装
が
異
な
る
場
合
は
そ
れ
も
含
め
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注

目
す
る
と
、
衣
装
への
関
心
も
強
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
道
具
類
に
つ
い
て
は「
大

道
具
を
。
細
工
人
へ注
文
す
る
な
り
」、「
新
に
入
用
の
小
道
具
を
し
ら
べ
注
文
す
る
也
」と
簡
単
に

説
明
す
る
一
方
、
衣
装
に
つ
い
て
は「
衣
裳
の
相
談
工
夫
有
り
て
。
上
方
へ注
文
す
る
な
り
」と
手
を

か
け
た
様
子
が
見
え
る
。
お
三
輪
の
衣
装
を
着
け
た
吾
妻
に
対
し
、
楽
屋
見
舞
い
に
来
た
女
隠
居

が「
お
衣
裳
の
お
好
が
ど
ふ
も
か
ん
し
ん
で
厶
イ
升
ス
」
と
衣
装
を
誉
め
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ま
た

《
頼
該
の
芝
居
》に
お
い
て
は
初
日
前
に「
衣
裳
着

い
し

や

う

つ
け

」と
い
う
行
事
が
あ
り
、「
是
は
万
事
本
式
に
し
て
。

衣
紋
方
出
て
。
衣
裳
を
着
習
ふ
な
り
。
此
ノ
時
は
連
中
の
家
内
共
。
見
物
を
ゆ
る
す
。
」と
あ
る
よ

う
に
、
衣
装
を
披
露
す
る
場
も
設
け
ら
れ
て
い
る
。《
頼
該
の
芝
居
》に
お
い
て
衣
装
は
特
別
に
力
を

入
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

以
上
、『
内
陣
』で
は
、
吾
妻
の
舞
台
上
の
役
者
と
し
て
の
活
躍
を
描
く
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、

素
人
芝
居
な
ら
で
は
の
騒
動
を
描
く
わ
け
で
も
な
く
芝
居
は
問
題
な
く
淡
々
と
進
行
し
て
い
く
。

『
内
陣
』は
芝
居
の
だ
ん
ど
り
を
て
い
ね
い
に
追
い
な
が
ら
、
本
格
的
な
歌
舞
伎
と
し
て《
頼
該
の
芝

居
》を
紙
上
に
作
り
上
げ
て
い
く
こ
と
が
意
図
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
加
え
て
、《
頼
該
の
芝
居
》

に
あ
た
っ
て
吾
妻
が
演
じ
た
役
々
の
姿
を
衣
装
と
と
も
に
挿
絵
に
描
き
と
ど
め
る
こ
と
、
新
作
所

作
事
を
披
露
す
る
こ
と
も
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。 

さ
て
、『
内
陣
』で
は
見
物
の
様
子
も
さ
ま
ざ
ま
に
と
り
あ
げ
て
お
り
、
場
の
客
、
桟
敷
の
客
、
楽

屋
の
客
の
そ
れ
ぞ
れ
が
描
か
れ
る
。
挿
絵
に
は
舞
台
裏
か
ら
ち
ら
り
と
見
え
る
舞
台
前
に
す
し
詰

め
状
態
の
場
の
見
物
の
顔
が
ぎ
っ
し
り
描
か
れ
て
い
る
。
鳥
屋
内
に
は「
青
田
」が
お
り
、
鳥
屋
に
控

え
る
吾
妻
を
じ
ろ
じ
ろ
見
る
様
子
な
ど
も
描
か
れ
る
。
桟
敷
に
は
お
向
屋
敷
様
、
お
前
屋
敷
様
、

お
中
屋
敷
様
と
そ
の
御
守
殿
女
中
た
ち
が
大
勢
で
詰
め
か
け
る
。
女
中
方
か
ら
は
肴
籠
や
菓
子
折

と
い
っ
た
楽
屋
見
舞
い
が
届
け
ら
れ
、
中
入
に
は
吾
妻
か
ら
桟
敷
に
あ
い
さ
つ
に
赴
く
。「
見
物
の
衆

へお
茶
の
届
落
の
な
い
や
う
に
。
そ
し
て
茶
汲
の
人
に
随
分
気
を
付
け
て
。
失
礼
そ
ゝ
う
の
な
い
や
う

に
。
念
を
入
へと
云
付
て
お
け
。
」と
お
も
て
な
し
の
細
か
な
指
示
を
だ
し
、「
座
本
の
心
配
は
。
中

カ

〳
〵
筆
ニ
述
が
た
し
」と
そ
の
苦
労
も
記
す
。 

楽
屋
に
は
挨
拶
に
顔
を
出
し
た
お
局
や
屋
敷
方
の
女
隠
居
や
、
長
々
と
挨
拶
の
口
上
を
続
け
る

迷
惑
な
侍
客
、
通
り
札
を
ね
だ
り
に
来
る
客
、
楽
屋
に
居
座
っ
て
芝
居
ば
な
し
に
興
ず
る
客
等
、
さ

ま
ざ
ま
な
客
の
様
子
が
描
か
れ
る
。「
実
に
芝
六
が
子
を
殺
し
。
久
我
之
介
が
切
腹
の
所
な
ど
は
。
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虚
と
知
り
ツ
ヽ
涙
が
こ
ぼ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。
能
う
切
組
だ
細
工
で
厶
り
升
ス
」と
い
っ
た
見
物
客
に

