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「
悪
能
ω
L

の
考
察

ー

l
言
語
表
現
の
芸
能
化
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜

西

ネす

古
了

某
社
か
ら
刊
行
さ
れ
る
日
本
語
の
百
科
事
典
の
し
こ
と
で
「
悪
態
」
と
い
う
項
目
を
担
当
し
た
c

悪
態
は
単
に
対
象
に
向
っ
て
悪
罵
を
放
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つ
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
言
語
表
現
の
中
で
も
そ
の
占
め
る
位
置
は
特
殊
で
あ
る
。
こ
と
に
実
用
的
な
言
語
表
現
そ
の
も
の
が
言
語
伝

承
と
な
り
、
型
を
生
じ
鑑
賞
を
生
み
、
芸
能
と
言
う
べ
き
も
の
へ
と
転
化
し
て
ゆ
く
、
そ
の
過
程
に
興
味
の
尽
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
事
典

の
限
ら
れ
た
紙
数
の
中
で
意
を
尽
く
さ
な
い
点
も
あ
っ
た
の
で
、
少
し
観
点
を
変
え
て
、
言
語
表
現
の
芸
能
化
を
主
題
と
し
て
悪
態
の
考
察

を
試
み
て
み
よ
う
と
思
う
。

言
語
表
現
と
し
て
の
位
置

わ
れ
わ
れ
の
言
語
生
活
の
中
で
暗
一
嘩
・
口
論
も
し
く
は
他
に
向
っ
て
制
裁
を
加
え
る
と
い
う
よ
う
な
場
で
、
隠
さ
れ
て
い
る
悪
行
を
暴
露

し
て
非
難
を
浴
び
せ
、

あ
る
い
は
触
れ
ら
れ
た
く
な
い
弱
点
を
指
摘
し
、
扶
刻
し
て
萎
縮
さ
せ
る
な
ど
、
相
手
を
お
と
し
め
、
自
己
の
優
位



を
確
立
し
よ
う
と
す
る
一
群
の
攻
撃
的
な
言
い
ま
わ
し
が
あ
る
。

そ
の
種
の
言
語
表
現
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
悪
口
・
悪
態
・
皮
肉
・
あ

て
つ
け
・
あ
て
こ
す
り
・
厭
味
・
陰
口
・
誠
刺
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
中
で
、
悪
口
・
悪
態
は
直
接
的
に
相
手
を
の
の
し
り
、
力
を
も
っ
て
押
え
込
も
う
と
す
る
も
の
で
、

い
わ
ゆ
る
罵
四
言
語
を
用
い

る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
皮
肉
ゃ
あ
て
つ
け
・
あ
て
こ
す
り
は
腕
曲
な
表
現
で
あ
り
な
が
ら
、
意
地
悪
く
、
遠
回
し
に
批
判
を
加

え
る
も
の
で
、
皮
肉
は
語
原
的
に
は
皮
と
肉
と
が
引
き
離
さ
れ
る
痛
さ
を
言
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
今
日
わ
れ
わ
れ
が
用
い
る
よ
う
な
「
骨
身

に
こ
た
え
る
よ
う
な
痛
烈
な
非
難
」
「
遠
ま
わ
し
に
意
地
悪
を
言
っ
た
り
し
た
り
す
る
こ
と
L

と
い
う
意
味
で
の
皮
肉
は
劇
場
関
係
の
隠
語

か
ら
出
た
も
の
ら
し
い
（
小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
）
。

あ
て
つ
け
は
こ
と
ば
ど
お
り
非
難
・
軽
蔑
さ
れ
る
べ
き
あ
る
事
象
に
か
こ
つ
け

て
、
比
喰
的
に
批
判
す
る
の
で
あ
る
が
、
あ
て
つ
け
と
ほ
と
ん
ど
同
義
語
で
あ
る
あ
て
こ
す
り
は
「
こ
す
る
し
と
い
う
こ
と
ば
に
調
諭
の
意

が
、
そ
れ
で
も
表
現
の
効
果
を
意
識
す
る
た
め
に
、

い
か
に
痛
烈
に
攻
撃
を
加
え
て
顔
色
な
か
ら
し
め
る
か
、

あ
る
い
は
周
囲
の
同
感
を
誘
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味
と
ざ
ら
つ
い
た
も
の
で
肌
を
こ
す
る
痛
み
の
感
覚
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
日
常
の
言
語
生
活
に
あ
っ
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い

う
か
と
い
う
点
に
く
ふ
う
を
凝
ら
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
洗
練
さ
れ
た
も
の
は
「
寸
鉄
人
を
さ
す
L

効
果
を
も
っ
て
人
々
の
印
象
に
と
ど
ま

り
、
警
句
・
こ
と
わ
ざ
と
な
っ
て
伝
承
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、

ま
た
既
存
の
警
句
・
こ
と
わ
ざ
を
上
手
に
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
果

を
倍
増
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
笑
い
の
効
用
な
ど
も
、
こ
の
方
面
で
は
特
に
顕
著
な
も
の
が
あ
る
。

厭
味
や
陰
口
は
右
の
よ
う
な
表
現
技
巧
よ
り
は
対
象
の
非
難
さ
れ
る
べ
き
言
動
・
性
格
等
そ
の
事
実
を
あ
げ
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
り
、
厭

味
は
ひ
と
の
い
や
が
る
こ
と
を
あ
え
て
言
う
、

ひ
そ
か
な
敵
意
を
抱
く
も
の
で
あ
り
、
陰
口
と
な
る
と
当
人
不
在
の
場
で
不
快
な
風
評
を
ふ

り
ま
く
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
性
格
は
陰
湿
な
も
の
で
あ
る
。
陰
口
と
同
じ
よ
う
に
間
接
的
な
発
言
で
あ
っ
て
も
、
調
刺
は
社
会
性
や

政
治
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
特
色
が
あ
る
。

そ
の
批
判
や
攻
撃
の
対
象
が
特
定
の
個
人
や
組
織
・
団
体
に
向
け
ら
れ
て
い
る
場
合
で
も
、



そ
れ
は
社
会
の
問
題
や
話
題
に
な
っ
て
い
る
そ
れ
ら
で
あ
り
、
社
会
全
般
に
向
っ
て
、
共
通
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
も
っ
て
訴
え
か

け
て
い
る

Q

た
だ
間
接
的
で
あ
る
点
に
お
い
て
陰
口
と
似
て
お
り
、
発
言
者
の
名
を
隠
す
こ
と
に
よ
っ
て
反
撃
の
鉾
先
か
ら
の
が
れ
よ
う
と

し
て
い
る
。

し
か
し
、
社
会
性
・
政
治
性
が
あ
る
と
い
う
条
件
か
ら
は
む
し
ろ
匿
名
批
評
と
い
う
も
の
に
近
く
、

そ
れ
と
異
な
る
の
は
、
皮

肉
・
あ
て
つ
け
・
あ
て
こ
す
り
と
同
じ
よ
う
に
、

よ
り
多
く
表
現
の
技
巧
に
留
意
し
、
笑
い
を
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

そ
の

手
段
と
し
て
古
く
は
落
書
が
用
い
ら
れ
た
。
落
書
の
様
式
に
は
謎
や
こ
と
わ
ざ
に
類
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
落
書
と
落
首
と
が
ほ
と
ん
ど
同

義
一
誌
の
よ
う
に
使
用
せ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
狂
歌
や
狂
句
の
様
式
を
利
用
す
る
と
い
う
伝
統
が
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
表

