
l
、
（
滑
稽
小
説
〉
の
発
展
と
『
夏
小
袖
』
出
版
 
 

尾
崎
紅
葉
『
夏
小
袖
』
 
（
明
2
5
・
9
 
春
陽
堂
）
 
は
モ
リ
エ
ー
ル
 
「
守
 
 

銭
奴
」
 
戸
ぎ
a
r
e
）
 
の
翻
案
と
し
て
、
特
に
モ
リ
エ
ー
ル
原
作
と
の
比
較
 
 

と
い
う
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
「
性
格
か
ら
生
じ
る
裔
劇
と
い
ふ
こ
 
 

と
に
よ
つ
て
、
笑
ふ
に
芙
へ
な
い
悲
痛
な
味
が
原
作
に
あ
る
の
だ
が
紅
菓
 
 

（
1
し
 
 

は
さ
う
い
ふ
点
は
ご
く
表
面
し
か
見
て
ゐ
な
い
」
と
い
う
吉
田
精
一
の
指
 
 

摘
を
は
じ
め
、
紅
葉
の
使
用
し
た
英
訳
版
と
の
比
較
を
行
っ
た
斎
藤
広
信
 
 

は
 
「
原
作
の
筋
讃
の
面
白
さ
に
着
目
し
、
原
作
で
二
組
の
恋
人
が
登
場
す
 
 

る
痴
話
喧
嘩
の
場
面
を
紅
葉
な
り
に
手
を
加
え
て
拡
大
し
、
前
の
運
び
を
 
 

面
白
く
し
よ
う
と
し
た
」
が
、
「
性
格
描
写
が
主
題
と
な
ら
な
い
」
、
一
方
 
 

で
恋
す
る
男
女
の
巧
み
な
情
景
描
写
に
「
軽
い
、
ふ
ぎ
け
た
滑
稽
味
」
が
 
 

（
り
こ
 
 

加
わ
っ
て
い
る
、
と
評
し
て
い
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
『
金
色
夜
 
 

T
J
一
 
 

文
』
 
の
主
題
は
 
『
夏
小
袖
』
 
か
ら
得
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
見
解
も
あ
る
 
 

も
の
の
、
原
作
に
あ
っ
た
 
「
性
格
か
ら
生
じ
る
蕃
劇
」
と
い
う
特
徴
が
滞
 
 

れ
た
代
わ
り
に
、
前
書
と
男
女
対
話
の
場
面
を
利
用
し
、
紅
葉
流
の
翻
案
 
 

を
行
っ
た
と
い
う
大
枠
は
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
翻
案
と
い
う
方
法
は
、
 
 

（
滑
稽
か
説
）
 
か
ら
 
（
菌
劇
）
 
へ
 
 

－
Ⅰ
⊥
尾
崎
紅
葉
『
夏
小
袖
』
論
 
－
 
 原

作
と
の
相
通
を
問
わ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
同
時
代
の
文
脈
に
 
 

お
い
て
い
か
に
な
さ
れ
た
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
と
い
う
疑
 
 

問
が
残
る
。
 
 
 

『
夏
小
袖
』
は
、
明
治
二
十
五
年
九
月
春
陽
堂
単
行
出
版
、
清
書
を
行
っ
 
 

た
泉
鏡
花
の
 
「
先
生
の
作
と
い
ふ
こ
と
は
、
先
生
と
私
と
、
春
陽
堂
の
主
 
 

人
よ
り
外
に
は
誰
も
知
ら
な
か
つ
た
」
 
（
「
紅
葉
先
生
の
玄
関
番
」
 
『
文
章
 
 

世
界
』
明
4
2
・
9
）
 
と
い
う
述
懐
で
も
知
ら
れ
る
通
り
、
作
者
氏
名
を
伏
 
 

せ
、
巻
末
に
附
け
ら
れ
た
投
票
用
紙
で
作
者
名
の
投
票
を
行
う
と
い
う
懸
 
 

賞
が
行
わ
れ
た
作
で
も
あ
っ
た
。
同
時
代
に
お
け
る
 
『
夏
小
袖
』
 
は
懸
賞
 
 

小
説
と
い
う
話
題
性
も
手
伝
っ
て
、
明
治
二
十
五
年
九
月
の
出
版
直
後
に
 
 