よ
る
芝
居
の
評
判
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
り
、
女
中
に
よ
る
見
物
の
棚
卸
し
が
あ
っ
た
り
も
す
る
。
楽

屋
を
訪
ね
た
贔
屓
連
も
描
か
れ
る
が
、
上
方
の
贔
屓
連
中
に
倣
っ
た
も
の
か
、「
贔
屓
連
の
三
枚
株
。

揃
の
手
巾
高
鉢
巻
」と
、
揃
い
の
装
い
を
見
せ
る
。
吾
妻
の
鳥
屋
か
ら
花
道
への
出
端
が
描
か
れ
た
挿

絵
で
は
二
階
桟
敷
の
様
子
が
う
か
が
え
る
が
、
桟
敷
に
は「
川
」の
字
の
中
央
に「
ち
」の
字
を
重
ね
て

描
い
た
紋
が
描
か
れ
た
横
幕
が
か
け
ら
れ
て
い
る
（図
１
）。
吾
妻
の
屋
号
で
あ
る「
河
内
屋
」を
示
し

た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
楽
屋
図
会
拾
遺
』
（享
和
四
年
）で
桟
敷
を
描
い
た
図
で
は
大
手
連

中
や
花
王
連
中
か
ら
送
ら
れ
た
横
幕
が
描
か
れ
て
い
る
が
、『
内
陣
』で
も
同
じ
よ
う
に
贔
屓
連
中

か
ら
の
進
物
の
横
幕
と
い
っ
た
体
で
描
い
た
も
の
で
あ
ろ
う

８）

。 

こ
の
よ
う
に『
内
陣
』に
は
さ
ま
ざ
ま
な
見
物
の
様
相
も
含
め《
頼
該
の
芝
居
》の
世
界
が
描
か
れ

て
い
る
。《
頼
該
の
芝
居
》は
本
格
的
な
歌
舞
伎
に
な
ら
っ
て
芝
居
を
進
行
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
と
ど

ま
ら
ず
、
合
わ
せ
て
さ
ま
ざ
ま
な
見
物
の
あ
り
よ
う
を
取
り
込
ん
だ
芝
居
空
間
を
作
り
上
げ
る
こ

と
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
芝
居
小
屋
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
歌
舞
伎
の
世
界
を
紙
上
に
作
り
上
げ
て

い
く
楽
し
み
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
淡
々
と
芝
居
が
進
行
し
て
い
く
の
は
舞
台
裏
で
の
吾
妻
の
多
方
面
に
わ
た
る
は
た
ら
き

が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
芝
居
の
表
舞
台
の
展
開
を
見
て
き
た
が
、『
内
陣
』に
お
い
て

一
番
力
を
い
れ
て
描
か
れ
る
の
は
、
実
は
舞
台
裏
で
の
吾
妻
の
姿
で
あ
る
。
以
下
、《
頼
該
の
芝
居
》

を
実
現
す
る
た
め
に
舞
台
裏
で
い
か
に
吾
妻
が
働
い
て
い
る
の
か
、
具
体
的
な
吾
妻
の
働
き
に
つ
い

て
さ
ら
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。 

 

（三
）『
内
陣
の
鏡
』に
描
か
れ
た《
頼
該
の
芝
居
》の
舞
台
裏 

当
日
は
役
者
や
囃
子
方
、
道
具
方
等
に
よ
る
楽
屋
入
の
あ
い
さ
つ
の
対
応
か
ら
始
ま
る
。
先
述
の

よ
う
に
楽
屋
の
客
も
入
れ
替
わ
り
姿
を
見
せ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
への
対
応
も
吾
妻
の
仕
事
で
あ
る
。

吾
妻
が
役
者
と
し
て
鬘
や
顔
の
こ
し
ら
え
を
し
、
着
付
け
を
す
る
な
ど
し
て
出
番
に
備
え
る
姿
や

昼
飯
を
と
っ
て
一
息
次
ぐ
姿
も
描
か
れ
て
は
い
る
が
、『
内
陣
』に
お
い
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
座
本

と
し
て
芝
居
を
仕
切
る
舞
台
裏
の
吾
妻
の
姿
が
さ
ま
ざ
ま
に
描
か
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。 

芝
居
に
つ
い
て
の
座
本
と
し
て
の
心
配
り
は
多
方
面
に
わ
た
る
。
口
上
人
の
本
藤
幸
介
に
対
し
て
、

口
上
前
に「
与
次
び
や
う
へと
云
ず
に
与
次

兵べ

へと
い
へよ
。
有
よ
も
ん

広か

う

よ
も
ん
も
。
有
ゑ
も
ん

広か

う

ゑ
も
ん
じ
や
ぞ
や
」と
注
意
を
与
え
、
甚
五
郎
と
笠
松
の
二
役
者
に
対
し
て
も「
甚
五
郎
や
。
口

跡
の

推だ

め

が
き
か
ぬ
ぞ
。
し
つ
か
り
と
腹
に
入
て
仕
や
。
笠
松
。
ア
ノ
新
め
う
嘉
ひ
や
う
じ
や
な
い
。

新
兵

し

ん

べ 

へ
嘉
兵

か

 