現
技
巧
を
凝
ら
し
、
笑
い
を
大
い
に
活
用
す
る
と
い
う
創
作
的
意
図
が
現
れ
て
い
る
。
現
代
の
社
会
に
お
い
て
は
、
新
聞
・
雑
誌
・
放
送
な

ど
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
社
会
に
訴
え
る
と
い
う
方
法
が
一
般
で
あ
り
、
機
知
に
富
む
も
の
が
喝
采
を
博
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、

ま
す
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ま
す
奇
抜
を
競
う
傾
向
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
近
似
す
る
諸
種
の
言
語
表
現
の
中
で
、
悪
態
は
は
な
は
だ
特
異
な
性
格
を
見
せ
て
い
る
。
悪
態
と
悪
口
と
は
こ
と
ば
の
意
味

の
上
で
さ
し
た
る
違
い
が
な
い
よ
う
に
見
ら
れ
る
が
、
悪
口
が
発
言
の
内
容
そ
の
も
の
を
語
義
の
中
心
に
お
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
悪
態

は
発
一
一
一
口
も
し
く
は
発
唱
の
形
態
に
特
に
意
識
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
悪
態
と
い
う
用
字
に
も
そ
れ
が
示
さ
れ
て
い
る
し
、
悪
態
を
動
詞
化

し
た
寸
あ
く
た
れ
る
」
と
い
う
こ
と
ば
な
ど
も
、
語
感
の
上
に
発
言
の
姿
態
を
写
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
悪
態
は
「
悪
対
L

と
い

う
用
字
も
あ
っ
て
、

『
大
漢
和
辞
典
』

（
大
修
館
書
店
）
は
そ
れ
に
「
あ
く
た
い
も
く
た
い
の
省
略
語
の
当
字
」

で
あ
る
と
注
し
て
い
る
が
、

語
以
は
明
ら
か
で
な
い
。
悪
態
が
盛
ん
に
社
会
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
江
戸
初
期
か
ら
こ
の
語
も
出
現
し
た
か
と
思
わ
れ
る
。



信
仰
生
活
と
悪
態

も
と
も
と
、
古
代
日
本
の
社
会
で
は
対
立
す
る
者
ど
う
し
の
武
力
に
よ
る
争
い
に
先
立
っ
て
、
も
し
く
は
そ
れ
に
代
っ
て
言
語
の
呪
力
に

基
づ
く
寸
こ
と
ば
戦
い
L

が
行
わ
れ
た
も
の
で
、
敵
の
卑
小
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
て
意
気
を
温
喪
さ
せ
、
身
方
の
士
気
を
鼓
舞
す
る
、
そ

う
い
う
効
果
を
考
え
て
い
た
。
海
石
棺
市
の
歌
垣
の
場
に
お
け
る
哀
祁
の
命
と
平
群
の
志
毘
と
の
歌
の
問
答
な
ど
そ
の
一
例
で
あ
る
（
清
寧

お
お
た
く
み

そ
れ
は
大
匠
の
腕
が
っ
た
な
い
か
ら
に
過
ぎ
な
い
と
言
い
返
す
。
ま

記
）
。
皇
子
の
宮
室
の
一
隅
が
傾
い
て
い
る
と
い
う
悪
口
に
対
し
て
、

さ
に
悪
態
の
か
け
あ
い
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

折
口
信
夫
の
文
学
史
・
芸
能
史
に
従
え
ば
、
こ
う
い
う
こ
と
ば
戦
い
は
神
と
精
霊
と
の
対
立
を
原
義
と
す
る
も
の
で
、
遠
来
の
神
な
る
ま

し
じ
ま

れ
び
と
が
土
地
の
精
霊
を
圧
伏
し
て
服
従
を
誓
わ
せ
よ
う
と
す
る
。
精
霊
は
そ
れ
に
対
し
て
あ
る
い
は
無
言
を
守
り
、
あ
る
い
は
神
の
こ
と

ば
を
も
ど
い
て
抵
抗
を
試
み
る
。

そ
の
根
本
を
言
え
ば
、
神
が
自
ら
の
出
自
の
尊
貴
で
あ
り
、
威
霊
に
満
ち
て
い
る
こ
と
を
言
い
、
反
対
に
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精
霊
の
出
自
の
賎
し
く
、
当
然
神
の
命
令
に
服
従
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
立
す
る
と
こ
ろ
に
趣
意
が
存
す
る
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、

一
方

は
名
古
り
と
か
系
図
の
言
い
立
て
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に
な
り
、

」
れ
が
武
士
の
戦
場
に
お
け
る
名
告
り
、

寸
ゃ
あ
や
あ
遠
か
ら
ん
者
は

音
に
も
聞
け
：
：
：
L

式
の
様
式
的
な
発
唱
法
に
ま
で
尾
を
引
く
こ
と
に
な
る
。
自
ら
の
系
図
の
正
し
さ
、
高
責
さ
を
主
張
し
て
、
戦
わ
ず
し

一
方
、
精
霊
の
卑
小
さ
を
指
摘
し
自
覚
せ
し
め
て
、
無
益
な
抵
抗
を
止
め
さ
せ
よ
う

け
が

と
す
る
こ
と
ば
は
、
相
手
の
愚
か
さ
、
品
位
の
下
劣
さ
、
醜
さ
、
汚
れ
と
い
う
た
ぐ
い
を
内
容
と
す
る
の
で
、
こ
れ
が
す
な
わ
ち
罵
害
語
・

て
M
服
せ
し
め
よ
う
と
の
意
図
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

喧
嘩
こ
と
ば
に
相
当
す
る
。
現
代
に
至
る
ま
で
、
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
の
範
時
は
根
本
に
お
い
て
大
き
な
変
動
を
も
つ
こ
と
な
く
続
い
て
い
る
。

悪
態
発
生
の
場
と
し
て
は
、
祭
り
の
際
に
訪
れ
る
祖
霊
そ
の
他
の
来
訪
神
、
折
口
信
夫
の
用
語
で
い
う
と
こ
ろ
の
つ
ま
れ
び
と
」
が
村
人



た
ち
に
教
戒
を
与
え
る
行
事
が
重
視
せ
ら
れ
る
。
今
日
で
は
し
ば
し
ば
季
節
的
な
話
題
と
し
て
テ
レ
ビ
等
に
報
道
せ
ら
れ
る
秋
田
県
男
児
半

島
地
方
の
ナ
マ
ハ
ゲ
は
小
正
月
の
来
訪
神
で
あ
る
が
、
蓑
笠
に
身
を
包
み
、
異
様
な
面
を
被
り
、
包
丁
を
手
に
家
々
を
訪
れ
て
、
こ
ど
も
た

ち
に
親
の
言
い
つ
け
を
聞
く
よ
う
に
、

よ
く
勉
強
す
る
よ
う
に
、
な
ど
と
い
う
こ
と
を
大
声
で
言
い
聞
か
せ
る
。
幼
い
こ
ど
も
た
ち
は
恐
れ

て
泣
き
出
す
者
も
あ
る
が
、

と
も
か
く
こ
れ
は
教
戒
の
こ
と
ば
で
あ
る
。

ナ
マ
ハ
ゲ
と
い
う
名
も
「
な
も
み
は
げ
た
か
よ
、
豆
こ
煮
え
た
か

よ
」
と
唱
え
な
が
ら
訪
れ
て
来
る
、
そ
の
こ
と
ば
か
ら
出
た
も
の
と
さ
れ
、

な
も
み
は
火
だ
こ
の
こ
と
で
、

し
ご
と
に
身
を
入
れ
ぬ
怠
惰
な

者
は
い
な
い
か
と
戒
め
て
い
る
の
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

沖
縄
県
八
重
山
地
方
の
旧
暦
の
盆
に
は
「
あ
ん
が
ま
」
と
い
う
一
種
の
盆
踊
リ
が
行
わ
れ
、
た
と
え
ば
、
石
垣
島
登
野
城
の
そ
れ
で
は
ウ

