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浄
瑠
璃
に
お
け
る
「
ク
ド
キ
」

細 

田
　
明 

宏

◆ キーワード　浄瑠璃／聞きどころ／コミュニケーション／語り物／クドキ

一
、
口
頭
文
学
と
し
て
の
浄
瑠
璃

　

義ぎ

太だ
い

夫ふ

な
る
も
の
に
至

い
た
つて

は
一
丁て

う
じ字

を
解か

い
せ
ざ
る
者も

の
と
雖

い
へ
ども

喜よ
ろ
こ
びて

是こ
れ

を
聴き

き
、
娯ご

ら
く楽

の
間か

ん
深ふ

か
く
感か

ん
ど
う動

し
て
自

お
の
づ
から

是こ
れ

（
筆
者
注
、
日
本
独

自
の
精
神
文
化
）
を
識し

き
べ
つ別

す
（
無
署
名　
「
義
太
夫
雑
誌
の
本
領
」『
義

太
夫
雑
誌
』
第
二
巻
第
三
号　

一
八
九
五
・
七
、二
―
三
頁
）

　

浄
瑠
璃
、
中
で
も
本
稿
で
考
察
の
対
象
と
す
る
義
太
夫
節
浄
瑠
璃
（
以

下
、
単
に
浄
瑠
璃
と
表
記
）
は
数
多
く
の
作
品
を
生
み
出
し
て
き
た
が
、

そ
れ
ら
の
作
品
の
詞
章
は
劇
場
や
寄
席
で
語
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
書
籍

に
収
め
ら
れ
て
出
版
さ
れ
て
も
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
浄
瑠
璃
に
対
す

る
文
学
的
研
究
は
主
と
し
て
、
詞
章
を
（
小
説
な
ど
と
同
じ
よ
う
な
）
文

字
に
よ
る
文
学
と
し
て
読
む
こ
と
で
進
め
ら
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
浄
瑠
璃
は
三
味
線
を
伴
奏
と
す
る
語
り
物
で
あ
り
、
作
品
は
ほ

ん
ら
い
口
頭
で
語
ら
れ
、
耳
で
聞
く
た
め
の
文
学
、
す
な
わ
ち
口
頭
（
口

承
）
文
学
（oral literature

）
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
。
だ
と
す
れ
ば
、

浄
瑠
璃
を
文
学
的
に
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
口
頭
文
学
と
し
て
捉
え

る
こ
と
も
必
要
だ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
浄
瑠
璃
は
口
頭
で
語
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
、「
声
の
文
化
」

と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
「
文
字
の
文
化
」（
オ
ン
グ　

一
九
九
一
）
に
属

す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
ん
に
ち
浄

瑠
璃
の
も
っ
と
も
正
統
的
な
上
演
団
体
と
い
え
る
文
楽
座
が
公
演
を
行
う

大
阪
・
国
立
文
楽
劇
場
や
東
京
・
国
立
劇
場
で
、
上
演
さ
れ
る
詞
章
が
添

付
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
販
売
さ
れ
、
ま
た
数
年
前
か
ら
は
詞
章
の
字
幕

表
示
も
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
文
字
で
表
さ
れ
た
詞
章
を
目
に
し
な
が

ら
聞
く
聴
衆
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
か
ら
だ
。

　

し
か
し
か
つ
て
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
冒
頭
に
掲
げ
た
の
は
明
治

二
八
年
（
一
八
九
五
）
に
発
行
さ
れ
た
浄
瑠
璃
専
門
雑
誌
の
巻
頭
論
文
中

の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
は
、
日
本
独
自
の
精
神
文
化
（「
精
神
的

文
明
」）
を
涵
養
す
る
に
は
、
一
丁
字
を
解
せ
ざ
る
者
、
す
な
わ
ち
文
字

を
読
め
な
い
人
も
喜
ん
で
聞
き
、
娯
楽
と
し
て
親
し
む
う
ち
に
自
然
と
そ
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れ
を
感
得
す
る
浄
瑠
璃
が
最
適
な
の
だ
と
い
う
。
そ
の
論
の
当
否
は
と
も

か
く
、
こ
の
文
章
か
ら
、
当
時
の
浄
瑠
璃
は
文
字
を
読
め
な
い
人
が
耳
で

聞
い
て
楽
し
む
娯
楽
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
か
つ
て
劇
場
や
寄

席
に
足
を
運
ん
だ
人
々
に
と
っ
て
、
浄
瑠
璃
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
口
頭

で
語
ら
れ
、
耳
で
聞
く
文
学
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
だ
。

　

ま
た
浄
瑠
璃
の
公
演
の
際
に
詞
章
を
記
載
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
販
売
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
に
大
阪
・
四
ツ
橋
文

楽
座
（
劇
場
）
が
開
場
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
公
演
プ

ロ
グ
ラ
ム
が
作
ら
れ
る
こ
と
自
体
が
珍
し
く
、
そ
こ
に
は
詞
章
も
掲
載
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
は
別
に
詞
章
を
記
載
し
た
小
冊
子
が

配
ら
れ
た
こ
と
は
何
度
か
あ
っ
た
が
、
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
ら

れ
て
い
た
）。
当
時
は
上
演
中
に
聴
衆
が
文
字
を
目
に
す
る
こ
と
は
滅
多

に
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
浄
瑠
璃
は
ま
さ
に
「
声
の
文
化
」
に
属
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

二
、
語
り
手
と
聴
衆

　

さ
て
文
学
は
、
作
品
の
伝
達
過
程
に
注
目
し
た
場
合
、
音
声
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
も
の
（
口
頭
文
学
）
と
、文
字
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
も
の
（
書
籍
の
形
で
出
版
さ
れ
た

小
説
な
ど
）
と
に
大
別
で
き
る
。
こ
こ
で
文
学
作
品
は
、
語
り
手
ま
た
は

書
き
手
か
ら
発
信
さ
れ
、
音
声
ま
た
は
文
字
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

よ
っ
て
伝
え
ら
れ
、
聞
き
手
ま
た
は
読
み
手
に
よ
っ
て
受
信
さ
れ
る
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
場
合
二
種
類
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お

け
る
作
品
の
発
信
者
（
語
り
手
、書
き
手
）
と
受
信
者
（
聞
き
手
、読
み
手
）

の
関
係
、
お
よ
び
受
信
者
ど
う
し
の
関
係
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
音
声
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
文
学
は
本
来
、
語
り

手
（
発
信
者
）
と
聞
き
手
（
受
信
者
）
と
が
同
じ
場
に
い
て
は
じ
め
て
成

立
す
る
も
の
で
あ
り
（
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
放
送
や
レ
コ
ー
ド
な
ど

