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土子笑面『話術新論』と三遊亭円朝

　

土
子
笑
面
『
話
術
新
論 
―
一
名
講
談
落
語
の
論
』（
哲
学
書
院
、

明
治
22
年
、
以
下
『
話
術
新
論
』）
は
、
表
現
行
為
と
し
て
の
話

芸
を
考
察
の
対
象
に
し
た
初
め
て
の
試
み
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ

ん
、
江
戸
期
に
お
い
て
も
、
考
証
随
筆
や
噺
本
の
序
跋
等
の
な

か
で
、
講
談
や
落
語
１

に
つ
い
て
吟
味
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、そ
れ
ら
は
演
者
や
そ
の
人
物
の
経
歴
、

演
じ
ら
れ
る
場
と
し
て
の
寄
席
、
演
目
の
種
類
や
特
徴
に
つ
い

て
検
討
す
る
こ
と
が
専
ら
で
あ
り
、
話
芸
そ
の
も
の
を
考
察
し

た
言
説
と
し
て
自
立
性
が
保
た
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
う

し
た
状
況
に
お
い
て
、
笑
面
は
、
講
談
と
落
語
を
ま
と
め
て
、「
話

術
」
と
い
う
包
括
的
な
ジ
ャ
ン
ル
を
新
た
に
設
定
す
る
と
と
も

に
、
話
術
に
つ
い
て
語
る
た
め
の
用
語
や
理
論
、
方
法
を
提
供

し
た
の
で
あ
る
。

土
子
笑
面
『
話
術
新
論
』
と
三
遊
亭
円
朝

宮 

信
明

　
は
じ
め
に

　

著
者
の
土
子
笑
面
は
、銀
行
家
、経
済
学
者
の
土
子
金
四
郎
（
元

治
元
年
―
大
正
６
年
）。
笑
面
は
号
。
旧
幕
臣
土
子
豊
憲
の
次
男

と
し
て
江
戸
小
石
川
に
生
ま
れ
る
。
明
治
17
年
、
東
京
帝
国
大

学
政
治
理
財
学
科
を
卒
業
。
大
蔵
省
に
出
仕
し
、
次
い
で
東
京

高
等
商
業
学
校
（
現
・
一
橋
大
学
）
教
授
と
な
っ
た
。
22
年
に

は
ア
メ
リ
カ
へ
留
学
、
24
年
に
帰
国
し
た
後
は
、
日
本
銀
行
及

び
横
浜
正
金
銀
行
ロ
ン
ド
ン
支
店
副
長
と
し
て
勤
務
。
30
年
に

は
横
浜
火
災
海
上
運
送
信
用
保
険
会
社
の
創
立
に
関
わ
り
、
副

社
長
と
な
る
。
明
治
25
年
か
ら
44
年
に
か
け
て
東
京
専
門
学
校

及
び
早
稲
田
大
学
で
経
済
学
関
係
の
講
義
を
受
け
も
つ
と
と
も

に
、
井
上
円
了
と
哲
学
書
院
を
経
営
し
た
。
著
書
に
は
『
経
済

学
大
意
』『
銀
行
実
務
誌
』『
外
国
為
替
詳
解
』
な
ど
が
あ
る
。

東
京
大
学
で
は
坪
内
逍
遙
の
１
年
後
輩
に
あ
た
り
、
笑
面
の
経

研
究
論
文
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営
す
る
私
立
夜
間
学
校
で
逍
遙
が
英
語
や
歴
史
を
担
当
す
る
な

ど
、
二
人
は
親
密
な
関
係
で
あ
っ
た
。
逍
遙
の
小
説
『
細
君
』（
明

治
22
年
）
は
、
笑
面
が
熱
海
で
聞
い
た
話
に
材
を
得
た
と
い
う
２

。

　

本
書
『
話
術
新
論
』
も
「
去
年
の
夏
、
春
の
屋
ぬ
し
と
共
に

京
の
あ
た
り
ヘ
赴
き
し
折
」、「
ぬ
し
と
小
説
、
落
語
の
事
共
か

た
り
あ
ひ
し
が
、
是
よ
り
京
に
い
た
り
て
、
し
ば
し
が
ほ
ど
の

や
ど
り
に
も
折
々
は
話
の
論
い
で
、
小
説
と
性
質
の
異
れ
る
点

を
か
た
り
、
難
易
の
あ
る
処
を
弁
じ
な
ど
し
た
り
３

」
と
「
序
」

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
関
西
へ
の
旅
行
中
に
逍
遙
と
交

わ
し
た
議
論
が
、
そ
の
執
筆
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
逍
遙
の

紀
行
文
「
再
遊
京
浪
花
」（『
逍
遥
日
記
』
明
治
二
十
一
年
の
巻
）

を
繙
い
て
み
る
と
、
７
月
26
日
に
「
更
に
落
語
改
良
の
話
に
移

り　

大
に
笑
面
を
説
い
て
一
派
の
話
し
の
風
を
開
き
た
ま
へ
と

す
ゝ
む
」、31
日
に
「
笑
貞
落
語
改
良
論
の
案
を
草
す
４

」
と
あ
り
、

『
話
術
新
論
』
誕
生
の
秘
話
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
の
２

年
前
に
上
梓
さ
れ
た
『
洒
落
哲
学
』（
哲
学
書
院
、
明
治
20
年
）

も
ま
た
、
熱
海
に
遊
ん
だ
際
に
「
春
の
や
の
主
人
も
亦
宿
り
を

同
う
し
」、「
洒
落
の
種
類
な
ど
を
説
き
た
り
き
」
と
、
逍
遙
と

の
交
友
か
ら
生
ま
れ
た
著
作
で
あ
っ
た
。

　

明
治
22
年
４
月
17
日
の
『
読
売
新
聞
』
朝
刊
に
打
た
れ
た
広

告
で
も
、「
文
学
士
土
子
笑
面
君
戯
著　

文
学
士
春
の
や
朧
君
評

註
」
と
並
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
話
術
新
論
』
は
、
笑
面
と

逍
遙
の
親
し
い
関
係
性
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

こ
れ
ま
で
も
「『
話
術
新
論
』
に
は
、
小
説
は
美
術
な
り
と
喝
破

し
た『
小
説
神
髄
』の
主
張
が
そ
の
下
敷
き
に
あ
る
５

」
と
か
、「
土

子
が
展
開
し
て
い
る
議
論
が
様
々
な
点
で
逍
遥
の
「
小
説
神
髄
」

以
来
の
評
論
活
動
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
は
っ
き
り

示
さ
れ
て
い
る
６

」
と
、逍
遙
が
笑
面
に
、あ
る
い
は
『
小
説
神
髄
』

が
『
話
術
新
論
』
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
に
つ
い

て
は
、
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
一
方
で
、『
話
術
新

論
』
に
お
け
る
笑
面
の
用
語
や
理
論
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
の
も
と
、「
其
の
坐
談
に
長

じ
演
説
に
巧
み
な
る
は
言
は
ず
も
が
な
、
落
語
は
優
に
三
マ
マ友
派

の
真
打
の
塁
を
摩
す
可
く
講
談
は
本
職
を
し
て
後
に
瞠
若
た
ら

し
む
る
も
の
あ
り
７

」
と
評
さ
れ
た
土
子
笑
面
の
『
話
術
新
論
』

に
つ
い
て
考
察
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
行
文
か
ら
浮
か
び
上
が

る
三
遊
亭
円
朝
の
高
座
振
り
を
検
証
す
る
こ
と
で
、『
話
術
新
論
』
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の
理
論
と
円
朝
の
話
芸
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し

た
い
。

　

ま
ず
は
『
話
術
新
論
』
の
全
体
を
俯
瞰
し
て
お
こ
う
。

　
「
序
」
で
は
、「
た
ゞ
ひ
と
り
講
談
落
語
の
事
を
論
じ
て
楽
し

む
者
」
で
あ
る
自
分
が
、「
今
日
の
落
語
の
改
良
す
べ
き
か
ど

く
」
に
つ
い
て
、「
な
ほ
少
し
く
精
し
き
論
を
あ
ら
は
さ
ん
も

の
を
」
と
ひ
そ
か
に
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
、「
此
の
ご
ろ
聊
か
の

閑
あ
り
し
を
以
て
」、「
お
も
ひ
い
で
た
る
ま
ゝ
」
に
綴
っ
た
の

が
本
書
で
あ
る
、
と
そ
の
刊
行
の
経
緯
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　

本
論
は
三
章
か
ら
な
る
。
大
雑
把
に
分
類
す
る
と
、第
一
章「
緒

論
」
と
第
二
章
「
話
術
の
定
義
解
釈
」
が
理
論
編
、
第
三
章
「
話

術
の
法
則
」
が
実
践
編
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
非
常
に
包
括
的
な
視
野
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
て
、

明
治
期
は
も
と
よ
り
、
昭
和
も
戦
後
に
至
る
ま
で
、
こ
れ
ほ
ど

総
合
的
な
話
術
論
が
書
か
れ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た

と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

第
一
章
の
「
緒
論
」
で
は
「
稍
々
も
す
れ
ば
猥
褻
に
陥
り
残

酷
に
過
き
、
風
化
に
不
良
の
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
」
が
多
く
、

「
或
は
首
尾
相
応
せ
ず
、
或
は
大
体
の
精
神
に
取
る
べ
き
も
の
少

な
き
等
、
種
々
改
良
を
要
す
る
点
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
根
本

