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一　

は
じ
め
に

　

落
語
の
現
行
演
目
は
三
百
席
か
ら
四
百
席
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
寄
席
や
落
語
会
な
ど
で
口
演
頻
度
の
高
い
演
目
を
カ
ウ
ン
ト

し
た
も
の
で
あ
り
、
口
演
頻
度
の
低
い
噺
や
復
活
も
の
、
新
作
落
語
な
ど
を
数
に
含

め
れ
ば
、
そ
の
総
数
に
は
数
倍
に
な
ろ
う
。（『
増
補　

落
語
事
典
』
に
は
千
二
百
六

十
編
の
落
語
概
要
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
）。

　

寄
席
な
ど
で
も
よ
く
耳
に
す
る
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
演
目
の
ひ
と
つ
に
「
宮
戸
川
」
が

あ
る
。
別
名
を
「
お
花
半
七
」
と
も
言
う
。（
ス
ト
ー
リ
ー
は
後
述
す
る
）。

　

こ
の
落
語
に
は
不
可
解
な
点
が
あ
る
。

　

何
が
不
可
解
か
。

　

ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
噺
の
前
半
と
後
半
の
内
容
（
ス
ト
ー
リ
ー
・
描
写
）
に
相

違
が
あ
り
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
作
品
の
前
半
と
後
半
で
、
印
象
が
あ
ま
り
に
も
違
う

た
め
、
ま
る
で
一
席
も
の
の
噺
で
は
な
く
、
別
々
の
作
品
を
、
何
ら
か
の
理
由
で
結

合
さ
せ
た
よ
う
な
不
自
然
さ
を
聴
く
者
に
与
え
て
し
ま
う
。

　

同
じ
思
い
を
落
語
家
も
抱
い
て
い
る
と
見
え
て
、
現
在
の
寄
席
や
落
語
会
で
、
こ

の
落
語
が
本
来
の
オ
チ
ま
で
演
じ
ら
れ
る
こ
と
は
滅
多
に
な
く
、
噺
を
完
結
さ
せ
な

い
ま
ま
に
途
中
で
打
ち
切
る
の
が
「
標
準
型
」
に
な
っ
て
い
る
。
現
在
、
寄
席
や
落

語
会
で
通
常
口
演
さ
れ
て
い
る
の
は
「
宮
戸
川
」
の
前
半
だ
け
を
一
席
に
仕
立
て
た

も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
こ
の
噺
が
な
ぜ
「
宮
戸
川
」
と
呼
ば
れ
る
か
も
大
多

数
の
観
客
に
は
わ
か
ら
な
い
。（
噺
の
後
半
が
宮
戸
川
す
な
わ
ち
隅
田
川
を
舞
台
に

し
て
い
る
が
故
の
演
目
名
で
あ
る
。「
お
花
半
七
」
あ
る
い
は
「
お
花
半
七
馴
れ
初

め
」
と
い
う
別
名
は
前
半
だ
け
を
口
演
し
た
場
合
に
用
い
ら
れ
る
）。

　

落
語
は
も
と
よ
り
、
古
典
劇
の
「
悲
劇
」
の
よ
う
に
、
登
場
人
物
た
ち
が
必
然
と

し
て
の
破
局
を
迎
え
る
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
「
悲
劇
」
の
よ

う
に
厳
密
な
プ
ロ
ッ
ト
が
存
在
し
な
い
の
で
、
落
語
の
う
ち
に
展
開
さ
れ
る
エ
ピ
ソ

ー
ド
は
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
向
け
て
収
斂
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
（
殆
ど
の
場

合
）
無
い
。
噺
は
つ
ね
に
「
オ
チ
」
に
よ
っ
て
唐
突
に
打
ち
切
ら
れ
る
。「
オ
チ
」

は
あ
る
種
の
は
ぐ
ら
か
し
で
あ
り
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
は
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
落
語
は
そ
こ
ま
で
進
展
し
て
き
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
意
図
的
に
墜
落
さ
せ
て

―

ま
さ
に
オ
チ
だ―

終
わ
る
も
の
で
あ
る
。

　

劇
的
な
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
欠
い
た
芸
能
の
特
徴
と
し
て
、
落
語
に
お
け
る
結
末

は
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
途
中
で
噺
を
終
え
て
も
構
成
上
の
不

都
合
が
そ
ん
な
に
は
生
じ
な
い
。
事
実
、
落
語
に
は
、
本
来
の
オ
チ
ま
で
語
ら
れ
な

い
ま
ま
に
途
中
で
打
ち
切
ら
れ
て
し
ま
う
噺
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。「
悲
劇
」

が
そ
の
結
末
を
欠
い
た
形
で
の
上
演
を
許
さ
な
い―

た
と
え
ば
人
形
浄
瑠
璃
の
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「
寺
子
屋
」
や
「
熊
谷
陣
屋
」、
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
「
六
段
目
」
の
〈
前
半
だ
け
〉
を

上
演
す
る
の
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
ろ
う―

の
と
対
称
的
に
、
落
語
（
の
多
く
の
演

目
）
は
ど
こ
で
終
わ
っ
て
も
構
わ
な
い
の
で
あ
る
。

　

現
行
演
目
を
例
に
と
っ
て
み
れ
ば
、「
ら
く
だ
」
は
本
来
、
火
葬
場
で
の
場
面
で

終
わ
る
べ
き
も
の
だ
が
、
現
在
は
屑
屋
が
く
だ
を
巻
い
た
場
面
で
終
わ
ら
せ
る
落
語

家
が
多
い
。
あ
る
い
は
「
代
り
目
」
も
、
噺
の
後
半
を
オ
ミ
ッ
ト
し
、
主
人
公
が
女

房
へ
の
の
ろ
け
を
言
う
く
だ
り
で
終
わ
り
に
し
て
し
ま
う
型
が
現
在
で
は
む
し
ろ
主

流
に
な
っ
て
い
る
。「
野
ざ
ら
し
」
も
同
様
で
、
後
半
の
野
だ
い
こ
（
幇
間
）
が
出

て
く
る
く
だ
り
ま
で
演
じ
ら
れ
る
ケ
ー
ス
は
む
し
ろ
少
な
く
、
主
人
公
が
向
島
へ
釣

り
に
行
く
場
面
で
打
ち
切
る
演
出
が
一
般
的
だ
。
こ
の
ほ
か
に
も
「
品
川
心
中
」

「
持
参
金
」「
初
天
神
」
な
ど
本
来
の
オ
チ
ま
で
行
か
ず
に
、
噺
を
切
り
上
げ
る
型
が

定
着
し
て
い
る
ケ
ー
ス
は
多
い
。

　

五
代
目
・
古
今
亭
志
ん
生
は
「
落
語
は
お
客
が
わ
っ
と
笑
っ
た
と
こ
ろ
で
降
り
て

く
れ
ば
い
い
」
と
公
言
し
、「
代
り
目
」
な
ど
で
そ
れ
を
実
践
し
て
い
た
。

　

噺
の
型
が
右
の
よ
う
に
改
変
さ
れ
る
理
由
は
大
別
し
て
二
つ
あ
る
。

　

ひ
と
つ
は
「
口
演
時
間
」
の
問
題
で
あ
る
。

　
「
ら
く
だ
」
を
例
に
あ
げ
る
の
が
一
番
わ
か
り
や
す
い
が
、
オ
チ
ま
で
を
演
じ
る

と
口
演
時
間
が
長
く
な
り
す
ぎ
る
た
め
、
後
半
を
オ
ミ
ッ
ト
す
る
と
い
う
単
純
な
理

由
で
あ
る
。「
ら
く
だ
」
を
完
演
す
る
と
（
演
出
に
も
よ
る
が
）
四
十
分
か
ら
一
時

間
ほ
ど
も
か
か
る
。
長
い
噺
は
途
中
の
場
面
を
割
愛
す
る
、
あ
る
い
は
手
短
に
演
じ

る
と
い
う
方
法
も
あ
る
の
だ
が
、「
ら
く
だ
」
に
関
し
て
は
中
盤
に
主
人
公
が
次
第

に
酒
に
酔
っ
て
い
く
見
せ
場
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
は
省
略
し
に
く
い
。（
こ
こ
を
無

理
に
短
く
す
る
と
主
人
公
が
急
に
酔
っ
た
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
）。
従
っ
て
「
ら

く
だ
」
と
い
う
演
目
は
、
同
じ
落
語
家
が
、
独
演
会
な
ど
で
は
オ
チ
ま
で
演
じ
、
時

間
制
限
の
あ
る
高
座
や
放
送
収
録
で
は
途
中
ま
で
で
終
わ
ら
せ
る
と
い
う
「
演
じ
わ

け
」
を
し
て
い
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
「
後
半
が
つ
ま
ら
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
「
野
ざ
ら
し
」
を
例
に
あ
げ
よ
う
。「
野
ざ
ら
し
」
の
後
半
に
は
、
向
島

