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◆ キーワード　奥浄瑠璃／安達物語／語り物／観応の擾乱／古浄瑠璃

奧
浄
瑠
璃
「
安
達
物
語
」

―
語
り
本
文
の
時
代
認
定
―
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一

奧
浄
瑠
璃
は
長
い
語
り
の
歴
史
を
も
つ
。
よ
く
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
五
月
、
松
尾
芭
蕉
は
『
奧
の
細
道
』
の

道
す
が
ら
、
塩
釜
の
宿
で
こ
の
奧
浄
瑠
璃
を
耳
に
し
て
、「
辺
国
の
遺
風

わ
す
れ
ざ
る
も
の
か
ら
、
殊
勝
に
覚
ら
る
」
と
記
し
た
。
し
か
し
、
こ
の

語
り
物
は
、
浄
瑠
璃
史
の
上
か
ら
い
え
ば
、
単
に
東
北
の
一
隅
に
と
ど
ま

ら
ず
、
上
方
や
江
戸
な
ど
、
当
時
の
中
央
の
浄
瑠
璃
史
を
補
完
す
る
価
値

を
も
っ
て
い
た
。

従
前
、
奧
浄
瑠
璃
へ
の
関
心
は
、
一
口
で
い
え
ば
、
在
地
性
に
向
け
ら

れ
て
き
た
。
な
ぜ
東
北
の
地
に
の
み
、
こ
の
特
色
あ
る
語
り
物
が
残
さ
れ

た
の
か
、
加
え
て
東
国
方
言
、
東
国
訛
語
へ
の
関
心
も
重
な
り
、
消
え
去

ろ
う
と
す
る
こ
の
東
北
の
語
り
物
に
在
地
な
ら
で
は
の
魅
力
を
見
出
し
て

き
た
。

し
か
る
に
、
平
成
十
年
（
一
九
九
八
）
刊
行
の
「
岩
波
講
座
」
歌
舞
伎
・

文
楽
第
七
巻
『
浄
瑠
璃
の
誕
生
と
古
浄
瑠
璃
』
で
は
、
こ
の
奧
浄
瑠
璃
を
、

佐
渡
や
加
賀
や
南
九
州
な
ど
に
現
在
も
残
る
古
浄
瑠
璃
系
人
形
芝
居
と
は

切
り
離
し
て
、
こ
れ
の
み
を
独
立
さ
せ
、
一
章
（「
奧
浄
瑠
璃
」）
を
割
り

当
て
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
、
こ
れ
が
人
形
操
り
を
伴
う
他
の
民
俗
芸
能
と
は
異
な
り
、

純
粋
な
語
り
物
と
し
て
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
何
よ
り
奧

浄
瑠
璃
が
在
地
系
の
語
り
物
を
も
含
め
て
、
上
方
や
江
戸
な
ど
、
中
央
と

の
交
流
の
所
産
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
こ
の
語
り
物
が
本
来
的

に
優
れ
た
物
語
構
造
を
具
有
し
て
い
る
こ
と
、
そ
う
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

前
述
の
よ
う
に
、
語
り
物
や
浄
瑠
璃
事
情
増
幅
へ
の
補
完
資
料
た
り
得
て

い
る
こ
と
を
重
視
し
た
結
果
で
あ
る
（
１
）。

と
は
い
え
、
や
は
り
奧
浄
瑠
璃
は
ど
こ
ま
で
も
奧
浄
瑠
璃
で
あ
る
。
こ

の
語
り
物
が
こ
れ
ま
で
東
北
の
遺
風
と
し
て
、
そ
の
在
地
性
が
高
く
評
価

さ
れ
て
き
た
こ
と
を
過
少
に
み
て
は
な
る
ま
い
。

確
か
に
奧
浄
瑠
璃
全
般
を
見
渡
す
と
、
そ
の
多
く
は
中
央
か
ら
移
入
さ

れ
た
曲
目
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
殆
ど
が
板
本
に
依
拠
す
る
。『
用
捨
箱
』
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が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
江
戸
馬
喰
町
の
絵
草
紙
屋
永
寿
堂
（
西
村
屋
与

八
）
か
ら
毎
春
送
ら
れ
て
く
る
「
阿
弥
陀
の
胸
割
」「
き
り
か
ね
曽
我
」「
熊

谷
」
の
類
の
江
戸
六
段
本
が
奧
浄
瑠
璃
の
供
給
源
と
し
て
あ
っ
た
。
蔵
書

印
や
所
蔵
者
名
か
ら
推
測
す
る
に
、
東
北
の
地
に
は
こ
の
六
段
本
が
多
く

残
さ
れ
、
盛
ん
に
書
写
さ
れ
て
き
た
様
相
も
う
か
が
え
る
。
こ
の
動
き
に

は
、
仙
台
あ
た
り
の
書
肆
な
ど
も
絡
ん
で
い
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
語
り
物

が
盲
人
の
専
掌
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
一
方
で
、
盲
人

の
語
り
が
記
載
本
文
に
拠
る
と
い
う
の
は
、
奧
浄
瑠
璃
生
成
の
場
に
晴
眼

の
人
々
の
関
与
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
奧
浄
瑠

璃
の
隆
昌
が
、
こ
れ
に
親
し
ん
だ
晴
眼
の
人
々
に
テ
キ
ス
ト
を
読
み
な
が

ら
反
芻
す
る
楽
し
み
を
も
与
え
た
で
あ
ろ
う
し
、
市
古
夏
生
氏
が
紹
介
さ

れ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
盛
岡
藩
家
老
北
可
継
な
ど
は
家
老
職
と
い
う
要

職
に
あ
り
つ
つ
、
盲
人
に
江
戸
新
作
を
読
み
聞
か
せ
、
稽
古
に
励
ま
せ
た

り
も
し
て
い
る
（
２
）。

更
に
江
戸
の
古
浄
瑠
璃
太
夫
の
東
北
入
り
の
事
実
も
最
近
次
々
と
明
ら

か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
阿
部
幹
男
氏
紹
介
の
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
三

月
の
伊
達
藩
記
録
に
拠
れ
ば
、
江
戸
屋
敷
で
の
上
覧
が
縁
で
、
歌
舞
伎
の

左
源
太
と
共
に
、
浄
瑠
璃
太
夫
の
掃
部
が
仙
台
に
呼
び
寄
せ
ら
れ
て
い
る
（
３
）。

こ
の
寛
永
八
年
と
い
う
年
次
は
、
中
央
の
操
り
浄
瑠
璃
史
で
も
き
わ
め
て

早
い
時
期
に
あ
た
る
が
、
こ
う
し
た
江
戸
太
夫
の
来
訪
は
、
仙
台
の
み
な

ら
ず
、
岩
手
や
青
森
・
秋
田
な
ど
に
も
同
様
の
動
向
が
み
て
と
れ
る
（
４
）。

こ
の
よ
う
に
江
戸
浄
瑠
璃
本
の
大
量
の
移
入
、
あ
る
い
は
浄
瑠
璃
太
夫

の
早
く
か
ら
の
東
北
入
り
な
ど
、
奧
浄
瑠
璃
隆
昌
の
背
景
に
は
書
承
・
口

承
両
面
か
ら
中
央
と
の
関
係
が
確
実
に
押
さ
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
関
係
事
象
の
存
在
は
、
前
掲
岩
波
講
座
で
も
述

べ
た
よ
う
に
、
奧
浄
瑠
璃
が
中
央
の
浄
瑠
璃
状
況
を
逆
照
射
す
る
資
料
と

し
て
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
奧
浄
瑠
璃
に
依
拠
正
本
が
確
実
に
想
定
で

き
な
が
ら
、
中
央
で
は
そ
の
作
品
名
す
ら
聞
か
な
い
も
の
も
少
な
く
な
い
。

あ
る
い
は
、
中
央
の
伝
存
正
本
と
は
異
板
の
存
在
が
奧
浄
瑠
璃
本
の
分
析

か
ら
浮
か
び
あ
が
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
事
例
も
少
な
く
な
い
。

奧
浄
瑠
璃
は
、
こ
の
よ
う
に
中
央
と
の
交
流
の
所
産
に
成
る
。
け
れ
ど

も
、
奧
浄
瑠
璃
の
特
徴
は
、
中
央
作
品
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
受
け
入
れ
た

の
で
は
な
い
。
現
存
奧
浄
瑠
璃
本
を
広
汎
に
見
渡
し
て
い
え
ば
、
元
の
江

戸
板
（
時
に
上
方
板
も
）
の
姿
そ
の
ま
ま
を
継
承
し
て
い
る
作
品
も
少
な

く
は
な
い
が
、
人
形
を
伴
わ
な
い
語
り
物
と
い
う
特
色
を
も
っ
て
、
人
形

操
り
の
場
合
に
は
先
ず
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
加
除
変
更
が
し
ば
し
ば
見

受
け
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
作
品
が
圧
倒
的
に
多
い
。
即
ち
、
在
地
色
を
塗

り
込
め
た
趣
向
を
も
っ
て
の
勝
手
自
在
な
増
幅
が
広
く
認
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

抑
も
東
北
と
い
う
地
は
、
物
語
の
発
信
力
に
は
並
は
ず
れ
た
も
の
が
あ

り
、
そ
の
創
作
力
が
奧
浄
瑠
璃
で
も
存
分
に
発
揮
さ
れ
、
多
く
の
在
地
系

作
品
を
生
み
だ
し
て
き
た
。『
湯
殿
山
御
本
地
』
や
『
塩
釜
御
本
地
』『
十

和
田
山
御
本
地
』
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
名
称
か
ら
し
て
、
東
北
の
地
に

淵
源
を
も
つ
も
の
も
多
い
。
こ
う
し
た
在
地
の
作
品
を
次
々
生
み
出
し
て

き
た
創
作
力
が
、
中
央
か
ら
の
作
品
導
入
過
程
で
は
今
度
は
見
事
な
咀
嚼

力
と
な
っ
て
発
揮
さ
れ
、
東
北
の
語
り
な
ら
で
は
の
独
自
色
を
盛
り
込
ん
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で
き
た
。
こ
う
し
て
中
央
移
入
の
作
品
に
さ
ま
ざ
ま
な
在
地
伝
承
が
塗
り

込
ま
れ
、
装
い
さ
え
変
わ
っ
て
東
北
に
根
付
い
た
も
の
も
珍
し
く
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
奧
浄
瑠
璃
は
い
さ
さ
か
曖
昧
模
糊
た
る
相
貌
を
も
ち
、
内