諸
新
聞
雑
誌
に
お
い
て
さ
か
ん
に
評
が
な
さ
れ
て
い
る
。
特
に
 
『
凍
京
朝
 
 

日
新
聞
』
 
上
で
、
響
庭
豊
村
は
 
『
夏
小
袖
』
を
絶
賛
し
、
第
一
回
の
和
七
 
 

と
お
染
の
や
り
と
り
を
引
き
合
い
に
出
し
 
「
甘
い
中
の
甘
い
所
」
 
（
「
夏
小
 
 

袖
を
読
む
」
 
『
東
京
朝
日
』
明
2
5
－
9
・
2
1
）
 
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
 
「
一
 
 

寸
の
間
」
の
対
話
部
分
は
特
に
好
評
で
、
『
国
民
新
聞
』
の
評
（
紅
雨
「
夏
 
 

小
袖
」
明
2
5
・
9
・
1
7
）
 
で
も
わ
ぎ
わ
ぎ
本
文
を
引
用
し
て
嘗
賛
し
て
い
 
 

る
。
ま
た
、
「
共
起
源
よ
り
終
局
に
至
る
ま
で
皆
な
様
々
な
る
男
女
の
言
 
 

辞
を
以
て
潤
た
す
何
に
し
て
も
用
辞
巧
妙
」
（
「
新
刊
批
評
 
家
小
袖
」
『
毎
 
 

植
 
田
 
理
 
子
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日
新
聞
』
 
明
2
5
・
9
・
2
0
）
 
と
の
評
が
み
ら
れ
、
和
七
と
お
染
め
を
は
じ
 
 

め
と
し
た
男
女
の
絶
妙
な
対
話
が
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
モ
リ
エ
ー
 
 

ル
の
翻
案
で
あ
る
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
『
早
稲
田
文
学
』
 
で
坪
内
迫
 
 

造
が
 
「
モ
リ
エ
ー
ル
の
面
影
」
 
（
明
2
5
・
9
・
罰
）
 
と
題
し
た
文
章
で
、
 
 

マ
∴
マ
 
 

「
原
作
に
て
は
ハ
ル
パ
ゴ
ン
の
性
質
甚
だ
明
著
に
し
て
其
の
礪
疑
心
の
深
 
 

き
処
も
其
の
欲
の
為
に
人
情
を
棄
却
し
我
が
子
を
も
家
人
を
も
皆
盗
賊
の
 
 

や
う
に
疑
ふ
さ
ま
も
幾
倍
か
鋭
く
あ
ら
は
れ
た
り
と
紀
ゆ
」
と
述
べ
て
い
 
 

る
。
さ
ら
に
、
高
橋
五
郎
の
 
『
国
民
之
友
』
 
へ
の
寄
稿
で
は
、
「
斯
の
如
 
 

き
野
卑
な
る
者
に
非
ず
」
 
（
明
2
5
・
9
・
2
3
）
 
と
原
作
に
忠
実
で
な
い
こ
 
 

と
へ
の
非
難
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
今
日
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
性
格
 
 

描
写
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
言
及
し
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
 
 

遭
造
は
 
「
原
作
の
英
訳
を
机
辺
に
有
せ
ぎ
れ
ば
精
密
に
対
照
す
る
に
由
無
 
 

け
れ
ど
」
と
断
り
、
「
此
作
に
感
心
せ
り
」
と
述
べ
て
も
い
る
。
以
上
の
 
 

点
に
加
え
て
特
徴
的
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
評
の
中
で
、
書
劇
と
滑
稽
小
説
 
 

と
い
う
言
葉
が
混
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
文
学
上
よ
り
之
（
滑
 
 

稽
…
植
田
注
）
 
が
発
達
を
希
ふ
も
の
と
せ
ば
、
吾
人
は
寧
ろ
滑
稽
文
学
の
 
 

新
ス
タ
イ
ル
を
輸
入
す
る
を
最
も
捷
径
な
り
と
信
ず
」
 
（
前
掲
『
国
民
新
 
 

聞
』
）
、
あ
る
い
は
 
「
軽
妙
な
る
滑
稽
小
説
な
り
」
 
（
『
郵
便
報
知
新
聞
』
明
 
 

