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明
治
歌
舞
伎
に
み
え
る
時
代
性 

―
役
者
と
観
客
と
「
時
代
精
神
」
―

漆
　
澤
　
そ
の
子

一
　
問
題
の
所
在

あ
ら
ゆ
る
舞
台
芸
術
は
、
演
者
と
観
客
の
関
係
に
よ
っ
て
成
立
し
、
時
と
し
て
そ
こ
に
感
動
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
の
伝
統

芸
能
と
言
わ
れ
る
歌
舞
伎
に
お
い
て
も
、
そ
の
時
代
を
問
わ
ず
同
様
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
舞
台
を
介
し
て
観
客
が
抱
く

感
動
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

歌
舞
伎
に
お
い
て
演
者
で
あ
る
役
者
と
観
客
と
を
直
接
切
り
結
ぶ
も
の
、
そ
れ
が
「
芸
」
で
あ
る
。
役
者
が
舞
台
上
で
観
客
に
観
せ

る
「
芸
」
は
、「
肉
体
的
伝
承
性
」
一
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
そ
の
役
者
が
生
き
た
時
代
、
あ
る
い
は
役
者
自
身
が
抱
く
「
演
劇
観
」
と

も
言
う
べ
き
技
芸
へ
の
気
概
に
よ
っ
て
、
つ
ね
に
新
し
く
生
み
出
さ
れ
つ
つ
再
生
産
さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
舞
台
に
立
つ
役
者
自
ら

の
「
意
識
」
を
投
影
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
役
者
が
観
せ
る
こ
の
「
芸
」
を
内
面
か
ら
支
え
て
い
る
「
意
識
」
に
は
、
役
者
自
身
が

生
き
て
い
る
時
代
が
醸
し
出
す
「
空
気
感
」
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
れ
と
は
相
容
れ
な
い
役
者
そ
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れ
ぞ
れ
が
抱
く
独
自
の
「
芸
」
に
対
す
る
気
概
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
と
り
わ
け
、
役
者
自
身
が
体
現
し
て
い
る
同
時
代

の
「
空
気
感
」
と
も
言
う
べ
き
側
面
は
、
演
者
と
観
客
と
い
う
舞
台
芸
術
の
成
立
条
件
に
不
可
欠
な
要
素
と
言
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
劇

空
間
を
共
有
す
る
役
者
と
観
客
は
双
方
と
も
に
同
じ
時
代
を
生
き
る
者
で
あ
り
、
同
時
代
に
お
い
て
あ
る
種
の
共
通
認
識
が
見
出
せ
る

た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
共
通
認
識
が
役
者
・
観
客
両
者
の
間
で
重
な
り
合
う
時
、
舞
台
上
に
「
感
動
」
を
生
み
出
す
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
論
で
は
、
明
治
期
を
代
表
す
る
歌
舞
伎
役
者
で
あ
る
九
代
目
市
川
團
十
郎
の
「
芸
」
に
対
す
る
「
意
識
」
に
注
目
し
、
役
者
と
観

客
双
方
に
共
通
す
る
同
時
代
認
識
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
で
、
両
者
の
相
関
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

九
代
目
市
川
團
十
郎
は
、
独
自
の
歌
舞
伎
観
で
あ
る
「
改
良
理
念
」
を
抱
き
、
そ
の
芸
に
お
い
て
〈
役
者
―
役
柄
―
見
物
〉
の
内
的

一
体
化
を
め
ざ
し
た
役
者
で
あ
っ
た
二
。
こ
の
内
的
一
体
化
を
可
能
に
し
た
の
も
ま
た
、
役
者
と
観
客
の
間
に
共
通
認
識
が
成
立
し
て

い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
役
者
側
が
抱
く
役
に
対
す
る
解
釈
で
あ
る
〈
役
者
―
役
柄
〉
と
、
観
客
側
が
役
に
対
し

て
抱
く
イ
メ
ー
ジ
〈
役
柄
―
見
物
〉
の
間
に
相
互
連
関
性
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
役
者
と
観
客
を
直
接
結
び
つ

け
て
い
る
も
の
が
、
舞
台
上
で
役
者
自
ら
が
扮
す
る
役
を
通
し
て
形
象
化
す
る
「
芸
」
な
の
で
あ
る
。

九
代
目
團
十
郎
の
抱
い
た
「
改
良
理
念
」
は
、
確
か
に
彼
自
身
が
役
者
と
し
て
独
自
に
創
出
し
て
い
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
三
、

「
演し

ば
ゐ劇
は
時
勢
と
共
に
移
り
行
か
ん
こ
と
尤
も
必
要
な
り
」
四
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
江
戸
期
に
は
想
像
も
で
き
な
か
っ
た
よ
う
な
時

代
の
趨
勢
に
対
し
て
も
し
っ
か
り
と
目
を
向
け
て
い
た
。
現
に
、九
代
目
が
明
治
二
四
（
一
八
九
一
）
年
六
月
に
歌
舞
伎
座
で
『
春
日
局
』

を
上
演
し
た
さ
い
、
春
日
局
を
勤
め
た
九
代
目
は
「
局
か
團
洲
か
と
思
ふ
程
嵌
り
た
る
役
」
五
と
評
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
芸
評
か
ら
如

実
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、「
改
良
理
念
」
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
團
十
郎
の
芸
」
は
、
九
代
目
自
身
が
考
え
る
役
の
人
物
像
と
観
客
が

抱
く
役
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
一
致
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
し
て
い
た
と
言
え
る
。
こ
の
一
致
こ
そ
が
、
役
者
・
観
客
双
方
が
同
じ
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時
代
を
生
き
て
い
た
こ
と
で
生
じ
る
あ
る
種
の
共
通
認
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

本
論
で
は
、
以
上
の
問
題
意
識
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
役
者
・
観
客
双
方
に
共
通
す
る
同
時
代
認
識
と
そ
れ
を
切
り
結
ぶ
「
芸
」
に
つ

い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

二
　
九
代
目
市
川
團
十
郎
に
よ
る
役
の
解
釈

役
者
九
代
目
市
川
團
十
郎
は
、
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
に
八
歳
で
初
舞
台
を
勤
め
て
か
ら
明
治
三
六
（
一
九
〇
三
）
年
に
そ
の
生

涯
を
閉
じ
る
ま
で
、
六
十
余
年
に
わ
た
り
立
役
ば
か
り
で
な
く
女
方
に
至
る
ま
で
実
に
様
々
な
役
を
こ
な
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
長
き

に
わ
た
る
役
者
と
し
て
の
人
生
の
な
か
で
、
九
代
目
自
身
は
自
ら
が
勤
め
る
役
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
「
芸
」
に
落
と
し
込
む
こ
と
で
、

「
劇
聖
」
と
ま
で
言
わ
れ
た
「
團
十
郎
の
芸
」
に
昇
華
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

父
は
総
て
の
役
々
に
就
い
て
、
徹
底
的
に
そ
の
性
根
を
究
め
な
け
れ
ば
や
ま
な
か
つ
た
、
だ
か
ら
自
然
好
き
な
役
が
あ
り
、
嫌

い
な
役
が
出
来
た
六

九
代
目
は
、
自
ら
に
課
せ
ら
れ
た
役
を
勤
め
る
さ
い
、
そ
の
役
に
つ
い
て
「
徹
底
的
に
そ
の
性
根
を
究
め
」
る
、
つ
ま
り
「
歴
史
的

事
実
に
関
す
る
知
識
や
実
感
そ
し
て
想
像
を
『
精
神
』
と
い
う
か
た
ち
に
集
約
し
、
獲
得
す
る
こ
と
で
役
柄
と
し
て
の
武
士
と
團
十
郎

が
一
体
化
す
る
こ
と
」
七
で
そ
の
役
に
な
り
き
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
九
代
目
が
役
の
「
精
神
」
を
獲
得
す

る
に
あ
た
っ
て
は
、
ど
う
し
て
も
彼
自
身
の
主
観
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
後
年
坪
内
逍
遥
は
、
九
代
目
が
「
最
得
意
の
、
代
表
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的
と
い
つ
て
よ
い
役
々
」
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
役
名
を
あ
げ
な
が
ら
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

�
徳
川
家
康
、
黄
門
光
圀
、
加
藤
清
正
、『
勧
進
帳
』
の
弁
慶
、
大
石
内
蔵
助
（
又
は
大
星
由
良
之
助
）
小
田
大
炊
、
大
久
保
彦
左

衛
門
、
長
兵
衛
、
暁
雨
、
政
岡
、
春
日
局
、
こ
れ
ら
が
彼
れ
の
最
得
意
の
、
代
表
的
と
い
つ
て
よ
い
役
八々

坪
内
が
九
代
目
の
「
最
得
意
の
、
代
表
的
と
い
つ
て
よ
い
役
々
」
と
し
て
あ
げ
た
人
物
は
、
い
ず
れ
も
極
端
な
ほ
ど
に
誠
実
で
ど
こ

ま
で
も
筋
を
通
そ
う
と
す
る
大
物
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
物
の
役
が
坪
内
を
は
じ
め
と
す
る
観
客
た
ち
に
好
評
を
も
っ
て
受
け

と
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
誠
実
で
道
理
に
か
な
う
よ
う
な
人
物
を
快
く
思
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、

九
代
目
が
勤
め
る
役
と
観
客
が
イ
メ
ー
ジ
し
た
役
の
人
物
が
同
一
視
さ
れ
た
状
態
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
九
代
目
が

独
自
に
獲
得
し
た
役
の
「
精
神
」
が
、
観
客
の
渇
望
に
応
え
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
「
最
得
意
」
と
さ
れ
た
役
が
存
在
し
た
一
方
で
、
九
代
目
自
身
が
「
演
り
悪
き
役
」
つ
ま
り
勤
め
は
す
る
も
の
の
好
ま
し

く
は
思
っ
て
い
な
い
役
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

�

吾
等
、
生
来
尤
も
嫌
ひ
な
る
役
と
い
ふ
は
「
布
引
」
の
実
盛
と
「
近
江
源
氏
」
の
盛
綱
と
な
り
、
盛
綱
の
芝
居
は
人
も
能
く
知
る

如
く
、
盛
綱
と
は
真
田
幸
村
に
し
て
、
北
条
時
政
と
は
徳
川
家
康
、
源
氏
方
と
は
大
阪
方
を
か
き
た
る
事
、
…
然
る
に
件
の
盛
綱

と
云
へ
る
男
、
北
条
時
政
に
事
へ
居
り
な
が
ら
当
時
の
武
士
が
忠
義
の
為
め
に
は
骨
肉
を
も
屠
る
と
い
ふ
勇
気
も
な
く
、
お
の
が

主
君
を
欺
く
非
常
な
る
苦
心
を
為
す
の
み
か
、
欺
き
た
る
後
其
の
罪
を
悔
ひ
て
切
腹
で
も
す
る
こ
と
か
と
思
へ
ば
平
気
な
顔
を
し

て
生
存
へ
居
る
な
り
、
実
盛
に
於
て
も
同
じ
様
な
る
二
股
武
士
ゆ
ゑ
本
心
を
何
処
へ
据
へ
て
演
つ
て
よ
き
や
ら
一
向
に
方
角
が
つ



明治歌舞伎にみえる時代性―役者と観客と「時代精神」―　漆澤　その子

5

か
ず
、
此
様
に
演
り
悪
き
役
は
な
し
、
九

『
源
平
布
引
滝
』
に
登
場
す
る
斎
藤
実
盛
は
、
も
と
も
と
平
家
方
の
武
将
で
あ
り
な
が
ら
、
源
氏
方
に
心
を
寄
せ
る
武
将
と
し
て
演

目
の
な
か
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
近
江
源
氏
先
陣
館
』
の
佐
々
木
盛
綱
と
い
う
の
は
、
弟
高
綱
の
不
遇
を
救
う
た
め
に
主

人
で
あ
る
北
条
時
政
を
欺
く
と
い
っ
た
役
ど
こ
ろ
で
あ
る
。
九
代
目
が
「
二
股
武
士
」
と
い
う
印
象
を
強
く
抱
い
て
い
た
の
は
、
こ
う

し
た
役
々
に
対
し
て
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
特
に
盛
綱
は
、「
忠
義
の
為
め
に
は
骨
肉
を
も
屠
る
と
い
ふ
勇
気
も
な
く
、
お

の
が
主
君
を
欺
く
非
常
な
る
苦
心
を
為
」
し
、
あ
げ
く
の
果
て
に
は
「
其
の
罪
を
悔
ひ
て
切
腹
」
し
て
果
て
る
こ
と
さ
え
し
な
い
役
で

あ
る
た
め
、
九
代
目
に
と
っ
て
み
れ
ば
武
士
と
し
て
あ
る
ま
じ
き
不
忠
者
に
映
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
だ
け
に
、
九
代
目
自
身
が
こ
れ
ら
の
役
に
扮
す
る
こ
と
自
体
少
な
く
、
明
治
期
で
は
十
二
（
一
八
七
九
）
年
九
月
の
新
富
座
と

二
二
（
一
八
八
九
）
年
五
月
の
千
歳
座
で
上
演
さ
れ
た
『
布
引
滝
』
に
出
勤
し
た
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
記
ど
ち
ら
の
興
行
に
お

い
て
も
九
代
目
が
実
盛
を
勤
め
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
興
行
で
実
盛
を
勤
め
た
の
は
前
者
で
は
上
方
下
り
の
二
代
目
中
村
宗
十

郎
、
後
者
で
は
五
代
目
尾
上
菊
五
郎
で
あ
っ
た
一
〇
。
ま
た
、
明
治
期
に
上
演
さ
れ
た
『
先
陣
館
』
で
は
九
代
目
が
盛
綱
を
勤
め
て
い
る

