
Title 歌舞伎の「花道」の意味
Sub Title On the meaning of "Hana-michi" in Kabuki
Author 戸板, 康二(Toita, Koji)

Publisher 慶應義塾大学藝文学会
Publication year 1963

Jtitle 藝文研究 (The geibun-kenkyu : journal of arts and letters). Vol.14/15, (1963. 1) ,p.58- 68 
JaLC DOI
Abstract
Notes 西脇順三郎先生記念論文集
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00072643-00140001-

0058

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


歌
舞
伎
の

「
花
道
」の
意
味

戸

板

康

歌
舞
伎
の
劇
場
機
構
に
お
け
る
「
花
道
」
は
、
従
来
、
能
の
橋
が
か
り
と
は
ち
が
っ
て
、
庶
民
芸
術
の
特
色
と
し
て
、
観
客
席
の
あ
い
だ
を
通
る
俳
優
が
、

大
衆
と
親
し
く
交
歓
す
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
存
在
だ
と
い
わ
れ
て
来
た
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
異
議
を
申
し
立
て
る
？
も
り
は
な
い
。
観
客
が
、
手
を
の
ば
せ
ば
届
く
と
乙
ろ
に
、
ひ
い
き
の
ス
タ
ー
が
通
る
と
い
う
こ
と
が
、
ど
ん

な
に
喜
ば
れ
た
か
、
乙
れ
は
今
も
な
お
、
フ
ァ
ン
の
気
質
の
中
に
厳
存
す
る
心
理
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
花
道
は
、
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
の
小
論
で
は
、
花
道
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
か
と
い
う
問
題
を
、
少
し

ほ
り
さ
げ
て
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
花
道
は
、
つ
ね
に
舞
台
の
延
長
か
ど
う
か
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
花
道
は
、
舞
台
か
ら
そ
の
ま
ま
歩
い
て
ゆ
け
る
通
路
で
あ
る
。
時
代
・
世
話
を
問
わ
ず
、
本
舞
台
に
飾
ら
れ
て
い
る
家
に
行
っ
た
り
、
そ
こ
か

ら
出
て
来
た
り
す
る
登
場
人
物
は
、
こ
の
道
を
歩
く
。
そ
の
行
動
は
、
き
わ
め
て
自
然
に
行
な
わ
れ
る
。

花
道
を
リ
ア
ル
な
舞
台
の
延
長
と
し
て
み
と
め
た
上
で
、
ま
乙
と
に
巧
妙
に
使
用
し
て
い
る
例
は
、
鶴
屋
南
北
（
四
世
）
の
「
出
船
概
出
郭
航
製
」
の
名
古
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事
ん
ぎ

屋
山
三
浪
宅
に
見
ら
れ
る
。

乙
の
狂
言
で
は
、
初
演
で
は
五
世
瀬
川
菊
之
丞
が
演
じ
た
下
女
お
国
と
、
艇
球
部
械
の
二
役
を
、
立
て
女
形
が
早
が
わ
り
で
、
扮
装
を
一
変
し
て
再
び
現
わ

れ
る
演
出
を
円
滑
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
花
道
が
実
に
う
ま
く
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

質
屋
に
ゆ
く
と
い
う
理
由
で
退
場
し
て
行
っ
た
お
国
の
俳
優
は
、
揚
げ
幕
を
入
る
と
、
た
だ
ち
に
葛
城
に
か
わ
る
わ
け
で
、
い
わ
ゆ
る
「
早
ご
し
ら
え
」
が

と
り
己
え

揚
げ
幕
の
中
の
、
能
の
乙
と
ば
で
い
う
「
鏡
の
間
」
で
行
な
わ
れ
る
の
だ
が
、
お
も
し
ろ
い
の
は
、
お
国
が
掲
げ
幕
に
入
る
と
入
れ
か
わ
り
に
、
鳥
越
の
い
ぷ

せ
き
路
次
に
、
お
い
ら
ん
の
道
中
の
姿
そ
の
ま
ま
訪
れ
て
来
る
葛
城
の
一
行
の
先
ぷ
れ
と
も
い
う
べ
き
廓
の
若
い
者
が
、
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
そ

の
路
次
が
大
へ
ん
ぬ
か
る
ん
で
い
る
と
い
う
思
い
入
れ
で
、
難
渋
し
な
が
ら
花
道
を
歩
く
の
だ
。

そ
の
ゆ
っ
く
り
し
た
歩
き
方
が
、
じ
つ
は
立
て
女
形
の
扮
装
を
変
え
る
時
間
を
、
見
事
に
か
せ
ぐ
の
で
あ
る
、
す
て
ゼ
リ
フ
を
ま
じ
え
な
が
ら
、
若
い
者
が

歩
く
こ
の
あ
い
だ
に
、
お
国
は
そ
れ
ほ
ど
あ
わ
て
ず
に
、
葛
城
に
変
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

花
道
は
乙
の
場
合
、
ま
さ
し
く
、
山
三
浪
宅
に
そ
の
ま
ま
つ
な
が
る
、
ど
ぷ
板
の
音
の
す
る
路
次
に
な
っ
て
い
る
。

晶
ぴ

E

や

新
歌
舞
伎
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
一
本
万
土
俵
入
」
の
序
幕
、
取
手
の
宿
の
安
孫
子
屋
の
場
で
は
、
巾
着
ば
か
り
か
櫛
か
ん
ざ
し
ま
で
、
お
蔦
か
ら- 59 -

め
ぐ
ん
で
も
ら
っ
た
と
り
て
き
の
駒
形
茂
兵
衛
が
、
感
謝
の
思
い
を
顔
一
杯
に
示
し
な
が
ら
、
花
道
を
歩
い
て
退
場
す
る
。

