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景

 
 
 
 
 
 
ー

紅
葉
の
近
代
性
の
出
ど
こ
ろ
を
め
ぐ

っ
て
ー

 

①

「小
説
」
と
し
て
書
か
れ
た
こ
と

 

②
先
行
舞
台
芸
の
影
響

 

③
紅
葉
の
限
界

お
わ
り
に

は
じ
め
に

 

唄
般

に
近
代
劇

と
は
、
戯
曲

に
リ
ア
リ
ズ

ム
や
自
然
主
義
文
学

の
影
響
が
現

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1
)

わ
れ
始

め
た
時
期

に
は
じ
ま
る
と

い
わ
れ
る
。

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け

る
イ
プ

セ

ソ
以
後

(
一
八
八
〇
年
代

以
後
)

で
あ
る
。
そ
れ
で
は
日
本

の
近
代
劇
は
と

い

う
と
、
小
山
内
薫

の
自
由
劇
場

や
坪
内
迫
遙

の
後
期
文
芸
協
会
、
島
村
抱
月

の

芸
術
座

に
よ

っ
て
イ
プ

セ
ン
や

ハ
ウ
プ
ト

マ
ン
ら

の
作
品
が
次

々
と

上
演
さ
れ

る

の
が

一
九
〇

九
年

(明
治

四
十

二
年
)
以
後

で
あ
る
。
そ
れ
は
日
本

に
お
け

る
近
代
劇

の
試
み
に
は
違

い
な
く
影
響
力
も
大
き
か

っ
た
が
、
あ
く
ま
で
も
西

洋

の
作
品

の
紹
介
で
あ

り
、
近
代
劇

の
中
心
と

な
る
近
代
戯
曲
を
自
国

の
も

の

と

し
て
は
持

っ
て
い
な
か

っ
た
。
日
本

の
近
代
戯
曲

の
成
立
は
大
正
時
代

(
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2
)

九

一
二
～

一
九

二
六
)

ま
で
く
だ
る
と

い
わ
れ
て
い
る
。

 

明
治
二
十
年

(
一
八
八
七
年
)
前
後

か
ら
、
日
本

の
文
化
人

の
間

で
新

し
い

戯
曲

や
演
劇

へ
の
関
心
は
非
常
に
高

ま

っ
て
い
た
。
が
、
そ
の
中

で
生

ま
れ

た

戯
曲

の
多
く
は
、
当
時
演
劇

の
主
流
で
あ

っ
た
歌
舞
伎
劇

の
イ
メ
ー
ジ

に
縛
ら

れ
な
が
ら
西
洋

の
ス
タ
イ
ル
を
ま
ね
よ
う
と
理
論

の
み
を
追
う
よ

う

な

も

の

で
、
近
代
戯
曲
と
い
え
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
こ
の
時
期
、
日
本

の

内
側

か
ら

の
近
代
戯
曲

へ
の

エ
ネ

ル
ギ
ー
は
確

か
に
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

日

本

の
近
代
戯
曲
成
立

へ
の
長
い
過
渡
期
を
遡

っ
た
と

こ
ろ
で
、
尾
崎
紅
葉

の
作

品
が
異
彩
を
放

っ
て
い
る
こ
と

に
私
は
強
く
興
味
を

ひ
か
れ
た
。
本
稿

で
は
そ

れ

を
検
討
す
る

こ
と
で
、

日
本
近
代
戯
曲
史

の
黎
明

の
あ

る
側
面
を
考
え
、
ま

た
尾
崎
紅
葉

の
再
評
価

を
試

み
た
い
と
思
う
。

一21一



紅
葉
の
翻
案
戯
曲

 

尾
崎
紅
葉

は
三

つ
の
翻
案
戯
曲
を
書

い
て
い
る
。
『
夏
小
袖
』
(
モ
リ

エ
ー
ル

 
 

(3
)

『
守
銭

奴
』

、.い
.四
く
霞

o
..
の
翻
案
)
、

『
恋

の
病
』
(
モ
リ

エ
ー
ル

『
い
や
い
や

な
が
ら
医
者

に
さ
れ
』
:
ピ
o
竃
伽
α
o
o
ぎ

ヨ
巴
αq
「
①
ピ
巳
二

の
翻
案
)
、

『
八
重

檬
』

(
マ
リ
ヴ

ォ
!

『
愛
と
隅
然
と
の
戯
れ
』
 
、已
①
}
〇
二

α
O
H
.〉
ヨ
o
⊆
「
簿

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(4
)

α
¢

国
四
ω
p。
a

..
の
翻
案
)

の
三

つ
が
そ
れ
で
あ

る
。

 

『
夏
小
袖
』
は

一
八
九

二
年

(
明
治

二
十
五
年
)
九
月

に
春
陽
堂
か
ら
森
盈

流

と

い
う
匿
名

で
刊
行
さ
れ
、

一
八
九

七
年

(
明
治
三
十
年
)
十
月

に
真
砂
座

で
初
演

さ
れ

た
。
 
『
恋

の
病
』
は
同
年
十

一
月
十
三
日
か
ら
十

二
月
五
日
ま
で

読

売
新
聞

に
連
載

さ
れ
、
翌
年
五
月
に
春
陽
堂

か
ら
刊
行

さ
れ
た
。
初
演
は

一

八
九
七
年

(明
治

三
十
年
)

十
二
月
、
市
村
座
で
な
さ
れ

て

い

る
。
そ

し

て

『
八
重
機
』

は

一
八
九
八
年

(
明
治
三
十

一
年
)
六
月
五
日
か
ら
九
月
三
日
ま

で
読
売
新
聞

に
連
載
さ
れ
、
初
演

は

一
九
〇
〇
年

(
明
治
三
十
三
年
)
九
月
に

歌
舞
伎
座

に
お
い
て
な
さ
れ
た
。

い
ず
れ

の
上
演
も
伊
井
蓉
峯

一
座

に
よ
る
も

の
で
あ

る
。

モ
リ

エ
ー

ル
の
翻
案

の
二
作
品
に

つ
い
て
は
、
紅
葉

の
用

い
た
原

本

を
推
定
す

る
こ
と
が
で
き

る
。
、.↓
9

U
8
ヨ
葺
8

毛
o
爵

の
o
h
罎
o
一一恥
Φ
、、

q
蝉
コ
巴
鉾
巴

一葺
o

国
昌
σq
房

げ

只
o
の
①
類
律
ゴ

昌
o
答

ぎ
胃
&

`
o
江
o
諺

餌
口
α

①
×
℃
5
爵

冨
q

ロ
9
Φ
ρ

び
団

O
げ
¢
ユ
①
ω
出
㊤
o
口

白
巴
ピ
一
一一
く
o
一ω
こ

目Q。Q。
ω
～

Q◎
8

い
o
昌
α
o
p

O
o
「
ひq
①
じd
①
臣

①
5
島
ω
o
づ
ω
照
o
「
犀

ω
q
①
簿

o
o
く
①
葺

σq
鴛
α
①
昌
・

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(5
)

と

い
う
英
訳

本
が

そ
れ

で
あ
る
。
紅
葉
が

『
夏
小
袖
』

の
序

文
に
お
い
て

「
所

持

の
英
訳

モ
リ

エ
!
ル
集
第
三
巻
」
と
書

い
て
い
る

こ
と
か
ら
も

ほ
ぼ
確
か
で

あ
る
と
い
え
る
。

そ
れ
に
対

し
て
、

マ
リ
ヴ

ォ
ー
の
作
品

に
つ
い
て
は
適

当
な

英
訳
本
は
見
出

せ
ず
、
 
『
八
重
樫
』
を
原
作
と
比
較
し
て
み
た
時
、
前

の
二
作

品
ほ
ど
対

照
関
係

は
は

っ
き
り
し
て

い
な
い
点

か
ら
も
作
品

の
成
立
事
情

に
不

明
な
点
が
多

い
。
作
品

の
質
が
前

の
二
作
品
に
比
べ
て
明
ら
か
に
冗
長

に
な

っ

て

い
る
こ
と
、

ま
た
既

に
大
作

『
金
色
夜
叉
』
に
か
か

っ
て
い
る
紅
葉

の
事
情

を
考

え
た
時
、
あ
る

い
は
代
作
か
そ
れ

に
近
い
形

で
あ

っ
た
こ
と

も
考

え
ら
れ

る
た
め
、

本
稿

で
は
初
め

の
二
作
品

『
夏
小
袖
』
と

『
恋

の
病
』

に

っ
い
て
論

じ
て
み
た
い
と
思
う
。

二

紅
葉
戯
曲
の
近
代
性

 
 

ー

表
現
方
法
と
し
て
の
リ
ア
リ
ズ
ム
!