も
の
の
、
十
四
（
一
八
八
一
）
年
十
月
の
春
木
座
興
行
以
降
は
一
度
も
こ
の
演
目
に
出
勤
し
て
い
な
い
一
一
。
い
か
に
九
代
目
が
自
ら
の

好
ま
な
い
役
を
勤
め
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
か
が
う
か
が
え
よ
う
。

九
代
目
が
嫌
悪
感
を
抱
い
て
い
た
の
は
、
実
盛
や
盛
綱
と
い
っ
た
役
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
九
代
目
は
、『
絵
本

太
功
記
』
に
登
場
す
る
武
智
（
明
智
）
光
秀
の
役
に
対
し
て
も
、同
様
に
武
士
と
し
て
あ
る
ま
じ
き
「
大
の
不
覚
者
」
と
認
識
し
て
い
た
。

�

又
た
わ
れ
ら
十
段
目
（『
絵
本
太
功
記
』
の
十
段
目
の
こ
と—

引
用
者
注
）
の
光
秀
と
い
ふ
役
も
大
嫌
ひ
な
り
、
惟
任
将
軍
と
も
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あ
る
べ
き
も
の
が
戦
破
れ
た
り
と
は
い
ひ
な
が
ら
竹
槍
を
拵
へ
て
敵
を
暗
殺
せ
ん
と
す
る
は
、
既
に
卑
怯
に
し
て
、
ま
た
敵
久
吉

を
確
と
見
定
め
も
せ
ず
し
て
、
誤
て
母
を
手
に
掛
け
る
が
如
き
は
、
大
の
不
覚
者
な
り
、
こ
れ
決
し
て
英
雄
を
以
て
目
す
べ
か
ら

ざ
る
も
の
な
る
に
、
天
下
の
豪
傑
の
つ
も
り
に
て
演
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
わ
れ
ら
大
忌い

厭や

な
り
一
二

確
か
に
『
絵
本
太
功
記
』
の
十
段
目
「
尼
ヶ
崎
閑
居
の
段
」
に
は
、
九
代
目
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
武
智
光
秀
が
尼
ヶ
崎
の
閑
居

に
身
を
隠
し
て
い
る
真
柴
久
吉
を
竹
槍
で
討
と
う
と
し
て
、
誤
っ
て
母
皐
月
を
死
に
至
ら
し
め
て
し
ま
う
と
い
う
場
面
が
あ
る
。
九
代

目
は
、
こ
う
し
た
劇
中
に
お
け
る
光
秀
の
行
動
を
「
既
に
卑
怯
」
な
者
と
認
識
し
、「
決
し
て
英
雄
を
以
て
目
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
」

で
あ
る
と
嫌
悪
感
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
解
を
抱
い
て
い
た
た
め
か
、
九
代
目
は
生
涯
に
五
回
『
絵
本
太
功
記
』
に
出

勤
し
て
い
る
が
、
光
秀
を
勤
め
た
の
は
三
回
に
と
ど
ま
っ
た
上
、
観
客
の
評
判
も
そ
れ
ほ
ど
芳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
一
三
。

一
方
、
同
じ
武
智
光
秀
で
あ
っ
て
も
俗
に
『
馬
盥
の
光
秀
』
と
い
わ
れ
る
『
時
今
也
桔
梗
旗
揚
』
で
は
、『
絵
本
太
功
記
』
に
お
け

る
「
卑
怯
」
者
で
「
大
の
不
覚
者
」
と
さ
れ
た
光
秀
像
と
は
異
な
る
性
格
が
際
立
っ
て
い
る
。
こ
の
『
馬
盥
の
光
秀
』
は
、『
絵
本
太

功
記
』
の
光
秀
に
比
し
て
九
代
目
の
芸
に
対
す
る
評
価
も
高
く
、
九
代
目
自
身
も
得
意
と
し
て
い
た
役
で
あ
っ
た
一
四
。
九
代
目
が
勤
め

た
『
馬
盥
の
光
秀
』
に
お
け
る
光
秀
に
つ
い
て
、
そ
の
舞
台
を
実
際
に
目
に
し
た
歌
舞
伎
研
究
家
の
遠
藤
為
春
は
、
戸
板
康
二
と
の
対

談
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
高
く
評
価
し
て
い
る
。

戸
板　
『
馬
盥
』
の
光
秀
は
ど
う
で
し
た
か
？

遠�

藤　

私
は
、
新
蔵
と
五
代
目
の
信
長
と
で
二
度
見
て
る
ん
で
す
が
、
ど
う
に
も
話
の
仕
様
が
な
い
く
ら
い
い
い
も
の
で
す
ね
。

も
う
江
戸
前
の
歌
舞
伎
と
は
こ
れ
だ
ぞ
と
い
う
も
の
で
し
よ
う
か
ね
。『
十
段
目
』
の
方
は
正
直
言
つ
て
そ
う
感
心
し
な
か
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つ
た
が
、『
馬
盥
』
の
方
は
実
に
よ
か
つ
た
。
信
長
が
盃
を
さ
そ
う
と
し
て
「
近
う
」
と
い
う
と
、「
は
は
ー
」
と
言
つ
て
、

一
ぺ
ん
に
ず
つ
と
回
り
の
大
名
に
遠
慮
す
る
、
そ
れ
に
か
ぶ
せ
て
信
長
が
「
近
う
」「
は
は
ー
」
と
言
つ
て
、
ぴ
り
つ
と
立

つ
て
い
く
、
そ
の
イ
キ
が
実
に
い
い
。
一
五

遠
藤
が
「
十
段
目
」
す
な
わ
ち
『
絵
本
太
功
記
』
と
比
較
し
て
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、『
馬
盥
の
光
秀
』
を
勤
め
る
九
代
目
の

ほ
う
が
圧
倒
的
に
観
客
を
魅
了
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、「
ど
う
に
も
話
の
仕
様
が
な
い
く
ら
い
い
い
も
の
」
と
言
わ
し
め
て

い
る
こ
と
か
ら
も
よ
く
う
か
が
え
よ
う
。
逆
に
『
絵
本
太
功
記
』
十
段
目
に
つ
い
て
は
、「
正
直
言
つ
て
そ
う
感
心
し
な
か
つ
た
」
と

消
極
的
な
評
価
が
下
さ
れ
て
い
る
。

同
じ
光
秀
の
役
で
あ
り
な
が
ら
、『
絵
本
太
功
記
』
と
『
馬
盥
の
光
秀
』
と
で
こ
れ
ほ
ど
の
評
価
の
違
い
が
な
ぜ
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、『
馬
盥
の
光
秀
』
つ
ま
り
『
時
今
也
桔
梗
旗
揚
』
の
な
か
で
光
秀
の
役
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い

る
か
見
て
い
く
。『
馬
盥
の
光
秀
』
は
、
光
秀
が
主
君
で
あ
る
小
田
春
長
（
織
田
信
長
）
を
本
能
寺
で
討
つ
ま
で
の
経
緯
に
焦
点
を
当

て
た
演
目
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、『
馬
盥
の
光
秀
』
に
登
場
す
る
光
秀
は
陰
鬱
な
反
逆
者
と
し
て
で
は
な
く
、
逆
に
当
時
の
劇
評

家
で
あ
る
饗
庭
篁
村
が
評
し
て
い
る
よ
う
に
、「
信
長
の
方
が
光
秀
に
鬱
憤
あ
り
て
其
腹
癒
せ
酷
く
恥
辱
を
与
へ
る
に
て
、
信
長
を
ば

一
轍
短
慮
の
大
将
に
仕
立
て
て
」
一
六
お
り
、
こ
の
点
が
『
絵
本
太
功
記
』
十
段
目
に
お
け
る
光
秀
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
篁
村
は
、
九
代
目
が
勤
め
る
『
馬
盥
の
光
秀
』
の
光
秀
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
つ
づ
け
て
い
る
。

…
特
に
此
光
秀
の
妙
な
る
は
芝
居
狂
言
の
ほ
か
幾
分
明
智
光
秀
の
人
物
を
写
し
、
馬
盥
に
て
酒
を
盛
ら
れ
し
時
下
に
無
念
を
含

み
な
が
ら
上
に
忠
義
を
よ
そ
ほ
ふ
所
あ
り
。
一
七
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篁
村
の
目
に
映
っ
た
九
代
目
は
、「
忠
義
を
よ
そ
ほ
」
い
つ
つ
も
胸
の
内
に
は
「
無
念
を
含
」
ん
だ
光
秀
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
言

い
換
え
れ
ば
九
代
目
は
、
表
向
き
で
あ
れ
ど
こ
ま
で
も
主
君
へ
の
忠
義
を
貫
こ
う
と
す
る
光
秀
を
勤
め
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
主

君
へ
の
忠
義
あ
る
い
は
一
食
一
飯
の
恩
に
報
い
よ
う
と
す
る
姿
こ
そ
が
、
九
代
目
が
考
え
る
真
の
武
士
像
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
ま

た
、
こ
う
し
た
行
動
を
と
る
武
士
の
役
ど
こ
ろ
に
こ
そ
、「
武
士
の
精
神
」
が
あ
ら
わ
れ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
九
代
目
の
芸
談
か

ら
う
か
が
え
る
。

…
「
菊
畑
」
の
鬼
一
法
眼
な
ど
は
い
実
に
立
派
な
る
も
の
な
り
、
法
眼
は
六
蹈
三
略
を
源
氏
の
男
な
る
牛
若
に
譲
り
て
後
み
づ
か

ら
腹
を
掻
き
切
り
、「
平
家
の
禄
を
喰
日
込
ん
だ
る
こ
の
腹
切
つ
て
し
ま
へ
ば
恩
は
残
ら
ず
」
と
其
身
を
殺
し
て
し
ま
ふ
な
り
、
斯

て
こ
そ
武
士
の
精
神
も
現
は
る
れ
「
君
を
欺
き
、
兄
弟
な
り
と
も
敵
と
内
通
し
て
羞
る
色
な
き
は
武
士
に
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
り
一
八

「
菊
畑
」
の
鬼
一
法
眼
と
は
、『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
の
三
段
目
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
鬼
一
法
眼
は
、
も
と
は
源
氏
方

で
あ
っ
た
も
の
の
平
家
方
の
武
将
を
よ
そ
お
う
と
い
う
役
ど
こ
ろ
に
な
っ
て
い
る
。
一
見
「
二
股
武
士
」
の
よ
う
で
あ
る
が
、
最
後
に

は
二
君
に
仕
え
た
我
が
身
を
悔
や
み
切
腹
し
て
果
て
る
の
で
あ
る
。
主
君
に
対
す
る
不
義
を
命
を
以
て
報
い
よ
う
と
す
る
鬼
一
法
眼
の

す
が
た
も
ま
た
、九
代
目
に
と
っ
て
は
あ
る
べ
き
武
士
像
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。『
馬
盥
の
光
秀
』
や
鬼
一
法
眼
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

主
君
へ
の
忠
義
を
徹
頭
徹
尾
貫
き
通
す
精
神
こ
そ
が
、
ま
さ
に
九
代
目
が
思
い
描
い
て
い
た
「
武
士
の
精
神
」
な
の
で
あ
る
。『
絵
本

太
功
記
』
の
光
秀
に
比
し
て
『
馬
盥
の
光
秀
』
が
好
評
だ
っ
た
の
は
、
九
代
目
自
身
が
抱
い
て
い
る
「
武
士
の
精
神
」
に
の
っ
と
っ
た

設
定
の
役
に
対
し
て
、
特
に
深
い
憧
憬
と
好
感
を
寄
せ
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

九
代
目
の
役
ど
こ
ろ
に
対
す
る
志
向
、具
体
的
に
言
え
ば
『
馬
盥
の
光
秀
』
や
鬼
一
法
眼
を
好
み
、『
布
引
滝
』
の
実
盛
や
『
先
陣
館
』
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の
盛
綱
な
ど
を
嫌
う
九
代
目
の
思
い
は
、
単
な
る
個
人
的
な
嗜
好
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
九
代
目
は
、
自
ら
が
嫌
悪
感
を
抱
く
役
々

の
も
つ
性
格
―
不
義
や
卑
怯
あ
る
い
は
ど
っ
ち
つ
か
ず
―
に
よ
り
、
役
に
な
り
き
る
さ
い
「
本
心
を
何
処
へ
据
へ
て
演
つ
て
よ
き
や
ら

一
向
に
方
角
が
つ
か
」
一
九
な
く
な
っ
て
し
ま
う
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
自
ら
が
勤
め
る
役
と
役
者

自
身
と
を
つ
な
ぐ
接
点
を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
九
代
目
が
嫌
悪
感
を
抱
く
役
を
勤
め
る
さ
い
に
は
、

自
ら
が
思
い
描
く
「
武
士
の
精
神
」
を
内
包
す
る
武
士
の
役
を
勤
め
る
さ
い
に
は
可
能
で
あ
っ
た
、
役
と
真
に
一
体
化
す
る
と
い
う
内

的
行
為
が
で
き
な
く
な
る
と
自
覚
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
九
代
目
の
語
る
「
本
心
」
と
は
、
自
ら
が
勤
め
る
役
が
内
面
に
抱

え
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
心
の
置
き
所
と
、
九
代
目
團
十
郎
と
い
う
役
者
自
身
が
考
え
る
「
武
士
の
精
神
」
と
い
う
も
の
と
が
重
な
り

合
っ
た
地
点
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
、九
代
目
が
役
を
勤
め
「
武
士
の
精
神
」
を
実
践
し
て
い
く
こ
と
は
、一
種
の
「
心
持
」
の
良
さ
を
感
じ
る
瞬
間
で
あ
り
、