シ
ュ
マ
イ
（
翁
）
と
ン
ミ
（
姐
）
の
仮
面
を
付
け
た
一
対
の
神
が
大
勢
の
伴
神
を
率
い
て
訪
れ
て
来
る
。
翁
・
姐
は
遠
い
先
祖
神
で
あ
り
、
伴
の

が
家
の
主
人
に
対
し
て
祝
言
を
述
べ
、
見
物
に
集
っ
た
群
衆
と
の
間
に
機
知
と
皮
肉
に
富
ん
だ
応
酬
が
あ
り
、

た
が
い
に
相
手
を
言
い
負
か

-5-

覆
面
を
し
た
男
た
ち
は
近
い
先
祖
神
を
表
す
も
の
と
言
う
が
（
東
京
堂
出
版
『
沖
縄
文
化
史
辞
典
』
）
、
訪
れ
た
家
の
座
敷
に
お
い
て
、
翁
・
姐

そ
う
と
争
う
の
で
あ
る
（
同
上
）
。
折
口
信
夫
ば
大
正
十
二
年
の
採
訪
の
際
の
印
象
を
左
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
（
「
国
文
学
の
発
生
（
第
三

稿
）
」
）
。
こ
れ
も
石
垣
島
か
、
あ
る
い
は
小
浜
島
で
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

盆
の
三
日
間
夜
に
入
る
と
、
村
中
を
廻
っ
て
迎
へ
ら
れ
る
家
に
入
っ
て
、
座
敷
に
上
っ
て
饗
応
を
受
け
る
。
勿
論
、
若
い
衆
連
の
仮
装

で
、
顔
は
絶
対
に
露
さ
な
い
。
元
は
、
芭
蕉
の
葉
を
頭
か
ら
垂
れ
て
、
葉
の
裂
け
目
か
ら
目
を
出
し
て
居
た
と
言
ふ
が
、
今
は
木
綿
を

オ
シ
ユ
マ
イ

以
て
頭
頚
を
包
ん
で
、
其
に
眉
目
を
画
き
、
鼻
を
作
っ
て
、
仮
面
の
様
に
し
て
居
る
。
大
主
前
が
、
時
に
起
っ
て
家
人
に
色
々
な
教
訓

や
批
難
或
は
慰
撫
・
激
励
を
す
る
が
、
軽
口
ま
じ
り
に
人
を
笑
は
せ
る
こ
と
が
多
い
。
時
に
は
、
随
分
恥
を
か
か
せ
る
様
な
こ
と
も
言

オ
シ
ユ
マ
イ

ふ
さ
う
で
あ
る
。
大
主
前
の
黙
っ
て
居
る
間
は
、
春
属
た
ち
が
携
へ
て
来
た
楽
器
を
鳴
し
て
、
舞
ひ
っ
謡
ひ
っ
芸
づ
く
し
を
し
て
歓
を



恋
に
す
る
。
家
の
主
人
・
主
婦
等
は
、

ひ
た
す
ら
、
財
む
訓
劃
あ
の
心
に
添
は
う
と
努
め
て
居
る
。
大
主
前
は
、
色
々
な
食
物
の
註
文

を
し
て
催
促
す
る
こ
と
も
あ
る
。
（
鮒
忠
誠
全
）

こ
の
採
集
の
ほ
う
が
神
の
教
戒
と
い
う
性
格
を
よ
り
よ
く
示
し
て
い
る
が
、
神
が
人
に
対
し
て
教
戒
し
、
時
に
は
そ
の
悪
行
を
な
じ
る
と

い
う
原
義
か
ら
、
神
と
人
相
互
の
聞
に
こ
と
ば
戦
い
が
行
わ
れ
、
競
技
的
に
優
劣
を
競
う
と
い
う
方
向
へ
意
義
を
軽
じ
て
ゆ
く
変
化
の
経
路

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

茨
城
県
西
茨
城
郡
岩
間
村
の
愛
宕
神
社
の
正
月
十
四
日
の
祭
り
で
は
、

一
村
の
男
女
が
総
出
で
悪
口
を
言
い
合
い
、
天
狗
に
扮
し
た
司
祭

者
と
悪
口
争
い
を
す
る
と
い
う
（
岩
崎
美
術
社
『
民
俗
の
事
典
』
）
。

こ
れ
な
ど
は
ま
だ
一
方
に
神
と
言
う
べ
き
位
置
に
あ
る
者
の
姿
を
見
せ

て
い
る
が
、
も
う
一
段
階
変
化
す
る
と
、
群
衆
が
悪
態
を
つ
く
主
体
と
な
り
、
土
地
の
人
々
す
べ
て
を
批
判
の
槍
玉
に
あ
げ
る
こ
と
に
な

せ
ん
よ
う
じ

る
。
千
葉
市
の
千
葉
寺
で
十
二
月
晦
日
に
行
わ
れ
た
「
千
葉
笑
い
」
の
こ
と
は
、
延
享
年
間
刊
行
の
『
本
朝
俗
諺
志
』
等
に
見
え
て
お
り
、

「
役
人
の
依
枯
景
買
や
土
地

」
の
夜
集
ま
る
人
々
は
み
な
覆
面
を
し
て
お
り
、
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俳
譜
の
季
題
と
も
な
っ
て
広
く
世
間
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、

の
者
の
不
孝
・
不
忠
な
ど
を
批
判
し
笑
っ
た
と
こ
ろ
か
ら

人
々
は
笑
わ
れ
ま
い
と
し
て
行
跡
を
慎
ん
だ
と
い
う
」
（
小
学
館
『
日
本
国
語

大
辞
典
』
）
。
こ
の
場
合
に
は
、
群
衆
が
す
な
わ
ち
来
臨
す
る
神
で
あ
り
、

日
本
人
に
は
群
衆
の
声
の
中
に
神
の
声
を
聞
こ
う
と
す
る
習
性
が

存
し
た
の
で
あ
る
。
こ
ど
も
が
悪
口
の
主
体
と
な
る
の
も
、
無
垢
の
こ
ど
も
に
神
が
宿
る
と
考
え
、
こ
ど
も
が
し
ば
し
ば
神
託
を
伝
え
た
日

本
人
の
信
仰
生
活
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

宮
城
県
塩
釜
市
で
正
月
十
五
日
の
夜
行
わ
れ
る
「
ざ
っ
と
な
」
と
い
う
行
事
で
は
、
こ
ど
も
た
ち
が
集
っ
て
「
土
地
の
老
若
男
女
の
日
ご