へ 

へじ
や
ぞ
や
。
そ
し
て
あ
ん
ま
り
ほ
た
へな
よ
」と
注
意
す
る
。
役
名
の
読
み
方
を
正
し
、

役
者
の
発
声
の
し
か
た
に
つ
い
て
注
意
し
、
加
え
て
悪
ふ
ざ
け
を
制
す
る
。
細
か
に
神
経
を
行
き
渡

ら
せ
る
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
。
甚
五
郎
と
笠
松
への
注
意
に
当
た
っ
て
は「
手
帳
」を
確
認
す
る
が
、

「
此
ノ
手
帳
は
。
座
本
其
ノ
日
役
者
の
口
跡
仕
打
の
。
あ
し
き
所
を
心
覚
し
て
。
次
の
芝
居
の
時
。
そ

れ
〳
〵
へ心
づ
け
る
な
り
。
」と
説
明
さ
れ
て
お
り
、『
作
者
年
中
行
事
』
（嘉
永
元
年
）に
い
う
「
な

ん
で
も
帳
」の
ご
と
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
、「
手
帳
」を
持
っ
て
狂
言
方
の
よ
う
な
働
き
も
す
る
。
楽

屋
に
無
駄
に
長
居
す
る
客
の
あ
し
ら
い
最
中
に
も「
ト
手
帳
を
出
し
て
う
は
の
そ
ら
に
て
。
相
返
答

う
つ
」な
ど
と
見
え
る
よ
う
に
、「
手
帳
」を
確
認
す
る
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
。 

そ
の
ほ
か
に
も
気
づ
い
た
こ
と
は
す
ぐ
さ
ま
注
意
を
与
え
、
当
日
に
お
い
て
も
な
お
よ
り
よ
い
舞

台
に
な
る
よ
う
つ
と
め
る
。
た
と
え
ば「
井
戸
が
への
場
が
し
め
つ
て
な
ら
ぬ
。
貴
さ
ま
大
義
な
が
ら

往
て
お
や
し
て
た
も
。
（略
）そ
し
て

順
便

つ

い

で

に
滝
十
郎
に
。
あ
ん
ま
り
動
き
過
る
な
と
。
云
て
く
り

や
」な
ど
と
、
場
が
盛
り
上
が
る
よ
う
気
を
配
り
、
そ
の
一
方
で
役
者
の
過
剰
な
動
き
を
制
す
る
な

ど
、
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
の
指
示
を
出
す
。
さ
ら
に
は
、「
コ
レ
〳
〵
後
見
衆
床
へち
と
あ
つ
ら
へが
有