役
に
「
実

リ
ア
リ
テ
ィ」
を
与
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
た
。

仮
令
一
口
に
狂
言
綺
語
と
は
申
す
も
の
ゝ
、
巾
着
切
や
盗
賊
よ
り
は
、
国
の
為
め
と
か
い
ふ
高
尚
な
事
を
遣
つ
て
見
た
い
と
私

は
心
掛
け
ま
し
た
、
尤
も
遣
つ
て
見
ま
す
と
、
巾
着
切
と
か
盗
賊
の
狂
言
で
評
判
を
得
ま
し
た
よ
り
は
、
国
の
為
め
と
か
、
忠
義

の
為
め
と
か
い
ふ
、
御
覧
に
な
り
ま
し
て
も
実
の
あ
る
方
が
遣
つ
て
居
る
私
も
心
持
が
宜
う
御
座
り
ま
す
二
〇

自
分
は
百
両
の
金
で
一
日
騒
い
で
居
る
や
う
な
狂
言
は
嫌
だ
、
ト
テ
も
演
る
な
ら
、
矢
張
国
の
為
め
に
尽
く
す
と
か
、
君
の
為

め
に
死
ぬ
と
か
い
ふ
や
う
な
芝
居
で
な
く
て
は
行
け
な
い
二
一

九
代
目
は
、「
国
の
為
め
」「
忠
義
の
為
め
」、
あ
る
い
は
「
君
の
為
め
に
死
ぬ
」
と
い
う
設
定
で
描
か
れ
た
役
を
勤
め
る
時
、
自
ら
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が
抱
く
「
武
士
の
精
神
」
と
役
と
が
内
的
に
一
致
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
時
は
じ
め
て
、
九
代
目
は
真
に
役
に
な
り
き
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
「
武
士
の
精
神
」
を
舞
台
上
に
再
現
す
る
こ
と
が
、
観
客
に
と
っ
て
「
実
の
あ
る
」
芝
居
に
な

る
と
九
代
目
は
考
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
九
代
目
は
「
武
士
の
精
神
」
と
い
う
か
た
ち
に
象
徴
化
さ
れ
た
「
国
の
為
め
」「
忠
義
の
為
め
」
に
尽
く
す
武
士

像
を
、「
実

リ
ア
リ
テ
ィ」
に
満
ち
た
あ
る
べ
き
武
士
と
し
て
認
識
す
る
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
九
代
目
の
「
芸
」
に
お
け
る
最
大
の
出
発
点
で

あ
る
、
役
の
「
精
神
」
を
獲
得
す
る
と
い
う
内
的
行
為
に
つ
い
て
、
九
代
目
自
身
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

芝
居
を
す
る
に
、
一
大
用
慎
は
な
ん
で
も
自
分
が
演
る
役
の
当
時
の
精
神

4

4

4

4

4

を
呑
込
む
で
演
る
が
一
番
必
要
あ
り
秀
吉
を
し
て
も

ま
づ
其
人
の
性
質
年
齢
並
び
に
其
当
時
に
為
し
居
る
事
業
を
能
く
見
て
、
藤
吉
の
時
は
如
何
と
、
其
時
の
事
を
充
分
腹
に
入
て
置

か
ね
ば
な
ら
ぬ
な
り
其
心
得
だ
に
あ
ら
ば
何
事
に
も
用
慎
が
行
渡
り
得
べ
し
二
二

九
代
目
は
、
自
ら
に
与
え
ら
れ
た
役
と
真
に
同
化
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
、
そ
の
役
の
「
精
神
」
を
「
呑
込
む
で
演
る
」
こ
と
が

重
要
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
呑
込
む
」
べ
き
「
精
神
」
を
獲
得
す
る
た
め
の
手
順
と
し
て
、
勤
め
る
人
物
の
歴
史
的

な
事
跡
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
丹
念
に
追
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
九
代
目
は
、
そ
の
役
が
歴
史
上
ど
の
よ
う
な
功
績
を

あ
げ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
生
涯
を
遂
げ
た
の
か
と
い
う
人
生
の
系
譜
に
つ
い
て
深
く
理
解
し
、
そ
の
役
が
生
き
て
い
た
時
代
に
自
ら

を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
を
通
し
て
、
勤
め
る
人
物
の
「
精
神
」
を
自
ら
の
内
に
形
成
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
歴

史
的
事
実
に
忠
実
な
人
物
像
を
理
解
し
、
勤
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
時
代
考
証
を
重
視
し
た
舞
台
を
披
露
し
た

か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。



明治歌舞伎にみえる時代性―役者と観客と「時代精神」―　漆澤　その子

11

し
か
し
、
歴
史
的
な
事
跡
を
追
う
だ
け
で
は
役
の
「
精
神
」
と
い
う
凝
縮
さ
れ
た
象
徴
的
形
態
を
成
立
さ
せ
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
。

必
ず
そ
こ
に
は
、
九
代
目
自
身
の
主
観
的
な
役
に
対
す
る
思
い
が
と
も
な
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
九
代
目
が
重
視
し
た
歴
史
的

な
事
跡
と
い
う
「
点
」
が
彼
自
身
の
役
に
対
す
る
思
い
と
い
う
「
線
」
で
結
ば
れ
た
時
、
は
じ
め
て
役
の
「
精
神
」
が
九
代
目
の
内
面

で
完
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
九
代
目
の
内
面
に
存
在
し
た
こ
の
「
点
」
と
「
線
」、
こ
の
二
つ
の
原
点
は
何
を
根
拠
に
形

成
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

九
代
目
が
歴
史
的
な
事
跡
を
「
真
実
」
と
し
て
認
識
す
る
に
至
っ
た
根
拠
は
、
当
時
一
般
に
流
布
し
て
い
た
頼
山
陽
の
『
日
本
外
史
』

や
『
太
平
記
』
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
九
代
目
自
身
の
言
か
ら
う
か
が
え
る
。

�

旧
来
の
芝
居
に
は
往
々
人
物
を
誤
り
用
ひ
て
、
善
人
を
悪
人
に
し
た
り
一
簾
の
人
物
詰
ま
ら
な
い
端
役
に
用
ひ
ま
す
の
は
、
如
何

に
死
人
に
口
な
し
と
は
申
せ
、
其
の
人
に
気
の
毒
で
あ
る
。
是
は
筋
に
就
い
て
言
ふ
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
例
へ
ば
「
一
谷
嫩

軍
記
」
の
平
山
武
者
所
、
此
の
人
は
言
ふ
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
、「
日
本
外
史
」
な
ど
に
も
あ
り
ま
す
通
り
、
待
賢
門
の
戦
に
奮

戦
い
た
し
ま
し
た
る
悪
源
太
義
平
が
十
六
騎
の
一
人
で
御
座
り
ま
し
て
、
熊
谷
な
ど
に
を
さ
／
＼
劣
る
べ
き
人
と
は
思
は
れ
ま
せ

ん
、
…
又
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
の
薬
師
寺
で
す
な
、
も
と
よ
り
狂
言
綺
語
と
は
い
ふ
も
の
ゝ
、
同
人
は
「
太
平
記
」
に
も
あ
り

ま
す
る
通
り
、「
執
る
も
憂
し
、
執
ら
ね
ば
武
士
の
数
な
ら
ず
、
捨
つ
べ
き
も
の
は
弓
矢
な
り
け
り
」
と
詠
じ
た
ん
で
、
中
々
の

英
物
で
あ
る
の
に
、
彼
の
有
様
に
成
つ
て
あ
り
ま
す
、
実
に
古
人
を
傷
つ
け
る
も
の
で
気
の
毒
な
訳
だ
、
是
れ
ま
で
出
来
て
あ
る

狂
言
は
止
む
を
得
な
い
と
し
て
、
私
が
書
き
卸
す
も
の
に
は
、
成
る
べ
く
、
古
人
を
傷
つ
け
た
く
な
い
、
尤
も
芝
居
の
事
ゆ
ゑ
、

活
歴
と
は
い
ふ
も
の
ゝ
、
其
の
人
の
歴
史
を
其
の
儘
と
い
ふ
訳
に
も
行
く
ま
い
け
れ
ど
も
、
何
う
か
、
其
の
人
の
性
格
だ
け
は
余

り
間
違
ひ
て
演
じ
た
く
な
い
二
三
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九
代
目
が
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
『
一
谷
嫩
軍
記
』
や
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
は
、
江
戸
期
か
ら
変
わ
る
こ
と
な
く
人
気
を
集
め
て

い
る
演
目
で
あ
り
、
明
治
期
以
降
も
断
続
的
に
上
演
が
続
い
て
い
た
。
九
代
目
も
こ
れ
ら
の
演
目
を
勤
め
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、

平
山
武
者
所
や
薬
師
寺
次
郎
左
衛
門
と
い
っ
た
役
に
扮
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
（
表
一
参
照
）。
九
代
目
の
真
意
は
、
芸
談
に
あ
げ

た
役
に
限
ら
ず
『
日
本
外
史
』
や
『
太
平
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
、
自
身
が
「
真
実
」
と
認
識
し
て
い
る
「
歴
史
的
事
実
」
を
舞
台
で

再
現
さ
せ
た
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。「
真
実
」
で
な
い
事
跡
を
勤
め
る
こ
と
は
「
古
人
を
傷
つ
け
」
る
こ
と
で
あ
り
、「
其
の
人
に

気
の
毒
で
あ
る
」
と
語
る
九
代
目
の
思
い
は
、
時
代
物
を
は
じ
め
あ
ら
ゆ
る
役
に
対
す
る
深
い
思
い
入
れ
と
温
か
い
ま
な
ざ
し
に
満
ち

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

『
日
本
外
史
』
や
『
太
平
記
』
に
対
す
る
九
代
目
の
認
識
は
、
こ
れ
ら
に
記
さ
れ
て
い
る
世
界
を
「
真
実
」
な
り
「
正
し
い
歴
史
像
」

と
し
て
把
握
し
、
そ
こ
に
登
場
す
る
武
将
た
ち
の
歴
史
的
な
事
跡
を
追
う
こ
と
だ
け
を
め
ざ
す
も
の
で
は
な
い
。
彼
が
と
ら
え
よ
う
と

し
て
い
た
の
は
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
「
其
の
人
の
性
格
」
を
も
見
出
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
然
、『
日
本
外
史
』
や
『
太

平
記
』
の
な
か
に
武
将
た
ち
の
性
格
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
九
代
目
が
「
余
り
間
違
ひ
て
演
じ
た
く
な
い
」
と
考
え
て
い

る
歴
史
上
の
人
物
す
な
わ
ち
「
其
の
人
の
性
格
」
と
は
、
知
識
と
し
て
得
ら
れ
る
断
片
的
な
「
正
し
い
歴
史
像
」
と
い
う
「
点
」
を
結

ん
で
い
く
な
か
で
九
代
目
が
想
像
し
た
主
観
的
歴
史
像
に
基
づ
く
産
物
と
言
え
よ
う
。
逆
説
的
に
言
う
な
ら
、
九
代
目
の
主
観
に
基
づ

く
産
物
は
、『
日
本
外
史
』
や
『
太
平
記
』
に
よ
っ
て
か
た
ち
づ
く
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
九
代
目
は
自
ら
の
内

に
形
成
し
た
「
武
士
の
精
神
」
に
し
た
が
っ
て
勤
め
た
役
々
を
、「
実
の
あ
る
」
も
の
と
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

九
代
目
自
身
「
実
の
あ
る
」
も
の
と
自
認
す
る
「
武
士
の
精
神
」
は
、『
日
本
外
史
』
や
『
太
平
記
』
を
も
と
に
形
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
だ
け
に
、
彼
が
扮
す
る
武
士
の
役
は
こ
と
ご
と
く
「
忠
義
節
義
の
権
化
」
の
よ
う
に
勤
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
東
京
日
日
新
聞
社

社
長
と
し
て
も
知
ら
れ
た
福
地
源
一
郎
こ
と
福
地
桜
痴
は
、
九
代
目
の
芝
居
に
対
す
る
思
い
入
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
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◆『一谷嫩軍記』

（明治）年月 劇場 平山武者所を
勤めた役者 九代目の役名 備考

3年 5月 市村座 橘十郎 熊谷の次郎直実
7年 7月 河原崎座 團右衛門 熊谷直実
15 年 4 月 横浜羽衣座 熊谷次郎直実
〃 市村座 白毫の弥陀六 陣屋の段

21 年 10 月 中村座 松助 熊谷次郎直実
23 年 1 月 京都祇園館 熊谷次郎直実

24 年 5 月 歌舞伎座 熊谷次郎直実 東京慈善会の
慈善演劇会

28 年 10 月 明治座 寿美蔵 熊谷次郎直実
31 年 10 月 歌舞伎座 市蔵 熊谷次郎直実

◆『仮名手本忠臣蔵』

（明治）年月 劇場 薬師寺次郎左衛
門を勤めた役者 九代目の役名 備考

元年 10 月 市村座 新之助 由良之助・若狭之助・
弥五郎

3年 8月 市村・中村座
合同興行

由良之助・若狭之助・
弥五郎・奴可内

5年 5月 守田座 由良之助・師直・勘平・
定九郎

7年 11 月 河原崎座
由良之助・師直・
数右衛門・定九郎・
となせ・義平

11 年 11 月 新富座

由良之助・師直・本蔵・
定九郎・寺岡・不破・
弥五郎・一文字屋・源六・
判官・桃井・石堂・山名・
伴内・直義・九太夫

毎日替り

12 年 1 月 新富座 本蔵・女房戸無瀬・小浪・
由良之助・おいし・下女 毎日替り

20 年 3 月 市村座 由良之助・弥五郎
20 年 4 月 天覧劇 師直 3・4段目

22 年 3 月 桐座 由良之助・本蔵・
平右衛門・戸無瀬・おかる 毎日替り

27 年 6 月 歌舞伎座 由良之助・師直 慈善興行
28 年 5 月 明治座 由良之助・桃井
30 年 6 月 歌舞伎座 蟹十郎 由良之助・師直 3・4・7段目
31 年 3 月 大阪歌舞伎座 由良之助
32 年 6 月 歌舞伎座 数右衛門・定九郎 3・4・7段目
33 年 11 月 歌舞伎座 由良之助・戸無瀬 9段目