容
・
本
文
共
に
融
通
無
碍
な
改
変
さ
え
許
容
す
る
流
動
性
を
特
徴
と
し
た
。

更
に
加
え
て
、奧
浄
瑠
璃
の
語
り
手
達
は
、中
央
の「
浄
瑠
璃
」と
い
う
ジ
ャ

ン
ル
概
念
か
ら
は
大
き
く
は
み
出
る
も
の
ま
で
も
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と

し
て
き
た
。『
筆
満
可
勢
』
は
、
奧
浄
瑠
璃
の
特
徴
の
一
つ
に
、「
盛
衰
記
、

曽
我
抔
、
軍
談
書
に
有
る
も
の
、
何
に
て
も
皆
語
る
」
と
い
う
点
を
挙
げ

る
が
、
実
際
、
縁
起
や
軍
記
に
限
ら
ず
、
川
普
請
の
記
録
文
書
の
よ
う
な

も
の
ま
で
も
が
浄
瑠
璃
調
で
語
ら
れ
て
い
る
。『
清
川
大
堰
開
発
』
な
ど

の
類
で
あ
る
。
お
よ
そ
対
象
を
え
ら
ば
ず
、
も
う
何
に
で
も
か
ぶ
り
つ
い

て
浄
瑠
璃
調
に
染
め
抜
い
て
し
ま
う
と
い
う
印
象
で
あ
る
。
こ
う
し
た
浄

瑠
璃
な
ら
ぬ
浄
瑠
璃
に
出
く
わ
す
と
、
率
直
な
と
こ
ろ
、
何
が
な
に
や
ら

と
い
う
思
い
に
さ
え
至
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
も
そ
れ
も
が
、
奧
浄
瑠
璃
は

ど
こ
ま
で
も
「
当
地
東
北
」
の
語
り
物
と
い
う
強
い
意
識
の
も
と
に
語
り

継
が
れ
、
広
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結

果
、
中
央
移
入
の
作
品
に
も
土
着
の
泥
臭
さ
が
匂
う
し
、
一
方
ボ
サ
マ
や

ジ
ョ
ウ
ル
リ
さ
ん
（
奧
浄
瑠
璃
の
語
り
手
）
の
達
者
な
語
り
口
調
に
乗
せ

ら
れ
て
、
在
地
の
物
語
も
中
央
の
洗
練
さ
れ
た
慣
用
表
現
で
彩
ら
れ
、
中

央
作
品
と
の
区
別
も
難
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
浄
瑠
璃
と
他
ジ
ャ
ン

ル
と
の
境
界
線
が
引
き
に
く
い
よ
う
に
、
中
央
と
在
地
的
な
も
の
が
一
体

的
に
混
融
し
、
そ
の
区
別
が
つ
き
に
く
い
の
で
あ
る
。
特
に
在
地
系
と
い

わ
れ
る
作
品
に
そ
れ
が
い
え
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
奧
浄
瑠
璃
に
あ
っ
て
は
、

在
地
と
中
央
と
の
関
係
解
明
が
、
個
々
の
作
品
の
成
立
経
緯
を
あ
き
ら
め

る
上
か
ら
も
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
く
る
。
奧
浄
瑠
璃
に
備
わ
る
在
地
性

と
い
う
特
徴
が
、
中
央
と
ど
の
よ
う
に
絡
ん
で
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
絡

ま
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
最
も
解
明
を
待
た
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

そ
の
生
成
伝
承
な
ど
か
ら
見
て
、
東
北
の
地
に
胚
胎
し
た
と
想
定
さ
れ
る

物
語
で
、
か
つ
奧
浄
瑠
璃
と
し
て
語
ら
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
が

は
じ
め
て
浄
瑠
璃
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
的
特
質
を
獲
得
し
た
の
は
中
央
で
の

こ
と
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
東
北
の
地
な
の
か
と
い
う
点
が
問
題
に

な
る
の
で
あ
る
。
東
北
の
伝
承
が
中
央
に
も
た
ら
さ
れ
、
そ
こ
で
浄
瑠
璃

化
さ
れ
、
再
び
東
北
へ
逆
移
入
さ
れ
た
作
品
か
、
そ
れ
と
も
一
見
そ
の
よ

う
に
み
え
な
が
ら
、
そ
の
実
、
中
央
に
渡
っ
た
こ
と
は
な
く
、
東
北
の
地

で
浄
瑠
璃
常
套
の
口
吻
（
表
現
）
を
綴
り
合
わ
せ
て
成
っ
た
文
字
通
り
東

北
産
の
曲
目
か
、
そ
の
見
極
め
が
肝
要
な
の
で
あ
る
。

や
や
理
屈
っ
ぽ
く
な
っ
た
。
少
し
具
体
例
を
挙
げ
て
述
べ
て
み
よ
う
。

た
と
え
ば
武
勇
復
讐
譚
と
し
て
知
ら
れ
る
『
も
ろ
か
ど
』
は
、
岩
波
講

座
で
も
少
し
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
奥
州
栗
駒
の
初
ヶ
崎
阿
弥
陀
堂

信
仰
を
説
き
立
て
た
奧
浄
瑠
璃
に
早
く
か
ら
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
（
５
）。

『
迫
合
戦
（
奥
州
三
迫
合
戦
記
）』『
稲
瀬
ヶ
城
森も
り
だ
て館
軍
記
』
な
ど
と
、
曲

目
名
に
ち
ら
ば
り
が
見
え
る
の
は
、
奧
浄
瑠
璃
諸
本
が
信
仰
宣
布
を
意

図
す
る
物
語
の
結
末
部
分
で
大
き
な
異
同
を
見
せ
る
こ
と
に
起
因
し
て
い

る
。
福
田
晃
氏
も
触
れ
ら
れ
る
よ
う
に
、
奧
浄
瑠
璃
で
は
、
師
門
の
身
替

り
に
果
て
た
月
輪
兄
弟
や
菊
王
丸
を
弔
う
べ
く
建
立
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
寺

院
縁
起
譚
と
し
て
こ
の
物
語
を
結
ぶ
た
め
、
在
地
的
な
「
異
伝
」
部
分
が
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膨
ら
み
、
た
と
え
ば
説
経
の
『
を
ぐ
り
』
同
様
の
異
本（
６
）が

生
じ
た
と
推
測

さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
在
地
性
豊
か
な
奧
浄
瑠
璃
も
、
寛
永
六
年
頃
で

押
さ
え
ら
れ
る
中
央
の
草
子
系
本
文
の
成
立
時
を
遡
る
も
の
で
は
な
い
と

さ
れ
る
。
加
え
て
、
浄
瑠
璃
本
の
伝
存
は
聞
か
な
い
が
、『
大
野
治
右
衛

門
定
寛
日
記
』に
よ
っ
て
、寛
永
十
八
年
六
月
に
東
海
道
筋
の
吉
田（
豊
橋
）

で
の
浄
瑠
璃
上
演
も
確
認
で
き
る
（
７
）。

す
る
と
、
東
北
の
在
地
性
濃
い
こ
の

奧
浄
瑠
璃
も
、
早
く
中
央
で
浄
瑠
璃
化
さ
れ
た
も
の
が
、
後
年
に
東
北
の

地
に
再
び
持
ち
込
ま
れ
、
上
述
の
如
き
諸
寺
の
縁
起
譚
と
し
て
再
生
を
み

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
歩
退
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、

寛
永
十
八
年
の
浄
瑠
璃
上
演
は
、
中
央
に
あ
っ
て
も
相
当
に
早
い
記
録
で

あ
る
。
仮
に
東
北
伝
承
が
中
央
に
入
っ
て
浄
瑠
璃
化
を
遂
げ
た
と
し
て
も
、

そ
の
時
期
か
ら
み
て
、
東
北
で
は
近
世
初
頭
を
遡
る
、
場
合
に
よ
っ
て
は

中
世
に
ま
で
く
い
込
む
こ
の
伝
承
の
拡
が
り
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ

の
頃
の
東
北
で
の
様
相
が
気
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
奧
浄
瑠
璃
が
い

つ
に
始
ま
る
か
と
い
う
問
題
と
も
関
わ
る
。『
奥
羽
永
慶
軍
記
』
に
よ
れ

ば
、早
く
天
正
年
間
に
「
白
川
ニ
座
頭
有
テ
尼
公
物
語
ノ
浄
瑠
璃
ヲ
語
」
っ

た
と
い
う
。
こ
う
し
た
記
述
に
沿
え
ば
、
当
該
伝
承
も
あ
る
い
は
現
存
浄

瑠
璃
本
内
容
に
繋
が
る
語
り
物
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
―
場
合
に
よ
っ
て

は
、
浄
瑠
璃
そ
の
も
の
と
し
て
―
中
央
に
運
び
込
ま
れ
る
以
前
か
ら
既
に

東
北
の
地
で
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
な
く
は
な
い
。
斯
く
の

如
く
、
東
北
に
伝
承
基
盤
を
も
ち
、
か
つ
中
央
の
浄
瑠
璃
と
も
何
ら
遜
色

の
な
い
奧
浄
瑠
璃
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
成
立
を
い
つ
ど
こ
に
求
め
る
か
、

な
か
な
か
一
筋
縄
で
は
い
か
ぬ
困
難
な
問
題
が
随
伴
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

二

や
や
前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
奧
浄
瑠
璃
の
場
合
、
完
成
度
の
高
い

作
品
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
成
立
事
情
の
把
握
に
困
難
が
伴
う
こ
と

を
述
べ
た
。
常
套
趣
向
や
慣
用
表
現
で
巧
み
に
装
わ
れ
た
場
合
、
作
品
内

容
の
新
旧
の
見
究
め
、
言
い
換
え
れ
ば
作
品
成
立
年
代
の
抽
出
が
難
し
く
、

中
央
の
浄
瑠
璃
史
へ
の
関
係
づ
け
に
課
題
を
残
す
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

作
品
の
一
つ
と
し
て
『
安
達
物
語
』
を
紹
介
し
、以
下
、検
討
を
試
み
た
い
。

『
安
達
物
語
』
は
、
都
か
ら
下
っ
て
そ
の
地
を
統
治
し
て
い
た
武
士
が
、

新
し
く
中
央
か
ら
赴
任
し
て
き
た
国
司
の
権
威
づ
く
の
横
恋
慕
で
妻
と
の

仲
を
さ
か
れ
、一
家
一
門
が
艱
難
辛
苦
を
重
ね
る
が
、神
仏
の
冥
助
に
よ
っ

て
再
び
栄
華
を
と
り
も
ど
す
と
い
う
物
語
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
架
蔵
本
を
知
る
の
み
で
あ
る
。