る
。
ア
ノ
門
出
の
所
で
。
わ
し
が
ヲ
ヽ
し
ん
き
ト
い
ふ
て
。
戸
を
た
て
る
を
キ
ツ
カ
ケ
に
。
床
へ取
れ
と

い
ふ
て
く
り
や
。
」な
ど
と
自
ら
の
演
技
と
床
と
の
微
修
正
も
行
う
。
ま
た
、「
け
ふ
は
ち
と

後
お
く
れ

た

か
ら
。
米
屋
を
早
幕
に
す
る
ぞ
や
。
さ
う
し
て
最
う

火
あ
か
り

を
入
り
や
」と
あ
る
よ
う
に
、
時
間
進
行

や
照
明
に
つ
い
て
も
差
配
す
る
。 

ま
た
、「
妹
背
山
」
の
道
具
流
し
の
場
面
で
、
道
具
方
の
役
目
を
担
う
子
供
衆
に
対
し
て
は「
コ
レ

〳
〵
乗
り
物
の
流
し
や
う
が
ち
つ
と

後
お
く
れ

る
ぞ
や
。
跡
か
ら
琴
が
流
て
来
る
程
に
。
よ
い
か
〳
〵
。

さ
う
し
て
ご
じ
や
〳
〵
咄
し
す
な
ヨ
」と
道
具
に
つ
い
て
も
気
を
配
る
。「
ご
じ
や
〳
〵
咄
し
す
な
ヨ
」

と
注
意
さ
れ
る
よ
う
に
、
子
供
衆
は
に
ぎ
や
か
な
よ
う
で
、
中
入
に
お
い
て
も「
子
供
衆
が
大
ぜ
ひ

舞
台
へ上
ガ
つ
て
。
ほ
た
へて
な
り
ま
せ
ぬ
と
。
道
具
方
よ
り
申
シ
出
ま
し
た
。
断
の
口
上
を
出
し
ま

せ
う
か
。
」と
頭
取
が
吾
妻
に
伺
い
を
立
て
る
が
、
吾
妻
は「
子
供
衆
の
事
な
ら
了
簡
し
て
遣
り
な

さ
れ
」と
鷹
揚
な
態
度
で
あ
る
。
な
お
、
頭
取
か
ら
は「
子
供
衆
」ば
か
り
で
な
く
、「
濡
髪
と
後
家

さ
ん
と
が
。
角
力
を
取
て
お
り
ま
し
た
」と「
大
供
」の
悪
ふ
ざ
け
も
訴
え
る
と
い
う
お
か
し
み
あ
る

場
面
に
な
っ
て
い
る
。
後
見
の
制
止
を
き
か
ず
、
中
入
に
橋
が
か
り
辺
で
酔
っ
て
踊
る
見
物
を
制
す

る
の
も
吾
妻
の
役
目
で
あ
る
。
中
入
に
お
い
て
も
気
の
抜
け
な
い
吾
妻
の
様
子
が
描
か
れ
る
。 

当
日
の
楽
屋
で
は
付
け
物
の
相
談
も
な
さ
れ
、
そ
の
場
で
太
夫
、
三
味
線
と「
老
松
」の
打
ち
合

わ
せ
を
し
、
衣
装
方
へ衣
装
用
意
の
指
示
も
出
す
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
次
の
持
ち
場
が
せ
ま
り
、
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所
作
事
の
相
手
役
が
結
い
直
し
た
鬘
を
届
け
に
来
る
が
、
来
た
つ
い
で
に
と
、「
蝶
の
狂
ひ
の
二
ク
サ

リ
め
を
。
今
夜
は
斯
や
つ
て
見
や
う
か
。
烟
印
シ

爪
び
き
し
て
見
や
。
ト
二
人
立
て
形
を
仕
て
居
る
」

と
、
思
い
つ
き
を
早
速
に
確
認
し
て
舞
台
に
臨
む
。 

こ
の
よ
う
に
、
吾
妻
の
楽
屋
を
訪
れ
る
役
者
と
台
詞
を
確
認
し
た
り
、
囃
子
方
と
付
け
物
の
相

談
を
し
た
り
、
芝
居
に
つ
い
て
注
意
を
与
え
、
見
物
に
気
を
配
る
な
ど
す
る
、
大
忙
し
の
舞
台
裏
で

の
吾
妻
の
活
躍
が
描
か
れ
る
。
吾
妻
の
台
詞
に「
ヤ
レ
〳
〵
座
本
も
大
て
い
で
は
な
い
。
芸
も
仕
た
り

お
客
あ
し
ら
ひ
も
せ
に
や
な
ら
ぬ
。
ア
ヽ
し
ん
ど
や
〳
〵
。
」と
見
え
る
よ
う
に
、
役
者
と
し
て
舞
台

表
で
活
躍
す
る
吾
妻
だ
け
で
は
な
く
、
座
本
と
し
て
芝
居
を
仕
切
る
舞
台
裏
の
吾
妻
の
両
様
を
描

い
て
い
る
。
し
か
し
、
見
て
き
た
よ
う
に
役
者
と
し
て
の
吾
妻
に
つ
い
て
舞
台
で
演
じ
る
姿
を
正
面
か

ら
具
体
的
に
描
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
番
描
き
た
か
っ
た
と
こ
ろ
は
、
座
本
と
し
て
の
吾
妻
の
姿
と

し
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

『
内
陣
』
に
は《
頼
該
の
芝
居
》の
舞
台
表
の
進
行
と
舞
台
裏
の
慌
た
だ
し
さ
が
描
か
れ
て
い
た
。

な
か
で
も
芝
居
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
心
を
配
り
な
が
ら
、《
頼
該
の
芝
居
》を
作
り
上
げ
て
い
く
吾

妻
の
大
車
輪
の
活
躍
が
描
か
れ
た
一
作
で
あ
っ
た
。『
内
陣
』は《
頼
該
の
芝
居
》を
通
し
て
、
芝
居
を

作
り
上
げ
て
い
く
楽
し
み
を
紙
上
に
展
開
し
た
も
の
と
い
え
る
。
頼
該
は
芝
居
を
見
物
し
た
り
演
じ

た
り
す
る
こ
と
を
楽
し
む
に
と
ど
ま
ら
ず
、
芝
居
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
も
興
味
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
芝
居
作
り
の
過
程
に
興
味
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
劇
書
と
の
関
係
か
ら
見
て
も
指
摘
で
き
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
に
ゆ
ず
る
。 

  

（四
）『
内
陣
の
鏡
』と
滑
稽
本 

最
後
に
滑
稽
本
と
の
関
係
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
江
戸
時
代
後
期
、
田
舎
芝
居
も
の
や
素
人

芝
居
も
の
の
滑
稽
本
が
種
々
刊
行
さ
れ
る
が

９）

、
三
都
を
離
れ
た
話
題
で
あ
る
こ
と
、
歌
舞
伎
役

者
に
よ
る
芝
居
で
な
い
こ
と
等
、『
内
陣
』と
の
共
通
項
が
見
ら
れ
る
。
作
中
に
楽
屋
こ
と
ば
を
使
っ

て
み
せ
る
と
こ
ろ
な
ど
似
通
っ
た
趣
向
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
大
き
く
異
な
る
。
三
都
と

異
な
る
高
松
藩
に
お
け
る
話
題
で
あ
る
が
、
洒
落
本
『
田
舎
芝
居
』（
天
明
七
年
）や
そ
れ
に
続
く

田
舎
芝
居
も
の
の
滑
稽
本
の
よ
う
に
、
田
舎
で
の
芝
居
で
あ
る
こ
と
か
ら
起
こ
る
滑
稽
が
描
か
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、『
滑
稽
素
人
芝
居
』（享
和
三
年
）や『
素
人
狂
言
紋
切
形
』（文
化
十
一
年
）

