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『
男
色
大
鑑
』
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
も
た
ら
し
た
も
の　
　

畑
中　

千
晶

は
じ
め
に

翻
訳
と
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
)
1
(

と
い
う
の
は
︑
ど
の
程
度
似
て
い
る
も
の
だ
ろ
う
か
︒
少
な
く
と
も
︑
ど
ち
ら
も
︿
う
つ
る
﹀
と
い

う
過
程
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
︑
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒︿
う
つ
る
﹀
こ
と
で
︑
対
象
と
し
て
い
る
作
品
︵
原
典
・
原
作
︶

の
含
み
持
つ
も
の
が
増
幅
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
︑
反
対
に
︑︿
う
つ
﹀
ら
な
い
と
い
う
欠
落
を
通
じ
て
︑
そ
の
作
品
の
諸
特
徴
の
存
在

︵
1
︶ 

こ
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
語
は
︑
映
画
研
究
な
ど
の
領
域
に
関
心
を
持
つ
一
部
の
人
々
を
除
い
て
︑
ま
だ
一
般
に
は
そ
れ
ほ
ど
な
じ
み
の

あ
る
単
語
で
は
な
い
︒
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
︑
媒
体
・
時
代
・
地
域
な
ど
を
飛
び
超
え
る
際
に
︑
受
容
者
や
環
境
に
ア
ダ
プ
ト
︵
適
応
︶
さ
せ
る

必
要
性
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
︑
あ
る
い
は
︑
そ
の
生
み
出
す
過
程
そ
の
も
の
を
指
し
て
︑
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
︒
こ
れ

は
︑
L
・
ハ
ッ
チ
オ
ン
︵
二
〇
一
六
︶
の
﹁
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
プ
ロ
ダ
ク
ト
で
あ
る
﹂︵
一
一
頁
︶
と
い
う
二
重
の
定
義

に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
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を
逆
説
的
に
伝
え
る
場
合
も
あ
る
︒
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
︑
作
品
の
考
察
に
寄
与
す
る
も
の
と
し
て
︑
翻
訳
や
ア
ダ
プ

テ
ー
シ
ョ
ン
は
重
要
な
役
割
を
果
た
す
︒
こ
れ
ま
で
︑
翻
訳
を
通
じ
て
作
品
を
読
み
解
く
と
い
う
こ
と
を
試
み
て
き
た
筆
者
が
)
2
(

︑
近

年
︑
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
作
品
を
読
み
解
く
試
み
に
着
手
し
た
の
は
︑
方
法
論
と
し
て
︑
あ
る
い
は
︑
少
な
く
と
も
発
想
の

あ
り
方
と
し
て
︑
共
通
し
た
も
の
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
︒

本
稿
は
︑
西
鶴
の
﹃
男
色
大
鑑
﹄︵
貞
享
四
・
一
六
八
七
年
刊
︶
が
︑
史
上
初
の
演
劇
化
と
い
う
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
機
会
に
恵
ま

れ
た
こ
と
で
︑
新
た
に
ど
の
よ
う
な
面
影
を
見
せ
つ
つ
あ
る
の
か
探
究
す
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
際
︑﹁
魂
の
片
割
れ
へ
の
渇
望
﹂
の
系

譜
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
︑﹁
雪
月
花
﹂
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
着
目
し
︑
考
察
を
行
っ
て
い
く
︒

一
、
古
典
の
再
発
見

﹃
男
色
大
鑑
﹄
が
い
か
に
し
て
史
上
初
の
演
劇
化
と
い
う
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
機
会
に
恵
ま
れ
た
の
か
︑
そ
の
背
景
に
あ
る
も
の
を

ご
く
簡
略
に
示
し
て
お
き
た
い
︒
こ
の
経
緯
を
ま
と
め
た
も
の
に
染
谷
︵
二
〇
一
九
︶
の
論
考
が
あ
る
︒
ま
た
筆
者
も
︑
こ
の
一
連
の

動
向
の
か
な
り
の
部
分
に
︑
実
は
当
事
者
と
し
て
関
わ
っ
て
き
て
い
る
た
め
︑
主
に
自
身
の
経
験
に
基
づ
い
て
述
べ
て
い
く
︒

こ
と
の
発
端
は
︑
二
〇
一
六
年
五
月
~
九
月
︑
こ
の
埋
も
れ
た
古
典
作
品
が
)
3
(

︑
K
A
D
O
K
A
W
A
よ
り
ボ
ー
イ
ズ
ラ
ブ
︵
以
下
︑

B
L
と
略
す
︶
と
し
て
コ
ミ
カ
ラ
イ
ズ
︵
計
三
冊
︶
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
B
L
と
は
︑
男
性
同
士
の
︑
性
愛
を
含
む
恋
愛
模
様
を
描

く
娯
楽
作
品
の
ジ
ャ
ン
ル
の
総
称
で
あ
り
︑
お
も
な
表
現
形
態
に
︑
漫
画
︑
小
説
︵
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
︑
翻
訳
物
な
ど
で
︑
そ
の
多
く
が

イ
ラ
ス
ト
付
き
︶
な
ど
が
あ
る
︒
筆
者
は
︑
編
集
部
の
求
め
に
応
じ
︑
こ
の
コ
ミ
カ
ラ
イ
ズ
版
﹃
男
色
大
鑑
﹄
三
冊
す
べ
て
に
原
作
に

関
す
る
解
説
を
寄
せ
る
形
で
︑
こ
の
出
版
計
画
に
協
力
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︵
編
集
に
は
関
与
し
て
い
な
い
︶︒

ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
サ
イ
ド
か
ら
の
こ
う
し
た
新
し
い
動
き
に
関
心
を
示
し
た
研
究
者
が
集
ま
っ
て
︑
こ
の
動
き
そ
の
も
の
を
捉

え
つ
つ
︑
さ
ら
に
広
く
深
く
背
景
を
探
っ
て
み
よ
う
と
い
う
試
み
も
生
ま
れ
た
︒
染
谷
智
幸
／
畑
中
千
晶
編
﹃
男
色
を
描
く　

西
鶴
の

B
L
コ
ミ
カ
ラ
イ
ズ
と
ア
ジ
ア
の
︿
性
﹀﹄︵
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
七
年
︶
は
︑
そ
の
成
果
の
一
つ
で
あ
る
︒
ま
た
︑
関
心
を
共
有
す
る

研
究
者
・
創
作
者
・
享
受
者
が
分
け
隔
て
な
く
集
う
こ
と
の
で
き
る
場
と
し
て
︑
二
〇
一
七
年
一
一
月
︑
染
谷
智
幸
氏
の
主
宰
す
る
若

衆
文
化
研
究
会
が
発
足
し
︑
今
日
に
至
る
ま
で
活
発
に
研
究
活
動
を
展
開
し
て
い
る
︵
コ
ロ
ナ
禍
に
見
舞
わ
れ
て
以
降
は
W
e
b
研
究
会

 

　

具
体
例
と
し
て
は
︑
小
説
や
漫
画
の
映
画
化
や
演
劇
化
︵
媒
体
の
横
断
︶︑
古
典
文
学
の
コ
ミ
カ
ラ
イ
ズ
や
新
現
代
語
訳
︵
時
代
の
横
断
︶︑
あ

る
い
は
︑
日
本
映
画
を
換
骨
奪
胎
し
た
タ
イ
映
画
︵
地
域
の
横
断
︶
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
実
に
多
様
な
形
態
が
存
在
し
て
お
り
︑
そ
の
範
囲
は

膨
大
で
あ
る
︒
ま
た
︑
今
日
の
文
化
状
況
︵
と
り
わ
け
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
︶
に
お
い
て
は
︑
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
︑
映
画
︑
歌
舞
伎
等
の
い
ず

れ
に
お
い
て
も
︑
も
は
や
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
な
し
で
は
制
作
が
立
ち
ゆ
か
な
い
ほ
ど
︑
こ
の
方
法
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
だ

ろ
う
︒ 

 

　

な
お
︑
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
と
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
掛
け
合
わ
せ
た
﹁
ト
ラ
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ンtradaptation

﹂
と
い
う
用
語
も
存
在
し

て
お
り
︑
M
・
レ
イ
ノ
ル
ズ
︵
二
〇
一
九
︶
に
よ
る
翻
訳
研
究
の
入
門
書
で
紹
介
も
さ
れ
て
い
る
が
︵
一
六
一
頁
︶︑
大
橋
︵
二
〇
一
七
︶
は
こ

の
用
語
は
﹁
流
通
に
は
失
敗
﹂︵
二
七
頁
︶
し
た
と
見
な
し
て
い
る
︒

︵
2
︶ 

ツ
ベ
タ
ナ
・
ク
リ
ス
テ
ワ
先
生
を
主
査
と
し
て
国
際
基
督
教
大
学
に
提
出
し
た
博
士
学
位
論
文
は
︑
こ
の
試
み
が
結
実
し
た
も
の
で
あ
り
︑
の
ち

に
﹃
鏡
に
う
つ
っ
た
西
鶴　

翻
訳
か
ら
新
た
な
読
み
へ
﹄︵
お
う
ふ
う
︑
二
〇
〇
九
年
︶
と
し
て
刊
行
︒

︵
3
︶ 

西
鶴
研
究
史
の
中
で
こ
の
作
品
の
研
究
は
後
手
に
ま
わ
っ
て
き
た
感
が
あ
り
︑
ま
た
︑
一
般
の
人
々
が
教
育
課
程
で
触
れ
る
文
学
史
の
学
び
に
お

い
て
も
︑
西
鶴
の
名
と
﹃
男
色
大
鑑
﹄
と
が
結
び
付
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
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を
逆
説
的
に
伝
え
る
場
合
も
あ
る
︒
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
︑
作
品
の
考
察
に
寄
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す
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も
の
と
し
て
︑
翻
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や
ア
ダ
プ

テ
ー
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重
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こ
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で
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を
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画
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活
字
で
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か
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手
軽
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読
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る
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色
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を
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声
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に
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な
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読
み
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し
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る
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の
︑
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︑
古
典
学
習
の
意
欲

に
も
応
え
る
も
の
を
提
供
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く
︑
染
谷
智
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／
畑
中
千
晶
編
﹃
全
訳　

男
色
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編
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伎
若
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編
﹀﹄︵
二
〇
一
九
年
︑
い
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も
文
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通
信
︶
が
刊
行
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る
︒
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語
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と
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指
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︑
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
呼

ぶ
べ
き
か
見
解
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
︑
少
な
く
と
も
︑
古
典
を
敬
遠
し
が
ち
な
現
代
の
読
者
に
本
作
品
を
い
か
に
し
て
ア
ダ
プ
ト

さ
せ
る
か
︑
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︑
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﹃
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と
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︒
そ
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︑
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の
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を
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︒

ア
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︑
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な
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ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
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を
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込
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の
で
あ
る
︒
そ
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動
き
が
︑
本
稿
で
着
目
す
る
本
邦
初

の
演
劇
化
で
あ
り
︵
次
項
で
詳
述
︶︑
そ
の
後
も
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読
会
へ
の
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キ
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男
色
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﹄
を
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と
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落
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)
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︑
新
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番
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制
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︑
本
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開
が
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と
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︒
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︑
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︑
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︵
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ッ
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ン
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主
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・
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衆
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化
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究
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と
︑
新
宿
永
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ル
で
上
演
さ
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︵
昼
の
部
と
夜
の
部
を
合
わ
せ
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客
動
員
数
約
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名
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︑
俳
優
に
よ
る
全
身
を
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︑
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に

通
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る
二
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の
俳
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能
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者
の
所
作
を
連
想
さ
せ
る
朗
読
者
の
演
技
な
ど
が
相
俟
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て
︑
そ
の
演
劇
空
間
は
︑
極
め
て
独
特
な

も
の
に
仕
上
が
っ
た
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場
も
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元
来
が
多
目
的
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で
あ
り
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の
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め
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を
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に
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る
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く
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極
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無
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色
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編
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よ
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巻
四
の
三
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待
ち
兼
ね
し
は
三
年
目
の
命
﹂
の
一
編
が
取

り
上
げ
ら
れ
た
︵
二
〇
一
九
年
一
一
月
四
日
︑
於
す
み
だ
リ
バ
ー
サ
イ
ド
ホ
ー
ル
︶︒
脚
色
・
構
成
・
演
出
は
片
山
聖
英
氏
︑
音
楽
は
か
り
ん
と

う
︵
ギ
タ
ー
デ
ュ
オ
︶
が
担
当
︒
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6
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﹁
井
原
西
鶴
﹃
男
色
大
鑑
﹄
も
と
に
2
月
25
日
に
開
か
れ
た
L
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落
語
研
究
会
の
発
表
会
で
︑
同
会
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ー
の
艶
目
家
︵
い
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め
や
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龍
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坊
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が
創
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語
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伽
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の
香
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:
創
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で
二
週
に
わ
た
っ
て
西
鶴
が
特
集
さ
れ
た
際
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男
色
大
鑑
﹄
は
第
二
週
で
の
中
心
的
な
話
題
と
な
っ
た
︵
二
〇
二
〇
年
四

月
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四
日
放
映
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愛
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止
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な
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井
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鶴
~
人
生
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く
生
き
る
た
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に
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た
際
︑﹃
男
色
大
鑑
﹄
は
第
二
週
で
の
中
心
的
な
話
題
と
な
っ
た
︵
二
〇
二
〇
年
四

月
一
四
日
放
映
﹁“
愛
”
を
止
め
る
な
！　

井
原
西
鶴
~
人
生
を
楽
し
く
生
き
る
た
め
に
﹂︶︒
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戸
時
代
の
芝
居
小
屋
の
よ
う
な
濃
密
な
空
間
が
出
来
上
が
っ
た
と
言
え
る
︒

脚
本
は
漫
画
家
の
大
竹
直
子
氏
︑
演
出
・
朗
読
は
田
村
連
氏
︑
企
画
・
舞

台
は
染
谷
智
幸
氏
︑
演
奏
は
田
中
奈
央
一
氏
が
担
当
︒
昼
の
部
︑
夜
の
部

の
各
回
に
︑
開
始
前
ト
ー
ク
の
時
間
が
三
〇
分
ほ
ど
設
け
ら
れ
た
︒
登
壇

者
は
︑
甲
秀
樹
氏
︑
大
竹
直
子
氏
︑
漫
画
家
の
紗
久
楽
さ
わ
氏
︑
染
谷
智

幸
氏
と
本
稿
筆
者
で
あ
る
︒
ま
た
︑
昼
の
部
と
夜
の
部
の
合
間
に
︑
ク

ロ
ッ
キ
ー
会
も
催
さ
れ
︑
企
画
と
し
て
は
盛
り
だ
く
さ
ん
で
あ
っ
た
︒

こ
の
上
演
は
︑﹃
男
色
大
鑑
﹄
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
新
た
な
ア
ダ
プ