の
メ
デ
ィ
ア
を
媒
介
す
る
場
合
は
除
外
し
て
お
こ
う
）、
そ
の
場
で
は
発

信
と
受
信
が
同
時
に
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
聞
き
手
は

受
信
だ
け
を
行
う
の
で
は
な
く
、
語
り
手
に
対
し
て
何
ら
か
の
は
た
ら
き

か
け
を
即
時
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
、文
字
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
る
文
学
で
は
書
き
手
（
発
信
者
）
と
読
み
手
（
受
信
者
）
は

同
じ
場
に
い
る
必
要
は
な
く
、
ま
た
た
と
え
同
じ
場
に
い
た
と
し
て
も
発

信
と
受
信
の
間
に
は
時
間
の
ず
れ
が
生
じ
る
。
し
た
が
っ
て
読
み
手
が
書

き
手
に
与
え
る
影
響
は
、
音
声
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
文
学
よ
り

も
ず
っ
と
限
定
的
な
も
の
と
な
る（

１
）。

さ
ら
に
音
声
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
よ
る
文
学
に
お
い
て
は
、
聞
き
手
は
通
常
複
数
で
あ
り
「
聴
衆
」
を
な

し
て
い
る
（
オ
ン
グ　

一
九
九
一
、一
五
七
頁
）
が
、
文
字
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
る
文
学
に
お
い
て
は
、
読
み
手
は
互
い
に
孤
立
し
て
い
る
。

　

じ
っ
さ
い
音
声
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
文
学
で
は
、
聞
き
手
は

語
り
が
行
わ
れ
て
い
る
最
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
行
動
を
し
、
結
果
と
し
て
そ

れ
は
語
り
手
へ
の
は
た
ら
き
か
け
と
な
る
。
浄
瑠
璃
の
場
合
も
っ
と
も
顕

著
な
の
は
、
語
り
手
に
対
し
て
「
待
っ
て
ま
し
た
！
」
と
声
を
か
け
た
り
、

拍
手
を
し
た
り
す
る
行
為
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
聞
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き
手
の
体
の
向
き
や
細
か
な
動
き
な
ど
も
、
語
り
手
へ
の
は
た
ら
き
か
け

と
な
り
う
る
。

　

こ
の
よ
う
な
は
た
ら
き
か
け
を
通
じ
て
聞
き
手
ど
う
し
は
お
互
い
に
影

響
を
与
え
あ
い
、
語
り
手
も
ま
た
聞
き
手
か
ら
影
響
を
受
け
る
。
ま
た
こ

れ
ら
の
は
た
ら
き
か
け
は
語
ら
れ
た
文
学（

２
）に

関
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
そ
こ
に
は
そ
の
作
品
に
対
す
る
聞
き
手
の
評
価
が
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
聴
衆
の
間
、
ま
た
聴
衆
と
語
り
手
の
間
で
、
語
ら
れ
た

文
学
に
対
す
る
評
価
が
共
有
さ
れ
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
と
え
ば
か
け
声
や
拍
手
は
、
一
人
ひ
と
り
の
聞
き
手
が
行
う
も
の
だ

が
、
決
し
て
孤
立
し
た
行
動
で
は
な
く
、
他
の
聞
き
手
に
影
響
を
与
え
ず

に
は
お
か
な
い
。
拍
手
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
適
切
な
ら
ば
多
く
の
聞
き
手
が

そ
れ
に
加
わ
り
、「
聴
衆
」
と
し
て
の
評
価
を
語
り
手
に
伝
え
る
こ
と
に

な
る
（
拍
手
が
一
人
だ
け
で
終
わ
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
他
の
聞
き

手
が
そ
こ
で
拍
手
を
す
る
意
味
を
感
じ
取
れ
な
い
た
め
だ
ろ
う
）。
そ
し

て
こ
の
と
き
拍
手
を
す
る
聴
衆
た
ち
は
、
語
ら
れ
た
文
学
に
対
す
る
何
ら

か
の
評
価
を
共
有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
聞
き
手
が
ど
の
よ
う
な
態
度
で
聞
く
か
と
い
う
こ
と
も
、
語
ら
れ

た
文
学
へ
の
評
価
と
な
り
う
る
。
た
と
え
ば
文
楽
座
に
お
い
て
、
浄
瑠
璃

の
上
演
中
に
も
関
わ
ら
ず
客
席
の
目
立
つ
場
所
で
寝
転
が
っ
て
い
る
聞
き

手
を
関
係
者
が
起
こ
し
に
い
っ
た
と
こ
ろ
、
逆
に
「
起
き
て
聞
い
て
ら
れ

る
よ
う
な
浄
瑠
璃
語
れ
ッ
」
と
怒
鳴
ら
れ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
伝

え
ら
れ
て
い
る
（
高
木
浩
志　
『
文
楽
入
門
』　

一
九
七
四　

文
芸
春
秋
、

四
〇
頁
）。
こ
の
場
合
聞
き
手
は
寝
転
ぶ
と
い
う
態
度
を
と
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
語
り
手
に
対
し
て
低
い
評
価
を
表
明
し
て
い
る
の
だ
。

　

か
け
声
や
拍
手
、
ま
た
は
聞
く
態
度
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
聞
き
手
の
評

価
は
、
語
り
手
に
即
時
に
伝
わ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
語
り
手
と
聴

衆
と
は
、
語
ら
れ
た
文
学
に
対
す
る
評
価
を
共
有
し
う
る
。
そ
れ
を
示
す

例
と
し
て
、「
聞
き
ど
こ
ろ
」
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。「
聞
き
ど
こ
ろ
」

と
は
、「
聞
く
ね
う
ち
の
あ
る
個
所
」（
小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二

版
』）
と
い
う
意
味
で
あ
り
、語
ら
れ
る
文
学
に
対
す
る
評
価
（「
ね
う
ち
」）

に
関
わ
る
こ
と
ば
で
あ
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
聞
き
ど
こ
ろ
は
、
音
声
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ

る
文
学
に
お
い
て
の
み
問
題
と
な
る
。
し
か
も
、
ど
こ
が
聞
き
ど
こ
ろ
な

の
か
を
知
っ
て
は
じ
め
て
あ
る
作
品
が
よ
く
わ
か
っ
た
と
い
う
体
験
談
も

あ
る
（
田
中
マ
リ
コ　
『
文
楽
に
連
れ
て
っ
て
！
』　

二
〇
〇
一　

青
弓
社
、

一
四
八
頁
）
よ
う
に
、
聞
き
ど
こ
ろ
は
鑑
賞
の
手
が
か
り
で
も
あ
る
。
口

頭
文
学
と
し
て
の
浄
瑠
璃
に
お
い
て
、
聞
き
ど
こ
ろ
は
大
き
な
意
味
を
持

つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
聞
き
ど
こ
ろ
と
そ
う
で
な
い
部
分

と
で
は
聞
き
手
の
態
度
が
違
う
こ
と
が
あ
る
。
特
に
聞
き
手
が
土
間
や
桟

敷
に
坐
っ
て
飲
食
し
な
が
ら
聞
い
て
い
た
頃
に
は
（
昭
和
五
年
の
四
ツ
橋

文
楽
座
開
場
以
前
は
椅
子
席
は
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
）、
余
り
重
要
で