等
の
滑
稽
本
に
描
か
れ
た
素
人
芝
居
で
は
稽
古
や
本
番
に
お
け
る
素
人
な
ら
で
は
の
失
敗
談
が
多

く
描
か
れ
る
が
、『
内
陣
』で
は
素
人
な
ら
で
は
の
失
敗
談
を
描
く
こ
と
は
な
く
、
素
人
芝
居
を
扱
っ

た
滑
稽
本
と
も
毛
色
の
違
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
中
入
に
相
撲
を
取
り
出
す
見
物
客
が
い
た
り
、

楽
屋
の
客
の
場
違
い
な
振
る
舞
い
が
あ
っ
た
り
、
舞
台
で
の
役
者
の
粗
相
話
が
語
ら
れ
た
り
、
小
道

具
の
蛇
で
い
た
ず
ら
を
す
る
場
面
が
あ
る
な
ど
、
先
行
す
る
滑
稽
本
と
類
似
す
る
お
か
し
み
の
あ

る
話
題
も
差
し
込
ま
れ
て
は
い
る
が
、
大
筋
で
は
な
い
。 

『
内
陣
』の
大
筋
は
芝
居
上
演
中
の
舞
台
裏
と
い
う
設
定
で
、
座
本
で
あ
り
役
者
で
あ
る
吾
妻
の

あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
気
を
配
る
大
車
輪
の
働
き
ぶ
り
と
、
吾
妻
の
部
屋
を
訪
ね
る
見
物
客
の
様
子
や

見
物
客
同
士
の
く
だ
ら
な
い
雑
談
な
ど
を
描
く
も
の
で
あ
る
。
上
演
中
の
楽
屋
に
お
け
る
出
来
事

を
お
も
し
ろ
お
か
し
く
描
く
と
い
う
点
で
は
、『
楽
屋
方
言
』（享
和
四
年
）の
行
き
方
に
通
じ
る
と

こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、『
楽
屋
方
言
』で
は
頭
取
の
部
屋
や
女
形
の
部
屋
等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
楽
屋
に

お
け
る
滑
稽
が
描
か
れ
る
が
、『
内
陣
』で
は
吾
妻
の
部
屋
以
外
を
描
く
こ
と
は
な
い
。『
内
陣
』で
は

あ
く
ま
で
も
吾
妻
の
働
き
ぶ
り
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
を
比
較
す
る
と
類
似

す
る
局
面
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
頼
該
が『
楽
屋
方
言
』を
手
に
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は

わ
か
ら
な
い
が
、『
楽
屋
方
言
』と
類
似
の
場
面
に
つ
い
て
次
に
確
認
し
て
い
き
た
い
。 

先
に
見
た
よ
う
に『
内
陣
』で
は
中
入
り
に
騒
ぐ
子
役
への
注
意
が
見
ら
れ
た
が
、『
楽
屋
方
言
』

に
お
い
て
も
、「
コ
レ
い
せ
う
き
て
ほ
た
へ
る
事
は
な
ら
ん
ぞ
や
」
、「
外
の
子
た
ち
と
あ
ん
ま
り
ほ
た
へ

な
や
」な
ど
と
、
子
役
へ注
意
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
楽
屋
方
言
』に「
ア
ノ
茶
屋
場
て
奥
か

ら
出
る
折
に
ま
そ
つ
と
大
キ
イ
声
し
い
や
随
分
大
キ
イ
声
し
て
せ
り
ふ
い
わ
ん
と
何
い
ひ
じ
や
や
ら

向
ふ
へと
ん
と
き
こ
へは
せ
ん
ぞ
へ」と
女
形
が
弟
子
の
子
役
に
注
意
を
与
え
た
り
、
頭
取
や
狂
言
作

者
ら
が
女
形
を
訪
ね
、「
あ
ま
り
お
そ
う
な
り
ま
す
に
よ
つ
て
や
し
き
の
場
を
ま
へゝ
ま
わ
し
て
も
ら

い
ま
し
た
さ
で
ご
ざ
り
ま
す
」と
演
出
の
変
更
を
相
談
す
る
な
ど
の
場
面
が
あ
る
が
、
役
者
に
注
意

を
与
え
た
り
、
演
出
の
変
更
を
指
示
す
る
吾
妻
の
姿
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。 

ま
た
、『
楽
屋
方
言
』に「<

後
見
菅
笠
と
わ
ら
じ
三
尺
帯
を
一
つ
に
し
て
持
て
来
り>[

後
見]

ア
イ

菅
笠
わ
ら
じ
三
尺
帯<

ト
お
い
て
出
て
行>

」と
座
頭
の
部
屋
に
衣
装
が
届
け
ら
れ
る
場
面
が
あ
る

が
、『
内
陣
』で
も「
市
川
登
鯉
。(

略)

与
五
郎
が
鬘
を
持
来
り 

 