 
こ
れ
ら

の
作
品

の
き
わ
だ

っ
た
特
色
は
、
そ
れ
が
自
由
な
日
常
会
話

文
体

で

書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
リ
ア
リ
ズ

ム
を
基
調
と
す
る
近
代
戯
曲

成
立
に

あ
た

っ
て
は
、
日
常
会
話
文
体

に
よ
る
せ
り
ふ
文
体

の
確
立
は
大

前
提
と

い
わ

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
が
、
紅
葉
の
こ
れ
ら

の
作
品

は
そ

の
最
初
の
も

の
と
思
わ

(6
)

れ
る
。

こ
の
こ
と
は

こ
れ
ら

の
作
品

の
大
き
な
意
義
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。

例

え
ぽ
、 
『
夏
小
袖
』

の
せ
り
ふ
は

 
そ
め
 
あ

の
ね
、
お
前
と
か
う
い
ふ
訳

に
な

っ
た
の
は
嬉
し

い
け
れ
ど
ね
、

 
 
 
 
い
く
ら
お
迭

ひ
に
思
合

っ
て
も
、
と
て
も
夫
婦

に
は
な
れ
ま

い
と
思

 
 
 
 

っ
て
ね
、
そ
れ
が
私
は
苦
労

で
な
ら
な
い
よ
Q

と

い

っ
た
調
子

で
書
か
れ

て
い
る
が
、

ほ
ぼ
同
時
代

の
戯
曲

の
せ
り

ふ
文
体

は

次

の
よ
う
で
あ

っ
た
。

 
 
 
 
 
こ
」
う
ね

㈹㈲

そ

の
御
心
根

を
聞
く
う

へ
は
、
尚
此
上

に
如
何
程
御
立
腹
あ
ら
う
と
も
、

ど
こ
が
ど

こ
ま
で
御
異
見
申

し
、
あ
な
た

の
御
力

に
成
り
申
さ

ん
。
御
心

易
く
思
召
さ
れ
よ
。
 
(
一
八
八
八
年
依
田
学
海

『
政
党
余
談

淑
女

の
操
』
)

卑

し
き
身

を
も
顧
み
ず

願
ひ
上
げ
し

に
御
許
容
あ

り
し
御
仁

慈

の

御

心

悉
し
と
思
ふ
に
付
け
、

こ
れ
が
此
世

の
御
別
れ
か
と
想

ひ
ま
は

せ
ぽ
女
女

し
け
れ
ど
…
…

(
と
力
を
入
れ

て
)
心
で
心
を
取

り
締
め
て
泣
く
ま

い
と

‐2a



 
 
は
思

へ
ど
も
涙
が
ど
う
も
勘
忍

せ
ず
。

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
一
八
九
三
年
山

田
美
妙

『
村

上
義
光
錦
旗
風
』
)

◎

 
残
り
惜
し
き

は
よ
き
敵

の
首
を
得
と

ら
で
死
ぬ

こ
と
な
れ
ど
、
と
は

い

へ

 
 
敵
も
同
じ
く
父
母
に
受
た
る
人

の
身

を
あ

や
め
て
今
更
何

か
は

せ
ん
嬉
し

 
 
き
は
両
君
の
御
情
廿
四
年

の
業
執
も
今

こ
そ
晴
る
れ

エ
・
嬉
し
や

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(
一
八
九
五
年
藤
野
古
白

『
戦
争
』
)

 

こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
新
時
代

の
戯
曲
を
書

こ
う
と
努
力
し
た
人

々
の
作
品
で

あ
る
。
依

田
学
海
は
演
劇
改
良
運
動

の
中

心
的
人
物
で
、
演
劇
界

の
外
側

の
知

識
人

と
し
て
劇
作
に
あ

た

っ
た
最
初

の
人

と
い
わ
れ

て
い
る
。
山

田
美
妙
は
小

説

に
お
い
て
は
早
く
言
文

一
致
体
を
実
現

し
て
い
た
が
、
 
「
脚
本

の
新
時
代
を

作
」

ろ
う
と
意
欲
に
燃
え

て
書

い
た

の
が

こ
の
作
品

で
あ
り
、

ま
た
藤
野
古
白

の
作
品

は
そ

の
年

に
終
結

し
た
日
清
戦
争

を
題
材

に
清
新
な
志

を
持

っ
て
書
か

れ
た
も
の
だ
が
、

い
ず
れ
も
歌
舞
伎
調

の
文
語
文
体

で
書
か
れ
て
い
る
。
翻
訳

に
し
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
り
、
例
え
ぽ

一
九
〇
九
年

(
明
治
四
十

二
年
)

の

坪
内
迫
遙

に
よ
る

シ

ェ
ー
ク
ス
ピ

ア

『
ハ
ム
レ

ヅ
ト
』

の
翻
訳

は
次

の
よ
う
な

文
体

で
あ
る
。

 
 
存

ふ
る
?
存

へ
ぬ
?
そ
れ
が
疑
問
ぢ

ゃ
…
…
残
忍
な
運
命

の
矢
石
を
、
只

 
 
管
堪

へ
忍
う
で
を
る
が
大
丈
夫

の
志

か
、
惑
は
海
な
す
難

難
を
逆

へ
撃

っ

 
 

て
、
戦
う
て
根

を
絶

つ
が
大
丈
夫

か
?
死
は

…
…
ね
む
り
…
…

に

過

ぎ

 
 

ぬ
。
眠

っ
て
心

の
痛
が
去
り
、
此
肉

に
附
纒
う
て
を
る
千
百
の
苦
が
除
か

 
 

る
る
も

の
な
ら
ぽ
…
…
そ
れ

こ
そ
上
も
な
う
願
は
し

い
大
終
焉
ぢ

ゃ
が
。

 

比
較

し
て
み
る
と
、
紅
葉

の
文
体

が
い
か
に
斬
新
な
も

の
か
が
う
か
が
え

る

と
思
う
。
こ
れ
は
明
治
以
後

の
戯
曲

の
中
で
最
初

の
日
常
会
話
文
体
に
よ
る
戯

曲
と

い
え
そ
う
な

の
で
あ

る
。
紅
葉

の
文
体
は
平
俗

で
あ
る
ぽ
か

り

で

は

な

く
、
舞

台
の
こ
と
ば
と
し
て

の
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
も
備

え
て
い
る
。

 
ま
た
、

こ
れ
ら
紅
葉
の
作
品
が
、
近
代
戯
曲

の
例

に
も
れ
ず
、

リ
ア
リ
ズ

ム

を
方
法
と

し
て
い
る

こ
と
も
興
味
深

い
。
作
者
の
主
観
や
空
想
を
排
し
て
、
自

然
や
事
物
、
人
間

の

一
般
的
真
実
を
忠
実

に
再
現

し
て
生
活

の
実

相
を

つ
く

こ

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(7
)

と
を
目
的

と
す

る
の
が

こ
こ
で
い
う

リ
ア
リ
ズ

ム
で
あ

り
、
近
代
戯
曲

、
延
い

て
は
近
代
劇

の
特
色

の
ひ
と

つ
で
あ

る
が
、
具
体
的

に
は
、
役

の
人
物
が
そ

の

人
物

の
こ
と
ぽ
し
か
発

さ
な

い
こ
と
、
ま
た
そ
れ
以
外

の
叙
述
部
分

の
な

い
こ

と
が
、
戯
曲
と
し
て

の
方
法

で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

 
た
と
え
ぽ
、

日
本

の
前
近
代

の
演
劇

で
は
、

せ
り
ふ
劇

と
い
わ

れ

る

狂

言

も
、
人
物

の
せ
り
ふ

の
中
に
語

り
手
風

の
叙
述
部
分
が
あ

る
し
、

能

や

歌

舞

伎
、
浄
瑠
璃
は
、
人
物

の
せ
り
ふ
だ
け

で
は
な
く
専
門

に
語
り
を
受
け
も

つ
パ

!
ト
を
要
素
と
し

て
持

っ
て
い
る
。
西
洋

の
古

典
劇
で
も
、

コ
ロ
ス
を
用

い
た

り
、
役

の
人
物
が
そ

の
人
物

の
枠

を
超
え

て
情

況
説

明
を
し
た
り
す
る
。

 
紅
葉

の
作
品

は
モ
リ

エ
1
ル
を
原
作
と
す
る
喜
劇
で
あ

り
、
人
物
は
戯
画
化

さ
れ
て
い
る
が
、
以
上
述
べ
た
よ
う
な
意
味

に
お
い
て
リ
ア
リ
ズ

ム
が
実
現
さ

れ
て

い
る
。

モ
リ

エ
ー
ル
は

フ
ラ

ン
ス
中
世

の
笑

劇
の
写
実
を
取
り

い
れ

つ
つ

性
格
喜
劇

を
作

り
あ
げ
た
作
家
で
あ

る
も

の
の
、
前
近
代

の
作
家

に
は
違

い
な

く
、
例

え
ぽ

『
い
や

い
や
な
が
ら
医
者

に
さ
れ
』
で
作
者
の
医
者
嫌

い
が
、
役

の
人
物

を
素
通

り
し

て
ス
ト

レ
!
ト
に
示
さ
れ
る
部
分
が
あ

っ
た
り
す

る
。
役

の
人
物

の
せ
り
ふ
と

し
て
は
不
自
然
に
な

る
わ
け
だ
が
、
紅
葉
は
そ
う
し
た
部

分
を
巧

み
に
改

変
し
、

リ
ア
リ
ズ

ム
に
徹
し
て
い
る
。

ほ
と
ん
ど
翻
案

も
の
で

あ

る
こ
と
を
気
づ

か
せ
な

い
ほ
ど
、
日
本

の
風
土

に
あ
わ
せ
た
リ
ア

ル
な
表
現

に
置
き
換
え
て
い
る
の
も
注
目
さ
れ
る
。

 
例
え
ぽ

『
守
銭
奴
』
第

二
幕
第

六
景
、
と
り
も
ち
婆

の
プ
ロ
ジ
ー

ヌ
が

主
人

公
で
あ

る
け
ち
な
老
人
ア
ル
パ
ゴ

ン
に
縁
談

を
持

ち
か
け

て
い
る

時

の
仲

人

口
。
相
手

の
娘
は
年
は
若

い
が
老
人
好
き
だ
と
嘘
を
並
べ
る
せ
り

ふ
は
次

の
よ
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う
で
あ

る
Q

 

司
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ギ

リ

シ
ャ

・
ロ
ー

マ
神

話

の
中

の
老
人
の
名
を
並
ぺ
る
こ
と

で
娘

の
老
人
趣

味

を
説
明

し
て
い
る
。

こ
れ
が
紅
葉

『
夏
小
袖
』
で
は
次

の
よ
う

に
な
る
。

 
 

お
か
ん
 
そ
れ
に
あ

な
た
、
此
間
も
行

て
見
ま
す
と
、
あ
な
た
、
下
着

で

 
 
 
 
 
 

も
儒
衿

の
半
襟

で
も
、
羽
織

の
裏

で
も
、
皆
翁

の
面

の
模
様

の

 
 
 
 
 
 

あ
る
も

の
ぽ
か
り
で
、
戸
外

へ
出

る
の
に
杖
を
撞

い
て
見

た
い

 
 
 
 
 
 