ろ
の
素
行
に
つ
い
て
、

よ
か
ら
ぬ
点
を
そ
の
者
の
背
戸
の
辺
に
来
て
、

声
を
そ
ろ
え
て
悪
口
を
言
い
ち
ら
す
。

そ
の
最
初
に
「
ざ
っ
と
な

ノ
＼
、
こ
こ
に
話
が
あ
る
と
な
L

と
い
う
定
ま
り
文
句
で
始
め
た
の
で
、

｝
の
行
事
も
ザ
ッ
ト
ナ
と
呼
ん
だ
」

と
さ
れ
て
い
る
（
東
京
堂
出



版
『
“
年
中
行
事
辞
典
』
）
。
こ
こ
で
は
、
こ
ど
も
の
声
が
す
な
わ
ち
神
の
声
な
の
で
あ
る
。
似
た
よ
う
な
こ
と
は
山
形
県
酒
田
市
の
飛
島
で
も

小
正
月
の
鳥
追
行
事
に
行
わ
れ
た
と
い
う
（
向
上
）
。

悪
態
の
競
技
性

祭
り
に
参
集
す
る
群
衆
が
相
互
に
悪
口
を
言
い
合
う
「
悪
態
祭
り
」
の
習
俗
は
、
こ
れ
ま
た
近
世
以
後
各
地
に
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
諸

種
の
記
録
に
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
悪
態
の
争
い
に
勝
っ
た
者
が
福
運
を
得
る
と
い
う
考
え
か
ら
、
た
が
い
に
言
い
勝
と
う
と
技
を
競

う
の
で
、
祭
り
の
庭
の
興
奮
を
た
か
め
、
悪
態
の
競
技
性
を
助
長
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
悪
態
が
言
語
表
現
と
し
て
の
技
巧
を
練
磨
し
て
日

常
的
な
言
語
か
ら
脱
却
し
、

そ
の
特
殊
な
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
く
る
の
も
、
こ
の
段
階
を
経
過
し
た
こ
と
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。

悪
態
祭
り
の
典
型
的
な
も
の
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
京
都
の
八
坂
神
社
、
世
に
言
う
祇
園
の
「
け
ず
り
か
け
神
事
」
に
お
け

お

け

ら

る
「
悪
態
っ
き
」
で
あ
ろ
う
。
削
掛
け
の
神
事
は
今
日
で
は
一
般
に
白
市
祭
り
の
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
て
お
り
、

「
大
晦
日
か
ら
元
日
朝
に
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か
け
て
、
社
前
に
お
け
ら
（
菊
科
植
物
で
薬
草
）
を
材
料
と
し
た
か
が
り
火
を
た
き
、
京
都
中
の
人
々
が
参
詣
し
て
、
こ
の
火
を
吉
兆
縄
と
呼

ぶ
縄
に
移
し
取
っ
て
家
に
持
ち
帰
り
、
元
日
の
雑
煮
を
煮
る
火
種
に
用
い
、
神
棚
や
仏
壇
の
御
燈
明
に
も
す
る
。

一
年
の
け
が
れ
を
払
う
こ

と
に
な
る
の
だ
と
い
う
」
（
東
京
堂
出
版
『
年
中
行
事
辞
典
』
）
。

」
れ
を
削
掛
け
を
神
事
と
呼
ん
だ
の
は
、

古
く
は
「
十
二
月
二
十
八
日
に

新
し
い
火
を
き
り
だ
し
、

」
れ
を
金
燈
簡
に
移
し
、

元
日
丑
刻
（
午
前
二
時
）
に
、

」
の
火
を
削
掛
の
木
に
移
し
て
、

お
け
ら
を
加
え
て
焼

き
、
そ
の
煙
が
東
へ
流
れ
る
と
近
江
国
は
そ
の
年
凶
年
、
西
へ
流
れ
る
と
丹
波
が
凶
年
に
な
る
と
い
っ
て
、

そ
の
豊
凶
を
う
ら
な
」
（
向
上
）

っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
年
占
の
神
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
見
物
が
悪
態
を
つ
き
あ
っ
た
の
も
、
も
と
は
近
江
方
・
丹
波

方
に
分
れ
て
福
運
を
わ
が
方
に
得
ょ
う
と
争
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
個
人
の
争
い
に
転
じ
て
、
福
運
も
悪
態
つ
き
に
勝
つ
個
人
が
得



る
も
の
と
変
じ
た
の
で
あ
る
。

井
原
西
鶴
の
『
世
間
胸
算
用
』
巻
四
「
閣
の
夜
の
悪
口
」
の
一
篇
に
は
、
こ
の
祇
園
の
削
掛
け
の
神
事
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。

と

も

」

ぴ

ひ

／

三

ほ

ま

ゐ

り

h

－
令
く
ろ

神
前
の
燈
火
暗
う
し
て
、
互
い
に
人
面
の
見
え
ぬ
時
、
参
詣
の
老
若
左
右
に
立
ち
分
れ
、
悪
口
の
様
様
云
ひ
勝
、
そ
れ
は
そ
れ
は
腹
抱

へ
る
事
な
り
。

と
あ
っ
て
、

そ
の
実
例
が
数
例
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
西
鶴
の
創
作
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
こ
で
言
い
交
さ
れ
る
悪
態
は
悪
態
祭
り

の
実
態
と
そ
う
か
け
は
な
れ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
c

－

つ

手

つ

の

ー

と

三
ケ
日
の
中
に
餅
が
咽
喉
に
詰
っ
て

お
の
れ
は
な
、

烏
部
野
へ
葬
礼
す
る
わ
い
や
い
。

お
ど
れ
は
又
人
売
の
請
で
な
、

町
の
番
太
を
為
た
奴
ぢ
や
。

寺
の
大
黒
の
果
ぢ
や
。

お
の
れ
が
弟
は
な
、
街
云
ひ
の
挟
箱
持
ぢ
や
c

お

ろ

し

ゃ

し

お
の
れ
が
伯
母
は
、
堕
胎
屋
を
為
を
る
わ
い
。

き
や
ふ

お
の
れ
が
姉
は
、
脚
布
せ
ず
に
味
噌
買
ひ
に
行
く
と
て
、

同
罪
に
粟
田
口
へ
馬
に
乗
り
て
行
く
わ
い
や
い
。

お
の
れ
が
女
房
は
な
、
元
日
に
気
が
違
う
て
子
を
井
戸
へ
は
め
居
る
ぞ
。

お
の
れ
は
な
、
火
の
車
で
連
れ
に
来
て
な
、
鬼
の
香
の
物
に
成
り
を
る
わ
い
。

お
の
れ
が
父
は
、

お
の
れ
の
嘆
は
、
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道
で
転
び
を
る
わ
い
や
い
。

と
い
う
具
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
す
ぐ
れ
て
口
拍
子
よ
く
悪
態
を
号
？
っ
若
者
が
相
手
に
な
る
者
の
な
い
ほ
ど
言
い
勝
っ
て
い
た
が
、
閏

の
中
の
当
て
推
量
で
、
寒
中
に
綿
入
れ
も
着
ず
に
い
る
身
な
り
を
言
い
当
て
ら
れ
、

「
返
す
言
葉
も
無
く
て
、
大
勢
の
中
へ
隠
れ
て
、

一
度



に
ど
っ
と
笑
は
れ
け
る
」
と
い
う
結
果
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
悪
態
を
見
る
と
、

わ
れ
わ
れ
が
予
想
す
る
ほ
ど
に
は
表
現
技
巧
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
単
純
に
、
ど