を
う
ろ
つ
い
て
い
た
野
だ
い
こ
が
登
場
。
夜
半
、
主
人
公
の
家
に
押
し
か
け
て
く
る

と
い
う
展
開
に
な
る
。
本
来
は
つ
ま
ら
な
い
ス
ト
ー
リ
ー
で
は
な
い
の
だ
が
、
野
だ

い
こ
と
い
う
職
業
が
現
在
で
は
分
か
り
に
く
く
、
観
客
は
見
ず
知
ら
ず
の
芸
人
が
約

束
も
な
し
に
家
に
や
っ
て
く
る
と
い
う
展
開
が
了
解
し
に
く
い
。
ま
た
オ
チ
も
「
私

は
た
い
こ
（
幇
間
）
で
す
」「
あ
あ
、
さ
っ
き
供
養
し
た
の
は
馬
の
骨
だ
っ
た
か
」

と
い
う
も
の
で
、「
太
鼓
」
が
馬
の
皮
か
ら
出
来
て
い
る
こ
と
と
、「
幇
間
（
た
い

こ
）」
と
い
う
音
を
掛
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
わ
か
り
に
く
い
。
従
っ
て
苦
労
し
て

後
半
ま
で
や
っ
て
も
笑
い
が
と
れ
ず
、
落
語
家
か
ら
し
て
み
れ
ば
〈
損
を
す
る
〉
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
現
在
で
は
前
半
だ
け
を
独
立
さ
せ

た
「
野
ざ
ら
し
」
が
事
実
上
の
標
準
型
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
宮
戸
川
」
に
話
を
戻
そ
う
。

　
「
宮
戸
川
」
の
後
半
部
分
が
口
演
さ
れ
な
く
な
っ
た
理
由
は
お
そ
ら
く
二
番
目
の

ほ
う
で
あ
る
。「
宮
戸
川
」
は
全
編
を
通
し
て
も
四
十
分
か
ら
五
十
分
も
あ
れ
ば
口

演
出
来
る
ボ
リ
ュ
ー
ム
で
あ
り
（
オ
チ
ま
で
を
含
め
る
か
た
ち
で
Ｄ
Ｖ
Ｄ
化
さ
れ
て

い
る
五
街
道
雲
助
の
口
演
は
四
十
七
分
）、「
ら
く
だ
」
や
「
居
残
り
佐
平
次
」「
唐

茄
子
屋
政
談
」「
お
直
し
」
な
ど
、
一
席
も
の
の
大
ネ
タ
と
同
じ
く
ら
い
の
長
さ
で

あ
る
。
従
っ
て
、
単
に
長
さ
と
い
う
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
落
語
会
や
独
演
会
で
は
口

演
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。

　

問
題
は
内
容
の
ほ
う
だ
。「
宮
戸
川
」
の
後
半
は
〈
わ
か
り
に
く
く
〉
は
な
い
。

理
解
し
が
た
い
特
殊
な
風
習
や
語
句
が
出
て
く
る
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
先
述



57

「
落
語
『
宮
戸
川
』
の
後
半
に
か
く
さ
れ
た
趣
向
に
つ
い
て
」　　
　

松
本
尚
久

し
た
よ
う
に
、
後
半
が
前
半
と
ま
る
で
違
っ
た
内
容
を
内
包
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

ま
ず
実
演
者
で
あ
る
落
語
家
が
演
じ
に
く
く
な
り
、
ま
た
観
客
も
こ
の
噺
を
ど
う
受

容
し
て
い
い
の
か
、
迷
う
と
こ
ろ
が
大
き
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。（
お
そ
ら
く
は
昔
の
落
語
家
お
よ
び
観
客
は
後
半
部
を
よ
く
受
容
し
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。
理
由
は
あ
と
で
述
べ
る
）。

　

落
語
演
目
の
口
演
頻
度
を
調
べ
る
こ
と
は
難
し
い
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
が
歌
舞
伎

な
ら
劇
場
の
上
演
記
録
を
辿
っ
て
い
く
こ
と
で
特
定
の
演
目
の
上
演
頻
度
、
再
演
の

回
数
な
ど
を
調
査
で
き
る
が
、
落
語
の
場
合
、
寄
席
ご
と
に
集
計
さ
れ
た
演
目
口
演

デ
ー
タ
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
、（
近
年
、
読
売
新
聞
社
の
長
井
好
弘
氏
が
新

宿
末
廣
亭
の
ネ
タ
帳
を
年
度
ご
と
に
集
計
し
て
い
る
の
が
稀
有
な
例
）、
寄
席
以
外

の
落
語
会
の
口
演
デ
ー
タ
を
集
計
す
る
の
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
。

　

従
っ
て
「
宮
戸
川
」
の
後
半
部
分
が
「
時
代
と
と
も
に
あ
ま
り
口
演
さ
れ
な
く
な

っ
た
」
と
い
う
客
観
的
な
数
字
を
記
す
こ
と
は
出
来
な
い
の
だ
が
、
そ
の
か
わ
り
に

落
語
評
論
家
、
研
究
家
の
言
葉
を
引
用
し
た
い
。

　
「
後
半
は
お
も
し
ろ
く
な
い
の
で
、
い
ま
は
ほ
と
ん
ど
前
半
で
切
っ
て
い
る
」（『
増 

補　

落
語
事
典
』
東
大
落
語
会
編
）

　
「
現
在
こ
の
噺
を
サ
ゲ
ま
で
や
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。
お
花
半
七
が
二
階
で

結
ば
れ
て
い
く
と
こ
ろ
で
切
る
の
が
普
通
で
あ
る
。（
中
略
）
な
ぜ
後
半
を
演
ら
な

く
な
っ
た
か
は
、
筋
書
き
を
読
め
ば
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
う
。
若
い
男
女
が

結
ば
れ
て
様
子
を
さ
な
が
ら
一
枚
の
錦
絵
を
見
る
よ
う
に
演
出
で
き
る
前
半
に
比
べ
、

こ
の
噺
の
後
半
は
い
か
に
も
暗
い
。
サ
ゲ
も
お
も
し
ろ
く
な
い
。
そ
れ
に
通
し
て
や

る
と
長
く
な
る
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
、
い
つ
の
間
に
か
前
半
だ
け
の
噺
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」（『
落
語
大
百
科
5
』
川
戸
貞
吉
著
）

　
「
こ
の
後
半
は
面
白
く
な
い
の
で
、
ほ
と
ん
ど
が
志
ん
生
と
同
じ
よ
う
に
前
半
で

切
る
」（『
志
ん
生
全
席　

落
語
事
典
』
保
田
武
宏
著
）

　

異
口
同
音
に
、「
後
半
は
面
白
く
な
い
」
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

　

近
年
、
落
語
「
宮
戸
川
」
は
こ
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
て
き
た
。

　

し
か
し
、
私
は
こ
の
説
に
同
意
し
な
い
。

　

私
の
考
え
で
は
、
後
半
が
「
面
白
く
な
い
」
の
で
は
な
く
、
現
代
の
演
者
と
観
客

に
は
こ
の
噺
の
後
半
に
仕
掛
け
ら
れ
た
「
面
白
さ
」
が
読
み
解
け
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
前
半
部
分
だ
け
が
口
演
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
「
宮
戸
川
」
の
前
半
部
独
立
を
す
す
め
、
後
半
部
の
口
演
頻
度
を
低
め
た
理
由
は

な
に
か
。

　

そ
の
疑
問
に
関
す
る
推
論
を
述
べ
る
こ
と
が
こ
の
文
章
の
目
的
で
あ
る
。

二　

落
語
「
宮
戸
川
」
と
謡
曲
「
隅
田
川
」

　

落
語
「
宮
戸
川
」
の
あ
ら
す
じ
を
記
す
。（
落
語
に
は
固
定
化
さ
れ
た
定
本
が
存

在
し
な
い
が
、
こ
こ
で
は
『
増
補　

落
語
事
典
』
に
拠
り
、
筆
者
が
手
短
に
纏
め

た
）。

落
語
「
宮
古
川
」
あ
ら
す
じ

　

江
戸
、
小
網
町
の
質
屋
の
せ
が
れ
半
七
は
将
棋
で
帰
宅
が
遅
く
な
り
、
厳
格
な
父

親
か
ら
締
め
出
し
を
食
う
。

　

偶
然
、
と
な
り
の
船
宿
の
娘
、
お
花
も
帰
宅
が
遅
く
な
り
、
締
め
出
し
を
食
っ
て

い
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
路
上
で
顔
を
合
わ
せ
た
半
七
と
お
花
は
会
話
を
交
わ
す
。

　

霊
岸
島
に
住
ん
で
い
る
伯
父
の
と
こ
ろ
へ
泊
ま
り
に
行
く
と
い
う
半
七
に
、
お
花
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は
む
り
や
り
く
っ
つ
い
て
行
く
。

　