奧
浄
瑠
璃
本
に
は
比
較
的
珍
し
い
大
本
（
二
七
・
七
糎
×
一
九
・
〇
糎
）

で
、表
紙
は
藍
色
無
地
。
題
簽
は
剥
落
し
て
な
く
、内
題
に
「
安
達
物
語
」、

そ
の
下
部
に
「
初
段
」
と
あ
る
。
段
数
は
八
段
。
袋
綴
で
八
行
六
十
九
丁

本
。
中
央
折
目
（
柱
心
）
上
部
に
丁
数
を
記
す
。
丁
寧
な
書
写
本
な
が
ら
、

癖
字
で
判
読
に
苦
し
む
所
が
あ
る
。
最
終
丁
表
本
文
末
に
「
安
達
物
語
り

の
畢
」、
同
裏
に
「
安
政
五
戊
午
歳
晩
春
」「
安
田
宮
作
書
求
之
」
と
あ
る
。

詳
し
い
梗
概
は
別
欄
に
記
し
た
通
り
で
あ
る
が
、『
神
道
集
』
の
「
上

野
国
児
持
山
之
事
」
を
は
じ
め
、『
も
ろ
か
ど
』『
明
石
』『
堀
江
』『
月
か
げ
』

『
は
も
ち
の
中
将
』な
ど
と
多
く
の
点
で
類
同
性
を
も
つ
。
そ
の
限
り
で
は
、
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中
央
の
語
り
物
と
の
交
流
が
想
定
で
き
る
が
、『
姓
氏
家
系
大
辞
典
』
に

拠
る
と
、「
安
達
絹
」（
原
本
未
見
）
所
引
の
「
安
達
太
郎
明
神
箕
輪
権
現

鬼
面
骨
明
神
縁
起
」
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
と
い
う
。

二
本
松
塩
沢
村
田
地
岡
の
城
主
を
安
達
太
郎
殿
と
申
し
候
。
此
の
太
郎
殿

は
都
よ
り
御
下
り
、
安
達
郡
の
郡
主
に
御
成
り
、
今
の
田
地
岡
に
屋
敷

を
建
て
ゝ
御
座
候
。
飯
坂
の
城
主
佐
藤
殿
の
娘
を
御
妻
に
し
て
、
子
も

こ
れ
有
り
候
処
、
時
の
国
司
、
美
人
の
よ
し
聞
き
及
び
、
佐
藤
殿
に
仰
せ
、

安
達
の
御
前
、
御
子
と
も
に
、
飯
坂
の
城
へ
む
か
へ
さ
せ
、
奪
ひ
取
る
。

御
前
悲
み
て
自
害
せ
ら
れ
、
御
子
四
歳
に
て
、
乳
母
並
に
箕
輪
太
夫
鬼
王

丸
に
抱
か
れ
、安
達
山
へ
隠
れ
候
。其
の
後
、佐
藤
殿
と
安
達
殿
と
合
戦
し
、

安
達
殿
漸
く
命
計
に
て
御
退
き
、
都
へ
上
ら
れ
候

　
『
安
達
物
語
』
は
、
ど
う
や
ら
こ
の
縁
起
か
ら
出
て
い
る
ら
し
い
。
冒
頭

に
も
、

爰
に
奥
州
道
の
く
の
八
ヶ
所
明
神
並
安
達
太
郎
明
神
の
由
来
を
委
舖
尋

る
に

と
あ
り
、
終
部
も
、
こ
れ
に
呼
応
し
て
、
登
場
人
物
が
そ
れ
ぞ
れ
塩
釜

十
四
社
と
安
達
太
郎
山
大
明
神
に
祀
ら
れ
た
と
結
ぶ
。

大
臣
の
夫
婦
の
礼
身
を
移
し
給
い　

安
達
夫
婦
に
権
太
吉
信
二
人
乳
母

源
太
諸
供
八
人
の
人
々
わ　

塩
釜
明
神
の
浦
八
ヶ
所
大
明
神
と
顕
れ
給

い
て　

国
家
を
御
守
り
給
ふ
也　

夫
迄
塩
釜
六
社
明
神
成
け
れ
供　

是

よ
り
し
て
は
塩
釜
十
四
社
立
給
ふ
と
は　

此
人
々
の
御
事
也　

若
君
玉

王
丸
八マ
マ

十
五
歳
に
て
御
け
ん
ふ
く
被
成
宛　

安
達
太
郎
殿
と
そ
申
け

る　

二
度
田
地
か
岡
へ
移
せ
給
い　

棟
を
並
て
家
形
を
作
り
棟
数
を
並

べ　

栄
花
栄
へ　

百
余
を
大
応
し
や
う
を
遂
け
給
い　

安
達
太
郎
山
大

明
神
と
顕
給
い　

扨
討
死
の
桑
原
杉
田
進
上
進
難
大
田
山
口
初
め
と
し

て
五
十
余
人　

安
達
太
郎
に
五
十
四
ヶ
所
の
大
明
神
と
顕
れ
給
ふ
と
聞

へ
け
る　

彼
の
人
々
の
御
伊
勢
生
期
も
今
も
末
代
も
例
し
少
し
く
無
き

次
第
と
て
皆
感
せ
ぬ
も
の
社
な
か
り
け
り

　
『
安
達
物
語
』
と
「
安
達
太
郎
明
神
箕
輪
権
現
鬼
面
骨
明
神
縁
起
」
と
は
、

こ
の
よ
う
に
密
接
な
関
係
を
も
つ
。
し
か
し
、
両
者
に
違
い
も
あ
る
。「
縁

起
」
で
は
、
御
台
が
御
子
四
歳
の
時
に
自
害
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
浄

瑠
璃
で
は
、
梗
概
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
姫
君
は
国
司
の
館
、
高た
か

の
鵁こ
う

城

に
無
理
や
り
送
り
込
ま
れ
る
。
し
か
し
、
何
と
し
て
も
安
達
の
元
へ
戻
り

た
い
姫
は
、
国
司
を
謀
り
、
松
島
大
明
神
に
百
日
参
籠
を
願
い
出
て
許
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
厳
し
い
警
護
の
目
を
盗
ん
で
松
島
を
脱
出
し
て
、
安
達

が
い
る
と
い
う
噂
を
頼
り
に
田
地
が
岡
に
辿
り
着
く
。
一
方
、
安
達
は
国

司
や
舅
に
騙
さ
れ
た
と
気
付
く
や
、
高
の
鵁
に
押
し
寄
せ
る
が
、
主
従
三

騎
に
打
ち
負
か
さ
れ
る
。
し
か
し
、
身
代
わ
り
に
な
っ
た
家
臣
等
に
助
け

ら
れ
、
信
濃
の
諏
訪
の
兵
衛
の
も
と
に
身
を
寄
せ
る
。
姫
は
田
地
が
岡
に

着
い
た
も
の
の
、
そ
こ
に
安
達
の
姿
は
な
く
、
自
害
を
思
う
が
、
神
助
に

よ
っ
て
、
諏
訪
で
よ
う
や
く
二
人
は
対
面
を
果
た
す
。
こ
う
し
て
諏
訪
の

兵
衛
の
活
躍
な
ど
も
あ
っ
て
、
国
司
の
横
暴
が
帝
の
前
で
あ
か
さ
れ
、
安

達
は
ふ
た
た
び
高
の
鵁
を
攻
め
、
国
司
を
滅
ぼ
し
、
め
で
た
く
出
羽
奥
州

両
国
の
新
し
い
国
司
に
任
ぜ
ら
れ
る
。

荒
っ
ぽ
い
説
明
に
な
っ
た
が
、
右
内
容
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
東
北

在
地
の
豪
族
間
の
せ
め
ぎ
合
い
を
、
美
し
い
妻
女
争
い
を
軸
に
展
開
し
、



6

そ
れ
ら
を
安
達
や
塩
釜
周
辺
の
神
仏
縁
起
と
し
て
説
い
た
作
品
で
あ
る
。

福
島
地
方
で
は
、
安
達
太
良
山
の
「
安
達
太
郎
伝
説
」
と
し
て
昔
話
に

も
残
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
浄
瑠
璃
で
は
、
要
す
る
に
、
都
か
ら
東

北
の
地
に
下
っ
た
若
き
武
将
が
美
し
い
妻
を
娶
り
、
若
君
に
も
恵
ま
れ
幸

せ
の
中
、
新
し
く
赴
任
し
て
き
た
国
司
に
妻
を
強
奪
さ
れ
る
。
し
か
し
夫

婦
の
絆
は
強
く
、
家
臣
達
の
命
を
か
け
た
活
躍
で
つ
い
に
国
司
を
討
ち
果

た
し
、
再
び
領
主
に
返
り
咲
き
、
往
生
後
は
そ
れ
ぞ
れ
が
神
と
し
て
齋
わ

れ
た
と
い
う
本
地
譚
と
し
て
語
ら
れ
る
。

こ
の
物
語
構
想
が
、『
も
ろ
か
ど
』『
堀
江
』
あ
る
い
は
『
村
松
』
と
い
っ

た
作
品
と
酷
似
す
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
趣
向
レ
ベ
ル
で
み
て
も
、

そ
の
他
、『
を
ぐ
り
』『
鎌
田
』『
愛
護
の
若
』『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
な
ど
と
い
っ

た
著
名
な
説
経
や
浄
瑠
璃
と
の
関
連
が
辿
れ
る
。
そ
の
語
り
口
調
を
紹
介

す
る
上
か
ら
も
、
一
、二
事
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

初
段
で
二
条
三
郎
（
後
の
安
達
）
は
、
嫁
選
び
の
折
、
姫
達
に
次
々
難

癖
を
つ
け
て
帝
の
怒
り
に
触
れ
、
奥
州
に
流
さ
れ
る
。「
御
息
女
達
を
御

覧
し
て
色
々
御
難
を
と
聞
ひ
け
る　

髪
の
長
ひ
は
是
は
蛇
身
の
変
化
迚　

仏
の
禁
メ
給
ふ
也　

色
の
白
き
わ
雪
女
房
也　

せ
い
の
高
い
は
巳
女
也
」

と
、
小
栗
の
妻
嫌
い
さ
な
が
ら
の
横
柄
さ
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
段
目
に

入
り
、
舞
台
が
東
国
に
移
る
と
、
こ
れ
ま
た
小
栗
同
様
一
転
し
て
、
佐
藤

頼
信
の
末
娘
照
日
に
見
ぬ
恋
を
し
、
家
臣
桑
原
を
商
人
に
仕
立
て
、
姫
に

恋
文
を
届
け
さ
せ
る
。
戌
亥
の
館
の
姫
の
返
事
の
素
晴
ら
し
さ
。
こ
の
よ

う
に
冒
頭
部
分
は
『
を
ぐ
り
』
と
全
く
同
様
の
展
開
を
と
る
。

四
段
目
、
頼
信
の
裏
切
り
に
あ
い
、
酒
宴
の
席
で
討
た
れ
そ
う
に
な
っ

て
の
安
達
の
述
懐
、そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
妻
の
歎
き
、こ
ち
ら
も
『
鎌
田
』