初
演
の
六
代
目
尾
上
菊
五
郎
は
、
揚
げ
幕
ま
で
行
っ
て
、
な
お
舞
台
の
お
蔦
に
、

に
、
安
孫
子
屋
の
前
か
ら
江
戸
の
方
へ
向
っ
て
ゆ
く
街
道
に
な
っ
て
い
る
。

頭
を
さ
げ
て
名
ご
り
を
惜
し
ん
だ
。
乙
の
場
合
、
花
道
は
、
あ
き
ら
か

こ
の
よ
う
に
、
花
道
が
舞
台
か
ら
何
歩
あ
る
い
て
、
現
実
の
何
歩
の
あ
ゆ
み
と
一
致
す
る
例
は
、
決
し
て
め
ず
ら
し
く
は
な
い
。

よ
ね
な
き
け
う
趣
な
の
よ
己
ぐ
し
げ
ん
じ
ぽ
な

し
か
し
、
花
道
が
、
そ
の
よ
う
な
形
で
の
み
活
用
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
与
話
情
浮
名
横
櫛
」
の
源
氏
店
の
場
で
、
与
三
郎

し
ら
な
み
あ
お
と
ぞ
う
し
は
な
の
民
し
き
え

と
乙
う
も
り
安
が
、
多
左
衛
門
の
別
宅
で
手
に
入
れ
た
金
を
分
け
る
演
技
の
ご
と
き
は
、
そ
の
後
同
じ
手
法
を
使
っ
た
「
白
浪
五
人
男
」
（
青
砥
稿
花
彩
色
画
）

の
浜
松
屋
の
場
で
、
弁
天
小
僧
と
南
郷
力
丸
が
金
を
分
け
る
演
技
と
と
も
に
、
舞
台
に
い
る
俳
優
を
、
魚
の
よ
う
に
無
言
に
し
た
ま
ま
、
演
じ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。人

形
浄
瑠
璃
の
演
出
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
舞
台
の
人
々
は
、
主
演
者
が
花
道
に
行
っ
て
乙
の
演
技
を
行
な
っ
て
い
る
あ
い
だ
、

「
待
ち
合
せ
」
て
い
る
わ



け
だ
。
つ
ま
り
、
乙
の
短
い
あ
い
だ
、
舞
台
は
、
見
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。
観
客
は
、
花
道
だ
け
に
関
心
を
集
中
す
れ
ば
い
い
の
だ
っ
た
。

乙
う
な
る
と
、
花
道
は
あ
き
ら
か
に
、
本
舞
台
と
別
の
P

第
二
の
舞
台
d

で
あ
る
。
源
氏
店
で
、
与
三
郎
と
安
が
金
を
分
け
る
し
ぐ
さ
を
、
舞
台
を
ま
わ
し

て
塀
外
に
し
て
演
じ
る
例
は
、
た
ま
た
ま
六
代
目
尾
上
梅
幸
が
お
富
に
出
て
い
る
時
、
病
後
の
身
体
を
い
と
っ
た
結
果
生
れ
た
新
演
出
で
、
以
後
も
何
と
い
う

乙
と
も
な
く
踏
襲
さ
れ
た
が
、
乙
れ
は
昔
か
ら
あ
る
型
が
、
花
道
を
別
の
舞
台
と
し
て
演
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
い
う
観
念
が
確
固
と
し
て
い
た
か
ら
と
そ
、

工
夫
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

も
う
ひ
と
つ
、
花
道
が
、
別
の
第
二
の
舞
台
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、

「
わ
り
ゼ
リ
フ
」
と
い
う
独
特
の
形
式
が
、
舞
台
と
花
道
と
に
そ
れ
ぞ
れ
い
る
二

人
の
人
物
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
乙
と
で
あ
る
。

「
十
六
夜
清
心
」
（
小
袖
曽
我
蔚
色
縫
）の
百
本
杭
の
場
で
、
舞
台
に
い
る
清
心
と
、
花
道
か
ら
出
て
来
た
小
姓
の
恋
塚
求
女
が
、次
の
よ
う
な
セ
リ
フ

を
、
交
互
に
い
う
。（

前
略

ω
 

清
心

あ
れ
あ
の
や
う
に
面
白
う
、
芸
者
暫
聞
を
伴
う
て
、
騒
い
で
暮
す
も
人
の
一
生

求
一
女
少
し
も
早
う
父
様
に
、
と
れ
を
あ
げ
た
ら
お
喜
び

滑
心

そ
の
日
の
煙
り
も
立
て
か
ね
て
、
つ
づ
れ
を
ま
と
ひ
門
に
立
ち
、
手
の
内
乞
ふ
も
一
生
に
て

求
女

急
ぐ
と
す
れ
ど
折
あ
し
く
、
思
は
ぬ
雨
に
持
病
の
な
や
み

求清
女心

又
乙
の
や
う
に
身
を
投
げ
て
、
死
な
う
と
い
ふ
も
ζ

れ
も
一
生

頼
む
木
蔭
も
な
き
故
に
、
猶
更
っ
か
へ
は
を
さ
ま
ら
ず

求清
女心

死
ぬ
に
死
な
れ
ぬ
心
の
迷
ひ

急
げ
ど
道
は
は
か
ど
ら
ず

清
J乙、

と
り
や
ど
う
し
た
ら

両
人

よ
か
ら
う
な
あ



と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

「
わ
り
ゼ
リ
フ
」
は
、
同
じ
作
者
河
竹
黙
阿
弥
の
「
小
猿
七
之
助
」
（
網
模
様
燈
寵
菊
桐
）
で
、
七
之
助
と
手
代
与
四
郎
の
二
人
に
よ
っ
て
も
演
じ
ら
れ
る

が
、
全
く
無
関
係
の
二
人
の
人
物
が
、
そ
の
感
慨
を
交
互
に
述
べ
、
最
後
だ
け
声
を
そ
ろ
え
る
と
い
う
独
特
の
手
法
で
あ
る
。

少
く
と
も
、
わ
り
ゼ
リ
フ
は
、
お
互
の
声
が
聞
え
な
い
の
を
前
提
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
乙
れ
は
心
の
中
の
思
い
を
、
独
自
と
い
う
形
に
し
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
本
来
な
ら
発
し
な
い
声
を
発
し
た
形
に
し
た
も
の
と
見
て
い
い
の
で
あ
る
が
、
花
道
は
、
こ
の
場
合
、
は
っ
き
り
別
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。
第
一