ん
な
ひ
ど
い
内
容
を
も
っ
て
相
手
を
皮
め
る
か
、

ど
ん
な
縁
起
で
も
な
い
こ
と
を
言
っ
て
呪
っ
て
や
る
か
、

と
い
う
着
想
の
意
外
性
に
主
眼

が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、

言
語
表
現
（
言
い
ま
わ
し
）
の
段
階
で
の
悪
態
と
言
っ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

「
餅
が

の
ど
に
詰
ま
っ
て
死
ぬ
」
と
か
「
（
罪
人
と
し
て
刑
場
に
）
馬
に
乗
せ
ら
れ
て
行
く
」
「
気
が
狂
っ
て
井
戸
へ
飛
び
込
む
（
も
し
く
は
、
子
を
投

げ
込
む
ご
と
い
う
よ
う
な
表
現
が
決
し
て
こ
の
場
の
思
い
付
き
で
な
く
、

す
で
に
世
間
で
の
慣
用
と
な
っ
て
い
る
類
型
的
な
表
現
で
あ
る

こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。

そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
表
現
が
伝
承
せ
ら
れ
た
も
の
、
言
語
伝
承
と
し
て
の
段
階
に
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。河

内
（
大
阪
府
）
の
野
崎
観
音
の
縁
日
は
、

い
わ
ゆ
る
「
野
崎
詣
り
」
の
群
衆
が
参
集
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
徳
庵
堤
か
ら
寝
屋
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川
を
舟
を
仕
立
て
て
湖
る
者
も
あ
れ
ば
、
土
手
を
歩
い
て
行
く
者
も
あ
る
。
こ
の
舟
と
土
手
と
の
群
衆
の
聞
に
悪
態
が
言
い
交
さ
れ
る
の
が

名
高
い
風
習
で
、
こ
の
口
げ
ん
か
に
勝
っ
と
そ
の
年
は
運
が
強
く
、
負
け
る
と
縁
起
が
悪
い
と
い
う
の
で
、
た
が
い
に
知
恵
を
絞
っ
て
悪
口

を
言
い
合
っ
た
も
の
ら
し
い
。

こ
の
光
景
は
落
語
「
野
崎
詣
り
」

に
活
写
さ
れ
て
い
て
、

初
代
春
団
治
な
ど
が
得
意
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ

ん
、
落
語
と
し
て
の
誇
張
や
歪
曲
は
加
わ
っ
て
い
る
が
、
「
お
う
い
、

そ
こ
へ
行
く
小
さ
い
の
」
と
声
が
か
か
る
と
、
「
な
ん
や
、
山
根
は
小

粒
で
も
ひ
り
り
と
辛
い
ぞ
」
と
言
い
返
す
。
こ
れ
な
ど
は
こ
と
わ
ざ
が
巧
み
に
利
用
さ
れ
て
い
て
、
や
は
り
悪
態
が
伝
承
と
無
縁
で
な
い
こ

と
を
思
わ
せ
て
い
る
。

同
種
の
行
事
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
福
島
県
磐
城
地
方
で
正
月
の
ど
ん
ど
焼
き
の
際
に
、
た
が
い
に
相
手
の
オ
ン
ベ
を
早
く
焼
い
て

し
ま
お
う
と
し
て
、
隣
部
落
ど
う
し
の
争
い
に
な
る
こ
と
が
多
い
。

」
れ
を
「
悪
態
吹
き
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、

「
鮫
鯨
買
い
さ
や
っ
た
れ



ば
、
夕
顔
ふ
く
べ
買
っ
て
来
た
」
と
い
う
よ
う
な
笑
い
を
主
と
し
た
文
句
が
記
憶
さ
れ
て
い
た
、

と
い
う
（
平
凡
社
『
綜
合
日
本
民
俗
語

葉
』
）
。
「
鮫
鯨
買
い
さ
云
々
」
の
文
句
は
、

む
し
ろ
落
語
な
ど
の
話
芸
か
ら
の
逆
輸
入
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ふ
し
も
あ
る
が
、

」
う
い
ャ
フ

文
句
が
記
憶
さ
れ
て
い
た
と
い
う
記
述
は
、
悪
態
が
日
常
的
な
会
話
で
は
な
く
、
言
語
伝
承
へ
と
固
定
化
し
よ
う
と
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と

を
証
し
て
い
る
。
愛
知
県
北
設
楽
郡
山
間
部
に
行
わ
れ
る
花
祭
な
ど
で
も
、
舞
い
処
で
舞
う
舞
い
人
に
対
し
て
、
見
物
の
間
か
ら
盛
ん
に
声

が
か
け
ら
れ
る
。

「
よ
く
舞
う
ぞ
、

よ
く
舞
う
ぞ
L

と
い
う
誉
め
詞
が
一
転
し
て
、
舞
い
手
の
し
よ
う
ば
い
は
炭
焼
き
だ
、

ど
う
り
で
お
け

つ
が
ま
っ
黒
だ
、

と
い
う
よ
う
な
悪
態
に
な
る
。
花
祭
は
特
に
祭
り
と
し
て
の
興
奮
が
昂
揚
す
る
か
ら
、
舞
い
人
と
見
物
と
が
一
体
と
な
っ

て
、
は
や
し
声
が
飛
び
交
う
。
も
ち
ろ
ん
、
見
物
ど
う
し
の
悪
態
も
あ
り
、
村
人
ど
う
し
の
す
っ
ぽ
ぬ
き
が
喚
笑
を
誘
っ
た
り
す
る
。
和
歌

山
県
有
田
郡
の
山
村
に
残
っ
て
い
る
御
田
の
舞
で
も
、
参
詣
者
が
悪
口
の
言
い
合
い
を
し
、
町
ぼ
す
と
秋
の
こ
な
し
が
良
い
な
ど
と
い
う
そ
う

で
あ
る
（
平
凡
社
『
綜
合
日
本
民
俗
語
葉
』
）
。
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こ
う
い
う
群
衆
の
聞
の
悪
態
は
、
誉
め
詞
・
は
や
し
詞
な
ど
と
一
体
の
も
の
と
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
で
、
現
代
の
社
会
生
活

に
お
い
て
は
、
相
撲
・
プ
ロ
野
球
・
プ
ロ
レ
ス
リ
ン
グ
等
の
観
衆
の
や
じ
ゃ
応
援
、
歌
舞
伎
芝
居
そ
の
他
の
演
劇
の
か
け
声
・
や
じ
な
ど
も

そ
の
一
端
で
あ
る
。
近
時
プ
ロ
野
球
の
応
援
が
様
式
的
に
な
り
、
型
を
も
と
う
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
注
目
に
価
す
る
。
『
日
本
民
俗
事
典
一
一
）

（
弘
文
堂
）
の
「
あ
く
た
い
ま
つ
り
」
の
項
（
執
筆
荻
原
秀
三
郎
）
が
す
で
に
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

と
も
か
く
、
悪
態
が
神
の
教
戒
か
ら
転
じ
て
群
衆
の
中
に
神
の
声
を
聞
き
、
あ
る
い
は
神
と
精
霊
と
の
対
立
が
隣
村
・
隣
接
村
落
ど
う
し

の
曲
耳
鏡
や
吉
凶
の
年
占
と
な
リ
、
さ
ら
に
個
人
的
な
福
運
の
う
ら
な
い
へ
と
変
じ
て
ゆ
く
。

そ
の
間
に
言
語
の
表
現
技
術
が
洗
練
さ
れ
練
磨

さ
れ
て
言
語
伝
承
へ
と
化
し
て
い
っ
た
怪
沼
が
右
の
諸
例
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