の
理
論
に
暗
く
、
た
ゞ
浅
薄
な
る
耳
目
の
感
覚
に
の
み
汲
々
と

し
て
技
芸
の
進
歩
を
図
り
し
に
拠
る
」
と
、
話
術
に
は
理
論
の

欠
け
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
種
々
の
改
良
を
要
す
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
る
。
次
に
講
談
と
落
語
の
歴
史
を
遡
及
し
、
講
談
は

元
来
武
張
っ
た
芸
能
で
、
大
軍
の
合
戦
や
勇
士
の
闘
争
、
議
論
、

評
定
な
ど
の
「
勇
壮
活
発
壮
厳
広
大
」
は
落
語
の
及
ぶ
と
こ
ろ

で
は
な
い
が
、
婦
女
老
若
の
言
葉
を
使
い
分
け
、
細
や
か
な
人

情
を
描
出
す
る
術
に
は
貧
弱
で
あ
る
と
い
う
。
反
対
に
、
落
語

は
「
勇
壮
活
発
」
と
は
い
か
な
い
も
の
の
、
言
葉
で
人
の
性
質

を
描
き
分
け
、
感
情
を
深
く
穿
ち
、
ま
た
軽
妙
な
滑
稽
に
い
た
っ

て
は
専
売
で
、
講
談
は
お
ろ
か
諸
芸
の
う
ち
で
も
比
類
を
見
な

い
、と
そ
の
特
徴
を
弁
別
し
て
み
せ
る
。
と
は
い
え
、笑
面
は
「
今

日
の
実
際
に
て
も
、
や
は
ら
か
き
筋
の
事
は
、
講
談
師
に
も
落

語
家
の
如
き
所
あ
り
。
か
た
き
筋
の
事
は
落
語
家
亦
講
談
師
に

　
１
、

　
「
緒
論
」
と
「
話
術
の
定
義
解
釈
」
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類
す
る
風
な
き
に
あ
ら
ず
」、「
近
頃
に
至
り
て
は
、
一
層
講
談

落
語
相
近
寄
り
た
り
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
距
離
が
日
ご
と
に
近

づ
き
つ
つ
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。

　
「
講
談
落
語
の
論
」
と
、
講
談
と
落
語
が
並
置
さ
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、「
書
き
物
を
読
む
と
之
を
基
と
し
て
話
す
と
は
、

味
に
於
て
大
に
差
あ
り
。
故
に
、
己
は
話
す
方
よ
り
見
て
話
術

と
称
す
る
也
」
と
い
い
、「
己
が
話
術
と
称
す
る
は
、
今
日
の
所

謂
落
語
の
み
を
指
す
に
あ
ら
ず
と
知
る
べ
し
」
と
注
意
喚
起
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
笑
面
が
講
談
よ
り
も
落
語
を
嗜
好
／

志
向
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。
た
だ
、「
真
に
人
の
性
質

を
写
し
人
情
を
感
ぜ
し
む
る
も
の
な
れ
ば
、
己
は
話
の
筋
、
話

の
場
合
に
よ
り
、
講
談
落
語
を
併
用
し
て
愈
々
美
妙
の
味
を
出

し
、
美
術
の
美
術
た
る
所
と
な
ら
ん
と
信
ず
る
な
り
」
と
、
講

談
と
落
語
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
を
相
乗
す
る
こ
と
で
、
聴
衆
に
「
一

層
美
妙
の
感
覚
を
惹
起
す
べ
し
」
と
主
張
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
や
は
り
講
談
と
落
語
を
「
美
術
」

の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
、「
話
術
」
に
「
美
術
」
＝
「
芸
術
」
と
し
て
市
民
権
を

与
え
よ
う
と
し
た
最
初
の
試
み
で
あ
っ
た
。
話
術
や
美
術
、
ま

し
て
や
芸
術
の
概
念
が
自
明
で
は
な
か
っ
た
時
代
に
、
話
術
と

い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
作
り
、
そ
こ
に
講
談
と
落
語
を
分
類
す
る
の

み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
美
術
＝
芸
術
の
概
念
に
適
応
さ
せ
る
こ

と
が
、
い
か
に
例
外
的
な
行
為
で
あ
っ
た
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
は
「
今
日
世
人
の
喋
々
す
る
美
術
の
如
き
は
、
即
ち
善
良

な
る
娯
楽
の
一
途
な
ら
ん
と
信
ず
る
な
り
」
で
あ
る
と
か
、「
実

に
た
ゞ
三
寸
の
舌
を
基
と
し
、
半
身
の
動
作
を
加
へ
て
衆
人
を

感
ぜ
じ
め
、
美
術
的
の
娯
楽
を
与
ふ
る
は
、
一
種
美
妙
の
術
と

い
ふ
べ
し
」
と
い
っ
た
発
言
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
講
談

固も

と
講
談
と
は
書
き
物
を
前
に
お
き
て
読
し
も
の
に
て
、

今
日
に
て
も
講
談
を
よ
む
と
称
し
、
は
な
す
と
は
云
は

ず
。
落
語
は
固
と
即
座
に
面
白
味
あ
る
こ
と
を
話
し
た

り
し
も
の
に
て
、
書
き
物
を
よ
み
し
に
は
あ
ら
ざ
り
き
。

然
る
に
今
日
は
講
談
師
も
読
ま
ず
に
話
し
、
落
語
家
も

ま
と
ま
り
た
る
歴
史
、
小
説
も
の
な
ど
を
つ
ゞ
け
て
述

べ
、
只
か
た
き
と
や
は
ら
か
き
と
の
区
別
は
あ
れ
ど
、

読
む
と
話
す
と
の
区
別
は
薄
く
な
れ
り
。
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と
落
語
を
老
若
男
女
が
楽
し
め
る
「
娯
楽
」
に
改
良
し
よ
う
と

す
る
姿
勢
も
含
め
、『
小
説
神
髄
』
の
模
倣
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
よ
り
重
要
な
の
は
、「
然
れ
ど
も
み
だ
り
に
理
論
に
走

せ
て
実
際
に
は
ま
ら
ざ
る
は
、
労
し
て
功
な
く
、
或
は
反
て
折

角
の
技
芸
を
し
て
無
味
の
地
に
陥
ら
し
む
る
に
い
た
る
な
き
を

保
せ
ざ
れ
ば
、
実
際
の
技
芸
と
相
調
和
せ
ん
こ
と
、
素
よ
り
望

ま
し
き
事
な
り
」
と
笑
面
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
当
時
の
話
術

の
状
況
を
克
明
に
観
察
分
析
し
た
上
で
、
そ
の
現
状
を
踏
ま
え
、

可
能
な
か
ぎ
り
実
践
的
に
議
論
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
だ
ろ
う
。

　

江
戸
期
の
講
談
や
落
語
を
め
ぐ
る
言
説
と
し
て
は
、
第
一
に
、

山
東
京
伝『
近
世
奇
跡
考
』（
文
化
元
年
）や
初
代
三
遊
亭
円
生『
東

都
噺
者
師
弟
系
図
』（
天
保
７
年
）、
仮
名
垣
魯
文
、
山
々
亭
有

人
合
輯
『
粋
興
奇
人
伝
』（
文
久
３
年
）
な
ど
、
演
者
や
そ
の
経

歴
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
。
第
二
に
、喜
多
村
信
節
『
嬉
遊
笑
覧
』

（
文
政
13
年
）
や
喜
田
川
守
貞
『
守
貞
謾
稿
』（
嘉
永
６
年
）
な
ど
、

演
じ
ら
れ
る
場
と
し
て
の
寄
席
を
対
象
と
し
た
も
の
。
第
三
に
、

式
亭
三
馬
『
落
話
会
刷
画
帖
』（
文
化
12
年
）
や
前
出
『
守
貞
謾

稿
』
な
ど
、
演
目
の
種
類
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
綴
っ
た
も
の
。

第
四
に
、
喜
久
亭
寿
暁
『
滑
稽
集
』（
文
化
４
年
）
や
笑
福
亭
松

光
『
風
流
昔
噺
』（
万
延
２
年
）
と
い
っ
た
演
者
の
残
し
た
ネ
タ

帳
な
ど
が
、
主
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
江
戸
期
の
好
事
家
に
よ
る
考
証
や
見
聞
、
演
者
に
よ

る
系
図
な
ど
の
資
料
を
収
集
し
、
さ
ら
に
み
ず
か
ら
の
調
査
を

加
え
て
、
そ
の
集
大
成
と
目
さ
れ
る
の
が
、
関
根
只
誠
『
只
誠

埃
録
』（
原
題
「
誠
埃
只
録
」）
で
あ
る
。
明
治
29
年
よ
り
順
次

刊
行
さ
れ
た
『
古
事
類
苑
』「
楽
舞
部
二
十
三
」
の
落
語
講
談
の

項
目
は
、『
只
誠
埃
録
』
を
原
拠
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
編
纂
に

は
只
誠
の
長
男
正
直
が
携
わ
っ
た
。
ま
た
、
次
男
の
黙
庵
も
父

の
遺
産
を
受
け
継
ぎ
『
江
戸
の
落
語
』（
服
部
書
店
、
明
治
38
年
）

を
書
き
上
げ
、
そ
の
後
、
大
正
13
年
に
は
、
講
談
の
記
事
を
付

し
た
名
著
『
講
談
落
語
今
昔
譚
』（
雄
山
閣
）
を
上
梓
し
て
い
る
。

　