テ
ー
シ
ョ
ン
を
呼
び
込
ん
だ
︵
つ
ま
り
︑
コ
ミ
カ
ラ
イ
ズ
︑
現
代
語
訳
を

経
て
︑
新
た
に
演
劇
化
と
い
う
局
面
を
迎
え
た
︶
と
い
う
点
で
画
期
的
で

あ
っ
た
だ
け
で
な
く
)
8
(

︑
西
鶴
の
原
作
そ
の
も
の
の
読
み
直
し
に
も
寄
与

す
る
も
の
と
し
て
︑
意
義
の
あ
る
も
の
と
な
っ
た
︒
本
稿
で
は
︑
こ
の
点

を
掘
り
下
げ
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒

な
お
︑
こ
の
日
の
ク
ロ
ッ
キ
ー
会
が
盛
況
で
あ
っ
た
こ
と
を
受
け
て
︑

﹃
男
色
大
鑑
﹄
を
コ
ン
セ
プ
ト
の
核
に
据
え
た
ク
ロ
ッ
キ
ー
会
の
開
催
も
後

日
決
ま
り
︑
世
界
観
の
演
出
や
ト
ー
ク
等
の
面
で
若
衆
文
化
研
究
会
も
全

面
的
に
協
力
し
た
︵
二
〇
一
九
年
八
月
一
八
日
実
施
︑
於
新
宿
永
谷
ビ
ル
︑

四
〇
名
参
加
︶︒
こ
の
時
の
ク
ロ
ッ
キ
ー
会
で
の
ト
ー
ク
登
壇
者
は
︑
甲
秀
樹
氏
︑
大
竹
直
子
氏
︑
染
谷
智
幸
氏
と
本
稿
筆
者
で
あ
る
︒

三
、
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
で
の
提
案
　
―
謡
曲
『
松
虫
』
を
重
ね
た
鑑
賞
法
―

朗
読
芝
居
の
ト
ー
ク
は
︑
上
演
前
の
三
〇
分
程
度
で
実
施
し
た
︒
劇
へ
の
期
待
を
高
め
る
と
共
に
︑
背
景
と
な
る
知
識
を
観
客
と
共

有
す
る
と
い
う
こ
と
が
主
な
目
的
と
な
る
︒
各
話
者
の
持
ち
時
間
は
ご
く
わ
ず
か
だ
が
︑
観
客
の
関
心
を
引
く
話
題
提
供
が
求
め
ら
れ

て
い
た
の
で
︑
筆
者
の
場
合
は
︑
た
だ
一
つ
の
話
題
に
集
中
す
る
こ
と
に
し
た
︒
そ
れ
は
︑
謡
曲
﹃
松
虫
﹄
を
重
ね
た
鑑
賞
法
の
提
案

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

ま
ず
︑
こ
の
﹁
嬲
り
こ
ろ
す
る
袖
の
雪
﹂
を
要
約
す
る
な
ら
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒

　

伊
賀
の
国
守
に
小
姓
と
し
て
仕
え
て
い
た
山
脇
笹
之
助
は
︑
殿
の
初
雪
の
夢
を
吉
相
と
見
な
し
て
富
士
の
絵
を
即
座
に
掲
げ
る

よ
う
な
才
気
あ
ふ
れ
る
振
る
舞
い
で
殿
の
寵
を
得
て
い
た
が
︑
若
年
ゆ
え
に
江
戸
詰
は
免
れ
て
い
た
︒
殿
が
江
戸
参
勤
中
の
あ
る

︵
8
︶ 

興
味
深
い
こ
と
に
︑
脚
本
を
執
筆
す
る
に
当
た
り
︑
大
竹
直
子
氏
は
︑
西
鶴
本
文
︵﹃
井
原
西
鶴
集
﹄
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︶
と
︑
新
現
代

語
訳
︵﹃
全
訳　

男
色
大
鑑
︿
武
士
編
﹀﹄︶
と
︑
コ
ミ
カ
ラ
イ
ズ
︵﹃
男
色
大
鑑　

武
士
編
﹄︶
を
序
列
化
す
る
こ
と
な
く
︵
つ
ま
り
︑
西
鶴
本
文

に
現
代
語
訳
や
コ
ミ
ッ
ク
が
従
属
す
る
も
の
と
は
捉
え
ず
に
︶︑
す
べ
て
の
テ
ク
ス
ト
を
並
列
的
に
扱
っ
て
︑
自
身
の
脚
本
に
生
か
し
た
と
い
う
︒

研
究
者
で
あ
れ
ば
︑
無
意
識
の
う
ち
に
西
鶴
本
文
を
特
別
な
位
置
に
据
え
る
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
︒
創
作
者
の
柔
軟
な
姿
勢
か
ら
︑
研

究
者
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
生
ま
れ
て
い
く
︒

図2　笹之助役のTom氏、舞台の四隅には
行灯風照明器具

図1　当日の案内
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戸
時
代
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屋
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な
濃
密
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が
出
来
上
が
っ
た
と
言
え
る
︒

脚
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漫
画
家
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直
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氏
︑
演
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・
朗
読
は
田
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氏
︑
企
画
・
舞

台
は
染
谷
智
幸
氏
︑
演
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田
中
奈
央
一
氏
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担
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︒
昼
の
部
︑
夜
の
部

の
各
回
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︑
開
始
前
ト
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ク
の
時
間
が
三
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分
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設
け
ら
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た
︒
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︑
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樹
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︑
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氏
︑
漫
画
家
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楽
さ
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氏
︑
染
谷
智
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氏
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本
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筆
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あ
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ま
た
︑
昼
の
部
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夜
の
部
の
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に
︑
ク

ロ
ッ
キ
ー
会
も
催
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れ
︑
企
画
と
し
て
は
盛
り
だ
く
さ
ん
で
あ
っ
た
︒

こ
の
上
演
は
︑﹃
男
色
大
鑑
﹄
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
新
た
な
ア
ダ
プ

テ
ー
シ
ョ
ン
を
呼
び
込
ん
だ
︵
つ
ま
り
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コ
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カ
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イ
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現
代
語
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︑
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た
に
演
劇
化
と
い
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局
面
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迎
え
た
︶
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う
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期
的
で

あ
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け
で
な
く
)
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鶴
の
原
作
そ
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も
の
の
読
み
直
し
に
も
寄
与

す
る
も
の
と
し
て
︑
意
義
の
あ
る
も
の
と
な
っ
た
︒
本
稿
で
は
︑
こ
の
点

を
掘
り
下
げ
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒

な
お
︑
こ
の
日
の
ク
ロ
ッ
キ
ー
会
が
盛
況
で
あ
っ
た
こ
と
を
受
け
て
︑

﹃
男
色
大
鑑
﹄
を
コ
ン
セ
プ
ト
の
核
に
据
え
た
ク
ロ
ッ
キ
ー
会
の
開
催
も
後

日
決
ま
り
︑
世
界
観
の
演
出
や
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ク
等
の
面
で
若
衆
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化
研
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会
も
全

面
的
に
協
力
し
た
︵
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一
九
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八
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一
八
日
実
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︑
於
新
宿
永
谷
ビ
ル
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四
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名
参
加
︶︒
こ
の
時
の
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ロ
ッ
キ
ー
会
で
の
ト
ー
ク
登
壇
者
は
︑
甲
秀
樹
氏
︑
大
竹
直
子
氏
︑
染
谷
智
幸
氏
と
本
稿
筆
者
で
あ
る
︒

三
、
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
で
の
提
案
　
―
謡
曲
『
松
虫
』
を
重
ね
た
鑑
賞
法
―

朗
読
芝
居
の
ト
ー
ク
は
︑
上
演
前
の
三
〇
分
程
度
で
実
施
し
た
︒
劇
へ
の
期
待
を
高
め
る
と
共
に
︑
背
景
と
な
る
知
識
を
観
客
と
共

有
す
る
と
い
う
こ
と
が
主
な
目
的
と
な
る
︒
各
話
者
の
持
ち
時
間
は
ご
く
わ
ず
か
だ
が
︑
観
客
の
関
心
を
引
く
話
題
提
供
が
求
め
ら
れ

て
い
た
の
で
︑
筆
者
の
場
合
は
︑
た
だ
一
つ
の
話
題
に
集
中
す
る
こ
と
に
し
た
︒
そ
れ
は
︑
謡
曲
﹃
松
虫
﹄
を
重
ね
た
鑑
賞
法
の
提
案

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

ま
ず
︑
こ
の
﹁
嬲
り
こ
ろ
す
る
袖
の
雪
﹂
を
要
約
す
る
な
ら
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒

　

伊
賀
の
国
守
に
小
姓
と
し
て
仕
え
て
い
た
山
脇
笹
之
助
は
︑
殿
の
初
雪
の
夢
を
吉
相
と
見
な
し
て
富
士
の
絵
を
即
座
に
掲
げ
る

よ
う
な
才
気
あ
ふ
れ
る
振
る
舞
い
で
殿
の
寵
を
得
て
い
た
が
︑
若
年
ゆ
え
に
江
戸
詰
は
免
れ
て
い
た
︒
殿
が
江
戸
参
勤
中
の
あ
る

︵
8
︶ 

興
味
深
い
こ
と
に
︑
脚
本
を
執
筆
す
る
に
当
た
り
︑
大
竹
直
子
氏
は
︑
西
鶴
本
文
︵﹃
井
原
西
鶴
集
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編
日
本
古
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全
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と
︑
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語
訳
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全
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男
色
大
鑑
︿
武
士
編
﹀﹄︶
と
︑
コ
ミ
カ
ラ
イ
ズ
︵﹃
男
色
大
鑑　

武
士
編
﹄︶
を
序
列
化
す
る
こ
と
な
く
︵
つ
ま
り
︑
西
鶴
本
文

に
現
代
語
訳
や
コ
ミ
ッ
ク
が
従
属
す
る
も
の
と
は
捉
え
ず
に
︶︑
す
べ
て
の
テ
ク
ス
ト
を
並
列
的
に
扱
っ
て
︑
自
身
の
脚
本
に
生
か
し
た
と
い
う
︒

研
究
者
で
あ
れ
ば
︑
無
意
識
の
う
ち
に
西
鶴
本
文
を
特
別
な
位
置
に
据
え
る
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
︒
創
作
者
の
柔
軟
な
姿
勢
か
ら
︑
研

究
者
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
生
ま
れ
て
い
く
︒
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冬
の
日
︑
追
い
鳥
狩
り
で
︑
笹
之
助
の
た
め
に
雉
子
を
放
っ
た
伴
の
葉
右
衛
門
と
知
り
合
い
︑
念
契
を
結
ぶ
︒

　

時
は
流
れ
︑
桜
が
返
り
咲
き
し
た
初
冬
の
日
︑
花
見
の
酒
宴
で
五
十
嵐
市
三
郎
と
い
う
若
衆
の
盃
に
し
た
た
か
に
酔
っ
た
葉
右

衛
門
は
︑
そ
の
足
で
笹
之
助
に
会
い
に
行
く
︒
誰
が
告
げ
た
か
︑
嫉
妬
に
胸
を
焦
が
し
て
待
ち
受
け
る
笹
之
助
は
︑
庭
に
葉
右
衛

門
一
人
を
閉
じ
込
め
︑
雪
が
激
し
く
降
る
中
︑
刀
の
大
小
を
奪
い
︑
衣
服
を
脱
が
せ
︑
能
に
登
場
す
る
亡
霊
に
見
立
て
て
葉
右
衛

門
を
嬲
り
続
け
た
︒
す
る
と
︑
葉
右
衛
門
は
突
如
と
し
て
絶
命
︒
驚
い
た
笹
之
助
は
︑
駆
け
寄
っ
て
即
座
に
切
腹
し
た
︒
笹
之
助

の
寝
間
に
は
一
夜
の
用
意
が
あ
り
︑
そ
の
思
い
の
深
さ
に
皆
感
じ
入
っ
た
︒

雪
が
舞
い
散
る
庭
に
︑
葉
右
衛
門
を
裸
で
立
た
せ
て
﹁
嬲
﹂
る
場
面
で
︑
笹
之
助
は
小
鼓
を
打
ち
な
が
ら
﹁
あ
あ
ら
あ
り
が
た
の
御

弔と
ぶ
らひ
や
﹂
と
謡
う
︒
笹
之
助
は
︑
能
の
一
場
面
を
眼
前
に
再
現
さ
せ
た
よ
う
な
感
覚
で
い
た
こ
と
だ
ろ
う
︒
こ
の
文
言
は
﹃
松
虫
﹄
の

み
な
ら
ず
﹃
天
鼓
﹄﹃
海
士
﹄
な
ど
多
く
の
謡
曲
で
謡
わ
れ
る
常
套
句
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
こ
の
文
言
の
み
を
取
っ
て
︑﹃
松
虫
﹄
だ
け

を
下
敷
き
に
し
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
こ
の
た
め
︑
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
の
段
階
で
は
︑﹃
松
虫
﹄
を
典
拠
と
は
断
定
せ
ず
︑

あ
く
ま
で
も
︑
重
ね
て
鑑
賞
す
る
こ
と
で
生
ず
る
魅
力
に
つ
い
て
語
る
に
留
め
た
︒﹃
松
虫
﹄
と
は
︑
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
︒

　

摂
津
国
阿
倍
野
の
市
で
酒
を
売
る
男
︵
ワ
キ
︶
は
︑
夜
な
夜
な
仲
間
と
来
て
酒
宴
を
開
く
若
い
男
︵
シ
テ
︶
の
こ
と
が
気
に

な
っ
て
い
た
︒
あ
る
夜
︑
酒
を
勧
め
る
と
︑
こ
の
若
い
男
が
﹁
松
虫
の
音ね

に
友
を
し
の
ぶ
﹂
と
の
言
葉
を
口
に
し
た
︒
そ
の
謂
わ

れ
を
問
う
と
︑
か
つ
て
︑
こ
の
阿
倍
野
の
松
原
を
二
人
連
れ
の
男
が
通
っ
た
際
︑
一
人
が
松
虫
の
音
を
聞
き
に
行
っ
た
ま
ま
絶
命

し
た
の
だ
と
明
か
す
︒
実
は
自
分
︵
シ
テ
︶
は
︑
そ
の
も
う
一
人
の
男
で
︑
市
人
に
姿
を
変
え
現
れ
出
た
の
だ
と
語
っ
て
去
る

︵
間
狂
言
で
は
︑
絶
命
し
た
男
を
追
っ
て
も
う
一
人
も
自
害
︑
二
人
一
所
の
塚
に
籠
め
た
と
語
ら
れ
る
︶︒
ワ
キ
が
男
を
弔
っ
て
い