半
七
の
訪
問
を
受
け
た
伯
父
は
、
お
花
の
顔
を
見
る
と
、
半
七
が
恋
人
を
連
れ
て

き
た
と
早
合
点
し
、
二
人
を
自
宅
の
二
階
へ
上
げ
る
。
布
団
は
ひ
と
組
し
か
無
く
、

困
っ
た
半
七
は
布
団
の
真
ん
中
に
帯
で
境
を
つ
く
り
、
背
中
あ
わ
せ
に
寝
る
こ
と
に

す
る
。

　

し
か
し
、
若
い
男
女
が
ひ
と
組
の
布
団
に
寝
て
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
く
、

二
人
は
そ
の
晩
、
わ
り
な
い
仲
に
な
る
。 

（
以
上
前
半
）

　

翌
朝
。
他
人
で
は
な
く
な
っ
た
半
七
と
お
花
は
伯
父
に
頼
ん
で
骨
を
折
っ
て
も
ら

い
、
晴
れ
て
夫
婦
に
な
る
。

　

夏
の
こ
と
。
お
花
は
小
僧
を
連
れ
て
浅
草
観
音
へ
参
詣
に
出
か
け
る
。

　

そ
の
帰
り
、
夕
立
に
降
り
込
め
ら
れ
た
の
で
、
お
花
は
小
僧
に
傘
を
取
り
に
行
か

せ
、
自
分
は
雷
門
で
雨
宿
り
を
す
る
。
そ
こ
へ
落
雷
。
お
花
は
気
絶
す
る
。

　

そ
こ
へ
来
合
わ
せ
た
三
人
の
な
ら
ず
者
が
、
お
花
を
手
込
め
に
し
よ
う
と
さ
ら
っ

て
行
く
。
小
僧
は
雷
門
へ
戻
っ
て
く
る
が
お
花
の
姿
は
無
か
っ
た
。

　

い
な
く
な
っ
た
お
花
を
半
七
は
手
を
尽
く
し
て
さ
が
し
た
が
、
ど
う
し
て
も
行
方

が
知
れ
な
い
。
仕
方
な
く
、
出
た
日
を
命
日
と
し
、
野
辺
の
送
り
を
済
ま
せ
る
。

　

一
周
忌
の
日
。
寺
詣
り
を
し
て
の
帰
り
道
、
半
七
は
山
谷
堀
（
隅
田
川
の
支
流
）

か
ら
船
に
乗
り
、
両
国
へ
帰
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
船
の
船
頭
が
、
酒
を
飲
み
な
が

ら
、
昨
年
の
夏
、
雷
門
で
か
ど
わ
か
し
た
女
を
、
三
人
で
な
ぐ
さ
み
も
の
に
し
た
う

え
、
殺
し
て
宮
戸
川
へ
放
り
込
ん
だ
と
し
ゃ
べ
る
。
半
七
は
船
頭
が
お
花
殺
し
の
犯

人
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
き
、
船
頭
の
手
を
ね
じ
あ
げ
る
と
「
こ
れ
で
様
子
が
か
ら

り
と
知
れ
た
」
と
見
得
を
す
る
。（
以
下
、
芝
居
噺
に
な
り
、
七
五
調
の
台
詞
で
船

頭
達
を
問
い
詰
め
、
両
者
は
争
う
）。

　

と
こ
ろ
が
こ
れ
は
全
て
半
七
の
夢
で
あ
っ
た
。
小
僧
に
起
こ
さ
れ
て
目
を
覚
ま
す

と
、
女
房
の
お
花
は
そ
こ
に
い
る
。「
夢
は
小
僧
の
使
い
（
五
臓
の
疲
れ
）
だ
わ
い
」。

 

（
以
上
後
半
）

　

作
者
は
初
代
・
三
遊
亭
圓
生
（
明
和
五
年
頃
〜
天
保
九
年
・
一
八
三
八
年
没
）
と

伝
え
ら
れ
る
。
初
代
・
圓
生
は
芝
居
噺
の
創
始
者
と
言
わ
れ
、
こ
の
噺
も
当
時
は
大

道
具
入
り
の
芝
居
噺
で
あ
っ
た
と
言
う
。
た
だ
し
圓
生
が
ど
の
よ
う
に
口
演
し
て
い

た
か
の
細
か
い
記
録
は
無
い
。（
落
語
に
は
明
治
期
に
活
躍
し
た
三
遊
亭
圓
朝
以
前

の
速
記
は
無
く
、
ま
た
口
演
に
使
用
さ
れ
る
定
ま
っ
た
台
本
も
存
在
し
な
い
。
従
っ

て
、
圓
朝
以
前
の
口
演
内
容
を
詳
細
に
た
ど
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
出
来
な
い
）。

　

さ
て
、「
宮
戸
川
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
が
、
あ
ら
す
じ
だ
け
を
見
て
も
、
前

半
と
後
半
に
ト
ー
ン
の
相
違
が
あ
る
こ
と
が
了
解
で
き
よ
う
。
前
半
は
若
い
二
人
の

偶
然
に
導
か
れ
た
馴
れ
初
め
が
語
ら
れ
る
明
る
い
内
容
。
後
半
は
一
転
し
て
、
若
い

女
房
の
失
踪
事
件
が
描
か
れ
る
。
そ
し
て
一
周
忌
の
日
に
半
七
が
事
件
の
真
相
（
殺

人
と
死
体
遺
棄
）
を
、
犯
行
の
当
事
者
か
ら
聞
か
さ
れ
る
と
い
う
残
酷
な
展
開
に
な

る
。

　

そ
の
あ
と
で
、
す
べ
て
は
夢
で
あ
っ
た
と
い
う
オ
チ
が
付
き
、
女
房
が
か
ど
わ
か

さ
れ
た
こ
と
も
ろ
と
も
、
現
実
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
結
末
に
な
る
の
だ
が
、
そ
こ

に
至
ま
で
は
ひ
た
す
ら
シ
リ
ア
ス
な
場
面
ば
か
り
が
続
く
。（
ち
な
み
に
オ
チ
の
言

葉
は
「
夢
を
見
る
の
は
五
臓
（
内
臓
）
の
疲
れ
に
よ
る
も
の
だ
」
と
い
う
民
間
伝
承

と
「
小
僧
」
を
引
っ
か
け
た
を
洒
落
で
あ
る
）。

　
「
宮
戸
川
」
を
通
し
て
口
演
し
た
場
合
、
現
代
の
観
客
に
は
、
前
半
の
初
々
し
い

恋
の
く
だ
り
と
、
後
半
の
残
酷
な
展
開
へ
の
落
差
ば
か
り
が
目
に
付
き
、「
夢
で
あ

っ
た
」
と
い
う
オ
チ
を
も
っ
て
し
て
も
解
消
で
き
な
い
違
和
感
が
残
る
。
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「
落
語
『
宮
戸
川
』
の
後
半
に
か
く
さ
れ
た
趣
向
に
つ
い
て
」　　
　

松
本
尚
久

　

念
の
た
め
に
言
い
添
え
れ
ば
、
こ
れ
は
「
か
ど
わ
か
し
」
や
「
殺
し
」
と
い
っ
た

残
虐
な
内
容
が
落
語
の
観
客
に
と
っ
て
受
容
し
に
く
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
こ

の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
は
人
情
噺
や
怪
談
噺
、
あ
る
い
は
落
語
と
同
じ
く
一
人
語
り
の

話
芸
で
あ
る
講
談
に
は
多
く
扱
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
忌
避
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

繰
り
返
す
が
、
私
は
「
宮
戸
川
」
後
半
部
分
の
口
演
頻
度
が
低
い
理
由
を
、
先
述

し
た
「
ら
く
だ
」
の
よ
う
に
「
口
演
時
間
」
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
「
野
ざ

ら
し
」
の
よ
う
に
「
わ
か
り
に
く
い
」
か
ら
で
も
な
い
と
考
え
る
。

　
「
宮
戸
川
」
の
後
半
部
分
が
受
容
さ
れ
な
く
な
っ
た
理
由
は
、
前
半
の
甘
い
タ
ッ

チ
か
ら
後
半
の
残
酷
な
タ
ッ
チ
へ
転
換
す
る
「
根
拠
」―

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
構
成

を
と
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か―

が
観
客
に
理
解
し
に
く
く
な
っ
た
た
め
で
あ

ろ
う
と
思
う
。

　

で
は
、
後
半
へ
の
転
換
と
、
そ
の
内
容
を
維
持
す
る
「
根
拠
」
と
は
何
か
。

　

私
の
推
論
を
述
べ
る
。

　

落
語
「
宮
戸
川
」
の
後
半
部
分
は
お
そ
ら
く
謡
曲
「
隅
田
川
」
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し

て
構
想
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

現
代
の
観
客
か
ら
す
れ
ば
、
大
詰
め
の
七
五
調
以
下
の
部
分
だ
け
が
「
芝
居
仕
立

て
」
に
見
え
る
が
、
謡
曲
の
「
隅
田
川
」
を
知
る
も
の
に
と
っ
て
は
半
七
が
船
に
乗

っ
て
か
ら
以
降
の
展
開
が
す
べ
て
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
の
意
味
を
な
す
。
噺
に
出
て
く