な
い
場
面
で
は
舞
台
に
背
を
向
け
て
飲
食
し
て
い
た
聞
き
手
が
、
聞
き
ど

こ
ろ
に
さ
し
か
か
る
と
舞
台
に
向
き
直
り
真
剣
に
聞
い
た
、
と
言
わ
れ

る
。
そ
の
頃
の
聴
衆
が
現
在
よ
り
も
は
る
か
に
自
由
な
態
度
で
聞
い
て

い
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
明
治
後
期
に
活
躍
し
た
浄
瑠
璃
語
り
の
竹
本
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摂せ
っ
つ
だ
い
じ
ょ
う

津
大
掾
が
、
浄
瑠
璃
『
艶
容
女
舞
衣
』
酒
屋
の
段
に
つ
い
て
述
べ
た
次

の
文
章
か
ら
も
よ
く
わ
か
る
。
こ
ん
に
ち
で
は
ま
ず
見
ら
れ
な
い
光
景
だ

が
、
聞
き
ど
こ
ろ
が
終
わ
る
と
席
を
立
つ
者
が
十
人
以
上
も
い
た
と
い
う

の
だ
。

大
坂
で
も
東
京
で
も
爾さ

う
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
兎と

か
く角

サ
ワ
リ
の
所
が
済

み
ま
す
と
、
十
人
や
二
十
人
は
屹き

つ
と
お
立
ち
に
な
り
ま
す
の
で
私
共
の

方
で
は
充
分
に
力
を
入
れ
て
居
る
遺か

き
お
き書

の
所
も
、
ト
ン
ト
お
聴
き
に
な

ら
ん
の
が
随
分
多
い
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
（
竹
本
摂
津
大
掾
述
・
熊

谷
為
蝶
記　
『
義
太
夫
の
心
得
』　

一
九
一
一　

中
島
辰
文
館
、
二
四

―
五
頁
）

　

文
中
の
「
サ
ワ
リ
」
と
は
、い
わ
ゆ
る
「
お
園
の
サ
ワ
リ
」（
後
述
）
だ
が
、

そ
こ
を
聴
衆
が
聞
き
ど
こ
ろ
と
し
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
語
り
手
で
あ
る

摂
津
大
掾
も
そ
の
部
分
が
聞
き
ど
こ
ろ
で
あ
る
と
認
め
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
ど
こ
が
聞
き
ど
こ
ろ
な
の
か
と
い
う
評
価
が
、
語
り
手
と
聞
き
手

の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

３
）。

　

さ
ら
に
摂
津
大
掾
が
、
聞
き
ど
こ
ろ
の
直
後
に
席
を
立
つ
聴
衆
を
と
り

た
て
て
咎
め
て
は
い
な
い
こ
と
に
も
注
目
し
よ
う
。
聞
き
ど
こ
ろ
以
外
で

は
舞
台
に
集
中
し
な
い
聴
衆
の
態
度
を
、
語
り
手
も
許
容
し
て
い
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
も
、
語
り
手
と
聞
き
手
の
間
で
ど
の
部
分
が
聞
き
ど
こ

ろ
な
の
か
と
い
う
意
識
が
共
有
さ
れ
て
い
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
の
で

あ
り
、
こ
の
場
合
語
り
手
と
聞
き
手
は
共
犯
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。

三
、
浄
瑠
璃
に
お
け
る
「
聞
き
ど
こ
ろ
」

　
「
聞
き
ど
こ
ろ
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
口
頭
文
学
や
演
劇
、
演
説
な
ど

音
声
に
よ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
お
い
て
広
く
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
際
に

は
、
そ
れ
ら
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
な
さ
れ
た
の
ち
に
振
り
返
っ
て
、「
あ

の
部
分
が
聞
き
ど
こ
ろ
だ
っ
た
」
と
い
う
よ
う
に
使
用
さ
れ
る
の
が
一
般

的
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
そ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
ど
の
よ
う
に
上
演
さ

れ
、
そ
し
て
聞
き
手
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
鑑
賞
し
た
か
に
よ
っ
て
、
ど

こ
が
聞
き
ど
こ
ろ
な
の
か
が
決
ま
る
の
で
あ
り
、
上
演
が
始
ま
る
前
に
は

ど
の
部
分
が
聞
き
ど
こ
ろ
な
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　

し
か
し
浄
瑠
璃
で
は
、
聴
衆
は
（
そ
し
て
語
り
手
も
）
上
演
が
な
さ
れ

る
前
に
ど
こ
が
聞
き
ど
こ
ろ
な
の
か
を
知
り
う
る
。
た
と
え
ば
初
心
者
向

け
の
入
門
書
や
上
演
会
場
で
販
売
ま
た
は
配
布
さ
れ
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な

ど
の
作
品
紹
介
に
は
、
ど
の
部
分
が
聞
き
ど
こ
ろ
な
の
か
と
い
う
記
述
が

し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
そ
の
部
分
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
上
演
さ

れ
た
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
聴
衆
が
い
か
に
鑑
賞
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
は

よ
ら
ず
に
、
ど
の
部
分
が
聞
き
ど
こ
ろ
な
の
か
と
い
う
意
識
が
語
り
手
や

聴
衆
の
間
で
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
、
ま
た
は
共
有
さ
れ
う
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
い
う
と
、
そ
れ
は
同
じ
演
目
を
繰
り
返
し
上
演
し
た
た
め

に
聞
き
ど
こ
ろ
が
固
定
化
し
た
の
で
あ
り
、
結
局
は
個
々
の
上
演
／
鑑
賞
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体
験
の
積
み
重
ね
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。

確
か
に
、
は
じ
め
は
な
ん
で
も
な
か
っ
た
場
面
が
語
り
手
の
工
夫
に
よ
っ

て
聞
き
手
の
注
目
を
集
め
、
次
第
に
聞
き
ど
こ
ろ
と
な
る
場
合
な
ど
は
そ

う
い
う
ケ
ー
ス
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
全
て
が
そ
れ
で
説
明
で
き
る
わ
け

で
は
な
い
。

　

た
と
え
ば
阿
波
人
形
浄
瑠
璃
で
新
作
の
浄
瑠
璃
が
初
演
さ
れ
た
事
例
を

み
て
み
よ
う
（
二
〇
〇
四
年
二
月
二
七
日
徳
島
県
郷
土
文
化
会
館
、
上
演

し
た
の
は
Ａ
座
）。
も
し
も
聞
き
ど
こ
ろ
が
個
々
の
上
演
／
鑑
賞
体
験
に

よ
る
の
な
ら
ば
、
初
演
、
つ
ま
り
初
め
て
の
上
演
／
鑑
賞
の
際
に
は
、
聞

き
手
は
ど
こ
が
聞
き
ど
こ
ろ
な
の
か
わ
か
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し