な
ん
て
ね
、
そ
ん
な
事
を
申

し
て
母
親

に
呵
ら
れ
て
を
る
の
で

 
 
 
 
 
 
ご
ざ

い
ま
す

よ
。

 

原
作

の

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
さ
ら

に
や
や
戯
画
化
し

て
饒

舌
な
せ
り
ふ
で
生
き
生

き

と
描

い
て
み
せ
る
手
腕

は
鮮
や
か
で
あ

る
。

 

以
上

の
こ
と

に
関
連

し
て
ス
ト
ー
リ
ー
上

の
問
題

に
も
触
れ

て
お
き
た

い
。

『
夏
小
袖
』
も

『
恋
の
病
』
も
原
作
に
そ
の
ま
ま
沿

っ
て
い
る
訳

で
は
な

い
の

で
あ

る
。
特

に

『
夏
小
袖
』

の
場
合
、
原
作

(
『守
銭
奴
』
)
は

モ
リ

エ
ー

ル
の

名

作
と

し
て
数
え
ら
れ

る
大
作
で
あ

り
、
十
六
年

前

の
ナ
ポ
リ

の
騒
動
で

一
家

離

散
し
た

一
家
族
が
、

そ
れ
ぞ
れ
別
に
ス
ト

ー
リ
ー
に
関

わ

っ
て
い
た

の
が
、

最
後

に
そ
れ
と
わ
か

っ
て
め
で
た
く
再
会
す
る
と
い
う
構
想

の
中
で
、
守
銭
奴

ア
ル
パ
ゴ

ン
を
中

心
に
そ
れ
ぞ
れ

の
恋
が
結
ば
れ

る
ま
で
を
描

い
て
い
る
の
だ

が
、
紅
葉

の
作
品
で
は
、
そ

の
枠
組

に
な

っ
て
い
る
構
想
を
す
ぺ

て
省
き
、
中

の
恋
模
様
だ
け
を
追
う
も

の
に
な

っ
て
お
り
、
分

量
も
原
作

の
半
分

ほ
ど

で
あ

る
。
恋

の
質
、
人
間
関
係

の
立
体
構
造
な
ど
、
作
品

と
し
て
の
奥
行

は
原
作

に

比

べ
浅

い
も

の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
紅
葉

の
興
味

は
全
体
的
な
ド

ラ

マ
と

し
て
の
プ

ロ
ッ
ト
よ
り
も
部
分
的
な
笑
劇
的
部
分

に
あ
り
、
そ
う
し
た
細

か
い

部
分

に
つ
い
て
は
紅
葉

の
方
が
巧

み
と

い
え
る
程
、
人
情
を
穿

っ
て
い
る
。

こ

れ
も
紅
葉

の
リ
ア
リ
ズ

ム
の
表

わ
れ

で
あ
ろ
う
が
、

こ
の
作
品

に
つ
い
て
は
、

そ
れ
以
上

の
積
極
的
な
創
作
は
加
え
ら
れ
て
い
な

い
。

 

こ
の
時
点
で
既

に
紅
葉

の
興
味
が
細
か

い
人
情

の
機
微
を
描
く

こ
と

に
む

い

て
い
た
な
ら
ば
、
次

の
翻
案

の
原
作
と
し
て
、

よ
り
笑
劇
的
な
小
品

『
い
や

い

や
な
が
ら
医
者

に
さ
れ
』
を
選

ん
だ

こ
と
は
当

を
得

て
い
た
と

い

え

る

だ

ろ

う
。
『恋

の
病
』
が
そ
れ
で
あ

る
が
、
こ
ち
ら
は
原
作
が
小
品
で
あ
る
だ
け

に
、

よ
り
原
作
を
自
在

に
操
る
妙
が
う
か
が
え
、

ほ
ぼ
同
じ
分
量
で
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。

ス
ト
ー
リ
ー
の
大
枠
は
原
作
に
忠
実

で
あ
り
な
が
ら
終
末

な
ど
に
積
極

的
な
改
変
が

み
ら
れ

る
の
で
あ

る
。
ま
ず
題
名

で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

原
作
で

は
医
者
嫌

い
の
モ
リ

エ
ー
ル
に
よ
る
医
者

へ
の
鋭

い
風
刺
を
主
眼

と
し
て
、
医

者

に
さ
れ
た
男

に
主
題

を
置
く

の
に
対

し
、
紅
葉
は
若

い
二
人

の
恋

に
主
題
を

お
い
た
。
そ
れ

に
応

じ
て
人
物

の
描
き
方
も
違

っ
て

い
る
。
原
作

で
は
ジ

ェ
ロ

ン
ト
家

の
乳
母
で
あ

る
ジ

ャ
ッ
ク
リ
ー
ヌ
は
同
家
召
使

リ

ュ
カ
の
妻

で
あ

り
、

主
人
公

ス
ガ
ナ

レ
ル
が
露

骨
に

口
説
き

か
け

る
対
象

で
あ

る
が
、 

『
恋

の
病
』

で
彼
女
に
相
当
す

る
お
む
ら
は
、

ひ
た
す
ら
お
る
ゐ
と
い
う
娘

の
世
話

を
し
て

き
た
未
婚

の
女
性

で
あ
り
、

そ
の
大
き
な
役
割
は
、
お
る
ゐ
と
弥

三
郎

の
恋

の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8
)

協
力
者
と
し
て
働
く

こ
と
で
あ

る
。
原
作

に
は
こ
う
し
た
働
き
は
全
く
な

い
。

ど

の
人
物
も
原
作

で
は
鋭
く
毒

の
あ
る
描
写

で
描

か
れ

る
の
に
対
し
、
そ
れ
は

和
ら
げ

ら
れ

て
、
若

い
二
人

の
恋
を
中

心
に
人
情

や
拝
情
が

よ
り
助
長
さ
れ

て

い
る
の
が
特
徴
的

で
あ
る
。
例
と
し
て
、

二
人

の
恋

の
結
末

に
つ
い
て
述

べ
る

と
、
原
作

で
は
ジ

ェ
ロ
ン
ト
が
娘
リ

ュ
サ

ン
ド
と
恋
人

レ
ア
ン
ド

ル
の
結
婚
を
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許

さ
な

い
の
は

レ
ア

ン
ド

ル
が
貧

し

い
か
ら
で
あ
り
、
最
終

シ
ー

ン
で

レ
ア

ン

ド
ル
が
、
お
じ
が
死
ん
で
財
産
が
は

い
っ
た
と
告
げ

に
来
る
と
、
掌
を
返
し
た

よ
う
に
喜

ん
で
二
人

の
結
婚
を
許
す

の
で
あ
る
が
、
 
『
恋

の
病
』
で
亀
右
衛
門

が

お
る
ゐ
と
弥
三
郎

の
仲

を
許
さ
な
い
の
に
は
、
そ
れ

ほ
ど
明
瞭
な
理
由
が
あ

る
わ
け

で
は
な

い
。

二
人
は
乳
母
お
む
ら

の
力
を
借

り
て
駆
落
し
て
し
ま
う
の

で
あ

る
。
日
本

の
風
土

に
あ

っ
た
、

ほ
の
ぼ
の
と
し
た
風
刺

に
と
り
か
わ

っ
て

い
る
。

 

こ
う
し
た
紅
葉

の
改
変
は
、
や
は
り
リ
ア
リ
ズ

ム
に
徹
し
て
お
り
、
文
体
、

形
式

の
問
題
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
が
紅
葉
の
戯
曲

の
近
代
性
の

一
環
と
し

て

認

め
ら
れ
る
と
思

う
。

三

作
品
成
立
の
背
景

 
 

-

紅
葉
の
近
代
性
の
出
ど
こ
ろ
を
め
ぐ
っ
て
i

 
以
上
、
紅
葉

の
戯
曲

の
近
代
性
を
、
文
体
、
形
式
、
内
容

の
点
か
ら
述

べ
て

き

た
の
だ
が
、
紅
葉
自
身
は
そ

の
戯
曲
史
上

の
意
義

を
意
識
し
て
書

い
た
の
で

は
な
か

っ
た
。
こ
れ
ら

は
現
実

の
舞
台

を
も
意
識

せ
ず
、
半
ぽ
楽
し
み
な
が
ら

書

か
れ
た
と
み
え
、
そ

こ
に
は
近
代
戯
曲

へ
の
過
渡
期

で
あ
る
同
時
代

の
劇
作

家

た
ち
の
苦
し
み
の
影

は
う

か
が
え
な
い
の
で
あ
る
。
時
代
を
代
表

す
る
人
気

作
家

で
あ

っ
た
紅
葉

の
作
品

に
は
か
ら
ず
も
現

わ
れ
た
戯
曲

の
近
代

性
が
、

日

本

に
お
け

る
近
代
戯
曲
成
立

へ
の
土
壌

を
知
る
手
が

か
り
に
な
り
は
し
な
い
か

と
私

は
考
え
る

の
で
あ

る
。
そ

こ
で
、

こ
う
し
た
紅
葉

の
作
品

の
近
代
性
の
出

ど

こ
ろ
を
め
ぐ

っ
て
、
作
品
成
立

の
背
景
を
次

に
考

え
て
ゆ
き
た

い
と
思

う
。

 
 
 
 
①

「小
説
」
と
し

て
書
か
れ

た
こ
と

 

『
夏
小
袖
』
は
森
盈
流

と
い
う
匿
名
で

一
八
九

二
年

(
明
治

二
十
五
年
)
九

月
に
刊
行
さ
れ
た
時
、

そ
の
匿
名
作
者

を
読
者

に
あ
て
さ
せ
る
と

い
う
懸
賞
が

つ
け
ら
れ
て
い
た
。
同
年
十

一
月
十

一
日
の
読
売
新
聞
紙
上
で
、
尾
崎
紅
葉

の

作
で
あ
る
こ
と
が
発
表
さ
れ
る
が
、
そ
の
記
事

に
次

の
よ
う
に
あ

る
。

 
 