悪
態
の
芸
能
化

た
ん
か

江
戸
っ
子
の
喧
嘩
や
や
く
ざ
の
生
活
に
見
ら
れ
る
峻
町
と
な
る
と
、
単
に
相
手
の
悪
口
を
言
う
こ
と
に
目
的
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ

を
い
か
に
修
静
的
に
美
し
く
飾
っ
て
述
べ
立
て
る
か
、
ま
た
第
三
者
（
見
物
）
の
喝
采
を
博
す
る
よ
う
に
技
巧
的
に
発
唱
す
る
か
と
い
う
点
に

価
値
を
感
じ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
前
述
の
民
俗
生
活
を
基
盤
と
し
て
、

一
種
の
芸
能
に
昇
華
し
た
と
見
る
こ
と
も
許

さ
れ
よ
う
と
思
わ
れ
る
。
江
戸
っ
子
が
喧
嘩
と
な
る
と
「
な
に
（
午
一
一
口
）
っ
て
や
ん
で
え
」
と
十
ぐ
尻
を
ま
く
り
た
が
る
、

そ
の
心
理
に
潜
在
す

る
の
が
、
自
分
は
揮
を
締
め
て
い
る
一
人
前
の
人
間
だ
、

成
年
戒
を
経
過
し
た
男
な
の
だ
と
い
う
示
威
の
気
持
だ
と
説
か
れ
た
の
は
池
田

浦
三
郎
先
生
で
あ
る
が
、

そ
う
い
う
行
動
伝
承
の
上
の
型
と
相
伴
っ
て
、
言
語
伝
承
の
上
に
も
型
が
生
じ
て
く
る
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
慣
用

え
」
と
い
っ
た
文
句
が
飛
び
出
し
て
く
る
の
は
、
常
套
句
と
い
う
以
上
に
、

そ
れ
が
喧
嘩
の
際
の
言
語
技
術
の
ひ
と
つ
の
様
式
、
決
っ
た
手
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の
丈
句
で
、
喧
嘩
の
悪
態
と
な
る
と
決
っ
た
よ
う
に
「
水
道
の
水
で
産
湯
を
使
っ
た
お
あ
に
い
さ
ん
だ
」
「
先
祖
の
助
六
に
申
訳
が
立
た
ね

ん
」
の
中
で
、

主
人
公
の
坊
ち
ゃ
ん
が
山
嵐
に
教
え
る
「
ハ
イ
カ
ラ
野
郎
の
、

そ
れ
ら
は
市
民
生
活
の
中
に
渉
透
し
て
、
機
会
が
あ
る
と
人
の
口
に
上
っ
て
く
る
。
夏
目
激
石
の
「
坊
ち
ゃ

香
具
師

ペ
テ
ン
師
の
、

イ
カ
サ
マ
野
郎
の
、

猫
被
り
の
、

順
、
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

の
、
モ
モ
ン
ガ
！
の
、
岡
っ
引
き
の
、

わ
ん
わ
ん
鳴
け
ば
犬
も
同
然
な
奴
」
と
い
う
悪
態
も
、

主
さ
に
江
戸
っ
子
の
伝
承
な
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
内
容
は
後
述
の
素
材
を
典
型
的
に
受
け
継
い
で
い
る
。

悪
態
の
発
唱
法
の
眼
目
は
、

そ
の
長
い
文
句
を
い
か
に
早
口
に
、
淀
み
な
く
言
い
立
て
る
か
に
評
価
の
基
準
が
あ
る
よ
う
で
、

「
淡
町
を

切
る
」
と
い
う
熟
し
た
表
現
が
そ
れ
が
言
語
技
術
の
一
種
で
あ
る
こ
と
を
示
す
テ
ク
ニ
カ
ル
・
タ

i
ム
と
し
て
存
し
て
い
る
。

「
吹
町
」
は

「
疾
珂
」
と
も
書
き
、
本
来
、
激
し
く
せ
き
を
伴
っ
て
出
る
疫
の
こ
と
、

ま
た
そ
の
病
気
の
こ
と
を
言
う
こ
と
ぼ
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
治



療
す
る
こ
と
が
「
疾
町
を
切
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
だ
そ
う
で
あ
る
。

こ
れ
が
治
ま
る
と
胸
が
す
っ
き
り
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら

「
胸
の
す

く
よ
う
な
、
鋭
く
歯
切
れ
の
よ
い
口
調
で
話
す
、
鋭
い
勢
い
で
ま
く
し
た
て
る
」
こ
と
を
「
咲
阿
を
切
る
L

と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と

説
明
さ
れ
て
い
る
（
小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
）
。

や
く
ざ
の
生
活
に
、
盃
を
受
け
る
、
返
す
、
指
を
詰
め
る
な
ど
の
儀
礼
的
な
伝
承
と
共
に
、
こ
の
種
の
言
語
技
術
の
伝
承
が
重
視
さ
れ
て

い
る
の
は
大
変
興
味
深
い
現
象
で
あ
る
が
、

そ
の
言
語
技
術
の
顕
著
に
現
れ
て
い
る
の
が
、

ひ
と
つ
は
名
告
り
で
あ
り
、

ひ
と
つ
は
咲
町
を

切
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
悪
態
で
あ
る
。
っ
手
前
生
国
は
関
東
で
ご
ざ
ん
す
。
関
東
と
申
し
て
も
広
う
ご
ざ
ん
す
」
と
い
う
冒
頭
に
始
ま
っ
て
、

富
士
と
筑
波
が
云
々
と
い
う
よ
う
な
美
辞
を
連
ね
、

七
五
調
に
乗
せ
て
淀
み
な
く
述
べ
立
て
る
。

そ
の
詞
章
は
修
辞
的
で
あ
り
、
発
唱
は
技

巧
的
で
あ
っ
て
、

ま
さ
に
芸
能
の
範
曜
に
入
る
と
こ
ろ
ま
で
進
ん
で
い
る
。

そ
れ
が
鑑
賞
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
も
芸
能
の
ひ
と
つ
の
条
件
で
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あ
る
。

そ
し
て
、
興
味
深
い
の
は
、

こ
れ
が
神
が
出
自
を
言
い
立
て
る
こ
と
を
原
義
と
す
る
名
告
り
の
系
統
に
属
す
る
の
に
対
し
て
、
峻
町

の
ほ
う
は
神
が
精
霊
を
圧
伏
す
る
罵
り
の
こ
と
ば
の
系
列
を
引
く
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

が

ま

江
戸
の
町
の
生
活
は
、
こ
れ
も
落
語
の
題
材
と
な
っ
た
蝦
基
の
油
売
り
の
口
上
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

口
上
や
言
い
立
て
に
特
別
な
興
味

が
持
た
れ
て
い
る
。

や
く
ざ
の
生
活
は
そ
の
尖
端
を
行
く
も
の
で
、

も
と
も
と
旗
本
奴
や
町
奴
な
ど
江
戸
初
期
の
社
会
を
横
行
し
た
奴
（
無

頼
漢
）
の
風
俗
の
描
写
に
始
ま
っ
た
江
戸
の
歌
舞
伎
芝
居
が
口
先
の
芸
に
特
殊
な
領
域
を
持
っ
て
い
る
の
は
、

う
い
ろ
う
う
り

っ
た
。
た
と
え
ば
、
市
川
家
の
家
の
芸
と
し
て
歌
舞
伎
十
八
番
の
ひ
と
つ
に
も
数
え
ら
れ
る
つ
外
郎
売
」
は
外
郎
と
い
う
薬
の
由
来
や
薬
効