る
残
酷
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
謡
曲
と
い
う
本
説
に
依
り
、
そ
の
た
め
に
、
噺
に
単
な
る

残
酷
さ
だ
け
で
は
な
い
奥
行
き
を
与
え
た
。
後
半
の
シ
リ
ア
ス
な
展
開
は
観
客
に
息

を
の
ま
せ
る
〈
悪
夢
〉
で
あ
る
と
同
時
に
、
ひ
と
つ
の
〈
遊
び
〉
で
も
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
こ
の
落
語
の
主
眼
は
む
し
ろ
後
半
に
あ
り
、「
宮
戸
川
」

と
い
う
ネ
ー
ミ
ン
グ
に
も
必
然
が
あ
っ
た
こ
と
が
了
解
で
き
る
。
本
説
で
あ
る
「
隅

田
川
」
と
噺
の
関
係
が
理
解
さ
れ
に
く
く
な
っ
た
と
き
、
こ
の
噺
の
後
半
は
廃
れ
始

め
た
と
私
は
推
察
し
て
い
る
。

　

謡
曲
の
「
隅
田
川
」
は
現
行
曲
二
百
数
十
作
の
な
か
で
も
特
に
知
ら
れ
た
作
品
で

あ
る
が
、
簡
単
に
概
要
を
記
す
。（『
能
狂
言
事
典
』
お
よ
び
『
日
本
古
典
文
学
全
集　

謡
曲
②
』
に
拠
り
、
筆
者
が
手
短
に
し
た
）。

謡
曲
「
隅
田
川
」
あ
ら
す
じ

　

武
蔵
と
下
総
の
国
堺
に
あ
る
隅
田
川
。
渡
し
守
（
船
頭
）
が
客
を
待
っ
て
い
る
と

ひ
と
り
の
女
が
や
っ
て
く
る
。
女
は
、
我
が
子
を
人
買
い
に
さ
ら
わ
れ
、
狂
乱
の
態

に
な
り
、
京
都
か
ら
は
る
ば
る
東
国
ま
で
や
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　

女
は
河
辺
の
鳥
を
見
て
渡
し
守
に
名
を
尋
ね
る
。
渡
し
守
は
そ
れ
が
都
鳥
だ
と
い

う
こ
と
を
教
え
、
女
は
業
平
東
下
り
の
故
事
を
思
い
出
す
。
女
は
業
平
の
東
下
り
と

我
が
身
を
引
き
比
べ
、
遠
い
旅
路
を
振
り
返
る
。

　

女
は
ほ
か
の
客
と
一
緒
に
船
に
乗
り
、
対
岸
に
渡
ろ
う
と
す
る
。

　

船
中
で
、
渡
し
守
は
哀
れ
な
話
を
語
る
。
昨
年
の
春
、
無
情
な
人
買
い
が
、
か
ど

わ
か
し
た
一
人
の
少
年
を
こ
こ
に
置
き
去
り
に
し
た
。
少
年
は
病
気
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
あ
た
り
の
住
民
に
名
を
尋
ね
ら
れ
た
少
年
は
都
北
白
河
、
吉
田
某
の
子
息
、

梅
若
丸
で
あ
る
と
名
乗
っ
た
。
ほ
ど
な
く
少
年
は
落
命
し
た
。

　

人
々
は
哀
れ
に
思
い
、
塚
（
墓
所
）
を
つ
く
っ
て
弔
い
を
す
る
。

　

少
年
が
落
命
し
た
の
は
三
月
十
五
日
で
あ
り
、
今
日
が
そ
の
命
日
で
あ
る
。

　

話
を
聞
い
た
女
は
涙
な
が
ら
に
、
自
分
こ
そ
梅
若
丸
の
母
で
あ
る
と
言
う
。

　

渡
し
守
は
女
に
同
情
し
、
対
岸
に
着
船
し
た
の
ち
塚
へ
案
内
す
る
。

　

塚
の
周
り
で
は
人
々
が
死
者
を
弔
い
、
念
仏
を
唱
え
て
い
る
。

　

女
は
墓
前
で
世
の
無
常
を
嘆
く
と
、
念
仏
に
ま
じ
っ
て
梅
若
丸
の
声
が
聞
こ
え
て

く
る
。
や
が
て
塚
の
う
ち
よ
り
梅
若
丸
が
現
れ
た
の
で
母
親
は
近
づ
こ
う
と
す
る
が
、
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そ
の
姿
は
消
え
て
し
ま
う
。
我
が
子
の
姿
は
幻
で
あ
っ
た
。

　

夜
が
明
け
る
と
、
女
の
前
に
あ
る
の
は
茫
々
と
し
た
塚
だ
け
で
あ
っ
た―

。

　

現
在
、
墨
田
区
の
梅
柳
山
木
母
寺
に
は
梅
若
塚
が
あ
り
、
ま
た
同
寺
に
伝
え
ら
れ

る
「
梅
若
権
現
縁
起
記
」
に
は
謡
曲
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
物
語
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

謡
曲
「
隅
田
川
」
の
作
者
は
観
世
元
雅
で
あ
り
、
右
の
伝
説
に
取
材
し
、
こ
の
曲

を
創
作
し
た
と
す
る
説
が
あ
る
。

　

あ
る
い
は
、
謡
曲
「
隅
田
川
」
が
「
伊
勢
物
語
」
に
お
け
る
「
業
平
東
下
り
」
の

く
だ
り
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
（
曲
中
で
業
平
の
故
事
や
和
歌

が
引
用
さ
れ
る
）、「
伊
勢
物
語
」
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
た
謡
曲
が
先
に
つ

く
ら
れ
、
そ
の
の
ち
に
右
の
「
縁
起
記
」
に
代
表
さ
れ
る
伝
説
が
事
実
の
ご
と
く
に

定
着
し
た
と
す
る
説
も
あ
る
。

　

事
実
を
も
と
に
謡
曲
が
つ
く
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
逆
に
謡
曲
を
も
と
に
伝
説
が
定

着
し
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
ま
た
、
本
ノ
ー
ト
の
論
旨
と
も
関
係
が
無
い
の
で

踏
み
込
ま
な
い
。
た
だ
し
、
ど
ち
ら
の
順
序
だ
っ
た
に
せ
よ
、
梅
若
丸
の
伝
説
お
よ

び
同
内
容
の
謡
曲
は
東
国
の
住
民
に
と
っ
て
古
く
か
ら
知
ら
れ
た
悲
劇
で
あ
っ
た
。

観
世
元
雅
没
後
、
半
世
紀
後
の
文
明
十
七
年
（
一
四
八
五
年
）、
す
で
に
梅
若
丸
の

墓
所
が
あ
っ
た
こ
と
が
禅
僧
、
万
里
集
九
の
記
述
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
。

　

万
里
集
九
は
室
町
時
代
末
期
の
臨
済
宗
一
山
派
に
属
し
た
禅
僧
。

　

彼
は
尾
張
に
寓
居
し
て
い
た
が
、
文
明
十
七
年
に
東
国
を
旅
し
、
江
戸
に
入
っ
て

い
る
。
集
九
の
著
作
に
、
み
ず
か
ら
の
思
索
、
身
辺
の
出
来
事
を
詩
文
形
式
で
ま
と

め
た
「
梅
花
無
尽
蔵
」
が
あ
り
、
同
年
十
月
二
十
六
日
に
梅
若
塚
に
関
す
る
記
述
が

あ
る
。

　
「
梅
花
無
尽
蔵
」
該
当
箇
所
を
引
用
す
る
。（『
五
山
文
学
新
集
』
第
六
巻
所
収

「
梅
花
無
尽
蔵
」
二
巻
）

雪
花
寧
非
老
缶
件
、
一
吟
聊
答
数
篇
韻
、
隅
田
春
色
浪
如
花
、
鳥
若
知
都
我
細

問
、

都
鳥
、
隅
田
川
之
故
事
也
、
河
辺
有
柳
樹
、
盖
吉
田
之
子
梅
若
丸
墓
処
也
、

其
母
白
川
人　
　
　
　
　

　

こ
の
詩
文
が
梅
若
塚
に
関
す
る
最
古
の
記
述
だ
と
言
わ
れ
る
。（『
隅
田
川
の
伝
説

と
歴
史
』
所
収
「
梅
若
伝
説
」）。

　

や
が
て
近
世
に
入
る
と
、
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
に
お
い
て
謡
曲
「
隅
田
川
」
を
下
敷

き
に
し
た
多
く
の
作
品
が
創
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
〈
隅
田
川
も

の
〉
の
作
品
群
で
あ
る
。

　
〈
隅
田
川
も
の
〉
の
作
品
は
膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
。
現
在
、
し
ば
し
ば
上
演
さ
れ

る
作
品
だ
け
に
絞
っ
て
も
浄
瑠
璃
「
雙
生
隅
田
川
」、
歌
舞
伎
「
隅
田
川
続
俤
」（
法

界
坊
）「
隅
田
川
花
御
所
染
」「
桜
姫
東
文
章
」「
都
鳥
廓
白
浪
」
な
ど
が
あ
り
、
そ

の
い
ず
れ
も
が
謡
曲
「
隅
田
川
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
何
ら
か
の
形
で
引
き
継
い
で
い
る
。