金
儲
け

に
抜
目
な
き
春
陽
堂
主
人
が
細

工
に
出

で
た

る
作
者
指
名

の
小
説

 
 

「
夏
小
袖
」
は
評
判
噴
噴
到
ら
ぬ
隅

も
な
く
心
憎
き
作
者

は
誰
彼
と
噂
さ

 
 

は
此

の
事

に
の
み
集

り
し
が
蓋

を
開
く
れ
ぽ
誰
あ
ら
う
今

文
壇
に
隠
れ
な

 
 
き
尾
崎
紅
葉
山
人
な
り
 

(傍
線
筆
者
)

 
ま
た
、
 
『
恋

の
病
』
を
読
売
新
聞
に
連
載
す

る
に
あ
た

っ
て
、
紅

葉
が
同
紙

に
載

せ
た
広
告
文
は
次

の
と

お
り
で
あ

る
。

 
 

。
恋

の
や
ま

ひ
 
此
れ
は
目
先
変

ッ
て
面
白

い
滑
稽

小
説

な
り
来

る
十
三

 
 

日
よ
り
掲
載
す
。
 

(傍
線
筆
者
)

 
 
 
 
 

(
紅
葉
山
人
 
読
売
新
聞
明
治

二
十
五
年
十

一
月

八
日
、

九
日
)

 
傍
線

に
示

し
た
よ
う
に
、
小
説
と
表
記

さ
れ

て
お
り
、
戯
曲
、
脚

本
、
演
劇

と

い

っ
た
こ
と
ぽ
が
使
わ
れ
て
い
な

い
点
が
注
目
さ
れ

る
。
他

に
も

一
八
九
四

年

(
明
治

二
十
七
年
)
三
月

に
松
居
松
葉
が

モ
リ

エ
ー
ル
の
翻
訳

『
滑
稽

劇

当
世
女
学
者
』
を
刊
行
し
た
時

に
紅
葉

は
書
簡
体

の
序
文
を
よ
せ
て
い
る
が
、

そ

の
中

で
自
作

の

『
夏
小
袖
』
『
恋
の
病
』

に

つ
い
て
、
「大
体
が

狂
言
を
小
説

に
綴

り
候
事
故
無
理
に
御
座
候
」
と
書

い
て
お
り
、
紅
葉
が
小
説

と
い
う
語

を

脚
本
や
戯
曲

と
区
別
し
て
使

っ
て
い
る

こ
と
が

わ
か
る
。
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『恋

の
病
』
は

一
字

一
句
も
違
え
ず

に
上
演

さ
れ
た
と

い
う

し
、

紅

葉

は

『
夏
小
袖
』

を
歌
舞
伎
座

で
上
演
す
る
た
め
に
運
動
し
た
事
実
も
あ

る
。
今

日

の
感
覚

で
は
戯
曲
と

い
う
の
に
ふ
さ
わ
し

い
の
だ
が
、
そ
れ
が
小
説

と
呼
ぽ
れ

て

い
る

こ
と
に
は
注
目
す
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。
当
時

の
小
説

や
戯
曲
と

い

う
概
念
が
、
今

日
の
そ
れ
と
は
異

る
も

の
で
あ

っ
た
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ぽ
な

ら
な

い
。

こ

の
点

に
紅
葉
が
リ
ア
リ
ズ

ム
の
方

法
に
よ
る
戯
曲
を

い
ち
早
く
発

表
し
た

こ
と

の
背
景
を

み
る
こ
と
が

で
き

る
か
と
思

う
。
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そ
れ
で
は
、
当
時

の
小
説

の
文
体
を
次

に
み
て
み
た
い
。

 
㈲

 
(
倉
)
…
…
そ
れ

ハ
さ
う
と
。
今

日
君
に
告

る
事

ハ
。
君

の

旧

ラ

ー

ブ

 
 
 

〔
情
婦
〕

に
関
す
る
事
だ

ヨ

(
小
)

ハ
・
・
。

又
始

ま

っ
た
。

モ
ウ
あ

 
 
 

の

一
件

ハ
御
免
だ
。
取
消
し
く

(
倉
)

イ

・
ヤ
。
さ
う

い
ふ
訳
じ

ゃ

 
 
 
な

い
。
…
…

(
一
八
八

五
～
六
年

 
坪
内
迫
遙

『
当
世
書
生
気
質
』
)

 
⑥

 

「
し

か
た
が
無

い
。

こ
れ
、
惇
。

死
人

の
首

で
も
取

ッ
て
胡
麻
化
し

て

 
 
 
功
名
し
ろ
」
と
腰

に
弓
を
張

る
親
父
が

水
鼻
を
垂
ら
し

て
軍
略
を
皆
伝

 
 
 
す
れ
バ
、 
「
あ
ぶ
な
か

ッ
た
ら
人

の
後

に
隠
れ

て
な

る
た
け
早
く
逃

る

 
 
 
が

い
エ
よ
」
と
兜

の
緒
を
緊
め
て
く
れ

る
母
親
が
涙
を
噛
交
ぜ

て
忠
告

 
 
 
す

る
。
(
一
八
八
七
年
山
田
美
妙

『
武
蔵
野
』
)

 
㈲

文

三
は
愕
然
と
し
て
お
勢
を
凝
視
め
て
い
た
が
、
見

る
間
に
顔
色
を
変

 
 
 

え
て
し
ま

ッ
た
。

 
 
 

「
イ
ヨ
ン
妬

ま
す
引

羨

ま
し
い
そ
引
。
ど
う
だ
内
海
、

エ
、
今

の
御
託

 
 
 
宜
は
。
 
『
文

さ
ん
の
よ
う
な
人
が
好
き

ッ
』

ア
ッ
堪

ら
ぬ
堪
ら
ぬ
、

モ

 
 
 
ウ
今
夜
家

に
ゃ
寝
ら
れ
ん
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
一
八

八
七
～
九
年

二
葉
亭

四
迷

『
浮
雲
』
)

 
会
話
を
含
む
部
分
を
引
用
し
た
。
㈲
は
地

の
文
は
言
文

一
致
体
を
と

っ
て
い

な
い
の
だ
が
、

せ
り
ふ
文
体
は
自
由

な
口
語
体
で
あ
る
。
㈲
、
ω
は
言
文

一
致

体

小
説

の
先
駆
と
な

っ
た
作
品
、
特

に
ω

の

『
浮
雲
』
は
記
念
碑
的
な
作
品
で

あ
る
が
、
会
話
文
に
音
読
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
明
白

で
あ

る
。

い
ず

れ
も

先
に

一
部
を
示
し
た
戯
曲

に
先
行
す
る
作
品
だ
が
、
例
え
ぽ
迫
遙
と
美
妙
に

つ

い
て
は
同
じ
作
者

の
戯
曲

を
も
先

に
示
し
た
の
で
、
比
較
し
て
み
る
と
、
小
説

と
戯
曲
と

の
文
体

の
違

い
は
は

っ
き
り
と
見

て
と
れ

る
と
思
う
。
小
説

に
比
べ

て
戯
曲
と
は
文
語
的
言
い
ま
わ
し

で
書
く
も

の
だ
と

い
う
通
念

の
根
強

い
こ
と

が
わ
か
る
Q
文
学
者

の
間

で
は
戯
曲
を
詩

の

一
種
と
考
え
る
む
き
も
あ
り
、
詩

の
文
体

の
口
語
化
、
自
由

律
化
が
小
説

に
比
べ
て
遅

れ
て
い
た

こ
と
も
そ

の
理

由

の
ひ
と

つ
と
し
て
考

え
ら
れ

る
。
が
、
当
時

の
演
劇
界

の
事
情

に
よ
る
と
こ

ろ
が
、

よ
り
大
き
い
で
あ

ろ
う
。

 

演
劇
界

の
主
流

は
歌
舞
伎
劇

で
あ

っ
た
か
ら
、
俳
優

の
技
術
は
そ
れ
に
あ

っ

た
も

の
で
あ
る
上
に
、
座
付
作
者
を
か
か
え
る
体
制
を
推
持
し
な
け
れ
ぽ

な
ら

な
い
構
造
を
持

っ
て
い
た
。
小
説
が
作
者

の
志
次
第
で

い
か
よ
う
に
も
文
体

を

か
え

て
ゆ
け
る
こ
と
と
は
事
情
が
違

っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
戯
曲
と
小
説
と

の

時
差
は
こ
う
し
た
点

か
ら
や
む
を
得
な
か

っ
た
の
も
事
実

だ
と
思
わ
れ

る
。

 

と
こ
ろ
で
、
小
説

『
浮
雲
』
は
例
に
も
あ
げ
た
と
お
り
、

ま
さ

に
聞

こ
え

て

く
る
よ
う
な
文
体

で
あ

る
が
、
こ
れ
は
三
遊
亭
円
朝

の
落
語

の
影
響
下

に
文
体

上

の
刺
激
を
受
け

て
書

か
れ
た
も

の
で
あ

る
こ
と
を
、

二
葉
亭
自
身
が
書

い
て

(10
)

い
る
。
初
期

の
言
文

一
致
体
小
説
が

そ
の
ま
ま

口
演
で
き

る
よ
う
な

ス
タ

イ
ル
 

一

を
持

っ
て
い
た
こ
と
は

こ
の
点
か
ら
も
説
明
で
き
る
の
だ
が
、

こ
う
考
え

て
く

る
と
、
紅
葉
が

『
夏
小
袖
』
 

『恋

の
病
』
と

い
う
画
期
的
な
戯
曲
を
小
説
と
し
 
 
一

て
発
表

し
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
や
は
り
近
代
劇

史

上
重
要
な
戯
曲

の
出
現
で
あ

っ
た
。
当
時

の
戯
曲
が
う
た

い
あ

げ

る
調
子
な

ら
、
言
文

一
致
体
小
説
は
語

る
調
子

で
、
近
代
劇

の
せ
り

ふ
が
語

る
調
子

の
も

と
に
発
展
す

る
の
は

い
う
ま
で
も
な

い
こ
と
だ
か
ら
で
あ

る
。

こ
れ

に
関

す
る

当
時

の
資
料
と
し

て
、

一
八
九
七
年

(
明
治
三
十
年
)
十

二
月

に

『
恋

の
病
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11
)

