
京
伝
・
馬
琴
・
一
九
と
『
糸
桜
本
町
育
』

中
　
　
尾
　
　
和
　
　
昇

　
　
　

は
じ
め
に

　

文
化
九
年
刊
の
馬
琴
読
本
『
糸い
と

桜ざ
く
ら

春し
ゅ
ん

蝶ち
ょ
う

奇き

縁え
ん

』
は
、
浄
瑠
璃
『
糸い
と

桜ざ
く
ら

本ほ
ん

町ち
ょ
う

育そ
だ
ち

』

（
紀
上
太
郎
、
安
永
六
年
三
月
初
演
）
を
典
拠
と
す
る
が
、
馬
琴
流
の
勧
善
懲
悪

観
に
基
づ
き
つ
つ
、
大
幅
な
改
変
が
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

大
屋
多
詠
子
「
馬
琴
の
演
劇
観
と
「
勧
善
懲
悪）

1
（

」」
に
詳
し
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

⑴
「
御
家
騒
動
の
手
法
を
借
り
な
が
ら
も
、
主
家
に
お
け
る
忠
臣
悪
臣
の
二
項
対

立
を
提
示
せ
ず
、
敵
役
を
矮
小
化
し
た
こ
と
」
⑵
「
浄
瑠
璃
に
は
見
ら
れ
な
い
主

人
公
ら
の
肉
親
を
創
出
し
、
そ
の
悪
行
を
端
緒
と
し
た
因
果
で
物
語
を
構
成
し
た

こ
と
」
の
二
点
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
筆
者
も
不
道
徳
の
是
正
と
い
う
観

点
か
ら
、
二
人
の
妻
（
お
房
・
小
糸
）
を
娶
っ
た
左
七
の
重
婚
を
回
避
さ
せ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た）

2
（

。

　

た
だ
、
以
上
の
よ
う
な
改
変
を
、
彼
一
流
の
小
説
作
法
と
し
て
評
価
す
る
た
め

に
は
、
周
辺
作
者
、
と
り
わ
け
山
東
京
伝
の
著
作
と
対
比
さ
せ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　
　

要　
　

旨

　

本
稿
は
、
浄
瑠
璃
『
糸
桜
本
町
育
』（
紀
上
太
郎
作
、
安
永
六
年
﹇
一
七
七
七
﹈
三

月
初
演
）
を
共
通
の
典
拠
と
す
る
読
本
・
合
巻
作
品
を
対
象
に
、
そ
の
利
用
方
法
の
検

討
を
通
し
て
、
登
場
人
物
の
評
価
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
取
り
扱
う
作
品
は
、

『
東
男
連
理
緒
』（
十
返
舎
一
九
作
、
文
化
六
年
﹇
一
八
〇
九
﹈
刊
）、『
糸
桜
本
朝
文
粋
』

（
山
東
京
伝
作
、
同
七
年
﹇
一
八
一
〇
﹈
刊
）、『
糸
桜
春
蝶
奇
縁
』（
曲
亭
馬
琴
作
、
同

九
年
﹇
一
八
一
二
﹈
刊
）
の
三
作
で
、
い
ず
れ
も
綱
五
郎
に
対
す
る
評
価
が
高
い
一
方

で
、
花
咲
・
お
房
・
左
七
・
小
糸
の
四
人
に
つ
い
て
は
、
評
価
が
分
か
れ
る
傾
向
に
あ

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
京
伝
・
馬
琴
に
は
先
行
作
品
の
趣
向
や
人
物
描
写
を
取

り
入
れ
る
姿
勢
も
見
ら
れ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

浄
瑠
璃　

読
本　

合
巻　

人
物
造
型　

趣
向

＊
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こ
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
は
か
つ
て
、
浄
瑠
璃
『
恋こ
い

娘む
す
め

昔む
か
し

八は
ち

丈じ
ょ
う

』（
松
貫
四
・
吉

田
角
丸
、
安
永
四
年
八
月
初
演
）
を
典
拠
と
す
る
両
者
の
作
品
を
、
登
場
人
物
の

描
か
れ
方
に
着
目
し
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る）

3
（

。
そ
こ
で
は
、
秋
月
一
角
・
喜
蔵
・

お
駒
と
い
っ
た
人
物
に
対
す
る
評
価
に
関
し
て
、
両
者
に
明
確
な
差
異
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
う
い
っ
た
現
象
を
捉
え
る
た
め
に
は
、
よ
り
多
く

の
作
品
を
俎
上
に
載
せ
た
比
較
研
究
を
蓄
積
し
て
い
く
ほ
か
な
い
。

　

管
見
の
限
り
で
は
、『
糸
桜
春
蝶
奇
縁
』
の
ほ
か
に
も
、
合
巻
『
東あ
ず
ま

男お
と
こ

連れ
ん
り
の
い
と
ぐ
ち

理
緒
』

（
十
返
舎
一
九
、
文
化
六
年
刊
）
と
『
糸い
と

桜ざ
く
ら

本ほ
ん

朝ち
ょ
う

文ぶ
ん

粋ず
い

』（
山
東
京
伝
、
同
七
年
刊
）

に
お
い
て
『
糸
桜
本
朝
育
』
の
利
用
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
旧
稿
と

同
様
の
方
法
を
用
い
た
比
較
研
究
を
お
こ
な
う
。
そ
の
う
え
で
、
京
伝
・
馬
琴
・

一
九
の
演
劇
利
用
に
関
す
る
私
見
を
提
示
し
た
い
。

　
　
　

一　
『
糸
桜
本
町
育
』
に
つ
い
て

　

ま
ず
は
『
糸
桜
本
町
育
』（
以
下
『
本
町
育
』）
の
概
要
に
つ
い
て
、
簡
単
に
整

理
し
て
お
く
。
本
作
は
、
江
戸
本
町
二
丁
目
の
糸
屋
姉
妹
（
お
房
・
小
糸
）
と

左
七
（
神
原
左
五
郎
）、
姉
妹
の
兄
中
根
屋
綱
五
郎
と
傾
城
花
咲
の
そ
れ
ぞ
れ
の

恋
愛
に
、
赤
城
家
の
重
宝
小
倉
色
紙
の
紛
失
騒
動
を
か
ら
め
て
描
い
た
作
品
で
あ

る
。
少
々
長
く
な
る
が
、
梗
概
を
以
下
に
記
す
。　

　

神
原
左
五
郎
は
御
家
の
重
宝
「
小
倉
の
色
紙
」
を
預
か
っ
て
い
た
が
、
山
住

五
平
太
に
盗
ま
れ
て
し
ま
う
。
糸
屋
の
中
根
屋
綱
五
郎
は
三
浦
屋
の
遊
女
花
咲
に

溺
れ
て
勘
当
さ
れ
て
い
た
が
、
母
妙
閑
と
妹
お
房
に
め
ぐ
り
会
い
許
さ
れ
る
。
五

平
太
の
伯
母
岩
藤
は
、
小
糸
が
左
五
郎
と
共
謀
し
て
色
紙
を
盗
ん
だ
と
こ
と
を
責

め
、
左
五
郎
の
子
を
妊
娠
し
て
い
る
小
糸
に
堕
胎
薬
を
飲
ま
せ
よ
う
と
す
る
が
、

そ
れ
を
察
知
し
た
中
老
尾
上
が
薬
を
す
り
替
え
て
事
な
き
を
得
る
。
か
え
っ
て
岩

藤
は
毒
薬
不
法
入
手
の
罪
で
追
放
さ
れ
、
小
糸
は
養
父
石
塚
弥
三
兵
衛
が
引
き
取

る
。
幇
間
の
左
七
と
な
っ
た
左
五
郎
は
、
綱
五
郎
に
花
咲
の
身
請
け
に
必
要
な
金

を
貸
し
、
そ
の
代
償
と
し
て
色
紙
の
探
索
を
頼
む
。
と
こ
ろ
が
、
綱
五
郎
は
色
紙

を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
五
平
太
を
殺
し
て
し
ま
う
。
お
房
は
吉
原
見
物
に
来
て
左

七
に
一
目
惚
れ
す
る
。
左
七
は
お
房
の
婿
と
な
る
。
そ
こ
へ
お
房
の
妹
小
糸
が
弥

三
兵
衛
に
伴
わ
れ
て
来
る
。
左
七
は
姉
妹
と
関
係
を
持
っ
た
こ
と
、
綱
五
郎
を
罪

人
と
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
悔
い
、
書
き
置
き
を
残
し
て
出
奔
、
小
糸
も
後
を
追

う
。
綱
五
郎
は
家
へ
迷
惑
の
か
か
ら
ぬ
よ
う
再
び
勘
当
を
受
け
る
。
花
咲
を
連
れ

去
ろ
う
と
す
る
半
時
九
郎
兵
衛
を
追
っ
た
綱
五
郎
は
、
九
郎
兵
衛
か
ら
色
紙
の
質

札
を
手
に
入
れ
、
花
咲
と
落
ち
延
び
る
。
花
咲
は
実
父
の
茂
治
作
を
頼
る
。
茂
治

作
の
後
妻
と
な
っ
て
い
た
岩
藤
は
、
花
咲
を
松
葉
い
ぶ
し
で
責
め
苛
み
、
綱
五
郎

の
居
所
を
聞
き
出
そ
う
と
す
る
が
、
綱
五
郎
が
来
て
救
い
出
す
。
小
糸
と
左
七
の

隠
れ
家
へ
伯
父
の
十
兵
衛
が
お
房
を
連
れ
て
来
る
。
綱
五
郎
も
来
て
、
弥
三
兵
衛

が
岩
藤
を
召
し
捕
っ
て
来
て
、
犯
人
が
五
平
太
と
判
明
す
る
。
左
七
は
帰
参
し
、

お
房
・
小
糸
は
本
妻
・
妾
と
決
ま
る
。
糸
屋
は
綱
五
郎
が
相
続
す
る
。

　

評
判
記
『
義ぎ

多だ

百も
も

贔ひ

屓き

』（
安
永
六
年
刊
）
に
「
綱
五
郎
う
ら
な
い
者
と
な
り

奥
山
の
所
、
糸
や
の
母
妙
閑
綱
五
郎
の
身
の
上
を
聞
、
次
ニ
わ
ざ
と
知
ら
ぬ
ふ
り

に
て
の
見
へ
面
白
事
〳
〵
。
夫
よ
り
編
笠
を
取
れ
ハ
我
子
故
驚
く
所
よ
し
」「
屋

敷
の
段
も
面
白
事
」「
行
徳
村
の
段
岩
藤
の（
局
カ
）
扇
花
咲
を
と
ら
へ
綱
五
郎
の
在
家
を
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白
状
さ
せ
ん
と
松
葉
い
ぶ
し
に
せ
ら
る
ゝ
所
、
に
く
て
い
に
て
よ
し
」「
綱
五
郎

捕
手
と
の
仕
や
い
、
弥
惣
兵
衛（
局
カ
）
扇
に
縄
を
か
け
来
り
、
岩
藤
か
白
状
に
よ
り
綱
五

郎
ハ
糸
屋
の
見
せ
相
続
の
所
迄
出
来
ま
し
た）

4
（

」
と
評
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
浅
草

地
内
の
段
、
赤
城
屋
敷
の
段
、
下
総
行
徳
の
段
、
小
石
川
隠
家
の
段
な
ど
が
評
判

を
と
っ
た
よ
う
で
あ
る）

5
（

。
以
上
を
踏
ま
え
、
三
作
品
の
分
析
を
進
め
て
い
く
。

　
　
　

二　

十
返
舎
一
九
『
東
男
連
理
緒
』

　

一
九
合
巻
『
東
男
連
理
緒
』（
以
下
『
東
男
』）
は
、
文
化
六
年
に
村
田
屋
治
郎

兵
衛
か
ら
刊
行
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
版
元
の
村
田
屋
は
、
寛
政
七
年
刊
の
黄
表