登「
お
か
づ
ら
を
結
い
直
し
ま
し
た

が
。
是
レ

で
宜
う
厶
り
升
ス
か
」
と
吾
妻
の
部
屋
に
鬘
を
届
け
る
場
面
が
あ
る
。
吾
妻
の
部
屋
に
は

「
モ
シ
此
方
へ朱
鞘
の
脇
指
は
参
つ
て
お
り
ま
せ
ぬ
か
」、「
モ
シ
ナ
。
こ
な
た
へ紫
キ
の
ひ
し
ご
き
は
来

て
ゐ
ん
か
い
な
」と
衣
装
や
小
道
具
を
探
し
に
来
る
が
、『
楽
屋
方
言
』に
お
い
て
も
、
衣
装
の
受
け

渡
し
や
小
道
具
を
探
し
に
大
部
屋
に
来
る
者
や
頭
取
部
屋
に
来
る
者
な
ど
、
あ
わ
た
だ
し
い
舞
台

裏
が
描
か
れ
て
い
た
。 

な
お
、『
内
陣
』に「
ひ
し
ご
き
」を
探
し
に
来
た
衣
紋
方
が「
わ
し
に
渡
し
た
の
が
無
て
ゝ
。
久
太
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芝
居
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さ
ん
に
ゑ
ら
ふ
糟
く
ら
ふ
た
」と
ぼ
や
く
せ
り
ふ
が
あ
る
が
、「
糟
く
ら
ふ
」と
い
う
楽
屋
こ
と
ば
も

『
楽
屋
方
言
』に
は
し
ば
し
ば
使
用
さ
れ
、「
粕 

す
べ
て
し
く
じ
り
あ
り
て
し
か
ら
れ
る 

か
す
と
云
」

と
匡
郭
上
の
欄
外
に
芸
能
用
語
と
し
て
示
さ
れ
て
も
い
た
。
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
が
、『
内
陣
』
は

『
楽
屋
図
会
拾
遺
』に
載
る
楽
屋
こ
と
ば
を
利
用
す
る
こ
と
を
趣
向
に
し
て
お
り
、『
楽
屋
方
言
』に

載
る
楽
屋
こ
と
ば
か
ら
も
刺
激
を
受
け
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
せ
る
。
ま
た
、『
楽
屋
方
言
』で
は

「
頼
朝
公
は
舞
台
で 
は
が
き
い
て
も
楽
屋
で
埒
が
明
ぬ
」と
舞
台
上
の
役
と
実
際
の
身
分
差
を
か

ら
か
う
こ
と
ば
が
見
ら
れ
た
が
、
同
様
に『
内
陣
』で
は
鳥
屋
に
た
ま
っ
た
役
者
た
ち
の
様
子
を「
内

裏
の
女
御
も
。
酒
屋
の
娘
に
揉
手
す
る
な
ん
ど
。
楽
屋
内
の
お
か
し
き
体
た
ら
く
は
。
中
々
筆
紙
ニ

の
べ
が
た
し
。
」な
ど
と
描
く
。
酒
屋
の
娘
、
す
な
わ
ち
お
三
輪
を
演
じ
る
の
は
吾
妻
で
あ
る
。 

芝
居
と
直
接
関
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
で
は
、『
楽
屋
方
言
』で
女
形
が
頂
き
物
を
按
摩
取
に
与
え
る

よ
う
手
伝
い
に
指
示
す
る
と
、
手
伝
い
は
そ
れ
を
子
役
に
与
え
た
と
い
う
が
、「
ト
い
ふ
は
い
つ
わ
り 

太
夫
の
ぶ
た
い
へ出
て
い
た
る
す
の
間
に
お
の
れ
が
喰
ふ
て
し
も
ふ
た
の
也
」と
明
か
さ
れ
る
。
一
方
、

『
内
陣
』で
は
吾
妻
が
部
屋
に
戻
り
す
し
を
食
べ
よ
う
と
す
る
と
、
す
し
は
隠
居
に
与
え
た
と
い
う

手
伝
い
の
ふ
さ
に
対
し「
お
ぬ
し
が
喰
た
の
じ
や
な
い
か
」と
ふ
ざ
け
る
局
面
な
ど
、
似
通
っ
た
や
り

と
り
も
み
ら
れ
る
。 

『
楽
屋
方
言
』の
挿
絵
を
見
る
と
、
座
頭
の
早
川
伝
五
郎
の
部
屋
が
描
か
れ
、
鬘
が
三
点
置
か
れ

た
棚
も
見
え
る
が
、「
い
か
に
も
不
調
法
に
こ
し
ら
へ
し
茶
棚
の
下
に
傘
の
置
所
下
駄
箱
戸
棚
小
長

持
か
け
ざ
ほ
に
も
ろ
〳
〵
の
衣
装
を
か
け
」と
棚
や
部
屋
の
様
子
が
本
文
で
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。

『
内
陣
』
の
挿
絵
を
み
る
と
、
上
巻
に
描
か
れ
た
吾
妻
の
部
屋
の
棚
に
も
鬘
が
、
白
布
で
包
ま
れ
た

衣
装
と
と
も
に
並
ん
で
い
る
。
棚
の
下
段
の
様
子
は
下
巻
の
挿
絵
に
描
か
れ
る
が
、
履
き
物
や
足
袋

の
束
な
ど
が
置
か
れ
て
い
る
。
部
屋
に
は
胴
襦
袢
や
額
帽
子
、
い
と
じ
け
が
か
け
ら
れ
た
掛
け
竿
も

描
か
れ
て
い
る
。
部
屋
の
前
の
廊
下
に
は
小
長
持
を
運
ぶ
男
の
姿
も
描
か
れ
る
。
中
巻
に
描
か
れ
た

吾
妻
の
部
屋
の
棚
に
は
鬘
箱
が
並
び
、
衣
装
や
手
拭
い
が
か
け
ら
れ
た
掛
け
竿
が
描
か
れ
る
。『
楽

屋
方
言
』の
挿
絵
や
記
述
か
ら『
内
陣
』の
座
本
の
部
屋
を
描
く
際
の
ヒ
ン
ト
を
得
る
こ
と
が
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。 