江
戸
期
か
ら
続
く
こ
れ
ら
の
言
説
を
概
観
し
て
み
る
に
、
そ

の
多
く
が
講
談
や
落
語
と
い
っ
た
芸
能
そ
の
も
の
よ
り
も
、
演

者
や
そ
の
系
譜
、
寄
席
と
い
う
場
、
演
目
の
種
類
と
そ
の
特
徴

に
つ
い
て
関
心
を
払
っ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ

は
、
講
談
や
落
語
が
い
か
な
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
る
の
か

よ
り
も
、
ど
の
よ
う
な
演
者
が
い
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
場
で
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演
じ
ら
れ
て
い
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
演
目
が
あ
る
の
か
に
目

を
向
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
野
か
ら
見
れ
ば
、

話
術
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
作
り
出
し
、
そ
れ
を
美
術
＝
芸
術
の

言
説
に
よ
っ
て
意
義
づ
け
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
を
で
き
る
だ

け
実
践
的
に
行
う
こ
と
が
、
い
か
に
特
殊
で
、
同
時
代
の
言
説

か
ら
隔
絶
し
た
営
み
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
第
二
章
「
話
術
の
定
義
解
釈
」
を
見
て
み
よ
う
。
こ

の
章
は
、「
話
術
と
は
、
事
件
と
人
物
と
を
美
術
的
に
口
述
す
る

も
の
を
い
ふ
。
是
れ
己
が
話
術
の
定
義
な
り
」
と
、
話
術
を
定

義
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
続
け
て
、
事
件
と
は
「
天
変
地

異
よ
り
、
場
所
の
景
況
、
動
植
物
の
作
用
、
天
気
時
候
等
に
至

る
ま
で
総
て
自
然
に
出
で
た
る
事
」
及
び
「
孝
行
、
忠
行
、
恋

愛
、滑
稽
、闘
争
等
総
て
人
の
行
為
に
起
り
た
る
事
一
切
を
包
含
」

す
る
も
の
で
、
人
物
と
は
「
人
の
性
質
心
情
を
指
す
も
の
に
て
、

善
人
、
悪
人
、
荒
き
人
、
優
し
き
人
、
意
地
の
悪
き
人
、
卑
劣

な
る
人
、
大
胆
な
る
人
、
臆
病
な
る
人
等
、
千
差
万
別
の
人
柄

を
い
ふ
也
」
と
、
事
件
と
人
物
の
定
義
が
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

美
術
的
と
は
「
よ
く
事
件
と
人
物
と
を
い
ひ
あ
ら
は
し
、
聞
く

人
を
し
て
美
妙
の
感
覚
を
起
さ
し
む
」
謂
い
で
あ
る
と
い
う
。

も
っ
と
も
、「
抑
そ
も
そ
もも

美
と
は
如
何
な
る
も
の
か
」
と
い
う
問
い
に

対
し
て
は
、「
今
日
美
の
論
一
定
せ
ざ
る
に
当
り
、
短
才
を
以
て

い
か
で
か
よ
く
之
を
説
明
す
る
を
得
ん
」
と
明
言
を
避
け
つ
つ
、

「
強
ひ
て
是
れ
を
俗
意
に
直
さ
ば
、
面
白
く
と
で
も
い
ふ
べ
き

歟か

」
と
捻
り
出
し
て
い
る
の
は
、
ご
愛
嬌
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ

ろ
う
か
。
最
後
に
、
口
述
と
は
「
通
常
の
言
語
の
如
く
直
接
に

口
頭
に
て
物
い
ふ
義
」
で
あ
り
、
小
説
や
浄
瑠
璃
、
演
劇
と
い
っ

た
「
事
件
と
人
物
を
美
術
的
に
あ
ら
は
す
」
ほ
か
の
表
現
と
は
、

「
全
く
離
れ
た
る
所
に
美
味
を
出
し
た
き
も
の
な
り
」
と
差
別
化

を
図
っ
て
い
る
。
ま
た
、
話
術
は
必
ず
し
も
仮
作
す
る
必
要
は

な
く
、
も
と
よ
り
双
方
に
巧
み
で
あ
れ
ば
そ
れ
に
越
し
た
こ
と

は
な
い
が
、「
純
粋
の
話
術
と
し
て
は
、
単
に
口
述
の
方
の
み
を

探
る
べ
き
」
で
あ
る
と
、
論
点
を
事
件
と
人
物
を
い
か
に
口
述

す
る
か
の
問
題
に
絞
り
込
ん
で
ゆ
く
。

　

笑
面
の
こ
う
し
た
論
理
が
興
味
深
い
の
は
、「
人
の
性
情
の
み

写
し
て
事
件
を
美
術
的
に
口
述
す
る
事
あ
た
は
ざ
れ
ば
、
未
だ

完
全
な
る
話
術
と
い
ふ
こ
と
あ
た
は
ず
」、「
然
れ
ど
も
又
事
件

の
み
を
口
述
し
て
人
物
を
口
述
せ
ざ
る
も
不
完
全
な
り
」
と
断
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言
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
仁
木
弾
正
の
刃
傷
と
政
岡
の
飯
た

き
を
例
に
挙
げ
、「
弾
正
の
刃
傷
は
其
の
姦
悪
の
性
情
よ
り
起
り
、

政
岡
の
飯
た
き
は
其
の
忠
義
の
性
情
よ
り
出
で
た
る
者
」
で
あ

れ
ば
、
同
じ
よ
う
に
刃
物
で
人
を
傷
つ
け
る
場
面
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、「
刃
の
す
る
ど
さ
、
立
廻
は
り
の
様
子
、
飯
た
き
の
道

具
立
、
取
り
ま
は
し
等
、
如
何
に
も
真
に
迫
る
や
う
に
」
感
じ

さ
せ
る
と
と
も
に
、「
其
の
中
に
お
の
づ
か
ら
弾
正
の
姦
悪
な
る

性
情
と
政
岡
の
忠
義
な
る
性
情
と
を
あ
ら
は
さ
ゞ
れ
ば
、
真
に

美
術
と
は
い
ひ
が
た
し
」
と
説
い
て
い
る
。
笑
面
は
、
話
術
が

口
述
す
る
範
囲
を
視
覚
に
訴
え
る
形
態
や
色
彩
、
つ
ま
り
人
物

の
様
子
や
行
動
、
環
境
や
時
代
と
い
っ
た
外
面
か
ら
、
人
の
性

質
や
心
情
と
い
っ
た
内
面
に
ま
で
、
そ
の
表
現
を
拡
張
、
深
化

さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
単
に
人
の
行
為
の
み
を
述

ぶ
る
は
、
形
の
み
に
し
て
精
神
な
し
。
此
の
精
神
は
、
即
ち
人

物
に
し
て
之
を
あ
ら
は
す
こ
と
頗
る
か
た
し
」
と
主
張
す
る
笑

面
に
つ
い
て
、
評
註
者
の
逍
遙
は
、
本
文
の
欄
外
で
次
の
よ
う

に
評
し
て
い
る
。

　　

逍
遙
が
述
べ
る
よ
う
に
、
講
談
師
や
落
語
家
の
な
か
に
も
、

無
意
識
の
う
ち
に
、
内
面
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
成
功

し
て
い
た
演
者
も
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
た
だ
、
そ
の
こ
と
を

話
術
の
理
論
と
し
て
初
め
て
言
語
化
し
た
の
が
、
笑
面
の
『
話

術
新
論
』
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
そ
れ
は
逍
遙
が
作

り
出
し
た
「
外
に
現
る
ヽ
外
部
の
行
為
」
／
「
内
に
蔵
れ
た
る

内
部
の
思
想
」
と
い
う
二
分
法
（『
小
説
神
髄
』）
と
、「
内
に
蔵

れ
た
る
内
部
の
思
想
」
の
表
出
を
も
っ
て
美
術
＝
芸
術
の
根
拠

と
す
る
発
想
に
拠
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
友
大
に
笑
ひ
て
、
物

語
せ
ん
と
申
さ
る
ゝ
程
に
、
耳
を
澄
し
聞
居
た
れ
ば
、
思
ひ
の

外
の
戯
言
也
、
さ
や
う
の
事
を
咄
と
こ
そ
い
ふ
な
れ
、
世
の
噂

に
も
ま
こ
と
し
か
ら
ぬ
儀
を
人
の
か
た
れ
ば
、
夫
は
は
な
し
に

こ
そ
あ
ら
め
と
い
ふ
に
て
も
弁
へ
し
ら
れ
よ
か
し
、
も
の
か
た

朧
云
、
落
語
講
談
に
人
柄
を
あ
ら
は
す
べ
し
と
論
ぜ
し

人
、
未
だ
昔
よ
り
あ
る
を
聞
か
ず
、
実
に
笑
面
君
を
音

頭
取
と
な
す
。
勿
論
知
ら
ず
識
ら
ず
の
中
に
上
手
の
話

術
家
は
人
柄
を
も
あ
ら
は
せ
し
か
ど
、
道
理
を
知
り
し

も
の
は
絶
え
て
無
か
ら
ん
。
此
論
出
て
話
術
も
美
術
中

の
も
の
と
な
る
べ
し
。
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り
と
は
出
書
正
し
き
事
を
い
ふ
な
る
べ
し
」
と
い
う
『
囃
物
語
』