実
際
は
、
初
演
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
演
中
に
客
席
か
ら
か
け
声

が
か
か
り
拍
手
も
起
き
た
。
声
を
か
け
拍
手
を
先
導
し
た
Ｔ
氏
は
、
自
ら

も
長
年
に
わ
た
り
浄
瑠
璃
の
語
り
手
と
し
て
の
活
動
を
続
け
て
い
る
人
物

だ
が
、
公
演
終
了
後
に
、「
浄
瑠
璃
な
ら
ど
こ
が
聞
き
ど
こ
ろ
か
と
い
う

の
は
だ
い
た
い
わ
か
る
」
の
で
、
そ
こ
で
声
を
か
け
拍
手
を
し
た
の
だ
と

語
っ
た
。

　

浄
瑠
璃
に
慣
れ
親
し
ん
だ
人
に
と
っ
て
は
、
初
め
て
聞
く
作
品
で
も
ど

こ
が
聞
き
ど
こ
ろ
な
の
か
だ
い
た
い
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
聞
き
ど
こ

ろ
の
持
つ
意
味
を
個
々
の
上
演
や
鑑
賞
の
体
験
に
還
元
さ
せ
る
こ
と
は
不

可
能
だ
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
多
く
の
浄
瑠
璃
作
品
に
共
通
す
る

構
成
要
素
が
存
在
す
る
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
、
聞
き
ど
こ
ろ
・
サ
ワ
リ
・
ク
ド
キ

　

さ
て
「
聞
き
ど
こ
ろ
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
浄
瑠
璃
に
関
し
て
の
み
で

は
な
く
ご
く
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
浄
瑠
璃
用
語
の
中

に
、「
聞
き
ど
こ
ろ
」に
近
い
使
わ
れ
方
を
す
る
こ
と
ば
が
あ
る
。「
サ
ワ
リ
」

と
「
ク
ド
キ
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

浄
瑠
璃
用
語
に
お
け
る
「
サ
ワ
リ
」
と
は
、
も
と
も
と
は
「
義
太
夫
節

以
外
の
曲
節
を
採
り
入
れ
た
部
分
」（
加
納
マ
リ　
「
さ
わ
り
」『
平
凡
社

大
百
科
事
典
』　

一
九
八
四　

平
凡
社
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
転
じ
て
「
旋

律
の
美
し
い
部
分
を
指
す
よ
う
に
な
り
（
中
略
）、
さ
ら
に
は
曲
中
の
聞

き
ど
こ
ろ
を
意
味
す
る
」（
同
）
よ
う
に
も
な
っ
た
。
こ
ん
に
ち
で
は
「
サ

ワ
リ
」
は
、
聞
き
ど
こ
ろ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
方
が
一
般
的
で
あ
り
、

浄
瑠
璃
以
外
の
音
楽
や
演
劇
な
ど
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
そ

の
意
味
で
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
「
ク
ド
キ
」
と
は
、「
浄
瑠
璃
で
、
主
人
公
が
し
ん
み

り
と
真
情
を
訴
え
る
箇
所
」（
松
井
俊
諭　
「
く
ど
き
」『
歌
舞
伎
事
典　

新
訂
増
補
版
』　

二
〇
〇
〇　

平
凡
社
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、「
曲
の
聴
き

ど
こ
ろ
で
あ
る
」（
同
）
と
の
説
明
も
な
さ
れ
る
。

　

サ
ワ
リ
と
ク
ド
キ
と
は
明
確
な
区
別
な
く
使
用
さ
れ
る
場
合
も
多
く
、

サ
ワ
リ
が
「“
口
説
き
”
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
意
味
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
」（
山

田
庄
一　
『
文
楽
』　

一
九
九
〇　

ぎ
ょ
う
せ
い
、
六
九
頁
）
と
説
明
さ
れ

る
こ
と
も
、
ク
ド
キ
が
「
義
太
夫
節
で
は
『
さ
わ
り
』
と
い
わ
れ
」（
星
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旭　
「
く
ど
き
」『
万
有
百
科
大
事
典
』　

一
九
七
四　

小
学
館
）
る
と
指

摘
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
じ
じ
つ
サ
ワ
リ
と
ク
ド
キ
は
、
し
ば
し
ば
混
同

さ
れ
て
用
い
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
先
述
し
た
『
艶
姿
女
舞
衣
』
の
「
お
園

の
サ
ワ
リ
」
は
、「
お
園
の
ク
ド
キ
」
と
も
言
わ
れ
る
。

　

し
か
し
ク
ド
キ
と
い
う
こ
と
ば
自
体
に
は
も
と
も
と
、
聞
き
ど
こ
ろ
と

い
う
意
味
は
な
い
。
に
も
関
わ
ら
ず
サ
ワ
リ
と
ク
ド
キ
と
が
混
同
さ
れ
る

の
は
、
ク
ド
キ
の
部
分
が
聞
き
ど
こ
ろ
と
な
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
逆
に

聞
き
ど
こ
ろ
の
大
半
が
ク
ド
キ
を
含
む
か
ら
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
「
お
園

の
サ
ワ
リ
／
ク
ド
キ
」
は
、
妻
の
お
園
が
夫
を
思
い
や
る
真
情
を
吐
露
す

る
部
分
（
ク
ド
キ
）
で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
が
『
艶
姿
女
舞
衣
』
酒
屋
の
段

を
代
表
す
る
聞
き
ど
こ
ろ
（
サ
ワ
リ
）
で
あ
る
た
め
、「
お
園
の
サ
ワ
リ
」

と
も
「
お
園
の
ク
ド
キ
」
と
も
よ
ば
れ
る
の
だ
。

　

さ
て
、
サ
ワ
リ
と
ク
ド
キ
と
は
も
と
も
と
互
い
に
異
な
る
意
味
で
あ
る

上
に
、
そ
の
指
し
示
す
範
囲
も
ぴ
っ
た
り
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ク

ド
キ
以
外
の
サ
ワ
リ
も
あ
り
え
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
両
者
を
明
確
に

区
別
し
て
使
い
分
け
る
べ
き
で
あ
り
、「
お
園
の
サ
ワ
リ
」
に
つ
い
て
も
、

正
し
く
は「
お
園
の
ク
ド
キ
」と
言
う
べ
き
だ（
吉
川
英
史　
「
さ
わ
り
」『
演

劇
百
科
大
事
典
』　

一
九
六
〇　

平
凡
社
）
と
す
る
主
張
も
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
主
張
は
傾
聴
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
サ
ワ
リ
と
ク
ド
キ

と
は
学
術
用
語
で
は
な
く
、
し
か
も
混
用
は
広
く
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、

実
際
に
は
使
い
分
け
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
少
な
く
と
も
研
究
の
場
に
お
い
て
は
、
両
者
を
扱
う
際
に
意
味
の
違
い