2
5
・
9
・
2
5
）
と
評
さ
れ
て
お
り
、
「
蕃
劇
」
と
「
滑
稽
小
説
」
は
ほ
ぼ
 
 

同
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
特
に
 
『
国
民
新
聞
』
 
の
紅
雨
は
、
 
 

滑
稽
小
説
を
段
階
的
に
発
達
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
の
段
階
の
一
つ
 
 

と
し
て
翻
訳
も
の
を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
 
 

日
本
独
自
の
進
歩
を
と
げ
る
 
（
滑
稽
小
説
）
 
に
翻
案
と
い
う
段
階
を
位
置
 
 

づ
け
る
考
え
方
が
あ
っ
た
事
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

ま
た
、
『
要
小
袖
』
 
は
、
勝
本
滴
二
郎
の
 
「
紅
葉
自
身
は
こ
の
作
を
戯
 
 曲

と
し
て
番
い
た
の
で
は
な
く
、
目
新
し
い
一
つ
の
形
式
の
小
説
と
し
て
 
 

（
1
）
 
書
い
た
」
と
い
う
指
摘
を
は
じ
め
と
し
て
、
戯
曲
作
品
で
は
な
く
小
説
作
 
 

品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
前
掲
の
評
を
見
て
い
く
限
り
、
確
か
に
 
 

（
小
説
）
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
付
け
加
え
る
な
ら
ば
（
蕃
劇
）
 
 

と
の
境
界
の
曖
昧
な
新
し
い
 
（
滑
稽
小
説
）
と
し
て
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
 
 

『
賓
小
袖
』
を
新
作
た
ら
し
め
る
、
従
来
の
 
（
滑
稽
小
説
）
家
と
し
て
は
 
 

「
彼
の
草
堂
子
の
戯
作
の
姐
き
も
の
に
あ
ら
ず
」
 
（
前
掲
『
郵
便
報
知
新
 
 

聞
』
）
あ
る
い
は
「
率
堂
氏
の
も
の
ゝ
如
き
可
笑
し
か
ら
ぎ
る
に
あ
ら
ず
」
 
 

（
前
掲
『
国
民
新
聞
』
）
 
と
し
て
率
堂
得
知
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
 
 

（
＊
後
述
）
。
つ
ま
り
『
夏
小
袖
』
と
は
、
旧
来
の
 
（
滑
稽
小
説
）
を
書
 
 

く
草
堂
得
知
と
い
っ
た
作
家
の
作
と
は
異
な
る
、
新
た
な
（
滑
稽
小
説
）
 
 

と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

（
滑
稽
小
説
）
と
 
（
専
劇
）
と
い
う
言
葉
は
混
用
さ
れ
て
い
る
、
と
述
 
 

べ
た
が
、
紅
葉
自
身
は
、
そ
れ
を
い
か
に
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
花
 
 

房
柳
外
「
故
紅
葉
山
人
と
演
劇
と
」
 
（
『
新
小
説
』
明
3
7
・
3
）
 
に
は
、
紅
 
 

葉
は
「
以
前
『
歌
舞
伎
新
報
』
 
の
あ
り
し
噴
は
演
劇
に
関
す
る
論
談
も
掛
 
 

か
ら
ず
、
西
洋
脚
本
の
翻
訳
も
あ
り
、
一
面
に
は
新
演
劇
に
は
其
の
作
陸
 
 

続
脚
色
上
場
せ
ら
れ
、
青
葉
会
の
折
に
は
自
ら
劇
評
の
筆
を
執
ら
れ
た
る
 
 

事
も
あ
り
」
と
記
さ
れ
、
戯
曲
翻
訳
と
と
も
に
、
自
作
が
上
演
さ
れ
、
自
 
 

ら
劇
評
を
執
筆
し
て
い
た
事
が
分
か
る
。
劇
評
に
関
し
て
は
、
『
歌
舞
伎
 
 

新
報
』
や
芋
太
郎
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
『
読
売
新
聞
』
に
寄
稿
し
て
い
た
。
 
 

ま
た
柳
外
の
記
述
に
あ
る
「
青
葉
会
」
に
関
し
て
は
、
「
坪
内
雄
蔵
高
山
 
 