紙
『
初は
つ

日ひ

影か
げ

七し
ち

福ふ
く

即そ
く

生し
ょ
う

』
以
来
、
一
九
と
の
親
交
が
深
く
、
彼
の
代
表
作
と
な
っ

た
滑
稽
本
『
道ど

う

中ち
ゅ
う

膝ひ
ざ

栗く
り

毛げ

』
シ
リ
ー
ズ
の
生
み
の
親
で
も
あ
っ
た）

6
（

。
一
九
が
近
松

東
南
門
の
浄
瑠
璃
作
者
・
近
松
余
七
で
あ
っ
た
こ
と
は
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
。
中

村
幸
彦
「
十
返
舎
一
九
論）

7
（

」
に
よ
れ
ば
、
一
九
戯
作
に
は
浄
瑠
璃
か
ら
趣
向
や
素

材
を
借
り
来
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
ら
は
「
新
し
い
ま
た
当
時
現
に
上
欄

さ
れ
る
も
の
」
が
選
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
点
に
つ

い
て
播
本
眞
一
「
東
男
連
理
緒）

8
（

」
は
、
同
年
に
刊
行
さ
れ
た
一
九
合
巻
『
反か
た
き
う
ち讎
恋こ
い
の

友と
も

猿ざ
る

』（
丸
屋
文
右
衛
門
版
）
が
、
同
五
年
四
月
十
三
日
よ
り
中
村
座
で
上
演
さ

れ
た
〈
お
俊
伝
兵
衛
も
の
〉
の
歌
舞
伎
『
近ち
か

頃ご
ろ

河か

原わ
ら

の
達た

て

引ひ
き

』
堀
川
の
段
を
当
て

込
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
四
年
六
月
二
十
日
よ
り
市
村

座
の
二
番
目
狂
言
と
し
て
上
演
さ
れ
た
『
本
町
育
』
の
作
替
が
大
当
た
り
を
と
っ

た
よ
う
で）

9
（

、『
東
男
』
は
こ
れ
を
当
て
込
ん
だ
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

本
作
は
『
本
町
育
』
の
世
界
に
沿
い
な
が
ら
、
種
々
の
改
変
が
施
さ
れ
て
い
る
。

播
本
解
説
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
俳
人
其
角
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
付
加
し
た
点
が
注

目
さ
れ
る
が
、
主
要
登
場
人
物
の
性
質
や
役
割
に
は
変
化
が
生
じ
て
お
り
、
そ
の

こ
と
に
よ
る
筋
の
改
変
も
見
逃
せ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
り
わ
け
五
平
太
・
九

郎
兵
衛
・
岩
藤
・
綱
五
郎
・
花
咲
・
小
糸
・
左
七
・
お
房
に
つ
い
て
は
、
大
幅
な

改
変
が
施
さ
れ
て
い
る
。

①
山
住
五
平
太
・
半
時
九
郎
兵
衛
・
岩
藤

　

山
住
五
平
太
は
赤
城
家
の
悪
臣
。
糸
屋
の
娘
小
糸
に
横
恋
慕
す
る
が
、
恋
敵
の

左
七
を
邪
魔
に
思
い
、
半
時
九
郎
兵
衛
に
御
家
の
重
宝
「
定
家
卿
の
小
倉
色
紙）

₁₀
（

」

を
盗
み
取
ら
せ
る
。
そ
の
後
、
色
紙
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
綱
五
郎
と
斬
り
合
い

に
な
る
が
、「
喉
笛
」
を
貫
か
れ
て
死
ぬ
。
同
じ
く
悪
人
と
し
て
登
場
す
る
半
時

九
郎
兵
衛
は
、
五
平
太
殺
害
の
様
子
を
盗
み
見
て
、
綱
五
郎
が
刀
の
血
を
拭
い
た

襦
袢
の
片
袖
を
持
ち
帰
る
。
後
日
、
そ
の
片
袖
で
綱
五
郎
を
脅
し
、
恋
心
を
抱
い

て
い
る
遊
女
花
咲
を
奪
っ
て
身
請
け
す
る
が
、
あ
と
を
追
い
か
け
て
来
た
綱
五
郎

と
の
斬
り
合
い
の
末
に
討
た
れ
る
。

　

両
者
と
も
に
、
色
紙
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た
綱
五
郎
に
殺
害
さ
れ
る
と
い
う
点

で
共
通
し
て
お
り
、
小
悪
党
と
い
っ
た
印
象
を
受
け
る
。
む
し
ろ
本
作
で
中
心
を

な
す
敵
役
は
、
五
平
太
の
伯
母
岩
藤
で
あ
ろ
う
。
色
紙
紛
失
の
容
疑
で
禁
制
の
堕

胎
薬
を
小
糸
に
飲
ま
せ
よ
う
と
し
た
り
、
五
平
太
を
殺
し
た
綱
五
郎
の
居
場
所
を

言
わ
せ
る
た
め
に
義
理
の
娘
花
咲
を
松
葉
い
ぶ
し
で
責
め
苛
ん
だ
り
と
、
悪
逆
非

道
の
振
る
舞
い
を
見
せ
る
。
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一
方
『
東
男
』
で
は
、
五
平
太
・
九
郎
兵
衛
・
岩
藤
の
役
割
に
変
化
が
生
じ
て

い
る
。
五
平
太
は
左
七）

₁₁
（

が
御
用
金
三
百
両
を
盗
ん
で
花
咲
を
身
請
け
し
た
と
讒
言

す
る
が
、
佐
左
衛
門
（
左
七
の
父
、
原
作
の
佐
右
衛
門
）
は
同
役
に
も
罪
が
あ
る

と
し
て
五
平
太
を
追
放
す
る
。
恨
ん
だ
五
平
太
は
佐
左
衛
門
を
殺
害
し
て
赤
木
家

の
家
宝
で
あ
る
小
倉
の
色
紙
を
盗
む
。
そ
の
後
、
小
石
川
で
小
糸
を
奪
い
に
来
る

も
失
敗
、
左
七
と
綱
五
郎
に
討
た
れ
る
。
九
郎
兵
衛
は
、
岩
藤
の
許
に
身
を
寄
せ

て
い
る
花
咲
を
我
が
物
に
し
よ
う
と
す
る
も
失
敗
。
換
金
し
よ
う
と
武
家
に
持
ち

込
ん
だ
色
紙
が
す
り
替
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
、
五
平
太
と
同
様
に
討
た

れ
る
。

　

結
論
か
ら
先
に
述
べ
れ
ば
、
二
人
は
主
人
公
た
ち
が
討
ち
果
た
す
べ
き
敵
役
に

格
上
げ
さ
れ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
く
に
、
五
平
太
に
よ
る
佐
左
衛
門
殺
害

は
、
本
作
を
敵
討
物
と
し
て
再
構
成
す
る
た
め
の
重
要
な
改
変
と
言
え
る
。
そ
れ

に
対
し
て
岩
藤
は
、
松
葉
燻
し
の
場
面
こ
そ
描
か
れ
る
も
の
の
、
五
平
太
の
伯
母

と
い
う
立
場
で
は
な
く
な
り
、
色
紙
を
め
ぐ
る
騒
動
に
は
一
切
関
与
し
な
く
な
る
。

②
綱
五
郎
・
花
咲

　

綱
五
郎
は
本
町
糸
屋
の
息
子
で
、
遊
女
花
咲
と
は
相
思
相
愛
の
仲
。
花
咲
の
身

請
け
に
必
要
な
百
両
の
金
を
左
七
に
肩
代
わ
り
し
て
も
ら
う
か
わ
り
に
、
色
紙
を

取
り
戻
そ
う
と
す
る
が
、
五
平
太
を
殺
害
し
て
し
ま
う
。
四
段
目
で
は
、
五
平
太

殺
害
の
罪
を
負
っ
た
綱
五
郎
に
対
し
て
、
母
妙
閑
と
伯
父
十
兵
衛
が
苦
言
を
呈
す

る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
綱
五
郎
は
九
郎
兵
衛
を
も
殺
害
し
て
し
ま

い
、
色
紙
探
索
を
頼
ん
だ
左
七
は
責
任
を
痛
感
し
て
身
替
り
に
な
ろ
う
と
す
る
。

最
終
的
に
綱
五
郎
は
色
紙
を
取
り
戻
す
こ
と
に
成
功
す
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
至
る

ま
で
の
苦
悩
や
葛
藤
は
本
作
の
眼
目
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

　

一
方
『
東
男
』
で
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
綱
五
郎
に
よ
る
五
平
太
・
九
郎
兵
衛

殺
害
は
描
か
れ
ず
、
そ
れ
に
と
も
な
う
苦
悩
や
葛
藤
も
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
綱

五
郎
に
は
、
窮
地
を
救
う
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
の
役
回
り
が
窺
え
る
。
例
え
ば
、
糸

屋
へ
帰
る
途
中
の
小
糸
を
五
平
太
が
襲
う
が
、
綱
五
郎
は
遅
れ
馳
せ
な
が
ら
駆
け

つ
け
て
追
い
払
う
。
ま
た
、
花
咲
が
松
葉
い
ぶ
し
の
責
め
を
受
け
て
棺
桶
に
入
れ

ら
れ
た
際
に
は
、
虫
の
知
ら
せ
に
よ
っ
て
察
知
し
て
窮
地
を
救
う
。
こ
の
よ
う
な

綱
五
郎
の
性
質
は
、
序
文
に
「
本
町
綱
五
郎
・
半
時
九
郎
兵
衛
と
い
へ
る
男
作
の

事
跡
を
つ
ゞ
り
合
せ
し
な
り
」（
傍
線
筆
者
、
以
下
同）

₁₂
（

）
と
記
す
こ
と
か
ら
も
窺

え
る
。『
本
町
育
』
に
お
い
て
も
男
伊
達
な
側
面
は
点
描
さ
れ
て
い
た
（「
頼
れ
た

小
倉
の
色
紙
。
取
り
帰
す
迄
は
男
の
意
地
」「
花
の
お
江
戸
の
本
町
生
れ
」）
が
、

『
東
男
』
に
お
い
て
そ
れ
が
具
体
化
さ
れ
た
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
「
本
町
綱

五
郎
」
と
い
う
名
前
は
、
歌
舞
伎
『
本ほ

ん

町ち
ょ
う

育そ
だ
ち

浮う
き

名な
の

花は
な

婿む
こ

』（
安
永
六
年
五
月
初
演
）

か
ら
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う）

₁₃
（

。

　

ま
た
、
遊
女
花
咲
に
つ
い
て
も
変
化
が
見
ら
れ
る
。
綱
五
郎
を
一
途
に
恋
い
慕

い
、
九
郎
兵
衛
か
ら
の
身
請
け
話
に
苦
悩
す
る
様
子
は
共
通
し
て
い
る
が
、『
東

男
』
に
は
積
極
的
な
行
動
に
出
る
花
咲
が
描
か
れ
て
い
る
。
綱
五
郎
に
よ
っ
て
棺

桶
か
ら
救
出
さ
れ
た
花
咲
は
、
小
石
川
の
左
七
方
に
預
け
ら
れ
て
い
た
が
、
小
糸

と
間
違
え
た
五
平
太
に
捕
ま
る
。
五
平
太
の
隠
れ
家
で
九
郎
兵
衛
と
再
会
し
た
花

咲
は
、
偽
っ
て
肌
を
許
し
て
酒
に
酔
わ
せ
、
色
紙
を
取
り
戻
す
こ
と
に
成
功
す
る
。

　
　

 

小
倉
の
色
紙
の
虚
実
を
正
さ
ん
と
思
案
を
極
め
、
道
な
ら
ぬ
事
な
が
ら
、
九
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郎
兵
衛
の
心
に
従
ひ
、
真
実
に
も
て
な
し
、
肌
身
を
許
さ
せ
、
つ
い
に
誑
し

賺
し
て
、
か
の
色
紙
を
奪
ひ
取
り
帰
り
し
な
り
。

そ
れ
を
聞
い
た
綱
五
郎
は
、「
小
倉
の
色
紙
取
り
返
す
手
立
て
の
た
め
に
せ
し
事
、

少
し
も
苦
し
か
ら
ず
。
不
義
い
た
づ
ら
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
」
と
語
り
、
花
咲
の
行