を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
サ
ワ
リ

を
聞
き
ど
こ
ろ
の
意
味
と
し
（
本
来
の
「
義
太
夫
節
以
外
の
曲
節
を
採
り

入
れ
た
部
分
」
と
い
う
意
味
で
は
扱
わ
な
い
）、
そ
れ
に
対
し
て
ク
ド
キ

に
は
聞
き
ど
こ
ろ
と
い
う
意
味
を
持
た
せ
ず
、「
主
要
な
登
場
人
物
に
よ

る
真
情
の
吐
露
」
と
い
う
本
来
の
意
味
で
の
み
用
い
る
こ
と
に
し
よ
う
。

五
、
浄
瑠
璃
に
お
け
る
ク
ド
キ

　

浄
瑠
璃
を
上
演
す
る
際
の
基
本
的
な
構
成
単
位
を
「
段
」
と
い
い
（
し

た
が
っ
て
同
じ
演
目
で
も
上
演
の
機
会
に
よ
っ
て
段
の
区
切
り
方
は
異
な

る
）、
一
つ
の
段
は
数
十
分
か
ら
一
時
間
以
上
の
上
演
時
間
を
要
す
る
。
通

常
サ
ワ
リ
は
そ
の
中
に
含
ま
れ
た
形
で
上
演
さ
れ
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て

は
サ
ワ
リ
の
み
が
抜
き
出
さ
れ
て
上
演
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば

明
治
の
中
頃
か
ら
大
正
に
か
け
て
一
世
を
風
靡
し
た
娘
義
太
夫
は
上
演
も

鑑
賞
も
サ
ワ
リ
が
中
心
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
当
然
サ
ワ
リ
の
み
の

上
演
も
な
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
素
人
と
し
て
浄
瑠
璃
を
楽
し
む
人
々
の

間
で
は
サ
ワ
リ
だ
け
を
語
る
こ
と
が
広
く
行
わ
れ
、
そ
の
よ
う
な
人
向
け

に
サ
ワ
リ
の
詞
章
の
み
を
掲
載
し
た
本
が
数
多
く
出
版
さ
れ
て
い
る
（
後

述
）。

　

文
楽
座
の
正
式
な
公
演
に
お
い
て
も
、
サ
ワ
リ
だ
け
の
上
演
が
行
わ
れ

た
こ
と
が
あ
る
。
昭
和
二
九
年
（
一
九
五
四
）
三
月
に
大
阪
・
四
ツ
橋
文

楽
座
で
行
わ
れ
た
興
行
に
お
け
る
『
ご
存
知
佐
和
利
集
』
が
そ
れ
で
、『
壺

坂
霊
験
記
』
や
『
艶
姿
女
舞
衣
』
な
ど
か
ら
サ
ワ
リ
だ
け
を
抜
き
出
し
て

集
め
、
オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
で
上
演
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
本
公
演
以
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外
の
小
規
模
の
公
演
に
お
い
て
は
、
文
楽
座
に
属
す
る
演
者
も
、
サ
ワ
リ

の
み
の
抜
粋
上
演
を
し
ば
し
ば
行
っ
て
い
る
。

　

サ
ワ
リ
の
み
を
抜
粋
す
る
こ
と
は
、
レ
コ
ー
ド
へ
の
録
音
の
際
に
も
広

く
行
わ
れ
て
い
る
。
日
本
に
レ
コ
ー
ド
製
作
技
術
が
根
付
い
た
の
は
明
治

末
だ
が
、
そ
の
頃
は
浄
瑠
璃
の
人
気
も
高
く
、
文
楽
座
や
そ
れ
と
ラ
イ
バ

ル
関
係
に
あ
っ
た
彦
六
座
系
統
の
座
に
属
す
る
演
者
、
そ
れ
に
娘
義
太
夫

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
語
り
手
が
吹
き
込
ん
だ
レ
コ
ー
ド
が
数
多
く
販
売
さ
れ

て
い
た
。

　

発
売
さ
れ
る
タ
イ
ト
ル
と
し
て
は
、
一
段
全
て
を
録
音
し
た
も
の
も

あ
っ
た
が
、
サ
ワ
リ
の
み
を
録
音
し
た
も
の
の
方
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。

当
時
の
い
わ
ゆ
る
Ｓ
Ｐ
盤
は
、
片
面
に
数
分
し
か
録
音
で
き
な
か
っ
た
た

め
、
一
段
ま
る
ご
と
録
音
す
る
と
十
数
枚
組
に
も
な
り
、
購
買
者
は
限
ら

れ
て
い
た
。
そ
の
点
サ
ワ
リ
だ
け
な
ら
一
枚
か
ら
多
く
て
も
数
枚
に
収
め

ら
れ
る
。
一
般
に
広
く
ゆ
き
わ
た
っ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
レ
コ
ー
ド
だ
っ

た
の
だ
。

　

サ
ワ
リ
の
み
の
レ
コ
ー
ド
は
、
収
録
時
間
の
長
い
Ｌ
Ｐ
盤
や
コ
ン
パ
ク

ト
・
デ
ィ
ス
ク
に
お
い
て
も
発
売
さ
れ
て
い
る
（
そ
の
場
合
は
い
く
つ
か

の
サ
ワ
リ
を
集
め
た
オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
の「
さ
わ
り
集
」と
な
っ
て
い
る
）。

こ
の
こ
と
は
、
サ
ワ
リ
だ
け
を
聞
く
こ
と
も
一
つ
の
鑑
賞
方
法
だ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
Ｓ
Ｐ
盤
時
代
に
サ
ワ
リ
の
み
の
レ
コ
ー
ド
が
多
く
作

ら
れ
た
の
も
、
収
録
時
間
の
短
さ
と
い
う
技
術
的
な
理
由
か
ら
だ
け
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
浄
瑠
璃
は
素
人
と
し
て
楽
し
む
人
も
多
く
、
そ
の
よ
う
な
愛

好
者
に
向
け
て
多
種
多
様
な
本
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
サ
ワ

リ
の
詞
章
の
み
を
掲
載
し
た
本
も
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
浄
瑠
璃
の
サ
ワ
リ

の
み
を
集
め
た
も
の
（
こ
こ
で
は
「
サ
ワ
リ
本
」
と
呼
ん
で
お
こ
う
）
と
、

さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
音
楽
の
詞
章
を
集
め
た
中
に
サ
ワ
リ
が
含
ま
れ

て
い
る
も
の
（「
素
人
芸
本
」
と
呼
ん
で
お
こ
う
）
と
の
二
種
類
に
大
別

で
き
る
。
な
お
サ
ワ
リ
本
、
素
人
芸
本
と
も
に
近
世
期
か
ら
出
版
さ
れ
て

い
た
が
、
出
版
点
数
が
増
え
る
の
は
近
代
的
な
印
刷
技
術
が
普
及
し
て
か

ら
で
あ
り
、
本
論
で
も
近
代
以
降
の
本
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。

　