を
た
だ
ち
に
連
想
さ
せ
る
展
開
で
あ
る
。

替
り
安
き
は
人
心　

病
気
頻
と
聞
柄
は　

は
る

く
下
し
心
指　

唯
徒

に
引
替
て　

や
み
討
に
内
匠
給
い
し
事　

頼
信
の
心
の
内
社
怪
し
け
れ　

由
夫
迚
も
是
悲
な
し　

よ
そ
に
恨
み
有
ね
供　

只
う
ら
め
敷
は
照
日
舞　

此
年
月
を
名
染
に
て　

玉
王
丸
か
情
け
に
も　

親
の
起
る
悪
逆
を
姫
か

知
ら
ぬ
と
言
事
な
し　

夢
程
智
ら
せ
て
有
成
は　

夜
中
露
と
成
迚
も
跡

に
恨
み
残
ス
マ
シ　

実
に
や
数
多
の
子
は
持
供　

女
の
子
に
は
心
免
ス

ナ
ト　

禁
の
有
を
知
ら
ぬ
は
凡
夫
の
迷
ひ
也　

由
無
事
に
心
寄
せ　

思

ひ
の
種
を
も
留
か
と　

是
附
て
ふ
便
や
な　

玉
王
丸
は
何
と
成　

悪
気

身
の
果
と
一
人
済
て
お
わ
し
ま
ス　

是
は
扨
置　

姫
君
は
遙
の
奧
に
お

わ
セ
シ
カ　

安
達
殿
も
み
た
ち
へ
御
入
候
と
聞
召
て　

此
方
は
こ
の
事

し
ろ
し
召
す
し
て　

や
み

く
と
討
れ
給
ふ
物
成
は　

最
期
に
自
ら
を

御
恨
み
給
ふ
へ
し　

恥
し
や　

何
と
か
し
て
此
事
少
シ
知
ら
せ
申
さ
ん

や
と
思
召　

兎
や
せ
ん
角
と
あ
ら
ま
し
と
案
事
煩
ひ
給
い
供
…
…

や
や
長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
右
の
よ
う
な
著
名
趣
向
が
比
較
的
洗
練

さ
れ
た
慣
用
表
現
を
用
い
て
随
所
に
配
置
さ
れ
展
開
を
み
る
の
が
、
こ
の

奧
浄
瑠
璃
の
特
色
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
い
え
ば
、
中
央
の
前
掲
諸

作
に
も
匹
敵
す
る
き
わ
め
て
優
れ
た
作
品
と
さ
え
評
価
さ
れ
よ
う
。
む
し

ろ
こ
う
し
た
浄
瑠
璃
が
今
ま
で
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
ど
う
し
て
埋
も
れ

た
ま
ま
で
あ
っ
た
の
か
、
不
思
議
に
思
え
る
程
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
表

現
構
想
と
も
に
揃
っ
た
奧
浄
瑠
璃
の
中
で
も
傑
出
し
た
作
品
の
一
つ
で
あ

ろ
う
。
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三

扨
、
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
問
題
は
こ
の
語
り
物
の
成
立
経
緯
で

あ
る
。
物
語
内
容
か
ら
み
て
成
立
基
盤
が
福
島
、
宮
城
、
さ
ら
に
信
濃
あ

た
り
を
含
め
る
と
し
て
も
東
国
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
た
だ
、

前
章
で
見
た
よ
う
な
中
央
諸
作
と
の
類
同
性
は
気
に
な
る
。
東
国
種
と
は

い
え
、
中
央
に
ま
で
伝
搬
を
み
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
か
ら
で

あ
る
。
勿
論
、
段
構
成
が
江
戸
系
に
一
般
的
な
六
段
で
は
な
く
、
梗
概
に

記
し
た
よ
う
に
、
八
段
の
し
か
も
相
当
な
長
篇
で
あ
る
こ
と
か
ら
い
う
と
、

仮
に
中
央
を
経
由
し
て
い
て
も
、
そ
の
直
移
入
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く

く
、
東
国
で
の
か
な
り
古
い
時
代
で
の
成
立
が
一
応
は
想
定
さ
れ
よ
う
。

し
か
し
、テ
キ
ス
ト
は
「
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
三
月
」
の
年
記
が
あ
り
、

幕
末
に
近
い
写
本
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
前
掲
引
用
文
の
範
囲
で
も
す
ぐ
に

気
付
く
よ
う
に
、
用
字
な
ど
か
ら
み
て
も
転
写
本
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
く
、
親
本
の
成
立
時
期
が
問
題
と
な
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
成
立
時
期
が

い
つ
頃
ま
で
遡
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
般
に
奧
浄
瑠
璃
本
は
、
そ
の
殆
ど
が
寛
政
（
一
七
八
九
～
一
八
〇
〇
）

以
降
の
書
写
に
な
る
。
江
戸
後
期
以
降
で
、
明
治
期
の
テ
キ
ス
ト
も
多
数

伝
存
す
る
。
け
れ
ど
も
、
江
戸
中
期
、
ま
し
て
や
江
戸
初
期
に
遡
る
テ
キ

ス
ト
は
殆
ど
な
く
、
皆
無
に
近
い
と
い
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

テ
キ
ス
ト
書
写
時
代
が
奧
浄
瑠
璃
の
最
も
盛
ん
な
時
期
で
あ
っ
た
と
み
て

よ
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
不
思
議
な
こ
と
な
が
ら
、
奧
浄
瑠
璃
が
盛

ん
に
行
わ
れ
、
奧
浄
瑠
璃
本
が
次
か
ら
次
と
生
み
出
さ
れ
た
こ
の
時
代
に
、

江
戸
や
上
方
で
初
演
を
み
た
演
目
が
奧
浄
瑠
璃
本
に
は
見
当
た
ら
な
い
の

で
あ
る
。
上
方
で
は
近
松
、
江
戸
で
は
土
佐
少
掾
や
虎
屋
永
閑
、
薩
摩
外

記
あ
た
り
の
作
品
が
下
限
と
な
る
。
上
方
正
本
を
読
物
化
し
た
江
戸
六
段

本
の
存
在
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
せ
い
ぜ
い
享
保
期
後
半
ま
で
の
も
の
で
、

そ
れ
以
降
の
演
目
は
見
当
た
ら
な
い
。
即
ち
、
奧
浄
瑠
璃
最
盛
期
の
初
演

演
目
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
尤
も
、
最
近
、
大
阪
市
立
大
学
奧
浄

瑠
璃
研
究
会
で
渡
辺
尚
子
氏
が
、『
十
和
田
山
本
地
』
に
『
日
蓮
聖
人
御

法
海
』
の
一
く
だ
り
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
事
実
を
指
摘
さ
れ
た
。
い
ず

れ
な
ん
ら
か
の
形
で
詳
し
い
発
表
が
あ
ろ
う
か
と
思
う
が
、
こ
う
い
う
事

例
は
一
、二
に
と
ど
ま
る
。
つ
ま
り
、
奧
浄
瑠
璃
は
、
そ
の
最
盛
期
、
既

に
新
作
を
語
る
も
の
で
は
な
く
、
専
ら
古
い
伝
承
曲
を
語
る
と
い
う
状
況

に
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、『
安
達
物
語
』
の
「
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）

三
月
」
と
い
う
奥
書
年
記
は
成
立
年
代
考
証
に
は
あ
ま
り
役
に
立
た
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
、
奥
書
年
記
は
無
視
し
て
、
奧
浄
瑠
璃
が

中
央
か
ら
盛
ん
に
作
品
移
入
を
見
た
時
代
、
し
た
が
っ
て
前
述
の
よ
う
に
、

享
保
後
期
あ
た
り
を
と
り
あ
え
ず
の
下
限
と
し
て
そ
の
成
立
時
期
考
証
を

進
め
る
の
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

で
は
、
そ
の
先
、
ど
こ
ま
で
遡
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ

れ
も
中
央
と
の
対
応
が
認
め
ら
れ
る
奧
浄
瑠
璃
一
般
の
様
相
を
手
が
か
り

に
し
て
考
え
る
に
、
今
度
は
そ
れ
程
に
遡
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
に

古
い
時
代
の
演
目
が
見
当
た
ら
な
い
。
前
述
し
た
『
も
ろ
か
ど
』
の
よ
う

な
事
例
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
問
題
な
ど
も
あ
り
、
断
定
的
に
は
い
え
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な
い
が
、
奧
浄
瑠
璃
の
演
目
は
金
平
物
あ
た
り
が
早
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

奧
浄
瑠
璃
と
し
て
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
き
た
『
丸
山
合
戦
』（
斎
藤
報
恩

会
蔵
）
は
、
承
応
期
（
一
六
五
二
～
五
五
）
の
『
に
し
き
ど
合
戦
』
に
依

拠
し
て
い
る
が
、こ
れ
な
ど
が
金
平
物
で
も
早
い
事
例
と
な
る
。
し
た
が
っ

て
、
中
央
移
入
の
奧
浄
瑠
璃
の
大
半
は
、
そ
の
承
応
あ
た
り
か
ら
享
保
あ

た
り
に
か
け
て
、
上
方
や
江
戸
で
初
演
を
み
た
演
目
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

奧
浄
瑠
璃
は
、
こ
の
承
応
か
ら
享
保
と
い
う
比
較
的
短
い
期
間
に
レ
パ
ー

ト
リ
ー
を
一
挙
に
拡
大
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
は
、

な
ぜ
か
新
作
の
移
入
は
ぴ
た
り
と
止
ま
り
、
専
ら
享
保
期
ま
で
の
演
目
の

伝
承
に
終
始
す
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、『
安
達
物
語
』
も
そ
の
よ
う
な
奧
浄
瑠
璃
史
に
重
ね
合

わ
せ
て
推
測
す
れ
ば
、
成
立
時
期
は
奧
浄
瑠
璃
が
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
拡
大

に
努
め
た
承
応
頃
か
ら
享
保
頃
ま
で
の
あ
た
り
で
ま
ず
は
押
さ
え
る
べ
き

か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
作
を
読
ん
で
の
私
自
身
の
印
象
を
率
直
に
述
べ
れ
ば
、

あ
る
い
は
も
う
少
し
古
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
な
い
で
も
な

い
。
憶
測
は
も
と
よ
り
控
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、『
安
達
物
語
』
が
既
に