（
延
宝
３
年
）
の
有
名
な
序
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
は
な
し
（
咄
・

噺
）
＝
落
語
は
元
来
「
戯
言
」
で
あ
り
、「
ま
こ
と
し
か
ら
ぬ
」

も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
講
談
は
軍
書
講
釈
が
そ
の
源
流
と
は

い
え
、「
講
釈
師
見
て
き
た
よ
う
な
嘘
を
言
い
」
と
い
う
川
柳
か

ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
史
実
を
も
と
に
し
な
が
ら
も
大
胆
な

脚
色
を
加
え
て
い
く
も
の
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う

な
信
憑
性
の
低
い
講
談
や
落
語
に
お
い
て
も
、
笑
面
は
、
外
面

だ
け
で
な
く
内
面
ま
で
を
も
精
緻
に
描
出
す
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
「
事
件
と
人
物
と
を
美
術
的
に
口
述
す
る
」
こ
と
を
求
め
た

の
で
あ
る
。

　

で
は
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
可
能
な
の
だ

ろ
う
か
。
次
に
、
第
三
章
「
話
術
の
法
則
」
を
見
て
み
よ
う
。

　
２
、

　
「
話
術
の
法
則
」

　

第
三
章
「
話
術
の
法
則
」
で
は
、
第
一
章
、
第
二
章
を
受
け

て
具
体
的
な
改
良
案
十
二
ヶ
条
が
並
ぶ
。
ま
ず
は
、
そ
れ
を
列

話
の
地
は
平
語
を
以
て
し
、
人
の
言
語
は
其
の
人

相
当
の
語
を
以
て
す
べ
し
。

言
語
を
修と
ゝ
の
へ整
し
適
宜
の
形
容
潤か
ざ
り飾
を
加
ふ
べ
し
。

言
語
の
音
調
に
注
意
し
一
調
子
に
流
れ
ざ
る
を
要
す
。

言
語
と
共
に
適
宜
半
身
の
動
作
を
加
ふ
べ
し
。

話
中
の
人
の
言
語
及
び
話
術
家
の
動
作
等
に
て
事

件
を
あ
ら
は
す
に
足
る
も
の
は
、
殊
更
ら
に
地
語

を
以
て
之
を
述
ぶ
べ
か
ら
ず
。

人
の
容か
ほ
か
た
ち貌
、
所
の
有
様
等
を
顕
は
す
に
は
、
場
合

に
よ
り
疎
密
適
宜
に
有
の
儘
を
述
べ
、
漠
然
た
る

形
容
を
以
て
す
べ
か
ら
ず
。

漫み
だ

り
に
猥
褻
、
野
卑
、
残
酷
等
の
事
、
及
び
話
の

筋
勧
悪
の
恐
れ
あ
る
も
の
を
述
ふ
べ
か
ら
ず
。

滑
稽
洒
落
等
は
臨
機
応
変
な
る
を
要
す
。

愁
嘆
闘
争
等
を
述
ぶ
る
に
際
し
、
漫
り
に
滑
稽
洒

落
を
混
じ
ゆ
べ
か
ら
ず
。

引
事
其
他
枝
葉
に
わ
た
り
て
話
の
本
筋
を
乱
す
べ

第
一

第
二

第
三

第
四

第
五

第
六

第
七

第
八

第
九

第
十　
　
　

挙
し
て
お
こ
う
。
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明
治
10
年
代
後
半
に
は
、「
改
良
節
」
の
お
囃
子
に
乗
っ
て
古

い
様
式
を
刷
新
し
、
新
時
代
に
適
応
し
た
も
の
を
作
り
上
げ
よ

う
と
す
る
改
良
運
動
が
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
で
流
行
し
た
。
演
芸

界
に
お
い
て
も
、
演
劇
改
良
会
や
演
芸
狂
風
会
が
設
立
さ
れ
、

そ
の
機
運
の
な
か
で
著
さ
れ
た
『
話
術
新
論
』
は
、「
演
芸
矯
風

会
の
会
員
に
あ
ら
ず
」、「
改
良
演
芸
会
の
株
主
に
も
あ
ら
ず
」

と
は
い
う
も
の
の
、
笑
面
の
講
談
や
落
語
へ
の
愛
情
、
そ
れ
ゆ

え
話
術
を
よ
り
よ
い
美
術
＝
芸
術
へ
と
改
良
し
よ
う
と
す
る
熱

意
に
溢
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
改
良
案
の
第
七
に
お
い
て
鮮
明
に

打
ち
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
は
笑
面
が
も
っ

と
も
露
骨
に
当
時
の
文
明
開
化
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
自
己
同
定

を
試
み
た
箇
所
だ
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

一
方
、
第
三
章
の
冒
頭
で
「
事
件
と
人
物
と
を
美
術
的
に
口

述
せ
ん
に
は
、
此
く
す
べ
し
、
此
く
す
べ
か
ら
ず
と
指
示
す
る

も
の
な
れ
ば
、
単
純
な
る
一
篇
の
空
論
と
は
異
り
」
と
明
言
す

か
ら
ず
。

音
曲
、
道
具
立
を
以
て
話
を
助
く
べ
か
ら
ず
。

次
回
に
述
ふ
べ
き
事
を
預
め
略
述
す
べ
か
ら
ず
。

第
十
一

第
十
二

る
よ
う
に
、
言
葉
の
運
用
や
音
調
、
動
作
以
外
の
、
よ
り
詳
細

な
技
術
論
を
「
此
く
す
べ
し
、
此
く
す
べ
か
ら
ず
」
と
展
開
し

て
い
る
の
が
、
第
五
か
ら
第
十
二
の
改
良
案
で
あ
る
。「
兎
に
角

く
愁
嘆
場
と
し
て
は
、
ど
こ
ま
で
も
真
面
目
に
行
く
べ
し
」（
第

九
）、「
本
筋
は
乱
れ
ざ
る
様
に
立
て
ゝ
、
聴
聞
者
を
し
て
如
何

に
も
面
白
き
話
也
と
お
も
は
し
む
る
を
要
す
」（
第
十
）、「
俗
受

や
物
数
寄
の
為
め
に
話
の
本
体
を
失
ふ
が
如
き
は
、
真
の
話
術

家
の
な
す
所
に
あ
ら
ず
」（
第
十
一
）、「
次
回
の
話
の
大
意
を
一

寸
述
ぶ
る
は
よ
ろ
し
か
ら
ず
」（
第
十
二
）
等
々
、
そ
れ
ら
は
実

践
に
応
用
で
き
な
い
空
疎
な
理
論
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
、
笑
面
の
ゆ
る
ぎ
な
い
意
志
の
あ
ら
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

な
か
で
も
、
注
目
さ
れ
る
の
が
、
第
八
の
「
滑
稽
洒
落
等
は
臨

機
応
変
な
る
を
要
す
」
だ
ろ
う
。

　

江
戸
明
治
期
の
庶
民
に
と
っ
て
寄
席
は
、
近
隣
の
人
び
と
が

普
段
着
の
ま
ま
、
下
駄
掛
け
で
通
う
日
常
的
な
娯
楽
の
空
間
で

あ
っ
た
。
湯
屋
や
髪
結
床
と
な
ら
ぶ
町
内
の
憩
の
場
、
社
交
の

場
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
徒
歩
圏
内
に
住
む
庶
民
た
ち
が
集
い
、

や
が
て
、
い
わ
ゆ
る
「
常
連
」
が
形
成
さ
れ
る
。
彼
ら
は
互
い

が
顔
見
知
り
だ
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。
寄
席
の
心
理
的
に
も
物
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理
的
に
も
小
規
模
な
空
間
は
、
演
者
と
聴
客
の
間
に
も
親
密
な

関
係
性
を
作
り
出
し
た
。
講
談
や
落
語
と
い
っ
た
寄
席
演
芸
は
、

客
の
嗜
好
や
欲
求
、
経
験
な
ど
に
呼
応
し
つ
つ
磨
か
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。
笑
面
の
い
う
話
術
は
、
そ
の
時
そ
の
場
所
の
演
者

と
聴
客
が
共
に
創
り
上
げ
る
、ま
さ
に「
共
創
造
」の
産
物
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
寄
席
及
び
寄
席
演
芸
の
特
徴
を
知
悉
し
た
上
で
、

笑
面
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。

　　

こ
の
言
葉
は
、「
芸
人
に
上
手
も
下
手
も
な
か
り
け
り
行
く

先
々
の
水
に
合
わ
ね
ば
」
と
い
う
格
言
を
想
起
さ
せ
る
だ
ろ
う
。

逍
遙
は
『
話
術
新
論
』
に
つ
い
て
「
実
施
を
専
一
に
し
て
説
明

あ
り
し
は
、
思
ふ
に
本
篇
の
目
的
に
も
叶
ひ
、
世
を
益
す
る
事

多
か
る
べ
き
か
」
と
評
価
し
た
が
、
現
場
を
蔑
ろ
に
し
、
政
治

的
な
関
心
の
み
で
議
論
が
一
人
歩
き
し
て
し
ま
い
が
ち
な
演
劇
・

演
芸
改
良
運
動
と
は
異
な
り
、『
話
術
新
論
』
が
独
自
の
価
値
を

有
し
て
い
る
の
は
、
理
論
を
提
唱
し
な
が
ら
も
、
つ
ね
に
講
談

や
落
語
が
演
じ
ら
れ
る
場
を
志
向
す
る
と
い
う
、
笑
面
の
こ
の

よ
う
な
姿
勢
ゆ
え
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

さ
て
、
駆
け
足
で
第
六
か
ら
第
十
二
ま
で
の
改
良
案
を
確
認
し

て
き
た
が
、
先
に
述
べ
た
江
戸
明
治
期
の
講
談
や
落
語
を
め
ぐ
る

言
説
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
笑
面
の
提
言
の
な
か
で
も
と
り
わ
け