の
舞
台
（
本
舞
台
）
、
第
二
の
舞
台
（
花
道
）
と
呼
ん
で
も
い
い
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。

そ
乙
で
、
花
道
が
、
別
の
舞
台
で
あ
る
と
い
う
見
解
か
ら
出
発
し
て
考
え
て
ゆ
く
と
、
歌
舞
伎
の
古
典
的
な
演
出
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
発
見
が
あ
る
。

ま
ず
、
花
道
に
切
ら
れ
て
い
る
「
切
り
穴
」
で
あ
る
。
乙
れ
は
俗
に
ス
ッ
ポ
ン
と
呼
ば
れ
る
穴
だ
が
、
奈
落
（
地
下
室
）
か
ら
、
こ
の
ス
ッ
ポ
ン
に
せ
り
出

し
て
来
る
役
は
、
つ
ね
の
人
間
で
は
な
い
と
い
う
原
則
が
元
来
あ
っ
た
の
だ
。

ふ
た
お
色
て
し
の
且
す
が
た
え
の
わ
け
砂
申
し
の
び
よ
る

E
う
に
E

と
よ
ぜ

「
義
径
千
本
桜
」
道
行
の
狐
の
化
け
た
忠
信
、
「
双
面
葱
姿
絵
」
の
野
分
姫
の
霊
、
「
忍
夜
孝
事
寄
」

－
だ
ん
じ
よ
う
へ
ん
げ

仁
木
弾
正
等
が
、
す
ぐ
思
い
出
さ
れ
る
ス
ッ
ポ
ン
出
現
の
役
々
だ
が
、
変
化
も
し
く
は
妖
術
を
用
い
る
人
物
に
、
そ
れ
は
限
ら
れ
て
い
る
。

ま
き
か
ど
た
量
ゃ
し
ゃ

（
将
門
）
の
滝
夜
叉
姫
、
め
い
ほ
4

「
伽
羅
先
代
萩
」
の

R
U
 

む
か
し
は
手
動
、
今
は
機
械
の
操
作
で
行
な
わ
れ
る
「
セ
リ
」
そ
の
も
の
が
、
常
人
で
な
い
も
の
の
み
を
出
現
さ
せ
る
仕
掛
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

「
博
多
小
女
郎
浪
枕
」
元
船
の
場
で
、
毛
剃
九
右
衛
門
の
一
党
か
ら
河
に
投
げ
乙
ま
れ
た
小
町
屋
宗
七
が
、
流
れ
寄
る
小
舟
に
身
を
托
す
と
こ
ろ
で
、
同
じ
場

所
の
切
り
穴
か
ら
出
る
の
が
、
唯
一
の
例
外
と
見
て
い
い
の
で
は
あ
る
が
、
乙
の
場
合
、
宗
七
は
、
頑
と
し
て
「
セ
リ
」
は
使
わ
ず
、
体
を
使
っ
て
花
道
に
の

り
出
す
の
で
あ
る
。

最
近
、
花
道
の
切
り
穴
を
、
山
道
に
使
っ
た
例
（
高
安
月
郊
作
「
関
ケ
原
」
）
な
ど
が
あ
る
が
、
乙
の
便
法
も
、
ス
ッ
ポ
ン
の
セ
リ
と
は
関
係
が
な
か
っ

た
。つ

ま
り
、
花
道
を
セ
リ
で
出
て
来
る
役
は
、
常
人
で
な
い
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
場
合
、
本
舞
台
と
は
別
の
第
二
の
舞
台
の
中
央
か
ら
出
て
来
て
、

観
客
に
あ
る
種
の
感
覚
で
畏
敬
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。

仁
木
弾
正
の
場
合
は
、
さ
き
花
あ
げ
た
ほ
か
の
役
々
と
は
ち
が
っ
て
、
本
舞
台
に
は
ゆ
か
な
い
。
も
ち
ろ
ん
乙
の
役
は
、
本
舞
台
で
、
荒
獅
子
男
之
助
に
踏



ま
え
ら
れ
て
出
て
来
た
鼠
と
同
じ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
舞
台
に
も
う
一
度
帰
る
は
ず
は
な
い
が
、
仁
木
が
幕
の
引
か
れ
て
い
る
本
舞
台
の
外
で
、

一
度
幕
の

近
く
ま
で
行
っ
て
充
分
見
得
を
し
た
あ
と
で
、
悠
々
と
花
道
を
歩
い
て
退
場
す
る
あ
の
演
出
は
、
異
様
な
印
象
を
観
客
に
与
え
る
。

乙
の
仁
木
は
、
鼠
と
同
じ
も
の
だ
と
い
う
よ
う
な
本
質
論
を
忘
却
し
て
、
花
道
と
い
う
全
く
別
の
舞
台
を
た
っ
ぷ
り
使
っ
て
、
常
人
に
あ
ら
ざ
る
特
殊
な
歩

行
と
い
う
芸
を
、
観
客
に
見
せ
る
わ
け
で
あ
る
。

し
ゅ
り
け
ん

現
行
台
本
で
は
、
ス
ッ
ポ
ン
か
ら
セ
リ
出
し
た
仁
木
が
結
ん
で
い
た
印
を
ほ
ど
き
、
男
之
助
に
一
瞬
、
そ
の
姿
を
見
せ
た
あ
と
、
手
裏
剣
を
拘
る
。
男
之
助

は
手
裏
剣
を
つ
か
み
、
「
と
り
逃
し
た
か
、
残
念
だ
」
と
い
っ
て
、
花
道
の
方
を
見
こ
み
、
そ
の
見
得
に
移
行
す
る
動
作
の
あ
る
部
分
が
拍
子
木
の
か
し
ら
の