表 1　明治期における九代目市川團十郎による『一谷嫩軍記』と『仮名手本忠臣蔵』
（出典：伊原敏郎『歌舞伎年表』、田村成義編『続続歌舞伎年代記』）
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…
然
る
に
日
本
の
劇
に
顕
は
る
孝
子
、
忠
臣
、
節
婦
、
義
人
は
積
極
的
で
、
何
れ
も
忠
孝
節
義
の
権
化
で
な
け
れ
ば
観
物
人
が
面

白
い
と
思
は
ぬ
、
見
物
人
ば
か
り
で
無
く
、
是
れ
を
演
ず
る
俳
優
が
承
知
せ
ぬ
、
…
脚
本
は
何
に
巧
み
に
作
ら
れ
て
有
ら
う
と
も
、

性
格
は
何
に
密
に
描
か
れ
て
有
ら
う
と
も
、
空
し
く
棄
て
ら
れ
て
場
に
上
さ
れ
ぬ
の
が
常
で
あ
る
。
團
十
郎
は
最
も
此
類
の
脚
本

が
嫌
ひ
で
あ
つ
た
、
何
で
も
極
忠
孝
節
義
、
又
は
奸
悪
（（
甚
だ
好
ま
無
か
つ
た
が
））
の
権
化
と
も
云
ふ
べ
き
役
で
無
い
と
納
ま

ら
無
か
つ
た
、
二
四

あ
る
役
を
「
忠
孝
節
義
の
権
化
」
と
し
て
描
き
出
す
と
い
う
こ
と
は
、「
境
遇
に
因
て
変
化
す
る
人
間
の
性
格
、
善
人
に
も
時
に
は

悪
念
を
起
し
、
悪
人
も
時
に
は
善
心
を
動
か
す
」
二
五
と
い
っ
た
あ
り
の
ま
ま
の
人
間
像
を
提
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。
九
代
目
が
勤
め

る
役
の
人
物
は
、
彼
の
な
か
に
蓄
積
さ
れ
た
「
正
し
い
歴
史
像
」
に
基
づ
き
な
が
ら
、
最
も
よ
く
そ
の
人
物
の
性
格
を
象
徴
的
に
あ
ら

わ
し
て
い
る
側
面
の
み
に
焦
点
を
当
て
て
描
き
出
さ
れ
た
も
の
と
言
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
役
の
性
格
を
一
つ
の
側
面
に
単
純
化
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
役
に
設
定
さ
れ
た
性
格
の
一
側
面
の
み
に
焦
点
を
当
て
る
か
ら
こ
そ
、「
精
神
」
と
い
う
凝

縮
さ
れ
た
象
徴
化
が
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
だ
け
に
、
九
代
目
は
逆
に
自
ら
が
焦
点
を
当
て
獲
得
し
た
人
物
像
の
「
精
神
」
と
は
異
な
る
人
物
の
側
面
を
目
の
当
た
り
に
し

て
し
ま
う
と
、
役
を
勤
め
る
さ
い
に
「
身
が
入
ら
な
く
な
」
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

明
治
十
四
年
の
一
月
に
新
富
座
で
菅
相
丞
の
役
を
勤
め
ま
し
た
が
、
そ
の
時
自
分
で
は
我
朝
の
聖
人
は
天
神
様
だ
と
、
大
い
に

尊
崇
し
て
、
天
神
気
受
に
な
つ
た
事
が
あ
つ
た
の
で
す
。
処
へ
日
頃
か
ら
信
じ
て
居
る
或
贔
屓
の
客
が
来
て
、
道
真
と
い
ふ
人
は

正
し
い
人
物
に
は
相
違
な
い
が
、
純
然
た
る
儒
者
気
質
で
、
一
口
に
云
つ
て
見
れ
ば
、
ギ
コ
チ
な
い
悪
固
い
人
物
な
の
だ
が
、
…
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今
少
し
菅
公
が
規
模
が
大
き
く
、
機
変
に
応
ず
る
才
気
が
あ
つ
た
ら
、
筑
紫
に
彼
蒼
を
仰
ぐ
の
嘆
は
な
か
つ
た
ろ
う
な
ぞ
と
言
は

れ
た
の
で
、
忽
ち
菅
公
熱
が
褪
め
て
、
そ
れ
が
為
に
身
が
入
ら
な
く
な
つ
た
事
が
あ
り
ま
し
た
、
そ
れ
か
ら
又
明
治
十
七
年
の
七

月
猿
若
町
の
市
村
座
へ
出
勤
し
て
佐
倉
宗
吾
を
す
る
に
就
き
、
…
大
い
に
義
民
々
々
と
唱
へ
て
居
た
の
で
す
。
す
る
と
こ
れ
も
前

の
贔
屓
の
客
が
来
て
、宗
吾
と
い
ふ
や
つ
は
、芝
居
や
講
釈
で
す
る
や
う
な
人
物
で
は
な
い
、彼
は
元
京
の
青
侍
の
喰
ひ
詰
め
者
で
、

そ
れ
が
流
れ
／
＼
て
下
総
に
来
て
、無
理
押
付
け
に
木
内
家
へ
養
子
に
入
り
、一
山
張
つ
て
あ
ん
な
事
を
仕
出
か
し
た
の
だ
と
散
々

に
こ
な
さ
れ
て
、
こ
れ
も
又
直
ぐ
嫌
気
に
な
つ
た
二
六

九
代
目
は
、『
菅
原
伝
授
手
習
鑑
』
に
登
場
す
る
菅
丞
相
と
い
う
役
に
対
し
て
、「
天
神
様
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
強
く
抱
い
て
お
り
、

そ
の
点
に
重
き
を
お
い
た
「
精
神
」
を
形
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
佐
倉
宗
吾
の
役
に
つ
い
て
言
う
な
ら
、「
精
神
」
の
核
に
据
え
よ

う
と
し
て
い
た
の
は
、「
義
民
」
と
い
う
側
面
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、「
贔
屓
の
客
」
二
七
か
ら
そ
れ
ま
で
九
代
目
が
抱
い
て
い
た
役
に
対

す
る
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
る
人
物
像
を
指
摘
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
九
代
目
は
こ
の
指
摘
に
よ
り
、
菅
丞
相
や
佐
倉
宗

吾
の
役
の
「
精
神
」
が
獲
得
で
き
な
く
な
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。
そ
の
様
子
が
、周
囲
の
者
た
ち
に
は
九
代
目
が
役
に
対
し
て
急
に
「
身

が
入
ら
な
く
な
」
っ
た
り
、「
嫌
気
に
な
」
っ
た
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

役
の
「
精
神
」
と
い
う
も
の
は
、
九
代
目
に
よ
る
役
の
解
釈
に
お
い
て
、
役
者
と
役
と
を
一
体
化
さ
せ
る
紐
帯
と
し
て
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
た
。
九
代
目
が
特
に
時
代
物
を
勤
め
る
さ
い
、
こ
の
「
精
神
」
は
当
時
流
布
し
て
い
た
『
日
本
外
史
』
や
『
太
平
記
』

に
「
正
し
い
歴
史
像
」
を
求
め
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
知
識
に
基
づ
く
主
観
的
な
歴
史
認
識
に
よ
っ
て
凝
縮
さ
れ
た
も
の
を
指
す
。
そ

し
て
、
自
ら
が
勤
め
る
役
が
登
場
す
る
演
目
の
主
眼
と
な
っ
て
い
る
抽
象
的
な
テ
ー
マ
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
象
徴
的
に
形
成
さ
れ
た
も

の
が
、「
精
神
」
を
核
と
し
た
九
代
目
に
よ
る
役
の
解
釈
と
考
え
ら
れ
る
。
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二
　「
團
十
郎
の
芸
」
に
お
け
る
身
体
性

九
代
目
は
、
自
ら
が
獲
得
し
た
役
の
「
精
神
」
を
ど
の
よ
う
に
観
客
に
伝
え
て
い
っ
た
の
か
。
そ
の
伝
達
方
法
こ
そ
、
技
芸
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
九
代
目
が
重
視
し
た「
精
神
」は
、役
を
媒
介
に
役
者
と
観
客
を
切
り
結
ぶ
と
い
う
九
代
目
の
演
劇
観
を
も
と
に
考
え
る
と
、

役
者
と
観
客
を
「
心
か
ら
心
へ
」
二
八
と
い
う
内
的
経
路
を
も
っ
て
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
役
者
と
観
客
双
方
の
内
的
経
路

を
貫
く
た
め
の
直
接
的
な
伝
達
方
法
が
、
役
を
勤
め
る
と
い
う
技
芸
な
の
で
あ
る
。「
團
十
郎
の
芸
」
は
、
坪
内
逍
遥
が
「
團
十
郎
の

肚
芸
と
は
、
其
暗
示
力
の
豊
富
な
の
を
指
し
た
の
で
あ
る
」
二
九
と
評
し
て
い
る
よ
う
に
、
九
代
目
自
身
が
獲
得
し
た
「
精
神
」
の
具
現

化
と
言
え
よ
う
。

舞
台
上
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
九
代
目
の
技
芸
に
つ
い
て
、
正
宗
白
鳥
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

�

團
十
郎
の
高
時
な
ん
か
、
抜
群
の
出
来
だ
と
思
ふ
。
前
の
菊
五
郎
は
初
め
は
團
十
郎
以
上
に
面
白
い
が
、
続
け
て
見
て
ゐ
る
と
、

ど
う
も
小
細
工
を
や
る
。
團
十
郎
の
は
そ
こ
は
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
だ
と
思
ふ
。
偉
い
役
者
だ
と
思
ふ
ね
。
三
〇

白
鳥
が
あ
げ
た
『
高
時
』
と
は
、九
代
目
が
十
七
（
一
八
八
七
）
年
十
一
月
に
猿
若
座
で
初
演
さ
れ
た
新
歌
舞
伎
十
八
番
の
ひ
と
つ
『
北

条
九
代
名
家
功
』
の
こ
と
で
あ
る
。
九
代
目
は
、
こ
の
演
目
を
生
涯
に
四
回
勤
め
て
お
り
、
九
代
目
が
「
正
し
い
歴
史
像
」
が
記
載
さ

れ
て
い
る
と
信
じ
て
い
た
『
日
本
外
史
』
を
元
に
し
た
河
竹
黙
阿
弥
の
作
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
九
代
目
が
勤
め
た
高
時
は
、
初

演
の
お
り
か
ら
す
で
に
「
流
石
團
十
郎
な
り
思
ひ
切
た
出
し
物
を
遺
憾
無
く
こ
な
し
見
物
に
得
心
さ
せ
る
腕
前
敬
服
の
外
な
し
」
三
一
と

九
代
目
の
役
に
対
す
る
意
気
込
み
が
評
価
さ
れ
て
い
た
。
明
治
十
年
代
、
九
代
目
の
活
歴
物
は
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
に
も
か
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か
わ
ら
ず
、
こ
の
「
高
時
」
は
観
客
を
魅
了
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
『
高
時
』
に
対
す
る
積
極
的
な
評
価
は
、
こ

れ
ま
で
述
べ
て
き
た
九
代
目
に
よ
る
役
の
解
釈
と
そ
れ
を
観
客
に
伝
え
る
芸
と
の
関
係
を
鑑
み
れ
ば
、
活
歴
的
要
素
を
ふ
ん
だ
ん
に
と

り
入
れ
た
自
ら
が
理
想
と
す
る
舞
台
だ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

九
代
目
が
重
視
す
る「
役
の
精
神
」は
、歴
史
的
な
事
跡
に
関
す
る
知
識
と
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
主
観
的
な
認
識
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、

役
を
勤
め
る
九
代
目
の
身
体
を
通
し
て
象
徴
的
な
か
た
ち
で
舞
台
上
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
。「
團
十
郎
の
芸
」
に
見
ら
れ
る
象
徴
的
な
表

現
は
、
さ
ら
に
一
種
の
「
彫
刻
美
」
と
し
て
観
客
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
く
。

團
十
郎
が
「
島
の
為
朝
」
で
凧
の
行
方
を
見
詰
め
る
と
こ
ろ
、「
高
時
」
で
、
天
狗
に
翻
弄
さ
れ
て
、
よ
ろ
け
な
が
ら
足
拍
子

を
踏
む
と
こ
ろ
、「
愛
宕
の
光
秀
」
で
三
寶
を
踏
砕
き
刀
を
か
つ
い
で
の
睨
み
な
ど
、
私
が
見
た
晩
年
の
彼
れ
の
所
演
だ
け
を
回

顧
し
て
も
、
そ
こ
に
彫
刻
美
が
あ
り
、
象
徴
の
幽
玄
味
が
あ
つ
た
や
う
に
思
は
れ
る
…
三
二

九
代
目
が
舞
台
上
に
求
め
た
「
実
リ
ア
リ
テ
ィ」
は
、「
象
徴
」
的
で
「
彫
刻
美
」
を
感
じ
さ
せ
る
芸
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
九
代
目
の
芸
が
「
大
ま
か
と
自
然
で
真
摯
と
を
特
色
と
」
三
三
す
る
「
象
徴
」
的
な
も
の
で
あ
り
え
た
の
は
、
彼
が
役
の
解
釈