が
市
村
座

で
初
演
さ
れ
た
時

の
読
売
新
聞

の
劇
評
が
あ

る
。
そ

の

一
部

に

 
 
今

の
文
学
大
家
が
芝
居

の
脚
本
を
書
く
事
を
兎

か
く
躊
躇

に
し

て
ご
ざ
れ

 
 
ど
、
右
恋

の
病
、
又
先
ご
ろ
の
夏
小
袖

の
例
を
以

て
す
れ
ぽ
何
も
脚
本
体

 
 

と
い
ふ
事
は
別

に
入
ら
ぬ
も
の
に
て
常

の
小
説
を
少
し
約

め
て
書
き
さ

へ

 
 

す
れ
ぽ
、
之
れ

を
其

の
ま

エ
舞
台

に
上
げ

て
少

し
も
差
支
な
く
好
結
果
を

 
 
得

る
の
証
拠
確
か
な
り



と
あ

っ
て
当
時

の
認
識
を
知

る
こ
と
が

で
き

る
の
だ
が
、
ま
さ
に
こ
う

し
た
事

情

の
中
で

『
夏
小
袖
』
『
恋

の
病
』
は
生
ま
れ

た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

っ
ま
り
、
文
体
、

ス
タ
イ

ル
と
も

に
紅
葉

の
戯
曲

に
み
ら
れ
る
近
代
性
は
、
小

説

の
上

で
実
現
さ
れ
た
も

の
を
経
由
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ

の
言

文

一
致
体
小
説
が
落
語

と

い
う
舞
台
芸

の
文
体
の
影
響
下

に
あ

る
こ
と
は
、

お

さ
え
て
お
く
必
要
が
あ

ろ
う
と
思
う
。

 
 
 
 
②
先
行
舞
台
芸

の
影
響

 

次
に
作
品

に
内
在
す

る
問
題
を
考
え
た
い
。
手
が

か
り
と
し
て
、
紅
葉
が
翻

案
す
る
際

に
原

作
を
変
え

た
り
、
添
削
し
た
り
し

て
い
る
部
分

に
注
目
し
な
が

ら
作
品
を
み
て
ゆ
く
と
、

日
本

の
先
行
舞
台
芸

の
影
響
と
思
わ
れ
る
も
の
が
多

く

み
ら
れ
る

の
で
あ

る
。

 

順

に
あ
げ

て
ゆ
く
と
、
先

ほ
ど

の
言
文

一
致
体
小
説

の
例
と
同
じ
く
、
紅
葉

の
戯
曲

に
も
落
語

の
影
響

が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。
紅
葉
は
、
そ
の
活
動

の
ご
く

初
期

の

『
我
楽
多
文
庫
』
手
写
本
時
代

か
ら
、
言
文

一
致
体
で
落
語

の
小
品
を

発
表

し
て
い
る
。
そ

の
中
か
ら

一
八
八
五
年

(
明
治
十
九
年
)
九
月

『
我
楽
多

文
庫
』
所
載

の

一
部
を
次

に
引
用
す
る
。
『
三
題
噺

「
医
師
」
「鍋
」
「
将
棋
」
』

と
題
す
る
小
品

の
冒
頭
部
分

で
あ
る
。

 
 

む
か
し
ぽ
ん
町
の
辺

に
。
さ

る
お
医
者
様
が
ご
ざ
り
ま
し
て
。
奇

病
を
治

 
 

す

る
の
が
大
得
意

で
ム

い
ま
し
た
。
あ

る
と
き
近
所

の
男
が
ま
ゐ
り
ま
し

 
 

て
。
 
「
ヘ
イ
先
生
。
其
内

は
御
無
沙
汰

を
い
た
し
ま
し
て
。
わ
た
く
し
は

 
 

近
頃

ヘ
ン
ナ
病
気
を
煩

ら
ひ
ま
し
て
。
実

に
こ
ま
り
ま
す
が
、

レ
イ
の
持

 
 

病

の
せ
ん
き
筋
と
存
じ
ま
し
て
。
外

々
の
お
い
し
ゃ
さ
ま

へ
か
か
り
ま
し

 
 

て
も
。
判

然
と
病
名
は
申
し

て
く
れ
ず
。
 
(
中
略
)

王
い
ふ
病
気

で
ム
い

 
 

ま
し
や
う
か
。
 
「
ハ
…

此
病
気
は
容
易
な
ら
ぬ
事

で
、
四
百
四
病

の

 
 

外
で
。
貧

病
と

い
ふ
も

の
じ

ゃ
て
。
是

は
全
く
金
銀
の
思

ふ
や
う
に
。
ま

 
 
は
ら
ぬ
事

か
ら
。
く
ら
し
が
な
る
の
な
ら
ぬ
と
心
配

し
た
で
、
起

っ
た

こ

 
 
と
だ

て
。

ナ
ア

ニ
や
り
く
り
さ

へ
す
れ
ぽ
。
平
癒
は
疑
な
し
。
…
(
後
略
)

 

こ
の
文
体
、
調
子
は
、

た
と
え
ぽ

『恋

の
病
』

の
次

の
よ
う
な
部
分

に
類
似

が

み
ら
れ

る
。

 
亀
右

衛
門

 
先
生
様
、

こ
れ
は
何

い
ふ
も

の
で
癌

に
な
り
ま
し
た

の
で
ご
ざ

 
 
 

 
 
 
い
ま
せ
う

か
。

 
 
 

 
 
 
 
 
ひ
つ
き
や
う

七
兵
衛

亀七亀七亀

其

は
畢
寛

口
を
き
く

こ
と
が
出
来
ん
か
ら
じ

ゃ
て
な
。

ヘ
ェ
エ
そ
れ
は
解

っ
て
を
り
ま
す
が
、
其

口
の
き
け
な
く
な
り

ま
し
た
の
は
。

そ
れ
は
畢
寛

口
中

に
邪
気
が
停
滞
し

て
、
舌

の
筋
が
釣
れ

る
と

こ
ろ
か
ら
な
。

へ
い
く

成
程
、
そ
れ
で
其
舌

の
筋

の
釣
れ
ま
す
る

の
は
何

い

ふ
理
由

で
ご
ざ
い
ま

せ
う
か
。

そ
れ
は
其
、
そ

の
其

は
、
舌
と

い
ふ
も

の
は

一
体

口
中

に
在

っ

て
、
咽
喉

の
入
口
に
蝶
番

の
仕
掛
で
附

い
て
を

る
も

の
じ

ゃ
に

由

て
、
動
く
わ
け
に
な

っ
て
を

る
じ

ゃ
て
。

へ
い
く

御
尤
様
で
。

 
全
体

の
プ

ロ
ッ
ト
に

つ
い
て
も

『
恋

の
病
』

の
主
題
、
主
人

の
娘

の
恋

の
病

を
治
療

す
る
為

に
店

の
老
が
奔
走
す

る
と

い
う
プ

ロ
ヅ
ト
は
、
落
語

の

『
崇

徳

院
』
等

に
も
あ

り
、
日
本

の
風
土

に
な
じ
み

の
も

の
で
あ

っ
た
と
思

わ
れ
、
直

接
、

間
接

に
落
語

の
影
響
は
指
摘

で
き

る
で
あ

ろ
う
と
思
う
。

 
紅
葉

の
父
谷
斎

は
、
本
業
は
牙
彫
り
だ
が
、
素
人

の
常
間
と
し

て
花
柳
界
や

劇
場
な
ど

に
出
入
り
し
て
お
り
、
芸
人
仲
間

で
は
落
語

家
三
遊
亭
円
遊
と
特

に

親
交
が
あ
っ
た
と
影

・
紅
葉
は
こ
う
し
た
選

を
持
つ
都
会
人
作
家
で
あ
っ

た
。

   一一



 
ま
た
、
俄

の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
紅
葉

の

『
恋
の
病
』
で
は
、
主
人

の
娘

の
為
に
医
者
探
し
を
す

る
店

の
者

源
助
、
多
七
に
、
二
人

の
か
け
あ

い
の
せ
り

ふ

の
話
術

で
も
た

せ
る
独
得

の
役
割
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
二
人

の
シ
ー

ン
に
原
作

の
約
四
倍
量
の
せ
り
ふ
が
書
か
れ
て
い
る
点
、
紅
葉

の
意
識
的
な
付

加
が
認

め
ら
れ
る

の
だ
が
、
そ

の
せ
り

ふ
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
Q

多
七

源
助

多多 源

 

源

ど
う
し
て
も
傑

か
ね
、

旦
那
様
は
弥

三
郎
様
を
御
磐

は
な
さ
ら
な

い
の
か
ね
。

 

こ
ひ
を
と
こ

そ

其
恋

男

の
弥

三
郎
様

に
さ

へ
添
は
せ
て
あ
げ
り
や
、
唖
で
も
聾

で
も

即
治
ら
う
と

い
ふ
も

の
だ
け
れ
ど
、
其
処
が
頑
固
の
旦
那
だ
か
ら
、

な
ら
ね
え
と
白
髪
頭
を
悼

り
通

し
た
。

へ
え
、

や

っ
ぱ
り
前
世

の
約
束

だ
。

で
も
唯

一
粒

の
お
嬢

様
を
、
生

れ
も
つ
か
な
い
盈
・葎

す
る
よ
り
は
・
蕪

し
て
肇

一廊

様
を
嬬
に

し
た
ら
よ
さ

エ
う
な
も
ん
ぢ

ゃ
な

い
か
ね
。

そ

こ
が
前
世
の
約
束

だ
。

前
世

の
約
束
も

い

Σ
け
れ
ど
、
上
手

の
お
医
者
く

と
毎

日
騒
ぎ
建

は

っ
て
、
今

日
ま
で
に
三
十
七
人
お
医
者

を
更

へ
た
け
れ
ど
、
ち

っ

と
も
験
が
見

え
な
い
と

い
ふ
の
で
、
か
う
し
て
名
医
を
索

し
に
は
出

た
も

の
Σ
、
見
当

の

つ
か
な

い
こ
と
に
は
閉

口
し
た
ね
。

こ
れ
も
前

世
の
約
束

か
い
。

そ
れ

に
前
世

の
約
束
が

入
る
も

の
か
。

お
医
者
様
よ
り
草
津

の
湯
よ

り
、
恋

の
や
ま

ひ
を
治
す
に
は

っ
て
、
弥

三
郎
様

を
婿

に
す
る

の
が

早
手
廻
し
な

の
だ
。

 