キ
ッ
カ
ケ
に
な
っ
て
い
る
。
た
ち
ま
ち
引
か
れ
て
来
る
定
式
幕
が
、
男
之
助
と
仁
木
の
あ
い
だ
を
隔
て
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
が
な
く
て
も
、
男
之
助
の
い
る
場

所
と
、
仁
木
の
い
る
場
所
は
、
別
の
次
元
に
な
っ
て
い
る
。

お
し
も
ど
し

そ
こ
で
思
い
当
る
の
は
、
歌
舞
伎
の
荒
事
に
あ
る
「
押
戻
」
と
い
う
手
法
で
あ
る
。

「
押
戻
」
は
v

市
川
団
十
郎
の
家
の
芸
と
し
て
、
七
代
目
が
制
定
し
た
歌
舞
伎
十
八
番
に
も
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、「
助
六
」
や
「
勧
進
帳
」
の
よ
う
に
、
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台
本
の
完
全
に
独
立
し
た
脚
本
を
、
こ
れ
は
持
っ
て
い
な
い
。

舞
台
で
活
動
し
て
い
る
霊
力
が
、
花
道
ま
で
来
る
の
を
、
揚
げ
幕
か
ら
出
て
来
た
荒
事
師
が
、
超
人
的
な
力
で
押
し
民
す
と
い
う
手
法
を
、
仮
に
「
い
え
の

芸
」
と
し
て
、
十
八
種
の
演
目
の
中
に
加
え
た
と
見
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
。

今
日
、
わ
れ
わ
れ
の
知
っ
て
い
る
押
戻
の
荒
事
は
、

「
京
鹿
子
娘
道
成
寺
」
に
出
て
来
る
。「
双
面
葱
姿
絵
」
に
出
て
来
る
。
（
「
双
面
」
は
、
女
形
の
専
売

特
許
で
あ
っ
た
「
道
成
寺
」
を
立
役
が
演
じ
た
く
て
も
演
じ
ら
れ
な
い
の
で
、
無
理
に
考
え
た
お
ど
り
で
あ
る
か
ら
「
道
成
寺
」
と
同
じ
く
、
鐘
が
あ
っ
て
押

戻
が
出
て
来
る
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
）
こ
の
二
つ
の
演
目
の
押
戻
は
、
卒
直
に
い
う
と
、
木
に
竹
を
つ
い
だ
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。

現
在
の
押
戻
の
扮
装
は
、
し
し
皮
の
か
つ
ら
に
筋
隈
を
と
り
、
鋲
打
ち
の
下
着
の
上
に
い
か
り
綱
を
白
く
染
め
ぬ
い
た
厚
綿
の
衣
裳
を
つ
け
、
高
下
駄
を
穿

き
、
手
に
根
か
ら
引
き
抜
い
た
竹
を
持
っ
て
い
る
の
が
約
束
で
あ
る
。
役
名
も
、
竹
抜
五
郎
と
称
す
る
乙
と
が
あ
る
く
ら
い
で
、
竹
が
小
道
具
だ
が
、
い
か
り

綱
と
い
う
漁
師
を
思
わ
せ
る
衣
裳
と
い
い
、
虎
に
ち
な
む
竹
を
持
っ
て
い
る
乙
と
と
い
い
、
こ
れ
は
あ
き
ら
か
に
「
国
性
爺
合
戦
」
の
和
藤
内
の
つ
も
り
で
あ

ろ
・
っ
。



同
じ
く
歌
舞
伎
十
八
番
の
「
鳴
神
」
に
、
ま
れ
に
押
戻
の
つ
く
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
「
鳴
神
」
の
主
要
人
物
の
性
を
逆
に
倒
錯
さ
せ
た
「
女
鳴
神
」
に
は
、

押
戻
が
か
な
ら
ず
つ
く
。
乙
れ
も
、
和
藤
内
系
の
扮
装
で
あ
る
。

和
藤
内
が
押
民
に
な
っ
た
事
情
は
さ
て
お
き
、
押
戻
と
い
う
乙
の
手
法
は
、
本
舞
台
に
発
生
し
た
霊
力
が
花
道
を
揚
げ
幕
に
向
っ
て
突
進
し
よ
う
と
す
る
の

を
、
極
力
お
さ
え
よ
う
と
す
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
乙
と
だ
け
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「
鳴
神
」
の
一
般
の
台
本
は
、
上
人
が
絶
間
姫
に
あ
ざ
む
か
れ
、
祈
り
に
よ
っ
て
封
じ
て
い
た
雨
が
洛
々
と
降
っ
た
こ
と
に
怒
り
、
髪
は
逆
立
ち
、
す
さ
ま

じ
い
形
相
で
、
花
道
を
退
場
す
る
こ
と
で
終
る
の
だ
が
、
観
客
は
そ
の
あ
と
で
、
上
人
が
ど
乙
へ
行
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
疑
問
は
少
し
も
持
た
な
い
。

揚
げ
幕
に
入
る
と
い
う
こ
と
で
、
鳴
神
上
人
の
荒
事
は
完
成
し
た
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
揚
げ
幕
が
、
乙
の
主
人
公
の
到
達
す
る
終
着
点
な
の
で
あ
る
。

同
時
に
、
本
舞
台
ハ
A
）
か
ら
花
道
（
B

）
へ
ゆ
く
時
に
、
こ
の
上
人
の
霊
力
は
、

一
段
と
高
ま
り
、
揚
げ
幕
（
C
）
に
到
っ
て
完
全
な
状
態
に
な
る
。
そ

ん
な
風
に
考
え
て
い
い
の
で
あ
る
。

注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
A
か
ら
B

に
移
る
時
に
、

一
段
と
霊
力
が
高
ま
る
の
を
、
押
し
戻
そ
う
と
い
う
意
図
が
「
押
戻
」
と
称
す
る
手
法
の
根
本
に
あ
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る
と
い
う
乙
と
だ
。