に
適
し
た
身
体
性
を
有
し
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
團
十
郎
の
芸
」
は
、
九
代
目
自
身
の
身
体
性
を
十
分
に
発
揮
で
き

る
も
の
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
役
の
解
釈
と
い
う
九
代
目
の
内
的
行
為
と
芸
と
い
う
直
接
的
な
表
現
形
態
が
相
互
に
補
完
し
合
う
こ
と

で
、
九
代
目
は
役
者
と
し
て
最
大
限
に
光
彩
を
放
つ
こ
と
が
で
き
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

「
團
十
郎
の
芸
」
と
し
て
表
出
さ
れ
る
「
実

リ
ア
リ
テ
ィ」
は
、芸
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、九
代
目
自
身
の
こ
だ
わ
り
か
ら
衣
裳
や
大
道
具
と
い
っ

た
舞
台
上
の
意
匠
に
ま
で
及
ん
で
い
た
。
観
客
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
舞
台
上
に
埋
め
尽
く
さ
れ
た
「
正
し
い
歴
史
像
」
に
基
づ
く
時
代
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考
証
が
施
さ
れ
た
衣
裳
や
大
道
具
を
目
に
す
る
だ
け
で
も
、十
分
に
歴
史
的
「
実
リ
ア
リ
テ
ィ」
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

表
層
的
に
も
舞
台
上
に
「
実

リ
ア
リ
テ
ィ」
が
提
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
衣
裳
や
大
道
具
な
ど
に
見
ら
れ
る
写
実
的
な
「
実

リ
ア
リ
テ
ィ」
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
象
徴
的
な
表
現
を
め
ざ
す
九
代
目
に

よ
る
「
團
十
郎
の
芸
」
と
は
正
反
対
の
ベ
ク
ト
ル
に
向
か
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
九
代
目
は
、
舞
台
上
の
意
匠
に

関
し
て
は
写
実
性
を
求
め
た
一
方
で
、
自
ら
が
体
現
す
る
芸
に
つ
い
て
は
こ
う
し
た
意
匠
に
求
め
た
よ
う
な
「
実

リ
ア
リ
テ
ィ」
を
採
用
し
て
は

い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
九
代
目
は
、
芸
に
お
け
る
写
実
の
限
界
を
感
じ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

�

芸
道
に
は
写
実
と
い
ふ
事
も
必
要
で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
、
尤
も
写
実
と
申
し
ま
し
て
も
当
時
流
行
い
た
し
ま
す
る
新
演
劇
即
ち

壮
士
芝
居
の
や
う
に
擲
り
つ
競
を
す
る
や
う
な
事
は
好
み
ま
せ
ん
、
極
端
の
噺
で
す
け
れ
ど
も
、
彼
の
芸
風
が
嵩
じ
て
行
つ
た
日

に
は
舞
台
で
真
物
の
血
を
見
せ
ね
ば
成
ら
ぬ
事
に
な
り
ま
す
、
詰
ま
り
美
術
で
す
か
ら
、
酒
を
飲
ま
な
い
で
も
酔
つ
た
や
う
に
見

せ
、
ピ
ン
／
＼
し
て
居
て
も
病
人
の
や
う
に
御
見
物
が
た
が
得
心
し
て
下
さ
れ
ば
可
い
の
で
…
三
四

九
代
目
の
め
ざ
す
象
徴
的
な
芸
は
、役
の「
精
神
」を
獲
得
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
り
、写
実
と
は
異
な
る
単
純
化
し
た
描
き
方
に
よ
っ

て
表
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
團
十
郎
の
芸
」
は
、
観
客
の
目
に
ふ
れ
た
時
、
一
転
し
て
ど
ん
な
時
代
考
証
に
基
づ
く
意
匠

よ
り
も
は
る
か
に
リ
ア
ル
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
つ
ま
り
九
代
目
は
、「
実

リ
ア
リ
テ
ィ」
と
い
う
も
の
が
舞
台
を
目
に
す
る

観
客
に
受
け
と
め
ら
れ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
だ
と
理
解
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
九
代
目
は
、
写
実
的
に
技

芸
を
な
す
の
で
は
な
く
象
徴
的
に
描
き
出
す
こ
と
で
、
舞
台
上
に
「
実

リ
ア
リ
テ
ィ」
を
生
み
出
そ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
舞
台
空
間
に
生
じ

た
「
実

リ
ア
リ
テ
ィ」
の
諸
相
は
、
観
客
の
ま
な
ざ
し
を
経
る
こ
と
で
、
単
純
化
し
た
「
実
の
あ
る
」
芝
居
に
な
り
え
た
。
九
代
目
は
、「
実
リ
ア
リ
テ
ィ」
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を
追
求
し
て
い
く
な
か
で
、
写
実
性
と
象
徴
性
と
い
う
一
見
相
反
す
る
「
実
リ
ア
リ
テ
ィ」
を
舞
台
の
上
で
同
時
に
実
現
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

「
團
十
郎
の
芸
」
は
、
ま
さ
に
完
璧
な
ま
で
に
「
実
の
あ
る
」
芝
居
を
舞
台
上
に
展
開
し
た
。
そ
れ
が
観
客
を
魅
了
し
え
た
も
う
ひ

と
つ
の
要
因
は
、「
九
代
目
は
旧
劇
技
術
の
更
新
者
で
も
あ
れ
ば
、
新
優
技
術
の
創
始
者
で
も
あ
つ
た
」
三
五
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
観

客
が
「
團
十
郎
の
芸
」
に
江
戸
歌
舞
伎
と
の
連
続
性
を
も
見
出
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。「
團
十
郎
の
芸
」
を
実
際
に
目
に
し
て
い
た

正
宗
白
鳥
は
、
九
代
目
の
芸
か
ら
に
じ
み
出
る
「
昔
の
歌
舞
伎
の
味
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

正�

宗　

團
十
郎
の
は
文
字
通
り
活
歴
と
い
ふ
や
う
な
活
歴
で
は
な
か
つ
た
。
他
の
役
者
の
は
高
時
で
も
だ
め
だ
。
團
十
郎
の
は
昔

の
歌
舞
伎
の
味
を
持
つ
そ
の
ま
ゝ
の
活
歴
だ
…

三�

宅　

團
十
郎
と
い
ふ
も
の
が
歌
舞
伎
の
味
に
あ
ふ
れ
き
つ
て
活
歴
を
や
つ
た
か
ら
よ
か
つ
た
わ
け
で
す
ね
。
團
十
郎
は
歌
舞
伎

性
を
十
分
持
つ
て
お
い
て
活
歴
を
や
る
わ
け
だ
か
ら
ー
名
論
で
す
。
三
六

ま
た
、
戸
板
康
二
も
同
様
に
、
遠
藤
為
春
と
の
対
談
の
た
か
で
「
團
十
郎
の
芸
」
を
支
え
た
歌
舞
伎
に
お
け
る
「
古
典
の
骨
組
」
に

つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。

遠�

藤　

面
白
く
な
い
活
歴
物
を
や
ら
ぬ
で
も
よ
さ
そ
う
に
思
う
ん
だ
が
、
ま
あ
一
つ
の
道
楽
か
な
、
あ
れ
が
。
も
つ
と
も
、
あ
ん

な
わ
け
も
わ
か
ら
ぬ
、
面
白
く
も
な
い
も
の
を
結
構
見
せ
た
と
こ
ろ
は
、
や
つ
ぱ
し
團
十
郎
の
値
打
ち
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
ね
。

戸�

板　

そ
れ
に
な
ん
で
し
よ
う
ね
古
典
の
骨
組
と
い
う
も
の
を
全
部
知
つ
て
い
た
上
で
の
活
歴
だ
つ
た
ん
で
し
よ
う
。

遠�

藤　

そ
う
、
で
す
か
ら
、
面
白
く
な
い
活
歴
を
し
て
も
、
そ
れ
が
そ
れ
で
通
つ
た
ん
で
し
よ
う
な
。
三
七
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九
代
目
市
川
團
十
郎
は
、
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
に
生
ま
れ
、
明
治
維
新
を
三
一
歳
で
迎
え
た
。
ま
さ
に
、
幕
末
に
お
け
る
江
戸

歌
舞
伎
の
な
か
で
育
ち
、
そ
の
芸
を
身
に
つ
け
て
き
た
。
つ
ま
り
、「
團
十
郎
の
芸
」
の
身
体
性
は
、
江
戸
歌
舞
伎
に
よ
っ
て
培
わ
れ

た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
確
か
に
、
九
代
目
自
身
は
江
戸
歌
舞
伎
の
も
つ
虚
構
性
に
違
和
感
を
抱
き
、
そ
の
「
改
良
」
に
向
け
て
試

行
錯
誤
を
重
ね
て
き
た
。
し
か
し
、九
代
目
が
い
か
に
「
江
戸
劇
の
常
套
か
ら
脱
却
せ
ん
と
し
て
ゐ
た
」
三
八
と
し
て
も
、「
團
十
郎
の
芸
」

を
表
出
す
る
九
代
目
自
身
の
身
体
に
は
、「
昔
の
歌
舞
伎
の
味
」
が
染
み
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
團
十
郎
の
芸
」
が
「
昔
の
歌
舞
伎
の
味
」
を
含
ん
で
い
た
こ
と
は
、
決
し
て
明
治
と
い
う
新
た
な
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
舞
伎
の

あ
り
方
を
模
索
し
て
い
た
九
代
目
に
よ
る
「
改
良
」
の
限
界
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。「
昔
の
歌
舞
伎
の
味
」
に
支
え
ら
れ
て
い
た
か

ら
こ
そ
、「
團
十
郎
の
芸
」
は
存
在
し
え
た
の
で
あ
る
。「
昔
の
歌
舞
伎
の
味
」
を
も
つ
「
團
十
郎
の
芸
」
は
、
江
戸
歌
舞
伎
に
慣
れ
親

し
ん
で
き
た
観
客
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
従
来
か
ら
継
承
さ
れ
た
古
き
良
き
歌
舞
伎
の
一
端
に
ふ
れ
る
機
会
と
な
り
、
一
方
明
治
期
を
迎

え
て
か
ら
「
團
十
郎
の
芸
」
を
目
に
し
た
観
客
に
は
、
役
と
一
体
化
し
た
「
実

リ
ア
リ
テ
ィ」
あ
る
芸
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

芸
は
、
舞
台
上
の
九
代
目
と
観
客
と
を
切
り
結
ぶ
直
接
的
な
伝
達
手
段
で
あ
り
、
役
の
「
精
神
」
を
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
観
客
に

伝
え
る
た
め
に
象
徴
的
な
形
態
を
と
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
表
現
の
根
底
に
は
、
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
江
戸

歌
舞
伎
に
お
け
る
芸
の
妙
味
が
流
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
歌
舞
伎
の
「
改
良
」
を
め
ざ
し
た
九
代
目
に
よ
る
「
團
十
郎
の
芸
」
は
、
そ

の
身
体
性
に
お
い
て
「
昔
の
歌
舞
伎
の
味
」
を
礎
に
築
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

三
　
役
に
対
す
る
観
客
の
認
識

九
代
目
の
役
に
対
す
る
認
識
は
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
自
ら
に
与
え
ら
れ
た
役
が
も
つ
最
も
そ
の
役
ら
し
さ
が
あ
ら
わ
れ
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て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
一
側
面
に
焦
点
を
当
て
、そ
れ
を
役
の「
精
神
」と
い
う
か
た
ち
に
凝
縮
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
、

時
代
物
に
登
場
す
る
武
将
に
扮
す
る
さ
い
に
は
、「
武
士
の
精
神
」
と
い
う
も
の
の
形
成
が
必
要
と
な
る
。
九
代
目
は
、
こ
の
「
武
士

の
精
神
」
を
『
日
本
外
史
』
や
『
太
平
記
』
を
も
と
に
「
正
し
い
歴
史
像
」
を
獲
得
す
る
こ
と
で
、「
実

リ
ア
リ
テ
ィ」
あ
る
武
士
像
と
し
て
役
を

勤
め
た
の
で
あ
る
。

九
代
目
が
勤
め
る
武
将
は
「
武
士
の
精
神
」
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
観
客
の
目
に
ふ
れ
リ
ア
ル
だ
と
認
識
さ
れ
る

こ
と
で
、〈
役
者
―
役
―
観
客
〉
の
内
的
一
体
化
が
成
立
す
る
。
こ
う
し
て
観
客
は
、
舞
台
上
の
九
代
目
に
惜
し
み
な
い
喝
采
を
送
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
逆
に
い
く
ら
九
代
目
自
身
が
「
実

リ
ア
リ
テ
ィ」
あ
る
武
士
像
だ
と
信
じ
て
役
を
勤
め
た
と
し
て
も
、
そ

れ
を
目
に
す
る
観
客
が
「
実

リ
ア
リ
テ
ィ」
を
抱
く
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
舞
台
上
に
「
実
リ
ア
リ
テ
ィ」
を
生
み
出
す
こ
と
は
不
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

九
代
目
の
抱
く
「
武
士
の
精
神
」
が
彼
自
身
だ
け
で
な
く
観
客
に
と
っ
て
も
「
実

リ
ア
リ
テ
ィ」
あ
る
武
士
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
は
、
そ
れ
が
双
方
に
共
通
す
る
武
士
像
だ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
、
当
時
の
観
客
は
ど
の
よ
う
な
「
歴
史
認
識
」