こ
う
し
た
部
分

は
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
中
期

に
か
け
て
流
行
し

て
い
た
即

興
喜
劇
で
あ
る
俄

の
調
子

に
通
う
も

の
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

一
例
と
し
て
大

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(13
)

阪
俄

の

】
部

を
次
に
引
用
す

る
。

団
七

与
市
べ

団
七

与
市
べ

団
七

 

土
地

の
日
常
会
話
文
体

で
は
ず
む
よ
う
に
か
わ
さ
れ
る
や
り
と
り
、

書

く
せ
り
ふ

の
リ
ズ

ム
や
テ
ソ
ポ

の
軽
快
さ
は
、

た
ど
る
こ
と
が

で
き

る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
紅
葉

の
滑
稽

に
は
江
戸
時
代

後
期

の
三
馬
や

一
九

の
滑
稽
本
等
文
学

の
影
響
に
加
え

て
、
こ
う

し
た
芸
能

の

類

の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。

 
俄
は
、
現
在

の
漫
才

の
本
で
あ

る
ぼ
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
、
日
本
近

代
劇

の
歴
史

と
は
切

っ
て
も
切
れ
な

い
も
の
で
あ

っ
た
。
新
派
劇

の
祖
と
な

っ

た
川
上
音

二
郎
も
そ
の
活
動

の
初
期
に

「
書
生
仁
○

加
」
を
名

の

っ
て

い

た

し
、
「
改
良

俄
」
「
新
聞
俄
」
な
ど
と
称

し
て
明
治

の
中
期

に
行
わ
れ
た
新

し
い

俄
は
、
近
代

の
喜
劇

の
始

ま
り
と

い
わ
れ
て
い
る
。

 
そ
し
て
も
う
ひ
と

つ
、
紅
葉

の
作
品

の
特
徴
と
し
て
、
原
作

の
も

つ
厳

し
い

く

い
い
る
よ
う
な
風
刺

を
ほ
の
ぼ
の
と
滋
味

の
あ
る
も

の
に
す
り
か
え
て

い
る

点
が
あ
げ

ら
れ

る
が
、
そ
れ

に
つ
い
て
は
、
狂
言
に
描

か
れ
る
類
型

を
指
摘

す

る

こ
と
が
で
き

る
と
思
う
。

 
た
と
え
ぽ

『
恋

の
病
』

の
鶴
屋
の
主
人
亀
右
衛
門
や
主
人
公
七
兵
衛

の
描
写

で
あ

る
。
亀
右
衛
門
は
、
最
初
乳
母
の
お
む
ら
に
高
圧
的
な
も
の
言
い
を
し
て

…
…

一
寸
お
尋
ね
致

し
ま
す
が
、

丁
度
あ
ん
た
と
同
じ
年
頃

の
義

平
次
と
言
う
人
此
所

へ
来
ま

へ
ん
か
。

ヘ
エ
ー
ど
な
た
に
も
逢

い
ま

へ
ん
が
、
貴
郎

は
ん
は
ど
な
た
だ
す

の
や
。

浪
花

の
顔
役
団
七
九
郎
兵
衛
と
言
う
者
だ
す
が
。

ハ
ア
ー
く

、
夏
祭
浪
花
鑑

に
出
な
は
る
団
七
さ

ん
だ
す
か
。
そ

の
団
七
さ
ん
が

コ
ン
ナ
所

ヘ
ダ

ン
ヒ
チ
に
き
な
は

っ
た
Q

悪

い
洒
落

や
ナ
…
…
。

エ、
シ
此
処
は
長
町
裏

の
南
京

畑
と
ち
が

い

ま
す
か
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
紅
葉

の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
の
あ
た
り
に
そ
の
水
脈

を
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お
き

な
が
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
お
む
ら
が
涙

で
訴
え

る
の
を
聞
く
と
、

つ
い
同

情

し
て
自
分
も
泣
き
出
し

て
し
ま
う
の
だ
が
、

こ
の
描
か
れ
方

は
、
狂
言

の
大

名

の
類
型
、
例
え
ば

「
靱
猿
」

に
描
か
れ
る
大
名

の
姿

を
髪
髭
と
さ

せ
る
。
亀

右
衛
門

に
つ
い
て

の
こ
う
し
た
描
写
は
原
作

に
は
全
く
な
い
紅
葉

の
創
作

で
あ

る
。

ま
た
、
七
兵
衛

は
無
理
矢
理
医
老
と

い
う

こ
と
に
さ
れ
て
し
ま

っ
た
男
だ

が
、

も
と
も
と
は
木
樵

で
あ
る
Q
恋

の
病

に
伏

せ
る
娘
を
看
る
こ
と

に
な

っ
て

い
る
が
、
娘

の
恋
人
弥
三
郎
に
、

一
緒

に
連
れ

て
い
っ
て
く
れ
と
頼
ま
れ

る
。

代
脈

を
装

っ
て

つ
い
て
ゆ
く
か
ら
、

と
弥

三
郎
は
七
兵
衛

に
段
取
り
を
頼
む

の

だ
が
、

い
ざ
と
な

っ
て
七
兵
衛
は
そ
の
家

の
主
人
で
あ
る
亀
右
衛
門
を
う
ま
く

ご
ま
か
せ
ず
、
弥
三
郎
が
し
き
り
に
助
け
舟
を
出
し
、

そ
れ
で
も
ポ

ロ
が
出
て

し
ま
う
の
を
何
と
か
き
り
ぬ
け
る
所
が
あ

る
。

こ
の
あ

た
り
は
、
例
え
ぽ
狂
言

「萩
大
名
」

の
大
名
と
太
郎
冠
者

の
や
り
と
り

に
類
似
し
て

い
る
。
原
作
で
は

逆
に
、
七
兵
衛
に
あ

た
る
ス
ガ
ナ

レ
ル
が
、
弥

三
郎
に
あ

た
る
レ
ア
ン
ド

ル
に

智
恵

を

つ
け
た
よ
う

に
描

か
れ
て
お
り
、

キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
は
全
く

異

質

で

あ

る
。

 

い
ず
れ
も
狂
言
の
人
気
曲

に
み
ら
れ
る
類
型

で
あ
る
が
、
当
時

の
演
劇
界
の

事
情

を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
紅
葉

の
こ
れ
ら

の
素
養

は
、

歌
舞
伎
を
経
由
し
た

も

の
と
考
え
る
の
が
自
然

で
あ
ろ
う
。
 
「
靱
猿
」
な
ど
は
天
保
年
間

か
ら
代
表

的
な
所
作
事
と
し
て
歌
舞
伎

に
吸
収
さ
れ

て
い
る
。
松

羽
目
物
と
し

て
歌
舞
伎

に
と
り
入
れ
ら
れ
た
狂
言
は
数
多
く
あ

る
。
紅
葉
に
は
強

い
演
劇

趣

味

が

あ

り
、
読
売
新
聞
に
芋
太
郎

の
匿
名

で
劇
評
を
書

い
て
い
た
こ
と
も
あ

る
ほ
ど
で

あ
る
か
ら
、
歌
舞
伎

に
は
通
じ
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ

る
。

 

歌
舞
伎

に
つ
い
て
は
、
そ

の
中
の
仕
立

し
と

い
わ
れ
る
端
役

の
せ
り

ふ
や
、

南
北
な
ど

の
世
話
物

の
部
分

に
も
、

日
常
会
話
文
体
を
認

め
る
こ
と
は
で
き
る

の
だ
が
、
そ
れ
は
歌
舞
伎

の
中
で
主
要
部
分
で
は
な
く
、
戯
曲
全
体

の
構
造
を

み
た
時
、
紅
葉

の
作
品
と
は

一
線

を
画
す

る
も

の
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
む
し

ろ
紅
葉

の
喜
劇

タ
ッ
チ
は
、
独
立
し

た
喜
劇

の
舞

台
芸

で
あ

る
俄

や
、
落
語
、

そ
し
て
歌
舞
伎
な
ら
ぽ

そ
こ
に
摂
取

さ
れ

て
い
た
狂
言
の
影
響

な
ど

に

つ
な
が

 
 
 
 
 

(14
)

る
も
の
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
ら
が
、

モ
リ

エ
ー
ル
の
原
作
を
得

て
、
紅
葉

に
よ

っ

て
、
リ
ァ
リ
ズ

ム
戯
曲
と
し
て
の
あ

る
近
代
性
を
実
現
し
た
こ
と

は
、
興
味
深

い
こ
と
で
あ

る
と
思
う
。

 
紅
葉

の
作
品
は
先
に
示
し
た
よ
う

に

「
小
説
」
と
し
て
書

か
れ

た
た
め
、
舞

台
用
語

は
全
く
使
わ
れ
て
い
な

い
。
原
作
が
三
幕
構

成
を
持

つ
の
に
対
し
、
紅

葉
は
通
常

の
小
説

の
章

立
て
の
よ
う

に
区
切

っ
て
い
る
し
、
原
作

に
も
そ
れ
ほ

ど
多
く
な

い
舞
台
上
の
指
示

(
日
げ
①
団
o
o
ヨ
Φ
8

停
Φ
。・
8
αq
①

ρ
¢
①
護
o
毎
昌
σq
・

と

い
っ
た
類

の
も

の
)

は
紅
葉

の
も

の
に
は
な

い
。
幕
、
舞
台
、
上
手
、
下
手

と
い

っ
た
舞
台
用
語
を
全
く
使
わ
ず

に
、
紅
葉
は
言
文

一
致
体

の
簡
潔
な
ト
書

き
で
人
物

の
動
き
を
目
に
見

え
る
よ
う

に
的
確
に
示
し
て
い
る
の
だ
が
、

こ
れ

は
紅
葉

の
小
説

一
般
に
も
み
ら
れ

る
写
実
性
で
あ

り
、
戯
曲

の
ト
書
き
と
し
て

近
代
性
を
感
じ
さ
せ
る
。

こ
れ
は
紅
葉
が

「
小
説
」
と

し
て
書

い
た
ゆ
え

に
実

現
し
た
も

の
で
あ
る
。
当
時
、
も
し
舞
台
を
意
識

す
る
な
ら
ぽ
歌
舞
伎
を
想
定

す
る
他
は
な
く
、
そ
う
す
れ
ば
義
太
夫
や
難

子
、

花
道

や
廻
り
舞

台
が
意
識
さ

れ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
で
あ

ろ
う
。

モ
リ

エ
!