押
戻
は
、
花
道
に
つ
か
つ
か
行
き
か
け
る
主
人
公
に
対
し
て
「
待
て
エ
エ
」
と
声
を
か
け
、
揚
げ
幕
か
ら
出
て
来
る
と
、
七
三
の
（
例
の
ス
ッ
ポ
ン
の
あ
る

附
近
の
）
約
束
の
場
所
で
、
二
人
で
見
得
を
す
る
。

主
人
公
と
押
戻
と
が
、
互
に
最
大
の
力
を
つ
く
し
て
押
し
合
う
形
を
そ
こ
で
は
見
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
表
現
を
、
歌
舞
伎
で
は
、

「
五
つ
が
し
ら
」
と
い

う
大
鼓
、
小
鼓
、
太
鼓
を
使
っ
た
鳴
り
物
に
合
せ
、
二
人
が
五
回
、
頭
を
ふ
る
演
出
に
よ
っ
て
示
す
。

「
菅
原
伝
授
手
習
鑑
」
車
引
の
場
で
、
松
王
丸
、
梅
王
丸
、
桜
丸
の
三
人
の
兄
弟
が
、
長
柄
の
傘
を
か
せ
に
し
て
、
五
つ
が
し
ら
を
ふ

つ
い
で
に
い
う
と
、

る
型
は
、
押
戻
の
同
巧
異
曲
で
あ
り
、
現
在
は
、
舞
台
の
中
央
で
演
じ
る
の
が
普
通
に
な
っ
て
い
る
が
、
あ
れ
は
（
六
代
目
菊
五
郎
が
松
王
丸
を
赤
の
じ
ゅ
ば

ん
で
演
じ
た
時
に
試
み
た
よ
う
に
）
花
道
ま
で
行
っ
て
演
じ
る
の
が
本
格
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
三
人
兄
弟
の
見
得
は
、
押
戻
の
変
型
の
は
ず
だ
か
ら
で
あ

る
戦
争
中
に
前
進
座
が
「
鳴
神
」
を
演
じ
た
時
、
め
ず
ら
し
く
押
戻
が
出
た
が
、
そ
の
時
は
、
花
道
七
三
で
五
つ
頭
の
見
得
を
し
た
あ
と
、
最
後
に
は
上
人
が



い
つ
も
の
型
通
り
、
花
道
を
退
場
し
、
押
戻
が
舞
台
に
残
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
、「
先
代
萩
」
床
下
の
荒
獅
子
男
之
助
が
、
仁
木
を
と
り
に
が
し
て
見
込
む
よ
う

な
感
じ
で
あ
っ
た
。

乙
の
演
出
が
昔
か
ら
あ
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
少
く
と
も
押
戻
が
揚
げ
幕
か
ら
、
あ
の
古
怪
な
扮
装
で
現
わ
れ
た
以
上
、
舞
台
で
あ
ば
れ
て
い

た
主
人
公
を
、
花
道
の
附
け
際
か
ら
押
し
戻
さ
な
け
れ
ば
（
と
り
逃
し
た
の
で
は
）
本
意
に
も
と
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

乙
こ
で
当
然
連
想
に
す
ぐ
浮
ぷ
の
は
、
「
鳴
神
」
「
押
戻
」
と
と
も
に
、
市
川
家
の
十
八
番
の
一
種
と
な
っ
て
い
る
「
暫
」
で
あ
る
。

た
ち
し
た

「
暫
」
の
主
人
公
は
、
舞
台
で
悪
の
元
兇
と
も
い
う
べ
き
ウ
ケ
（
俗
称
）
の
公
卿
が
、
太
万
下
（
俗
称
）
と
呼
ば
れ
る
善
意
の
人
々
を
家
来
の
中
ウ
ケ
（
俗

称

一
名
腹
出
し
）
の
面
々
に
命
じ
て
殺
さ
せ
よ
う
と
す
る
際
ど
い
場
面
に
、
揚
げ
幕
か
ら
出
て
来
る
。

押
戻
が
「
待
て
え
え
」
と
い
う
か
わ
り
に
、

「
し
ば
ら
く
」
と
い
う
声
を
か
け
て
出
て
来
る
の
で
、
乙
の
別
の
題
名
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、

「
待
て
え

え
」
で
な
く
「
し
ば
ら
く
」
と
い
っ
て
出
て
来
る
の
は
、
考
え
る
と
、
そ
の
こ
と
に
は
、
意
味
が
あ
る
。

乙
の
場
合
、
舞
台
に
い
る
の
は
、
妖
怪
変
化
で
は
な
く
て
、
人
間
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ウ
ケ
は
、
徳
川
期
の
庶
民
が
、
実
権
は
な
く
て
も
大
名
よ
り
も
そ
の

上
の
公
対
（
将
軍
）
よ
り
も
、
何
と
な
く
も
う
一
段
上
の
位
置
に
い
る
ら
し
い
、
そ
の
点
で
気
味
の
わ
る
い
も
の
と
し
て
い
た
殿
上
人
な
の
で
あ
る
。
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「
暫
」
の
年
表
を
見
る
と
、
ウ
ケ
の
名
前
は
、
乙
の
幕
を
挿
入
し
た
毎
年
顔
見
世
〈
十
一
月
〉
の
狂
言
名
題
が
一
々
ち
が
う
よ
う
に
、
荒
事
師
の
役
名
と
と

も
に
、
し
じ
ゅ
う
変
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
中
に
は
鉄
輪
王
子
（
正
徳
五
年
森
田
座
）
に
せ
大
塔
の
宮
（
享
保
四
年
森
田
座
）
み
さ
ど
の
皇
子
（
明
和
五
年

市
村
座
）
い
か
づ
ち
親
王
（
明
和
八
年
森
田
座
）
と
い
う
皇
族
に
な
っ
て
い
る
の
が
あ
り
、
甚
し
い
の
は
朱
雀
天
皇
（
安
永
六
年
中
村
座
）
崇
徳
新
院
（
安
永