林
次
郎
岡
田
正
美
等
諸
氏
の
発
起
に
て
青
葉
会
と
い
ふ
観
劇
会
出
来
た
 
 

り
」
、
「
各
座
の
興
行
中
日
ぼ
し
き
も
の
を
其
都
度
惣
見
物
し
担
当
者
を
定
 
 

め
て
劇
評
会
を
開
き
其
の
評
を
新
聞
雑
誌
に
公
に
す
る
外
新
旧
脚
本
の
批
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評
研
究
修
正
を
も
な
し
以
て
劇
の
進
歩
を
図
ら
ん
と
す
る
」
（
『
読
売
新
聞
』
 
 

明
封
・
6
・
2
4
）
 
と
い
う
記
事
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
紅
葉
は
こ
の
裔
 
 

薬
会
の
他
に
演
芸
協
会
と
い
う
団
体
に
も
名
を
連
ね
て
お
り
、
高
田
早
苗
 
 

丁
ユ
 
 

の
『
半
峰
青
ば
な
し
』
に
は
、
文
芸
委
員
は
尾
崎
紅
葉
、
坪
内
通
過
ら
で
、
 
 

「
極
端
な
写
実
主
義
で
も
、
病
歴
主
義
で
も
な
い
」
、
「
其
英
雄
烈
婦
、
忠
 
 

臣
孝
子
本
位
」
 
で
も
な
い
、
「
西
洋
劇
化
主
義
で
な
く
、
飽
迄
も
国
劇
の
 
 

特
長
を
保
存
し
つ
ゝ
、
芸
術
と
し
て
の
向
上
を
図
ら
う
と
望
ん
だ
」
団
体
 
 

で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

紅
紫
自
身
の
劇
評
を
見
る
と
 
「
歌
舞
伎
に
は
歌
舞
伎
の
奪
ふ
べ
か
ら
ぎ
 
 

る
長
所
あ
り
、
此
新
演
劇
に
亦
裔
ぶ
可
き
一
種
独
特
の
妙
あ
り
」
 
（
「
清
美
 
 

館
男
女
合
同
改
良
演
劇
評
」
 
『
読
売
新
聞
』
 
明
2
4
・
1
1
・
1
7
）
 
と
伝
統
演
 
 

劇
で
あ
る
歌
舞
伎
と
、
当
時
「
新
演
劇
」
と
呼
ば
れ
た
新
派
の
双
方
の
長
 
 

所
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
新
派
劇
に
関
し
て
は
、
「
大
体
の
 
 

式
は
附
け
て
ド
タ
バ
タ
願
滅
多
摸
の
手
順
を
定
め
て
置
い
て
も
ら
ひ
た
 
 

し
」
 
（
「
済
美
館
男
女
合
同
改
良
演
劇
評
」
 
『
読
売
新
聞
』
明
2
4
・
1
1
・
1
6
）
 
 

と
お
お
ま
か
で
は
あ
る
が
型
が
あ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
歌
舞
伎
に
関
 
 

し
て
は
、
「
俳
優
が
お
の
れ
の
道
に
昧
い
の
が
、
猶
太
甚
し
い
と
謂
つ
て
も
、
 
 

姜
支
は
無
か
ら
う
か
と
思
ふ
」
 
（
こ
う
え
ふ
 
「
幕
の
外
」
 
『
歌
舞
伎
新
報
』
 
 

明
2
8
・
8
・
2
5
）
 
と
述
べ
、
観
客
受
け
ば
か
り
を
気
に
す
る
俳
優
に
演
劇
 
 

を
総
合
的
に
理
解
す
る
よ
う
主
張
し
て
い
る
へ
U
 
 
 

こ
の
よ
う
な
劇
評
か
ら
察
す
る
に
、
紅
葉
の
演
劇
観
と
い
う
も
の
が
あ
 
 

る
と
す
る
な
ら
ば
、
演
芸
協
会
の
理
念
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
極
端
な
写
 
 

実
・
欧
化
を
避
け
な
が
ら
日
本
独
自
の
劇
を
模
索
す
る
程
度
の
も
の
だ
っ
 
 