サ
ワ
リ
本
、
素
人
芸
本
と
も
に
、
お
そ
ら
く
は
携
帯
用
の
た
め
小
型
の

も
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、
多
く
は
数
百
ペ
ー
ジ
の
分
量
が
あ
る
。
と
も
に

最
盛
期
は
明
治
中
頃
か
ら
大
正
期
で
あ
り
、
サ
ワ
リ
本
は
昭
和
の
初
め
で

出
版
が
ほ
ぼ
途
絶
え
て
い
る
が
、
素
人
芸
本
は
性
格
を
少
し
変
え
な
が
ら

も
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
。
簡
易
な
実
用
書
の
類
の
本
で
あ
る
た
め
全
貌

は
つ
か
み
づ
ら
い
が
、
出
版
点
数
は
、
国
会
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

も
の
だ
け
で
も
、
サ
ワ
リ
本
は
数
十
、
素
人
芸
本
は
ゆ
う
に
百
を
超
え
て

い
る
。

　

サ
ワ
リ
本
は
『
義
太
夫
さ
わ
り
百
段
』『
懐
中
義
太
夫
佐
和
理
大
全
』

と
い
っ
た
タ
イ
ト
ル
で
、
一
冊
に
つ
き
数
十
の
サ
ワ
リ
が
収
録
さ
れ
て
い

る
の
が
通
例
で
あ
る
。
素
人
芸
本
に
較
べ
そ
れ
ぞ
れ
の
詞
章
が
長
め
に
掲

載
さ
れ
て
お
り
、
中
に
は
サ
ワ
リ
と
い
い
な
が
ら
一
段
の
ほ
と
ん
ど
全
て

を
取
り
上
げ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
素
人
芸
本
は
、『
酒
席
必
携　

粋
の
玉
手
箱
』『
芸
者
自
慢

　

腕
く
ら
べ
』
な
ど
と
い
う
タ
イ
ト
ル
か
ら
、
宴
席
で
芸
を
披
露
す
る
た
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め
の
種
本
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
て
作
ら
れ
た
も
の
が
多

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
小
唄
や
長
唄
な
ど
の
三
味
線
音
楽
、お
っ
ぺ
け
ぺ
ー

節
な
ど
の
流
行
歌
と
い
っ
た
い
ろ
い
ろ
な
ジ
ャ
ン
ル
の
詞
章
（
そ
の
う
ち

浄
瑠
璃
の
サ
ワ
リ
は
数
段
か
ら
多
く
て
も
十
数
段
て
い
ど
）
や
、
宴
会
芸

の
や
り
方
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
戦
後
に
は
全
体
的
に
詞
章
の

占
め
る
割
合
が
少
な
く
な
り
、
タ
イ
ト
ル
も
『
か
く
し
芸
と
演
芸
』『
楽

し
い
遊
び
方
の
本
』
と
い
っ
た
も
の
が
大
半
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
こ
れ
ら
の
本
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
部
分
が
サ
ワ
リ
と
し
て

挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
か
み
て
み
よ
う
。
す
る
と
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
ク
ド
キ

そ
の
も
の
、
ま
た
は
ク
ド
キ
を
中
心
と
し
た
部
分
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か

る
。
た
と
え
ば
『
艶
姿
女
舞
衣
』
酒
屋
の
段
な
ら
ば
、
例
外
な
く
「
お
園

の
ク
ド
キ
」
を
中
心
と
し
た
部
分
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ク
ド
キ
で
な
い

例
と
し
て
は
、『
菅
原
伝
授
手
習
鑑
』
寺
子
屋
の
段
の
「
い
ろ
は
送
り
」
や
、

『
絵
本
太
功
記
』
尼
崎
の
段
に
お
い
て
主
人
公
武
智
光
秀
が
登
場
す
る
場

面
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
全
体
か
ら
み
る
と
一
部
で
し
か
な
い
。
ほ
と

ん
ど
の
サ
ワ
リ
は
、
ク
ド
キ
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

六
、
ク
ド
キ
の
意
味

　

前
章
で
み
た
よ
う
に
、
聞
き
ど
こ
ろ
で
あ
る
サ
ワ
リ
の
ほ
と
ん
ど
は
ク

ド
キ
が
中
心
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
、
主
要
な
段
に
は
ク
ド
キ
が
含
ま
れ
る
。

浄
瑠
璃
は
、
音
楽
的
あ
る
い
は
視
覚
的
要
素
が
主
眼
と
な
る
道
行
や
景
事

な
ど
を
除
く
大
部
分
の
段
で
は
、
物
語
の
導
入
部
で
あ
る
「
端は

ば場
」
と
中

核
で
あ
る
「
切き

り
ば場

」
と
に
分
け
ら
れ
る
が
、
端
場
に
は
通
常
ク
ド
キ
が
含

ま
れ
な
い
一
方
で
、
切
場
に
は
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
ク
ド
キ
が
含
ま

れ
て
い
る
の
だ
。

　

こ
こ
で
改
め
て
考
え
た
い
の
は
、
浄
瑠
璃
に
お
け
る
ク
ド
キ
の
意
味
を

ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
多

く
み
ら
れ
る
の
は
、ク
ド
キ
を
表
現
技
法
の
一
つ
と
す
る
考
え
方
だ
。「（
ク

ド
キ
は
）
感
情
の
昂
揚
を
一
つ
の
誇
張
的
演
出
で
表
現
す
る
手
法
で
あ
る
。

情
念
の
形
象
化
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
感
情
が
極
点
に
達
し
た
こ
と
を
、

語
り
と
人
形
の
動
き
で
表
現
す
る
方
法
で
あ
る
」（
水
落
潔　
『
文
楽　

そ

の
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
イ
』　

一
九
八
九　

新
曜
社
、
一
四
〇
頁
）
と
い
う

説
明
は
そ
の
よ
う
な
も
の
の
一
つ
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
考

え
方
に
お
い
て
は
、
ク
ド
キ
は
他
の
よ
り

4

4

本
質
的
な
何
か
を
表
現
す
る
た

め
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
。『
艶
姿
女
舞
衣
』
で
い
う
と
、
お
園
の
性
格
や

彼
女
の
感
情
の
昂
揚
と
い
っ
た
も
の
が
よ
り

4

4

本
質
的
な
の
で
あ
り
、
そ
れ

を
表
現
す
る
一
つ
の
手
段
と
し
て
「
お
園
の
ク
ド
キ
」
が
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
対
し
安
田
武
は
、「『
く
ど
き
』
と
は
、
単
に
物
語
構
成
上
の
一

場
面
、
一
手
法
、
あ
る
い
は
ま
し
て
一
女
主
人
公
の
真
情
の
吐
露
と
い
う

だ
け
の
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
」（
安
田　

一
九
七
八
、四
九
頁
）

と
い
う
。『
艶
姿
女
舞
衣
』
の
「
お
園
の
ク
ド
キ
」
に
つ
い
て
も
「
作
者

の
意
図
し
た
も
の
は
、
女
主
人
公
お
園
の
性
格
描
写
や
そ
の
悲
劇
な
ど
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
」（
同
、五
五
頁
）
と
い
う
の
だ
。
そ
し
て
「『
く
ど
き
』