動
を
称
賛
す
る
。
花
咲
は
身
請
け
の
金
を
肩
代
わ
り
し
て
く
れ
た
左
七
に
「
大
恩
」

を
感
じ
て
お
り
、
色
紙
を
取
り
戻
す
こ
と
が
恩
返
し
に
繋
が
る
と
思
っ
た
た
め
、

こ
の
よ
う
な
行
動
に
出
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
花
咲
は
松
葉
い
ぶ
し
の
責
め
に

あ
っ
た
時
、
岩
藤
に
「
割
り
薪
」
で
打
ち
叩
か
れ
て
気
絶
し
、
棺
桶
に
入
れ
ら
れ

る
も
息
を
吹
き
返
す
の
だ
が
、
こ
の
趣
向
は
、
同
じ
く
『
本
町
育
』
を
典
拠
と
す

る
歌
舞
伎
『
心こ
こ
ろ
の
な
ぞ
と
け
た

謎
解
色い
ろ

糸い
と

』（
鶴
屋
南
北
、
文
化
七
年
正
月
初
演
）
に
お
い
て
応

用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
糸
屋
の
悪
番
頭
佐
五
兵
衛
が
毒
酒
で
お
房
を
仮
死

さ
せ
る
が
、「
雨
水）

₁₄
（

」
が
喉
に
入
り
、
綱
五
郎
が
「
口
う
つ
し
」
で
飲
ま
せ
た
気

付
け
薬
に
よ
っ
て
蘇
生
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

③
小
糸
・
左
七
・
お
房

　

左
七
は
小
糸
と
密
通
し
て
子
を
身
籠
ら
せ
た
が
、
綱
五
郎
に
色
紙
探
索
を
依
頼

す
る
代
わ
り
に
、
お
房
と
結
婚
し
て
糸
屋
を
継
ぐ
こ
と
と
な
る
（
お
房
は
左
七
に

一
目
惚
れ
し
て
い
た
）。
養
父
石
塚
弥
三
兵
衛
と
と
も
に
糸
屋
を
訪
れ
た
小
糸
は
、

左
七
が
姉
の
お
房
の
妻
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
嫉
妬
心
を
燃
や
す
。
左
七

は
書
き
置
き
を
残
し
て
出
奔
、
小
糸
も
後
を
追
う
。
二
人
は
小
石
川
の
長
屋
に
身

を
隠
す
。
お
房
を
連
れ
て
や
っ
て
き
た
十
兵
衛
は
小
糸
に
対
し
、
お
房
が
悲
し
み

の
あ
ま
り
に
泣
き
腫
ら
し
て
、
眼
を
潰
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
明
か
し
、
左
七
を

引
き
渡
す
よ
う
説
得
す
る
。
二
人
は
心
中
を
決
意
す
る
が
、
お
房
と
十
兵
衛
に
止

め
ら
れ
る
。
落
着
後
、
左
七
は
お
房
・
小
糸
を
妻
妾
と
す
る
。

　
『
本
町
育
』
は
〈
小
糸
左
七
も
の
〉
の
名
の
通
り
、
小
糸
・
左
七
に
お
房
を
加

え
た
男
女
の
三
角
関
係
の
有
様
が
軸
と
な
っ
て
お
り
、
欠
か
せ
な
い
要
素
の
一
つ

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、『
東
男
』
で
は
右
に
記
し
た
よ
う
な
恋
模
様
は
ま
っ
た
く

描
か
れ
ず
、
お
房
の
嫉
妬
と
怪
異
と
い
う
、
原
作
に
は
な
い
独
自
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

敵
の
行
方
を
探
る
べ
く
、
左
七
が
小
糸
と
と
も
に
家
を
出
た
た
め
、
残
さ
れ
た

お
房
は
綱
五
郎
か
ら
二
人
の
関
係
を
知
り
、
悲
し
み
の
あ
ま
り
重
病
に
臥
す
。
其

角
（
綱
五
郎
・
お
房
・
小
糸
の
伯
父
）
は
「
我
息
あ
る
う
ち
に
今
一
度
左
五
郎
様

に
会
ひ
た
き
」
と
い
う
お
房
の
願
い
を
叶
え
る
べ
く
、
小
石
川
に
隠
れ
住
む
左
七

を
呼
び
寄
せ
る
。
お
房
は
死
後
、
怨
霊
と
な
っ
て
左
七
に
つ
き
ま
と
い
、
産
婆
に

化
け
て
小
糸
の
生
ん
だ
赤
子
を
食
い
殺
し
て
し
ま
う
。
其
角
は
「
因
果
の
道
理
」

を
説
き
、「
根
の
国
へ
帰
る
桜
の
名
残
か
な
」
の
句
を
手
向
け
て
、
お
房
を
成
仏

さ
せ
る
。

　

お
房
が
左
七
に
一
目
惚
れ
す
る
の
は
原
作
と
同
様
だ
が
、
彼
女
は
妻
と
な
っ
て

迎
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
其
角
の
許
で
左
七
と
忍
び
合
う
関
係
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
小
糸
と
左
七
の
不
義
が
問
題
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
も
原
作
と
共
通
す
る

が
、
本
作
に
お
い
て
二
人
の
恋
は
正
当
化
さ
れ
て
、
対
し
て
お
房
の
恋
が
不
当
な

も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
小
糸
と
左
七
の
関
係
を
知
っ
た
お
房
は
、

　
　

 

さ
あ
ら
ば
、
小
糸
が
縁
深
し
。
な
ま
な
か
馴
れ
初
め
て
思
ひ
ま
さ
り
、
切
る

に
も
切
ら
れ
ず
途
方
に
暮
れ
て
胸
を
燃
や
せ
ど
も
、
い
か
に
と
も
す
べ
き
や
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う
な
く
、
今
は
早
せ
ん
か
た
な
し
。
妹
の
恋
人
と
も
知
ら
ず
し
て
思
ひ
初
め

相
馴
れ
し
は
、
こ
の
身
の
因
果
と
昼
夜
眼
も
合
わ
ず
、
思
ひ
続
け
て
泣
き
明

か
し
け
る
が
…

と
あ
る
よ
う
に
、
左
七
と
の
恋
が
叶
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
「
こ
の
身
の
因
果
」
と

言
い
聞
か
せ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
お
房
は
「
因
果
」
の
名
の
も
と
に
命
を
落
と
し

た
の
で
あ
る
。
や
や
強
引
な
方
法
で
は
あ
る
が
、
原
作
に
お
い
て
、
お
房
・
小
糸

が
左
七
の
妻
妾
と
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
一
九
自
身
、
何
ら
か
の
問
題
を
感
じ

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

以
上
、
主
要
登
場
人
物
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、『
東
男
』
の
改
変
方
法
に
つ

い
て
見
て
き
た
。
ま
ず
、
五
平
太
・
九
郎
兵
衛
を
途
中
で
死
な
せ
る
こ
と
な
く
、

討
ち
果
た
す
べ
き
仇
敵
と
し
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
綱
五

郎
や
花
咲
の
性
質
に
も
変
化
が
み
ら
れ
た
。
ま
た
、
原
作
に
み
ら
れ
た
小
糸
・
左

七
・
お
房
の
恋
模
様
は
描
か
れ
ず
、
お
房
の
嫉
妬
と
怪
異
と
い
う
独
自
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
挿
入
す
る
こ
と
で
、
や
や
強
引
な
が
ら
も
小
糸
・
左
七
の
恋
を
正
当
化

す
る
こ
と
に
も
成
功
し
た
。
こ
の
よ
う
な
登
場
人
物
の
性
質
や
役
割
の
変
化
は
、

色
紙
の
紛
失
・
奪
還
と
い
う
筋
を
基
本
線
と
し
つ
つ
も
、
原
話
の
情
話
的
色
彩
を

抑
え
、
敵
討
物
と
し
て
再
構
成
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
た
だ

し
、
一
九
の
合
巻
作
品
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
演
劇
の
筋
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る

ケ
ー
ス
は
そ
れ
ほ
ど
多
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
前
年
刊
の
『
桑く

わ

名な

屋や

徳と
く

蔵ぞ
う

廻か
い

船せ
ん

噺ば
な
し

』
は
歌
舞
伎
『
桑く
わ

名な

屋や

徳と
く

蔵ぞ
う

入い
り

船ふ
ね

物も
の

語が
た
り

』（
並
木
正
三
、
明
和
七
年
十
二

月
初
演
）
と
外
題
が
近
似
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
容
に
は
大
き
な

懸
隔
が
見
ら
れ
る）

₁₅
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

　
　
　

三　

山
東
京
伝
『
糸
桜
本
朝
文
粋
』

　

京
伝
合
巻
『
糸
桜
本
朝
文
粋
』（
以
下
『
本
朝
文
粋
』）
は
、
文
化
七
年
に
西
村

屋
与
八
よ
り
刊
行
さ
れ
た
作
品
で
、
序
文
に
「
文
化
六
年
己
巳
三
月
稿
了）

₁₆
（

」
と
あ

る
よ
う
に
、
前
年
三
月
に
は
脱
稿
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
六
丁
表
に
「
追

加
文
」
と
題
す
る
京
伝
の
再
識
が
あ
り
、「
文
化
六
年
己
巳
秋
八
月
」
と
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
三
月
か
ら
八
月
ま
で
の
間
に
、
変
更
が
加
え
ら
れ
た
可
能
性

も
否
定
で
き
な
い
。
棚
橋
正
博
「
解
題）

₁₇
（

」
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
作
も
『
本
町

育
』
の
筋
が
全
編
を
支
配
し
て
い
る
が
、
小
三
・
金
五
郎
・
笠
屋
三
勝
と
い
っ
た

情
話
の
男
女
を
新
た
に
登
場
さ
せ
る
な
ど
、
大
幅
な
改
変
が
施
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、『
東
男
』
か
ら
の
影
響
も
垣
間
見
え
る
。

①
御
家
騒
動
物

　

先
述
し
た
よ
う
に
、『
本
町
育
』『
東
男
』
と
も
に
色
紙
の
紛
失
・
奪
還
と
い
う

筋
を
基
本
線
と
し
て
い
る
が
、
御
家
騒
動
物
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
悪
臣
に
よ
る

御
家
の
横
領
、
若
殿
の
放
蕩
、
忠
臣
の
艱
難
辛
苦
、
と
い
っ
た
描
写
は
見
ら
れ

な
い
。
五
平
太
・
九
郎
兵
衛
に
は
そ
の
よ
う
な
目
的
は
な
く
、
恋
敵
へ
の
意
趣
返

し
と
し
て
色
紙
を
盗
ん
だ
ま
で
で
あ
る
。
一
方
『
本
朝
文
粋
』
で
は
、
悪
臣
に
よ

る
御
家
横
領
の
陰
謀
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
中
心
を
な

す
敵
役
も
五
平
太
・
九
郎
兵
衛
か
ら
村
雲
典
膳
・
岩
藤
左
衛
門
へ
と
変
化
し
て
い
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る）
₁₈
（

。

　

村
雲
典
膳
・
岩
藤
左
衛
門
は
佐
々
木
判
官
の
執
権
。
忠
臣
石
塚
淀
兵
衛
（
原
作

の
石
塚
弥
三
兵
衛
）
を
殺
害
し
、
佐
々
木
家
の
重
宝
「
小
烏
丸
の
太
刀
」（
家
督

相
続
に
必
要
）
を
奪
い
取
る
。
そ
の
際
、
事
前
に
六
十
六
部
と
虚
無
僧
（
判
官
の

妻
尾
上
の
前
が
営
む
報
謝
宿
に
宿
泊
し
て
い
た
）
を
殺
害
し
て
お
き
、
彼
ら
の
衣

服
に
着
替
え
て
か
ら
犯
行
に
及
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
二
人
は
最
終
的
に
淀
兵
衛
の

子
綱
五
郎
・
久
我
之
助
に
よ
っ
て
討
た
れ
、
太
刀
も
元
に
戻
り
、
判
官
の
息
子
花

若
丸
が
家
督
を
継
い
で
一
件
落
着
と
な
る
。

　