　

近
世
の
戯
曲
、
と
く
に
歌
舞
伎
は
遠
慮
の
な
い
パ
ロ
デ
ィ
化
が
顕
著
な
た
め
、
作

品
に
よ
っ
て
謡
曲
の
お
も
か
げ
は
濃
か
っ
た
り
薄
か
っ
た
り
す
る
が
、
概
ね
、
以
下

の
よ
う
な
共
通
項
が
あ
る
。

Ａ
・
京
都
、
吉
田
家
の
子
息
、
梅
若
丸
（
あ
る
い
は
松
若
丸
）
が
江
戸
へ
く
だ
る
。

Ｂ
・
吉
田
家
に
所
縁
の
者
が
梅
若
丸
を
追
っ
て
江
戸
へ
く
だ
る
。

　
　

二
人
は
江
戸
で
再
開
す
る
。

Ｃ
・
人
買
商
人
が
梅
若
丸
と
接
触
を
持
つ
。



61

「
落
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人
買
商
人
が
誤
っ
て
梅
若
丸
を
殺
害
す
る
と
い
う
場
合
も
あ
る
。

Ｄ
・
隅
田
川
の
左
岸
が
舞
台
と
な
る
。

　
　

と
き
に
隅
田
川
を
航
行
す
る
渡
し
船
や
船
頭
も
登
場
す
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
つ
つ
、
家
宝
詮
議
の
筋
や
恋
愛
、
三
角
関
係

の
挿
話
、
ま
た
ほ
か
の
歌
舞
伎
作
品
の
プ
ロ
ッ
ト
や
登
場
人
物
な
ど
、
謡
曲
に
は
な

い
雑
多
な
要
素
を
取
り
込
み
、
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
の
台
本
は
創
作
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
源
流
に
あ
る
の
は
謡
曲
「
隅
田
川
」
と
隅
田
川
周
辺
に
伝
え
ら
れ

た
梅
若
丸
伝
説
で
あ
り
、
近
世
の
人
々
は
「
隅
田
川
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
、

か
の
悲
劇
を
容
易
に
連
想
し
た
に
違
い
な
い
。

三　

落
語
と
謡
曲
の
構
成
に
つ
い
て

　

落
語
「
宮
戸
川
」
と
謡
曲
「
隅
田
川
」
の
共
通
点
を
記
す
。

　

落
語
の
概
要
は
現
存
す
る
「
宮
戸
川
」
の
も
っ
と
も
古
い
速
記
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
三
代
目
・
春
風
亭
柳
枝
の
も
の
を
参
照
し
た
。（「
百
花
園
」
明
治
二
三
年
一
二
月

五
日
号
お
よ
び
二
十
日
号
初
出
。『
口
演
速
記　

明
治
大
正
落
語
集
成　

第
一
巻
』

所
収
）。

謡
曲
「
隅
田
川
」　
　
　
　

①　

主
人
公
（
母
親
）
が
隅
田
川
の
右
岸
に
や
っ
て
く
る
。

　
　

彼
女
は
息
子
（
梅
若
丸
）
を
捜
し
て
い
る
。

②　

隅
田
川
を
航
行
す
る
渡
し
船
に
乗
る
。

③　

船
中
で
、
渡
し
守
（
船
頭
）
か
ら
あ
る
話
し
を
聞
く
。

主
人
公
は
そ
の
話
に
よ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
一
年
前
の
今
日
（
三
月
十
五

日
）
人
さ
ら
い
に
さ
ら
わ
れ
た
子
供
（
梅
若
丸
）
が
隅
田
川
の
ほ
と
り
で

病
死
し
、
今
日
が
そ
の
一
周
忌
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。

④　

主
人
公
は
そ
の
子
供
が
息
子
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。

⑤　

船
を
下
り
た
母
親
は
塚
を
訪
ね
、
息
子
の
幻
と
再
会
す
る
。

落
語
「
宮
戸
川
」　
　

①　

半
七
が
隅
田
川
の
右
岸
（
山
谷
堀
）
に
や
っ
て
く
る
。

②　

隅
田
川
を
航
行
す
る
船
に
乗
る
。

③　

船
中
で
船
頭
か
ら
あ
る
話
し
を
聞
く
。

船
頭
は
、
ち
ょ
う
ど
一
年
前
の
今
時
分
（
夏
）
い
た
ず
ら
心
か
ら
浅
草
で

若
い
婦
人
を
さ
ら
い
、
犯
し
た
上
に
殺
し
て
遺
体
を
隅
田
川
に
遺
棄
し
た

こ
と
を
述
懐
す
る
。
そ
れ
は
丁
度
一
年
前
の
今
日
の
出
来
事
だ
っ
た
。

④　

半
七
は
お
花
殺
し
の
犯
人
が
船
頭
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。

⑤　

半
七
と
船
頭
は
争
う
。

　
　

夢
が
覚
め
、
半
七
は
お
花
に
再
会
す
る
。

こ
う
し
て
比
較
を
し
て
み
る
と
、
落
語
「
宮
戸
川
」
の
後
半
が
謡
曲
「
隅
田
川
」
を
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下
敷
き
に
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
の
落
語
化
で
は
な
く
、
落
語
は
た
く
み
に
設
定
を

変
更
し
、
換
骨
奪
胎
を
成
功
さ
せ
て
い
る
。
両
者
の
相
違
点
に
つ
い
て
触
れ
る
。

　

第
一
に
、
謡
曲
が
母
親
に
よ
る
子
供
捜
し
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
落
語
は
夫
に
よ

る
妻
恋
慕
の
思
い
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。

　

第
二
に
、
謡
曲
の
母
親
は
子
供
の
生
息
に
希
望
を
託
し
て
い
る
が
、
落
語
の
半
七

は
戻
ら
ぬ
妻
の
生
息
を
半
ば
諦
め
、
出
た
日
を
命
日
と
し
て
す
で
に
弔
い
を
済
ま
せ

て
い
る
。（
し
か
し
、
行
方
は
判
然
と
し
て
い
な
い
）。

　

謡
曲
の
本
文
お
よ
び
春
風
亭
柳
枝
の
速
記
は
容
易
に
参
照
可
能
な
も
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
渡
し
守
（
船
頭
）
に
よ
る
語
り
の
部
分
を
引
用
し
、
両
者
の
比
較
を
す
る
。

　

落
語
「
宮
戸
川
」
で
は
人
さ
ら
い
は
三
人
組
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
二
名
、「
仁

三
」
と
「
亀
」
と
い
う
船
頭
が
半
七
と
同
じ
船
に
乗
っ
て
い
る
。
櫓
を
漕
い
で
い
る

の
は
「
仁
三
」
の
ほ
う
で
「
亀
」
は
両
国
ま
で
同
乗
を
し
た
と
い
う
設
定
に
な
っ
て

い
る
。
客
は
半
七
ひ
と
り
。
ま
た
、「
亀
」
は
船
中
で
半
七
に
酒
を
勧
め
ら
れ
、
酔

っ
た
あ
げ
く
に
口
を
す
べ
ら
せ
て
犯
行
を
語
り
出
す
。

　
　

謡
曲
「
隅
田
川
」（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

謡
曲
②
』
に
拠
る
。
観
世
流
）

　

ワ
キ
（
渡
し
守
）

　
「
さ
て
も
去
年
三
月
十
五
日
、
し
か
も
今
日
に
て
相
当
り
て
候
。
人
商
人
の
都
よ

り
、
年
の
程
十
二
三
ば
か
り
な
る
幼
き
者
を
買
ひ
取
っ
て
、
奥
へ
下
り
候
ふ
が
、
こ

の
幼
き
者
い
ま
だ
習
わ
ぬ
旅
の
疲
れ
に
や
、
以
て
の
外
に
違
例
し
、
今
は
一
足
も
引

か
れ
ず
と
て
、
こ
の
川
岸
に
ひ
れ
伏
し
候
を
、
な
ん
ぼ
う
世
に
は
情
け
な
き
者
の
候

ふ
ぞ
、
こ
の
幼
き
者
を
ば
そ
の
ま
ま
路
次
に
捨
て
て
、
商
人
は
奥
へ
下
り
て
候
。

　
（
中
略
）

　

わ
れ
は
都
北
白
河
に
、
吉
田
の
何
某
と
申
し
し
人
の
た
だ
一
人
子
に
て
候
ふ
が
、

父
に
は
遅
れ
母
ば
か
り
に
添
ひ
参
ら
せ
候
ひ
し
を
、
人
商
人
に
か
ど
は
さ
れ
て
、
か

や
う
に
な
り
行
き
候
、
都
の
人
の
足
手
影
も
な
つ
か
し
う
候
へ
ば
、
こ
の
道
の
ほ
と

り
に
築
き
込
め
て
、
し
る
し
に
柳
を
植
ゑ
て
賜
れ
と
お
と
な
し
や
か
に
申
し
、
念
仏

四
五
遍
唱
へ
、
つ
い
に
事
終
つ
て
候
。
な
ん
ぼ
う
あ
は
れ
な
る
物
語
に
て
候
ふ
ぞ
。」

　
　