は
一
手
法
で
は
な
く
て
、語
り
も
の
の
手
法
そ
れ
自
身
な
の
で
あ
る
」（
同
、
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五
一
頁
）
と
し
、
ク
ド
キ
こ
そ
が
語
り
物
の
本
質
を
担
っ
て
い
る
と
主
張

す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ク
ド
キ
に
関
し
て
は
、
単
な
る
表
現
技
法
だ
と
す
る
捉
え

方
と
、
浄
瑠
璃
の
本
質
を
担
う
も
の
だ
と
す
る
捉
え
方
と
が
あ
る
。
し
か

し
前
者
に
は
大
き
な
問
題
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
も
ク
ド
キ
が
一

つ
の
手
段
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
同
じ
こ
と
を
表
現
す
る
の
に
別
の
手
段
を

と
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
あ
り
、
ク
ド
キ
が
主
要
な
段
に
必
ず
含
ま
れ

る
こ
と
の
説
明
が
で
き
な
く
な
る
の
だ
（
ク
ド
キ
が
最
適
な
手
段
で
あ
る

た
め
常
に
選
ば
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
の
な
ら
ば
、
な
ぜ
最
適
な
の
か
と

い
う
別
の
問
題
が
生
じ
る
）。

　

つ
ま
り
ク
ド
キ
を
単
な
る
表
現
技
法
だ
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ク

ド
キ
は
決
し
て
代
替
可
能
な
表
現
手
段
の
一
つ
な
ど
で
は
な
く
、（
義
太

夫
節
）
浄
瑠
璃
の
本
質
に
関
わ
る
も
の
な
の
だ
。
た
だ
し
こ
の
こ
と
は
、

安
田
の
主
張
す
る
よ
う
に
語
り
物
一
般
に
当
て
は
ま
る
と
ま
で
は
い
え
な

い
。
た
と
え
ば
（
義
太
夫
節
成
立
以
前
の
）
古
浄
瑠
璃
の
中
に
は
、
ク
ド

キ
に
あ
た
る
部
分
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
も
の
も
あ
る
か
ら
だ
。

　

浄
瑠
璃
を
作
る
側
か
ら
も
、
浄
瑠
璃
に
ク
ド
キ
は
欠
か
せ
な
い
と
い

う
主
張
が
あ
る
。
た
と
え
ば
竹
本
摂
津
大
掾
（
前
出
）
は
、
あ
る
人

物
か
ら
自
作
の
新
作
浄
瑠
璃
の
作
曲
を
依
頼
さ
れ
た
が
、
大
正
四
年

（
一
九
一
五
）
に
そ
の
人
物
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、「
一
段
の
中
に
は

物
語
、
サ
ワ
リ
、
口
説
き
の
文
章
な
く
て
は
舞
台
へ
懸
る
こ
と
六
ヶ
敷

候
」（
岩
田
徳
義　
『
浄
瑠
璃
新
作　

薩
摩
義
士
』　

一
九
一
八　

東
京
麻

布
学
館
、五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
摂
津
大
掾
は
、最
終
的
に
作
曲
（「
節

付
」）
を
す
る
こ
と
に
な
る
三
味
線
弾
き
の
六
代
目
豊
沢
広
助
と
相
談
し

た
上
で
、
そ
の
人
物
が
書
い
た
文
章
そ
の
ま
ま
で
は
作
曲
が
難
し
い
（
す

な
わ
ち
舞
台
の
上
で
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
と
判
断
し
、
一
般
論
と

し
て
こ
の
よ
う
に
い
っ
た
の
で
あ
る
。
作
曲
を
施
し
て
浄
瑠
璃
と
し
て

上
演
で
き
る
文
章
に
は
い
く
つ
か
の
条
件
が
あ
る
と
よ
く
い
わ
れ
る
が
、

摂
津
大
掾
は
、
舞
台
の
上
で
語
る
浄
瑠
璃
に
は
、「
物
語
」（
主
役
が
戦

場
な
ど
で
の
体
験
や
心
情
を
語
る
部
分
）
や
「
サ
ワ
リ
」（
こ
こ
で
は
義

太
夫
節
以
外
の
曲
節
を
採
り
入
れ
た
部
分
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
）、「
口

説
き
」
が
必
要
だ
と
い
う
の
だ
。

　

じ
じ
つ
ク
ド
キ
は
特
定
の
作
者
の
作
品
の
み
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
全

て
の
浄
瑠
璃
作
品
に
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ク
ド
キ
は
、
個
々
の

作
者
の
創
意
の
み
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、（
義
太
夫
節
）
浄

瑠
璃
作
品
に
欠
か
せ
な
い
構
成
要
素
と
考
え
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
す
で

に
第
三
章
に
お
い
て
、
聞
き
ど
こ
ろ
と
な
り
う
る
、
多
く
の
浄
瑠
璃
作
品

に
共
通
す
る
構
成
要
素
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
お
い
た

が
、
ク
ド
キ
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
要
素
な
の
で
あ
る
。

七
、
お
わ
り
に

　

二
〇
〇
六
年
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
兵
庫
県
立
芸
術
文
化
セ
ン
タ
ー

に
お
い
て
、
兵
庫
県
立
ピ
ッ
コ
ロ
劇
団
に
よ
り
『
Ｋ
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｈ
Ｏ
Ｎ

忠
臣
蔵
』（
脚
本
、
石
川
耕
士
）
が
上
演
さ
れ
た
。
こ
れ
は
浄
瑠
璃
『
仮

名
手
本
忠
臣
蔵
』
を
現
代
演
劇
に
書
き
改
め
た
も
の
で
、
人
形
浄
瑠
璃
で
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全
段
通
し
て
上
演
す
る
と
一
〇
時
間
以
上
か
か
る
内
容
を
、
ス
ト
ー
リ
ー

を
省
略
せ
ず
に
三
時
間
足
ら
ず
で
上
演
す
る
と
い
う
意
欲
的
な
試
み
だ
っ

た
。

　

そ
の
上
演
に
お
い
て
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
ク
ド
キ
が
こ
と
ご
と
く
省

か
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
浄
瑠
璃
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
に
お
い
て
、

ク
ド
キ
を
除
い
て
も
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
は
成
立
す
る
の
だ
。
ス
ト
ー

リ
ー
展
開
の
上
で
は
、
ク
ド
キ
は
必
ず
し
も
不
可
欠
な
部
分
で
は
な
い
と

い
え
る
。

　