る
と
︑﹁
あ
ら
あ
り
が
た
の
御お

ん

弔と
む
らひ
や
な
﹂
と
後
ジ
テ
が
登
場
し
︑
同
じ
難
波
人
で
あ
る
ワ
キ
に
親
し
み
を
示
し
つ
つ
︑
亡
き
友
と

過
ご
し
た
楽
し
い
風
雅
の
時
間
に
思
い
を
馳
せ
︑
虫
の
音
を
味
わ
い
つ
つ
舞
い
納
め
る
︒

稚
児
を
相
手
と
し
て
で
は
な
く
︑
成
人
男
性
同
士
の
深
い
思
慕
が
描
か
れ
た
能
と
し
て
︑
近
年
注
目
を
集
め
た
作
品
で
あ
る
︒
朗
読

芝
居
の
ト
ー
ク
で
は
︑﹁
能
と
B
L
﹂
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
で
﹃
松
虫
﹄
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
も
触
れ
つ
つ
)
9
(

︑﹁
嬲
り
こ
ろ
す
る
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冬
の
日
︑
追
い
鳥
狩
り
で
︑
笹
之
助
の
た
め
に
雉
子
を
放
っ
た
伴
の
葉
右
衛
門
と
知
り
合
い
︑
念
契
を
結
ぶ
︒

　

時
は
流
れ
︑
桜
が
返
り
咲
き
し
た
初
冬
の
日
︑
花
見
の
酒
宴
で
五
十
嵐
市
三
郎
と
い
う
若
衆
の
盃
に
し
た
た
か
に
酔
っ
た
葉
右

衛
門
は
︑
そ
の
足
で
笹
之
助
に
会
い
に
行
く
︒
誰
が
告
げ
た
か
︑
嫉
妬
に
胸
を
焦
が
し
て
待
ち
受
け
る
笹
之
助
は
︑
庭
に
葉
右
衛

門
一
人
を
閉
じ
込
め
︑
雪
が
激
し
く
降
る
中
︑
刀
の
大
小
を
奪
い
︑
衣
服
を
脱
が
せ
︑
能
に
登
場
す
る
亡
霊
に
見
立
て
て
葉
右
衛

門
を
嬲
り
続
け
た
︒
す
る
と
︑
葉
右
衛
門
は
突
如
と
し
て
絶
命
︒
驚
い
た
笹
之
助
は
︑
駆
け
寄
っ
て
即
座
に
切
腹
し
た
︒
笹
之
助

の
寝
間
に
は
一
夜
の
用
意
が
あ
り
︑
そ
の
思
い
の
深
さ
に
皆
感
じ
入
っ
た
︒

雪
が
舞
い
散
る
庭
に
︑
葉
右
衛
門
を
裸
で
立
た
せ
て
﹁
嬲
﹂
る
場
面
で
︑
笹
之
助
は
小
鼓
を
打
ち
な
が
ら
﹁
あ
あ
ら
あ
り
が
た
の
御

弔と
ぶ
らひ
や
﹂
と
謡
う
︒
笹
之
助
は
︑
能
の
一
場
面
を
眼
前
に
再
現
さ
せ
た
よ
う
な
感
覚
で
い
た
こ
と
だ
ろ
う
︒
こ
の
文
言
は
﹃
松
虫
﹄
の

み
な
ら
ず
﹃
天
鼓
﹄﹃
海
士
﹄
な
ど
多
く
の
謡
曲
で
謡
わ
れ
る
常
套
句
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
こ
の
文
言
の
み
を
取
っ
て
︑﹃
松
虫
﹄
だ
け

を
下
敷
き
に
し
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
こ
の
た
め
︑
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
の
段
階
で
は
︑﹃
松
虫
﹄
を
典
拠
と
は
断
定
せ
ず
︑

あ
く
ま
で
も
︑
重
ね
て
鑑
賞
す
る
こ
と
で
生
ず
る
魅
力
に
つ
い
て
語
る
に
留
め
た
︒﹃
松
虫
﹄
と
は
︑
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
︒

　

摂
津
国
阿
倍
野
の
市
で
酒
を
売
る
男
︵
ワ
キ
︶
は
︑
夜
な
夜
な
仲
間
と
来
て
酒
宴
を
開
く
若
い
男
︵
シ
テ
︶
の
こ
と
が
気
に

な
っ
て
い
た
︒
あ
る
夜
︑
酒
を
勧
め
る
と
︑
こ
の
若
い
男
が
﹁
松
虫
の
音ね

に
友
を
し
の
ぶ
﹂
と
の
言
葉
を
口
に
し
た
︒
そ
の
謂
わ

れ
を
問
う
と
︑
か
つ
て
︑
こ
の
阿
倍
野
の
松
原
を
二
人
連
れ
の
男
が
通
っ
た
際
︑
一
人
が
松
虫
の
音
を
聞
き
に
行
っ
た
ま
ま
絶
命

し
た
の
だ
と
明
か
す
︒
実
は
自
分
︵
シ
テ
︶
は
︑
そ
の
も
う
一
人
の
男
で
︑
市
人
に
姿
を
変
え
現
れ
出
た
の
だ
と
語
っ
て
去
る

︵
間
狂
言
で
は
︑
絶
命
し
た
男
を
追
っ
て
も
う
一
人
も
自
害
︑
二
人
一
所
の
塚
に
籠
め
た
と
語
ら
れ
る
︶︒
ワ
キ
が
男
を
弔
っ
て
い

る
と
︑﹁
あ
ら
あ
り
が
た
の
御お

ん

弔と
む
らひ
や
な
﹂
と
後
ジ
テ
が
登
場
し
︑
同
じ
難
波
人
で
あ
る
ワ
キ
に
親
し
み
を
示
し
つ
つ
︑
亡
き
友
と

過
ご
し
た
楽
し
い
風
雅
の
時
間
に
思
い
を
馳
せ
︑
虫
の
音
を
味
わ
い
つ
つ
舞
い
納
め
る
︒

稚
児
を
相
手
と
し
て
で
は
な
く
︑
成
人
男
性
同
士
の
深
い
思
慕
が
描
か
れ
た
能
と
し
て
︑
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年
注
目
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集
め
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作
品
で
あ
る
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朗
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︑﹁
能
と
B
L
﹂
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﹃
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題
提
供
と
演
出
の
方
向
性
と
は
︑
結
果
と
し
て
よ
く
馴
染
む
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

四
、
雪
月
花
の
世
界

朗
読
芝
居
﹁
嬲
り
殺
す
る
袖
の
雪
﹂
が
︑
能
楽
世
界
を
強
く
印
象
づ
け
る
も
の
と
し
て
演
出
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
︑
本
話
に
お
け
る

能
楽
の
扱
わ
れ
方
に
つ
い
て
︑
今
一
度
︑
丹
念
に
検
証
し
て
い
く
必
要
性
が
生
じ
て
き
た
︒
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
︑
対
象
と
し
て
い

る
作
品
︵
原
典
・
原
作
︶
の
含
み
持
つ
も
の
を
増
幅
さ
せ
︑
目
立
た
せ
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
本
話
で
用
い
ら
れ
て
い

る
表
現
の
中
に
︑
能
楽
が
ど
の
よ
う
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
か
︑
具
体
的
な
文
言
を
検
証
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒

ま
ず
︑
笹
之
助
自
ら
の
口
で
語
ら
れ
る
文
言
と
し
て
﹁
あ
あ
ら
あ
り
が
た
の
御
弔と

ぶ
らひ
や
﹂
の
一
節
は
︑
極
め
て
重
要
で
あ
ろ
う
︒
改

め
て
︑
そ
の
典
拠
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
︒
由
井
︵
一
九
九
四
︶
は
︑﹁
謡
曲
に
甚
だ
多
い
文
句
︒
こ
こ
は
︑
一
声
の
囃
子
で
現
わ
れ
る

﹁
天
鼓
﹂
後
ジ
テ
﹁
荒
有
難
の
御
吊と
む
らひ
や
な
﹂
に
よ
る
か
﹂
と
し
て
︑
参
照
先
と
し
て
﹁
胸
に
炬こ

燵た
つ

を
仕
出
し
﹂
の
項
目
を
示
し
て
い
る
︒

そ
こ
で
︑
こ
の
項
目
を
参
照
す
る
と
︑
さ
ら
に
も
う
一
つ
参
照
先
が
あ
り
︑
次
条
﹁
む
ね
に
た
く
火
は
消
す
み
に
な
る
﹂
へ
と
導
か
れ

る
︒
こ
れ
は
連
句
集
﹃
虎
渓
の
橋
﹄
に
収
め
ら
れ
た
西
鶴
の
句
で
﹁
身し

ん
だ
い躰
を
夜
の
間
の
風
に
ふ
か
れ
た
り
﹂
と
い
う
江
雲
の
句
に
付
け

た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
由
井
︵
一
九
九
四
︶
は
﹁
謡
﹁
天
鼓
﹂
シ
テ
﹁
伝
へ
き
く
孔
子
は
鯉
魚
に
別
れ
て
︒
思
ひ
の
火
を
胸
に

た
き
︒
白
居
易
は
子
を
先
立
て
︒
枕
に
残
る
薬
を
恨
む
﹂
に
よ
る
﹂
と
解
説
す
る
︒
つ
ま
り
︑
発
想
の
組
み
立
て
と
し
て
は
︑﹁
胸
に
炬

燵
﹂
と
あ
る
の
が
﹃
天
鼓
﹄
に
由
来
す
る
と
見
な
し
た
た
め
に
︑﹁
あ
あ
ら
あ
り
が
た
の
御
弔
ひ
や
﹂
も
﹃
天
鼓
﹄
だ
と
見
な
す
と
い
う

順
に
な
る
だ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
が
︑﹁
胸
に
炬
燵
﹂
の
典
拠
が
﹃
天
鼓
﹄
だ
と
見
な
す
の
に
は
︑
や
や
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
︒
と
い
う
の
は
︑
孔

子
の
﹁
思
ひ
の
火
﹂
は
息
子
を
亡
く
し
た
苦
し
み
の
比
喩
で
あ
っ
て
︑
嫉
妬
の
比
喩
と
し
て
西
鶴
が
用
い
た
﹁
胸
に
炬
燵
﹂
と
は
質
を

異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
談
林
俳
諧
の
付
合
五
百
組
を
採
録
し
た
﹃
物
種
集
﹄︵
西
鶴
の
句
も
収
録
︶
を
見
る
と
︑﹁
胸
に
思
ふ
火
縄
の

煙
立た

ち
そ
ひ添
て
﹂
に
﹁
あ
と
よ
り
恋
の
お
く
り
狼
﹂
と
岩
田
西
里
が
付
け
た
例
が
見
ら
れ
る
︒
こ
の
付
句
の
発
想
と
同
様
︑
西
鶴
の
用
い
た

﹁
胸
に
炬
燵
﹂
は
︑
恋
に
身
を
焦
が
す
状
態
を
﹁
胸
に
思
ふ
火
﹂
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑﹁
胸
に
炬
燵
﹂
の
典
拠
を
﹃
天

鼓
﹄
に
限
定
す
る
必
然
性
は
乏
し
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
れ
に
伴
い
︑﹁
あ
あ
ら
あ
り
が
た
の
御
弔
ひ
や
﹂
と
い
う
表
現

も
︑﹃
天
鼓
﹄
と
の
結
び
つ
き
は
弱
ま
る
こ
と
に
な
る
︒

一
方
︑﹁
あ
ら
あ
り
が
た
の
御お

ん

弔と
む
らひ
や
な
﹂
と
い
う
文
言
が
登
場
す
る
﹃
松
虫
﹄
に
は
︑
シ
テ
が
﹁
盃
さ
か
づ
きの
︒
雪ゆ
き

を
廻め
ぐ

ら
す
花は
な

の
袖そ
で

﹂
と

謡
う
場
面
が
あ
る
︒
こ
の
表
現
を
謡
曲
﹃
紅
葉
狩
﹄
の
﹁
月
の
盃

さ
か
づ
きさ
す
袖
も
︑
雪
を
廻め
ぐ

ら
す
袂た
も
とか
な
﹂
に
照
ら
し
て
読
み
直
す
な
ら
︑

﹁
盃
﹂
は
﹁
月
﹂
を
連
想
さ
せ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
盃
の
︒
雪
を
廻
ら
す
花
の
袖
﹂
と
い
う
文
言
の
中
に
︑﹁
盃

︵
月
︶﹂﹁
雪
﹂﹁
花
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
雪
月
花
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑﹁
嬲
り
こ
ろ
す
る
袖
の
雪
﹂
は
︑

ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
章
題
に
す
で
に
﹁
袖
の
雪
﹂
と
あ
り
︑
こ
れ
ら
の
謡
曲
の
詞
章
を
連
想
さ
せ
る
語
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
︑
最
初
に
確
認
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
一
話
の
冒
頭
で
︑
香
炉
峰
の
雪
を
想
起
さ
せ
る
振
る
舞
い
を
笹
之
助
が
取
り
︑
こ
う
し
た

笹
之
助
の
才
知
を
殿
が
称
賛
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
本
話
の
通
奏
低
音
と
し
て
白
楽
天
の
世
界
が
響
い
て
い
る
こ
と
を
思

わ
せ
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
本
話
で
直
接
の
言
及
は
な
い
も
の
の
︑﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
を
通
じ
て
﹃
松
虫
﹄
に
取
り
込
ま
れ
た
白
楽

天
の
七
言
律
詩
﹁
殷
協
律
に
寄
す
﹂
の
句
が
想
起
さ
れ
て
く
る
︒
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題
提
供
と
演
出
の
方
向
性
と
は
︑
結
果
と
し
て
よ
く
馴
染
む
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

四
、
雪
月
花
の
世
界

朗
読
芝
居
﹁
嬲
り
殺
す
る
袖
の
雪
﹂
が
︑
能
楽
世
界
を
強
く
印
象
づ
け
る
も
の
と
し
て
演
出
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
︑
本
話
に
お
け
る

能
楽
の
扱
わ
れ
方
に
つ
い
て
︑
今
一
度
︑
丹
念
に
検
証
し
て
い
く
必
要
性
が
生
じ
て
き
た
︒
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
︑
対
象
と
し
て
い

る
作
品
︵
原
典
・
原
作
︶
の
含
み
持
つ
も
の
を
増
幅
さ
せ
︑
目
立
た
せ
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
本
話
で
用
い
ら
れ
て
い

る
表
現
の
中
に
︑
能
楽
が
ど
の
よ
う
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
か
︑
具
体
的
な
文
言
を
検
証
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒

ま
ず
︑
笹
之
助
自
ら
の
口
で
語
ら
れ
る
文
言
と
し
て
﹁
あ
あ
ら
あ
り
が
た
の
御
弔と

ぶ
らひ
や
﹂
の
一
節
は
︑
極
め
て
重
要
で
あ
ろ
う
︒
改

め
て
︑
そ
の
典
拠
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
︒
由
井
︵
一
九
九
四
︶
は
︑﹁
謡
曲
に
甚
だ
多
い
文
句
︒
こ
こ
は
︑
一
声
の
囃
子
で
現
わ
れ
る