ル
の
翻
案

に
あ
た

っ
て
、
そ
れ

が
不
適
切
で
あ

る
と
考

え
、

い
わ
ゆ
る
当
時

の
戯
曲
、
脚
本
と

い
う
形
を
避
け

た
の
は
、
紅
葉

の
感
覚

の
あ

る
近
代
性
で
あ

っ
た
と

い
う

こ
と
が
で
き
る
か
と

思
う
。

 
紅
葉

は
結
果
と
し

て
、
意
識

を
も

っ
て
近
代
戯
曲
を
書

い
た

の
で
は
な
か

っ

た
し
、
創
作
戯
曲
は
書

か
な
か

っ
た
。
が
、
紅
葉

の
未

だ
形

に
な
ら
な

い
近
代

劇

へ
の
思

い
は
、
ほ
と
ん
ど
無
意
識

の
紅
葉

の

こ
と
ば

の
中

に
も
う

か
が
え
る
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の
で
あ
る
。

 
た
と
え
ば

一
八
九
〇
年

(
明
治
二
十

三
年
)
紅
葉

は
硯
友
社
で
文
士
劇
を
開

催
し

て
い
る
。

こ
れ
は
早

い
話
が
芝
居
好
き

の
紅
葉

の
遊
び

の
よ
う
な
も
の
で

 
 
 
 
 

(15
)

あ

っ
た
よ
う
だ
が
、
そ

の
時
紅
葉

が
語

っ
た
抱
負
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ

た
。
 
「今

の
俳
優

に
は
役

に
就

い
て
の
心
理
解
剖
が
出
来
な

い
。
我

々
は
芸
が

下
手
で
も
そ
れ
が
で
き

る
。
今

に
教
育
有
る
者
が
続

々
劇
界

に
投

じ

る

だ

ら

う
。
我
等
は
そ

の
先
駆
者
だ
。
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ

る
が
、

こ
れ

も

近
代

劇

へ
の
方
向
を
そ
れ
な
り

に
正
し
く
志
向
す
る
も
の
と

し
て
今
日
受
取
る
こ
と

が
で
き
る
。

 
 
 
 

③
紅
葉

の
限
界

 
以
上
、
紅
葉

の
翻
案
戯
曲
を
リ
ア
リ
ズ

ム
の
点
か
ら
評
価

し
て
き
た
わ
け
だ

が
、

こ
の
リ
ア
リ
ズ

ム
は
紅
葉

の
限
界
と
ま
さ
に
表
裏

一
体

の
も

の
で
あ

っ
た

こ
と
は
指
摘

し
て
お
か
な
け
れ
ぽ

な
ら
な

い
。
紅
葉

の
翻
案

の
仕
方
は
、
例

え

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(16
)

ば
紅
葉
が
泉
鏡
花
の
作
品
を
添
削
し
た
方
法

に
似
て
お
り
、
そ
れ
は
原
作
の
真

意
を
汲

み
と
る

こ
と
を

せ
ず
に
、
当
時

の

一
般

の
庶
民
生
活

に
根
ざ
し
た
現
実

的
な
表
現
に
変
え
て
ゆ
く
と

い
う
方
法

で
あ

っ
た
。
鏡
花

の
超
現
実
、
神
秘

性

を
消
し

て
ゆ
く

こ
と
に
な
る
。

モ
リ

エ
ー
ル
に
つ
い
て
も
紅
葉
自
身

「
我
等

に

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(17
)

は
評
判
ほ
ど
に
受
取

か
ね
候
」
と
書

い
て
い
る
よ
う
に
、
そ

の
真
意
を
読
み
取

っ
た
上

で
の
改
変
で
は
な

か

っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
紅
葉

の
感
覚
が
当

時

の
庶
民

の
嗜
好
を
代
表
す
る
も

の
で
あ

っ
た
た
め
に
、

こ
の
恩
恵
で
鏡
花

の

作
品
は
読
ま
れ
る
よ
う

に
な
り
、

こ
れ
ら
の
翻
案
作
品
も
人
気
を
と

っ
た
の
で

あ

っ
た
。

 

ま
た
、
紅
葉

の
作
品

は

『
夏
小
袖
』
『恋

の
病
』
が
と
も
に

一
八
九
七
年
(
明

治

三
十
年
)

に
伊
井
蓉
峯

一
座

に
よ

っ
て
初
演
さ
れ
た

の
を
は
じ

め
、
そ

の
小

説
が
脚
色
劇

の
流
行

に
伴

っ
て
続

々
と
上
演
さ
れ
る
。
『冷
熱
』
『
金
色
夜
叉
』

『
心

の
闇
』
『
八
重
爆
』
『
寒
牡
丹
』
『
不
言
不
語
』
『
心
中
船
』
『
西
洋
娘
気
質
』

が
そ
れ
で
あ
り
、
 
『
金
色
夜
叉
』
は
中
で
も
脚
色
を
変
え
て
繰

り
返
し
上
演

さ

れ
、
新
派

の
人
気
狂

言
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
紅
葉

の
作
品

に
内
在
す

る
演

劇
的
要
素
や
、
紅
葉

の
戯
曲
作
家
的
資
質
と
無
縁
で
は
な

い
と
思
わ
れ
、

こ
う
し
た
作
品

の
上
演
に
よ

っ
て
伊
井
蓉
峯

ら
、
後

の
新

派
と
呼
ば
れ

る
人

々

が
、

ひ
と

ま
ず
歌
舞
伎
の
形
式

か
ら
抜
け

て
新
し

い
せ
り
ふ
や
演
技
を
獲
得

し

て

い
っ
た
こ
と
は
近
代
劇
史
上
、
評
価
さ
れ
る
べ
き

こ
と
で

あ

ろ

う
。
し

か

し
、

そ
れ
ら
は

い
わ
ゆ
る
新
派
悲
劇
に
流

れ
、
近
代
劇
と
し
て
、
そ
れ
以
上

の

内
面

性
や
広
が
り
を
持

つ
こ
と
は

で
き
な
か

っ
た
。

こ
れ
は
必
ず

し
も
そ

の
ま

ま
紅
葉

一
人

に
帰
す
べ
き
問
題

で
は
な
い
が
、
紅
葉

の
リ
ア
リ
ズ

ム
が
、
後

に

自
然
主
義
を
標
榜
す
る
人

々
に
よ

っ
て
風
俗
小
説
と
呼
ぽ

れ
る
こ
と

に
な

る
種

の
限
界
を
も

っ
て
い
た
こ
と
は
否

め
な

い
で
あ

ろ
う
。
も

っ
と
も
、

こ
と

に
戯

曲

は
、
あ
る
程
度
観
客
層
と
共
有
す
る
テ
ー

マ
を
持

つ
必
要
が
あ
り
、

こ
の
点

で
は
紅
葉

の
限
界
も
必
ず

し
も
否
定
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
も
な
く
、

こ
の
意
味

に
お
い
て
紅
葉

の
限
界
は
、
あ

る
程
度
ま
で
そ

の
時
代

の
限
界

に
重

ね
あ
わ

せ

る
こ
と
が

で
き
る
か
と
思

う
。
『
夏
小
袖
』
『
恋

の
病
』
な
ど
戯
曲
形
式

の
作
品

で
は
紅
葉

の
資
質
が
比
較
的
良

い
方
に
発
揮

さ
れ

て
お
り
、
彼

の
戯
曲
作
家

と

し
て
の
可
能
性
は
残
さ
れ

て
い
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

 
尾
崎
紅
葉

の
演
劇

へ
の
関
心
は
生
涯
を
貫

い
て
い
た
。
し
か
し
、
彼

の
生
き

た
時
代
の
大
半

で
あ
る

一
八
九
〇
年
代
ま
で
、
演
劇
界
と
文
壇

の
距
離

は
遠
か

っ
た
。
座
付
作
老
を

か
か
え
る
閉
鎖
的
な
演
劇
界

は
文
学
老
の
劇
作
を
よ
し
と

せ
ず
、
た
と
い
上
演
し
や
す

い
形
で
書

か
れ
た
も
の
で
も
局
外

者

の
作
品
を
舞

台

に
の
せ
る
こ
と

は
ま
ず
な
か

っ
た
。
紅
葉

に
と

っ
て
、
そ

の
演
劇

へ
の
情
熱
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が
趣
味

に
終
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
の
は
時
代
の
せ

い
で
も
あ

っ
た
の
で
あ

る
。

 
小
説

の
脚
色
上
演
の
流
行
な
ど

に
よ

っ
て
よ
う
や
く
演
劇
界
と
文
壇

の
近
づ

い
て
き

た

一
九
〇

二
年

(
明
治

三
十
五
年
)