述
べ
た
通
り
、『
も
ろ
か
ど
』
や
『
堀
江
』『
村
松
』
な
ど
と
物
語
構
想
を

一
に
す
る
こ
と
、更
に
『
を
ぐ
り
』『
鎌
田
』『
愛
護
の
若
』『
さ
ん
せ
う
太
夫
』

な
ど
と
の
類
似
趣
向
も
随
所
に
見
出
せ
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
中
央
常
套
の

語
り
口
調
で
述
べ
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
、
そ
の
印
象
を
支
え
る
。

仮
に
こ
う
し
た
作
品
群
と
の
直
接
の
交
流
が
み
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
当
然
、

成
立
年
代
も
右
諸
作
と
同
じ
頃
ま
で
引
き
上
げ
て
考
え
て
み
る
必
要
も

あ
る
。

そ
ん
な
こ
と
も
あ
り
、
前
述
の
岩
波
講
座
で
は
、
こ
の
『
安
達
物
語
』

の
奥
書
年
記
と
古
態
模
様
の
作
柄
と
の
年
代
的
隔
た
り
を
念
頭
に
、
こ
の

作
が
相
当
古
い
語
り
物
と
み
え
る
の
は
、
中
央
か
ら
の
浄
瑠
璃
作
品
に
も

十
分
に
精
通
し
た
奧
浄
瑠
璃
の
語
り
手
達
―
―
ボ
サ
マ
や
ジ
ョ
ウ
ル
リ
さ

ん
と
呼
ば
れ
た
人
が
、
浄
瑠
璃
の
常
套
的
な
趣
向
や
慣
用
的
な
口
吻
を
巧

み
に
繋
ぎ
あ
わ
せ
、
い
わ
ば
綴
織
（
編
集
）
的
手
法
で
、
こ
の
物
語
を
語

り
上
げ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
一
応
の
見
通
し
を
示
し
た
。
成

立
は
そ
ん
な
に
も
古
く
は
な
い
が
、
古
い
浄
瑠
璃
や
説
経
表
現
に
精
通
し

た
語
り
手
達
に
よ
っ
て
、
古
い
語
り
物
的
装
い
が
施
さ
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
憶
測
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
見
方
に
十
分
に
確
信
が
あ
っ

て
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
と
も
か
く
も
、
古
い
語
り
物
と
い
う

印
象
を
受
け
る
の
は
、
ど
う
も
古
態
に
装
わ
れ
た
結
果
で
、
浄
瑠
璃
と
し

て
形
を
整
え
た
の
は
、
中
央
か
ら
の
新
作
演
目
の
移
入
が
続
い
た
時
代
、

場
所
も
東
北
の
地
で
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
の
が
、
ひ
と
ま

ず
辿
り
着
い
た
結
論
で
あ
っ
た
。
東
北
の
語
り
手
達
は
そ
れ
ほ
ど
に
古
い

語
り
口
調
を
自
家
薬
籠
中
に
し
て
い
た
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
き
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
私
は
「
古
装
さ
れ
た
物
語
」
―
古
さ
に
装
わ

れ
た
物
語
―
と
呼
ん
で
き
た
。

し
か
し
、
そ
う
い
う
見
通
し
を
示
し
な
が
ら
も
、
そ
の
頃
か
ら
気
に
な

る
一
本
が
あ
っ
た
。
岩
手
県
立
図
書
館
蔵
の
『
九
戸
軍
記
』
で
、
こ
れ
に

は
「
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）」
の
序
が
あ
る
。
こ
れ
は
年
次
の
判
明
す

る
奧
浄
瑠
璃
本
の
中
で
は
最
古
の
部
類
に
属
す
。
た
だ
こ
の
物
語
は
、
天
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正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
の
九
戸
政ま
さ

実ざ
ね

の
謀
叛
を
扱
っ
た
も
の
で
、
本
来

軍
書
と
し
て
あ
っ
た
も
の
を
奧
浄
瑠
璃
が
取
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
例

の
「
盛
衰
記
、
曽
我
抔
、
軍
談
書
に
有
る
も
の
、
何
に
て
も
皆
語
る
」
の

類
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
浄
瑠
璃
と
し
て
の
こ
な
れ
た
語
り
口
調
は
余
り
み

ら
れ
ず
、
こ
れ
ま
で
浄
瑠
璃
研
究
の
立
場
か
ら
は
さ
ほ
ど
関
心
は
寄
せ
ら

れ
な
か
っ
た
が
、
奧
浄
瑠
璃
が
在
地
の
合
戦
譚
を
こ
の
よ
う
な
形
で
早
く

か
ら
語
っ
て
き
た
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
軍
書
が
浄

瑠
璃
に
取
り
込
ま
れ
る
に
は
、
こ
の
戦
い
そ
の
も
の
に
直
接
間
接
に
繋
が

り
を
も
つ
晴
眼
の
知
識
人
の
参
画
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
実
で
あ
る
。
な
ん

と
言
っ
て
も
、
ま
だ
数
十
年
立
つ
や
立
た
ず
の
戦
さ
物
語
な
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
こ
と
に
気
付
く
と
、
実
は
『
安
達
物
語
』
も
実
際
の
合
戦
を

素
材
と
し
て
潤
色
さ
れ
た
浄
瑠
璃
と
い
う
可
能
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
の
で
あ
る
。
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
浄
瑠
璃
に
は
巷
間

流
布
の
語
り
物
と
の
類
同
性
が
指
摘
で
き
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
他
の
語

り
物
同
様
に
特
定
の
史
実
に
依
拠
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。
街
道
筋
に
語
り
手
達
が
袖
擦
れ
合
い
、
あ
る
い
は
語
り
の
場
を
共

に
す
る
こ
と
で
、
語
り
物
同
士
の
交
流
が
み
ら
れ
、
そ
う
し
た
こ
と
で
い

く
つ
も
の
類
同
作
品
が
生
ま
れ
た
。『
安
達
物
語
』
も
、
東
北
の
地
か
ら

中
央
に
ま
で
伝
搬
を
み
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
語
り
物
同
士
の
交
流

の
な
か
で
、
そ
こ
に
在
地
の
伝
承
が
適
宜
盛
り
込
ま
れ
て
誕
生
し
た
と
、

ま
ず
は
考
え
て
よ
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
物
語
か
ら
地
名
や
人
名
を
注
意
深
く
拾
い
あ
げ
て
い
く

と
、
こ
の
作
品
の
根
本
に
、
あ
の
観
応
の
擾
乱
（
一
三
五
〇
～
五
二
の
足

利
幕
府
の
内
訌
）
が
東
北
の
地
に
も
及
ん
で
、
吉
良
氏
と
奥
州
畠
山
氏
が

対
立
し
た
戦
い
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
戦
さ
で
は
、

畠
山
高
国
・
国
氏
父
子
が
討
た
れ
、
家
臣
に
匿
わ
れ
た
国
氏
の
遺
児
王
石

丸
（
大
石
丸
・
平
石
丸
）
が
後
に
国
詮
を
名
乗
り
、
塩
沢
の
田
地
ヶ
城
に

拠
っ
た
。
安
達
太
郎
は
浄
瑠
璃
で
は
幼
名
を
玉
王
丸
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、

こ
の
王
石
丸
後
の
国
詮
が
安
達
太
郎
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
想
像
す
る
。
事
実
、
寛
文
か
ら
元
禄
頃
の
「
円
東
寺
文
書
」
や
「
相
応

寺
文
書
（
安
達
太
良
山
縁
起
）」
で
は
田
地
ヶ
岡
城
主
を
安
達
太
郎
と
記

す
。
尤
も
こ
れ
を
否
定
す
る
地
誌
類
も
多
い
が
、
少
な
く
と
も
寛
文
以
前

に
浄
瑠
璃
同
様
の
伝
承
が
こ
の
地
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る

ま
い
。

こ
の
よ
う
に
、『
安
達
物
語
』
に
は
観
応
の
擾
乱
に
端
を
発
し
た
東
北

の
内
乱
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
が
、
以
下
、
そ
の

よ
う
に
考
え
る
理
由
を
今
少
し
つ
け
加
え
た
い
と
思
う
。

先
ず
、「
多
賀
の
国
府
」
が
「
高
の
鵁
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
の

呼
び
名
が
通
行
し
た
の
は
、
南
北
朝
期
の
こ
と
と
い
わ
れ
、
観
応
の
擾
乱

と
時
代
を
同
じ
く
す
る
。
ま
た
、「
求
目
城
」
の
「
求
目
」
は
、
今
の
「
本

宮
」
で
あ
る
が
、
こ
の
「
求
目
城
」
の
主
を
鹿か
の
こ子
と
す
る
の
は
、
国
詮
の

次
男
満
詮
に
始
ま
る
鹿
子
田
氏
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
想
像
に
難
く

な
い
。「
鹿
子
田
」
で
な
く
「
鹿
子
」
で
あ
る
の
は
、
テ
キ
ス
ト
の
転
写

段
階
で
「
田
」
が
落
ち
た
の
か
、
そ
れ
と
も
当
初
か
ら
、
わ
ざ
と
そ
れ
と

匂
わ
せ
て
実
名
を
避
け
た
の
か
、
そ
の
あ
た
り
は
不
明
で
あ
る
が
、
国
詮

は
至
徳
元
年
（
一
三
八
四
）、
領
内
の
神
社
に
対
し
て
、
神
領
と
し
て
村
々
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を
安
堵
す
る
旨
の
判
物
を
発
給
し
て
い
る
。
こ
の
物
語
が
塩
釜
十
四
社
と

安
達
太
郎
山
大
明
神
の
本
地
譚
と
し
て
首
尾
一
貫
し
て
い
る
の
も
、
語
り

物
の
特
色
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
右
の
事
実
の
反
映
が
多
少
な

り
と
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
安
達
夫
婦
・
吉

信
・
二
人
の
乳
母
・
源
太
ら
八
人
の
人
々
が
、
塩
釜
の
浦
八
ヶ
所
大
明
神

に
祀
ら
れ
、
玉
王
丸
も
十
五
歳
で
元
服
し
て
安
達
太
郎
と
名
乗
り
、
死
後
、

安
達
太
郎
大
明
神
と
顕
れ
た
と
い
う
点
と
の
関
連
で
あ
る
。

そ
の
他
、
浄
瑠
璃
で
は
姫
の
父
佐
藤
頼
信
が
飯い
い
ざ
か坂

の
城
主
と
あ
る
が
、

こ
こ
は
佐
藤
基
治
の
居
城
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
基
治
の
子
供
に

「
佐
藤
継
信
・
忠
信
」
兄
弟
が
知
ら
れ
、『
安
達
物
語
』
と
『
尼
公
物
語
』

と
の
繋
が
り
も
視
野
に
入
っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
点
は
と
も
か
く