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
石
澤
秀
二
は
、
末
松
謙
浮
の
改
良
論
に
お
け
 
 

る
番
劇
と
は
、
「
滑
稽
洒
落
を
も
つ
ぱ
ら
と
す
る
笑
劇
的
茶
番
劇
で
あ
つ
た
 
 

よ
う
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
一
般
的
認
識
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
 
 

し
、
平
辰
彦
は
明
治
期
に
お
い
て
「
宙
劇
」
と
い
う
語
が
定
着
す
る
の
は
、
 
 

明
治
三
十
年
代
で
あ
り
、
モ
リ
エ
ー
ル
の
翻
案
劇
を
通
し
て
で
あ
っ
た
と
 
 

で
⊥
 
 

述
べ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
に
 
「
者
劇
」
 
と
い
う
語
は
定
着
し
て
お
ら
 
 

ず
、
裔
劇
は
 
「
笑
劇
的
茶
番
劇
」
 
と
据
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
 
 

り
）
 
 

で
あ
る
。
紅
黄
ば
劇
評
を
執
筆
す
る
な
ど
、
演
劇
に
内
外
か
ら
深
く
関
 
 

わ
っ
て
お
り
、
と
く
に
謙
澄
の
改
良
論
を
支
持
し
て
い
た
と
い
う
訳
で
は
 
 

な
い
。
し
か
し
、
窟
劇
の
理
解
と
し
て
は
、
改
良
論
か
ら
一
歩
脱
し
て
い
 
 

た
と
し
て
も
、
同
時
代
評
に
見
て
き
た
 
（
滑
稽
小
説
）
を
独
自
に
進
歩
さ
 
 

せ
た
も
の
と
い
う
言
説
に
回
収
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
の
が
 
 

妥
当
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
賓
劇
そ
の
も
の
が
、
（
滑
稽
小
説
）
 
と
据
 
 

え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 

こ
、
「
夏
小
袖
」
上
演
 
 

『
夏
小
袖
』
 
は
、
文
学
作
品
と
し
て
話
題
作
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
上
 
 

演
の
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
た
作
で
も
あ
っ
た
。
白
川
宣
力
締
「
明
治
期
西
洋
 
 

へ
H
）
 
 

種
戯
曲
上
演
年
表
」
 
に
よ
れ
ば
、
そ
の
上
演
回
数
は
、
明
治
三
十
年
十
月
 
 

の
初
演
か
ら
大
正
元
年
十
日
の
大
阪
歌
舞
伎
座
で
の
上
演
ま
で
に
、
六
十
 
 

回
を
越
え
て
い
る
。
『
宴
小
袖
』
舞
台
化
に
尺
、
力
し
た
の
は
、
伊
井
背
峰
 
 

を
中
心
と
し
た
新
派
俳
優
で
あ
り
、
同
じ
く
新
派
の
女
形
と
し
て
知
ら
れ
 
 

た
河
合
武
雄
は
、
伊
井
の
こ
の
取
り
組
み
に
関
し
て
、
「
こ
の
頃
の
蕃
劇
 
 

と
吉
へ
ば
、
多
く
は
内
容
の
惑
い
た
ゞ
趣
向
の
み
に
重
き
を
置
い
た
も
の
 
 

を
、
伊
井
氏
が
紅
葉
山
人
の
 
『
夏
小
袖
』
 
に
手
を
つ
け
た
の
は
大
い
な
る
 
 

T
ヱ
 
 

功
績
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
文
学
作
品
の
中
で
も
、
特
に
裔
劇
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に
あ
た
る
も
の
を
扱
っ
た
点
で
評
価
し
て
い
る
。
『
夏
小
袖
』
 
は
、
文
学
 
 

作
品
上
演
の
試
み
と
し
て
画
期
的
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
上
演
に
お
い
て
 
 

も
成
功
を
収
め
た
作
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
夏
小
袖
』
は
、
 
 

紅
葉
が
 
「
馬
鹿
正
直
の
翻
訳
は
労
し
て
功
な
し
」
、
「
そ
こ
を
利
口
に
立
廻
 
 

り
て
翻
案
お
も
し
ろ
く
」
 
（
松
居
桧
葉
『
当
世
女
学
者
』
序
 
明
2
7
・
5
 
 