﹁
天
鼓
﹂
後
ジ
テ
﹁
荒
有
難
の
御
吊と
む
らひ
や
な
﹂
に
よ
る
か
﹂
と
し
て
︑
参
照
先
と
し
て
﹁
胸
に
炬こ

燵た
つ

を
仕
出
し
﹂
の
項
目
を
示
し
て
い
る
︒

そ
こ
で
︑
こ
の
項
目
を
参
照
す
る
と
︑
さ
ら
に
も
う
一
つ
参
照
先
が
あ
り
︑
次
条
﹁
む
ね
に
た
く
火
は
消
す
み
に
な
る
﹂
へ
と
導
か
れ

る
︒
こ
れ
は
連
句
集
﹃
虎
渓
の
橋
﹄
に
収
め
ら
れ
た
西
鶴
の
句
で
﹁
身し

ん
だ
い躰
を
夜
の
間
の
風
に
ふ
か
れ
た
り
﹂
と
い
う
江
雲
の
句
に
付
け

た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
由
井
︵
一
九
九
四
︶
は
﹁
謡
﹁
天
鼓
﹂
シ
テ
﹁
伝
へ
き
く
孔
子
は
鯉
魚
に
別
れ
て
︒
思
ひ
の
火
を
胸
に

た
き
︒
白
居
易
は
子
を
先
立
て
︒
枕
に
残
る
薬
を
恨
む
﹂
に
よ
る
﹂
と
解
説
す
る
︒
つ
ま
り
︑
発
想
の
組
み
立
て
と
し
て
は
︑﹁
胸
に
炬

燵
﹂
と
あ
る
の
が
﹃
天
鼓
﹄
に
由
来
す
る
と
見
な
し
た
た
め
に
︑﹁
あ
あ
ら
あ
り
が
た
の
御
弔
ひ
や
﹂
も
﹃
天
鼓
﹄
だ
と
見
な
す
と
い
う

順
に
な
る
だ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
が
︑﹁
胸
に
炬
燵
﹂
の
典
拠
が
﹃
天
鼓
﹄
だ
と
見
な
す
の
に
は
︑
や
や
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
︒
と
い
う
の
は
︑
孔

子
の
﹁
思
ひ
の
火
﹂
は
息
子
を
亡
く
し
た
苦
し
み
の
比
喩
で
あ
っ
て
︑
嫉
妬
の
比
喩
と
し
て
西
鶴
が
用
い
た
﹁
胸
に
炬
燵
﹂
と
は
質
を

異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
談
林
俳
諧
の
付
合
五
百
組
を
採
録
し
た
﹃
物
種
集
﹄︵
西
鶴
の
句
も
収
録
︶
を
見
る
と
︑﹁
胸
に
思
ふ
火
縄
の

煙
立た

ち
そ
ひ添
て
﹂
に
﹁
あ
と
よ
り
恋
の
お
く
り
狼
﹂
と
岩
田
西
里
が
付
け
た
例
が
見
ら
れ
る
︒
こ
の
付
句
の
発
想
と
同
様
︑
西
鶴
の
用
い
た

﹁
胸
に
炬
燵
﹂
は
︑
恋
に
身
を
焦
が
す
状
態
を
﹁
胸
に
思
ふ
火
﹂
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑﹁
胸
に
炬
燵
﹂
の
典
拠
を
﹃
天

鼓
﹄
に
限
定
す
る
必
然
性
は
乏
し
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
れ
に
伴
い
︑﹁
あ
あ
ら
あ
り
が
た
の
御
弔
ひ
や
﹂
と
い
う
表
現

も
︑﹃
天
鼓
﹄
と
の
結
び
つ
き
は
弱
ま
る
こ
と
に
な
る
︒

一
方
︑﹁
あ
ら
あ
り
が
た
の
御お

ん

弔と
む
らひ
や
な
﹂
と
い
う
文
言
が
登
場
す
る
﹃
松
虫
﹄
に
は
︑
シ
テ
が
﹁
盃
さ
か
づ
きの
︒
雪ゆ
き

を
廻め
ぐ

ら
す
花は
な

の
袖そ
で

﹂
と

謡
う
場
面
が
あ
る
︒
こ
の
表
現
を
謡
曲
﹃
紅
葉
狩
﹄
の
﹁
月
の
盃

さ
か
づ
きさ
す
袖
も
︑
雪
を
廻め
ぐ

ら
す
袂た
も
とか
な
﹂
に
照
ら
し
て
読
み
直
す
な
ら
︑

﹁
盃
﹂
は
﹁
月
﹂
を
連
想
さ
せ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
盃
の
︒
雪
を
廻
ら
す
花
の
袖
﹂
と
い
う
文
言
の
中
に
︑﹁
盃

︵
月
︶﹂﹁
雪
﹂﹁
花
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
雪
月
花
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑﹁
嬲
り
こ
ろ
す
る
袖
の
雪
﹂
は
︑

ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
章
題
に
す
で
に
﹁
袖
の
雪
﹂
と
あ
り
︑
こ
れ
ら
の
謡
曲
の
詞
章
を
連
想
さ
せ
る
語
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
︑
最
初
に
確
認
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
一
話
の
冒
頭
で
︑
香
炉
峰
の
雪
を
想
起
さ
せ
る
振
る
舞
い
を
笹
之
助
が
取
り
︑
こ
う
し
た

笹
之
助
の
才
知
を
殿
が
称
賛
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
本
話
の
通
奏
低
音
と
し
て
白
楽
天
の
世
界
が
響
い
て
い
る
こ
と
を
思

わ
せ
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
本
話
で
直
接
の
言
及
は
な
い
も
の
の
︑﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
を
通
じ
て
﹃
松
虫
﹄
に
取
り
込
ま
れ
た
白
楽

天
の
七
言
律
詩
﹁
殷
協
律
に
寄
す
﹂
の
句
が
想
起
さ
れ
て
く
る
︒
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琴き
ん

詩し

酒し
ゆ

の
友と
も

は
皆み
な

我わ
れ

を
抛す

つ
ナ
ゲ
ウ
ツ

雪せ
つ
げ
つ
く
わ

月
花
の
時と
き

最も
つ
とも

ハ

君き
み

を
憶お
も

ふ

﹁
嬲
り
こ
ろ
す
る
袖
の
雪
﹂
は
︑
冒
頭
で
初
雪
に
つ
い
て
語
ら
れ
︑
そ
の
後
︑
冬
枯
れ
の
情
景
と
そ
の
中
で
の
追
い
鳥
狩
り
が
描
か

れ
︑
や
が
て
季
節
が
巡
っ
て
再
び
冬
が
訪
れ
た
際
︑
桜
が
狂
い
咲
き
し
た
こ
と
か
ら
運
命
の
歯
車
が
狂
い
出
す
と
い
う
構
成
に
な
っ
て

お
り
︑
季
節
は
巡
れ
ど
も
常
に
雪
景
色
が
背
景
を
彩
っ
て
い
て
︑
章
題
が
示
す
よ
う
に
︑
本
話
は
﹁
雪
﹂
の
話
と
言
え
る
︒
ま
た
︑
桜

の
狂
い
咲
き
が
重
要
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑﹁
花
﹂
の
話
で
も
あ
る
)
10
(

︒
一
話
の
中
に
﹁
月
﹂
と
い
う
文
言
は
登
場
し
な
い

が
︑
夜
の
情
景
が
描
か
れ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
︑
そ
れ
を
照
ら
す
﹁
月
﹂
の
存
在
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
笹
之
助
の

嫉
妬
の
焔ほ

む
らを
掻
き
立
て
た
の
は
︑
五
十
嵐
市
三
郎
と
い
う
若
衆
が
葉
衛
右
門
に
差
し
た
﹁
盃
﹂
で
あ
り
︑
二
人
の
死
後
︑
笹
之
助
の
寝

間
に
は
﹁
酒
事
の
器
﹂
が
用
意
さ
れ
て
い
た
と
末
尾
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
つ
き
﹂
を
音
と
し
て
含
み
持
つ
﹁
さ
か
づ

き
﹂
が
描
写
さ
れ
る
こ
と
で
︑
結
果
的
に
﹁
月
﹂
も
本
話
に
取
り
込
ま
れ
て
い
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︵
も
ち
ろ
ん

﹁
琴
詩
酒
﹂
の
﹁
酒
﹂
に
も
通
ず
る
︶︒
こ
れ
は
︑
先
に
引
用
し
た
﹃
紅
葉
狩
﹄
の
﹁
月
の
盃
﹂
と
い
う
︑
盃
を
美
化
し
た
慣
用
表
現
の

存
在
す
る
こ
と
が
︑
重
要
な
証
左
と
な
る
だ
ろ
う
︒﹁
嬲
り
こ
ろ
す
る
袖
の
雪
﹂
と
い
う
話
は
︑﹁
殷
協
律
に
寄
す
﹂
の
詩
を
直
接
の
引

用
と
い
う
形
で
は
な
く
︑
雪
月
花
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
託
し
て
取
り
入
れ
た
も
の
と
想
定
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
)
11
(

︒

さ
ら
に
︑
白
楽
天
の
詩
が
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
︑
も
う
一
つ
︑
謎
が
解
け
る
部
分
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
従
来
︑

出
典
未
詳
と
さ
れ
た
﹁
美び

景け
い

栩く
く

々た
る

維つ
な
ぐ

二
胡こ

蝶て
ふ
を

一
﹂
の
文
言
の
由
来
で
あ
る
︒﹁
栩
々
﹂
と
﹁
胡
蝶
﹂
は
﹃
荘
子
﹄
の
﹁
栩く

く栩
然ぜ
ん

と
し
て
胡

蝶
な
り
﹂
を
連
想
さ
せ
る
︒
で
は
︑﹁
美
景
﹂
が
見
る
者
を
引
き
留
め
る
と
い
う
描
写
は
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
実
は
こ
れ

も
ま
た
︑
謡
曲
で
多
用
さ
れ
る
白
楽
天
の
詩
が
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
と
︑
自
然
と
前
後
の
文
脈
が
繋
が
っ
て
く
る
の
で
あ

る
︒

あ
る
時
︑
長な

が

田た

山
の
西さ
い
ね
ん念
寺じ

の
庭
に
復か
へ

り
花ば
な

咲
き
て
︑
家か

中
春
の
心
に
な
り
て
見
に
ま
か
り
ぬ
︒
美び

景け
い

栩く
く

栩た
る

維つ
な
ぐ

二
胡こ

蝶て
ふ
を

一
︑
見
る

人
詩し

ま魔
に
便
り
を
付
け
ら
れ
︑
腐ふ

復ふ
く

化く
わ

す
る
を
忘
れ
︑
樽た
る

の
出
し
口
を
仕
掛
け
︵
傍
線
︑
引
用
者
に
よ
る
︶

︵
10
︶ 

追
い
鳥
狩
り
の
帰
り
道
︑﹁
恋
も
哀
れ
も
し
ら
ぬ
わ
た
り
侍
﹂
が
︑﹁
春
待
つ
梅
﹂
を
手
折
っ
て
︑
そ
こ
に
雉
子
を
括
り
付
け
る
様
子
が
描
写
さ
れ

る
︒﹁
春
待
つ
梅
﹂
は
︑
成
熟
を
待
た
ず
に
命
を
散
ら
す
笹
之
助
の
比
喩
で
あ
ろ
う
︒
若
衆
が
﹁
花
﹂
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
も

可
能
で
あ
る
︒

︵
11
︶ 

本
話
に
白
楽
天
の
雪
月
花
を
重
ね
た
読
み
方
の
可
能
性
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
︑
上
演
に
も
立
ち
会
っ
た
︑
若
衆
文
化
研
究
会
所
属
の
坂
東
実

子
氏
︵
明
治
大
学
・
敬
愛
大
学
非
常
勤
講
師
︶
で
あ
る
︒
な
お
︑﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
が
ど
の
よ
う
に
謡
曲
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
︑

飯
塚
︵
二
〇
〇
四
︶
が
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︒ 

 

　

謡
曲
は
朗
詠
︵
引
用
者
注
︑﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
を
指
す
︶
の
﹁
言
葉
﹂
を
採
っ
て
い
る
も
の
の
︑
必
ず
し
も
そ
の
﹁
題
﹂
や
﹁
内
容
﹂
ま
で
も

取
り
入
れ
て
い
な
い
︒
朗
詠
を
謡
曲
の
場
面
に
取
り
入
れ
る
こ
と
は
︑
そ
の
朗
詠
の
﹁
世
界
﹂
を
﹁
翻
訳
﹂
し
て
謡
曲
の
世
界
を
構
築
す
る
こ
と

に
な
る
の
だ
が
︑
そ
れ
は
も
と
の
朗
詠
が
描
く
﹁
世
界
﹂
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
が
故
に
能
作

者
は
好
ん
で
曲
中
に
朗
詠
を
受
容
し
た
と
も
言
え
る
︵
三
五
頁
︶︒ 

 

　

つ
ま
り
︑
謡
曲
は
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
の
あ
る
種
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
︑
そ
の
本
来
の
題
と
は
異
な
る
文
脈
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
元
来
は
﹁
交
友
﹂
の
部
立
て
の
冒
頭
を
飾
っ
て
い
た
﹁
殷
協
律
に
寄
す
﹂
の
詩
が
︑
交
友
と
呼
ぶ
レ
ベ
ル
を
超
え

て
男
性
同
士
の
深
い
交
情
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
﹃
松
虫
﹄
で
使
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
︑
驚
く
に
は
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ

の
﹃
松
虫
﹄
を
媒
介
に
︑
西
鶴
は
雪
月
花
と
い
う
重
要
モ
チ
ー
フ
を
本
話
の
随
所
に
仕
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
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琴き
ん

詩し

酒し
ゆ

の
友と
も

は
皆み
な

我わ
れ

を
抛す

つ
ナ
ゲ
ウ
ツ

雪せ
つ
げ
つ
く
わ

月
花
の
時と
き

最も
つ
とも

ハ

君き
み

を
憶お
も

ふ

﹁
嬲
り
こ
ろ
す
る
袖
の
雪
﹂
は
︑
冒
頭
で
初
雪
に
つ
い
て
語
ら
れ
︑
そ
の
後
︑
冬
枯
れ
の
情
景
と
そ
の
中
で
の
追
い
鳥
狩
り
が
描
か

れ
︑
や
が
て
季
節
が
巡
っ
て
再
び
冬
が
訪
れ
た
際
︑
桜
が
狂
い
咲
き
し
た
こ
と
か
ら
運
命
の
歯
車
が
狂
い
出
す
と
い
う
構
成
に
な
っ
て