い
わ
ば
必
然
の
成
行
き
で
あ

を
述
べ
る
長
文
句
、
早
口
こ
と
ば
・
舌
も
じ
り
な
ど
を
混
え
た
そ
れ
を
、
役
者
が
い
か
に
淀
み
な
く
口
演
し
て
み
せ
る
か
に
舞
台
の
眼
目
が

存
し
て
い
る
。
外
郎
売
り
の
せ
り
ふ
は
二
世
市
川
団
十
郎
の
案
出
に
よ
る
も
の
で
、
享
保
三
年
「
若
緑
勢
曾
我
」
に
お
い
て
初
演
、
大
評
判

を
と
っ
た
が
、

こ
れ
は
市
井
の
生
活
に
実
際
に
外
郎
売
り
の
口
上
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、

全
く
の
創
作
で
あ
っ
た
と
い
う



が
、
こ
う
い
う
せ
り
ふ
の
技
術
そ
の
も
の
が
鑑
賞
の
対
象
と
な
り
、

一
幕
の
芝
居
を
構
成
す
る
こ
と
は
、
世
界
の
演
劇
史
上
に
も
珍
し
い
現

象
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

悪
態
が
舞
台
化
し
た
も
の
で
は
「
助
六
」
が
ま
さ
に
そ
の
典
型
で
あ
り
、
こ
れ
も
悪
態
や
そ
の
他
の
言
い
立
て
が
芝
居
の
プ
ロ
ッ
ト
に
な

い
ま
ぜ
ら
れ
て
一
幕
を
構
成
し
て
い
る
。
今
日
最
も
多
く
上
演
さ
れ
る
「
助
六
由
縁
江
戸
桜
」
で
言
え
ば
、

三
浦
屋
格
子
先
の
場
で
は
助
六

を
初
め
、
白
酒
売
り
七
兵
衛
・
か
ん
べ
ら
門
兵
衛
・
朝
顔
千
平
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
名
告
り
が
あ
り
、
助
六
と
意
休
の
応
接
な
ど
は
そ
の
全
部

が
悪
態
の
応
酬
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
女
性
の
奴
と
も
言
う
べ
き
遊
女
の
悪
態
も
あ
る
。
揚
巻
が
意
休
か
ら
助
六
に
忍
び
逢
う
こ

と
を
答
め
ら
れ
て
、
開
き
直
っ
て
言
う
せ
り
ふ
は
、

ふ
か
ま

慮
外
な
が
ら
揚
巻
で
ご
ざ
ん
す
。
男
を
立
て
る
助
六
が
深
問
、
鬼
の
女
房
に
や
鬼
神
が
な
る
と
、
今
か
ら
が
こ
の
揚
巻
の
悪
態
の
初

と
、
こ
れ
か
ら
悪
態
を
述
べ
立
て
る
こ
と
を
ま
ず
宣
言
し
て
い
る
。

「
悪
態
の
初
音
」
は
い
か
に
も
遊
廓
ら
し
い
表
現
で
、

い
っ
た
ん
覚
悟
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立
目
。

し
て
堰
を
切
っ
た
か
ら
に
は
存
分
に
悪
態
を
述
べ
立
て
よ
う
と
の
決
意
を
見
せ
て
い
る
が
、

意
休
さ
ん
と
助
六
さ
ん
を
こ
う
並
べ
て
見
た
所
が
、
こ
ち
ら
は
立
派
な
男
振
り
、
こ
ち
ら
は
音
山
地
の
悪
そ
う
な
顔
つ
き
。
た
と
え
て
言

お
う
な
ら
雪
と
塁
、
硯
の
海
も
鳴
戸
の
海
も
、
海
と
い
う
字
に
二
つ
は
な
い
け
れ
ど
、
深
い
と
浅
い
は
間
夫
と
客
、
間
夫
が
無
け
れ
ば

女
郎
は
や
み
、
暗
が
り
で
見
て
も
助
六
さ
ん
と
意
休
さ
ん
を
取
り
ち
が
え
て
、

マ
ア
よ
い
も
の
か
い
な
ァ
。

と
い
っ
た
具
合
に
続
い
て
ゆ
く
。

」
れ
だ
け
の
引
用
の
中
に
も

「
鬼
の
女
房
に
や
鬼
神
が
な
る
」
「
間
夫
が
無
け
れ
ば
女
郎
は
闇
」
と
い
う

こ
と
わ
ざ
の
引
用
が
あ
り
、

「
硯
の
海
も
鳴
戸
の
海
も

」
と
い
う
比
轍
が
あ
る
。

い
ず
れ
も
世
間
で
常
用
の
言
語
伝
承
で
あ
り
、

そ
れ

ら
を
駆
使
し
な
が
ら
悪
態
が
み
ご
と
に
芸
能
と
化
し
た
姿
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。



歌
舞
伎
芝
居
に
お
け
る
言
語
伝
承
の
芸
能
化
は

「
助
六
」
に
限
り
た
こ
と
で
は
な
い
。

「
鈴
が
森
」
の
幡
随
院
長
兵
衛
、

「
切
ら
れ
与
三

郎
」
の
源
氏
店
、
「
白
浪
五
人
男
」
の
稲
瀬
川
勢
揃
い
の
場
、
「
鞘
当
」
の
仲
の
町
の
場
と
思
い
付
く
ま
ま
に
あ
げ
て
ゆ
く
だ
け
で
も
、
名
告

り
や
悪
態
が
歌
舞
伎
芝
居
と
い
う
観
客
の
鑑
賞
を
伴
っ
た
場
で
い
か
に
芸
能
化
し
て
い
る
か
を
直
ち
に
諒
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
近
世
末
期
ま
で
は
歌
舞
伎
の
興
行
中
一
定
の
日
に
、
あ
る
俳
優
の
登
場
に
際
し
て
一
時
演
技
を
中
止
し
、

ひ
し、

き
客
の
あ
る
者
が
美
辞
を
連
ね
た

J
袋
め
詞
」
を
述
べ
立
て
る
習
慣
が
あ
っ
た
（
平
凡
社
『
演
劇
百
科
大
事
典
』
）
と
か
、
「
暫
」
の
舞
台
で
主

役
が
み
え
を
切
る
際
に
、
舞
台
上
に
い
る
役
者
た
ち
が
寸
あ
り
や
、

こ
り
ゃ
、

で
つ
け
え
」
と
「
化
粧
声
」
を
か
け
る
習
慣
な
ど
に
、
言
語

伝
承
が
芸
能
と
化
し
て
い
る
特
異
な
様
相
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
述
の
外
郎
売
り
の
せ
り
ふ
が
天
保
三
年
の
「
助
六
所
縁
江
戸
桜
」
上

演
の
際
復
活
せ
ら
れ
て
、
以
来
「
助
六
」
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
も
、
こ
の
種
の
こ
と
ば
の
芸
能
が
一
所
に
集
約
せ
ら
れ
た

も
の
と
し
て
、

と
り
わ
け
興
味
深
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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悪

態

の

内

容

一
方

こ
ど
も
の
社
会
に
も
悪
態
は
人
気
の
あ
る
言
語
生
活
の
一
端
を
形
成
し
て
い
る
ョ
こ
ど
も
の
悪
態
を
展
望
し
て
み
る
と
、