重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
が
、
第
一
の
「
話
の
地
は
平
語
を
以
て
し
、

人
の
言
語
は
其
の
人
相
当
の
語
を
以
て
す
べ
し
」
と
、第
二
の
「
言

語
を
修と
ゝ
の
へ整

し
適
宜
の
形
容
潤か
ざ
り飾

を
加
ふ
べ
し
」
だ
ろ
う
。

　

笑
面
に
よ
れ
ば
、「
話
術
の
地
の
語
は
貴
賤
の
別
な
き
も
の
を

取
る
べ
し
と
な
す
也
。
是
れ
平
語
と
い
ひ
た
る
語
の
意
味
の
一

な
り
」
と
い
い
、
さ
ら
に
平
語
と
は
「
只
に
貴
賤
の
別
な
き
語

と
い
ふ
意
味
の
み
な
ら
ず
、
平
々
凡
々
の
人
に
も
分
り
や
す
き
」

「
通
俗
の
語
」
で
あ
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
第
二
の
改
良
案
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
話
術
と
称
し
て
美
術
を
志
向
す
る
か

ら
に
は
、
日
常
の
「
俗
談
平
話
」
と
同
等
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、

「
美
術
的
の
感
情
」
を
喚
起
さ
せ
る
た
め
に
、地
の
文
に
は
「
時
々

聴
聞
者
の
種
類
を
考
へ
、
子
供
多
く
ば
子
供
に
分
り
や

す
き
滑
稽
洒
落
を
用
ゐ
、
老
人
な
ら
ば
老
人
に
向
き
そ

ふ
な
る
も
の
を
採
る
べ
し
。
其
の
他
、
席
の
有
様
、
世

間
の
関
係
等
、
兎
に
角
聴
聞
者
の
如
何
に
も
と
心
に
感

ず
る
所
を
と
り
て
、
滑
稽
洒
落
等
を
用
ゐ
べ
し
。
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幾
分
か
形
容
潤
飾
を
加
へ
ざ
る
を
得
ず
」
と
説
く
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
際
に
も
「
成
る
べ
く
広
く
用
ゐ
ら
れ
て
分
り
に
く
か
ら
ざ

る
も
の
を
撰
び
て
用
ゐ
」
る
べ
き
で
あ
り
、「
や
た
ら
に
六
つ
か

し
き
語
を
用
ゐ
て
ひ
と
り
よ
ろ
こ
ぶ
は
、
話
術
の
本
旨
」
で
は

な
く
、「
畢
竟
話
術
の
形
容
は
、
聴
聞
者
の
感
覚
を
強
よ
む
る
為

め
に
用
ゐ
る
訳
な
れ
ば
、
実
際
正
物
か
世
に
な
く
と
も
、
聴
聞

者
の
心
に
感
ず
る
も
の
な
ら
ば
可
な
り
」
と
、
こ
こ
で
も
笑
面

の
主
張
は
つ
と
め
て
現
場
主
義
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
さ
て
お

き
、
話
の
地
の
文
に
は
平
語
を
運
用
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解

を
示
し
た
笑
面
は
、
登
場
人
物
の
言
葉
つ
ま
り
科
白
に
つ
い
て

も
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　

　

こ
れ
は
、
講
談
や
落
語
の
地
の
文
と
科
白
の
質
の
ち
が
い
に

つ
い
て
、
自
覚
的
に
言
及
し
た
初
め
て
の
例
で
あ
る
。

　　

野
村
雅
昭
の
発
話
分
類
を
援
用
す
る
ま
で
も
な
く
、
表
現
形

態
と
し
て
の
落
語
が
基
本
的
に
は
演
者
の
地
と
登
場
人
物
の
科

白
（
独
白
・
対
話
）
の
、
い
わ
ば
二
重
構
造
を
も
っ
て
い
る
こ

と
は
周
知
の
事
実
だ
ろ
う
。
演
者
に
よ
る
地
の
文
で
採
用
さ
れ

る
べ
き
言
葉
と
、
登
場
人
物
の
科
白
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
べ

き
言
葉
の
差
異
と
い
う
、
い
ま
や
自
明
の
理
で
あ
る
対
照
関
係

を
、
い
ち
は
や
く
自
覚
的
に
峻
別
し
て
み
せ
た
の
が
、
笑
面
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
れ
も
逍
遙
の
「
俗
言
を
も
て
物

語
の
詞
（
物
語
中
に
現
は
れ
た
る
人
物
の
言
語
を
い
ふ
）
を
写

す
は
妨
害
な
し
。
但
し
地
の
文
に
い
た
り
て
は
（
我
国
の
俗
言

に
一
大
改
良
の
行
は
れ
ざ
る
あ
ひ
だ
は
）
俗
言
を
も
て
写
す
べ

か
ら
ず
」（『
小
説
神
髄
』）
と
い
う
考
え
方
の
受
け
売
り
に
ほ
か

大
体
話
の
地
は
平
語
を
以
て
す
べ
し
と
い
へ
ど
も
、
話

中
の
人
の
言
語
は
必
し
も
平
語
と
限
る
こ
と
あ
た
は
ず
。

素
と
人
の
言
語
は
、
其
の
人
物
を
あ
ら
は
す
に
最
も
密

着
の
関
係
を
有
す
る
も
の
な
れ
ば
、
其
の
人
物
を
あ
ら

は
す
に
必
要
な
る
丈
け
の
言
語
は
用
ゐ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

即
ち
其
人
の
用
ゐ
べ
き
語
を
使
ふ
べ
し
。

　

地　
　

演
者
Ｐ
の
聴
衆
Ｑ
に
対
す
る
発
話　
Ｐ
↓
Ｑ

　

独
白　

登
場
人
物
ｘ
の
発
話　
　
　
　
　
　
Ｐ（
ｘ
）↓
Ｑ

　

対
話　

登
場
人
物
ｘ
の
ｙ
に
対
す
る
発
話　
Ｐ（
ｘ
↓
ｙ
）↓
Ｑ
８
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な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
時
期
に
、
話
術
に
お
け
る
地
の

文
と
科
白
を
相
関
関
係
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
実
践
的
な
技
術

論
と
し
て
提
供
で
き
た
の
は
、
笑
面
を
お
い
て
ほ
か
に
は
い
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

江
戸
期
の
落
語
や
講
談
を
め
ぐ
る
言
説
で
は
、
中
川
喜
雲
『
私

可
多
咄
』（
寛
文
11
年
）
が
「
あ
る
ひ
は
都
人
と
か
こ
ち
、
あ
る

ひ
は
鄙
人
と
つ
く
る
。（
中
略
）
さ
れ
ば
わ
か
ち
め
あ
ざ
や
か

な
ら
ね
ば
、
し
か
た
は
な
し
に
な
ん
し
け
る
」
と
、
登
場
人
物

を
的
確
に
演
じ
分
け
る
た
め
に
、
し
か
た
＝
身
振
り
を
ま
じ
え

る
必
要
性
を
説
き
、
石
川
流
舟
作
・
菱
川
師
宣
画
『
正
直
咄
大

鑑
』（
貞
享
４
年
）
は
、
演
出
の
技
術
に
つ
い
て
「
そ
れ
は
な
し

は
、
壱
か
お
ち
、
弐
か
弁
説
、
三
か
し
か
た
」
と
、
話
の
面
白

さ
を
結
び
で
収
斂
さ
せ
る
技
法
＝
お
ち
と
と
も
に
、
巧
み
な
話

術
＝
弁
説
と
、
豊
か
な
演
技
＝
し
か
た
の
出
来
不
出
来
に
よ
っ

て
、
そ
の
可
笑
し
み
は
左
右
さ
れ
る
、
と
の
す
ぐ
れ
た
見
解
を

示
し
て
い
る
。
ま
た
、
講
談
の
読
み
方
を
指
南
し
た
松
寿
軒
『
本

読
素
人
講
釈
』（
天
保
６
年
）
は
、
世
話
種
の
端
物
で
は
、「
は

な
し
を
す
る
や
う
に
、
し
か
た
を
お
も
に
し
て
」、「
田
舎
も
の

は
、い
な
か
詞
を
ま
ね
、又
女
は
い
か
に
も
お
ん
な
ら
し
く
」
と
、

は
な
し
＝
落
語
の
よ
う
に
演
じ
分
け
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
江
戸
期
の
言
説
で
は
、
話
者
に
よ
る

地
の
文
と
登
場
人
物
の
科
白
に
使
わ
れ
る
言
葉
の
異
質
性
に
つ

い
て
は
、
ま
っ
た
く
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。

　