ま
た
、『
内
陣
』で
は
小
道
具
の
蛇
を
襟
元
に
入
れ
ら
れ
動
転
す
る
吉
田
時
松
が
吾
妻
の
部
屋
に

飛
び
込
ん
で
来
て
、
皆
も
大
騒
ぎ
と
な
る
場
面
が
あ
る
。
そ
の
様
子
は
挿
絵
に
も
描
か
れ
る
が
、

『
楽
屋
方
言
』で
は
小
道
具
の
蛇
の
遣
い
よ
う
を
打
ち
合
わ
せ
る
場
面
が
あ
る
。『
内
陣
』で
唐
突
に

小
道
具
の
蛇
を
持
ち
出
し
た
き
っ
か
け
が
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。 

以
上
、
比
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、『
内
陣
』と『
楽
屋
方
言
』の
両
作
に
共
通
す
る
細
か
な
設
定
や
具

体
的
な
詞
章
の
一
致
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
類
似
の
設
定
や
記
述
の
き
っ
か
け
に
な
り
得
る

素
材
は
見
受
け
ら
れ
た
。『
楽
屋
方
言
』か
ら
ア
イ
デ
ア
を
刺
激
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。
別
稿
に
ゆ
ず
る
が
劇
書
と
の
関
係
に
お
い
て
も『
内
陣
』は
先
行
劇
書
の
詞
章
や
挿
絵

の
構
図
を
そ
の
ま
ま
に
引
き
写
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
せ
ず
、
先
行
劇
書
の
形
式
や
ア
イ
デ
ア
を
吸

収
消
化
し
て
、
自
分
な
り
の
劇
書
と
し
て
描
き
上
げ
て
い
る
。『
楽
屋
方
言
』の
影
響
は
憶
測
の
域
を

出
な
い
も
の
の
、
先
行
す
る
滑
稽
本
の
世
界
に
対
し
て
も
同
様
の
態
度
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。 

 

お
わ
り
に 

『
内
陣
』は《
頼
該
の
芝
居
》が
本
式
の
歌
舞
伎
の
形
式
に
な
ら
っ
て
淡
々
と
進
行
し
て
い
く
さ
ま

と
、
そ
の
舞
台
裏
の
賑
や
か
さ
を
明
か
し
て
見
せ
た
一
作
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
心
と
な
る
の
は
、
座

本
と
し
て
芝
居
の
上
演
を
仕
切
り
、
役
者
と
し
て
、
浄
瑠
璃
太
夫
と
し
て
舞
台
に
あ
が
り
、
さ
ら
に

は
新
作
所
作
事
の
作
者
と
し
て
活
躍
す
る
吾
妻
の
働
き
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
吾
妻
の
演
じ
た

役
を
衣
装
と
と
も
に
描
き
込
む
こ
と
、
吾
妻
の
新
作
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
等
、
こ
だ
わ
り

の
あ
る
演
出
が
な
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、《
頼
該
の
芝
居
》を
紙
上
に
組
み
立
て
る
こ
と
が
頼
該

の『
内
陣
』
執
筆
の
意
図
で
あ
っ
た
。『
内
陣
』
に
は
頼
該
の
歌
舞
伎
文
化
の
楽
し
み
が
あ
ふ
れ
て
い

る
。 芝

居
の
世
界
を
舞
台
裏
か
ら
描
い
た『
内
陣
』の
展
開
は
、
劇
界
と
は
遠
い
立
場
の
大
名
家
の
連

枝
に
よ
る
作
と
し
て
み
た
と
き
、
実
に
て
い
ね
い
に
具
体
的
な
芝
居
の
舞
台
裏
が
描
写
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
が
、
芝
居
好
き
の
頼
該
に
と
っ
て
は
芝
居
作
り
の
舞
台
裏
も
含
め
て
芝
居
文
化

の
楽
し
み
で
あ
っ
た
。
自
邸
に
芝
居
小
屋
を
作
り
、
自
ら
も
役
者
と
し
て
舞
台
に
た
ち
、
見
物
に
披

露
し
た
と
い
う
頼
該
が
紙
上
に
展
開
し
た《
頼
該
の
芝
居
》の
世
界
に
は
、
舞
台
裏
の
世
界
も
含
め

《
頼
該
の
芝
居
》を
隅
々
ま
で
楽
し
む
頼
該
の
姿
が
映
さ
れ
て
い
る
。『
内
陣
の
鏡
』を
作
る
こ
と
自

体
も
頼
該
の
歌
舞
伎
文
化
の
楽
し
み
の
ひ
と
つ
の
か
た
ち
で
あ
っ
た
。 
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陣
の
鏡
』
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か
れ
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《
頼
該
の
芝
居
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〔
注
〕 