右
文
社
）
 
と
モ
リ
エ
ー
ル
の
作
を
翻
案
し
た
の
と
同
様
に
、
伊
井
啓
峰
に
 
 

よ
る
上
演
に
よ
っ
て
、
よ
り
舞
台
上
演
に
適
し
た
も
の
へ
と
脚
色
さ
れ
た
 
 

訳
だ
が
、
そ
れ
は
原
作
を
離
れ
、
『
夏
小
袖
』
が
よ
り
同
時
代
的
な
解
釈
を
 
 

拡
大
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
舞
台
上
演
と
し
て
の
 
「
夏
小
袖
」
を
見
る
 
 

こ
と
で
 
『
夏
小
袖
』
が
ど
う
解
釈
さ
れ
、
モ
リ
エ
ー
ル
の
作
で
あ
る
「
守
 
 

銭
奴
」
が
ど
の
よ
う
な
幅
を
持
っ
て
受
け
い
れ
ら
れ
た
か
を
具
体
的
に
見
 
 

る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
降
、
と
く
に
明
治
期
を
中
心
と
し
 
 

た
上
演
記
録
を
見
て
い
く
も
の
と
す
る
。
 
 
 

先
述
し
た
通
り
、
「
夏
小
袖
」
は
真
砂
座
で
明
治
三
十
年
十
月
に
初
め
 
 

（
け
〕
 
 

て
上
演
さ
れ
、
こ
の
時
は
新
派
俳
優
と
歌
舞
伎
俳
優
が
合
同
で
公
演
を
 
 

行
っ
た
際
の
演
目
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
。
一
番
目
「
怪
談
乳
房
梢
」
 
 

中
幕
「
手
習
鏡
賀
の
視
」
が
歌
舞
伎
排
優
に
よ
る
も
の
で
、
二
番
目
「
牛
 
 

若
丸
」
大
切
「
夏
小
袖
」
が
伊
井
背
峰
を
中
心
と
し
た
新
派
俳
優
の
受
け
 
 

一
〓
一
 
 

も
ち
で
あ
っ
た
 
（
『
芝
居
』
1
号
明
3
0
・
1
0
）
。
こ
の
上
演
に
あ
た
り
「
来
 
 

月
の
初
め
よ
り
黄
砂
座
に
於
て
催
ほ
す
伊
井
蓉
峰
一
座
の
二
番
目
狂
言
に
 
 

ハ
吾
社
の
尾
崎
紅
葉
の
小
説
「
夏
小
袖
」
を
出
さ
ん
と
し
此
頃
得
知
翁
の
 
 

紹
介
を
経
其
旨
を
申
込
み
て
紅
葉
の
承
諾
を
経
た
り
」
 
（
「
紅
葉
の
 
「
夏
小
 
 

袖
」
と
伊
井
一
座
の
膏
劇
」
 
『
読
売
新
聞
』
明
3
0
・
9
・
2
9
）
 
と
あ
り
、
 
 

劇
評
家
と
し
て
も
知
ら
れ
た
草
堂
得
知
が
仲
介
を
し
た
と
の
記
述
が
見
ら
 
 

れ
る
。
ま
た
同
『
読
売
新
聞
』
 
で
、
脚
色
は
原
作
の
趣
旨
を
反
映
し
、
台
 
 

詞
は
本
文
の
通
り
に
行
う
こ
と
を
断
っ
て
あ
り
、
原
作
者
に
無
断
で
改
 
 

作
・
上
演
す
る
こ
と
が
ま
か
り
通
っ
て
い
た
当
時
の
小
説
の
劇
化
を
め
ぐ
 
 

る
状
況
の
中
で
、
あ
く
ま
で
原
作
の
趣
旨
を
損
ね
な
い
、
文
学
的
な
取
り
 
 

組
み
で
あ
る
意
図
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
上
演
で
は
新
作
上
演
に
力
 
 

が
注
が
れ
た
ら
し
く
、
二
番
目
に
上
演
さ
れ
た
「
牛
若
丸
」
は
伊
井
啓
峰
 
 

作
の
新
作
史
劇
で
あ
り
 
（
前
掲
『
芝
居
』
 
に
よ
る
）
、
「
二
番
目
伊
井
一
座
 
 