お
り
︑
季
節
は
巡
れ
ど
も
常
に
雪
景
色
が
背
景
を
彩
っ
て
い
て
︑
章
題
が
示
す
よ
う
に
︑
本
話
は
﹁
雪
﹂
の
話
と
言
え
る
︒
ま
た
︑
桜

の
狂
い
咲
き
が
重
要
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑﹁
花
﹂
の
話
で
も
あ
る
)
10
(

︒
一
話
の
中
に
﹁
月
﹂
と
い
う
文
言
は
登
場
し
な
い

が
︑
夜
の
情
景
が
描
か
れ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
︑
そ
れ
を
照
ら
す
﹁
月
﹂
の
存
在
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
笹
之
助
の

嫉
妬
の
焔ほ

む
らを
掻
き
立
て
た
の
は
︑
五
十
嵐
市
三
郎
と
い
う
若
衆
が
葉
衛
右
門
に
差
し
た
﹁
盃
﹂
で
あ
り
︑
二
人
の
死
後
︑
笹
之
助
の
寝

間
に
は
﹁
酒
事
の
器
﹂
が
用
意
さ
れ
て
い
た
と
末
尾
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
つ
き
﹂
を
音
と
し
て
含
み
持
つ
﹁
さ
か
づ

き
﹂
が
描
写
さ
れ
る
こ
と
で
︑
結
果
的
に
﹁
月
﹂
も
本
話
に
取
り
込
ま
れ
て
い
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︵
も
ち
ろ
ん

﹁
琴
詩
酒
﹂
の
﹁
酒
﹂
に
も
通
ず
る
︶︒
こ
れ
は
︑
先
に
引
用
し
た
﹃
紅
葉
狩
﹄
の
﹁
月
の
盃
﹂
と
い
う
︑
盃
を
美
化
し
た
慣
用
表
現
の

存
在
す
る
こ
と
が
︑
重
要
な
証
左
と
な
る
だ
ろ
う
︒﹁
嬲
り
こ
ろ
す
る
袖
の
雪
﹂
と
い
う
話
は
︑﹁
殷
協
律
に
寄
す
﹂
の
詩
を
直
接
の
引

用
と
い
う
形
で
は
な
く
︑
雪
月
花
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
託
し
て
取
り
入
れ
た
も
の
と
想
定
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
)
11
(

︒

さ
ら
に
︑
白
楽
天
の
詩
が
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
︑
も
う
一
つ
︑
謎
が
解
け
る
部
分
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
従
来
︑

出
典
未
詳
と
さ
れ
た
﹁
美び

景け
い

栩く
く

々た
る

維つ
な
ぐ

二
胡こ

蝶て
ふ
を

一
﹂
の
文
言
の
由
来
で
あ
る
︒﹁
栩
々
﹂
と
﹁
胡
蝶
﹂
は
﹃
荘
子
﹄
の
﹁
栩く

く栩
然ぜ
ん

と
し
て
胡

蝶
な
り
﹂
を
連
想
さ
せ
る
︒
で
は
︑﹁
美
景
﹂
が
見
る
者
を
引
き
留
め
る
と
い
う
描
写
は
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
実
は
こ
れ

も
ま
た
︑
謡
曲
で
多
用
さ
れ
る
白
楽
天
の
詩
が
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
と
︑
自
然
と
前
後
の
文
脈
が
繋
が
っ
て
く
る
の
で
あ

る
︒

あ
る
時
︑
長な

が

田た

山
の
西さ
い
ね
ん念
寺じ

の
庭
に
復か
へ

り
花ば
な

咲
き
て
︑
家か

中
春
の
心
に
な
り
て
見
に
ま
か
り
ぬ
︒
美び

景け
い

栩く
く

栩た
る

維つ
な
ぐ

二
胡こ

蝶て
ふ
を

一
︑
見
る

人
詩し

ま魔
に
便
り
を
付
け
ら
れ
︑
腐ふ

復ふ
く

化く
わ

す
る
を
忘
れ
︑
樽た
る

の
出
し
口
を
仕
掛
け
︵
傍
線
︑
引
用
者
に
よ
る
︶

︵
10
︶ 

追
い
鳥
狩
り
の
帰
り
道
︑﹁
恋
も
哀
れ
も
し
ら
ぬ
わ
た
り
侍
﹂
が
︑﹁
春
待
つ
梅
﹂
を
手
折
っ
て
︑
そ
こ
に
雉
子
を
括
り
付
け
る
様
子
が
描
写
さ
れ

る
︒﹁
春
待
つ
梅
﹂
は
︑
成
熟
を
待
た
ず
に
命
を
散
ら
す
笹
之
助
の
比
喩
で
あ
ろ
う
︒
若
衆
が
﹁
花
﹂
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
も

可
能
で
あ
る
︒

︵
11
︶ 

本
話
に
白
楽
天
の
雪
月
花
を
重
ね
た
読
み
方
の
可
能
性
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
︑
上
演
に
も
立
ち
会
っ
た
︑
若
衆
文
化
研
究
会
所
属
の
坂
東
実

子
氏
︵
明
治
大
学
・
敬
愛
大
学
非
常
勤
講
師
︶
で
あ
る
︒
な
お
︑﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
が
ど
の
よ
う
に
謡
曲
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
︑

飯
塚
︵
二
〇
〇
四
︶
が
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︒ 

 

　

謡
曲
は
朗
詠
︵
引
用
者
注
︑﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
を
指
す
︶
の
﹁
言
葉
﹂
を
採
っ
て
い
る
も
の
の
︑
必
ず
し
も
そ
の
﹁
題
﹂
や
﹁
内
容
﹂
ま
で
も

取
り
入
れ
て
い
な
い
︒
朗
詠
を
謡
曲
の
場
面
に
取
り
入
れ
る
こ
と
は
︑
そ
の
朗
詠
の
﹁
世
界
﹂
を
﹁
翻
訳
﹂
し
て
謡
曲
の
世
界
を
構
築
す
る
こ
と

に
な
る
の
だ
が
︑
そ
れ
は
も
と
の
朗
詠
が
描
く
﹁
世
界
﹂
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
が
故
に
能
作

者
は
好
ん
で
曲
中
に
朗
詠
を
受
容
し
た
と
も
言
え
る
︵
三
五
頁
︶︒ 

 

　

つ
ま
り
︑
謡
曲
は
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
の
あ
る
種
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
︑
そ
の
本
来
の
題
と
は
異
な
る
文
脈
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
元
来
は
﹁
交
友
﹂
の
部
立
て
の
冒
頭
を
飾
っ
て
い
た
﹁
殷
協
律
に
寄
す
﹂
の
詩
が
︑
交
友
と
呼
ぶ
レ
ベ
ル
を
超
え

て
男
性
同
士
の
深
い
交
情
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
﹃
松
虫
﹄
で
使
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
︑
驚
く
に
は
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ

の
﹃
松
虫
﹄
を
媒
介
に
︑
西
鶴
は
雪
月
花
と
い
う
重
要
モ
チ
ー
フ
を
本
話
の
随
所
に
仕
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
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と
あ
る
本
文
の
﹁
詩
魔
﹂
と
は
︑﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄﹁
春
興
﹂
の
部
の
冒
頭
を
飾
る
︑
白
楽
天
の
次
の
詩
を
下
敷
き
に
し
た
と
い
う
こ

と
の
暗
示
で
あ
ろ
う
︒

花
の
下も

と

に
帰
ら
ん
こ
と
を
忘
る
る
は
美
景
に
因よ

つ
て
な
り

樽そ
ん

の
前
に
酔ゑ

ひ
を
勧
む
る
は
是こ

れ
春
の
風

こ
れ
は
︑﹃
松
虫
﹄
で
は
︑
ワ
キ
が
﹁
帰か

へ

ら
ん
事こ
と

を
忘わ
す

る
る
は
﹂
と
謡
い
か
け
た
言
葉
を
引
き
取
っ
て
︑
シ
テ
が
﹁
美び

景け
い

に
因よ

る
と
作つ
く

り
た
り
﹂
と
続
け
︑
次
い
で
二
人
声
を
合
わ
せ
て
﹁
樽そ
ん

の
前ま
へ

に
酔ゑ
ひ

を
勧す
ゝ

め
て
は
︒
こ
れ
春は
る

の
風か
ぜ

と
も
い
へ
り
﹂
と
謡
う
く
だ
り
に
取
り

込
ま
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
が
﹁
嬲
り
こ
ろ
す
る
袖
の
雪
﹂
に
お
い
て
は
﹁
春
の
心
﹂﹁
美
景
﹂﹁
詩
魔
﹂﹁
忘
れ
﹂﹁
樽
の
出
し
口
﹂
な
ど

の
文
言
の
中
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒

そ
も
そ
も
笹
之
助
は
︑
寝
間
で
一
人
︑
葉
右
衛
門
を
﹁
待
っ
て
﹂
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
︒﹃
松
虫
﹄
に
は
﹁
唯た

ゞ
ま
つ
む
し

松
虫
の
独
ひ
と
り

音ね

に
︒

友と
も

を
待ま

ち
﹂
と
あ
る
よ
う
に
﹁
松
﹂
=
﹁
待
つ
﹂
で
あ
り
︑﹁
松
虫
の
独
音
﹂
は
﹁
笹
之
助
の
独
り
寝
﹂
に
通
ず
る
︒
ま
た
︑
い
さ
さ
か

不
可
解
な
登
場
人
物
の
名
さ
え
も
︑
実
は
︑
こ
の
﹃
松
虫
﹄
に
由
来
す
る
と
見
る
と
謎
が
解
け
て
く
る
︒﹃
松
虫
﹄
に
は
︑﹁
菊き

く

を
た
た

へ
竹ち

く
え
ふ葉
の
﹂
と
酒
の
こ
と
を
﹁
竹
葉
﹂
で
表
現
す
る
文
言
が
出
て
く
る
が
︑
竹
葉
と
は
つ
ま
り
笹
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
笹
之
助

と
い
う
愛
ら
し
い
名
と
︑
い
さ
さ
か
珍
し
い
葉
右
衛
門
と
い
う
名
が
導
き
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
仮
説
で
あ
る
)
12
(

︒
し
か
も
︑

元
来
が
同
一
素
材
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
葉
右
衛
門
と
笹
之
助
と
は
︑
縁
が
深
い
な
ど
と
言
う
よ
り
も
さ
ら
に
深
く
︑
一
つ

の
魂
を
割
っ
た
存
在
︑
ま
さ
に
魂
の
片
割
れ
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑﹁
伴ば

ん
の﹂
と
い
う
苗
字
に
関
し
て
も
︑﹃
松
虫
﹄
が
﹁
琴

詩
酒
の
友
﹂
を
引
用
し
︑﹁
何な
に

と
て
か
︒
こ
の
酒し
ゆ
い
う友
を
ば
見み

す捨
つ
べ
き
﹂
と
謡
う
よ
う
に
︑
酒
の
﹁
友
﹂=﹁
伴
﹂︵
仲
間
︶
と
見
な
す
と

こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
︒﹁
松ま

つ
む
し虫
の
音ね

に
︒
伴と
も
なひ
て
帰か
へ

り
け
り
﹂
と
い
う
よ
う
に
﹁
伴
﹂
の
文
字
も
﹃
松
虫
﹄
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

さ
ら
に
﹃
松
虫
﹄
で
は
︑﹁
死
な
ば
一
所
と
思
ひ
し
に
︒
こ
は
そ
も
何
﹂
と
言
っ
て
︑
急
死
し
た
友
の
亡
骸
を
叢
に
見
つ
け
た
男
の
悲

嘆
が
切
々
と
謡
わ
れ
て
い
く
が
︑﹁
嬲
り
こ
ろ
す
る
袖
の
雪
﹂
で
は
︑
雪
の
中
で
絶
命
し
た
葉
右
衛
門
の
亡
骸
の
傍
ら
で
笹
之
助
が
腹
を

切
る
と
い
う
形
で
︑
ま
さ
に
﹁
死
な
ば
一
所
﹂
が
実
現
す
る
︒
こ
れ
は
︑﹃
松
虫
﹄
の
間
狂
言
を
参
照
す
る
と
︑
実
に
よ
く
符
合
す
る
こ

と
に
な
る
︒
能
の
中
で
は
︑
残
さ
れ
た
友
が
後
を
追
っ
て
自
害
し
た
と
は
明
か
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
間
狂
言
に
お
い
て
は
︑﹁
日
頃
約
せ

し
事
な
れ
ば
︒
我
等
も
共
に
空
し
く
な
ら
ん
と
て
︒
そ
の
ま
ま
自
害
し
失
せ
申
し
候
﹂
と
あ
る
)
13
(

︒
ま
さ
に
︑
笹
之
助
の
振
る
舞
い
そ

の
ま
ま
で
あ
る
︒

以
上
で
検
討
し
て
き
た
こ
と
か
ら
︑
西
鶴
が
謡
曲
﹃
松
虫
﹄
を
下
敷
き
に
︑
白
楽
天
の
雪
月
花
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
﹁
嬲
り
こ
ろ
す

る
袖
の
雪
﹂
の
世
界
を
繰
り
広
げ
た
と
の
仮
説
が
こ
こ
に
提
示
で
き
る
︒

︵
12
︶ 

こ
の
指
摘
は
若
衆
文
化
研
究
会
所
属
の
初
瀬
光
延
氏
に
よ
る
︒
初
瀬
氏
は
さ
ら
に
︑
市
三
郎
の
名
も
︑﹃
松
虫
﹄
の
﹁
市
人
﹂
に
由
来
す
る
可
能

性
を
指
摘
し
て
い
る
︵﹁﹁
嬲
り
こ
ろ
す
る
袖
の
雪
﹂
ノ
ベ
ラ
イ
ズ　

創
作
ノ
ー
ト
そ
の
2
﹂︑
泊
瀬
光
延
@
ブ
ロ
グ
︑https://air.ap.teacup.

com
/hatsuse/154.htm

l

︑
二
〇
二
〇
年
九
月
一
三
日
閲
覧
︶︒
ま
た
︑
小
説
投
稿
サ
イ
ト
﹁
カ
ク
ヨ
ム
﹂
に
︑
本
話
に
基
づ
く
初
瀬
氏
の
創
作

﹁
西
鶴
新
お
伽
草
紙
﹁
嬲
り
こ
ろ
す
る
袖
の
雪
﹂﹂
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︵https://kakuyom

u.jp/w
orks/1177354054890371989

︑
二
〇
二
〇

年
九
月
一
三
日
閲
覧
︶︒

︵
13
︶ 

島
津
︵
一
九
九
〇
︶
の
引
用
し
た
古
版
本
の
﹃
間
の
本
﹄
で
は
﹁
此
松
原
の
池
へ
身
を
投
げ
︑
空
し
う
な
り
申
さ
れ
候
﹂
と
あ
り
︑
自
害
の
方
法