落
語
「
宮
戸
川
」（
三
代
目
春
風
亭
柳
枝
の
速
記
に
拠
る
）

亀
「（
前
略
）
去
年
の
丁
度
…
…
今
時
分
だ
ツ
た
ナ
、
何
で
も
暑
い
時
分
で
、
滅

茶
々
々
に
雨
が
降
っ
て
、
お
ま
え
さ
ん
、
こ
の
野
郎
と
も
う
一
人
わ
っ
ち
の
友

達
と
、
わ
っ
ち
と
三
人
で
か
ら
す
っ
て
ん
に
取
ら
れ
、
わ
っ
ち
な
ど
は
真
っ
裸

で
雷
門
ま
で
参
り
ま
し
た
。
ス
ル
と
雨
は
ま
す
ま
す
強
く
降
り
出
し
、
雷
は
鳴

る
し
…
…
。

（
中
略
）

三
人
で
雷
門
の
櫓
下
へ
立
っ
て
い
る
と
、
年
頃
二
十
か
…
…
二
十
一
に
な
る
、

よ
い
女
だ
。
雷
が
近
所
へ
落
っ
こ
っ
た
も
ん
だ
か
ら
、
驚
い
て
目
を
廻
し
て
倒

れ
ま
し
た
。

（
中
略
）

私
が
介
抱
を
し
よ
う
と
思
う
と
、
こ
の
野
郎
（
仁
三
）
で
す
、
こ
の
く
ら
い
よ

い
女
を
生
涯
抱
い
て
寝
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
、
強
淫
を
し
よ
う
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
、
じ
ゃ
あ
し
よ
う
と
三
人
で
多
田
薬
師
の
石
置
場
へ
引
っ
担
い
で

い
っ
て
、
人
通
り
は
な
し
、
幸
い
だ
と
、
こ
い
つ
が
慰
ん
で
、
も
う
一
人
や
っ

て
、
わ
っ
ち
の
番
に
な
る
と
、
そ
の
女
が
息
を
吹
き
返
し
た
と
思
い
な
せ
え
。

（
中
略
）
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落
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よ
く
よ
く
考
え
て
み
ま
す
と
、
そ
の
女
は
小
網
町
の
桜
屋
て
え
船
宿
の
娘
で
、

お
花
と
い
う
ん
で
。
少
し
ば
か
り
わ
っ
ち
の
為
に
は
主
人
筋
の
家
の
娘
だ
か
ら

驚
き
ま
し
た
な
ナ
。

（
中
略
）

（
お
花
が
時
分
の
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
で
）
三
人
の
素
ツ
首
が
飛
ぶ
仕
事
だ
、

や
ツ
つ
け
て
し
め
え
と
、
か
わ
い
そ
う
だ
と
は
思
ひ
ま
し
た
が
、
助
け
て
く
れ

て
え
や
つ
を
お
前
さ
ん
、
三
人
で
手
拭
で
そ
の
女
の
口
を
結
い
て
、
無
惨
に
も

縊
り
殺
し
、
吾
妻
橋
か
ら
川
ン
中
放
り
込
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
今
考
え
ま
す

と
、
気
の
毒
な
こ
と
を
致
し
ま
し
た
」。

　
（
※
明
治
大
正
期
の
落
語
速
記
に
は
「
和
郎
」
と
書
い
て
「
お
ま
え
」、「
小
哥
」

と
書
い
て
「
わ
っ
ち
」、「
婦
人
」
と
書
い
て
「
お
ん
な
」
と
読
ま
せ
る
な
ど
読
み
に

く
い
部
分
が
多
い
の
で
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
平
仮
名
に
開
い
た
。
ま
た
「
熱
い
時
分
」
と

あ
っ
た
り
す
る
の
を
「
暑
い
時
分
」
と
い
う
よ
う
に
読
み
や
す
く
直
し
た
。
ま
た
、

カ
ッ
コ
内
は
筆
者
の
注
で
あ
る
）。

　

部
分
的
な
引
用
で
は
わ
か
り
に
く
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
両
作
品
の
語
り
は
、

　

①　

と
も
に
隅
田
川
を
推
進
す
る
船
中
で

　

②　

渡
し
守
（
船
頭
）
に
よ
っ
て
過
去
の
事
件
の
真
相
が
明
ら
か
に
な
り

　

③　

な
お
か
つ
、
事
件
が
起
き
た
の
が
一
年
前
の
今
日
だ
っ
た

　

と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
実
際
の
口
演
で
は

活
字
以
上
の
類
似
を
感
じ
さ
せ
る
。（
落
語
の
場
合
は
、
半
七
が
一
周
忌
の
帰
途
で

あ
る
た
め
、
犯
行
日
が
今
日―

柳
枝
の
速
記
で
は
六
月
十
七
日―

で
あ
っ
た
こ

と
が
自
然
と
あ
き
ら
か
に
な
る
）。

　

ま
た
、
こ
の
場
面
に
続
き
、
渡
し
守
（
船
頭
）
と
主
人
公
が
割
り
台
詞
的
に
事
件

の
こ
と
を
振
り
返
る
会
話
を
交
わ
す
構
成
が
謡
曲
と
落
語
に
共
通
す
る
。

　

さ
ら
に
、
謡
曲
で
は
母
親
が
狂
乱
の
う
ち
に
幻
の
梅
若
丸
と
再
会
を
す
る
が
、
落

語
で
は
夢
か
ら
覚
め
た
半
七
が
「
現
実
の
」
お
花
と
再
会
を
す
る
。
そ
し
て
こ
こ
ま

で
の
シ
リ
ア
ス
な
ト
ー
ン
か
ら
一
転
す
る
「
オ
チ
」
に
至
る
。

　

こ
の
部
分
は
、「
現
実
」
の
時
空
間
に
「
実
在
」
す
る
母
親
が
「
幻
影
」
の
息
子

に
再
会
す
る
と
い
う
謡
曲
の
構
図
を
、
落
語
は
意
図
的
に
反
転
さ
せ
、「
夢
」
の
中

に
い
る
半
七
は
お
花
を
喪
失
し
た
が
、
や
が
て
「
夢
」
が
破
れ
「
現
実
」
に
回
帰
し

た
と
き
、「
実
在
」
す
る
お
花
に
再
会
す
る
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

私
の
推
測
を
繰
り
返
す
。
初
代
三
遊
亭
圓
生
が
「
宮
戸
川
」
を
初
演
し
た
当
時
の

聴
衆
は
、
本
説
で
あ
る
「
隅
田
川
」
と
の
つ
な
が
り
を
即
座
に
理
解
し
た
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
、
時
代
が
下
り
、
落
語
の
聴
衆
か
ら
基
礎
教
養
と
し
て
の
「
隅
田
川
」

の
物
語
が
失
わ
れ
た
た
め
、
こ
の
噺
の
後
半
は
廃
れ
始
め
、
現
行
の
よ
う
に
前
半
部

分
を
独
立
さ
せ
た
口
演
形
式
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
落
語
の
演
目
を
「
隅
田
川
」
と
せ
ず
、
同
じ
川
の
別
名
「
宮
戸
川
」
に
し
た

の
は
落
語
ら
し
い
〈
ず
ら
し
〉
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

四　
「
お
花
・
半
七
」
と
い
う
名
前

　

つ
ぎ
に
落
語
「
宮
戸
川
」
の
主
人
公
カ
ッ
プ
ル
で
あ
る
「
お
花
・
半
七
」
に
つ
い

て
触
れ
る
。
お
花
と
半
七
の
人
物
名
は
お
そ
ら
く
近
松
門
左
衛
門
の
浄
瑠
璃
「
長
町

女
腹
切
」
か
ら
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

落
語
に
は
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
の
先
行
作
品
か
ら
登
場
人
物
名
を
借
り
る
ケ
ー
ス
が

（
あ
ま
り
多
く
は
な
い
が
）
あ
る
。
同
じ
く
近
松
門
左
衛
門
の
「
曾
根
崎
心
中
」
の

主
人
公
カ
ッ
プ
ル
「
お
初
・
徳
兵
衛
」
は
そ
の
ま
ま
人
情
噺
「
お
初
徳
兵
衛
浮
名
桟

橋
」
に
引
用
さ
れ
、
こ
の
発
端
が
明
治
期
に
滑
稽
噺
化
さ
れ
現
行
の
「
船
徳
」
に
な
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っ
た
。（「
船
徳
」
は
人
情
噺
の
発
端
部
分
だ
け
を
独
立
さ
せ
た
の
で
、
徳
兵
衛
は
出

て
く
る
が
お
初
は
出
て
こ
な
い
。
馴
れ
初
め
以
前
の
く
だ
り
な
の
で
あ
る
）。

　