持
の
 
「
牛
若
丸
」
及
び
大
切
「
夏
小
袖
」
が
呼
物
と
な
り
て
近
来
の
大
景
 
 

気
」
 
（
『
芝
居
』
2
号
明
3
0
・
1
0
）
 
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
 
 
 

「
夏
小
袖
」
初
演
が
ど
の
よ
う
に
上
演
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
伊
井
 
 

啓
峰
が
中
心
と
な
っ
て
刊
行
さ
れ
た
 
『
錆
紬
通
報
』
 
（
明
3
0
・
1
0
）
 
の
筋
書
 
 

に
よ
っ
て
確
認
す
る
車
が
出
来
る
。
「
金
貸
五
郎
右
衛
門
住
家
の
場
」
、
「
金
 
 

貸
す
は
親
借
り
る
は
息
子
出
会
の
域
」
「
五
郎
右
衛
門
宅
奥
庭
の
場
」
、
の
 
 

三
場
構
成
で
、
「
金
貸
五
郎
右
衛
門
住
家
の
場
」
 
で
は
、
和
七
と
お
そ
め
 
 

が
話
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
徳
之
助
が
現
れ
、
八
重
と
夫
婦
に
な
る
約
束
 
 

を
し
て
い
る
も
の
の
、
親
父
の
あ
の
気
性
で
は
無
理
だ
ろ
う
と
嘆
じ
、
そ
 
 

こ
へ
五
郎
右
衛
門
と
手
代
佐
助
が
登
場
し
、
五
郎
右
衛
門
は
、
「
貴
さ
ま
 
 

は
一
体
気
に
入
ら
ぬ
大
飯
食
ら
ひ
だ
か
ら
」
と
佐
助
に
暇
を
出
し
て
い
 
 

る
。
五
郎
右
衛
門
は
自
分
と
八
重
の
縁
談
と
お
そ
め
の
縁
談
を
持
ち
出
 
 

し
、
お
そ
め
は
和
七
に
教
わ
っ
た
通
り
「
に
せ
癖
を
起
」
し
、
「
こ
の
も
 
 

や
う
や
ろ
し
く
道
具
替
る
」
と
あ
り
、
紅
葉
『
夏
小
袖
』
の
「
一
寸
の
間
」
 
 

「
縁
談
（
下
）
」
 
に
あ
た
る
部
分
の
筋
が
記
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
「
金
 
 

貸
す
は
親
借
り
る
は
息
子
出
会
の
場
」
で
は
、
「
工
面
」
、
「
高
利
」
の
内
 
 

容
を
、
「
五
郎
右
衛
門
宅
奥
庭
の
場
」
 
で
は
、
「
掘
出
し
」
 
に
あ
た
る
内
容
 
 

を
扱
っ
て
い
る
。
逆
に
「
お
餞
舌
」
、
「
結
納
」
、
「
鞘
当
」
 
に
あ
た
る
部
分
 
 

に
関
し
て
は
、
こ
の
筋
書
を
み
る
限
り
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
初
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l
）
 
 

演
番
付
を
見
る
と
 
「
お
餅
舌
」
 
に
登
場
す
る
人
物
で
あ
る
お
か
ん
に
関
し
 
 

て
は
「
口
人
婆
お
勘
」
、
「
結
納
」
 
で
登
場
す
る
お
八
東
に
関
し
て
は
 
「
花
 
 

嫁
お
八
重
」
 
の
記
戟
が
あ
り
、
少
な
く
と
も
人
物
の
萱
場
は
あ
っ
た
事
に
 
 

な
る
。
 
 
 

こ
の
初
演
以
降
「
夏
小
袖
」
 
は
再
演
を
重
ね
る
こ
と
と
な
り
、
「
「
夏
小
 
 

袖
」
は
、
大
成
功
で
あ
つ
た
、
そ
れ
が
始
め
て
歌
舞
伎
座
を
踏
ん
だ
時
で
 
 

あ
る
だ
け
に
、
私
は
こ
の
狂
言
が
忘
れ
ら
れ
な
い
」
 
（
「
「
夏
小
袖
」
 
の
話
」
 
 