が
入
水
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
︒
細
部
の
表
現
が
異
な
る
複
数
の
テ
ク
ス
ト
が
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
が
︑﹁
ア
イ
の
段
が
重
要
な
意
味
を
持
ち
︑

こ
こ
で
典
拠
の
﹃
三
流
抄
﹄
と
非
常
に
近
い
形
が
語
ら
れ
﹂
た
と
島
津
︵
一
九
九
〇
︶
は
考
察
し
て
い
る
︵
一
〇
八
頁
︶︒
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と
あ
る
本
文
の
﹁
詩
魔
﹂
と
は
︑﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄﹁
春
興
﹂
の
部
の
冒
頭
を
飾
る
︑
白
楽
天
の
次
の
詩
を
下
敷
き
に
し
た
と
い
う
こ

と
の
暗
示
で
あ
ろ
う
︒

花
の
下も

と

に
帰
ら
ん
こ
と
を
忘
る
る
は
美
景
に
因よ

つ
て
な
り

樽そ
ん

の
前
に
酔ゑ

ひ
を
勧
む
る
は
是こ

れ
春
の
風

こ
れ
は
︑﹃
松
虫
﹄
で
は
︑
ワ
キ
が
﹁
帰か

へ

ら
ん
事こ
と

を
忘わ
す

る
る
は
﹂
と
謡
い
か
け
た
言
葉
を
引
き
取
っ
て
︑
シ
テ
が
﹁
美び

景け
い

に
因よ

る
と
作つ
く

り
た
り
﹂
と
続
け
︑
次
い
で
二
人
声
を
合
わ
せ
て
﹁
樽そ
ん

の
前ま
へ

に
酔ゑ
ひ

を
勧す
ゝ

め
て
は
︒
こ
れ
春は
る

の
風か
ぜ

と
も
い
へ
り
﹂
と
謡
う
く
だ
り
に
取
り

込
ま
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
が
﹁
嬲
り
こ
ろ
す
る
袖
の
雪
﹂
に
お
い
て
は
﹁
春
の
心
﹂﹁
美
景
﹂﹁
詩
魔
﹂﹁
忘
れ
﹂﹁
樽
の
出
し
口
﹂
な
ど

の
文
言
の
中
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒

そ
も
そ
も
笹
之
助
は
︑
寝
間
で
一
人
︑
葉
右
衛
門
を
﹁
待
っ
て
﹂
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
︒﹃
松
虫
﹄
に
は
﹁
唯た

ゞ
ま
つ
む
し

松
虫
の
独
ひ
と
り

音ね

に
︒

友と
も

を
待ま

ち
﹂
と
あ
る
よ
う
に
﹁
松
﹂
=
﹁
待
つ
﹂
で
あ
り
︑﹁
松
虫
の
独
音
﹂
は
﹁
笹
之
助
の
独
り
寝
﹂
に
通
ず
る
︒
ま
た
︑
い
さ
さ
か

不
可
解
な
登
場
人
物
の
名
さ
え
も
︑
実
は
︑
こ
の
﹃
松
虫
﹄
に
由
来
す
る
と
見
る
と
謎
が
解
け
て
く
る
︒﹃
松
虫
﹄
に
は
︑﹁
菊き

く

を
た
た

へ
竹ち

く
え
ふ葉
の
﹂
と
酒
の
こ
と
を
﹁
竹
葉
﹂
で
表
現
す
る
文
言
が
出
て
く
る
が
︑
竹
葉
と
は
つ
ま
り
笹
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
笹
之
助

と
い
う
愛
ら
し
い
名
と
︑
い
さ
さ
か
珍
し
い
葉
右
衛
門
と
い
う
名
が
導
き
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
仮
説
で
あ
る
)
12
(

︒
し
か
も
︑

元
来
が
同
一
素
材
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
葉
右
衛
門
と
笹
之
助
と
は
︑
縁
が
深
い
な
ど
と
言
う
よ
り
も
さ
ら
に
深
く
︑
一
つ

の
魂
を
割
っ
た
存
在
︑
ま
さ
に
魂
の
片
割
れ
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑﹁
伴ば

ん
の﹂
と
い
う
苗
字
に
関
し
て
も
︑﹃
松
虫
﹄
が
﹁
琴

詩
酒
の
友
﹂
を
引
用
し
︑﹁
何な
に

と
て
か
︒
こ
の
酒し
ゆ
い
う友
を
ば
見み

す捨
つ
べ
き
﹂
と
謡
う
よ
う
に
︑
酒
の
﹁
友
﹂=﹁
伴
﹂︵
仲
間
︶
と
見
な
す
と

こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
︒﹁
松ま

つ
む
し虫
の
音ね

に
︒
伴と
も
なひ
て
帰か
へ

り
け
り
﹂
と
い
う
よ
う
に
﹁
伴
﹂
の
文
字
も
﹃
松
虫
﹄
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

さ
ら
に
﹃
松
虫
﹄
で
は
︑﹁
死
な
ば
一
所
と
思
ひ
し
に
︒
こ
は
そ
も
何
﹂
と
言
っ
て
︑
急
死
し
た
友
の
亡
骸
を
叢
に
見
つ
け
た
男
の
悲

嘆
が
切
々
と
謡
わ
れ
て
い
く
が
︑﹁
嬲
り
こ
ろ
す
る
袖
の
雪
﹂
で
は
︑
雪
の
中
で
絶
命
し
た
葉
右
衛
門
の
亡
骸
の
傍
ら
で
笹
之
助
が
腹
を

切
る
と
い
う
形
で
︑
ま
さ
に
﹁
死
な
ば
一
所
﹂
が
実
現
す
る
︒
こ
れ
は
︑﹃
松
虫
﹄
の
間
狂
言
を
参
照
す
る
と
︑
実
に
よ
く
符
合
す
る
こ

と
に
な
る
︒
能
の
中
で
は
︑
残
さ
れ
た
友
が
後
を
追
っ
て
自
害
し
た
と
は
明
か
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
間
狂
言
に
お
い
て
は
︑﹁
日
頃
約
せ

し
事
な
れ
ば
︒
我
等
も
共
に
空
し
く
な
ら
ん
と
て
︒
そ
の
ま
ま
自
害
し
失
せ
申
し
候
﹂
と
あ
る
)
13
(

︒
ま
さ
に
︑
笹
之
助
の
振
る
舞
い
そ

の
ま
ま
で
あ
る
︒

以
上
で
検
討
し
て
き
た
こ
と
か
ら
︑
西
鶴
が
謡
曲
﹃
松
虫
﹄
を
下
敷
き
に
︑
白
楽
天
の
雪
月
花
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
﹁
嬲
り
こ
ろ
す

る
袖
の
雪
﹂
の
世
界
を
繰
り
広
げ
た
と
の
仮
説
が
こ
こ
に
提
示
で
き
る
︒

︵
12
︶ 

こ
の
指
摘
は
若
衆
文
化
研
究
会
所
属
の
初
瀬
光
延
氏
に
よ
る
︒
初
瀬
氏
は
さ
ら
に
︑
市
三
郎
の
名
も
︑﹃
松
虫
﹄
の
﹁
市
人
﹂
に
由
来
す
る
可
能

性
を
指
摘
し
て
い
る
︵﹁﹁
嬲
り
こ
ろ
す
る
袖
の
雪
﹂
ノ
ベ
ラ
イ
ズ　

創
作
ノ
ー
ト
そ
の
2
﹂︑
泊
瀬
光
延
@
ブ
ロ
グ
︑https://air.ap.teacup.

com
/hatsuse/154.htm

l

︑
二
〇
二
〇
年
九
月
一
三
日
閲
覧
︶︒
ま
た
︑
小
説
投
稿
サ
イ
ト
﹁
カ
ク
ヨ
ム
﹂
に
︑
本
話
に
基
づ
く
初
瀬
氏
の
創
作

﹁
西
鶴
新
お
伽
草
紙
﹁
嬲
り
こ
ろ
す
る
袖
の
雪
﹂﹂
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︵https://kakuyom

u.jp/w
orks/1177354054890371989

︑
二
〇
二
〇

年
九
月
一
三
日
閲
覧
︶︒

︵
13
︶ 

島
津
︵
一
九
九
〇
︶
の
引
用
し
た
古
版
本
の
﹃
間
の
本
﹄
で
は
﹁
此
松
原
の
池
へ
身
を
投
げ
︑
空
し
う
な
り
申
さ
れ
候
﹂
と
あ
り
︑
自
害
の
方
法

が
入
水
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
︒
細
部
の
表
現
が
異
な
る
複
数
の
テ
ク
ス
ト
が
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
が
︑﹁
ア
イ
の
段
が
重
要
な
意
味
を
持
ち
︑

こ
こ
で
典
拠
の
﹃
三
流
抄
﹄
と
非
常
に
近
い
形
が
語
ら
れ
﹂
た
と
島
津
︵
一
九
九
〇
︶
は
考
察
し
て
い
る
︵
一
〇
八
頁
︶︒
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五
、「
嬲
る
」
行
為
に
つ
い
て

実
は
︑
以
上
の
検
討
か
ら
は
︑
ま
だ
解
き
明
か
さ
れ
な
い
謎
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
あ
ま
り
に
強
い
印
象
を
与
え
る
﹁
嬲
る
﹂

と
い
う
語
が
何
に
由
来
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
本
話
に
つ
い
て
︑
白
倉
︵
一
九
九
四
︶
は
︑
次
の
よ
う
に
評
し
た
︒

　

笹
之
助
の
異
常
性
は
普
通
の
人
間
の
す
る
こ
と
で
は
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
非
情
な
こ
と
が
で
き
る
の
は
葉
右
衛
門
を
愛
し
て
い
る

の
で
で
き
る
︒
愛
の
内
に
潜
む
残
忍
性
で
あ
る
︒
笹
之
助
は
葉
右
衛
門
を
い
と
し
く
思
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
︑
恋
す
る
が
故
に

苛
酷
な
こ
と
が
平
気
で
で
き
る
︒
相
手
の
苦
し
み
が
快
感
に
な
る
と
い
う
人
間
の
愛
の
み
じ
め
さ
暗
さ
で
あ
る
︵
二
七
四
頁
︶︒

現
代
的
な
感
性
に
引
き
付
け
て
本
話
を
読
む
時
に
は
︑
ど
う
し
て
も
こ
の
よ
う
な
見
方
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
︒
笹
之
助
の

行
為
に
︑
あ
る
種
サ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
︑
歪
ん
だ
愛
の
形
を
見
る
と
い
う
読
み
方
で
あ
る
︵
そ
れ
を
受
け
て
葉
右
衛
門
に
つ
い
て
は
︑

サ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
責
め
苦
を
こ
と
さ
ら
に
喜
ん
で
受
け
入
れ
る
マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
が
潜
ん
で
い
る
と
読
む
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
︶︒

だ
が
︑
本
話
の
読
み
の
可
能
性
を
︑
そ
の
よ
う
に
現
代
人
の
感
性
で
狭
め
て
も
良
い
も
の
か
︑
些
か
疑
問
が
残
る
︒
こ
こ
で
﹁
嬲
る
﹂

と
い
う
行
為
が
描
か
れ
る
能
楽
を
参
照
し
て
み
た
い
︒
代
表
的
な
作
品
に
﹃
自
然
居
士
﹄
が
あ
る
︒
こ
の
謡
曲
は
︑﹃
物
種
集
﹄
に
収
め

ら
れ
た
﹁
そ
も
じ
つ
れ
な
や
か
ら
崎
の
松
﹂
へ
の
付
句
﹁
な
ぶ
り
や
る
か
さ
ゝ
ら
を
す
れ
の
舞ま

ひ

ま
へ
の
﹂
で
言
及
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑

談
林
俳
諧
を
嗜
む
人
々
に
は
広
く
共
有
さ
れ
︑﹁
嬲
る
﹂
と
い
う
語
か
ら
︑
ご
く
自
然
に
連
想
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
︒
こ
の
付
句
で
は
︑
人
買
い
が
自
然
居
士
を
﹁
嬲
﹂
っ
て
︑
舞
や
さ
さ
ら
を
所
望
す
る
く
だ
り
が
想
起
さ
れ
て
い
る
︒﹁
嬲
り
こ

ろ
す
る
袖
の
雪
﹂
の
笹
之
助
は
︑
最
初
か
ら
﹁
殺
す
﹂
目
的
で
﹁
嬲
﹂
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
︑
笹
之
助
の
許
し
を
得
た
い
と
い
う

葉
右
衛
門
の
一
心
な
思
い
を
弄
び
︑
慰
み
と
し
て
﹁
嬲
﹂
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
︒
こ
れ
は
︑﹃
自
然
居
士
﹄
で
︑
攫
わ
れ
る
娘

を
取
り
戻
し
た
い
と
い
う
自
然
居
士
の
一
心
な
思
い
を
弄
ぶ
人
買
い
の
様
子
に
重
ね
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑
謡
曲
だ
け
で
な
く
︑
狂
言
に
も
﹁
嬲
﹂
る
例
が
あ
る
︒
狂
言
﹃
二
人
大
名
﹄
に
は
︑
二
人
の
大
名
か
ら
無
理
に
従
者
役
を
押
し

付
け
ら
れ
︑﹁
嬲
﹂
ら
れ
た
と
感
じ
た
男
が
︑
ひ
と
た
び
刀
を
手
に
す
る
や
︑
そ
れ
を
凶
器
と
し
て
用
い
る
こ
と
で
形
勢
逆
転
を
図
り
︑

二
人
の
大
名
を
﹁
嬲
﹂
る
場
面
が
登
場
す
る
︒
刀
だ
け
で
な
く
︑
着
物
を
す
べ
て
取
り
上
げ
た
上
で
︑
鶏
や
犬
の
真
似
を
さ
せ
︑
小
歌
を

歌
い
な
が
ら
起
き
上
が
り
小
坊
師
を
真
似
る
よ
う
求
め
る
な
ど
し
て
︵
舞
台
で
は
︑
二
人
で
向
か
い
合
わ
せ
と
な
り
︑
息
を
合
わ
せ
て
異

な
る
方
向
へ
で
ん
ぐ
り
返
し
を
し
て
は
元
に
戻
る
と
い
う
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
所
作
を
す
る
︶︑
さ
ん
ざ
ん
に
﹁
嬲
﹂
る
の
で
あ
る
︒

笹
之
助
が
葉
右
衛
門
に
強
い
た
こ
と
と
言
え
ば
︑﹁
刀
を
取
り
上
げ
る
﹂﹁
着
物
を
脱
が
す
﹂﹁
幽
霊
の
真
似
を
さ
せ
る
﹂
な
ど
で
︑
そ

の
い
ず
れ
も
が
︑
こ
の
﹃
二
人
大
名
﹄
の
従
者
役
の
男
が
行
っ
た
振
る
舞
い
に
重
な
っ
て
く
る
︒
つ
ま
り
笹
之
助
は
︑
葉
右
衛
門
と
共