た
し
か
に
、登
場
人
物
の
科
白
だ
け
に
注
目
し
て
み
れ
ば
、「
力

士
は
つ
よ
く
、
俳
優
は
よ
は
く
、
男
は
男
ら
し
く
、
女
は
女
ら

し
く
」
と
人
物
の
属
性
に
相
応
し
い
言
葉
を
用
い
る
べ
き
で
あ

る
と
す
る
笑
面
の
主
張
は
、「
田
舎
も
の
は
、
い
な
か
詞
を
ま
ね
、

又
女
は
い
か
に
も
お
ん
な
ら
し
く
」
と
い
う
『
本
読
素
人
講
釈
』

の
認
識
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、『
話
術
新
論
』
が
江

戸
期
の
言
説
と
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、「
総
じ
て
美
術
と
い
ふ

も
の
は
、
必
し
も
尽
く
真
に
迫
れ
る
を
取
る
と
は
限
ら
ず
。
大

体
事
物
の
精
神
を
写
せ
ば
、
枝
葉
の
事
は
差
の
み
真
に
追
ら
ず

と
も
美
妙
の
感
覚
を
惹
起
す
に
足
る
も
の
な
り
」
と
い
う
不
徹

底
性
を
容
認
し
つ
つ
、
精
神
＝
内
面
を
写
し
出
す
と
い
う
方
法

論
を
提
供
し
て
み
せ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

総
て
話
中
の
人
の
言
語
を
述
ふ
る
時
は
、
話
術
家
自
身

が
其
の
人
と
な
り
た
る
心
に
て
、
よ
く
其
の
人
の
精
神
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笑
面
は
、
話
者
／
登
場
人
物
、
地
の
文
／
科
白
と
い
う
二
項
関

係
に
、
平
語
／
其
の
人
相
当
の
語
と
い
う
二
分
法
を
適
用
す
る
こ

と
で
、
話
者
の
地
の
文
と
登
場
人
物
の
科
白
と
の
対
照
関
係
を
顕

在
化
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
直
ち
に
、

笑
面
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
が
科
白
を
発
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ほ
か
の
登
場
人
物
と
の
関
係
を
築
く
と
と
も
に
、
そ
の
対

話
と
い
う
関
係
に
よ
っ
て
個
々
の
登
場
人
物
の
精
神
＝
内
面
を

描
き
出
し
て
い
く
と
い
う
方
法
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
、
と
ま
で

は
断
言
で
き
な
い
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
、『
話
術
新
論
』
に
よ
っ

て
初
め
て
話
者
／
登
場
人
物
、
地
の
文
／
科
白
と
い
う
二
分
法

が
見
出
さ
れ
、
二
分
化
さ
れ
た
両
者
を
ど
の
よ
う
に
運
用
す
べ

き
か
、
と
い
う
問
題
に
目
が
向
け
ら
れ
た
、
と
は
い
え
る
だ
ろ
う
。

と
同
時
に
、
登
場
人
物
の
内
面
を
い
か
に
表
出
す
る
の
か
、
と
い

う
方
法
も
ま
た
模
索
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。

　
３
、

　
三
遊
亭
円
朝
と
『
話
術
新
論
』

　

演
者
を
編
年
体
的
に
羅
列
す
る
通
史
と
は
異
な
り
、「
落
語
の

改
良
す
べ
き
か
ど

く
」
を
理
論
と
し
て
構
築
し
、
そ
れ
を
伝

統
的
な
話
芸
の
世
界
に
提
供
し
よ
う
と
し
た『
話
術
新
論
』に
は
、

具
体
的
な
講
談
師
や
落
語
家
の
名
前
は
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
特
別
に
或
る
一
人
の
落
語
家
の
名
前
だ
け
が
よ
く

登
場
す
る
。
そ
う
、
そ
れ
が
三
遊
亭
円
朝
で
あ
る
。
逍
遥
の
旅

日
記
「
再
遊
京
浪
花
」
に
も
、７
月
23
日
の
夜
の
出
来
事
と
し
て
、

「
笑
面
迫
ら
れ
て
続
話
一
席
を
演
ず　

予
は
は
じ
め
て
笑
面
の
話

を
き
け
り　

世
評
予
を
あ
ざ
む
か
ず　

女
の
こ
は
色
と
い
ひ　

悪
婆
の
様
子
と
い
ひ　

総
て
円
朝
を
得
た
る
者
な
り
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
前
田
愛
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
円
朝
張
り
の
続
き

も
の
を
演
ず
る
こ
と
が
で
き
た
土
子
文
学
士
の
落
語
改
良
論
は
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
円
朝
の
芸
風
が
そ
の
規
範
に
求
め
ら
れ
て

い
た
９

」
の
で
あ
る
。

　

同
時
代
の
講
談
師
や
落
語
家
の
な
か
で
、
円
朝
ほ
ど
回
想
や

見
聞
な
ど
の
同
時
代
資
料
が
豊
富
に
残
さ
れ
て
い
る
演
者
は
い

な
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、『
話
術
新
論
』
ほ
ど
そ
の
芸
を
具
体

を
あ
ら
は
す
様
に
演
ず
る
こ
と
、
実
に
人
物
を
あ
ら
は

す
に
於
て
大
切
此
の
上
も
な
き
事
也
。
話
術
家
た
る
者
、

深
か
く
注
意
す
べ
し
。
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的
か
つ
論
理
的
に
分
析
し
た
言
説
は
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
だ

ろ
う
。
当
時
に
お
い
て
、
例
外
的
に
話
術
の
理
論
を
構
築
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
笑
面
、
そ
の
笑
面
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ

た
円
朝
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
芸
の
持
ち
主
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。『
話
術
新
論
』
の
行
文
を
辿
る
こ
と
で
、
円
朝
の

高
座
振
り
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
笑
面
の
理
論
と
円
朝
の
芸

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
見
て
お
こ
う
。

　

笑
面
が
教
え
て
く
れ
る
円
朝
の
高
座
の
様
子
は
、
そ
の
い
ず

れ
も
が
非
常
に
興
味
深
い
。
た
と
え
ば
「
円
朝
の
如
き
は
、
中
々

に
甘
き
事
を
い
ひ
、知
ら
ず

く
本
題
へ
引
入
る
ゝ
事
あ
り
」
と
、

マ
ク
ラ
か
ら
本
題
へ
の
移
行
が
上
手
く
、
気
が
つ
い
た
ら
噺
の

世
界
へ
と
引
き
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
証
言
な
ど
は
、
笑
面
な

ら
で
は
の
視
点
で
、ほ
か
に
例
の
な
い
指
摘
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、

紙
幅
の
都
合
上
、
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
、
話
術
に
お
け
る
話
者
／
登
場
人
物
、

地
の
文
／
科
白
と
い
う
二
分
法
を
初
め
て
自
覚
的
に
説
き
明
か

し
た
『
話
術
新
論
』
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
円
朝
が
話
者
に
よ
る
地

の
文
と
登
場
人
物
に
よ
る
科
白
に
、
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
凝
ら

し
て
い
た
の
か
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

　　

改
良
案
の
第
三
「
言
語
の
音
調
に
注
意
し
一
調
子
に
流
れ
ざ

る
を
要
す
」
に
お
い
て
、
笑
面
は
「
人
物
を
あ
ら
は
す
に
は
、

人
の
言
語
を
以
て
第
一
と
な
す
」
と
、
登
場
人
物
を
演
じ
分
け

る
上
で
最
も
肝
心
な
の
は
、
そ
の
人
物
に
相
応
し
い
言
葉
を
使

用
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
い
つ
つ
、「
話
中
の
人
の
言
語
に
至
り

て
は
、
音
調
の
大
切
な
る
こ
と
此
の
上
な
か
る
べ
し
」、「
お
な

じ
言
語
に
て
も
、
其
の
い
ひ
か
た
音
調
に
て
人
物
に
大
差
あ
る

は
、
読
者
が
日
常
の
実
験
に
よ
り
て
も
明
か
な
ら
ん
」
と
、
音

調
に
よ
っ
て
は
描
き
出
さ
れ
る
人
物
に
も
大
き
な
差
が
出
る
と

論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
登
場
人
物
の
科
白
だ
け
で
な
く
、
話

者
の
地
の
文
に
お
い
て
も
「
事
件
の
如
何
に
よ
り
て
夫
れ
相
応

な
る
音
調
に
口
述
し
、
抑
揚
波
瀾
を
生
ず
る
様
に
注
意
す
べ
し
」

と
、
音
調
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
を
述
べ
、「
誰
が
は
な
し
て

も
筋
は
お
な
じ
な
れ
ど
も
、
下
手
が
演
ず
る
も
の
と
上
手
が
演

ず
る
者
と
は
、
音
調
の
如
何
に
よ
り
て
面
白
味
に
大
差
あ
る
な

り
」
と
、
話
術
の
出
来
不
出
来
に
つ
い
て
は
「
第
一
に
音
調
の

円
朝
の
話
の
面
白
き
所
は
、
第
一
に
人
の
言
語
の
音
調

巧
み
な
る
所
に
あ
り
と
い
ふ
も
不
可
な
か
ら
ん
。
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巧
拙
に
関
す
る
も
の
」
と
主
張
す
る
。
逍
遙
が
「
鳴
呼
古
今
の

大
家
、
此
論
を
破
る
べ
き
言
葉
は
な
き
か
」
と
口
惜
し
が
る
よ

う
に
、
音
調
は
話
術
の
「
小
説
に
優
れ
る
点
」
で
あ
り
、
円
朝

は
そ
の
「
音
調
」
を
極
め
て
巧
み
に
使
い
分
け
た
と
い
う
。

　