対
し
て
二
人
の
悪
人
は
ど
う
な
っ
た
か
。
五
平
太
は
「
山
住
屋
ろ
平
太
」
と
い

う
名
の
俄
分
限
と
し
て
登
場
。
久
我
之
助
の
妻
お
舟
に
恋
心
を
抱
き
、
風
の
神
犬

右
衛
門
・
淡
島
猿
助
・
大
黒
舞
の
蟹
兵
衛
（
原
作
の
風
の
神
喜
左
衛
門
・
淡
島
権

兵
衛
・
大
黒
舞
槌
右
衛
門
）
を
仲
間
に
し
て
奪
お
う
と
す
る
が
失
敗
、
侠
客
金
屋

金
五
郎
に
殺
害
さ
れ
る
。
色
紙
の
一
件
に
こ
そ
関
与
し
て
い
な
い
が
、
役
回
り
は

原
作
と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
金
五
郎
の
台
詞
に
「
こ
れ
は
し
た
り
。
殺
す
気
で

は
な
か
つ
た
に
、
誤
つ
て
人
殺
し
と
な
つ
た
る
後
悔
さ
よ
」「
我
、
人
殺
し
の
罪

と
な
ら
ば
、
後
に
残
る
母
人
は
、
誰
あ
つ
て
か
養
ふ
べ
き
。
こ
れ
大
い
な
る
不
孝

な
り
」
と
あ
り
、
ろ
平
太
殺
害
に
対
す
る
罪
の
意
識
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
原
作
に
お
け
る
綱
五
郎
の
役
割
は
金
五
郎
が
担
う
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え

て
よ
い
だ
ろ
う
。
両
者
に
は
男
伊
達
と
い
う
共
通
点
も
あ
り
、
京
伝
の
周
到
な
人

物
設
定
が
窺
え
る
。

　

一
方
、
九
郎
兵
衛
は
「
闇
の
黒
平
」
と
い
う
名
の
盗
賊
と
し
て
登
場
す
る
。
綱

五
郎
か
ら
色
紙
を
奪
っ
て
三
百
両
で
売
却
。
悪
臣
二
人
の
悪
事
に
加
担
し
て
多
額

の
金
を
得
て
か
ら
は
「
半
時
黒
平
」
を
名
乗
る
。
犬
右
衛
門
ら
を
手
下
に
従
え
、

金
に
飽
か
し
て
花
咲
を
口
説
く
も
靡
か
な
い
の
で
、
彼
女
の
娘
小
蔓
を
人
質
に

取
っ
て
脅
す
。
そ
の
後
、
綱
五
郎
が
糸
屋
の
手
代
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
聞
き
つ

け
て
潜
入
す
る
も
、
綱
五
郎
・
久
我
之
助
の
手
で
返
り
討
ち
に
あ
う
。
五
平
太
と

同
様
、
黒
平
の
役
回
り
も
原
作
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
、
黒
平
が
色
紙

を
盗
み
、
売
却
し
た
目
的
は
、
か
ね
て
よ
り
恋
い
慕
っ
て
い
た
花
咲
を
身
請
け
す

る
金
を
得
る
た
め
で
あ
っ
た
（
綱
五
郎
の
台
詞
に
「
扨
は
色
紙
を
質
に
入
レ
。
身

受
の
跡
金
渡
し
た
な
」
と
あ
る
）
が
、
本
作
で
は
大
金
を
得
て
遊
廓
に
通
い
、
そ

こ
で
は
じ
め
て
花
咲
に
思
い
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
る
。

　

水
野
稔
「
京
伝
合
巻
の
研
究
序
説）

₁₉
（

」
が
、「
敵
討
物
を
吸
収
し
た
陰
謀
物
の
世

界
の
確
立
と
演
劇
的
手
法
の
定
型
に
向
っ
て
の
進
路
の
決
定
し
た
の
が
、
文
化
七

年
で
あ
っ
た
と
い
え
る
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
京
伝
合
巻
は
陰
謀
物
す
な
わ
ち

御
家
騒
動
物
を
主
題
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
五
平
太
・
九
郎
兵
衛
に
代
わ
っ
て
典

膳
・
岩
藤
を
事
件
の
首
謀
者
と
す
る
の
も
、
こ
の
時
期
の
特
徴
と
言
え
よ
う
。
こ

の
よ
う
な
傾
向
は
、
旧
稿
で
論
じ
た
悪
人
秋
月
一
角
を
悪
党
の
首
領
と
す
る
『
今こ

ん

昔じ
ゃ
く

八は
ち

丈じ
ょ
う

揃ぞ
ろ
え

』（
文
化
九
年
刊
、
以
下
『
八
丈
揃
』）
の
特
徴
と
類
似
し
て
い
る
。
た

だ
、
典
膳
・
岩
藤
は
序
盤
に
登
場
し
て
以
降
、
終
盤
ま
で
ま
っ
た
く
姿
を
見
せ
ず
、

首
謀
者
の
わ
り
に
は
地
味
な
役
回
り
で
あ
る
。
む
し
ろ
京
伝
と
し
て
は
、
ろ
平
太
・

黒
平
の
方
に
こ
そ
悪
人
と
し
て
の
魅
力
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す

る
。
こ
の
点
、『
八
丈
揃
』
の
秋
月
一
角
は
終
始
物
語
に
関
与
し
て
お
り
、
首
謀

者
と
し
て
の
本
領
を
発
揮
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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②
役
割
の
相
互
交
換

　

綱
五
郎
は
石
塚
淀
兵
衛
の
次
男
「
石
塚
綱
五
郎
」、
花
咲
は
下
関
の
遊
女
「
葛

城
」
と
し
て
登
場
す
る
。
葛
城
は
綱
五
郎
の
子
供
を
身
籠
る
が
、
彼
が
色
紙
を
紛

失
し
た
こ
と
に
よ
り
、
生
き
別
れ
と
な
っ
て
し
ま
う
。
子
供
を
産
ん
だ
後
、
花
咲

の
名
で
五
条
坂
の
遊
廓
に
勤
め
る
が
、
祇
園
社
で
売
卜
者
と
な
っ
て
い
た
綱
五
郎

と
再
会
。
桜
花
の
紋
所
を
象
っ
た
櫛
こ
そ
綱
五
郎
が
間
夫
で
あ
る
証
拠
と
脅
さ
れ

た
花
咲
は
、
二
つ
に
折
っ
て
綱
五
郎
と
の
縁
を
切
っ
た
こ
と
を
明
か
す
が
、
そ
れ

は
娘
小
蔓
を
取
り
戻
す
た
め
の
方
便
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
小
蔓
は
黒
平
の
人
質

と
な
っ
て
自
害
し
て
し
ま
う
。
そ
の
後
、
二
人
は
左
七
・
お
房
と
名
を
変
え
て
糸

屋
の
世
話
に
な
っ
て
い
た
が
、
左
七
は
糸
屋
の
娘
小
糸
に
好
意
を
寄
せ
ら
れ
る
。

小
糸
は
阿
野
谷
十
兵
衛
と
の
縁
談
を
苦
に
思
い
、
左
七
と
出
奔
す
べ
き
手
紙
を
し

た
た
め
る
が
、
そ
れ
を
手
代
の
杢
四
郎
に
取
ら
れ
る
。
お
房
が
機
転
を
利
か
せ
て

杢
四
郎
を
酔
わ
せ
、
手
紙
を
探
す
が
出
て
き
た
の
は
淀
兵
衛
自
筆
の
色
紙
の
写
し

で
あ
っ
た
。
祝
言
の
日
、
綱
五
郎
は
十
兵
衛
と
杢
四
郎
が
密
談
し
て
い
る
の
を
不

審
に
思
い
様
子
を
窺
う
。
二
人
の
話
に
よ
れ
ば
、
十
兵
衛
の
正
体
は
兄
の
淀
太
郎

で
、
綱
五
郎
に
家
督
を
継
が
せ
る
べ
く
、
紛
失
し
た
色
紙
を
手
に
入
れ
よ
う
と
、

糸
屋
の
婿
と
な
っ
て
潜
入
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
杢
四
郎
は
淀
太
郎
の

家
来
で
、
糸
屋
の
手
代
と
な
っ
て
情
報
収
集
に
あ
た
っ
て
い
た
（
糸
屋
の
主
人
柳

兵
衛
が
色
紙
を
手
に
入
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
）。
そ
の
後
、
久
我
之
助
た
ち
が
糸

屋
を
訪
れ
、
兄
弟
三
人
が
揃
っ
た
と
思
い
き
や
、
淀
太
郎
・
小
糸
は
自
害
。
二
人

は
典
膳
の
実
の
子
供
で
、
腹
違
い
の
兄
妹
で
あ
っ
た
。

　

梗
概
が
少
々
長
く
な
っ
た
が
、
以
上
か
ら
窺
え
る
綱
五
郎
・
花
咲
・
小
糸
の
変

化
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
最
も
大
き
な
変
化
と
し
て
、
綱
五
郎
・
花
咲

と
左
七
・
お
房
を
同
一
人
物
と
し
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
が
本
来
持
っ
て
い
た
役
割
の
一
部
が
、
別
の
人
物
に
賦
与
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
ま
た
、
先
述
し
た
『
東
男
』
の
影
響
か
と
思
わ
れ
る
部
分
も
あ
る
。

以
下
、
登
場
人
物
ご
と
に
確
認
し
て
い
く
。

　

綱
五
郎
は
佐
々
木
家
に
仕
え
る
石
塚
淀
兵
衛
の
息
子
と
し
て
描
き
直
さ
れ
る

が
、
こ
れ
は
赤
城
家
に
仕
え
る
神
原
佐
右
衛
門
の
息
子
左
七
の
役
割
を
受
け
継
い

だ
も
の
で
、
色
紙
紛
失
が
綱
五
郎
の
落
度
と
な
っ
た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
ま

た
、
十
兵
衛
と
名
を
変
え
て
い
た
兄
淀
太
郎
が
綱
五
郎
に
対
し
、「
此
家
の
小
糸

と
不
義
な
す
は
、
さ
て
は
真
の
放
埓
者
」
と
言
っ
て
非
難
す
る
場
面
が
あ
る
。
十

兵
衛
と
い
え
ば
、
原
作
で
は
綱
五
郎
た
ち
の
伯
父
に
当
た
る
人
物
で
、「
姉
聟
の

左
七
と
色
事
し
て
。
内
を
欠
落
す
る
と
い
ふ
や
う
な
又
こ
ん
な
素
早
い
性
の
悪
い

女
子
が
。
此
広
い
江
戸
中
に
ま
一
人
と
有
ル
物
じ
や
な
い
は
い
や
い
」
と
言
っ
て
、

不
義
を
犯
し
た
小
糸
を
非
難
す
る
場
面
が
あ
っ
た
。
叱
る
相
手
こ
そ
異
な
れ
、
綱

五
郎
と
左
七
を
同
一
人
物
と
し
て
描
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
変
更
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

　

花
咲
は
葛
城
と
呼
ば
れ
て
い
た
頃
に
綱
五
郎
の
子
を
身
籠
る
が
、
こ
れ
は
左
七

の
子
を
身
籠
っ
た
小
糸
の
役
割
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
、
こ
ち
ら
も
綱
五
郎
・
左

七
を
同
一
人
物
と
し
て
描
い
た
こ
と
に
と
も
な
う
変
更
で
あ
る
。
ま
た
、
お
房
と

名
を
変
え
る
も
の
の
、
原
作
に
お
け
る
お
房
の
役
割
は
皆
無
で
、
そ
れ
は
む
し
ろ

後
述
す
る
小
糸
に
託
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
本
作
の
花
咲
は
『
東
男
』
と
同
様
、

積
極
的
な
行
動
に
出
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
る
の
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
黒
平
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か
ら
綱
五
郎
と
の
仲
を
疑
わ
れ
た
時
に
は
、「
あ
の
や
う
な
働
き
の
な
い
業
の
悪