こ
の
こ
と
は
逆
に
、
浄
瑠
璃
に
お
い
て
い
か
に
ク
ド
キ
が
重
要
か
と
い

う
こ
と
の
証
左
で
も
あ
る
。『
Ｋ
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｈ
Ｏ
Ｎ
忠
臣
蔵
』
と
は
対

照
的
に
、
浄
瑠
璃
の
場
合
に
は
話
の
筋
を
通
す
た
め
に
ク
ド
キ
を
省
略
す

る
こ
と
は
ま
ず
行
わ
れ
な
い
。
浄
瑠
璃
に
お
い
て
は
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
よ

り
も
、
ク
ド
キ
の
ほ
う
が
重
要
だ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
浄
瑠
璃
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
検
討
す

る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
れ
が
い
か
に
語
ら
れ
聞
か
れ
て
い
る
か

と
い
う
こ
と
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
浄
瑠
璃
を
口
頭
文
学
と

し
て
捉
え
る
意
義
を
、
こ
こ
に
改
め
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
本
論
で
は
、
ク
ド
キ
を
「
主
要
な
登
場
人
物
に
よ
る
真
情
の

吐
露
」
と
定
義
し
て
扱
っ
た
。
本
論
の
範
囲
で
は
そ
れ
で
支
障
は
な
か
っ

た
が
、
ク
ド
キ
を
実
態
に
即
し
て
よ
り
細
か
く
み
て
い
く
場
合
に
は
、
定

義
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ど
こ
ま
で
を
ク
ド
キ
に

含
め
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
い
く
つ
か
の
異
な
る
立
場
が
あ
る
か

ら
だ
。

　

た
と
え
ば
ク
ド
キ
は
女
性
に
限
ら
れ
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
安
田
武
は
、
新
内
節
浄
瑠
璃
の
語
り
手
で
あ
る
故
岡
本
文

弥
と
の
対
談
で
、「『
く
ど
き
』
は
、
普
通
に
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
必
ず

し
も
『
女
』
で
あ
る
場
合
に
限
ら
な
い
、『
男
』
の
場
合
も
あ
る
と
い
う

こ
と
を
確
か
め
え
た
」（
安
田　

一
九
七
八
、五
〇
頁
）
と
い
う
。
そ
の

上
で
安
田
は
、『
艶
容
女
舞
衣
』
酒
屋
の
段
に
お
い
て
、「
お
園
の
ク
ド
キ
」

の
直
前
の
、
お
園
の
実
父
と
義
父
が
本
心
を
打
ち
明
け
る
場
面
を
ク
ド

キ
と
し
て
扱
う
。
し
か
し
文
楽
座
の
演
者
は
、
通
常
こ
の
よ
う
な
場
面

は
「
ク
ド
キ
」
で
は
な
く
「
悉し

っ
か
い皆

」
と
呼
ぶ
の
だ
と
い
う（

４
）。

　

ク
ド
キ
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
に
は
こ
れ
ら
の
議
論
を
整
理
し

同
じ
俎
上
に
の
せ
る
必
要
が
あ
る
が
、
筆
者
の
見
通
し
で
は
、
こ
の
よ
う

な
見
解
の
相
違
は
、
一
つ
に
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
ク
ド
キ

が
、
音
楽
的
に
も
文
学
的
に
も
特
徴
の
あ
る
部
分
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
と

思
わ
れ
る
。
サ
ワ
リ
は
も
と
も
と
曲
節
、
つ
ま
り
浄
瑠
璃
の
音
楽
的
な
側

面
に
つ
い
て
い
う
用
語
で
あ
り
、
ク
ド
キ
は
文
章
に
関
す
る
、
い
わ
ば
文

学
的
な
用
語
だ
と
一
応
は
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
実
際
に
は
サ
ワ
リ
と

ク
ド
キ
と
は
区
別
な
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
ク
ド
キ
は
、
音
楽
的

な
側
面
か
ら
も
文
学
的
な
そ
れ
か
ら
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の

結
果
見
解
が
分
か
れ
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

　

じ
っ
さ
い
浄
瑠
璃
に
お
い
て
は
、
文
学
的
要
素
と
音
楽
的
要
素
と
を
完

全
に
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
は
前
章
に
あ
げ
た
摂
津
大
掾

の
手
紙
に
お
い
て
、
作
曲
の
依
頼
を
受
け
た
彼
が
、
文
章
に
関
わ
る
助
言

を
し
て
い
る
こ
と
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
浄
瑠
璃
に
お
い
て
は
、
文
章
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を
作
る
こ
と
と
作
曲
を
す
る
こ
と
と
は
密
接
に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
の

だ
。

注（
１
） 

文
字
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
文
学
と
い
っ
て
も
、
黒
板
や

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
、
字
幕
な
ど
を
用
い
て
、
そ
の
場
に
い
る
人
々

に
文
字
だ
け
で
（
音
声
は
伴
わ
ず
に
、
ま
た
は
耳
の
聞
こ
え
な
い

人
に
向
か
っ
て
）
伝
達
さ
れ
る
作
品
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
場

合
の
発
信
者
と
受
信
者
の
関
係
、
お
よ
び
受
信
者
ど
う
し
の
関
係

は
、
音
声
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
文
学
の
そ
れ
に
近
い
だ

ろ
う
。

（
２
） 

語
ら
れ
た
文
学
に
は
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
文
字
化
で
き
る
内
容
ば

か
り
で
な
く
、
声
の
調
子
や
語
り
口
な
ど
も
含
ま
れ
る
。

（
３
） 

た
だ
し
、
語
り
手
が
重
点
を
置
く
と
こ
ろ
が
、「
聞
き
ど
こ
ろ
」
と

は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
摂
津
大
掾
の
場
合
、
語
る
際
に
も
っ
と
も
力
を
入
れ
て

い
る
の
は
「
お
園
の
サ
ワ
リ
」
で
は
な
く
「
遺
書
の
所
」
な
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
浄
瑠
璃
を
語
る
／
鑑
賞
す
る
上
で
、「
お
園

の
サ
ワ
リ
」
な
ど
の
「
聞
き
ど
こ
ろ
」
よ
り
も
も
っ
と
大
事
な
個

所
が
あ
る
と
す
る
主
張
は
、
摂
津
大
掾
ば
か
り
で
な
く
他
の
語
り

手
に
も
み
ら
れ
る
。
と
は
い
え
そ
れ
ら
の
主
張
は
、
た
と
え
ば
「
お

園
の
サ
ワ
リ
」
が
「
聞
き
ど
こ
ろ
」
で
あ
る
こ
と
ま
で
否
定
す
る

も
の
で
は
な
い
。

（
４
） 

日
本
学
術
振
興
会
人
文
・
社
会
科
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
伝
統
と
越
境
」

研
究
会
に
お
け
る
、
文
楽
座
の
三
味
線
弾
き
で
あ
る
鶴
澤
清
介
氏

の
発
言
（
二
〇
〇
六
年
一
二
月
二
四
日
、
国
立
文
楽
劇
場
会
議
室
）。
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