ま
た
、
改
良
案
の
第
四
「
言
語
と
共
に
適
宜
半
身
の
動
作
を

加
ふ
べ
し
」
に
お
い
て
も
、
笑
面
は
円
朝
の
高
座
姿
を
次
の
よ

う
に
伝
え
て
い
る
。

　
　

　

笑
面
に
よ
れ
ば
、「
事
件
と
人
物
と
を
美
術
的
に
口
述
」
す
る

た
め
に
は
、「
言
語
の
修
整
、
音
調
の
み
に
て
は
不
充
分
」
で
あ

る
と
い
う
。「
話
は
聞
く
の
み
に
あ
ら
ず
、
多
少
話
術
家
の
身
振

り
を
見
て
面
白
味
を
覚
ゆ
る
」
も
の
な
れ
ば
、「
言
語
と
共
に
身

振
り
を
な
し
、
聴
聞
者
の
感
覚
を
強
め
」
な
く
て
は
い
け
な
い
。

そ
の
た
め
の
動
作
と
は
、「
話
中
の
人
の
身
体
、
手
足
、
顔
面
等

の
作
用
は
も
と
よ
り
、
自
然
の
事
物
の
形
容
模
様
な
ど
を
、
一

寸
手
先
き
に
て
示
す
等
に
至
る
迄
で
を
含
蓄
す
る
」
た
め
、
身

振
り
で
は
な
く
「
広
く
動
作
と
は
い
へ
る
也
」
と
補
足
し
つ
つ
、

「
ひ
と
し
く
た
ゞ
物
い
ふ
の
み
に
て
動
作
な
く
ば
、
如
何
に
音

調
に
巧
な
り
と
も
、
聴
聞
者
の
感
覚
薄
す
か
ら
ん
」、「
動
作
の

巧
拙
に
よ
り
人
物
を
あ
ら
は
す
の
巧
拙
あ
り
と
い
ふ
べ
し
」
と
、

話
者
の
地
の
文
に
お
い
て
も
、
登
場
人
物
の
科
白
に
お
い
て
も
、

音
調
と
と
も
に
動
作
が
大
切
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
、

円
朝
は
そ
の
「
動
作
」
に
も
巧
妙
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

嘯
月
生
の
「
三
寸
の
舌
先
に
て
、
百
人
百
種
の
人
物
を
表
わ
し

も
つ
て
聴
者
を
感
動
せ
し
め
し
０ １

」
や
、
山
本
笑
月
が
「
話
中
の

人
物
が
こ
と
ご
と
く
そ
の
舌
端
に
活
躍
し
て
、
一
々
そ
の
人
を
見

る
が
如
く
息
を
つ
け
ぬ
面
白
さ
１ １

」
で
あ
っ
た
と
い
う
円
朝          

話
芸
の
秘
訣
、
つ
ま
り
登
場
人
物
を
演
じ
分
け
る
こ
と
に
い
か
に

優
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
笑
面
は
そ
の
印
象
を
記
述
す
る
だ

け
で
は
な
く
、「
言
語
」
や
「
音
調
」、「
動
作
」
と
い
っ
た
視
点

か
ら
観
察
し
、
論
理
的
に
解
明
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
笑

面
は
、
話
者
の
地
の
文
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　

誠
に
円
朝
の
話
を
眼
を
閉
ぢ
て
聞
く
と
円
朝
を
見
な
が
ら

聞き
く

と
ひ
き
く
ら
べ
な
ば
、
動
作
の
必
要
あ
る
を
し
ら
ん
。

円
朝
の
話
を
聞
き
た
る
者
は
、
其
の
語
の
使
ひ
か
た
整

ひ
居
る
に
驚
か
ぎ
る
は
な
し
。
之
を
速
記
す
れ
ば
、
兎
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地
の
文
は
「
平
語
」
を
、
科
白
は
「
其
の
人
相
当
の
語
」
を

使
用
す
べ
き
で
あ
る
と
、
話
者
の
言
葉
と
登
場
人
物
の
言
葉
を

峻
別
し
、
で
は
、
平
語
と
は
な
ん
た
る
か
と
い
え
ば
、「
貴
賤

の
別
な
き
」、「
平
々
凡
々
の
人
に
も
分
か
り
や
す
き
」
言
葉
で

あ
る
と
い
う
の
が
、
笑
面
の
論
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

平
語
で
あ
り
な
が
ら
も
時
と
場
合
に
よ
っ
て
は
、
語
勢
に
変
化

を
与
え
る
た
め
に
、重
言
を
用
い
な
い
な
ど
の
「
修
整
」
を
加
え
、

「
美
術
的
の
感
情
」
を
喚
起
さ
せ
る
た
め
に
、「
適
宜
の
形
容
潤

飾
」
を
施
す
工
夫
が
必
要
で
あ
る
と
も
い
う
。
こ
の
よ
う
な
笑

面
の
主
張
に
も
っ
と
も
適
っ
て
い
た
の
が
、
円
朝
の
話
術
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

地
の
文
に
お
け
る
「
ゲ
ス
」
や
「
ナ
カ
」
の
使
用
を
「
此
の

中
に
も
、「
ゲ
ス
」「
ナ
カ
」
ノ
両
語
は
、
今
日
の
落
語
家
が
最

も
多
く
使
ふ
語
に
し
て
、
最
も
野
卑
に
聞
こ
ゆ
る
な
り
」
と
禁

じ
た
際
、
笑
面
の
脳
裡
に
あ
っ
た
の
は
円
朝
の
話
術
で
あ
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
鈴
木
古
鶴
の
「
円
朝
は

高
座
に
お
い
て
使
う
こ
と
ば
も「
な
か
と
申
し
て
」「
で
が
す
」「
で

げ
す
」
な
ど
と
い
う
よ
う
な
下
卑
た
こ
と
ば
は
、
噺
の
中
に
出

て
来
る
下
等
な
人
物
の
ほ
か
に
は
い
つ
さ
い
用
い
な
か
つ
た    １２
」

と
い
う
指
摘
と
も
相
通
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
話
術
と
称

し
て
、
そ
れ
を
美
術
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
は
、「
よ
く

場
合
を
考
へ
、
言
語
に
注
意
し
、
之
を
速
記
す
れ
ば
自
か
ら
句

を
な
し
章
を
作
り
、
ほ
ど
よ
き
言
文
一
致
体
の
文
と
し
て
読
み

得
ら
る
べ
き
様
に
口
述
す
べ
き
な
り
」
と
説
い
た
時
、
笑
面
が

想
起
し
た
の
も
や
は
り
円
朝
の
話
術
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
口
演
を
速
記
す
る
だ
け
で
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
言
文

一
致
の
文
章
に
も
置
換
可
能
な
ほ
ど
洗
練
さ
れ
た
地
の
文
と
は
、

正
岡
子
規
の
「
話
そ
の
ま
ゝ
の
筆
記
を
し
て
日
本
の
文
学
と
な

し
３ １

」
と
い
う
円
朝
評
と
も
軌
を
一
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
笑
面
は
み
ず
か
ら
の
理
論
を
円
朝
の
話
術
に

よ
っ
て
裏
づ
け
た
。
あ
る
い
は
、
円
朝
の
話
術
を
規
範
と
し
て

理
論
を
構
築
し
た
、
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
円
朝
の
話
芸
に

に
角
く
自
然
に
文
を
な
す
に
感
ぜ
ざ
る
は
あ
ら
ず
。
己

は
円
朝
の
話
を
以
て
尽
く
服
す
べ
き
も
の
と
な
す
に
は

あ
ら
ね
ど
、
今
落
語
家
中
は
い
ふ
に
及
ば
ず
講
談
師
中

に
至
る
ま
で
、
地
語
の
整
ひ
居
る
は
円
朝
を
以
て
第
一

と
す
べ
し
。
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つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
詳
し
く
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
４ １

、

こ
こ
で
は
そ
の
要
点
だ
け
を
掻
い
摘
ん
で
記
し
て
お
こ
う
。
そ

れ
は
、
地
の
文
で
は
「
で
す
・
ま
す
」
と
い
う
文
末
の
敬
体
表

現
に
代
表
さ
れ
る
上
品
な
東
京
語
を
使
用
す
る
と
と
も
に
、
優

れ
た
演
技
力
に
よ
っ
て
登
場
人
物
を
演
じ
分
け
る
こ
と
で
、
話

者
と
登
場
人
物
、
地
の
文
と
科
白
の
棲
み
分
け
を
明
確
に
し
、

話
者
の
位
相
と
と
も
に
個
々
の
登
場
人
物
や
彼
ら
の
作
品
世
界

の
客
観
性
ま
で
を
も
担
保
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
岡
鬼

太
郎
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
円
朝
の
話
芸
は
「
兎
に
角
話
し
方

が
新
し
か
ツ
た
」
と
い
う
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
同
時
代
の
四
代

目
桂
文
楽
や
初
代
春
錦
亭
柳
桜
は
、
地
の
文
に
も
「
ゲ
ス
」「
ガ

ス
」「
ナ
カ
」
を
用
い
る
こ
と
で
、「
愛
嬌
の
あ
る
、
ノ
ン
ビ
リ

し
た
る
、聴
い
て
ゐ
て
気
の
詰
ま
ら
な
い
続
き
噺
」
と
評
さ
れ
た
。

だ
が
、こ
の
文
楽
や
柳
桜
の
話
芸
こ
そ
が
「
真
の
寄
席
の
噺
」
で
、

円
朝
の
話
芸
は
「
却
つ
て
邪
道
の
や
う
に
、
江
戸
通
達
か
ら
は

云
は
れ
て
も
居
た
５ １

」
の
で
あ
る
。

　