い
、
因
果
な
貧
乏
者
と
つ
な
が
つ
て
は
此
身
の
破
滅
。
今
日
か
ら
お
前
に
見
か
へ

る
印
」
と
言
っ
て
愛
想
づ
か
し
を
す
る
。「
愛
想
づ
か
し
」
と
は
、
男
が
探
し
求

め
て
い
る
宝
物
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
、
女
が
心
に
も
な
い
悪
態
を
つ
い
て
縁
を

切
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
、「
縁
切
」
と
も
い
う）

₂₀
（

。
女
の
真
意
を
理
解
で
き
な
い
男

が
怒
っ
て
、
殺
し
に
発
展
す
る
の
が
定
石
と
さ
れ
る
が
、
本
作
で
は
そ
の
よ
う
な

展
開
と
は
な
ら
な
い
。
な
お
、『
心
謎
解
色
糸
』
に
も
愛
想
づ
か
し
が
描
か
れ
て

い
る
が
、
こ
ち
ら
は
定
石
通
り
、
左
七
に
よ
る
お
糸
（
深
川
仲
町
の
芸
者
）
殺
害

へ
と
発
展
す
る）

₂₁
（

。
そ
の
後
も
、
小
糸
の
手
紙
を
取
り
返
す
た
め
に
杢
四
郎
を
巧
み

に
「
あ
や
な
す
」
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
行
動
は
「
手
管
に
馴
れ
た
」
花
咲
な
ら

で
は
の
も
の
で
あ
る
。

　

小
糸
は
「
美
男
な
る
姿
に
恋
慕
し
て
、
明
暮
れ
心
を
悩
ま
し
け
る
」
と
あ
る
よ

う
に
、
左
七
と
な
っ
た
綱
五
郎
に
一
目
惚
れ
す
る
。
こ
れ
は
、
俄
狂
言
の
席
上
で

左
七
に
一
目
惚
れ
し
た
お
房
の
役
割
を
受
け
継
い
だ
も
の
だ
が
、
原
作
の
お
房
が

左
七
の
妻
と
な
っ
て
結
ば
れ
る
の
に
対
し
、
本
作
の
小
糸
は
刀
を
刺
し
て
自
害
す

る
結
末
と
な
る
。
こ
の
点
、『
東
男
』
の
お
房
と
よ
く
似
て
い
る
。
た
だ
、「
因
果
」

と
い
う
曖
昧
な
理
由
で
済
ま
せ
た
『
東
男
』
と
は
異
な
り
、
本
作
で
は
、
典
膳
と

い
う
「
敵
の
血
筋
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
左
七
を
恋
い
慕
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
、
腹
違
い
の
兄
と
関
係
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
小
糸
の
不
義
を

そ
の
理
由
と
し
て
い
る
。
彼
女
に
と
っ
て
自
害
は
、「
畜
生
の
真
似
事
」
を
し
て

し
ま
っ
た
自
身
に
対
す
る
「
天
罰
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
本
作
の
小

糸
は
原
作
の
お
房
・
小
糸
の
性
質
を
同
時
に
有
す
る
人
物
と
し
て
描
き
直
さ
れ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
、『
本
朝
文
粋
』
に
見
ら
れ
る
原
作
か
ら
の
改
変
や
『
東
男
』
と
の
類
似

箇
所
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。
ま
ず
、
典
膳
・
岩
藤
に
よ
る
御
家
横
領
の
陰
謀

を
全
編
を
統
括
す
る
枠
組
み
と
し
、
そ
こ
に
淀
兵
衛
殺
害
に
起
因
す
る
敵
討
を
組

み
込
み
、
御
家
騒
動
物
と
し
て
再
構
成
し
た
点
に
大
き
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
五

平
太
・
九
郎
兵
衛
を
敵
役
と
し
た
だ
け
の
『
東
男
』
と
は
大
き
く
異
な
る
。
た
だ
、

首
謀
者
の
わ
り
に
典
膳
・
岩
藤
の
存
在
感
は
希
薄
で
、
構
成
上
の
問
題
点
を
抱
え

て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
登
場
人
物
間
で
役
割
の
一
部
を
相
互
交

換
し
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
綱
五
郎
・
花
咲
と
左
七
・

お
房
を
同
一
人
物
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
綱
五
郎
・
お
房
・
小
糸
の
兄
妹

関
係
を
解
消
す
る
こ
と
で
、
小
糸
・
左
七
・
お
房
に
よ
る
三
角
関
係
の
恋
模
様
も

描
か
れ
な
い
。
こ
の
点
、『
東
男
』
に
よ
く
似
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
さ
ま

ざ
ま
な
改
変
が
見
ら
れ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
上
省
略
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
ま
で
『
八
丈
揃
』
や
『
本
朝
文
粋
』
と
い
っ
た
演
劇
の
筋
を

基
盤
と
す
る
京
伝
合
巻
の
検
討
を
お
こ
な
っ
て
き
た
が
、
両
者
と
も
に
演
劇
的
趣

向
を
用
い
た
改
変
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
点
で
共
通
す
る
。『
八
丈
揃
』
で
は
「
も

ど
り
」「
身
替
り
」
が
、『
本
朝
文
粋
』
で
は
「
愛
想
づ
か
し
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
用

い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
本
朝
文
粋
』
で
綱
五
郎
・
花
咲
と
左
七
・
お
房
を
同

一
人
物
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
歌
舞
伎
役
者
に
お
け
る
一
人
二
役
が
想
起
さ

れ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
演
劇
づ
く
し
と
も
い
う
べ
き
改
変
方
法
が
、
京
伝
合

巻
の
特
徴
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
な
お
検
討
を
要
す
る
。
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四　

曲
亭
馬
琴
『
糸
桜
春
蝶
奇
縁
』

　

徳
田
武
「
解
題）

₂₂
（

」
に
よ
れ
ば
、『
糸
桜
春
蝶
奇
縁
』（
以
下
『
春
蝶
奇
縁
』）
は

『
本
町
育
』
の
初
段
・
三
段
目
・
四
段
目
・
八
段
目
の
筋
を
取
り
入
れ
つ
つ
、「
馬

琴
特
有
の
緻
密
な
因
果
律
に
の
っ
と
っ
て
新
た
に
再
構
成
」
し
た
も
の
だ
と
い
う
。

こ
こ
で
い
う
「
緻
密
な
因
果
律
」
と
は
、
前
掲
大
屋
論
文
が
指
摘
す
る
一
八
の
怨

霊
を
端
緒
と
す
る
因
果
の
こ
と
で
、
馬
琴
流
の
勧
善
懲
悪
観
に
よ
る
緊
密
な
構
成

が
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
、
登
場
人
物
の
性
質
や
役
割
の
変
化
に
関
し
て
は
、
論
じ

尽
く
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
前
章
ま
で
の
検
討
を
ふ
ま
え
、
あ
ら
た
め
て

『
春
蝶
奇
縁
』
の
改
変
点
に
つ
い
て
検
証
し
て
み
た
い
。
な
お
、
五
平
太
・
九
郎

兵
衛
等
の
悪
人
に
つ
い
て
は
、
大
屋
論
文
に
詳
し
い
た
め
省
略
す
る
。

　

文
化
五
年
刊
の
馬
琴
読
本
『
雲く

も
の

妙た
え

間ま

雨あ
ま

夜よ
の

月つ
き

』
奥
付
の
近
刊
予
告
に
、「
一
侠
両
貞

糸

桜
赤
縄
奇
編　

全
五
冊）

₂₃
（

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
一
侠
」
は
綱
五
郎
、「
両
貞
」
は

小
糸
・
お
房
を
指
し
、
当
初
は
綱
五
郎
と
二
人
の
「
赤
縄
」（
夫
婦
の
縁
）
を
描

く
予
定
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
前
掲
徳
田
解
題
）。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
綱
五

郎
・
お
房
、
左
七
・
小
糸
と
い
う
二
組
の
男
女
が
結
ば
れ
る
結
末
と
な
る
。
事
実
、

本
作
末
尾
に
「
虞
舜
の
聖
に
あ
ら
ざ
り
せ
ば
、
堯
の
二ふ
た
り
の
む
す
め女
を
取
て
、
妻め

と
な
す
を

よ
し
と
せ
ん
や
。
狭
五
郎
思
ひ
誤
り
て
、
小
糸
と
夫
婦
に
な
る
と
き
は
、
又
そ
の

姉
を
娶
る
に
由
な
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
馬
琴
は
姉
妹
を
妻
妾
と
す
る
こ
と
に
否

定
的
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。
結
論
か
ら
先
に
述
べ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
構
想
の

変
化
は
、
先
述
し
た
合
巻
二
作
に
触
発
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

先
に
示
し
た
『
春
蝶
奇
縁
』
末
尾
の
続
き
に
は
、「
綱
五
郎
と
阿
総
の
み
、
其

行
状
に
疵き

瑕ず

な
き
も
の
也
。
よ
ろ
し
く
こ
れ
を
賞
す
べ
し
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、

綱
五
郎
・
お
房
の
恋
を
正
当
な
も
の
と
認
め
る
一
方
で
、
左
七
・
小
糸
の
そ
れ
を

不
当
な
も
の
と
す
べ
き
、
と
い
う
認
識
を
示
し
た
も
の
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、

い
ず
れ
か
一
方
の
恋
に
軍
配
を
上
げ
る
の
は
、『
東
男
』『
本
朝
文
粋
』
に
も
見
ら

れ
た
。『
東
男
』
で
は
小
糸
・
左
七
の
恋
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
お
房
を
嫉
妬

心
の
強
い
女
性
と
し
て
病
死
さ
せ
、『
本
朝
文
粋
』
で
は
綱
五
郎
・
花
咲
の
恋
を

成
立
さ
せ
る
べ
く
、
小
糸
を
不
義
を
犯
し
た
人
物
と
し
て
自
害
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

贔
屓
に
す
る
男
女
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
性
は
『
春
蝶
奇
縁
』
と

共
通
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
で
は
な
ぜ
、
馬
琴
は
綱
五
郎
・
お
房
の
二
人
を

「
行
状
に
疵
瑕
な
き
も
の
」
と
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
鍵
と
な
る
の
が
、
近
刊
予
告
に
あ
っ
た
「
侠
」
と
い
う
綱
五
郎
の
形
容
で

あ
る）

₂₄
（

。「
侠
」
は
義
侠
心
に
厚
い
性
格
の
こ
と
で
、
男
伊
達
と
も
称
さ
れ
る
。
馬

琴
は
本
作
執
筆
以
前
か
ら
、
綱
五
郎
を
男
伊
達
と
認
識
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
そ

れ
を
い
ち
早
く
具
体
化
し
た
の
が
一
九
の
『
東
男
』
で
あ
っ
た
。
後
述
す
る
要
素

か
ら
、
綱
五
郎
の
人
物
造
型
に
『
東
男
』
か
ら
の
直
接
的
な
影
響
は
見
ら
れ
な
い

も
の
の
、
綱
五
郎
＝
男
伊
達
と
い
う
の
は
共
通
認
識
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

馬
琴
は
後
年
、『
著
作
堂
旧
作
略
自
評
摘
要
』（
天
保
十
五
年
成
）
に
お
い
て
、

綱
五
郎
を
「
義
侠
の
大
勇）

₂₅
（

」
と
称
賛
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
盗
賊
山
魅
伍
平
太
に

囚
わ
れ
た
小
糸
を
救
う
た
め
、
単
身
賊
寨
に
潜
入
し
て
伍
平
太
ら
を
懲
ら
し
め
た

こ
と
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
綱
五
郎
の
「
義
侠
」
に
つ
い
て
は
、

内
田
保
廣
「
馬
琴
の
侠
―
『
開
巻
驚
奇
侠
客
伝
』
以
前）

₂₆
（

―
」
に
詳
し
い
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
綱
五
郎
は
武
芸
好
き
・
弱
者
保
護
・
自
己
犠
牲
の
三
点
を
兼
ね
備
え
て
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の
改
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点
に
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て
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て
み
た
い
。
な
お
、
五
平
太
・
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郎

兵
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等
の
悪
人
に
つ
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て
は
、
大
屋
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文
に
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し
い
た
め
省
略
す
る
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五
年
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の
馬
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読
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、