も
、
今
、
挙
げ
た
諸
事
実
を
総
合
的
に
考
え
る
と
、
こ
の
物
語
が
東
北
の

地
を
そ
れ
こ
そ
血
で
染
め
た
実
際
の
合
戦
譚
に
出
発
し
て
い
る
こ
と
が
見

え
て
く
る
。
お
そ
ら
く
奥
州
畠
山
氏
に
繋
が
る
人
々
の
関
与
が
あ
り
、
そ

の
周
縁
で
醸
成
さ
れ
た
戰
さ
物
語
が
奧
浄
瑠
璃
と
し
て
装
い
を
整
え
た
と

想
像
さ
れ
よ
う
。
先
に
触
れ
た
福
島
の
「
安
達
太
郎
伝
説
」
で
は
、
安
達

一
族
が
後
に
姓
を
畠
山
と
称
し
た
と
す
る
の
も
、
符
合
す
る
と
こ
ろ
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
秋
田
入
部
後
の
佐
竹
氏
が
自
家
の
支
配
の
正
当
性
を
主
張

す
べ
く
『
金
沢
安
部
軍
記
（
安
倍
合
戦
の
次
第
）』
の
再
成
に
関
わ
っ
た

こ
と
（
８
）、

ま
た
、
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）、
天
宥
が
羽
黒
別
当
に
就
任
以

来
、
こ
れ
に
反
発
し
た
湯
殿
山
真
言
系
寺
院
の
周
辺
で
『
湯
殿
山
御
本
地
』

が
語
り
出
さ
れ
た
こ
と
（
９
）な

ど
と
も
、
背
景
を
同
じ
く
す
る
よ
う
に
思
え
る
。

し
か
も
こ
う
し
た
指
摘
が
さ
ほ
ど
は
ず
れ
て
も
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、

『
安
達
物
語
』
が
浄
瑠
璃
と
し
て
相
当
早
く
か
ら
語
ら
れ
て
い
て
も
お
か

し
く
な
い
と
い
う
、
今
度
は
先
に
述
べ
た
見
通
し
と
は
大
き
く
違
う
可
能

性
も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

奧
浄
瑠
璃
は
、
そ
の
始
ま
り
は
明
ら
か
で
な
い
が
、『
奥
羽
永
慶
軍
記
』

は
天
正
年
間
の
こ
と
と
し
て
、「
白
川
ニ
座
頭
有
テ
尼
公
物
語
ノ
浄
瑠
璃

ヲ
語
」
っ
た
と
い
う
。
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の
『
奥
羽
永
慶

軍
記
』
は
、
旧
記
や
古
老
の
見
聞
で
纏
め
ら
れ
て
い
て
、
記
述
内
容
を
鵜

呑
み
に
は
出
来
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
周
知
の
よ
う
に
、
語
り

物
と
し
て
の
浄
瑠
璃
は
十
五
世
紀
半
ば
で
そ
の
発
生
を
確
認
で
き
る
。
康

正
元
年
（
一
四
五
五
）
の
「
瑠
璃
光
山
安
西
寺
略
記
」
や
、
文
明
七
年

（
一
四
七
五
）
七
月
の
『
実
隆
公
記
』
紙
背
文
書
の
記
述
が
そ
れ
を
証
す
る
。

右
の
『
金
沢
安
部
軍
記
（
安
倍
合
戦
の
次
第
）』
も
、慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）

以
前
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
阿
部
幹
男
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
で
あ
れ
ば
、
浄
瑠
璃
の
東
北
へ
の
伝
播
時
期
を
、『
奥
羽
永
慶
軍
記
』

記
事
を
参
考
に
し
て
も
さ
し
て
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の

流
れ
で
考
え
る
と
、『
安
達
物
語
』
の
成
立
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
近

世
初
頭
、
あ
る
い
は
中
世
末
期
頃
ま
で
遡
る
可
能
性
も
生
ま
れ
て
く
る
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
安
達
物
語
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
成
立
が
浄
瑠
璃
と

し
て
は
か
な
り
早
い
の
か
、
そ
れ
と
も
「
古
装
さ
れ
た
物
語
」
と
呼
ん
だ

見
方
が
そ
れ
な
り
に
正
鵠
を
射
て
い
て
、
そ
れ
程
に
遡
れ
な
い
の
か
、
な

お
判
然
と
し
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
浄
瑠
璃
が
「
観
応
の
擾
乱
」
に
は
じ
ま
る
東
北
の
内



11

乱
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
、
し
か
も
、
他
の
中
世
来
の
語
り
物

と
も
交
流
の
跡
が
辿
れ
て
、
す
ぐ
れ
た
物
語
構
想
を
具
有
し
て
い
る
と
の

評
価
を
下
す
に
躊
躇
は
な
い
。
奧
浄
瑠
璃
と
し
て
は
際
だ
っ
た
語
り
物
で

あ
る
。

　
　
　
　
　

四

扨
、
遅
疑
逡
巡
し
た
言
い
回
し
で
終
始
し
て
き
た
が
、
本
稿
で
述
べ
た

と
こ
ろ
を
纏
め
れ
ば
、
ほ
ぼ
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

奧
浄
瑠
璃
の
特
徴
は
、
古
い
演
目
が
後
代
ま
で
保
持
さ
れ
、
奧
浄
瑠
璃

が
大
い
に
流
行
を
み
た
最
盛
期
に
も
中
央
の
新
作
を
取
り
込
ん
だ
形
跡
は

な
い
。
専
ら
古
い
時
代
の
作
品
を
語
り
広
め
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、『
安

達
物
語
』の
現
存
本
に
は「
安
政
五
年
三
月
」の
年
記
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、

転
写
本
で
も
あ
り
、
相
当
に
古
い
時
代
の
成
立
も
考
え
ら
れ
る
。
場
合
に

よ
っ
て
は
、
近
世
初
頭
か
ら
、
更
に
中
世
末
期
に
遡
る
と
い
う
推
測
す
ら

成
り
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
る
に
、
奧
浄
瑠
璃
の
場
合
、
厄
介
な
こ
と
は
、
在
地
伝
承
と
も
い

う
べ
き
縁
起
部
分
で
、
加
除
変
更
が
目
立
つ
点
で
あ
る
。
伝
襲
さ
れ
た
慣

用
的
な
語
り
口
調
で
、
こ
の
縁
起
譚
、
由
来
譚
が
多
彩
に
装
わ
れ
、
自
在

な
増
幅
を
し
ば
し
ば
見
せ
る
。
そ
れ
故
、
在
地
伝
承
と
関
わ
り
を
見
せ
る

奧
浄
瑠
璃
に
あ
っ
て
は
、
趣
向
や
語
り
口
調
か
ら
、
成
立
年
次
を
特
定
す

る
こ
と
が
難
し
い
。
語
り
口
調
に
時
代
的
特
徴
を
見
出
せ
て
も
、
そ
れ
が

そ
の
ま
ま
成
立
年
代
を
意
味
す
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
見
台
に

乗
せ
た
床
本
の
本
文
通
り
に
語
る
江
戸
や
上
方
の
太
夫
と
は
違
い
、
奧
浄

瑠
璃
の
語
り
手
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
脳
裏
に
浮
か
ぶ
ま
ま
自
在
に
本
文

を
増
幅
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
流
派
確
立
ま
で
は
そ
の
よ
う

に
い
え
る
。
し
か
も
そ
の
際
、
古
く
か
ら
の
語
り
に
練
達
し
た
こ
の
達
者

な
語
り
手
達
は
、
新
し
い
表
現
法
に
は
殆
ど
関
心
を
寄
せ
な
か
っ
た
。
専

ら
伝
統
的
な
表
現
法
で
加
除
変
更
を
施
し
、
し
か
も
そ
の
周
辺
に
は
、
自

分
た
ち
が
承
知
す
る
在
地
伝
承
を
盛
り
込
む
こ
と
に
熱
心
な
晴
眼
の
人
々

が
い
た
。
加
え
て
奧
浄
瑠
璃
本
は
写
本
で
伝
わ
る
。
仙
台
の
貸
本
屋
な
ど

の
専
門
業
者
や
、
達
筆
の
書
き
手
達
も
熱
心
に
六
段
本
を
写
し
て
い
る
が
、

い
わ
ゆ
る
漢
字
覚
え
の
手
習
い
テ
キ
ス
ト
と
し
て
も
随
分
多
く
の
写
本
が

生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
に
は
錯
誤
本
文
が
更
に
錯
誤
本
文
を

増
幅
さ
せ
、
諸
本
分
類
に
困
惑
を
覚
え
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
奧
浄
瑠

璃
本
は
そ
の
点
で
最
も
安
定
性
を
欠
く
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
奧
浄
瑠
璃
は
、

そ
の
意
味
で
は
、
本
稿
で
殆
ど
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
が
、
語
り
と

い
う
口
承
問
題
に
加
え
、
こ
の
書
承
問
題
も
絡
み
、
成
立
論
議
に
は
い
よ

い
よ
難
し
さ
が
付
き
ま
と
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
と
は
い
え
、
第
一
義
的
に
は
、
や
は
り
そ
の
語
り
口
調
の
時

代
性
を
ま
ず
は
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
最
後
に
そ
う
し
た
観
点
か

ら
『
安
達
物
語
』
の
特
徴
あ
る
表
現
例
を
二
、三
挙
げ
て
み
た
い
と
思
う
。

①�
打
子
盃
散
々
に
蹴
立　

相
野
障
子
を
蹴
離
し
て　

供
を
も
連
す
只
壱

騎　

信
夫
を
指
て
帰
り
て

　

�

彼
吉
信
か
振
舞　

遖
孝
成
侍
や
と
誉
ぬ
者
社
成
苅
り
け
り
（
三
段
末
・

十
九
オ
）
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②�

吉
信
を
は
自
ら
随
分
す
か
す
べ
し　

御
心
安
か
れ
と
薄
衣
ぬ
取
て

懸　

吉
信
館
へ
と

　

家
形
に
成
ば　

母
上
は
先
吉
信
に
打
向
（
二
十
オ
）

③�

母
上
は
な
の
め
な
ら
す
思
召　

然
は
か
い
を
留
め
べ
し
迚　

し
す
ま

し
た
り
と
思
し
召　

悦
ひ
屋
形
へ
帰
ら
る
ゝ

　

�

屋
形
に
な
れ
ば　

頼
信
へ
由
を
斯
と
宣
は　

頼
信
悦
儀
限
り
な
し

（
二
十
一
オ
）

こ
こ
に
挙
げ
た
本
文
例
は
特
殊
な
も
の
で
、『
安
達
物
語
』
に
一
般
的
な

も
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
脱
文
、
脱
字
で
こ
の
よ
う
な
本
文
に
な
っ
た