ま
た
落
語
「
明
烏
」
の
主
人
公
、
時
次
郎
と
遊
女
・
浦
里
の
名
前
は
新
内
節
の

「
明
烏
夢
淡
雪
」
か
ら
持
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
お
花
・
半
七
」
も
同
様
の
ケ
ー
ス
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
浄
瑠
璃
作
品
「
長
町
女
腹
切
」
と
落
語
「
宮
戸
川
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
に

は
類
似
点
を
認
め
に
く
い
。
近
松
の
浄
瑠
璃
と
「
宮
戸
川
」
に
直
接
的
な
内
容
的
関

連
は
無
い
と
考
え
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。（「
長
町
女
腹
切
」
の
主
人
公
は
刀
屋
半
七
。

深
い
仲
に
あ
る
井
筒
屋
お
花
は
強
欲
な
父
親
の
た
め
勤
め
に
出
て
い
る
。
苦
し
む
お

花
を
救
う
た
め
、
半
七
は
甚
五
郎
経
由
で
売
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
名
刀
の
中
身
を

す
り
替
え
、
金
を
拵
え
て
お
花
の
父
に
叩
き
付
け
る
。
中
身
の
違
う
刀
を
摑
ま
さ
れ

た
甚
五
郎
は
困
り
、
顚
末
の
責
任
を
感
じ
た
半
七
の
伯
母
が
切
腹
す
る
）。

　

む
し
ろ
視
野
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
歌
舞
伎
作
品
で
あ
る
。
近
松
の
浄

瑠
璃
に
端
を
発
し
、
歌
舞
伎
に
も
「
お
花
・
半
七
」
も
の
の
作
品
群
が
創
作
さ
れ
た
。

浄
瑠
璃
の
登
場
人
物
名
が
、
江
戸
（
関
東
）
に
お
い
て
は
よ
り
メ
ジ
ャ
ー
な
芸
能
で

あ
る
歌
舞
伎
に
流
入
し
、
大
衆
に
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
歌
舞
伎

を
経
由
し
て
落
語
の
人
物
名
に
も
使
わ
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

　

歌
舞
伎
研
究
家
、
渥
美
清
太
郎
が
歌
舞
伎
演
目
を
系
統
ご
と
に
分
類
し
概
要
を
記

し
た
膨
大
な
文
章
を
、
国
立
劇
場
・
調
査
資
料
課
が
ま
と
め
た
『
系
統
別　

歌
舞
伎

戯
曲
解
題　

上
』
に
は
、「
お
花
半
七
」
も
の
の
人
形
浄
瑠
璃
作
品
、
歌
舞
伎
作
品

が
八
編
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

全
体
の
ル
ー
ツ
と
な
る
の
は
先
述
し
た
よ
う
に
近
松
門
左
衛
門
の
浄
瑠
璃
「
長
町

女
腹
切
」
で
あ
り
、
関
西
で
の
書
き
換
え
作
品
は
、
当
然
な
が
ら
近
松
作
品
の
影
響

が
濃
く
出
て
い
る
。

　

注
目
す
べ
き
は
江
戸
に
お
け
る
書
き
換
え
作
品
で
あ
り
、
渥
美
は
「
江
戸
歌
舞
伎

に
お
け
る
お
花
半
七
は
、
い
つ
も
狂
言
の
中
心
に
な
ら
ず
、
ワ
キ
役
と
し
て
多
く
の

狂
言
に
利
用
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
「
法
界
坊
」
に
し
て
も
大
阪
脚
本
が
移
入
さ
れ

ぬ
前
は
、
お
組
要
助
の
代
り
に
い
つ
も
お
花
半
七
が
使
わ
れ
て
い
た
」
と
記
す
。

　
「
法
界
坊
」
の
芝
居
は
先
述
の
通
り
「
隅
田
川
」
を
世
界
に
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

構
想
の
源
流
に
謡
曲
の
「
隅
田
川
」
が
あ
り
、
た
だ
し
、
パ
ロ
デ
ィ
化
が
大
幅
に

進
ん
だ
た
め
、
梅
若
丸
を
追
い
求
め
る
母
親
の
物
語
は
後
退
し
、「
吉
田
家
の
子
息
」

が
「
江
戸
（
東
国
）」
に
下
り
、
没
落
し
た
吉
田
家
を
再
興
さ
せ
る
た
め
家
宝
を
捜

索
す
る
と
い
う
大
筋
に
な
っ
て
い
る
。
舞
台
は
隅
田
川
沿
岸
（
浅
草
、
向
島
、
深

川
）。

　

こ
の
作
品
に
は
「
お
組
・
要
助
」
と
い
う
カ
ッ
プ
ル
が
登
場
す
る
。

　

商
家
の
手
代
、
要
助
が
実
は
吉
田
家
の
子
息
、
松
若
丸
（
こ
の
作
品
で
は
梅
若
丸

で
は
な
く
、
そ
れ
を
も
じ
っ
た
松
若
丸
の
名
を
使
う
こ
と
が
多
い
）
と
い
う
設
定
に

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
渥
美
の
記
述
に
あ
る
よ
う
に
、「
例
え
ば
「
法
界
坊
」
に

し
て
も
大
阪
脚
本
が
移
入
さ
れ
ぬ
前
は
、
お
組
要
助
の
代
り
に
い
つ
も
お
花
半
七
が

使
わ
れ
て
い
た
」
の
な
ら
ば
、「
お
花
・
半
七
」
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
「
隅
田
川
」

の
世
界
に
流
入
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
渥
美
の
言
う
「
大
阪

脚
本
」
と
は
現
行
の
「
法
界
坊
」
上
演
に
使
用
さ
れ
る
標
準
台
本
（
奈
河
七
五
三
助

作
「「
隅
田
川
続
俤
」）
が
大
阪
初
演
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
渥
美
清
太
郎
『
歌
舞
伎
狂
言
往
来
』
に
は
「
隅
田
川
続
俤
」（「
法
界
坊
」）

の
成
立
過
程
を
記
し
た
一
文
が
あ
り
、
な
か
で
明
和
二
年
（
一
七
六
六
年
）、
中
村

座
で
上
演
さ
れ
た
常
磐
津
舞
踊
「
双
面
花
入
相
」
に
言
及
し
て
い
る
。
渥
美
の
文
章

を
引
け
ば
「
二
人
お
花
と
い
う
趣
向
で
、
は
じ
め
正
真
の
お
花
と
刀
屋
半
七
と
の
道

行
が
あ
り
ま
し
て
其
処
へ
真
砂
の
庄
司
の
亡
魂
（
四
代
目
團
十
郎
の
役
）
が
お
花
と

同
じ
扮
装
で
現
れ
る
の
で
半
七
が
驚
き
、
そ
の
真
偽
を
見
分
る
た
め
二
人
に
馴
染
の

踊
を
踊
ら
せ
る
」
と
い
う
概
要
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
要
す
る
に
現
行
の
「
隅
田
川
続
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「
落
語
『
宮
戸
川
』
の
後
半
に
か
く
さ
れ
た
趣
向
に
つ
い
て
」　　
　

松
本
尚
久

俤
」
に
於
け
る
「
双
面
」
の
原
型
と
い
え
る
内
容
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

活
字
化
さ
れ
て
い
る
「
お
花
・
半
七
」
の
歌
舞
伎
作
品
と
し
て
は
宝
暦
二
年
（
一

七
五
二
年
）
中
村
座
初
演
の
富
本
節
「
お
花
半
七　

笹
結
渡
渉
船
」
が
あ
る
。

　

劇
全
体
は
安
倍
貞
任
・
宗
任
を
主
役
に
据
え
た
「
諸
禝
奥
州
黒
」（
モ
ロ
タ
ズ
ナ

オ
ウ
シ
ュ
ウ
グ
ロ
）
と
い
う
「
奥
州
攻
め
」
物
の
作
品
で
あ
っ
た
（『
系
統
別　

歌

舞
伎
戯
曲
解
題　

上
』）
が
、
そ
の
中
の
世
話
場
面
に
お
花
・
半
七
が
登
場
す
る
。

両
人
の
道
行
き
が
描
か
れ
る
の
が
富
本
節
「
お
花
半
七

笹
結
渡
渉
船
」
で
あ
り
、

詞
章
が
「
徳
川
文
芸
類
聚
」
第
九
巻
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

　

詞
章
の
一
部
を
引
用
し
て
み
る
。

　

お
花
と
半
七
は
す
で
に
恋
仲
で
あ
り
、
浅
草
寺
参
詣
の
帰
途
、
夜
の
隅
田
川
河
畔

を
舞
台
に
痴
話
喧
嘩
ま
じ
り
の
道
行
に
な
っ
て
い
る
。

　
「（
前
略
）
月
に
誘
わ
れ
馬
道
の　

み
や
も
と
が
め
ぬ
宮
戸
川　

し
の
ゝ
め
告
げ
る

く
だ
か
け
に　

八
こ
ゑ
の
仇
名
な
ぞ
か
け
て　

又
の
お
ふ
せ
み
め
ぐ
り
の　

夕
べ
の

か
ね
や
あ
す
の
鐘　
（
中
略
）　

お
ふ
せ
今
戸
花
川
戸
サ
イ
ナ
ゝ
」

　