内
田
保
廣
「
馬
琴
の
侠
―
『
開
巻
驚
奇
侠
客
伝
』
以
前）

₂₆
（

―
」
に
詳
し
い
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
綱
五
郎
は
武
芸
好
き
・
弱
者
保
護
・
自
己
犠
牲
の
三
点
を
兼
ね
備
え
て
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お
り
、『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
以
前
に
お
い
て
、
最
も
完
成
さ
れ
た
馬
琴
の
「
侠
」

だ
と
い
う
。
こ
れ
だ
け
で
も
十
分
に
「
行
状
に
疵
瑕
な
き
も
の
」
と
言
え
る
が
、

さ
ら
に
馬
琴
は
、
綱
五
郎
の
出
自
を
も
改
変
す
る
。
賊
寨
襲
撃
の
噂
を
聞
い
た
十

兵
衛
（
糸
屋
の
番
頭
）
が
苦
言
を
呈
す
る
が
、
対
し
て
綱
五
郎
は
自
身
が
豊
嶋

信
盛
と
い
う
「
や
ん
ご
と
な
き
武
士
」
の
「
血ち

絡す
じ

」
で
あ
り
、
現
在
の
よ
う
な
糸

商
人
と
な
っ
た
の
は
、
祖
父
三
郎
の
代
か
ら
だ
と
明
か
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う

な
血
筋
に
あ
る
自
身
が
、
商
売
人
と
し
て
の
生
業
を
嫌
い
、
武
芸
を
好
む
の
は
、

「
脱の
が

れ
が
た
き
因
果
」
で
あ
る
と
言
う
。
馬
琴
が
血
筋
を
重
ん
じ
る
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
も
「
血
合
わ
せ
」
と
い
う
趣
向
を
通
し
て
、
そ
の
こ
と
に

言
及
し
て
き
た）

₂₇
（

が
、
正
統
な
血
筋
の
人
間
で
あ
る
こ
と
も
、「
行
状
に
疵
瑕
な
き

も
の
」
と
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
要
素
と
い
え
よ
う
。

　

一
方
、
お
房
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
本
作
の
お
房
は
、
五
十
四
塚
東
六
郎
と
曙
明

の
姉
娘
「
小
草
」
と
し
て
登
場
す
る
。
許
婚
の
神
原
狭
五
郎
の
許
に
向
か
う
途
中

で
海
難
に
遭
う
も
木
嬰
（
一
八
の
前
妻
）
に
救
わ
れ
、「
大
総
」
と
改
名
し
て
糸

屋
に
養
わ
れ
る
。
そ
の
時
、
大
総
は
綱
五
郎
と
の
結
婚
を
勧
め
ら
れ
る
が
、「
尼

に
な
る
べ
き
願
ひ
あ
り
」
と
言
っ
て
拒
否
す
る
。
ま
た
、
狭
七
と
の
結
婚
を
求
め

ら
れ
た
際
に
も
、「
い
ひ
が
た
き
情わ

由け

侍
り
」
と
言
っ
て
断
る
（
狭
五
郎
と
狭
七

が
同
一
人
物
だ
と
認
識
し
て
い
な
い
た
め
）
も
綱
五
郎
に
押
し
切
ら
れ
、
つ
い
に

は
自
害
を
図
ろ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
狭
七
が
落
と
し
た
扇
が
婚
礼
の
引
出
物

と
し
て
渡
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
、
彼
が
許
婚
の
狭
五
郎
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
際
、
大
総
は

　
　

 

わ
ら
は
に
は
親
と
親
が
、
云い
ひ
な
つ
け号
た
る
夫を
と
こ

あ
り
。
国
隔
れ
ば
あ
ひ
も
せ
ず
、
見

も
せ
ぬ
か
ら
に
棄
ら
れ
た
れ
ど
、
一
旦
夫
と
定
め
つ
る
、
操
を
わ
れ
か
ら
破

ら
じ
、
と
お
も
ひ
し
故
に
他あ
だ
し

人ひ
と

と
、
婚
縁
を
結
ば
じ
と
て
、
そ
れ
と
は
告
ず

推い
な
み辞
し
か
ど
も
、
脱
れ
か
た
く
て
狭
七
主
と
、
ひ
と
つ
臥ふ
し
と房
に
入
る
も
の
か

ら
…

と
語
る
。
こ
の
よ
う
に
、
大
総
は
貞
節
を
重
ん
じ
る
ゆ
え
に
苦
悩
す
る
女
性
と
し

て
描
か
れ
て
い
る）

₂₈
（

。
先
に
示
し
た
近
刊
予
告
の
「
貞
」
は
、
こ
の
こ
と
を
指
し
て

い
よ
う
。
原
作
に
お
房
の
「
貞
」
を
表
現
し
た
も
の
は
見
ら
れ
な
い
が
、
彼
女
は

十
兵
衛
や
綱
五
郎
た
ち
か
ら
認
め
ら
れ
た
「
花
嫁
」
で
あ
り
、
馬
琴
は
こ
の
こ
と

を
重
く
見
た
の
で
あ
ろ
う
。
対
し
て
左
七
・
小
糸
の
関
係
は
、「
媒な
か

妁う
ど

な
し
の
野こ
ろ
び

合あ
ひ

」（
獣
躾
師
水
右
衛
門
﹇
実
は
扇
谷
家
臣
岩
藤
尾
乃
右
衛
門
﹈
の
台
詞
）
と
い

う
厳
し
い
評
価
と
な
っ
て
い
る）

₂₉
（

。

　

ま
た
、
小
石
川
の
隠
家
に
来
た
大
総
は
泣
き
腫
ら
し
て
「
盲
目
」
と
な
っ
て
い

る
の
だ
が
、
そ
れ
は
左
七
を
恨
ん
で
の
こ
と
で
は
な
い
。
大
総
が

　
　

 

縡こ
と

の
起
り
は
壻
を
嫌
ひ
し
、
阿
総
が
心
一
つ
よ
り
、
出
た
り
と
い
は
れ
て
は
、

な
く
な
り
給
ひ
し
木
嬰
尼
の
、
高
き
恩め
ぐ
み恵
に
背
く
べ
く
、
こ
の
世
に
し
て
は

親
と
憑た
の

む
、
旦
開
等
へ
面
ぶ
せ
な
り
。
か
ゝ
れ
ば
わ
ら
は
が
う
へ
の
み
な
ら

ず
。
そ
が
ま
ゝ
に
彼
人
の
、
往ゆ
く
へ方
し
ら
ず
は
存な
が
ら
へ命
か
た
し
。

と
語
る
よ
う
に
、
狭
七
を
狭
五
郎
と
知
ら
ず
に
嫌
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
木
嬰

や
旦
開
に
対
す
る
不
孝
に
つ
な
が
る
こ
と
を
知
り
、
後
悔
の
念
を
抱
い
た
た
め
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
大
総
は
「
貞
」
だ
け
で
な
く
「
孝
」
も
兼
ね
備
え
た
女
性
な
の

で
あ
る
。
管
領
山
内
憲
政
の
「
東
六
郎
が
長あ
ね

女む
す
め

総
と
や
ら
ん
は
。
孝
烈
愛め
で

た
き
女

子
な
り
」
と
い
う
台
詞
は
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
よ
う
。
な
お
、
大
総
の
眼
病
は
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原
作
の
色
紙
に
相
当
す
る
「
一
文
字
羽
織
」
か
ら
発
す
る
光
に
よ
っ
て
平
癒
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
馬
琴
が
綱
五
郎
・
お
房
を
「
行
状
に
疵
瑕
な
き
も
の
」
と
し
て

い
た
の
は
、
彼
ら
が
本
来
持
っ
て
い
た
「
侠
」
や
「
貞
」
と
い
っ
た
性
質
を
原
作

か
ら
見
出
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
こ
の
二
人
を
結
び
つ
け
る
も
の
は
何
な

の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
旧
稿
で
も
指
摘
し
た
が
、
本
文
末
尾
に

　
　

 

阿
総
に
贈
り
し
刀こ
が
た
な子
は
、
小こ

鞆づ
か

に
金
の
胡
蝶
あ
り
。
且
そ
の
日
、
阿
総
が
漫す
ゞ
ろ

に
筆
を
染
て
、
狭
五
郎
に
贈
り
し
扇
は
、
桜
貝
を
詠
る
古
歌
な
り
。
こ
れ
に

よ
り
て
彼
を
思
へ
ば
、
こ
の
婚
縁
と
ゝ
の
は
ず
、
小
鞆
の
胡
蝶
を
名
に
し
お

ふ
、
翻
蝶
丸
が
妻
と
な
る
べ
き
、
そ
の
祥さ
が

こ
ゝ
に
見あ
ら
は

れ
た
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、「
胡
蝶
」
と
「
桜
」
の
縁
に
よ
っ
て
二
人
は
夫
婦
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
馬
琴
独
自
の
も
の
で
は
な
く
、
先
述
し
た
『
本
朝
文
粋
』

の
趣
向
を
応
用
し
た
も
の
で
は
な
い
か
。

　

綱
五
郎
と
の
関
係
を
白
状
さ
せ
よ
う
と
す
る
黒
平
に
対
し
、
花
咲
は
「
コ
レ
此

櫛
を
か
う
折
れ
ば
、
綱
五
郎
が
定
紋
の
桜
を
散
ら
し
、
落
花
再
び
枝
に
上
ら
ず
、

間
夫
の
縁
切
る
投
櫛
は
、
お
前
に
立
つ
る
私
が
心
中
」
と
言
っ
て
綱
五
郎
と
の
破

縁
を
強
調
す
る
。
本
文
に
そ
れ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
綱
五
郎
か

ら
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。『
本
朝
文
粋
』
で
は
黒
平
の
脅
し
を
回
避
す
る
た

め
の
小
道
具
と
し
て
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
馬
琴
は
こ
れ
に
ヒ
ン
ト
を
得

て
、「
名
詮
自
性
」（
登
場
人
物
の
名
前
に
性
格
や
運
命
が
託
さ
れ
る
て
い
る
こ
と
）

を
体
現
す
る
趣
向
と
し
て
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

綱
五
郎
・
お
房
を
手
放
し
で
称
賛
す
る
馬
琴
で
あ
っ
た
が
、
左
七
・
小
糸
に
は

厳
し
い
評
価
を
下
し
て
い
る
。
小
石
川
の
隠
家
に
お
け
る
十
兵
衛
の
台
詞
に
「
恩

義
に
背
く
狭
七
が
逐
電
、
其そ

を
そ
ゝ
の
か
せ
し
和
女
郎
（
小
糸
―
筆
者
注
）
が
淫い
た

奔つ
ら

」
と
あ
る
よ
う
に
、
狭
七
は
「
逐
電
」、
小
糸
は
「
淫
奔
」
が
問
題
視
さ
れ
て

い
る
。

　

狭
七
の
「
逐
電
」
と
は
、
小
糸
を
連
れ
て
出
奔
し
、
小
石
川
の
長
屋
で
身
を
隠

す
と
い
う
、
原
作
の
第
四
段
・
第
五
段
・
第
八
段
に
お
け
る
出
来
事
を
指
す
。
こ

の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
狭
七
に
対
し
、
旦
開
は
「
不
実
男
」、
十
兵
衛
は
「
白し
れ

物も
の

」
と
言
っ
て
批
判
す
る
。
こ
れ
は
、
綱
五
郎
か
ら
受
け
た
恩
を
省
み
な
い
、
狭

七
の
義
理
を
欠
い
た
行
動
を
問
題
視
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、「
存な
が

命ら
へ

て
は
義

に
背
く
、
恥
を
忍
ぶ
も
し
ば
し
が
程
。
何い
づ
れ

の
里
に
も
身
を
躱か
く

し
、
翻
蝶
丸
の
消
息

を
、
聞
定
て
後
に
と
も
か
く
も
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
出
奔
は
綱
五
郎
の
様
子

を
探
る
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
義
に
背
く
」
行
動
で
あ
る
こ
と
を
、
狭
七
は
十

分
に
承
知
し
て
い
た
。

　

そ
も
そ
も
、
狭
七
が
小
糸
と
関
係
を
持
っ
た
の
も
、
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
事
情
が

あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
だ
狭
五
郎
と
名
乗
っ
て
い
た
頃
、
狭
七
は
主
君
憲
政

か
ら
小
糸
を
迎
え
取
る
役
目
を
命
じ
ら
れ
る
。
憲
政
に
は
扇
谷
朝
興
の
娘
と
の
結

婚
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
理
由
に
断
ろ
う
と
す
る
が
、
主
君
の
激
怒
を
恐

れ
て
、
や
む
を
得
ず
了
承
す
る
。
そ
の
後
、
小
糸
が
東
六
郎
の
妹
娘
「
止
以
子
」

だ
と
わ
か
る
や
、
父
矢
所
平
の
遺
言
（「
彼
（
小
糸
―
筆
者
注
）
寠や

つ

々〱
し
く
て
ひ

と
り
を
ら
ば
、
小
草
と
お
も
ふ
て
妻
に
せ
よ
」）
を
思
い
出
し
、
小
糸
と
と
も
に

出
奔
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、「
切
る
に
断き

ら
れ
ぬ
奇
縁
と
恩
義
。
孝
な
ら
ん
と

す
れ
ば
忠
な
ら
ず
、
忠
に
進
め
ば
不
孝
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
狭
七
は
「
忠
」

と
「
孝
」、
す
な
わ
ち
主
君
の
命
令
に
従
う
べ
き
か
、
親
の
遺
言
を
守
る
べ
き
か
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で
苦
悩
し
て
お
り
、
苦
渋
の
選
択
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
彼
が
こ
の

よ
う
な
決
断
を
下
し
た
の
は
、「
扇
谷
と
わ
が
君
と
、
故
な
く
婚
姻
整
ひ
て
、
両

家
和
順
に
栄
給
は
ゞ
、
身
の
ぬ
れ
衣
は
厭い
と

ふ
に
足
ら
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
山
内
・

扇
谷
両
家
の
繁
栄
を
願
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、「
ぬ
れ
衣
」
を
着
せ
ら
れ
る
こ

と
も
覚
悟
の
上
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
団
円
に
至
っ
て
、
憲
政
よ
り
「
淫
奔
の
咎

あ
り
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
過あ
や
ま
ち失
は
予
よ
り
出
た
り
」
と
謝
罪
さ
れ
、
狭
七
の
出
奔

は
正
当
な
行
為
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
馬
琴
は
出
奔
と
い
う
筋
は
残
し
な
が
ら
も
、
抜
き
差
し
な
ら
な

い
理
由
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
狭
七
を
読
本
の
主
人
公
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
に
描

き
直
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
文
化
五
年
刊
の
馬
琴
読
本
『
三さ
ん

七し
ち

全ぜ
ん

伝で
ん

南な
ん

柯か
の

夢ゆ
め

』

に
お
い
て
も
、
主
人
公
の
半
七
が
三
勝
の
素
性
を
知
っ
て
出
奔
す
る
と
い
う
、
ほ

ぼ
同
様
の
展
開
が
見
ら
れ
る
（
前
掲
徳
田
解
題
）
こ
と
か
ら
、
浄
瑠
璃
の
主
人
公

を
改
変
す
る
た
め
の
一
方
法
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

小
糸
の
「
淫
奔
」
に
つ
い
て
は
、
旦
開
が
「
他ひ

と

の
夫を
と
こ

を
そ
の
夜
の
中
に
、
そ
ゝ

の
か
し
て
も
ろ
共
に
、
逃
か
く
る
ゝ
淫い
た

奔つ
ら

も
の
は
、
世
に
又
多
か
る
こ
と
に
は
侍

ら
ず
」
と
語
る
よ
う
に
、
他
人
の
夫
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
男
を
唆
し
て
出
奔
し

た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
原
作
の
設
定
と
大
差
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し

か
し
、
狭
七
と
出
奔
す
る
際
に
は
「
女
々
し
く
患
苦
に
迫
り
て
、
志
を
得
も
果
さ

ず
、
獲え

か
た
き
衣き

ぬ

（
一
文
字
羽
織
―
筆
者
注
）
を
他ひ

と

に
任
し
て
、
死
し
て
忠
義
に

な
る
よ
し
あ
り
や
」
と
言
っ
て
自
害
を
制
止
し
て
お
り
、
確
固
た
る
意
志
を
持
っ

た
女
性
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
対
し
て
原
作
の
小
糸
は
、「
連
て
退
の
が
嫌
な

ら
ば
と
て
も
覚
悟
を
極
め
た
此
身
。
お
前
の
手
に
か
け
今
こ
ゝ
で
。
殺
し
て
た
べ
」

と
あ
る
よ
う
に
、
狭
七
と
の
恋
に
し
か
目
が
向
い
て
い
な
い
。
ま
た
、
原
作
の
小

糸
は
「
お
屋
敷
の
御
法
度
」
に
背
い
て
不
義
を
犯
し
た
こ
と
が
重
大
な
過
失
と

な
っ
て
い
た
。
小
糸
の
養
父
石
塚
弥
三
兵
衛
の
台
詞
に
「
町
人
の
身
分
な
ら
ば
な
。

早
速
聟
よ
舅
よ
と
。
取
結
び
も
有
ル
べ
き
に
。
刀
指
身
の
情
な
さ
」
と
あ
る
よ
う

に
、
武
士
と
町
人
の
恋
愛
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
が
左
七
と
小
糸
の
恋
を

阻
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
馬
琴
は
小
糸
を
糸
屋
の
娘
か
ら
東

六
郎
と
い
う
武
士
の
娘
と
す
る
こ
と
で
身
分
差
を
取
り
払
い
、
先
述
し
た
狭
七
と

の
「
奇
縁
」
に
よ
っ
て
小
糸
の
恋
を
成
就
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、『
春
蝶
奇
縁
』
に
お
け
る
綱
五
郎
・
お
房
、
左
七
・
小
糸
の
人
物
造
型

に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
馬
琴
は
当
初
、
綱
五
郎
と
小
糸
・
お
房
の
「
赤
縄
」

を
描
く
予
定
で
あ
っ
た
が
、『
東
男
』『
本
朝
文
粋
』
に
触
発
さ
れ
、
綱
五
郎
・
お

房
の
恋
に
軍
配
を
上
げ
る
べ
き
と
い
う
認
識
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、

原
作
か
ら
綱
五
郎
・
お
房
の
「
侠
」
や
「
貞
」
と
い
っ
た
性
質
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
た
か
ら
で
あ
り
、
二
人
を
「
行
状
に
疵
瑕
な
き
も
の
」
と
捉
え
る
こ
と
に
繋

が
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
彼
ら
を
「
胡
蝶
」
と
「
桜
」
の
縁
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
運

命
と
し
た
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
左
七
・
小
糸
に
対
し
て
は
、
原
作
で
の
道
な
ら

ぬ
恋
を
問
題
視
し
て
お
り
、
本
来
持
っ
て
い
た
二
人
の
身
分
や
性
質
を
改
変
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
人
物
造
型
の
違
い
は
、
そ
の
行
末
に
も
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
綱
五
郎
は
武
士
と
し
て
五
十
四
塚
・
神
原
両
家
を
再
興
さ

せ
、
狭
七
は
町
人
と
な
っ
て
糸
屋
を
継
ぐ
の
で
あ
る
。
な
お
、
二
組
の
男
女
が
結

ば
れ
る
結
末
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
、
綱
五
郎
・
お
房
・
小
糸
の
兄

妹
関
係
を
解
消
し
た
た
め
で
あ
り
、『
本
朝
文
粋
』
の
手
法
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
可
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能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
京
伝
・
馬
琴
・
一
九
の
読
本
・
合
巻
作
品
に
お
け
る
『
本
町
育
』

の
利
用
方
法
に
つ
い
て
、
登
場
人
物
の
描
か
れ
方
に
着
目
し
て
考
察
し
て
き
た
。

　

一
九
合
巻
『
東
男
』
で
は
、
色
紙
の
紛
失
・
奪
還
と
い
う
原
作
の
筋
を
踏
ま
え

つ
つ
も
、
全
体
を
敵
討
物
と
し
て
再
構
成
す
べ
く
、
五
平
太
に
よ
る
佐
左
衛
門
殺

害
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
挿
入
し
た
こ
と
が
、
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
登
場
人
物
の
性
質
や
役
割
を
大
き
く
変
化
さ
せ
る
必
要
が
生
じ
た
。
続
く
京

伝
合
巻
『
本
朝
文
粋
』
で
は
、
悪
臣
の
陰
謀
を
全
編
を
統
括
す
る
枠
組
み
と
し
、

そ
こ
に
淀
兵
衛
殺
害
に
起
因
す
る
敵
討
を
組
み
込
み
、
全
体
を
御
家
騒
動
物
と
し

て
再
構
成
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
五
平
太
・
九
郎
兵
衛
に
代
わ
っ
て
典
膳
・
岩

藤
を
中
心
を
な
す
敵
役
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
綱
五
郎
・
花
咲
と
左
七
・
お
房
を

同
一
人
物
と
し
て
描
き
直
す
こ
と
で
、
登
場
人
物
間
で
役
割
の
一
部
を
相
互
交
換

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
し
て
馬
琴
読
本
『
春
蝶
奇
縁
』
で
は
、
原
作
の

敵
役
を
矮
小
化
し
、
全
体
を
肉
親
の
悪
行
を
端
緒
と
す
る
因
果
で
再
構
成
し
て
い

る
（
前
掲
大
屋
論
文
）。
そ
の
う
え
で
、
綱
五
郎
・
お
房
を
「
行
状
に
疵
瑕
な
き

も
の
」
と
し
て
称
賛
し
、「
胡
蝶
」
と
「
桜
」
の
縁
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
運
命
に

あ
る
男
女
と
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
左
七
・
小
糸
は
不
義
を
犯
し
て
出
奔
し
た
「
不

実
者
」「
淫
奔
も
の
」
で
あ
る
た
め
、
身
分
や
性
質
を
改
変
す
る
こ
と
で
、
読
本

の
主
人
公
に
ふ
さ
わ
し
い
男
女
へ
と
描
き
直
し
た
。

　

以
上
の
利
用
方
法
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
原
作
の
登
場
人
物
に
対

す
る
評
価
の
一
致
と
相
違
で
あ
る
。
結
論
か
ら
先
に
述
べ
れ
ば
、
綱
五
郎
は
い
ず

れ
の
作
品
に
お
い
て
も
評
価
が
高
い
一
方
で
、
花
咲
・
お
房
・
左
七
・
小
糸
の
四

人
に
つ
い
て
は
、
評
価
が
分
か
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

　

花
咲
は
『
東
男
』『
本
朝
文
粋
』
と
も
に
評
価
が
高
く
、
積
極
的
な
行
動
に
出

る
女
性
と
し
て
描
き
直
さ
れ
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
一
方
『
春
蝶
奇
縁
』

に
お
い
て
は
、
大
総
・
小
糸
の
母
曙
明
と
し
て
登
場
す
る
が
、
彼
女
の
と
っ
た
行

動
―
一
八
と
の
心
中
未
遂
で
生
き
残
っ
た
も
の
の
、
一
八
を
弔
う
こ
と
も
せ
ず
東

六
郎
の
後
妻
と
な
る
―
が
一
八
の
怨
念
を
呼
び
起
こ
し
、
子
供
た
ち
を
苦
し
め

る
。
馬
琴
が
原
作
の
花
咲
を
こ
の
よ
う
に
描
き
直
し
た
の
は
、
遊
女
と
の
婚
姻
を

不
貞
と
し
て
い
た
た
め）

₃₀
（

で
、
と
り
わ
け
実
生
活
で
も
遊
女
を
妻
と
し
て
い
た
京
伝

と
の
立
場
の
違
い
は
明
白
で
あ
る
。
対
し
て
お
房
は
、『
東
男
』『
本
朝
文
粋
』
と

も
に
評
価
が
低
い
。『
東
男
』
で
は
嫉
妬
に
よ
り
身
を
滅
ぼ
し
、『
本
朝
文
粋
』
で

は
お
房
の
性
質
を
受
け
継
い
だ
小
糸
が
、
自
身
の
不
義
に
よ
っ
て
自
害
す
る
の
で

あ
る
。
お
房
を
こ
の
よ
う
な
女
性
と
し
て
描
い
た
の
は
、
小
糸
・
左
七
の
関
係
が

す
で
に
構
築
さ
れ
て
い
る
な
か
で
、
彼
女
の
一
目
惚
れ
が
そ
れ
を
搔
き
乱
し
て
し

ま
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
『
春
蝶
奇
縁
』
で
は
、「
貞
」「
孝
」
に