こ
の
鬼
太
郎
の
証
言
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
円
朝
以
前

に
は
、
話
者
と
登
場
人
物
の
言
葉
を
峻
別
す
る
方
法
論
は
ま
だ

芽
生
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
話
者
／
登
場
人

物
、
地
の
文
／
科
白
、
平
語
／
其
の
人
相
当
の
語
と
い
う
二
分

法
は
、
円
朝
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
実
現
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
の
だ
。
笑
面
が
、
話
術
に
お
け
る
地
の
文
と
科
白
を
相
関
関

係
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
実
践
的
な
技
術
論
と
し
て
提
供
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
は
、
逍
遙
の
理
論
と
円
朝
の
実
践
が
あ
っ
た

か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
ま
た
ま
笑
面
が
そ
の
両
者
を
関
係

づ
け
た
こ
と
で
『
話
術
新
論
』
は
生
ま
れ
た
と
い
う
偶
然
性
と
、

結
局
は
笑
面
に
よ
っ
て
し
か
関
係
づ
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う

必
然
性
。
話
術
と
い
う
概
念
を
創
出
し
、
そ
れ
を
美
術
＝
芸
術

の
言
説
に
よ
っ
て
意
義
づ
け
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
を
で
き
る

だ
け
実
践
的
に
行
う
こ
と
が
、
い
か
に
例
外
的
な
こ
と
で
あ
っ

た
の
か
は
既
に
述
べ
た
が
、
そ
れ
を
促
し
た
の
は
、
い
う
ま
で

も
な
く
、『
小
説
神
髄
』を
中
心
と
し
た
逍
遙
の
理
論
で
あ
り
、『
怪

談
牡
丹
燈
籠
』
な
ど
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
円
朝
の
実
践
で
あ
っ

た
。
両
者
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
笑
面
は
『
話
術

新
論
』
を
書
き
上
げ
た
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

　

明
治
大
正
期
の
「
文
壇
名
物
男
」
と
し
て
知
ら
れ
た
坂
本
紅

蓮
洞
は
、
読
売
新
聞
の
連
載
記
事
「
文
壇
垣
覗
き
（
十
四
） 

哲
学

の
流
行
」
で
『
話
術
新
論
』
に
つ
い
て
、「
猶
同
氏
に
は
話
術
新

論
と
い
ふ
著
あ
り
て
大
に
落
語
の
神
髄
を
鼓
吹
し
た
が
此
亦
大

に
世
の
喝
采
を
博
し
た
６ １

」
と
記
し
て
い
る
。
紅
蓮
洞
が
ど
の
よ

う
な
理
由
か
ら
「
大
に
世
の
喝
采
を
博
し
た
」
と
判
断
し
た
の

か
は
分
か
ら
な
い
が
、
残
念
な
が
ら
講
談
師
や
落
語
家
が
、
笑

面
が
『
話
術
新
論
』
で
展
開
し
た
理
論
や
技
術
論
を
参
考
に
し

た
可
能
性
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
れ
は
、『
話
術
新
論
』
の
成

否
と
い
う
よ
り
も
、
当
時
の
講
談
や
落
語
を
め
ぐ
る
言
説
が
自

立
し
た
言
説
空
間
を
構
築
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
、
そ
の

要
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
話
術
新
論
』
を
受
け
入

れ
る
だ
け
の
環
境
が
ま
だ
整
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
話
術
新
論
』
以
降
も
、
関
根
黙
庵
『
講
談
落
語
今
昔
譚
』
を

は
じ
め
、
講
談
史
や
落
語
史
に
類
す
る
書
物
は
数
多
く
刊
行
さ

れ
て
い
る
が
、
表
現
行
為
と
し
て
の
落
語
そ
の
も
の
を
論
じ
た

も
の
は
驚
く
ほ
ど
少
な
い
。
立
川
談
志
『
現
代
落
語
論
―
―
笑

わ
な
い
で
下
さ
い
』（
三
一
書
房
、
昭
和
45
年
）、
桂
米
朝
『
落

語
と
私
』（
ポ
プ
ラ
社
、
昭
和
50
年
）
と
い
っ
た
演
者
自
身
の
手

に
な
る
も
の
や
、
矢
野
誠
一
『
落
語
』（
三
一
書
房
、
昭
和
45
年
）

な
ど
が
あ
る
く
ら
い
だ
ろ
う
か
。
演
者
や
そ
の
経
歴
、
寄
席
と

い
う
場
、
演
目
の
種
類
や
特
徴
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、「
話
術
」

と
い
う
包
括
的
な
ジ
ャ
ン
ル
を
新
た
に
設
定
す
る
と
と
も
に
、

話
術
に
つ
い
て
語
る
た
め
の
用
語
や
理
論
、
方
法
を
提
供
し
た

土
子
笑
面
『
話
術
新
論
』
は
、
江
戸
期
の
講
談
や
落
語
を
め
ぐ

る
言
説
と
は
一
線
を
画
し
た
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
同
時
代

や
そ
れ
以
降
の
成
果
か
ら
も
孤
絶
し
た
、
離
れ
業
の
ご
と
き
話

術
論
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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土子笑面『話術新論』と三遊亭円朝

　
　
｜
付
記
｜

本
稿
は
、
拙
論
「
理
想
と
し
て
の
円
朝
―
―
土
子
笑
面
『
話
術
新
論
』
か
ら

見
た
円
朝
の
姿
」（
博
士
論
文
『
三
遊
亭
円
朝
と
落
語
の
「
近
代
」』、立
教
大
学
、

平
成
23
年
）、
及
び
第
49
回
藝
能
史
研
究
会
大
会
に
お
け
る
研
究
発
表
「
土
子

笑
面
『
話
術
新
論
』
と
三
遊
亭
円
朝
」（
平
成
24
年
、
同
志
社
女
子
大
学
）
を

大
幅
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
｜
注
釈
｜

当
時
は
「
講
談
」「
落
語
」
よ
り
も
、「
講
釈
」「
お
と
し
ば
な
し
」「
人
情
ば
な
し
」

と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
が
、
本
項
で
は
土
子
笑
面
『
話
術
新
論 

―
一
名
講
談
落
語
の
論
』の
書
名
に
合
わ
せ
て
、「
講
談
」「
落
語
」を
使
用
す
る
。

土
子
笑
面
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、『
大
正
過
去
帳 

物
故
人
名
辞
典
』（
東
京

美
術
、
昭
和
48
年
）
な
ど
を
参
照
。

本
稿
に
お
け
る
『
話
術
新
論 

―
一
名
講
談
落
語
の
論
』
の
引
用
は
、
加
藤

周
一
、
前
田
愛
校
注
『
日
本
近
代
思
想
大
系
16 

文
体
』（
岩
波
書
店
、
平

成
元
年
）
に
拠
る
。

『
坪
内
逍
遙
研
究
資
料
１
』（
新
樹
社
、
昭
和
44
年
）。

前
田
愛
「『
話
術
新
論
―
一
名
講
談
落
語
の
論
』
の
位
置
」（
暉
峻
康
隆
、

興
津
要
、
榎
本
滋
民
編
『
口
演
速
記 

明
治
大
正
落
語
集
成
』
第
六
巻
、「
月

報
」、
講
談
社
、
昭
和
55
年
）。

山
本
芳
明
「
解
題
」（
前
掲
『
日
本
近
代
思
想
大
系
16 
文
体
』）。

渡
辺
慎
治
編
『
現
代
実
業
家
月
旦 

天
才
乎
人
才
乎
』（
東
京
堂
、明
治
41
年
）。

野
村
雅
昭
『
落
語
の
言
語
学
』（
平
凡
社
、
平
成
６
年
）。

前
田
愛
「『
話
術
新
論
―
一
名
講
談
落
語
の
論
』
の
位
置
」（
暉
峻
康
隆
、

興
津
要
、
榎
本
滋
民
編
『
口
演
速
記 

明
治
大
正
落
語
集
成
』
第
六
巻
、「
月

報
」、
講
談
社
、
昭
和
55
年
）。

嘯
月
生
「
故
三
遊
亭
円
朝
」（『
文
芸
倶
楽
部
』
明
治
33
年
９
月
）。

山
本
笑
月
『
明
治
世
相
百
話
』（
有
峰
書
店
、
昭
和
46
年
）。

鈴
木
古
鶴
「
円
朝
遺
聞
」（
鈴
木
行
三
編
『
円
朝
全
集
』
巻
十
三
、春
陽
堂
、

昭
和
３
年
）。

正
岡
子
規
「
落
語
連
相
撲
」（『
筆
ま
か
勢
』、
明
治
22
年
）。

12345678910111213

141516

拙
論
「
長
編
人
情
噺
時
代
の
話
法
―
―
円
朝
・
燕
枝
・
柳
桜
―
―
」（『
立
教

大
学
日
本
文
学
』
第
１
２
６
号
、
令
和
３
年
）。

岡
鬼
太
郎
『
あ
つ
ま
唄
』（
南
人
社
、
大
正
７
年
）。

紅
蓮
洞
「
文
壇
垣
覗
き
（
十
四
） 

哲
学
の
流
行
」（『
読
売
新
聞
』
明
治
41

年
７
月
31
日
朝
刊
）。
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