の
で
は
な
い
。
本
来
的
な
本
文
と
み
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の

も
、
実
は
そ
の
特
徴
が
寛
永
期
に
み
ら
れ
る
「
キ
リ
」
の
語
り
口
調
に
通

じ
る
か
ら
で
あ
る
。「
キ
リ
」
は
、浄
瑠
璃
正
本
と
し
て
は
最
も
古
い
寛
永
・

正
保
期
の
も
の
に
し
か
み
ら
れ
な
い
節
章
で
、
間
も
な
く
周
知
の
「
三
重
」

に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
、
今
日
に
ま
で
至
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、「
キ
リ
」

は
時
代
特
定
が
最
も
し
や
す
い
節
章
と
い
え
る
。

次
の
事
例
は
、
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
正
月
の
天
下
一
若
狭
守
藤

原
吉
次
、
即
ち
山
城
左
内
正
本
『
い
け
と
り
夜
う
ち
』
の
も
の
で
あ
る
が
、

「
キ
リ
」
に
関
わ
る
本
文
特
徴
が
見
て
と
れ
る
。

ａ
は
や
本
国
さ
し
て
そ
キ
リ
国
に
も
な
れ
は

ｂ�

と
も
人
あ
ま
た
引
く
し
て
や
ま
と
の
国
へ
と
キ
リ
や
ま
と
の
国
に
聞
え

た
る
吉
野
の
郡
に
ま
し
ま
す
か
、
物
の
ふ
を
召
れ
、
つ
る
王
丸
を
め

せ
と
有
、
承
つ
て
キ
リ
と
も
さ
た
は
、
つ
る
王
殿
に
ち
か
付

ｃ
う
へ
の
か
わ
ら
へ
キ
リ
上
の
か
わ
ら
に
付
け
れ
は

こ
の
『
安
達
物
語
』
と
『
い
け
と
り
夜
う
ち
』
の
二
群
を
対
比
す
る
と
、『
安

達
物
語
』
の
①
例
の
「
帰
り
て
」
は
、『
い
け
と
り
夜
う
ち
』
ｂ
「
承
つ
て
」

と
同
じ
語
り
方
で
あ
る
。「
キ
リ
」
を
伴
う
こ
と
で
、「
て
」
の
接
続
性
を

幾
分
残
し
て
、
終
止
感
を
滲
ま
せ
た
語
り
方
で
あ
る
。
②
③
の
表
現
法
は
、

「
ど
こ
ど
こ
へ
」
と
語
っ
た
あ
と
、
も
う
一
度
、
そ
の
場
所
名
を
発
語
的

に
繰
り
返
し
て
場
面
描
写
に
入
る
も
の
で
、
ａ
ｂ
ｃ
全
て
に
同
様
の
表
現

法
が
見
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
何
れ
も
が
「
キ
リ
」
に
関
わ
っ
て
い
る
。

そ
れ
故
、
①
②
③
は
錯
誤
本
文
で
は
な
く
、「
キ
リ
」
の
語
り
口
調
を
よ

く
反
映
し
た
も
の
と
推
断
さ
れ
る
。
む
ろ
ん
「
キ
リ
」
は
場
面
転
換
や
人

形
の
登
退
場
な
ど
、操
り
演
出
に
も
関
わ
る
節
章
で
あ
る
が
、『
安
達
物
語
』

が
中
央
の
操
り
舞
台
に
か
か
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に

「
キ
リ
」
の
語
り
口
が
想
定
で
き
る
こ
と
で
、
こ
の
作
品
が
寛
永
・
正
保

頃
の
成
立
と
い
う
可
能
性
が
濃
く
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
他
、

「
去
程
に　

安
達
殿
も
鰐
の
口
と
く
し
や
の
口
を
遁
れ
宛　

家
形
に
帰
ら

れ
給
い
宛　

是
は
扨
置
信
夫
の
里
へ
残
り
た
る
七
十
五
人
人
々
わ
」（
三
十

オ
）
な
ど
も
古
い
語
り
口
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
、
こ
う
し
た
用
法
も
散

見
さ
れ
る
。
し
か
し
、
繰
り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
、
奧
浄
瑠
璃
の
語
り
手

達
は
実
に
達
者
な
語
り
を
誇
っ
た
。
古
い
語
り
口
調
を
後
代
ま
で
よ
く
保

持
し
た
。
そ
の
伝
襲
的
な
語
り
口
調
で
、
東
北
在
地
の
古
い
軍
記
を
彩
な

し
た
と
も
い
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。『
安
達
物
語
』
が
例
示

し
た
よ
う
な
語
り
口
調
で
全
編
終
始
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
寛

永
・
正
保
あ
た
り
ま
で
の
語
り
物
と
ほ
ぼ
言
い
切
っ
て
よ
い
か
と
も
思
う

が
、
全
体
の
語
り
口
調
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
そ
の
あ



13

た
り
の
見
極
め
が
な
か
な
か
難
し
く
、
私
自
身
、
な
お
迷
い
の
中
に
あ
る

と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
奧
浄
瑠
璃
の
成
立
年
代
考
証
は
こ

の
芸
能
が
滅
ん
だ
今
と
な
っ
て
は
、
当
然
、
奧
浄
瑠
璃
本
に
拠
ら
ね
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
テ
キ
ス
ト
の
書
写
年
代
か
ら
作
品
の
成
立
年
代
の
特

定
は
難
し
く
、
し
か
も
語
り
口
調
も
時
代
性
を
反
映
す
る
か
に
み
え
て
、

実
の
と
こ
ろ
、
そ
の
抽
出
は
困
難
を
伴
う
。
こ
の
書
承
口
承
の
絡
み
を
ど

う
考
え
る
の
が
よ
い
の
か
、
奧
浄
瑠
璃
研
究
に
立
ち
は
だ
か
る
大
き
な
課

題
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
1
）�

阪
口
弘
之
編
『
奧
浄
瑠
璃
集　

翻
刻
と
解
題
』　

一
九
九
四　

和
泉

書
院
は
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
奧
浄
瑠
璃
二
十
六
点
に
解
題
を

添
え
て
、
翻
刻
紹
介
す
る
。

（
2
）�

市
古
夏
生
氏
「
北
可
継
日
記
」『
近
世
初
期
文
学
と
出
版
文
化
』　

一
九
九
八　

若
草
書
房

（
3
）�

阿
部
幹
男
氏
「
南
部
・
伊
達
両
藩
の
古
浄
瑠
璃
―
古
浄
瑠
璃
「
熊

谷
先
陣
問
答
」
定
着
の
軌
跡
―
」『
岩
手
県
立
一
関
第
一
高
等
学
校

研
究
紀
要
』
第
八
号　

一
九
九
九

（
4
）�

前
掲
阿
部
幹
男
氏
に
諸
論
考
が
備
わ
る
の
を
は
じ
め
、
武
井
協
三
・

和
田
修
・
鈴
木
博
子
・
加
納
克
己
氏
や
阪
口
弘
之
に
言
及
が
あ
る
。

（
5
）�

代
表
的
論
考
に
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

�

・�

福
田
晃
氏
「
も
ろ
か
ど
物
語
と
そ
の
伝
承
」『
軍
記
と
語
り
物
』

第
二
号　

一
九
六
四

�

・�

室
木
弥
太
郎
氏
『
語
り
物
（
舞
・
説
経
・
古
浄
瑠
璃
）
の
研
究
』　

一
九
七
〇　

風
間
書
房

�

・�

松
本
孝
三
氏
「
奧
浄
瑠
璃｢

迫
合
戦
記｣

の
諸
本
―
―
分
類
と

詞
章
の
検
討
を
通
し
て
―
―
」『
立
命
館
文
学
』
第
五
〇
五
号　

一
九
八
八　

（
6
）�「
を
ぐ
り
」
の
場
合
、
美
濃
墨
俣
の
正
八
幡
・
結
ぶ
の
神
（
絵
巻
）、

都
北
野
の
愛
染
明
王
・
結
ぶ
の
神
（
奈
良
絵
本
）、
常
陸
鳥
羽
田
の

正
八
幡
・
結
ぶ
の
神（
佐
渡
七
太
夫
豊
孝
正
本
）な
ど
、本
地
部
分
で
、

語
り
の
場
を
示
す
よ
う
に
、
諸
本
間
に
異
同
が
み
ら
れ
る
。

（
7
）�

阪
口
弘
之
「
街
道
の
浄
瑠
璃
―
―
左
内
と
宮
内
―
―
」『
人
文
研
究
』

第
二
十
九
巻
第
一
分
冊　

一
九
九
七

（
8
）�

志
立
正
知
氏
『〈
歴
史
〉
を
作
っ
た
秋
田
藩
』　

二
〇
〇
九　

笠
間

書
院

（
9
）�

横
山
重
・
室
木
弥
太
郎
・
阪
口
弘
之
『
古
浄
瑠
璃
正
本
集
』
第
九　

一
九
八
一　

角
川
書
店
、
及
び
注
（
1
）
前
掲
書
。

�

（
さ
か
ぐ
ち
・
ひ
ろ
ゆ
き
／
神
戸
女
子
大
学
古
典
芸
能
研
究
セ
ン
タ
ー
）
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『
安
達
物
語
』
梗
概