九
年
中
村
座
）
と
い
う
例
ま
で
あ
る
。

一
方
、

す
み
ま
え
が
み
あ
ら
わ
か
し
申

「
暫
」
の
主
人
公
は
、
か
つ
ら
は
角
前
髪
で
、
荒
若
衆
の
役
柄
で
あ
る
。「
頼
光
の
お
そ
ば
さ
ら
ず
」
と
自
称
す
る
ツ
ラ
ネ
の
よ
う
に
、
将
軍
の
側

辺
の
小
姓
で
あ
り
、
衆
道
の
感
覚
が
あ
る
役
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
超
人
的
な
怪
力
を
も
っ
英
雄
で
あ
っ
て
も
、
帝
や
皇
子
の
暴
逆
を
お
さ
え
に
出
て
来
る
時
に

「
待
て
え
え
」
で
は
、
出
て
来
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
地
位
の
ち
が
い
が
、
揚
げ
幕
の
中
で
す
で
に
聞
か
せ
る
「
し
ば
ら
く
」
と
い
う
声
に
出
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
声
が
、
幕
の
向
う
か
ら
聞

え
る
乙
と
が
、
舞
台
に
い
る
人
々
を
震
憾
さ
せ
た
の
は
疑
い
な
い
。



幕
と
い
う
も
の
の
も
つ
神
秘
性
は
、
客
席
と
舞
台
と
を
隔
て
る
半
ば
現
実
的
な
効
用
を
別
と
し
て
考
え
て
も
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
能
の
作
り
も
の
の

中
か
ら
後
シ
テ
が
出
現
す
る
（
「
土
蜘
」
の
よ
う
な
）
演
出
が
、
張
り
め
ぐ
＝
り
さ
れ
た
織
物
の
中
か
ら
出
現
す
る
役
の
威
力
を
こ
と
さ
ら
強
調
す
る
の
と
同
じ

意
味
を
持
っ
て
い
る
と
見
て
い
い
の
で
あ
る
が
、
花
道
の
揚
げ
幕
に
も
、
同
じ
神
秘
性
は
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

能
で
い
え
ば
、
鏡
の
聞
に
当
る
揚
げ
幕
の
中
の
溜
り
か
ら
出
て
来
る
役
は
、
花
道
を
舞
台
の
単
な
る
延
長
と
し
て
考
え
る
場
合
は
別
と
し
て
、
時
に
、
特
殊

「
暫
」
に
お
い
て
、
そ
の
声
の
聞
え
る
場
所
と
し
て
考
え
て
み
て
、
揚
げ
幕
は
実
に
重
要
なM幕
d

な
の
で
あ
る
。

す
ほ
う

揚
げ
幕
が
あ
い
て
出
て
来
た
暫
の
主
人
公
が
、
ピ
ン
と
張
っ
た
四
角
な
素
抱
の
袖
を
左
右
均
整
に
身
づ
く
ろ
っ
た
形
で
、
う
や
う
や
し
く
一
礼
す
る
の
は
、

え
し
ゃ
4

観
客
に
対
す
る
俳
優
の
会
釈
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
あ
る
い
は
、

な
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
待
て
エ
エ
」
と
い
わ
ず
し
ば
ら
く
と
い
っ
た
乙
の
役
の
謙
抑
な
態
度
を
示
す
の
か
と
も
考

え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
う
い
う
若
衆
が
、
舞
台
の
の
悪
人
ど
も
の
一
切
の
行
動
を
停
止
さ
せ
、
や
が
て
ひ
と
に
ら
み
で
、
草
木
を
な
び
か
せ
る
野
分
の
よ
う
に
、
討
ち

「
暫
」
の
主
人
公
が
、
七
三
で
高
合
引
に
か
け
て
、
み
ず
か
ら
の
出
自
を
述
べ
る
ツ
ラ
ネ
（
徳
川
時
代
か
ら
そ
の
都
度
新
作
さ
れ
た
）
を
い
っ
た
あ
と
、
舞
臼

平
ら
げ
る
乙
と
が
予
想
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

台
へ
行
こ
う
と
す
る
と
乙
ろ
へ
、
い
ろ
い
ろ
な
人
物
が
行
っ
て
、
舞
台
へ
来
さ
せ
ま
い
と
す
る
工
作
を
す
る
。

ウ
ケ
が
「
誰
か
あ
る
引
っ
立
て
い
」
と
命
じ
る
の
に
応
じ
て
、
な
ま
ず
坊
主
が
ゆ
き
、
女
な
ま
ず
が
ゆ
き
、
四
人
の
武
士
が
ゆ
き
、
奴
ど
も
が
ゆ
く
わ
け
だ

が
、
ど
の
場
合
も
に
ら
ま
れ
て
、
戻
っ
て
来
る
。

な
ま
ず
は
ハ
ッ
キ
リ
「
揚
幕
の
方
へ
」
「
立
っ
ち
ゃ
く
ん
さ
る
め
い
か
」
と
い
い
、
女
な
ま
ず
は
「
他
で
も
ど
ざ
ん
せ
ぬ
が
、
ち
っ
と
そ
っ
ち
の
方
へ
寄
っ

て
は
下
さ
ん
せ
ぬ
か
」
と
い
う
。
花
道
か
ら
、
も
と
の
揚
げ
幕
の
方
へ
引
っ
返
し
て
も
ら
い
た
い
と
頼
む
わ
け
で
あ
る
。

乙
の
「
暫
」
の
場
合
は
、
花
道
（
B

）
か
ら
舞
台
（
A
）
へ
ゆ
く
こ
と
で
、
更
に
強
く
な
る
の
を
予
想
し
て
、
舞
台
の
人
々
が
恐
れ
お
の
の
い
て
い
る
の

dpe
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暫
」
に
向
う
へ
行
っ
て
く
れ
と
懇
願
す
る
こ
れ
ら
の
役
々
の
行
動
を
、
「
引
っ
立
て
」
と
俗
に
呼
ん
で
い
る
。
「
引
っ
立
て
い
」
と
い
う
ウ
ケ
の
セ
リ
フ