二
月
、
紅
葉

は
宮
戸
座

で

『
金
色

夜

叉
』

公
演

の
舞
台
指
揮
に
あ
た
る
機
会

を
得

る
。
脚
色
者
花
房
柳
外

に

『
金

色
夜

叉
』

の
終
末
ま
で

の
腹
案
を
授
け
、
連
中
を
作

っ
て
応
援

し
た
と

い
う

か

ら
、
そ

の
情
熱

の
ほ
ど
が
う
か
が
え
る
。

そ
れ
が
、
紅
葉

の
死

の

一
年
半
程
前

の
こ
と
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
紅
葉
は
戯
曲
を
書

い
た
り
演

劇
に
携
わ

っ
た
り
す

る
こ
と

へ
の
興
味
を
終
生
持

ち
な
が
ら
、
結
局
、
創
作
戯

曲
を
書
く

こ
と
も
な

く
、

一
九
〇

三
年

(
明
治

三
十

六
年
)
十
月

三
十
日
に
三
十
七
歳

の
生
涯
を
閉

じ
た
。

 

こ
の
後

十
年
程

し
て
、
近
代
戯
曲
が
文

学
者

に
よ

っ
て
実
現
す

る
時
代
が
や

っ
と
訪

れ
る
。
文
学
者
が
近
代
戯
曲
を
担

う
時
代

に
な
る
の
で
あ

る
。

こ
の
時

代

ま
で
、

も
し
紅
葉
が
生
き

て
い
た
な
ら
、
ど
う
な

っ
て
い
た

だ
ろ
う
か
。

 
内

田
魯

庵
が
そ

の
著
書

『思

ひ
出
す
人

々
』

の
中
で

「
紅
葉
が
今
少
し
長
生

き
し
た
ら
小
説

よ
り
は
脚
本

に
よ
り
以
上

成
功

し
た
ら
う
。
最
後

の
落
付
き
場

は
或

は
劇

作
家

で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
」
と
述
べ
て

い
る
が
、
私
も
そ

こ
に

紅
葉

の
あ

る
本
質
的
な

一
面
が
見
え
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ

る
。

注

1
 
演
劇
百
科
大
辞
典

(平
凡
社
)

 

2
 
岸

田
国
士

は
戦
後

『近
代
戯
曲
選
』
の
解
説

で
、
戯
曲

に
お
け

る

近

代

性

を

 

 
「久

保
田

(
万
太
郎
)

の
文
体

、
菊
地

(寛
)
の
主
題

、
山
本

(有

三
)
の
構
成
」

 

 
に
見
出

し
た
。

 

3
 
こ
れ
は
日
本

に
お
け
る
モ
リ

エ
ー

ル
の
二
番
目

の
紹
介
で
あ
り
、
..ピ
.麟く
賃
o
..

 

 
に

つ
い
て
の
最
初

に
あ
た

る
が

(
「明
治
期

の
モ
リ

エ
ー

ル
劇

」
白
川
宣
力

一
九

 

 
七
二
年

七
月

『学
燈
』)
『守
銭
奴
』
と

い
う
邦
題

は
紅
葉
が
既
に
用

い
て
い
る
。

 

 
(
『夏

小
袖
』
第

三
版
序

文
)

4
 

明
治

文
学
全
集

『明
治
近
代
劇
集
』
巻
末

の
年
譜
を
は
じ
め
紅
葉

の
年
譜

の
い

 
く

つ
か
に
は
、
明
治
二
十
六

(
一
八
九
三
年
)
三
月
に
守

江
溜

の
匿
名

で

『寒
帷

 
子
』
と

い
う
作

品
を
発
表
し
た
と
書

か
れ
て
い
る
。 

『寒

帷
子
』

は

モ
リ

エ
ー
ル

 

の

『
ス
カ
パ

ン
の
悪
だ
く
み
』

.臼
①ω
閏
o
霞
げ
①ユ
①
ω
匹
o
ω
。弓

}"
..
の
翻
案
作

品

 
だ
が
、
土
佐
亨
氏
の

「『寒
帷
子
』
作
者
考
ー

附
中
期
紅
葉
文
学
の
側
面
1

」

 

(
一
九

七
二
年
八
月

『近
代
文
学
研
究
1
』)

に
あ
る
よ
う

に
紅
葉

の
作

品
で
は
な

 

い
と
思
わ
れ
る
。

5
 

一
八
九
二
年

(明
治

二
十
五
年

)
十

一
月

、
匿
名
作
者

の
実
名

が
紅
葉

で
あ
る

 

こ
と
が
発
表
さ

れ
た
後
に
刊
行
さ

れ
た

『夏
小
袖
』
第
三
版

に
、
紅
葉

が
付

け
た

序
文
で
あ
る
。

6
 
木
下
順
二

『戯
曲

の
日
本
語
』

(中
央

公
論
社

「
日
本
語

の
世
界
12
」
)

7
 
演
劇
百
科
大
辞
典

(平
凡
社

)

8
 
同
じ

モ
リ

エ
ー
ル
の
作
品
で
も

『病

は
気
か
ら
』
.、(ピ
①
ζ
巴
巴
o
一目
餌
σq
げ
?

 
マ
o
..)
『恋

は
医
者
』

(、"]「
.〉
ヨ
O
¢
【
ζ

ひα
①
〇一つ
..)
に
お
け
る
乳
母
は
恋
の
手
助

 
け
を
し
て

い
る
。

い
ず
れ
も
前
掲

の
英
訳
本

に
収
録
さ
れ
て

い
る
の
で
、
こ
の
影

 
響
も
考
え
ら
れ
る
。

9
 
読
売
新
聞
明
治

三
十
年

(
一
八
九
七
年
)
十

二
月
十
六
日

「市
村

座
評
判
」
芋

 
兵
衛

(本
名
鈴
木
彦
之
進
)

10
 

二
葉
亭
四
迷

「余
が
言
文

}
致

の
由
来
」

(
一
九
〇
六
年
《
明
治

三
十
九
年

)
五

 
月

『文
章
世
界
』
)

11
 

9
に
同
じ
。

12
 

紅
葉

は
こ
の
父

の
幕
間
的
生
活
を
恥

じ
て
友
人
た
ち
に
隠

し
て
は

い
た
が
、
内

 
密

に
交
渉
を
持
ち
続
け
て

い
た
。

(岡
保
生

『尾
崎

紅
葉

の
生
涯
と
文
学
』
(
一
九

 
六
八
年
)
明
治
書
院
)

13
 

『大
衆
芸
能
資

料
集
成
』

(一一二

書
房

)
な
お

、
東
京
で
大
正
ま
で
盛
ん
に
行
な

 

わ
れ
て

い
た

「吉
原
仁
和
賀

」
の
台
本

は
関
東
大
震
災
の
時

に
焼

け
て
し
ま

い
今

 

日
見
る
こ
と
は
で
き
な

い
と

い
う
。

14
 
紅
葉
は
文
体

に
は
大
変
気
を
使

っ
た
作
家

で
あ
る
。 

『恋

の
病

』

の
直
前

の
作

 

で
あ

る

『色
臓
悔
』

の
序
文
に

「在
来

の
雅
俗
折
衷
お
か
し
か
ら
ず
。
言
文

一
致

 

こ
の
も
し
か
ら
ず

で
色

々
気
を
揉

み
ぬ
い
た
ま
ま

(中
略

)
か

》
る

一
風
異
様

の

 
文
体
を
創
造

せ
り
。 

(中
略
)
対
話
は
浄
瑠
璃
体

に
今
時

の
俗
話
調
を
混

じ
た

る

 
も

の
な
り
。
惟

み
る
に
、

こ
れ
を

以
て
時
代
小
説

の
談
話
体
に
せ
ん
と

の
作
者

の

 

野
心
」
と
あ
る
。

『夏
小
袖
』

『恋

の
病
』
に

つ
い
て
も
意
識
的

に
先
行
舞
台
芸

の

 
文
体

に
よ

っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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15
 

江
見
水
蔭

『硯
友
社

と
紅
葉
』

に
詳

し
い
。
演

目
は

「増
補
太
平
記
」 

「積
怨

切
子
燈
籠
」 

「花
競

入
才
子
」

で
脚
本
は
水
蔭
ら
社
中

の
も
の
が
書

い
た
。
内
輪

 
と
は

い
え
半
公
開
的
な
も

の
で
、
見
物
は
依

田
学
海

、
石
橋
忍
月

、
内
田
魯
庵

ら

 
を
含

む
三
百
余
名
。
数

日
後
読
売
新
聞
の
劇
評

で
学
海
が

「在
来

の
型

を

破

っ

 
た
」
と
ほ
め
た
。

16
 

松
村
友
視
氏

の
御
教

示
に
よ
る
。

17
 
松
居
松
葉

『滑
稽
劇
当
世
女
学
者
』
(
一
八
九
四
年

三
月
)

に
よ
せ

た

紅
葉

の

序
文
。

付
記
 
本
稿
は
、
一
九
八
四
年
六
月
、
第
三
五
七
回
慶
応
義
塾
大
学
国
文
学
研
究
会
に

 
 
お
い
て
、
口
頭
発
表
し
た
も
の
に
加
筆
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
際
御
教
示
を
賜
わ

 
 
り
ま
し
た
西
村
亨
先
生
を
は
じ
め
と
す
る
方
々
、
ま
た
準
備
段
階
で
種
々
の
御
指

 
 
導
を
い
た
だ
き
ま
し
た
檜
谷
昭
彦
先
生
、
平
岡
敏
夫
先
生
、
古
川
清
彦
先
生
、
そ

 
 
し
て
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
庫
の
皆
様
に
厚
く
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。
ま
た
、
快

 
 
く
論
文
を
お
送
り
い
た
だ
き
ま
し
た
土
佐
亨
先
生
、
そ
し
て
、
紅
葉
の
戯
曲
に
つ

 
 
い
て
き

っ
か
け
を
与
え
て
く
だ
さ
り
、
執
筆
に
あ
た
っ
て
お
励
ま
し
を
い
た
だ
き

 
 
ま
し
た
木
下
順
二
先
生
に
深
く
感
謝

い
た
し
ま
す
。

一32一