お
と
な

の
社
会
の
縮
図
の
よ
う
に
、

お
と
な
の
悪
態
の
諸
要
素
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
看
取
せ
ら
れ
る
。
前
述
の
「
坊
ち
ゃ
ん
」
の
悪

態
に
比
一
周
す
る
も
の
と
し
て
、
「
た
け
く
ら
べ
」
の
美
登
利
の
つ
く
、

ど

ん

も

は

ツ

ひ
ね
っ
こ
び
れ
の
、
吃
り
の
、
歯
か
け
の
、
嫌
ゃ
な
奴
め
。

意
地
悪
る
の
、
根
生
ま
が
り
の
、

と
い
う
悪
態
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、

×
×
学
校
い
い
学
校
。
あ
が
っ
て
み
た
ら
悪
い
学
校
。
国
語
の
時
間
に
先
生
が
い
ろ
は
の
い
の
字
も
知
ら
な
い
で
、
黒
板
叩
い
て
泣
い



ち
ゃ
っ
た
c

は
、
隣
接
す
る
小
学
校
の
児
童
ど
う
し
が
た
が
い
に
悪
口
を
言
い
合
う
も
の
で
、
そ
の
文
句
は
「
算
数
の
時
間
に
先
生
が
一
た
す
一
も
で
き

な
く
て
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
か
つ
て
悪
態
が
隣
接
す
る
村
落
ど
う
し
の
豊
鏡
や
福
運
の
う
ら
な
い
と
し
て
、
た
が
い
に
相
手
に
負
け

ま
い
と
知
力
を
尽
く
し
合
っ
た
お
も
か
げ
を
と
ど
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

悪
態
の
内
容
と
な
る
素
材
は
相
手
の
愚
か
さ
や
品
性
の
下
劣
さ
、

あ
る
い
は
汚
械
に
か
か
わ
る
こ
と
ば
な
ど
が
主
と
な
る
が
、
過
去
の
日

本
の
社
会
で
は
不
具
や
職
業
・
階
級
・
人
種
等
に
関
す
る
差
別
的
な
用
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
悪
態
の
効
果
を
た
か
め

る
た
め
に
、
相
手
を
「
犬
」
と
か
「
女
狐
」
と
い
う
よ
う
な
動
物
に
た
と
え
、

あ
る
い
は

「
三
太
郎
」
「
与
太
郎
」
な
ど
笑
う
べ
き
人
物
と

さ
れ
る
擬
人
名
を
も
っ
て
呼
ぶ
な
ど
の
方
法
も
あ
る
。
諸
外
国
に
例
の
多
い
近
親
相
姦
、
特
に
母
子
相
姦
を
も
っ
て
罵
る
例
は
日
本
に
は
少

な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
竺
古
今
著
聞
集
【
臼
に
聖
覚
と
い
う
法
師
の
説
経
の
こ
と
を
う
わ
さ
し
て
い
る
男
た
ち
が

「
聖
覚
」
と
呼
び
捨
て
に
し

-15-

て
い
る
の
に
腹
を
立
て
た
聖
覚
の
供
人
が
「
お
や
ま
ぎ
の
聖
覚
や
、

は
は
ま
ぎ
の
聖
覚
や
。
L

と
罵
っ
た
と
い
う
笑
話
が
あ
る
。

こ
れ
は
お

や
ま
ぎ
め
が
聖
覚
と
呼
び
拾
て
に
す
る
と
は
な
に
ご
と
だ
、

と
答
め
た
の
で
あ
る
が
、

は
た
の
者
の
耳
に
は
聖
覚
そ
の
人
を
お
や
ま
ぎ
・
は

は
ま
ぎ
と
罵
っ
た
よ
う
に
聞
こ
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
お
や
ま
ぎ
」
と
「
は
は
ま
ぎ
」
は
同
義
語
を
繰
り
返
し
た
だ
け
で
あ
る
が
、

母

子
相
姦
を
も
っ
て
す
る
罵
四
一
言
語
が
こ
の
時
代
に
通
用
し
て
い
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
中
京
地
方
に
今
日
も
用
い
ら
れ
る
「
た
わ

け
」
と
い
う
こ
と
ば
が
こ
の
系
統
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
（
拙
著
、
桜
楓
社
『
新
考
王
朝
恋
詞
の
研
究
』
「
た
は
く
」
「
ま

ぐ
」
の
項
参
照
）
。
笠
松
宏
至
氏
は
こ
ど
も
の
悪
態
の

ば
か
。
か
ば
。
ち
ん
ど
ん
屋
。
お
前
の
か
あ
ち
ゃ
ん
出
ベ
そ
。

が
母
子
相
姦
の
印
象
を
と
ど
め
る
も
の
で
な
い
か
と
い
う
考
え
を
述
べ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
（
第
一
一
回
講
座
「
古
代
学
」
）
。



こ
ど
も
の
世
界
の
悪
態
で
注
意
さ
れ
る
の
は
口
調
の
よ
さ
、
耳
に
聞
く
響
き
の
お
も
し
ろ
さ
で
、
多
く
は
七
五
調
を
基
本
と
し
て
、
こ
こ

で
も
悪
態
の
芸
能
化
へ
の
傾
向
の
著
し
い
こ
と
を
証
し
て
い
る
。

か
っ
ち
ゃ
ん
数
の
子
、
に
し
ん
の
子
。
お
尻
を
狙
っ
て
か
っ
ぱ
の
子
。

な
ど
は
頭
韻
・
脚
韻
の
お
も
し
ろ
さ
を
主
眼
に
し
て
い
る
し
、
汚
械
に
か
か
わ
る
こ
ど
も
の
悪
態
の
代
表
の
よ
う
な
趣
の
あ
る

み
っ
ち
ゃ
ん
道
々
×
×
×
し
て
、
紙
、
が
な
い
か
ら
手
で
拭
い
て
、
も
っ
た
い
な
い
か
ら
祇
め
ち
ゃ
っ
た
。

な
ど
も
、
や
は
り
人
名
か
ら
の
音
の
連
想
で
始
ま
っ
て
、
「

て
L
7
：
：
・
て
」
と
い
う
音
の
繰
り
返
し
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
種

の
こ
ど
も
の
名
前
か
ら
展
開
す
る
人
な
ぷ
り
の
悪
態
は
折
口
信
夫
が

（
「
土
俗
と
伝
説
」

一ー
I
L
L
－
－
大
正
七
年
）
に
数
種
を
報

「
三
郷
巷
談
」

止
口
し
て
い
る
。

で
ぶ
で
ぶ
百
貫
で
ぶ
。
電
車
に
ひ
か
れ
て
、
。
へ
っ
ち
ゃ
ん
こ
。

な
ど
も
音
に
対
す
る
興
味
は
同
様
で
あ
る
が
、

こ
う
し
て
例
を
あ
げ
て
ゆ
く
と
、
先
に
述
べ
た
悪
態
の
内
容
と
し
て
相
手
の
愚
か
さ
、
品
性

の
下
劣
さ
を
言
う
も
の
、
汚
械
に
か
わ
る
も
の
、
差
別
的
な
も
の
な
ど
、

お
よ
そ
各
種
の
も
の
が
出
揃
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
ど
も
の

言
語
生
活
に
過
去
の
お
と
な
の
社
会
の
言
語
生
活
の
残
映
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
民
俗
学
の
考
え
方
は
、
こ
こ
に
も
ひ
と
つ
の
例
証

を
加
え
て
い
る
。
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