に
︑
能
・
狂
言
の
演
目
を
実
際
に
追
体
験
し
て
い
る
よ
う
な
感
覚
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
が
取
り
返
し
の

つ
か
な
い
事
態
を
招
い
た
と
こ
ろ
に
笹
之
助
の
幼
さ
が
あ
っ
た
と
は
言
え
︑
実
の
と
こ
ろ
︑
葉
右
衛
門
の
突
発
的
な
死
と
は
︑
あ
る
種

の
事
故
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
葉
右
衛
門
に
し
た
と
こ
ろ
で
︑
ま
さ
か
死
ぬ
つ
も
り
で
い
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
ろ
う
︒
だ
が
︑
悲
劇
は
起
き
た
︒
そ
の
深
刻
さ
を
知
る
や
︑
笹
之
助
が
一
切
の
言
い
訳
を
せ
ず
即
座
に
葉
右
衛
門
の
傍
ら
で
腹

を
切
っ
た
の
は
︑
武
家
若
衆
と
し
て
の
矜
恃
に
よ
る
︒
そ
し
て
︑
謡
曲
﹃
松
虫
﹄
を
媒
介
に
︑
雪
月
花
に
よ
っ
て
男
同
士
の
深
い
恋
情

を
描
く
本
作
は
︑
魂
の
片
割
れ
へ
の
渇
望
を
死
に
よ
っ
て
満
た
す
形
で
悲
劇
的
な
終
わ
り
を
迎
え
る
の
で
あ
る
︒
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五
、「
嬲
る
」
行
為
に
つ
い
て

実
は
︑
以
上
の
検
討
か
ら
は
︑
ま
だ
解
き
明
か
さ
れ
な
い
謎
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
あ
ま
り
に
強
い
印
象
を
与
え
る
﹁
嬲
る
﹂

と
い
う
語
が
何
に
由
来
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
本
話
に
つ
い
て
︑
白
倉
︵
一
九
九
四
︶
は
︑
次
の
よ
う
に
評
し
た
︒

　

笹
之
助
の
異
常
性
は
普
通
の
人
間
の
す
る
こ
と
で
は
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
非
情
な
こ
と
が
で
き
る
の
は
葉
右
衛
門
を
愛
し
て
い
る

の
で
で
き
る
︒
愛
の
内
に
潜
む
残
忍
性
で
あ
る
︒
笹
之
助
は
葉
右
衛
門
を
い
と
し
く
思
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
︑
恋
す
る
が
故
に

苛
酷
な
こ
と
が
平
気
で
で
き
る
︒
相
手
の
苦
し
み
が
快
感
に
な
る
と
い
う
人
間
の
愛
の
み
じ
め
さ
暗
さ
で
あ
る
︵
二
七
四
頁
︶︒

現
代
的
な
感
性
に
引
き
付
け
て
本
話
を
読
む
時
に
は
︑
ど
う
し
て
も
こ
の
よ
う
な
見
方
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
︒
笹
之
助
の

行
為
に
︑
あ
る
種
サ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
︑
歪
ん
だ
愛
の
形
を
見
る
と
い
う
読
み
方
で
あ
る
︵
そ
れ
を
受
け
て
葉
右
衛
門
に
つ
い
て
は
︑

サ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
責
め
苦
を
こ
と
さ
ら
に
喜
ん
で
受
け
入
れ
る
マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
が
潜
ん
で
い
る
と
読
む
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
︶︒

だ
が
︑
本
話
の
読
み
の
可
能
性
を
︑
そ
の
よ
う
に
現
代
人
の
感
性
で
狭
め
て
も
良
い
も
の
か
︑
些
か
疑
問
が
残
る
︒
こ
こ
で
﹁
嬲
る
﹂

と
い
う
行
為
が
描
か
れ
る
能
楽
を
参
照
し
て
み
た
い
︒
代
表
的
な
作
品
に
﹃
自
然
居
士
﹄
が
あ
る
︒
こ
の
謡
曲
は
︑﹃
物
種
集
﹄
に
収
め

ら
れ
た
﹁
そ
も
じ
つ
れ
な
や
か
ら
崎
の
松
﹂
へ
の
付
句
﹁
な
ぶ
り
や
る
か
さ
ゝ
ら
を
す
れ
の
舞ま

ひ

ま
へ
の
﹂
で
言
及
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑

談
林
俳
諧
を
嗜
む
人
々
に
は
広
く
共
有
さ
れ
︑﹁
嬲
る
﹂
と
い
う
語
か
ら
︑
ご
く
自
然
に
連
想
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
︒
こ
の
付
句
で
は
︑
人
買
い
が
自
然
居
士
を
﹁
嬲
﹂
っ
て
︑
舞
や
さ
さ
ら
を
所
望
す
る
く
だ
り
が
想
起
さ
れ
て
い
る
︒﹁
嬲
り
こ

ろ
す
る
袖
の
雪
﹂
の
笹
之
助
は
︑
最
初
か
ら
﹁
殺
す
﹂
目
的
で
﹁
嬲
﹂
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
︑
笹
之
助
の
許
し
を
得
た
い
と
い
う

葉
右
衛
門
の
一
心
な
思
い
を
弄
び
︑
慰
み
と
し
て
﹁
嬲
﹂
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
︒
こ
れ
は
︑﹃
自
然
居
士
﹄
で
︑
攫
わ
れ
る
娘

を
取
り
戻
し
た
い
と
い
う
自
然
居
士
の
一
心
な
思
い
を
弄
ぶ
人
買
い
の
様
子
に
重
ね
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑
謡
曲
だ
け
で
な
く
︑
狂
言
に
も
﹁
嬲
﹂
る
例
が
あ
る
︒
狂
言
﹃
二
人
大
名
﹄
に
は
︑
二
人
の
大
名
か
ら
無
理
に
従
者
役
を
押
し

付
け
ら
れ
︑﹁
嬲
﹂
ら
れ
た
と
感
じ
た
男
が
︑
ひ
と
た
び
刀
を
手
に
す
る
や
︑
そ
れ
を
凶
器
と
し
て
用
い
る
こ
と
で
形
勢
逆
転
を
図
り
︑

二
人
の
大
名
を
﹁
嬲
﹂
る
場
面
が
登
場
す
る
︒
刀
だ
け
で
な
く
︑
着
物
を
す
べ
て
取
り
上
げ
た
上
で
︑
鶏
や
犬
の
真
似
を
さ
せ
︑
小
歌
を

歌
い
な
が
ら
起
き
上
が
り
小
坊
師
を
真
似
る
よ
う
求
め
る
な
ど
し
て
︵
舞
台
で
は
︑
二
人
で
向
か
い
合
わ
せ
と
な
り
︑
息
を
合
わ
せ
て
異

な
る
方
向
へ
で
ん
ぐ
り
返
し
を
し
て
は
元
に
戻
る
と
い
う
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
所
作
を
す
る
︶︑
さ
ん
ざ
ん
に
﹁
嬲
﹂
る
の
で
あ
る
︒

笹
之
助
が
葉
右
衛
門
に
強
い
た
こ
と
と
言
え
ば
︑﹁
刀
を
取
り
上
げ
る
﹂﹁
着
物
を
脱
が
す
﹂﹁
幽
霊
の
真
似
を
さ
せ
る
﹂
な
ど
で
︑
そ

の
い
ず
れ
も
が
︑
こ
の
﹃
二
人
大
名
﹄
の
従
者
役
の
男
が
行
っ
た
振
る
舞
い
に
重
な
っ
て
く
る
︒
つ
ま
り
笹
之
助
は
︑
葉
右
衛
門
と
共

に
︑
能
・
狂
言
の
演
目
を
実
際
に
追
体
験
し
て
い
る
よ
う
な
感
覚
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
が
取
り
返
し
の

つ
か
な
い
事
態
を
招
い
た
と
こ
ろ
に
笹
之
助
の
幼
さ
が
あ
っ
た
と
は
言
え
︑
実
の
と
こ
ろ
︑
葉
右
衛
門
の
突
発
的
な
死
と
は
︑
あ
る
種

の
事
故
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
葉
右
衛
門
に
し
た
と
こ
ろ
で
︑
ま
さ
か
死
ぬ
つ
も
り
で
い
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
ろ
う
︒
だ
が
︑
悲
劇
は
起
き
た
︒
そ
の
深
刻
さ
を
知
る
や
︑
笹
之
助
が
一
切
の
言
い
訳
を
せ
ず
即
座
に
葉
右
衛
門
の
傍
ら
で
腹

を
切
っ
た
の
は
︑
武
家
若
衆
と
し
て
の
矜
恃
に
よ
る
︒
そ
し
て
︑
謡
曲
﹃
松
虫
﹄
を
媒
介
に
︑
雪
月
花
に
よ
っ
て
男
同
士
の
深
い
恋
情

を
描
く
本
作
は
︑
魂
の
片
割
れ
へ
の
渇
望
を
死
に
よ
っ
て
満
た
す
形
で
悲
劇
的
な
終
わ
り
を
迎
え
る
の
で
あ
る
︒
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お
わ
り
に

朗
読
芝
居
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
は
︑
原
作
に
は
な
い
演
出
が
加
わ
っ
て
い
た
︒
そ
れ
は
︑
葉
右
衛
門
の
遺
骸
に
折
り
重
な
る
よ
う
に

し
て
笹
之
助
が
割
腹
し
て
果
て
た
の
ち
に
︑
幻
想
的
な
箏
の
演
奏
に
包
ま
れ
な
が
ら
︑
二
人
が
無
傷
の
ま
ま
起
き
上
が
り
︑
身
も
心
も

互
い
に
隅
々
ま
で
満
た
し
合
う
か
の
よ
う
に
︑
二
人
の
睦
み
合
い
が
象
徴
的
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
極
め
て
幻
想

的
な
演
出
で
︑
仄
か
な
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
漂
わ
せ
つ
つ
︑
切
な
く
も
美
し
い
舞
台
と
な
っ
た
︒
最
後
︑
再
び
二
人
が
身
体
を
重
ね
て

横
た
わ
る
描
写
で
終
わ
っ
て
い
く
︒
二
人
が
折
り
重
な
る
よ
う
に
し
て
共
に
絶
命
し
た
と
い
う
悲
劇
的
な
結
末
は
変
わ
る
も
の
で
は
な

い
が
︑
互
い
の
夢
想
の
中
で
︑
魂
の
片
割
れ
へ
の
渇
望
が
優
し
く
隅
々
ま
で
満
た
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
観
客
に
納
得
さ
せ
る
︑

秀
逸
な
演
出
で
あ
っ
た
)
14
(

︒

そ
も
そ
も
謡
曲
﹃
松
虫
﹄
は
︑
古
今
集
の
序
﹁
松
虫
の
音ね

に
友
を
し
の
び
﹂
と
あ
る
文
言
を
解
説
し
た
説
話
に
)
15
(

︑
白
楽
天
の
漢
詩

の
世
界
を
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
を
媒
介
と
し
て
重
ね
た
も
の
で
︑
説
話
の
演
劇
化
︑
あ
る
種
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
言
え
る
︒
そ
し
て

西
鶴
は
︑
そ
の
﹃
松
虫
﹄
を
下
敷
き
に
す
る
こ
と
で
︑
雪
月
花
に
託
し
て
象
徴
的
に
男
同
士
の
深
い
絆
を
表
現
す
る
系
譜
に
連
な
る
も

の
と
し
て
本
話
を
仕
立
て
た
︒
こ
れ
も
ま
た
︑
能
楽
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
見
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
で
は
複
数
の
能

楽
が
参
照
さ
れ
て
お
り
︑﹁
嬲
﹂
る
と
い
う
強
烈
な
印
象
を
も
た
ら
す
語
彙
さ
え
も
︑
謡
曲
﹃
自
然
居
士
﹄
や
狂
言
﹃
二
人
大
名
﹄
な
ど

に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
な
ら
︑
必
ず
し
も
現
代
的
な
感
覚
で
サ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
と
ば
か
り
断
定
す
べ
き
で
な
い

と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
た
び
西
鶴
の
話
が
︑
令
和
元
年
の
観
客
の
感
情
を
強
く
揺
さ
ぶ
る
朗
読
芝
居
に
生
ま
れ
変

わ
っ
た
こ
と
で
︑
新
た
に
読
み
直
さ
れ
る
契
機
を
得
た
)
16
(

︒
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
︑
対
象
と
し
て
い
る
作
品
︵
原
典
・
原
作
︶
の
含

み
持
つ
も
の
を
︑
変
奏
を
加
え
つ
つ
も
︑
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
着
目
す
る
時
︑
単
な
る
典
拠
論
を
超
え
た

視
点
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

︹
付
記
︺

・ 

本
稿
は
第
四
回
﹁
三
島
由
紀
夫
と
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
研
究
会
﹂︵
二
〇
一
九
年
一
二
月
七
日
︑
於
広
島
大
学
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス 

未

来
創
生
セ
ン
タ
ー
︶
で
の
パ
ネ
ル
﹁
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
際
立
た
せ
た
も
の
﹂
に
お
け
る
口
頭
発
表
﹁
西
鶴
作
品
の
ア
ダ
プ
テ
ー

シ
ョ
ン

︱
﹃
男
色
大
鑑
﹄
の
コ
ミ
カ
ラ
イ
ズ
・
現
代
語
訳
・
演
劇
化
を
め
ぐ
っ
て

︱
﹂
に
基
づ
く
︒
席
上
︑
コ
メ
ン
ト
を
寄
せ

て
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
御
礼
申
し
上
げ
る
︒

︵
14
︶ 

魂
の
片
割
れ
へ
の
渇
望
が
︑
舞
台
の
上
で
優
し
く
満
た
さ
れ
て
い
く
と
い
う
理
解
は
︑
能
の
﹃
松
虫
﹄
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
と
な
る
か
も
し
れ

な
い
︒
ワ
キ
の
回
向
を
受
け
た
シ
テ
は
︑
懐
か
し
い
友
と
過
ご
し
た
楽
し
い
時
間
を
走
馬
灯
の
よ
う
に
思
い
浮
か
べ
︑
そ
の
友
の
魂
に
寄
り
添
う

よ
う
に
し
て
消
え
て
い
く
︒

︵
15
︶ 

島
津
︵
一
九
九
〇
︶
に
よ
る
と
︑﹁﹁
松
虫
﹂
の
本
説
は
︑﹃
古
今
集
﹄
の
序
に
出
て
来
る
一
つ
の
言
葉
に
つ
い
て
説
話
的
な
話
で
も
っ
て
注
を
付

け
た
﹂﹃
三
流
抄
﹄
と
い
う
古
注
で
あ
り
︵
一
〇
三
頁
︶︑﹁
こ
の
説
話
が
間
狂
言
の
筋
と
ぴ
っ
た
り
合
う
﹂
と
い
う
︵
一
一
一
頁
︶︒