初
段

▼
こ
こ
に
語
る
と
こ
ろ
は
、
奥
州
陸
奥
の
八
ヶ
所
明
神
並
び
に
安
達
太
郎
明

神
の
由
来
を
尋
ね
た
物
語
で
あ
る
。

▼
冷
泉
院
の
御
代
、二
条
右
大
臣
清
光
に
類
い
稀
な
御
子
、二
条
三
郎
が
あ
り
、

桑
原
左
近
重
成
ら
に
傅
か
れ
て
い
た
。
三
郎
は
嫁
選
び
の
折
、
姫
達
に
難
癖

を
つ
け
て
帝
の
怒
り
に
触
れ
、
奥
州
に
流
さ
れ
る
。
道
行
。
大
臣
親
子
は
奥

州
求
女
が
城
に
着
く
。

二
段
目

▼
求
女
の
大
将
鹿
子
の
庄
司
を
は
じ
め
、
東
西
安
達
の
人
々
は
二
人
を
厚
く

も
て
な
し
、
若
君
は
安
達
三
郎
と
名
を
改
め
る
。

▼
信
夫
の
里
の
佐
藤
判
官
頼
信
は
四
人
の
子
を
持
ち
、
末
娘
は
照
日
の
前
と

い
う
美
女
で
あ
っ
た
。
安
達
は
照
日
に
見
ぬ
恋
を
し
、
万
死
の
床
に
臥
す
。

桑
原
は
商
人
姿
と
な
り
、
姫
に
安
達
の
文
を
届
け
る
。
姫
の
返
事
の
素
晴
ら

し
さ
に
、
安
達
は
い
よ
い
よ
思
い
に
沈
む
が
、
そ
れ
を
聞
き
、
清
光
が
縁
組

を
申
し
出
る
。
姫
は
田
地
ヶ
岡
の
二
条
（
安
達
）
の
館
へ
迎
え
ら
れ
、
比
翼

連
理
の
契
り
を
重
ね
た
。

三
段
目

▼
若
君
玉
王
丸
が
誕
生
し
て
、
は
や
三
才
に
成
長
し
た
。

▼
帝
は
五
条
高
持
を
出
羽
奥
州
の
国
司
に
任
じ
、
高
持
は
高
の
鵁
城
に
入
る
。

諸
大
名
に
も
て
な
さ
れ
た
国
司
は
妻
を
求
め
る
。
頼
信
の
弟
矢
野
目
太
夫
が

照
日
の
美
し
さ
を
国
司
に
告
げ
る
と
、
国
司
は
頼
信
と
子
供
兄
弟
を
召
し
、

所
領
を
与
え
、
姫
の
婿
に
す
る
よ
う
求
め
る
。
頼
信
は
喜
ぶ
が
、
嫡
男
権
太

郎
吉
信
は
座
を
蹴
っ
て
立
つ
。

四
段
目

▼
頼
信
の
御
台
は
、
国
司
の
仰
せ
に
背
く
な
ら
ば
自
害
す
る
と
吉
信
を
脅
し

て
承
伏
さ
せ
る
。
喜
ん
だ
頼
信
は
た
だ
ち
に
笹
屋
の
四
郎
光
成
を
使
わ
し
、

田
地
ヶ
岡
か
ら
姫
を
呼
び
戻
す
。
偽
ら
れ
て
連
れ
戻
さ
れ
た
と
知
っ
た
姫
は

玉
王
丸
に
か
き
口
説
く
。

▼
館
に
戻
っ
た
安
達
は
、
頼
信
の
違
例
と
聞
き
、
信
夫
の
里
へ
馳
せ
参
じ
る
。

頼
信
は
酒
宴
の
席
で
安
達
を
討
と
う
と
企
む
が
、
吉
信
が
そ
の
企
み
を
安
達

に
知
ら
せ
る
。
安
達
は
姫
が
ど
う
し
て
知
ら
せ
な
か
っ
た
の
か
と
恨
む
が
、

姫
は
事
情
を
知
ら
な
い
。

▼
夫
を
案
じ
る
姫
は
、
思
い
の
程
を
記
し
た
文
を
玉
王
丸
に
託
す
が
、
玉
王

丸
は
文
を
落
す
。
文
は
頼
信
の
手
に
渡
っ
て
、
姫
親
子
は
幽
閉
さ
れ
る
。

五
段
目

▼
頼
信
勢
に
襲
わ
れ
た
安
達
は
、
吉
信
の
助
力
で
危
機
を
脱
し
、
田
地
ヶ
岡

に
戻
る
。
敵
中
を
切
り
抜
け
た
桑
原
も
、
童
子
の
告
げ
を
受
け
て
帰
館
し
、

主
従
喜
び
の
対
面
を
果
た
す
。

▼
姫
は
高
の
鵁
城
へ
輿
入
れ
す
る
が
、
密
か
に
乳
母
の
十
五
夜
を
召
し
、
安

達
の
元
へ
戻
る
手
立
て
を
探
る
。
乳
母
は
、
姫
が
婚
儀
の
喜
び
に
松
島
へ
の

百
日
参
籠
を
願
い
出
て
い
る
と
謀
り
、
許
さ
れ
る
。
姫
は
、
二
人
の
乳
母
と

小
姓
源
太
道
広
を
供
に
松
島
へ
向
か
う
。

▼
安
達
は
討
ち
死
に
を
覚
悟
で
、
高
の
鵁
城
へ
押
し
寄
せ
る
。
国
司
は
三
万

余
騎
で
迎
え
う
ち
、
両
軍
の
戦
。
桑
原
の
活
躍
。
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六
段
目

▼
安
達
は
主
従
三
騎
と
な
る
。
見
次
井
は
安
達
の
自
害
を
諌
め
て
落
す
と
、

安
達
に
成
り
代
わ
り
自
害
す
る
。
桑
原
も
最
期
の
戦
を
挑
み
自
害
す
る
。
国

司
は
人
々
の
首
を
晒
す
が
、
見
次
井
の
首
を
安
達
と
誤
る
。

▼
安
達
討
死
の
噂
が
姫
の
元
に
聞
え
る
と
、
姫
は
自
害
を
望
む
が
、
十
五
夜

が
諌
め
、
密
か
に
実
否
を
確
か
め
る
。
十
五
夜
は
安
達
の
首
が
、
見
次
井
の

そ
れ
と
気
づ
き
、
桑
原
の
首
と
共
に
盗
み
出
す
。

▼
頼
信
は
玉
王
丸
が
自
分
を
敵
と
狙
う
の
を
恐
れ
、
笹
屋
に
拍
子
の
水
池
に

沈
め
る
よ
う
命
じ
る
。
乳
母
の
花
の
舞
は
、玉
王
丸
の
果
報
の
拙
さ
を
口
説
く
。

花
の
舞
（
前
）
は
玉
王
丸
を
助
け
る
べ
く
笹
屋
の
同
意
の
も
と
に
討
た
れ
る
。

七
段
目

▼
玉
王
丸
を
殺
し
た
と
頼
信
を
偽
っ
た
笹
屋
が
池
に
戻
る
と
、
金
色
の
鷲
が

玉
王
丸
を
連
れ
去
る
。

▼
松
島
で
は
、
約
束
の
百
日
も
近
づ
き
悲
し
む
姫
に
、
十
五
夜
は
塩
釜
六
社

大
明
神
を
祈
る
よ
う
教
え
る
。
十
五
夜
は
、
再
び
国
司
を
訪
れ
、
姫
が
安
達

の
死
を
喜
び
更
に
塩
釜
へ
の
参
詣
を
願
い
出
て
い
る
と
偽
り
、
許
さ
れ
る
。

▼
姫
の
夢
に
老
翁
が
現
れ
、
今
宵
の
う
ち
に
姿
を
変
え
て
落
ち
る
よ
う
告
げ

る
。
姫
は
小
姓
源
太
を
頼
み
、
乳
母
と
共
に
稚
児
姿
に
変
装
し
て
、
番
所
を

忍
び
出
る
。
姫
達
は
小
袖
に
辞
世
の
歌
を
書
き
付
け
、波
打
ち
際
に
捨
て
る
と
、

追
手
は
自
害
し
た
と
思
い
、
国
司
に
告
げ
る
。

▼
姫
達
は
鬼
面
山
ら
を
眺
め
な
が
ら
、
険
し
い
山
道
を
辿
り
、
田
地
ヶ
岡
を

目
指
す
。
途
中
、
山
中
の
「
畳
石
」
に
一
夜
を
過
ご
す
奇
瑞
も
。

▼
田
地
ヶ
岡
に
着
く
と
安
達
の
姿
は
な
く
、
姫
達
は
行
方
を
探
し
に
出
る
。

料
足
に
事
欠
く
と
、源
太
は
袖
乞
を
し
て
姫
を
養
う
。
姫
の
元
に
老
尼
が
現
れ
、

自
ら
は
筑
紫
豊
後
国
せ
ん
角
長
者
の
娘
だ
っ
た
が
、
狗
賓
に
と
ら
れ
、
神
通

力
を
得
た
と
述
べ
、
安
達
が
信
濃
の
諏
訪
兵
衛
の
も
と
に
い
る
こ
と
、
更
に

玉
王
丸
も
自
ら
が
鷲
と
な
っ
て
さ
ら
い
、
育
て
て
き
た
こ
と
を
語
り
、
姫
達

に
戻
す
。
人
々
は
喜
び
、
信
濃
へ
向
う
。

八
段
目

▼
源
太
は
諏
訪
の
館
に
入
り
、
安
達
に
再
会
。
諏
訪
は
姫
達
を
館
に
迎
え
て
、

自
ら
は
都
に
上
り
、
帝
に
国
司
の
横
暴
や
安
達
の
有
様
を
奏
聞
す
る
。
逆
怒

し
た
帝
は
安
達
に
兵
を
与
え
、
国
司
討
伐
に
向
わ
せ
る
。
噂
を
聞
い
た
国
司

勢
は
次
々
と
落
ち
る
。

▼
高
の
鵁
城
の
合
戦
。
源
太
の
活
躍
。
源
太
は
国
司
を
生
捕
り
、
安
達
ら
は

城
を
焼
き
、
都
へ
上
る
。

▼
国
司
の
首
を
討
ち
、
出
羽
奥
州
の
国
司
と
な
っ
た
安
達
は
、
諏
訪
の
館
の

姫
達
と
共
に
奥
州
へ
向
う
。

▼
高
の
鵁
城
に
入
っ
た
安
達
は
、
前
国
司
の
荒
ら
し
た
土
で
あ
る
と
し
、「
七

尺
取
て
谷
に
捨
、
谷
の
清
水
結
ひ
揚
け
、
七
度
清
め
て
家
形
を
立
」
て
入
る
。

安
達
は
頼
信
を
姫
に
免
じ
て
蟄
居
さ
せ
、
吉
信
に
は
勝
田
柴
田
を
安
堵
す
る
。

▼
矢
野
目
太
夫
を
河
原
で
穴
に
埋
め
、
高
札
を
立
て
て
人
々
に
首
を
引
か
せ

る
。
見
次
井
や
花
の
前
を
は
じ
め
、
討
死
の
人
々
を
弔
い
、
安
達
は
再
び
富

貴
の
家
と
栄
え
る
。

▼
二
十
年
の
後
、
安
達
夫
婦
・
吉
信
・
二
人
の
乳
母
・
源
太
ら
八
人
の
人
々
は
、

塩
釜
明
神
の
浦
八
ケ
所
大
明
神
に
祀
ら
れ
、
こ
こ
に
塩
釜
六
社
は
塩
釜
十
四

社
と
な
る
。

▼
玉
王
丸
も
十
五
才
で
元
服
し
て
安
達
太
郎
を
名
乗
り
、
田
地
ケ
岡
に
入
城
。

栄
花
を
誇
っ
て
大
往
生
の
後
、
安
達
太
郎
大
明
神
と
顕
れ
た
。
討
死
の
桑
原

ら
五
十
四
人
も
、
安
達
太
郎
に
五
十
四
ヶ
所
大
明
神
と
顕
れ
る
。