を
抱
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
端
が
正
宗
白
鳥
の
回
想
か
ら
う
か
が
え
る
。

�

私
な
ど
の
や
う
に
、
明
治
の
初
年
に
日
本
に
生
れ
た
人
間
は
、
読
書
の
方
で
は
、「
日
本
外
史
」
や
「
八
犬
伝
」
の
や
う
な
も
の

に
よ
つ
て
、
思
想
や
感
情
や
趣
味
を
養
ふ
の
を
常
例
と
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
…
私
よ
り
も
、
一
時
代
早
い
出
生
児
は
、
も
一
層

つ
よ
く
「
日
本
外
史
」
と
「
八
犬
伝
」
の
感
化
の
下
に
育
つ
た
の
だ
。
こ
の
硬
軟
二
種
の
書
物
に
含
ん
で
ゐ
る
思
想
、
情
調
の
虜

と
な
つ
た
、
新
代
の
文
明
開
化
や
自
由
民
権
説
に
心
酔
し
、
感
激
し
、
片
言
の
英
語
を
盛
ん
に
振
廻
し
て
得
意
に
な
つ
て
ゐ
た
と

し
て
も
、
根
抵
に
は
「
日
本
外
史
」
趣
味
、「
八
犬
伝
」
趣
味
が
潜
在
し
て
ゐ
た
。
三
九
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『
日
本
外
史
』
な
ど
に
描
か
れ
て
い
る
歴
史
像
は
、明
治
十
二
（
一
八
七
九
）
年
生
ま
れ
の
白
鳥
だ
け
で
な
く
「
一
時
代
早
い
出
生
児
」

で
あ
る
西
南
戦
争
以
前
に
生
ま
れ
た
者
た
ち
に
と
っ
て
も
、
幼
少
期
か
ら
親
し
ん
で
き
た
世
界
で
あ
り
、
原
体
験
と
も
言
う
べ
き
「
歴

史
認
識
」
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
明
治
初
期
、
新
た
な
知
識
や
思
想
が
次
々
と
も
た
ら
さ
れ
た
と
し
て
も
、
当
時
生
ま
れ
た
多
く
の
者

た
ち
が
も
つ
思
考
の
根
底
に
は
、「『
日
本
外
史
』
趣
味
、『
八
犬
伝
』
趣
味
」
が
息
づ
い
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
当
時
の
人
々
の
「
歴
史
認
識
」
を
養
っ
た
も
の
は
こ
れ
ら
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
舞
台

で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
時
代
物
に
興
じ
る
観
客
の
多
く
は
、
当
時
流
布
し
て
い
た
稗
史
な
ど
に
描
か
れ
た
歴
史
の
世
界
を
通
し
て
自
ら
の

歴
史
的
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
、
そ
れ
を
舞
台
と
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
受
容
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

幼
少
期
の
谷
崎
潤
一
郎
も
ま
た
、
一
世
一
代
と
銘
打
っ
た
九
代
目
の
『
助
六
』
が
上
演
さ
れ
た
明
治
二
九
年
五
月
の
歌
舞
伎
座
興
行

を
観
に
行
っ
て
お
り
、
そ
の
日
の
思
い
出
と
と
も
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

�

私
は
実
は
團
十
郎
の
助
六
以
上
に
、
一
番
目
の
平
家
物
語
が
見
た
か
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
私
は
大
和
建
樹
の
歴
史
譚
に
依
つ
て
、

源
平
時
代
の
物
語
に
非
常
な
興
味
を
覚
え
る
や
う
に
な
つ
て
ゐ
た
の
で
、
浄
海
入
道
や
、
西
光
法
師
や
、
内
府
重
盛
や
、
新
大
納

言
成
親
な
ど
の
出
て
来
る
舞
台
は
、
ど
ん
な
に
か
素
晴
ら
し
い
で
あ
ら
う
と
思
へ
た
。
四
〇

「
大
和
建
樹
の
歴
史
譚
」
は
、
明
治
三
十
年
代
を
中
心
と
し
て
特
に
少
年
向
け
に
書
か
れ
た
歴
史
書
で
あ
り
、
二
四
巻
ま
で
断
続
的

に
発
行
さ
れ
て
い
た
。
少
年
谷
崎
は
、
こ
の
「
歴
史
譚
」
に
ふ
れ
た
こ
と
で
「
浄
海
入
道
や
、
西
光
法
師
や
、
内
府
重
盛
や
、
新
大
納

言
成
親
」
と
い
っ
た
歴
史
上
の
人
物
を
そ
の
脳
裏
に
生
き
生
き
と
育
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
谷
崎
は
、
実
際
に
舞
台
上

で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
『
重
盛
諫
言
』
と
い
う
演
目
と
し
て
上
演
さ
れ
た
「
平
家
物
語
」
に
対
し
て
、「
い
か
に
素
晴
ら
し
い
で
あ
ら
う
」
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と
大
い
な
る
期
待
感
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
谷
崎
が
内
な
る
世
界
に
育
ん
だ
武
将
た
ち
の
す
が
た
と
重
盛
を
勤

め
る
九
代
目
を
は
じ
め
と
す
る
役
者
た
ち
と
を
同
一
視
し
よ
う
と
し
て
い
る
心
境
と
言
え
よ
う
。

舞
台
上
に
武
士
像
を
現
出
さ
せ
る
役
者
、そ
れ
を
目
に
す
る
観
客
の
双
方
が
抱
い
た
「
正
し
い
歴
史
像
」
は
、ど
ち
ら
も
『
日
本
外
史
』

な
ど
の
当
時
流
布
し
て
い
た
歴
史
像
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
双
方
の
抱
く
「
歴
史
認
識
」
が
同
時
代
の
歴
史
書
や
稗
史
に
よ
っ

て
醸
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
九
代
目
の
獲
得
し
た
「
武
士
の
精
神
」
は
、
観
客
の
間
に
違
和
感
な
く
リ
ア
ル
に
描
か
れ

た
武
士
像
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

白
鳥
や
谷
崎
の
場
合
、
ま
ず
『
日
本
外
史
』
あ
る
い
は
「
大
和
田
建
樹
の
歴
史
譚
」
と
い
っ
た
書
物
を
ひ
も
と
く
こ
と
で
、
歴
史
上

の
人
物
や
事
象
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
自
ら
の
内
に
構
築
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
自
ら
が
も
つ
歴
史
的
イ
メ
ー
ジ
と
九
代
目
が
描
き
出

す
舞
台
上
の
歴
史
像
と
が
出
会
い
、
重
な
り
合
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
彼
ら
は
、
歴
史
書
→
「
團
十
郎
の
芸
」
と
い
う
経
路
で
自
ら

の
歴
史
的
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
逆
に
九
代
目
が
手
が
け
た
芝
居
を
観
た
後
に
、
自
ら
が
目
に
し
た
舞
台
を
想
起
し
な
が
ら
『
日
本
外
史
』
や
『
太
平
記
』
を

ひ
も
と
く
観
客
が
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
言
わ
ば
、「
團
十
郎
の
芸
」
→
歴
史
書
と
い
う
か
た
ち
に
よ
る
歴
史
的
イ
メ
ー
ジ

の
構
築
で
あ
る
。『
日
本
外
史
』
や
『
太
平
記
』
を
も
と
に
形
成
さ
れ
た
九
代
目
の
「
武
士
の
精
神
」
は
、「
團
十
郎
の
芸
」
を
通
し
て

観
客
に
預
け
ら
れ
る
。
観
客
は
、
自
ら
目
に
し
た
九
代
目
の
武
士
像
を
投
影
し
な
が
ら
『
日
本
外
史
』
を
は
じ
め
と
す
る
歴
史
書
に
ふ

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
再
び
観
客
自
身
が
構
築
し
た
歴
史
的
イ
メ
ー
ジ
と
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、「
武
士
の
精
神
」
に
裏
打
ち
さ

れ
た「
團
十
郎
の
芸
」に
接
す
る
の
で
あ
る
。
舞
台
上
に
あ
ら
わ
れ
る
役
を
媒
介
と
し
た
役
者
―
観
客
間
に
お
け
る「
歴
史
認
識
」の“
ゆ

れ
”
が
増
幅
し
て
い
く
こ
と
で
、「
実
の
あ
る
」
芝
居
が
成
立
し
て
い
く
。
役
者
と
観
客
の
双
方
が
抱
く
同
時
代
の
共
通
認
識
を
相
互

に
認
め
合
う
こ
と
で
、
舞
台
の
上
に
あ
る
種
の
信
頼
感
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
時
、
役
者
と
観
客
は
一
体
化
し
、
九
代
目
が
め
ざ
し
た
〈
役
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者
―
役
柄
―
見
物
〉
の
内
的
一
体
化
が
真
に
実
現
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

四
　「
團
十
郎
の
芸
」
に
み
え
る
時
代
性

の
ち
に
「
劇
聖
」
と
ま
で
謳
わ
れ
た
九
代
目
市
川
團
十
郎
の
芸
は
、
そ
の
卓
越
し
た
技
芸
の
力
に
加
え
、
つ
ね
に
自
身
と
同
時
代
を

生
き
る
観
客
の
も
つ
好
尚
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
役
者
―
観
客
の
双
方
が
精
神
の
底
流
に
抱
い
て
い

る
同
時
代
の
共
通
認
識
を
舞
台
上
に
盛
り
込
ん
だ
こ
と
で
、「
團
十
郎
の
芸
」
は
成
立
し
得
た
の
で
あ
る
。

役
者
と
し
て
の
九
代
目
の
成
功
を
、時
代
環
境
と
い
う
側
面
か
ら
洞
察
し
て
い
た
人
物
が
い
た
。
そ
れ
が
、坪
内
逍
遥
で
あ
る
。
彼
は
、

「
團
十
郎
の
芸
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
懐
疑
的
な
目
を
向
け
て
い
た
。

�

…
写
実
、
活
歴
な
ど
ゝ
標
榜
し
團
十
郎
が
音
頭
を
取
つ
て
我
が
国
の
ロ
マ
ン
チ
ズ
ム
を
鼓
舞
し
文
学
者
美
術
家
を
ば
は
る
か
に
後

の
方
に
従
へ
候
ひ
し
こ
と
目
新
し
く
覚
え
候
、
是
れ
團
十
郎
の
絶
芸
の
力
に
よ
れ
る
か
、
或
は
別
に
故
あ
る
に
や
と
初
手
は
不
審

が
り
候
ひ
き
四
一

坪
内
は
、
九
代
目
の
も
つ
「
絶
芸
の
力
」
そ
の
も
の
に
疑
問
を
抱
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
團
十
郎
の
芸
」
は
、
幼
少
期
か
ら

芝
居
に
親
し
ん
で
き
た
坪
内
に
と
っ
て
「
活
き
た
理
想
」
で
あ
り
、「
渇
仰
の
目
的
」
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
、
次
の
回
想
か
ら
う
か
が

え
る
。
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�

私
の
東
京
へ
出
た
の
は
明
治
九
年
で
、
十
八
歳
の
秋
で
あ
つ
た
か
ら
、
舞
台
で
團
十
郎
を
観
た
の
は
其
翌
年
が
初
め
て
ゞ
あ
つ
た

と
思
ふ
…
一
た
び
舞
台
上
に
観
た
團
十
郎
は
、
幼
稚
な
私
の
演
劇
術
上
の
活
き
た
理
想
と
も
渇
仰
の
目
的
と
も
な
つ
た
。
母
や
姉

が
芝
居
好
き
で
あ
つ
た
の
で
、
名
古
屋
に
ゐ
た
頃
か
ら
、
目
ぼ
し
い
興
行
は
大
抵
か
ゝ
さ
ず
観
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
が
、
…
そ
れ

ら
と
團
十
郎
と
の
芸
風
の
相
違
が
最
も
著
し
く
私
の
心
を
牽
い
た
。
四
二

坪
内
は
、「
そ
れ
ら
」
す
な
わ
ち
名
古
屋
で
目
に
し
て
き
た
役
者
の
芸
と
「
團
十
郎
と
の
芸
風
の
相
違
」
を
指
摘
し
て
お
り
、「
團
十

郎
の
芸
」
に
他
の
役
者
と
は
全
く
異
な
る
魅
力
を
見
出
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
九
代
目
の
技
芸
に
お
け
る
卓
抜
さ
を
十
分
認
識
し

て
い
た
上
で
、
坪
内
は
あ
え
て
「
團
十
郎
の
絶
芸
の
力
に
よ
れ
る
か
、
或
は
別
に
故
あ
る
に
や
」
と
九
代
目
が
な
ぜ
役
者
と
し
て
成
功

す
る
に
至
っ
た
の
か
、
そ
の
所
以
を
探
ろ
う
と
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
坪
内
は
ど
の
よ
う
な
結
論
に
至
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
次
に
あ
げ
る
箇
所
か
ら
そ
の
一
端
が
う
か
が
え
る
。

�

團
十
郎
は
一
代
の
好
尚
と
理
想
的
人
格
と
を
体
現
す
る
に
最
も
適
当
し
た
骨
相
、
風
采
、
音
吐
、
芸
風
を
具
へ
て
ゐ
た
と
こ
ろ
へ
、
後

天
的
の
種
々
の
幇
助
や
修
養
が
加
は
つ
て
、
比
較
的
最
も
よ
く
時
代
精
神
を
代
表
し
得
る
名
優
と
な
つ
た
の
だ
と
い
つ
て
よ
い
。
四
三