︵
16
︶ 

本
稿
で
の
探
究
に
大
き
な
示
唆
を
も
た
ら
し
た
坂
東
氏
︵
注
一
一
参
照
︶
と
泊
瀬
氏
︵
注
一
二
参
照
︶
の
指
摘
は
︑﹃
男
色
大
鑑
﹄
の
一
話
が
解

説
付
き
で
演
劇
化
さ
れ
︑
そ
れ
を
同
時
に
複
数
の
人
間
が
共
有
す
る
中
で
︑
相
互
に
刺
激
を
与
え
合
う
こ
と
で
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
︒
ア

ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
︑
作
品
探
究
に
集
中
す
る
た
め
の
磁
場
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
と
言
え
る
︒ 

 

　

な
お
︑
本
稿
で
探
究
で
き
な
か
っ
た
問
題
と
し
て
︑
な
ぜ
伊
賀
の
地
が
本
話
の
舞
台
と
し
て
選
ば
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
︒
ま
た
︑
ア

ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
︿
う
つ
﹀
ら
な
い
と
い
う
欠
落
の
面
の
探
究
に
つ
い
て
も
︑
紙
幅
の
都
合
で
触
れ
る
こ
と
が
叶
わ
な
か
っ
た
︒
稿
を
改
め
︑

論
じ
た
い
︒
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お
わ
り
に

朗
読
芝
居
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
は
︑
原
作
に
は
な
い
演
出
が
加
わ
っ
て
い
た
︒
そ
れ
は
︑
葉
右
衛
門
の
遺
骸
に
折
り
重
な
る
よ
う
に

し
て
笹
之
助
が
割
腹
し
て
果
て
た
の
ち
に
︑
幻
想
的
な
箏
の
演
奏
に
包
ま
れ
な
が
ら
︑
二
人
が
無
傷
の
ま
ま
起
き
上
が
り
︑
身
も
心
も

互
い
に
隅
々
ま
で
満
た
し
合
う
か
の
よ
う
に
︑
二
人
の
睦
み
合
い
が
象
徴
的
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
極
め
て
幻
想

的
な
演
出
で
︑
仄
か
な
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
漂
わ
せ
つ
つ
︑
切
な
く
も
美
し
い
舞
台
と
な
っ
た
︒
最
後
︑
再
び
二
人
が
身
体
を
重
ね
て

横
た
わ
る
描
写
で
終
わ
っ
て
い
く
︒
二
人
が
折
り
重
な
る
よ
う
に
し
て
共
に
絶
命
し
た
と
い
う
悲
劇
的
な
結
末
は
変
わ
る
も
の
で
は
な

い
が
︑
互
い
の
夢
想
の
中
で
︑
魂
の
片
割
れ
へ
の
渇
望
が
優
し
く
隅
々
ま
で
満
た
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
観
客
に
納
得
さ
せ
る
︑

秀
逸
な
演
出
で
あ
っ
た
)
14
(

︒

そ
も
そ
も
謡
曲
﹃
松
虫
﹄
は
︑
古
今
集
の
序
﹁
松
虫
の
音ね

に
友
を
し
の
び
﹂
と
あ
る
文
言
を
解
説
し
た
説
話
に
)
15
(

︑
白
楽
天
の
漢
詩

の
世
界
を
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
を
媒
介
と
し
て
重
ね
た
も
の
で
︑
説
話
の
演
劇
化
︑
あ
る
種
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
言
え
る
︒
そ
し
て

西
鶴
は
︑
そ
の
﹃
松
虫
﹄
を
下
敷
き
に
す
る
こ
と
で
︑
雪
月
花
に
託
し
て
象
徴
的
に
男
同
士
の
深
い
絆
を
表
現
す
る
系
譜
に
連
な
る
も

の
と
し
て
本
話
を
仕
立
て
た
︒
こ
れ
も
ま
た
︑
能
楽
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
見
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
で
は
複
数
の
能

楽
が
参
照
さ
れ
て
お
り
︑﹁
嬲
﹂
る
と
い
う
強
烈
な
印
象
を
も
た
ら
す
語
彙
さ
え
も
︑
謡
曲
﹃
自
然
居
士
﹄
や
狂
言
﹃
二
人
大
名
﹄
な
ど

に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
な
ら
︑
必
ず
し
も
現
代
的
な
感
覚
で
サ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
と
ば
か
り
断
定
す
べ
き
で
な
い

と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
た
び
西
鶴
の
話
が
︑
令
和
元
年
の
観
客
の
感
情
を
強
く
揺
さ
ぶ
る
朗
読
芝
居
に
生
ま
れ
変

わ
っ
た
こ
と
で
︑
新
た
に
読
み
直
さ
れ
る
契
機
を
得
た
)
16
(

︒
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
︑
対
象
と
し
て
い
る
作
品
︵
原
典
・
原
作
︶
の
含

み
持
つ
も
の
を
︑
変
奏
を
加
え
つ
つ
も
︑
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
着
目
す
る
時
︑
単
な
る
典
拠
論
を
超
え
た

視
点
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

︹
付
記
︺

・ 

本
稿
は
第
四
回
﹁
三
島
由
紀
夫
と
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
研
究
会
﹂︵
二
〇
一
九
年
一
二
月
七
日
︑
於
広
島
大
学
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス 

未

来
創
生
セ
ン
タ
ー
︶
で
の
パ
ネ
ル
﹁
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
際
立
た
せ
た
も
の
﹂
に
お
け
る
口
頭
発
表
﹁
西
鶴
作
品
の
ア
ダ
プ
テ
ー

シ
ョ
ン

︱
﹃
男
色
大
鑑
﹄
の
コ
ミ
カ
ラ
イ
ズ
・
現
代
語
訳
・
演
劇
化
を
め
ぐ
っ
て

︱
﹂
に
基
づ
く
︒
席
上
︑
コ
メ
ン
ト
を
寄
せ

て
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
御
礼
申
し
上
げ
る
︒

︵
14
︶ 

魂
の
片
割
れ
へ
の
渇
望
が
︑
舞
台
の
上
で
優
し
く
満
た
さ
れ
て
い
く
と
い
う
理
解
は
︑
能
の
﹃
松
虫
﹄
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
と
な
る
か
も
し
れ

な
い
︒
ワ
キ
の
回
向
を
受
け
た
シ
テ
は
︑
懐
か
し
い
友
と
過
ご
し
た
楽
し
い
時
間
を
走
馬
灯
の
よ
う
に
思
い
浮
か
べ
︑
そ
の
友
の
魂
に
寄
り
添
う

よ
う
に
し
て
消
え
て
い
く
︒

︵
15
︶ 

島
津
︵
一
九
九
〇
︶
に
よ
る
と
︑﹁﹁
松
虫
﹂
の
本
説
は
︑﹃
古
今
集
﹄
の
序
に
出
て
来
る
一
つ
の
言
葉
に
つ
い
て
説
話
的
な
話
で
も
っ
て
注
を
付

け
た
﹂﹃
三
流
抄
﹄
と
い
う
古
注
で
あ
り
︵
一
〇
三
頁
︶︑﹁
こ
の
説
話
が
間
狂
言
の
筋
と
ぴ
っ
た
り
合
う
﹂
と
い
う
︵
一
一
一
頁
︶︒

︵
16
︶ 

本
稿
で
の
探
究
に
大
き
な
示
唆
を
も
た
ら
し
た
坂
東
氏
︵
注
一
一
参
照
︶
と
泊
瀬
氏
︵
注
一
二
参
照
︶
の
指
摘
は
︑﹃
男
色
大
鑑
﹄
の
一
話
が
解

説
付
き
で
演
劇
化
さ
れ
︑
そ
れ
を
同
時
に
複
数
の
人
間
が
共
有
す
る
中
で
︑
相
互
に
刺
激
を
与
え
合
う
こ
と
で
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
︒
ア

ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
︑
作
品
探
究
に
集
中
す
る
た
め
の
磁
場
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
と
言
え
る
︒ 

 

　

な
お
︑
本
稿
で
探
究
で
き
な
か
っ
た
問
題
と
し
て
︑
な
ぜ
伊
賀
の
地
が
本
話
の
舞
台
と
し
て
選
ば
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
︒
ま
た
︑
ア

ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
︿
う
つ
﹀
ら
な
い
と
い
う
欠
落
の
面
の
探
究
に
つ
い
て
も
︑
紙
幅
の
都
合
で
触
れ
る
こ
と
が
叶
わ
な
か
っ
た
︒
稿
を
改
め
︑

論
じ
た
い
︒
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・ 
な
お
︑
作
品
名
の
表
記
と
し
て
︑
朗
読
芝
居
の
演
目
を
指
す
固
有
名
詞
と
し
た
用
い
る
場
合
に
は
上
演
時
の
﹁
嬲
り
殺
す
る
袖
の
雪
﹂

を
用
い
︑
西
鶴
本
文
に
即
し
て
語
る
場
合
に
は
﹁
嬲
り
こ
ろ
す
る
袖
の
雪
﹂
と
す
る
︒

・ 

英
文
要
旨
に
お
け
る
﹃
男
色
大
鑑
﹄
の
書
名
や
章
題
の
表
記
は
P
・
G
・
シ
ャ
ロ
ウ
訳
に
よ
る
︵Ihara Saikaku, The G

reat M
irror 

of M
ale Love. Translated, w

ith an Introduction, by Paul G
ordon Schalow

. C
alifornia: Stanford U

niversity Press, 

1990

︶︒



雪月花・魂の片割れへの渇望(233)

引
用
文
献

I
　
本
文
・
注
釈

飯
田
正
一
／
榎
坂
浩
尚
／
乾
裕
幸
校
注　

一
九
七
一
年　
﹃
談
林
俳
諧
集
﹄
一
︑
古
典
俳
文
学
大
系
3
︑
集
英
社

金
谷
治
訳
注 
二
〇
〇
八
年　
﹃
荘
子
﹄
第
一
冊
︑
岩
波
文
庫

佐
伯
梅
友
校
注　

一
九
九
二
年　
﹃
古
今
和
歌
集
﹄︑
岩
波
文
庫

佐
成
謙
太
郎 

一
九
八
三
年　
﹃
謡
曲
大
観
﹄
第
五
巻
︑
明
治
書
院

菅
野
禮
行
校
注
・
訳　

二
〇
〇
四
年　
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄︑
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
19
︑
小
学
館

西
野
春
雄
校
注　

二
〇
〇
七
年　
﹃
謡
曲
百
番
﹄︑
新
日
本
古
典
文
学
大
系
57
︑
岩
波
書
店

宗
政
五
十
緒
／
松
田
修
／
暉
峻
康
隆
校
注
・
訳　

二
〇
〇
〇
年　
﹃
井
原
西
鶴
集
﹄
②
︑
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
67
︑
小
学
館

II
　
研
究
書

飯
塚
恵
理
人　

二
〇
〇
四
年　
﹁
和
漢
朗
詠
集
か
ら
謡
曲
へ
﹂︑﹃
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
﹄
四
九
巻
一
〇
号
︑
學
燈
社

大
橋
洋
一 

二
〇
一
七
年　
﹁
未
来
へ
の
帰
還　

ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
覚
書
﹂︑﹃
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
か
︱
文
学
／

映
画
批
評
の
理
論
と
実
践
﹄︑
岩
田
和
男
／
武
田
美
保
子
／
武
田
悠
一
編
︑
世
織
書
房

島
津
忠
夫 

一
九
九
〇
年　
﹃
能
と
連
歌
﹄︑
和
泉
選
書
49
︑
和
泉
書
院

白
倉
一
由 

一
九
九
四
年　
﹃
西
鶴
文
芸
の
研
究
﹄︑
明
治
書
院

染
谷
智
幸 

二
〇
一
九
年　
﹁
現
代
日
本
の
B
L
文
化
と
古
典
の
再
評
価
︱
西
鶴
﹃
男
色
大
鑑
﹄
研
究
に
お
け
る
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ



(234)

ン
ト
と
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
協
働
︱
﹂︑﹃
タ
イ
国
日
本
研
究
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
2
0
1
8　

論
文
集
﹄︑
チ
ュ
ラ
ー
ロ
ン

コ
ー
ン
大
学
文
学
部
東
洋
言
語
学
科
日
本
語
講
座

ハ
ッ
チ
オ
ン
︑
リ
ン
ダ　

二
〇
一
六
年　
﹃
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
理
論
﹄︵A

 Theory of adaptation

︶︑
片
渕
悦
久
／
鴨
川
啓
信
／
武
田

雅
史
訳
︑
晃
洋
書
房

由
井
長
太
郎 
一
九
九
四
年　
﹃
西
鶴
文
芸
詞
章
の
出
典
集
成
﹄︑
角
川
書
店

レ
イ
ノ
ル
ズ
︑
マ
シ
ュ
ー　

二
〇
一
九
年　
﹃
翻
訳　

訳
す
こ
と
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
﹄︵Translation: A

 Very Short Introduction

︶︑
秋

草
俊
一
郎
訳
︑
白
水
社



雪月花・魂の片割れへの渇望(235)

Abstract 

The Snow, the Moon, and the Blossoms  
as Signs of Longing for One’s Spiritual Counterpart:  

The Importance of the Drama Adaptation of The Great Mirror of Male Love

After the impressive appearance of the comic version of The Great 
Mirror of Male Love (published by Kadokawa in 2016), this remarkable 
work of Ihara Saikaku, which has fallen into oblivion for a long time, 
started attracting the attention of readers who have been indifferent to 
classical literature. Moreover, the comic adaptation of Saikaku’s novel has 
opened the way for other adaptations, such as new translations into 
modern language, TV programs, and even a dramatization. 

The aim of this paper, which has been inspired by the drama 
adaptation, is to suggest new sources of the chapter “3:2 Tortured to Death 
with Snow on His Sleeve” of The Great Mirror of Male Love. The paper 
questions the traditional interpretations, which relate this chapter to the 
Noh drama Tenko, by pointing at the feeble argumentation. Then it 
proceeds with the exploration of its possible connection with the Noh 
drama Matsumushi by referring to some symbolic expressions, which can 
be considered as allusions to the famous poem of the Chinese poet Po 
Chü-I (Bai Juyi): “in times of snow, the shining moon, and cherry 
blossoms, I think of you, my dear friend!”

The shocking words in the title “Tortured to Death”, can be consider as 
an imitation of the famous Noh play and farce. This allows us to suppose 
that the death of Haemon, the elder lover of the young boy Sasanosuke, 
was an accident caused by Sasanoske’s childishness, rather than labeling 
the boy as a sadist.

The paper ends up with the conclusion that the analysis of the 
adaptions of classical texts is akin to the investigation of their potential 
context. This methodology will open new horizons for the study of sources 
in the field of classical Japanese literature.