優
れ
た
女
性
と
し
て
お
り
、
合
巻
二
作
と
は
正
反
対
の
評
価
と
な
っ
て
い
る
。

　

左
七
は
、『
本
朝
文
粋
』『
春
蝶
奇
縁
』
と
も
に
小
糸
と
の
道
な
ら
ぬ
恋
が
問
題

と
な
っ
て
い
る
が
、
前
者
は
綱
五
郎
と
同
一
人
物
に
す
る
こ
と
で
、
後
者
は
身
分

や
性
質
を
改
変
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
主
人
公
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
と
し

て
い
る
。
対
し
て
小
糸
は
、『
本
朝
文
粋
』
だ
け
が
救
わ
れ
な
い
女
性
と
し
て
描
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か
れ
て
い
る
。
な
お
、『
東
男
』
に
は
小
糸
・
左
七
の
評
価
が
は
っ
き
り
と
示
さ

れ
て
い
な
い
た
め
、
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

読
本
・
合
巻
に
お
い
て
、
浄
瑠
璃
の
登
場
人
物
が
い
か
な
る
評
価
を
与
え
ら
れ

て
い
た
の
か
、
本
稿
は
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
た
だ
、
京
伝
・

馬
琴
に
加
え
て
一
九
の
作
品
を
俎
上
に
載
せ
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た

知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
例
え
ば
、
京
伝
・
馬
琴
に
は
先
行
作
品
の
趣
向
や

人
物
描
写
を
取
り
入
れ
る
姿
勢
も
見
ら
れ
た
。
今
後
は
、
式
亭
三
馬
や
柳
亭
種
彦

と
い
っ
た
戯
作
者
た
ち
の
作
品
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
京
伝
・
馬
琴
の
演
劇
利

用
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　

注
１　

大
屋
多
詠
子
『
馬
琴
と
演
劇
』（
花
鳥
社
、
二
〇
一
九
年
）。

２　

 

拙
稿
「〈
巷
談
も
の
〉
に
お
け
る
主
人
公
像
の
変
容
」（
同
『
馬
琴
読
本
の
様
式
』
清

文
堂
出
版
、
二
〇
一
五
年
）。

３　

 

拙
稿
「
京
伝
・
馬
琴
の
演
劇
利
用
―
『
恋
娘
昔
八
丈
』
を
典
拠
と
す
る
作
品
を
め
ぐ
っ

て
―
」（『
日
本
文
学
』
六
九

－

八
、二
〇
二
〇
年
）。

４　

 

芸
能
史
研
究
会
編
『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成　

第
七
巻　

人
形
浄
瑠
璃
』（
三
一
書

房
、
一
九
八
三
年
）。

５　

 『
本
町
育
』
の
改
作
で
あ
る
『
江え

戸ど

自じ

慢ま
ん

恋こ
い
の
あ
き
ん
ど

商
人
』
に
つ
い
て
、『
義
多
百
贔
屓
』
は
「
是

も
小
倉
の
色
紙
か
紛
矢
の
お
こ
り
。
同
じ
事
に
て
も
本
町
育
の
ほ
う
が
よ
ほ
ど
面
白
ふ

見
へ
ま
す
」
と
述
べ
、『
本
町
育
』
に
軍
配
を
上
げ
て
い
る
。

６　

中
山
尚
夫
『
十
返
舎
一
九
研
究
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
二
年
）。

７　

中
村
幸
彦
『
中
村
幸
彦
著
述
集　

第
六
巻
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
二
年
）。

８　

 

棚
橋
正
博
ほ
か
編
『
早
稲
田
大
学
所
蔵
合
巻
集
覧　

上
』（
青
裳
堂
書
店
、
二
〇
一
二

年
）。
文
化
六
年
刊
の
役
者
評
判
記
『
役
者
大
学
』
下
「
中
村
歌
右
衛
門
」（
東
京
藝

術
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
、
貴
重
書774.3/Y

164-118

）
に
は
、「
四
月
中
旬
よ
り
堀

川
場
の
猿
廻
し
与
次
郎
を
成
さ
れ
候
て
又
大
当
り
に
し
て
江
戸
中
一
統
に
悦
び
出
し
」

と
あ
る
。
な
お
、
同
年
刊
の
馬
琴
読
本
『
旬し
ゅ
ん

殿で
ん

実じ
つ

実じ
つ

記き

』
も
〈
お
俊
伝
兵
衛
も
の
〉

を
典
拠
と
し
て
お
り
、
戯
作
者
の
間
で
共
有
す
る
題
材
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

９　

伊
原
敏
郎
『
歌
舞
伎
年
表　

第
五
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
）。

10　

 

田
川
邦
子
校
訂
『
叢
書
江
戸
文
庫
⑮　

江
戸
作
者
浄
瑠
璃
集
』（
国
書
刊
行
会
、

一
九
八
九
年
）。
な
お
、
文
字
譜
の
引
用
は
省
略
し
た
。

11　

 『
東
男
』
で
は
一
貫
し
て
「
左
五
郎
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、

本
稿
で
は
す
べ
て
「
左
七
」
と
表
記
す
る
。

12　

 

鳥
居
フ
ミ
子
編
『
台
湾
大
学
所
蔵　

近
世
芸
文
集　

第
五
巻
』（
勉
誠
社
、
一
九
八
六

年
）。
引
用
に
際
し
て
は
、
読
み
易
さ
を
考
慮
し
て
、
仮
名
書
き
の
語
句
を
漢
字
に
置

き
換
え
、
適
宜
、
句
読
点
等
を
補
っ
た
。

13　

 

早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
所
蔵
の
初
演
時
の
辻
番
付
（22-00007-040

）
に
は
、「
本

町
綱
五
郎　

広
次
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
本
作
は
寛
政
十
年
六
月
に
江
戸

中
村
座
に
て
二
番
目
狂
言
と
し
て
上
演
さ
れ
て
お
り
（
注
10
前
掲
書
）、
一
九
が
直
接

参
照
し
た
の
は
後
者
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

14　

 

浦
山
政
雄
編
『
鶴
屋
南
北
全
集　

第
三
巻
』（
三
一
書
房
、
一
九
七
二
年
）。

15　

播
本
眞
一
「
樋
垣
五
郎
兵
衛

玄
海
灘
右
衛
門

復
讐
西
海
硯
」（
注
８
前
掲
書
）。
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16　

 

山
東
京
傳
全
集
編
集
委
員
会
編
『
山
東
京
傳
全
集　

第
八
巻
』（
ぺ
り
か
ん
社
、

二
〇
〇
二
年
）。
振
り
仮
名
は
適
宜
省
略
し
た
。

17　

注
16
前
掲
書
。

18　

 

岩
藤
左
衛
門
は
悪
女
岩
藤
か
ら
の
命
名
だ
が
、
関
連
す
る
と
こ
ろ
が
皆
無
で
あ
る
た

め
、
別
個
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

19　

水
野
稔
『
江
戸
小
説
論
叢
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
）。

20　

 

阿
部
優
蔵
「
縁
切
」（
服
部
幸
雄
ほ
か
編
『
新
版
歌
舞
伎
事
典
』
平
凡
社
、
二
〇
一
一

年
）。

21　

 

濱
田
啓
介
「〈
愛
想
づ
か
し
〉
概
観
」（
同
『
近
世
文
学
・
作
者
と
様
式
に
関
す
る
私
見
』

京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
二
一
年
）
は
、
愛
想
づ
か
し
に
二
つ
の
型
が
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
、
多
く
の
用
例
を
挙
げ
て
検
証
し
て
い
る
。

22　

 

鈴
木
重
三
・
徳
田
武
編
『
馬
琴
中
編
読
本
集
成　

第
十
四
巻
』（
汲
古
書
院
、

二
〇
〇
五
年
）。
本
文
の
引
用
も
同
書
に
よ
る
。
引
用
に
際
し
て
は
、
適
宜
振
り
仮
名

を
省
略
し
、
句
読
点
・
鉤
括
弧
等
を
補
っ
た
。

23　

 

鈴
木
重
三
・
徳
田
武
編
『
馬
琴
中
編
読
本
集
成　

第
七
巻
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
七

年
）。

24　

 

大
屋
多
詠
子
「
糸
桜
春
蝶
奇
縁
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
・
八
戸
市
立
図
書
館
編
『
読

本
事
典
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）
は
綱
五
郎
を
「
最
も
美
化
し
た
」
人
物
と
し

て
捉
え
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

25　

 

神
谷
勝
広
・
早
川
由
美
編
『
馬
琴
の
自
作
批
評
―
石
水
博
物
館
蔵
『
著
作
堂
旧
作
略

自
評
摘
要
』
―
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
三
年
）。

26　
『
藝
文
研
究
』
36
（
一
九
七
七
年
）。

27　

 

拙
稿
「
読
本
・
合
巻
に
お
け
る
趣
向
の
往
還
―
「
血
合
わ
せ
」
を
手
が
か
り
に
―
」（
注

２
前
掲
書
）、
同
「「
血
合
わ
せ
」
再
考
―
京
伝
・
馬
琴
の
諸
作
品
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
読

本
研
究
新
集
』
13
、
二
〇
二
二
年
）。

28　

 

田
中
則
雄
「
浄
瑠
璃
の
読
本
化
に
見
る
江
戸
風
・
上
方
風
」（
同
『
読
本
論
考
』
汲
古

書
院
、
二
〇
一
九
年
）。

29　

 

馬
琴
は
読
本
『
夢
想
兵
衛
胡
蝶
物
語
』「
色
欲
国
上
品
」（
文
化
七
年
刊
）
に
お
い
て
、

「
男
女
の
非
礼
を
野
合
と
い
ふ
。
こ
の
故
に
、
娶
る
に
は
必
ま
づ
媒
な
か
う
ど

を
も
て
す
」
と
述

べ
て
い
る
。
引
用
は
、
鈴
木
重
三
・
徳
田
武
編
『
馬
琴
中
編
読
本
集
成　

第
十
二
巻
』

（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
に
拠
る
。

30　

大
屋
多
詠
子
「
馬
琴
と
忠
臣
蔵
」（
注
１
前
掲
書
）。

〔
付
記
〕
本
稿
はJSPS

科
研
費
（
若
手
研
究　

課
題
番
号
：18K

12301

）
に
お

け
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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Abstract

How to use Itozakura-Honcho-Sodachi in the works of Kyoden, Bakin, and Ikku

Kazunori NAKAO

　This article examines how to use the Joruri（ballad drama） Itozakura-Honcho-Sodachi （written 

by Kino-Jotaro, fi rst performed in March 1777） as a common source for Yomihon（one type 

of fantastic novel）and Gokan（one type of illustrated novel）. After that, we will clarify the 

evaluation of the characters in each work. The works adopt in this article is Azumaotoko-Ren-
rino-Itoguchi（written by Jippensha Ikku, first published in 1809）, Itozakura-Honcho-Bunzui 

（written by Santo Kyoden, fi rst published in 1810）, Itozakura-Shuncho-Kien（written by Kyo-

kutei Bakin, fi rst publushed in 1812）. In all of these works, Tsunagoro is highly evaluated, while 

Hanazaki, Ofusa, Sashichi, and Koito tend to be evaluated diff erently. In addition, Kyoden and 

Bakin’s works also show an attitude of incorporating the tastes and character descriptions of 

previous works.

Key words：Joruri（ballad drama）, Yomihon（one type of fantastic nobel）, Gokan（one type of 

illustrated novel）, character molding, device
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