観
客
が
九
代
目
に
よ
る
技
芸
が
醸
し
出
す
圧
倒
的
な
魅
力
を
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
最
大
の
理
由
と
し
て
、
坪
内
は
「
時
代
精

神
」
と
い
う
も
の
を
あ
げ
て
い
る
。
坪
内
は
、「
最
も
よ
く
時
代
精
神
」
を
体
現
し
え
た
こ
と
に
よ
り
、「
團
十
郎
の
芸
」
が
最
大
限
の

光
彩
を
放
つ
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
坪
内
の
言
う
「
時
代
精
神
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
坪
内
は
、
こ
の
「
時
代
精
神
」
に
つ
い
て
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さ
ら
に
言
及
を
続
け
て
い
る
。

�
政
治
界
の
ガ
ン
ド
ウ
返
し
に
て
社
会
の
主
権
者
は
悉
く
入
れ
か
は
り
、
そ
の
う
ち
世
間
の
鎮
ま
る
に
つ
れ
て
彼
等
福
禄
足
り
、
虚

栄
足
つ
て
皆
漸
く
娯
楽
を
思
へ
り
。
然
る
に
新
上
流
は
旧
の
上
等
社
会
で
は
な
く
、
新
中
流
将
た
旧
の
中
等
社
会
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、

旧
娯
楽
を
以
て
し
て
新
好
尚
に
適
は
し
め
ん
と
す
る
は
、
冬
扇
夏
炉
の
と
ん
ち
ん
か
ん
に
て
折
り
合
は
ず
。
…
蓋
し
薩
長
武
士
を

筆
は
じ
め
に
し
て
の
時
の
流は

や
り
つ
こ

行
児
は
概
し
て
武
士
な
り
、
イ
ヤ
武
士
肌
な
り
、
そ
の
信
仰
は
勤
王
、
復
古
、
歴
史
追
崇
、
其
の

主イ
ズ
ム義
は
改
新
、
進
取
、
そ
の
経
験
は
戦
闘
、
破
壊
、
殺
傷
、
そ
の
言
動
は
磊
落
粗
豪
然
ら
ざ
れ
ば
洒
脱
簡
樸
、
公
家
的
優
柔
の
態

と
平
民
的
遜
順
の
風
と
は
大
き
に
廃
れ
気
味
と
い
ふ
時
勢
な
れ
ば
其
好
尚
の
向
ふ
所
あ
ら
か
じ
め
推
知
す
べ
く
而
し
て
一
般
世
俗

も
ま
た
能
に
は
縁
遠
く
歌
舞
伎
に
も
饜
気
味
に
な
り
き
と
す
る
と
き
は
前
に
ロ
マ
ン
チ
ズ
ム
の
異
例
も
之
を
解
す
る
に
難
か
る
べ

し
と
存
じ
候
四
四

「
政
治
界
の
ガ
ン
ド
ウ
返
し
」
で
あ
る
明
治
維
新
を
経
て
、
そ
の
後
頻
発
し
た
士
族
の
反
乱
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
混
乱
が

よ
う
や
く
落
ち
着
き
を
見
せ
は
じ
め
た
頃
、
す
な
わ
ち
明
治
十
年
代
に
至
っ
て
よ
う
や
く
人
々
は
「
娯
楽
」
に
目
を
向
け
る
余
裕
が
出

て
き
た
と
い
う
の
が
、
坪
内
の
同
時
代
認
識
で
あ
る
。
坪
内
が
指
摘
す
る
明
治
十
年
代
、
特
に
十
年
代
後
半
は
、
明
治
政
府
の
要
人
や

貴
紳
た
ち
が
口
々
に
「
演
劇
改
良
」
を
唱
え
る
よ
う
に
な
る
時
期
に
あ
た
る
。
こ
の
時
期
は
、
す
で
に
社
会
の
階
層
が
こ
と
ご
と
く
変

化
し
、「
演
劇
改
良
」
を
唱
え
は
じ
め
た
貴
紳
た
ち
ば
か
り
で
な
く
、
世
上
に
お
け
る
文
化
的
好
尚
も
ま
た
時
代
の
推
移
と
と
も
に
変

化
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
全
体
が
時
代
に
相
応
し
た
歌
舞
伎
の
あ
り
方
を
模
索
し
、
待
望
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

そ
こ
に
、「
團
十
郎
の
芸
」
が
出
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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坪
内
に
よ
る
と
、
よ
う
や
く
「
娯
楽
」
を
求
め
は
じ
め
た
国
家
形
成
期
に
お
け
る
「
流
行
児
」
た
ち
の
「
時
代
精
神
」
と
は
、「
武

士
肌
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、九
代
目
は
「
武
士
の
精
神
」
を
獲
得
す
る
た
め
に
『
日
本
外
史
』
や
『
太
平
記
』

に
「
正
し
い
歴
史
像
」
を
求
め
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
歴
史
に
関
す
る
書
物
が
愛
読
さ
れ
て
い
た
理
由
も
ま
た
、「
武
士
肌
」
の
「
時

代
精
神
」
に
よ
る
も
の
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、「
武
士
肌
」
の
「
時
代
精
神
」
は
、
ま
さ
に
当
時
の
風
潮
そ
の
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
新
し
い
時
代
に
適
応
し
た
歌
舞
伎
に
お
い
て
も
求
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
九
代
目
は
、
試
行
錯
誤
を
重
ね

た
末
に
「
武
士
の
精
神
」
を
獲
得
し
、〈
役
者
―
役
―
観
客
〉
の
内
的
一
体
化
を
め
ざ
す
「
團
十
郎
の
芸
」
を
形
成
し
た
。
こ
の
「
團

十
郎
の
芸
」
こ
そ
が
、「
時
代
精
神
」
と
し
て
の
「
武
士
肌
」
を
体
現
す
る
の
に
最
も
適
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
適
し
て
い
た
の
は
、

芸
と
い
う
表
現
形
態
ば
か
り
で
は
な
い
。
坪
内
は
、
九
代
目
の
も
つ
「
骨
相
、
風
采
、
音
吐
」
と
い
っ
た
先
天
的
な
要
素
ま
で
も
が
、

当
時
の
「
時
代
精
神
」
を
体
現
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

舞
台
上
で
九
代
目
が
勤
め
る
武
士
は
、『
日
本
外
史
』
や
『
太
平
記
』
の
な
か
に
登
場
す
る
武
将
を
も
と
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
書
物
に
描
か
れ
た
武
将
と
舞
台
上
で
武
士
を
勤
め
る
九
代
目
と
を
切
り
結
ぶ
も
の
が
、
九
代
目
の
獲
得
し
た
「
武

士
の
精
神
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
武
士
の
精
神
」
と
い
う
凝
縮
さ
れ
た
象
徴
化
は
、
言
わ
ば
九
代
目
に
よ
る
主
観
的
な
歴
史

像
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
こ
に
は
確
か
に
彼
自
身
が
生
き
る
明
治
と
い
う
時
代
の
当
代
性
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ

け
に
、「
團
十
郎
の
芸
」
を
目
に
し
た
坪
内
は
、九
代
目
が
芸
を
通
し
て
放
つ
「
武
士
肌
」
の
「
時
代
精
神
」
を
「
時
の
理
想
的
成
功
者
」

と
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
見
つ
め
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

�

社
会
国
家
の
経
営
に
適
し
た
る
ら
し
き
大
き
な
人
物
、同
じ
く
豪
傑
英
雄
と
い
つ
て
も
、在
来
の
劇
に
現
れ
る
や
う
な
、衒
耀
的
な
、

誇
張
的
な
、
不
自
然
な
の
で
な
く
て
、
如
何
に
も
自
然
な
、
真
率
な
、
大
や
う
な
、
―
早
い
話
が
、
三
条
公
と
か
、
西
郷
と
か
、
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大
久
保
と
か
い
ふ
、
―
時
の
理
想
的
成
功
者
を
連
想
さ
せ
る
に
足
る
新
し
い
性
格
を
舞
台
上
に
現
し
得
た
の
は
、
明
か
に
團
十
郎

の
特
技
で
あ
つ
た
四
五

明
治
初
め
の
国
家
形
成
期
に
「
武
士
」
的
な
傾
向
が
当
時
の
人
々
の
精
神
的
気
風
を
占
め
て
い
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
明
治
政
府
の
担

い
手
た
ち
が
武
士
階
級
の
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
九
代
目

の
舞
台
を
観
に
来
る
多
く
の
観
客
、
そ
し
て
役
を
勤
め
る
九
代
目
自
身
も
ま
た
、
舞
台
に
登
場
す
る
「
武
士
肌
」
の
英
雄
像
に
「
三
条

公
と
か
、
西
郷
と
か
、
大
久
保
」
と
い
っ
た
同
時
代
の
「
理
想
的
成
功
者
」
を
無
意
識
の
う
ち
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
。
坪
内
は
、
こ

う
し
て
成
立
し
た
役
者
と
観
客
の
共
通
認
識
に
基
づ
く
九
代
目
に
よ
る
役
の
解
釈
を
「
新
し
い
性
格
」
と
見
な
し
、「
團
十
郎
の
特
技
」

と
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
か
た
ち
づ
く
ら
れ
た
「
團
十
郎
の
特
技
」
は
、
明
治
二
十
年
代
に
至
る
と
「
團
十
郎
の
芸
」
を

通
し
て
さ
ら
に
輝
き
を
増
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
ま
で
も
見
て
き
た
よ
う
に
、晩
年
の
九
代
目
は
「
国
の
為
め
」
な
い
し
は
「
忠
義
の
為
め
」
と
い
う
主
題
が
描
か
れ
た
演
目
を
「
実

の
あ
る
」
も
の
と
認
識
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
演
目
の
上
演
状
況
を
概
観
し
て
み
る
と
、
二
十
年
代
以
降
に
上
演
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
（
表
一
参
照
）。
と
り
わ
け
、
九
代
目
に
よ
る
上
演
回
数
が
多
い
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
二
七

年
か
ら
は
ほ
ぼ
毎
年
の
よ
う
に
上
演
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
一
谷
嫩
軍
記
』
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
二
十
年
代
か
ら
上
演
頻
度
が
高

く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

九
代
目
の
語
る
「
国
の
為
め
」
や
「
忠
義
の
為
め
」
と
い
っ
た
観
念
の
追
求
は
、二
十
年
代
に
お
け
る
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
や
『
一

谷
嫩
軍
記
』
の
断
続
的
な
上
演
状
況
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
九
代
目
自
身
だ
け
で
な
く
「
團
十
郎
の
芸
」
を
観
に
来
る
観
客
の
欲
求
で

も
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
観
客
た
ち
は
、
国
民
国
家
成
立
期
と
い
う
同
時
代
を
生
き
る
自
分
た
ち
が
も
つ
「
時
代
精
神
」
と
い
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う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
、
こ
れ
ら
の
演
目
の
根
本
に
据
え
ら
れ
て
い
る
「
国
の
為
め
」「
忠
義
の
為
め
」
と
い
っ
た
主
題
を
受
け
と

め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
十
年
代
に
形
成
さ
れ
た
「
武
士
肌
」
の
「
時
代
精
神
」
は
、
役
者
と
観
客
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、

「
国
の
為
め
」「
忠
義
の
為
め
」
と
い
っ
た
観
念
を
超
え
、
よ
り
具
体
的
か
つ
鮮
明
な
「
時
代
精
神
」
へ
と
展
開
を
遂
げ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

役
者
と
観
客
は
、
役
者
の
側
が
自
ら
に
与
え
ら
れ
た
役
を
通
し
て
、
内
的
に
一
体
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
た

め
の
直
接
的
な
手
段
が
、
芸
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
両
者
の
一
体
化
を
促
す
も
の
が
双
方
の
抱
く
共
通
認
識
で
あ
り
、
そ
の
ひ
と
つ

が
「
時
代
精
神
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
上
演
さ
れ
る
芝
居
の
時
代
設
定
が
「
現
在
」
で
な
く
と
も
、
舞
台
上
で
繰
り
広
げ

ら
れ
る
世
界
に
「
時
代
精
神
」
と
い
う
共
通
認
識
が
織
り
込
ま
れ
て
い
れ
ば
、
そ
こ
に
「
現
在
」
は
生
み
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
團
十

郎
の
芸
」
は
、
芝
居
を
通
し
て
そ
こ
に
「
現
在
」
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
実

リ
ア
リ
テ
ィ」
あ
る
も
の
と
し
て

観
客
を
魅
了
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

明
治
と
い
う
新
し
い
時
代
が
到
来
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
物
が
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
ひ
と
つ
の
歓
楽
の

場
で
し
か
な
か
っ
た
歌
舞
伎
も
ま
た
、
そ
の
変
革
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
歌
舞
伎
の
な
か
に
「
実

リ
ア
リ
テ
ィ」
を
求
め
た
九
代
目
の
志
は
、
明

治
歌
舞
伎
と
し
て
新
た
な
展
開
を
遂
げ
て
い
く
な
か
で
、
従
来
の
歌
舞
伎
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
芸
の
あ
り
方
に
つ
な
が
っ
た
。
こ
う

し
た
舞
台
に
お
け
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
追
求
は
、
歌
舞
伎
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
そ
の
後
の
舞
台
芸
術
に
お
い
て
も
重
要
視
さ
れ
て
い
く
。

つ
ま
り
、
九
代
目
に
よ
る
「
團
十
郎
の
芸
」
の
実
現
は
、
近
代
の
舞
台
芸
術
に
お
け
る
先
駆
的
な
試
み
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

あ
り
、
大
い
な
る
影
響
を
与
え
た
取
り
組
み
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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一　　
�

河
竹
登
志
夫
氏
に
よ
る
と
、「
肉
体
的
伝
承
性
」
と
は
、「
劇
文
学
と
し
て
よ
り
も
芸
そ
の
も
の
―
生
き
た
演
技
演
出
自
体
―
を
つ
た
え
る
」
と
い
う
日
本

の
芸
能
独
自
の
性
格
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。（
河
竹
登
志
夫「
家
の
芸
の
成
立
」　
『
季
刊
歌
舞
伎　

別
冊　

宗
家
市
川
團
十
郎
』　

一
九
六
九
年　

九
五
頁
）

二　　

�「〈
役
者
―
役
柄
―
見
物
〉
の
内
的
一
体
化
」
に
つ
い
て
、
拙
著
「
九
世
市
川
團
十
郎
の
『
改
良
理
念
』
の
展
開
と
そ
の
意
義
」（『
年
報
日
本
史
叢　

一
九
九
五
』
一
九
九
五
年　

筑
波
大
学
歴
史
・
人
類
学
系　

五
五
頁
）
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　　
　
　
　

�〈
役
者
―
役
柄
―
見
物
〉
の
内
的
一
体
化
」
と
は
、九
代
目
が
そ
の
生
涯
を
か
け
て
実
践
し
た
歌
舞
伎
の
「
改
良
理
念
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、「
役

柄
の
『
精
神
』
を
獲
得
す
る
こ
と
で
一
体
化
し
た
自
分
自
身
を
い
か
に
見
物
に
理
解
し
て
も
ら
い
、見
物
を
『
真
実
に
感
動
』
へ
と
導
く
と
い
う
『
心

か
ら
心
へ
』
伝
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

三　　

前
掲
「
九
世
市
川
團
十
郎
の
『
改
良
理
念
』
の
展
開
と
そ
の
意
義
」　

五
五
頁

四　　
「
◎
旧
来
の
芝
居
」　

松
居
松
葉
『
團
洲
百
話
』
所
収　

金
港
堂　

一
九
〇
三
年　

八
一
〜
二
頁

五　　

田
村
成
義
編
『
続
続
歌
舞
伎
年
代
記
』（
初
版
：
一
九
二
二
年
）　

鳳
出
版　

一
九
七
六
年　

五
八
一
頁

六　　
「
嫌
い
な
役
」　

市
川
三
升
『
九
世
團
十
郎
を
語
る
』
所
収　

推
古
書
院　

一
九
五
〇
年　

二
四
六
頁

七　　

前
掲
「
九
世
市
川
團
十
郎
の
『
改
良
理
念
』
の
展
開
と
そ
の
意
義
」　

五
四
頁

八　　

�

坪
内
逍
遥
「
九
世
團
十
郎
、
五
世
菊
五
郎
」（
初
出
：
発
表
誌
不
詳　

一
九
一
二
年
九
月
）　
『
逍
遙
選
集
』
第
十
二
巻
所
収　

春
陽
堂　

一
九
二
七
年　

三
九
八
頁

九　　

�「
◎
尤
も
嫌
ひ
な
役
」　

前
掲
書
『
團
洲
百
話
』
所
収　

三
五
〜
六
頁

一
〇　

�

明
治
二
二
（
一
八
八
九
）
年
五
月
に
千
歳
座
で
上
演
し
た
さ
い
の
評
判
は
、
主
に
五
代
目
菊
五
郎
と
初
代
市
川
左
團
次
に
つ
い
て
ふ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

五
代
目
が
勤
め
た
実
盛
が
好
評
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　　
　
　
　

�

中
幕
は
菊
五
郎
左
團
次
に
て
布
引
の
三
を
演
じ
菊
五
郎
の
実
盛
薪
水
の
型
な
り
と
て
評
判
最
も
好
く
…
日
な
ら
ず
し
て
大
入
と
な
り
た
り
（
前
掲

書
『
続
続
歌
舞
伎
年
代
記
』　

五
二
〇
頁
）

　
　　

�

こ
の
時
、
九
代
目
は
同
座
し
た
も
の
の
、『
布
引
滝
』
に
は
出
勤
せ
ず
『
車
引
』
で
舎
人
梅
王
丸
を
勤
め
た
。

一
一　

�

十
四
年
十
月
の
春
木
座
興
行
に
お
け
る
『
近
江
源
氏
先
陣
館
』
で
は
、
盛
綱
を
勤
め
た
九
代
目
が
時
代
考
証
を
施
し
た
衣
裳
を
用
い
、「
宗
十
郎
と
は
全

然
行
き
方
が
違
ひ
一
種
言
ひ
知
ら
ぬ
妙
あ
り
」
と
評
さ
れ
て
お
り
、「
大
喝
采
を
博
し
」
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。（
前
掲
書
『
続
続
歌
舞
伎
年
代
記
』　

三
一
一
頁
）

一
二　
「
◎
光
秀
も
嫌
ひ
」　

前
掲
書
『
團
洲
百
話
』
所
収　

三
六
頁
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一
三　

�

榎
本
虎
彦
は
「
た
と
へ
ば
太
功
記
の
十
段
目
、
安
達
原
の
祭
文
の
如
き
も
の
は
大
か
た
不
評
で
あ
つ
た
」
と
語
っ
て
お
り
、『
絵
本
太
功
記
』
の
光
秀
を

勤
め
る
九
代
目
の
評
判
は
、
あ
ま
り
芳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
（
榎
本
虎
彦
『
桜
痴
居
士
と
市
川
團
十
郎
』　

国
光
書
房　

明
治

三
六
年　

六
二
頁
）。
し
か
し
、
二
三
年
五
月
歌
舞
伎
座
で
勤
め
た
『
絵
本
太
功
記
』
の
光
秀
は
、
観
客
の
目
を
満
足
さ
せ
る
に
足
る
も
の
だ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

　　
　
　
　

�

…
久
吉
と
見
違
へ
母
を
仕
留
て
の
驚
き
是
を
打
捨
処
々
を
尋
ね
る
処
も
手
丈
夫
な
る
こ
な
し
よ
し
ト
ヾ
母
女
房
の
意
見
も
聞
入
れ
ぬ
強
悪
の
息
込

も
凄
い
程
能
う
厶
り
升
た
十
次
郎
手
負
に
て
立
帰
り
軍
さ
の
物
語
り
を
聞
無
念
の
仕
打
申
分
無
し
先
づ
当
時
光
秀
に
於
て
は
此
右
に
出
る
も
の
は

あ
る
ま
じ
と
云
ふ
大
出
来
も
の
…
（
前
掲
書
『
続
続
歌
舞
伎
年
代
記
』　

五
五
六
頁
）

一
四　

�

九
代
目
は
、『
馬
盥
の
光
秀
』
を
生
涯
で
三
回
（
四
年
五
月
守
田
座
、二
六
年
十
一
月
歌
舞
伎
座
、三
三
年
十
月
歌
舞
伎
座
）
勤
め
て
い
る
。
と
り
わ
け
、『
時

代
物
陳
列
舞
台
』
と
銘
打
た
れ
た
二
六
年
十
一
月
の
歌
舞
伎
座
興
行
に
つ
い
て
、
三
木
竹
二
は
次
の
よ
う
に
絶
賛
し
て
い
る
。

　　
　
　
　

�

…
此
役
は
云
ふ
迄
も
無
く
名
だ
い
の
名
代
の
鼻
高
幸
四
郎
丈
や
親
御
の
海
老
蔵
丈
な
ど
の
当
芸
と
聞
た
る
が
そ
れ
に
も
譲
る
ま
い
と
思
は
れ
る
程

の
出
来
に
て
先
づ
今
度
の
光
秀
を
拝
ん
で
置
か
ぬ
も
の
は
芝
居
冥
加
に
尽
た
人
と
云
ふ
べ
し
（
前
掲
書
『
続
続
歌
舞
伎
年
代
記
』　

六
五
二
頁
）

一
五　

�

遠
藤
為
春
・
戸
板
康
二
対
談
「
私
の
見
た
名
優
」　
『
演
劇
界
』
十
五
巻
五
号　

一
九
五
七
年
五
月
号　

九
〇
頁

一
六　
「
歌
舞
伎
座
劇
評　

二
十
六
年
七
月
」　

饗
庭
篁
村
『
竹
の
屋
劇
評
集
』
所
収　

一
九
二
七
年　

東
京
堂　

一
四
一
頁

一
七　

同
右

一
八　

前
掲
「
◎
尤
も
嫌
ひ
な
役
」　

三
五
〜
六
頁

一
九　

同
右

二
〇　

同
右

二
一　
「
芸
人
め
ぐ
り
」　

伊
原
敏
郎
『
市
川
團
十
郎
』
所
収　

エ
ッ
ク
ス
倶
楽
部　

一
九
〇
二
年　

三
一
四
頁

二
二　

�「
◎
俳
優
の
用
慎
」　

前
掲
書
『
團
洲
百
話
』
所
収　

二
五
〜
六
頁　

ち
な
み
に
九
代
目
は
、
明
治
期
に
お
い
て
様
々
な
演
目
を
通
し
て
、
秀
吉
（
久
吉
）

を
六
回
勤
め
て
い
る
。

二
三　

前
掲
「
芸
人
め
ぐ
り
」　

三
二
〇
〜
一
頁

二
四　
「
福
地
桜
痴
談
」　

前
掲
書
『
桜
痴
居
士
と
市
川
團
十
郎
』
所
収　

四
一
頁

二
五　

前
掲
「
福
地
桜
痴
談
」　

四
一
頁

二
六　

石
背
老
人
「
團
十
郎
史
料　

其
一
」　
『
歌
舞
伎
』
四
一
号
所
収　

一
九
〇
三
年
十
月　

二
六
〜
七
頁

二
七　

�

当
時
の
九
代
目
を
取
り
巻
く
交
際
範
囲
を
鑑
み
る
と
、
こ
の
「
贔
屓
の
客
」
と
は
漢
学
者
で
あ
り
劇
作
も
手
が
け
た
依
田
学
海
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
可

能
性
が
高
い
。



武蔵大学人文学会雑誌　第 55 巻第 3・4号

32

二
八　

�

九
代
目
は
、前
掲
「
芸
人
め
ぐ
り
」
の
な
か
で
「
何
う
し
て
も
本
当
の
感
じ
と
い
ふ
の
は
心
か
ら
心
へ
伝
は
る
も
の
で
な
け
れ
ば
行
か
な
い
」（
三
二
三
頁
）

と
語
っ
て
い
る
。

二
九　

�

坪
内
逍
遥
「
九
世
團
十
郎
」（
初
出
：『
太
陽
』
十
八
巻
九
号　

一
九
一
二
年
九
月
）　

前
掲
書
『
逍
遙
選
集
』
十
二
巻　

三
九
二
頁

三
〇　

�
三
宅
周
太
郎
「
正
宗
白
鳥
と
語
る
」　
『
芸
能
対
談
』
所
収　

創
元
社　

一
九
五
〇
年　

二
二
三
頁

三
一　

�
前
掲
書
『
続
続
続
歌
舞
伎
年
代
記
』　

四
〇
一
頁

三
二　

�

正
宗
白
鳥
「
明
治
劇
壇
総
評
―
予
が
感
化
さ
れ
し
演
劇
に
つ
い
て
」（
初
出
：『
中
央
公
論
』
第
四
六
巻
七
号　

一
九
三
一
年
七
月
）　
『
正
宗
白
鳥
全
集
』

第
七
巻
所
収　

新
潮
社　

一
九
六
七
年　

一
三
八
頁

三
三　

�

前
掲
「
九
世
團
十
郎
」　

三
九
二
頁

三
四　

�

前
掲
「
芸
人
め
ぐ
り
」　

三
二
三
頁

三
五　

�

坪
内
逍
遥
「『
市
川
團
十
郎
の
代
々
』
序
」　

前
掲
書
『
逍
遙
選
集
』
十
巻
所
収　

三
三
八
頁

三
六　

�

前
掲
「
正
宗
白
鳥
と
語
る
」　

二
二
四
〜
五
頁

三
七　

�

前
掲
「
私
の
見
た
名
優
」　
『
演
劇
界
』
十
五
巻
四
号
所
収　

一
九
五
七
年
四
月
号　

一
一
四
頁

三
八　

�

正
宗
白
鳥
「
黙
阿
弥
に
つ
い
て
」（
初
出
：『
文
芸
評
論
』　

改
造
社　

一
九
二
七
年
）　

前
掲
書
『
正
宗
白
鳥
全
集
』
第
二
三
巻
所
収　

一
九
九
頁

三
九　

�

前
掲
「
明
治
劇
壇
総
評
―
予
が
感
化
さ
れ
し
演
劇
に
つ
い
て
」　

一
二
三
頁

四
〇　

�

谷
崎
潤
一
郎
「
幼
少
時
代
」（
初
出
：『
文
藝
春
秋
』
第
三
三
巻
七
号
〜
第
三
四
巻
三
号　

一
九
五
五
年
四
月
〜
五
六
年
三
月
）　
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
第

十
七
巻
所
収　

中
央
公
論
社　

一
九
六
八
年　

一
六
三
頁

四
一　

�

坪
内
逍
遥
「『
市
川
團
十
郎
』
序
文
」　

前
掲
書
『
市
川
團
十
郎
』
所
収　

二
頁

四
二　

�

前
掲
「
九
世
團
十
郎
」　

三
八
八
頁

四
三　

�

前
掲
「
九
世
團
十
郎
」　

三
九
二
頁

四
四　

�

前
掲
「『
市
川
團
十
郎
』
序
文
」　

四
〜
五
頁

四
五　

�

前
掲
「
九
世
團
十
郎
」　

三
九
二
頁