か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
押
戻
」
と
は
全
く
逆
で
あ
る
。
押
戻
は
、
舞
台
（A
〉
か
ら
花
道
（
B

〉
に
来
る
主
人
公
を
、
も
と
の
舞
台
へ
押
し
戻
す
の



で
あ
り
、
引
っ
立
て
は
、
花
道
（
B

）
か
ら
舞
台
（
A
）
へ
来
さ
せ
ま
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
や
は
り
、
花
道
は
本
舞
台
と
全
く
別
の
舞
台
で
あ
り
、
「
暫
」
の
主
人
公
は
、
舞
台
に
来
て
、
更
に
強
く
な
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
と
思
っ
て

い
い
で
あ
ろ
う
。

あ
る
時
期
に
、
花
道
か
ら
更
に
平
土
間
の
客
席
の
中
央
に
、
半
島
の
よ
う
に
つ
き
出
た
「
名
の
り
台
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
主
人
公
が
自
ら
の

名
を
名
の
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

「
暫
」
の
主
人
公
が
、
花
道
七
三
で
述
べ
る
ツ
ラ
ネ
は
、
名
の
り
と
い
う
形
式
の
典
型
で
あ
る
。

世
話
狂
言
で
も
、
盗
賊
や
侠
客
が
、
自
分
の
姓
名
や
生
い
立
ち
を
述
べ
る
セ
リ
フ
は
、
改
た
ま
っ
た
重
要
な
エ
ロ
キ
ュ
l

シ
ョ
ン
で
演
出
さ
れ
る
。
歌
舞
伎

で
「
名
の
り
」
が
特
殊
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
芸
能
の
最
も
根
源
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
神
の
名
の
り
か
ら
来
て
い
る
と
思
っ
て
い
い
の
で
あ
る
が
、

「
暫
」
の
名
の
り
の
ツ
ラ
ネ
が
、
花
道
で
行
な
わ
れ
る
の
は
、
花
道
が
神
の
化
現
の
場
所
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
証
拠
と
い
っ
て
も
、
ま
ち
が
い
で
は
あ
る

i，
－
、
、
，

n
v

』
‘
，
、B
し
u・そ

れ
を
更
に
延
長
す
る
と
、
ス
ッ
ポ
ン
か
ら
セ
リ
と
い
う
特
殊
な
方
法
で
、
幽
霊
や
狐
や
妖
術
使
い
が
出
て
来
る
の
は
、
神
の
出
現
と
い
う
感
覚
に
ほ
か
な
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ら
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
。

揚
げ
幕
を
あ
け
る
時
に
、
幕
の
上
に
つ
い
て
い
る
金
環
が
チ
ャ
リ
ン
と
鳴
る
。
そ
の
音
が
、
歌
舞
伎
鑑
賞
の
ひ
と
つ
の
爽
快
味
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

役
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
音
を
立
て
ず
に
、
そ
っ
と
あ
け
、
観
客
の
気
の
つ
か
ぬ
う
ち
に
、
人
物
が
花
道
に
立
っ
て
い
る
例
が
あ
る
。

「
菅
原
伝
授
手
習
鐘
」
寺
子
屋
の
源
蔵
や
、
「
一
谷
撒
軍
記
」
陣
屋
の
熊
谷
が
そ
う
で
あ
る
。「
新
薄
雪
物
語
」
園
部
館
の
幸
崎
伊
賀
守
が
そ
う
で
あ
る
。

源
蔵
や
熊
谷
は
、
心
に
深
い
哀
愁
も
し
く
は
屈
托
を
抱
い
て
出
て
来
る
役
で
あ
り
、
伊
賀
守
は
蔭
腹
を
切
っ
て
出
て
来
る
役
で
あ
る
か
ら
、
楓
爽
と
花
道
を
出

な
い
の
は
当
然
だ
が
、
こ
れ
ら
の
役
が
い
つ
の
間
に
か
、
花
道
の
真
中
よ
り
も
舞
台
に
近
い
所
へ
来
て
い
る
の
に
気
が
つ
い
た
瞬
間
、
観
客
の
受
け
る
お
ど
ろ

き
は
、
神
か
特
殊
な
霊
の
出
現
に
衝
動
を
受
け
る
心
理
と
非
常
に
似
て
い
る
の
で
あ
る
。

ち
ち
ゅ
う

「
土
蜘
」
の
前
シ
テ
の
僧
智
箸
は
、
揚
げ
幕
に
能
ま
が
い
の
錦
の
「
御
幕
」
を
つ
け
て
い
る
か
ら
環
の
音
の
し
な
い
の
は
当
然
だ
が
、
一
層
、
突
如
と
し
て

「
三
人
吉
三
廓
初
買
」
の
大
川
端
で
、
お
と
せ
の
う
し
ろ
か
ら
、
お
嬢
吉
三
が
出
て
来
る
と
こ
ろ
で
、
そ
う
い
う
花
道
の

あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
感
じ
を
持
つ
。

出
方
を
し
て
、
観
客
を
お
ど
ろ
か
せ
る
演
出
を
し
た
の
は
六
代
目
尾
上
菊
五
郎
で
あ
る
が
、
た
し
か
、
花
道
の
脚
光
を
さ
え
点
じ
さ
せ
な
か
っ
た
と
思
う
。
意



識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
知
ら
な
い
が
、
菊
五
郎
は
、
花
道
の
神
秘
性
を
、
巧
み
に
私
用
し
た
の
で
あ
？
た
か

花
道
が
持
っ
て
い
る
こ
の
特
殊
な
感
じ
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
前
に
述
べ
た
よ
う
な
、
押
戻
の
演
出
が
生
み
出
さ
れ
た
の
だ
と
い
っ
て
い
い
。

も
う
一
度
要
約
し
て
い
う
と
花
道
と
舞
台
と
の
聞
に
、

H
押
し
戻
し

同
引
き
立
て

同
と
り
に
が
し

と
い
う
、
三
つ
の
形
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

H
は
、
本
舞
台
か
ら
花
道
へ
来
て
、
更
に
揚
げ
幕
へ
ゆ
か
せ
ま
い
と
し
て
、
押
し
戻
す
こ
と
に
意
味
が
あ
り
、
同
は
、
揚
げ
幕
か
ら
出
て
来
た
者
を
、
本
舞