こ
こ
に
隅
田
川
の
異
名
で
あ
る
「
宮
戸
川
」
の
語
句
が
見
え
る
。
ま
た
「
馬
道
」

「
今
戸
」「
花
川
戸
」
と
隅
田
川
沿
岸
の
地
名
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。

　

興
味
深
い
の
は
、
お
花
と
半
七
の
関
係
を
リ
ー
ド
し
て
い
る
の
は
お
花
の
ほ
う
で
、

（
お
そ
ら
く
は
お
花
が
商
家
の
お
嬢
様
で
、
半
七
が
手
代
と
い
う
設
定
）、
お
花
が
強

気
で
積
極
的
な
人
物
像
に
な
っ
て
い
る
。
お
花
の
台
詞
を
ひ
と
つ
引
用
す
れ
ば

「
コ
レ
半
七
。
な
ぜ
に
其
や
ふ
な
事
い
や
る
。
わ
し
が
思
ふ
よ
ふ
に
も
な
い
。
そ
れ

じ
や
に
よ
つ
て
さ
き
の
事
が
思
い
や
ら
れ
る
。
そ
ん
な
ら
そ
な
た
は
ほ
か
に
な
ん
ぞ

面
白
い
事
が
出
来
た
の
」。

　

半
七
が
、
毎
日
の
浅
草
寺
参
詣
に
私
ば
か
り
を
供
に
す
る
の
で
世
間
か
ら
あ
な
た

は
「
ど
ら
娘
」
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
、
明
日
か
ら
は
腰
元
を
連
れ
て
い
っ
て
ほ
し
い

と
頼
む
の
に
対
し
、
お
花
は
右
の
よ
う
に
反
撃
し
、
半
七
を
困
ら
せ
る
。

　

こ
う
し
た
や
り
と
り
は
歌
舞
伎
の
常
套
で
は
あ
る
が
、
落
語
の
「
宮
戸
川
」
に
於

い
て
も
半
七
を
誘
惑
し
、
リ
ー
ド
す
る
の
は
お
花
の
ほ
う
で
あ
る
。
歌
舞
伎
作
品
の

人
物
像
が
落
語
に
影
響
を
残
し
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
時
代
は
下
っ
て
安
政
六
年
（
一
八
六
〇
年
）、
市
村
座
初
演
の
清
元
節

「
所
縁
色
萩
紫
」（
ユ
カ
リ
ノ
イ
ロ
ハ
ギ
ム
ラ
サ
キ
）
は
、「
小
幡
怪
異
雨
古
沼
」
と

い
う
小
幡
小
平
次
物
の
作
品
の
一
場
面
。
や
は
り
「
お
花
・
半
七
」
が
登
場
す
る
。

こ
の
曲
に
於
い
て
は
、
半
七
は
近
松
以
来
の
「
刀
屋
半
七
」
だ
が
、
お
花
は
「
穂
積

妾
お
花
」
と
な
っ
て
お
り
、
後
半
で
は
二
人
が
心
中
を
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
展
開

に
な
る
。
場
面
は
「
向
嶋
長
命
堤
の
場
」
か
ら
「
今
戸
穂
積
別
荘
の
場
」
ま
で
。
い

ず
れ
も
隅
田
川
両
岸
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。（
こ
の
作
品
は
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物

館
に
正
本
が
現
存
。
活
字
化
は
さ
れ
て
い
な
い
）。

　

こ
の
ほ
か
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
年
）
都
座
初
演
の
「
傾
城
三
本
傘
」（
ケ
イ

セ
イ
サ
ン
ボ
ン
ガ
サ
）
は
、
刀
屋
の
半
七
と
お
花
は
許
嫁
で
あ
り
な
が
ら
、
半
七
が

芸
者
に
惚
れ
て
し
ま
い
、
そ
こ
に
詐
欺
事
件
な
ど
が
起
こ
り
、
騒
動
に
な
る
と
い
う

作
品
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
も
物
語
の
舞
台
は
「
向
島
」「
押
上
」
と
隅
田
川
沿
岸

に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　

私
の
調
査
は
も
と
よ
り
歌
舞
伎
の
「
お
花
・
半
七
」
も
の
全
域
を
見
渡
せ
る
ほ
ど

の
規
模
で
は
な
い
。
し
か
し
、
右
に
あ
げ
た
数
作
品
を
見
る
だ
け
で
も
、「
お
花
・

半
七
」
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
、
江
戸
歌
舞
伎
に
於
い
て
は
「
隅
田
川
」
の
世
界
、
あ

る
い
は
「
隅
田
川
」
と
い
う
土
地
に
関
係
を
持
た
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
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し
か
し
、
こ
こ
数
十
年
の
歌
舞
伎
興
行
で
は
「
お
花
・
半
七
」
も
の
の
作
品
が
上

演
さ
れ
る
こ
と
が
殆
ど
無
い
。
か
つ
て
ひ
と
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
形
成
し
て
い
た
「
お

花
・
半
七
」
の
作
品
群
（
飯
塚
友
一
郎
『
歌
舞
伎
細
見
』
に
は
「
お
花
・
半
七
」
の

項
目
が
あ
る
）
は
今
日
ほ
と
ん
ど
廃
れ
て
い
る
。

　

そ
の
結
果
と
し
て
、
落
語
「
宮
戸
川
」
を
聴
い
た
観
客
は
、
か
つ
て
の
観
客
な
ら

だ
れ
も
が
容
易
に
想
起
し
た
で
あ
ろ
う
歌
舞
伎
や
人
形
浄
瑠
璃
の
登
場
人
物
と
し
て

の
「
お
花
・
半
七
」
を
思
い
描
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

当
然
の
帰
結
と
し
て
「
お
花
・
半
七
」
の
名
前
と
「
隅
田
川
」
の
関
係
も
不
明
瞭

に
な
り
、
落
語
の
観
客
は
お
花
と
半
七
が
登
場
し
、
噺
の
舞
台
に
「
宮
戸
川
」
が
選

ば
れ
る
意
味
を
理
解
し
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

五　

落
語
「
宮
戸
川
」
の
今
後
。

　

現
在
の
落
語
界
で
は―

筆
者
の
知
る
限
り
に
お
い
て―
三
代
目
柳
家
小
満
ん
、

六
代
目
五
街
道
雲
助
、
柳
家
喬
太
郎
が
サ
ゲ
ま
で
を
通
す
形
で
「
宮
戸
川
」
を
口
演

し
て
い
る
。

　

と
く
に
五
街
道
雲
助
の
口
演
は
、
三
代
目
春
風
亭
柳
枝
の
速
記
を
は
っ
き
り
と
手

本
に
し
た
も
の
で
、
前
半
部
だ
け
の
口
演
で
は
わ
か
ら
な
い
古
風
さ
と
悪
の
魅
力
に

満
ち
た
佳
品
。
雲
助
の
口
演
は
Ｄ
Ｖ
Ｄ
化
さ
れ
て
い
る
の
も
有
り
難
い
。（
ビ
ク
タ

ー
エ
ン
タ
イ
ン
メ
ン
ト　

V
IBF-5247

）。

　

ま
た
、
柳
家
小
満
ん
は
第
四
九
七
回
「
落
語
研
究
会
」（
二
〇
〇
九
年
十
一
月
二

十
六
日
開
催
、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
主
催
）
で
「
宮
戸
川
」
の
「
下
」
を
口
演
。
Ｔ
Ｂ
Ｓ
で
テ
レ

ビ
放
送
さ
れ
た
。

　

落
語
は
先
行
す
る
他
の
古
典
芸
能
と
違
い
、
本
説
と
の
結
び
つ
き
を
あ
ま
り
持
た

な
い
。
ま
た
、
な
ん
ら
か
の
本
説
に
取
材
を
し
た
場
合
で
も
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
裏
側

に
そ
れ
を
隠
し
、
観
客
に
気
付
か
せ
な
い
こ
と
が
多
い
。

　
「
宮
戸
川
」
に
隠
さ
れ
た
本
説
は
謡
曲
の
「
隅
田
川
」
で
あ
る
と
い
う
が
筆
者
の

考
え
で
あ
り
、
よ
り
多
く
の
落
語
家
お
よ
び
観
客
が
こ
の
噺
に
仕
組
ま
れ
た
趣
向
を

理
解
し
た
と
き
、「
宮
戸
川
」
と
い
う
作
品
が
持
つ
、
本
当
の
意
味
が
あ
き
ら
か
に

な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
世
の
伝
説
以
来
の
文
化
的
記
憶
を
今
日
に
引
き
継
ぐ

お
こ
な
い
で
も
あ
る
。
私
は
現
代
の
、
あ
る
い
は
未
来
の
演
者
に
よ
っ
て
「
宮
戸

川
」
の
本
来
的
な
魅
力
が
「
発
見
」
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
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