 

１
） 

拙
稿「
松
平
頼
該
と
芸
能
」（『
愛
文
』五
十
四
号
、
二
〇
一
九
年
三
月
、
愛
媛
大
学
法
文
学

部
国
語
国
文
学
会
）参
照
。 

２
） 

服
部
幸
雄「
柳
沢
信
鴻『
宴
遊
日
記
』の
世
界
」『
江
戸
歌
舞
伎
文
化
論
』（平
凡
社
、
二
〇
〇

三
年
）。 

３
） 
梶
原
竹
軒
編
著『
金
岳
公
子
小
伝 

金
岳
公
子
著
書
集
』（香
川
新
報
社
、
大
正
四
年
）。
な

お
、
以
下
に
取
り
上
げ
る
頼
該
の
事
跡
は
お
も
に
本
書
に
拠
る
。 

４
） 

頼
該
は
信
鴻
の
よ
う
に
大
芝
居
の
役
者
を
贔
屓
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

牧
野
謙
次
郎「
贈
正
四
位
松
平
左
近
略
伝
」（『
増
補
高
松
藩
記
』永
年
会
編
、
昭
和
七
年
）

に
は「
俳
優
舞
妓
を
京
摂
よ
り
招
き
顔
に
粉
墨
を
施
し
嬉
戯
し
藩
中
士
女
を
し
て
縦
観
せ

し
め
」云
々
と
あ
り
、「
俳
優
」の
実
態
は
不
明
な
が
ら
、
上
方
の
芝
居
に
も
関
心
が
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。 

５
） 

現
在
は
香
川
県
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
本
文
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は

香
川
県
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
所
蔵
本
を
使
用
し
、
振
り
仮
名
や
文
字
譜
等
は
適
宜
、
省
略
し
た
。

な
お
、
鎌
田
共
済
会
郷
土
博
物
館
に『
内
陣
の
鏡
』の
模
写
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。 

６
） 

参
考
に「
晒
女
」（文
化
十
年
六
月
初
演
、「
閏
茲
姿
八
景
」）を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、「
せ
き
の

し
み
づ
に
心
も
ぬ
れ
て
」や「
か
ゞ
み
の
し
ゆ
く
の
ぼ
ん
お
ど
り
」な
ど
、
共
通
す
る
詞
章
が
見

ら
れ
た
。 

７
） 

「
草
枕
ま
ほ
ろ
し
の
蝶
」冒
頭
は「
春
に
そ
だ
つ
も
花
さ
そ
ふ
蝶
は
菜
種
の
味
し
ら
ず
。
な
た

ね
は
て
ふ
の
花
し
ら
ず 

し
ら
れ
ず
し
ら
ぬ
中
な
れ
ば
」
と
始
ま
る
。
原
作
の「
双
蝶
々
」
の

「
春
に
そ
だ
つ
も
花
さ
そ
ふ
。
長
吉
は
情
ケ

の
味
し
ら
す
。
長
五
郎
は
我
カ

訳
し
ら
ず
。
し
ら

ず
し
ら
れ
ぬ
。
中
な
ら
ば
」と
は
多
少
異
な
る
が
、「
双
蝶
々
」の
先
行
作「
山
崎
与
次
兵
衛

寿
門
松
」の
詞
章
、
あ
る
い
は
、
長
唄「
き
ぎ
ず
」の
詞
章
と
同
文
で
あ
る
。
続
く「
蝶
よ
小
て

ふ
よ
。
せ
め
て
暫
し
は
手
に
留
れ
。
」か
ら「
げ
に
と
び
違
ふ
有
様
は
。
虚
空
を
わ
た
る
が
ご

と
く
な
り
。
」ま
で
は
、
多
少
の
字
句
の
違
い
が
あ
る
も
の
の「
風
流
相
生
獅
子
」の
詞
章
の
丸

取
り
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
に「
花
の
ゑ
に
し
の
香
の
間
に
遊
ぶ
あ
ぜ
路
ほ
そ
道
。
ま
は
れ

〳
〵
く
る
り
〳
〵
。
蝶
の
羽
音
に
鳴
子
の
音
も
ひ
ら
り
く
る
り
と
舞
遊
ぶ
。
我
古
里
ゑ
と

帰
ろ
や
れ
。
す
が
た
見
ま
が
ふ
草
が
く
れ
。
」と
新
た
な
詞
章
が
多
少
追
加
さ
れ
る
。 

８
） 

『
楽
屋
図
会
拾
遺
』の
刊
年
は
北
川
博
子『
上
方
歌
舞
伎
と
浮
世
絵
』（清
文
堂
、
二
〇
一
一

年
）参
照
。 

９
） 

吉
丸
雄
哉『
式
亭
三
馬
と
そ
の
周
辺
』（新
典
社
、
二
〇
一
一
年 

）等
参
照
。 

 

〔
付
記
〕 

『
内
陣
の
鏡
』図
版
は
高
松
松
平
家
歴
史
資
料
（香
川
県
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
保
管
）に
よ
る
。
資
料

の
掲
載
を
ご
許
可
下
さ
っ
た
公
益
財
団
法
人
松
平
公
益
会
な
ら
び
に
香
川
県
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

図 1 『内陣の鏡』 
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