台
へ
来
さ
せ
ま
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
男
之
助
や
、
前
進
座
演
出
の
「
鳴
神
」
の
押
戻
は
、
術
語
と
し
て
は
熟
さ
な
い
が
、
と
り
に
が
し
た
わ
け
で
、
舞
台
か

ら
花
道
へ
、
花
道
か
ら
揚
げ
幕
へ
と
、
成
長
し
た
霊
力
を
十
分
に
発
揮
し
た
ま
ま
主
人
公
が
退
場
す
る
の
を
、
や
む
な
く
見
送
る
形
で
あ
る
。

以
上
の
中
で
、
押
戻
だ
け
は
、
主
人
公
と
力
が
互
角
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
押
戻
を
演
じ
る
の
が
市
川
団
十
郎
の
場
合
、
主
人
公
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
と
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い
う
感
じ
さ
え
持
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

「
道
成
寺
」
や
「
双
面
」
で
は
、
主
人
公
は
、
女
の
姿
で
一
旦
鐘
の
中
に
入
り
、
扮
装
を
か
え
て
蛇
体
も
し
く
は
鬼
女
の
姿
で
再
び
登
場
す
る
。
鐘
と
い
う

密
室
の
中
に
乙
も
っ
て
、
出
て
来
た
時
に
、
前
と
は
全
く
ち
が
っ
た
凄
壮
な
姿
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
密
室
に
入
っ
た
結
果
に
よ
る
変
貌
で
あ
り
、
飛
躍

な
の
で
あ
る
。

日
本
の
習
俗
と
し
て
も
、
密
閉
さ
れ
た
む
ろ
の
中
に
入
っ
て
再
び
現
わ
れ
た
時
に
、
新
た
な
る
力
を
賦
与
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
は
確
実
に
存
在
し
て

い
る
の
で
、
そ
れ
が
芸
能
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
見
て
い
い
の
で
あ
る
が
、「
道
成
寺
」
「
双
面
」
の
場
合
、
そ
の
鐘
か
ら
出
た
主
人
公
と
、
花
道
の
向
う
の

揚
げ
幕
か
ら
出
た
主
人
公
が
、
花
道
で
押
し
合
う
の
は
、
ま
さ
し
く
五
分
五
分
の
力
の
せ
り
合
い
で
あ
っ
た
。

も
う
一
度
「
車
引
」
の
例
で
は
、
足
を
割
っ
た
秘
王
丸
の
背
後
で
、
傘
を
持
ち
合
っ
た
松
王
丸
と
桜
丸
が
ソ
ク
に
立
ち
、
五
つ
頭
を
ふ
る
の
は
、
松
王
丸
対

の
乙
り
二
人
が
互
角
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
梅
王
丸
も
荒
事
で
演
じ
る
有
数
な
役
だ
が
、
松
王
丸
は
座
頭
の
役
で
、
梅
王
丸
を
上
ま
わ
る
の
で
あ



る
。
そ
れ
を
考
え
な
が
ら
演
じ
る
の
が
、

「
車
引
」
の
正
し
い
演
出
で
あ
っ
た
。

歌
舞
伎
の
花
道
は
、
十
中
八
九
ま
で
、
舞
台
の
延
長
で
あ
り
、
呼
べ
ば
闘
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
花
道
の
も
つ
本
来
の
意
味
は
、
本
舞
台
と

別
の
舞
台
と
い
う
乙
と
に
、
あ
っ
た
よ
う
だ
。

乙
こ
に
挙
げ
た
い
く
つ
の
例
が
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
「
助
六
」
の
出
端
の
、
河
東
節
に
よ
る
振
り
事
を
、
舞
台
に
い
る
傾
城
た
ち
が
見
て
い

て
、
最
後
に
「
ゃ
ん
や
や
ん
や
」
と
ほ
め
る
が
、
じ
つ
は
意
休
や
そ
の
子
分
が
黙
殺
し
て
い
る
よ
う
に
、
傾
城
は
知
ら
ん
顔
を
し
て
も
い
い
の
だ
。
出
端
は
、

別
の
舞
台
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

か
つ
て
「
夏
祭
浪
花
鑑
」
の
道
具
屋
の
場
で
、
段
末
に
花
道
ま
で
行
っ
た
義
平
次
が
、
幕
が
引
か
れ
は
じ
め
た
時
に
、
急
い
で
舞
台
へ
帰
っ
た
と
い
う
奇
妙

な
演
出
を
見
て
、
顔
を
逆
撫
で
さ
れ
る
よ
う
な
違
和
感
を
味
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
違
和
感
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
花
道
の
神
聖
が
侵
さ
れ
た
よ
う
な
気
さ
え
し

た
の
で
あ
っ
た
。

信
仰
に
関
す
る
心
理
は
、
理
屈
以
外
に
、
禁
忌
の
感
覚
を
伴
う
。
花
道
が
不
自
然
に
使
わ
れ
て
い
る
時
に
、
わ
れ
わ
れ
が
反
接
を
し
ば
し
ば
感
じ
る
の
は
、

わ
れ
わ
れ
の
中
に
、
花
道
を
特
殊
視
す
る
気
持
が
あ
る
か
ら
で
、
そ
の
気
持
を
解
析
す
る
と
、
花
道
こ
そ
は
、
神
や
特
殊
な
霊
が
姿
を
あ
ら
わ
す
場
所
、
い
わ- 68 ー

ば
祭
壇
だ
と
い
う
暗
黙
の
定
義
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。

改
め
て
考
え
る
こ
と
に
し
て
、
花
道
が
そ
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
本
質
的
な
事
情
を
、

花
道
の
発
生
に
つ
い
て
は
、

と
こ
で
は
述
べ
て
み

た
。