『
読
売
新
聞
』
昭
5
・
4
■
2
9
）
 
と
い
う
伊
井
の
回
想
に
見
ら
れ
る
通
り
、
 
 

明
治
三
十
一
年
九
月
に
は
歌
舞
伎
座
で
上
演
さ
れ
て
い
る
。
松
本
伸
子
 
 

1
〓
∵
 
 

『
明
治
演
劇
論
史
』
 
に
よ
れ
ば
、
川
上
音
二
郎
に
よ
る
西
洋
小
説
の
劇
化
 
 

上
演
に
刺
激
を
受
け
て
、
伊
井
は
初
演
「
夏
小
袖
」
上
演
を
試
み
た
も
の
 
 

で
、
新
派
劇
の
歌
舞
伎
座
上
演
自
体
も
、
川
上
音
二
郎
が
長
田
秋
藩
の
 
 

E
・
パ
イ
エ
ロ
ン
原
作
の
翻
案
「
三
恐
悦
」
 
の
台
本
を
修
正
・
加
筆
し
、
 
 

上
演
中
止
さ
れ
た
後
さ
ら
に
再
開
し
た
と
い
う
事
件
で
、
世
間
の
注
目
を
 
 

集
め
て
い
た
。
『
読
売
新
聞
』
 
に
は
、
「
歌
舞
伎
座
の
次
興
行
ハ
尚
一
回
新
 
 

演
劇
に
て
今
度
ハ
伊
井
一
座
な
り
と
い
ふ
其
次
第
を
聞
く
に
伊
井
ハ
今
回
 
 

の
合
同
芝
居
に
省
か
れ
し
を
過
憾
に
思
ひ
顔
役
石
定
に
泣
付
き
次
回
興
行
 
 

ハ
自
分
の
一
座
に
て
開
場
し
た
し
と
頼
み
 
（
中
略
）
石
定
ハ
承
諾
」
（
明
3
1
・
 
 

8
・
3
0
）
 
し
た
と
い
う
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
伊
井
奪
略
に
よ
る
 
「
夏
 
 

小
袖
」
は
こ
の
歌
舞
伎
座
上
演
に
よ
っ
て
評
価
を
確
立
し
て
お
り
、
「
作
 
 

も
よ
し
特
に
台
詞
が
暫
句
沢
山
な
れ
バ
面
白
き
事
こ
の
上
な
し
」
（
背
々
園
 
 

「
歌
舞
伎
座
の
伊
井
一
座
」
 
『
都
新
聞
』
 
明
3
1
・
9
・
2
8
）
 
と
い
う
評
を
 
 

は
じ
め
と
し
て
、
紅
葉
『
要
小
袖
』
を
絶
賛
し
た
饗
庭
蟹
村
も
「
釆
ハ
本
 
 

で
見
た
方
が
興
味
ハ
深
い
」
と
断
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
「
本
を
読
ん
で
 
 

も
面
白
い
も
の
を
舞
台
に
か
け
て
見
る
な
れ
バ
其
の
面
白
さ
云
ん
方
な
 
 

く
」
 
（
「
歌
舞
伎
座
略
評
」
 
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
3
1
・
9
・
2
6
）
 
と
述
べ
 
 

て
い
る
。
こ
の
歌
舞
伎
座
の
上
演
の
際
に
は
、
灰
吹
屋
の
内
の
場
、
堀
外
 
 

一
〓
 
 

の
場
、
奥
庭
の
場
と
い
う
三
場
で
構
成
さ
れ
、
続
く
明
治
三
十
三
年
八
月
 
 

常
磐
座
で
の
上
演
で
も
、
灰
吹
屋
奥
座
し
き
の
場
、
堀
外
の
場
、
奥
庭
の
 
 

（
1
5
）
 
 

喝
と
い
う
同
様
の
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
以
降
例
え
ば
、
灰
吹
屋
見
世
之
 
 

（
川
）
 
 

場
、
奥
庭
掘
出
之
場
と
い
う
二
域
に
さ
ら
に
短
く
な
っ
た
も
の
は
あ
っ
て
 
 

も
、
ほ
ぼ
奥
座
敷
、
堀
外
、
奥
庭
と
い
う
三
場
で
固
定
化
し
て
い
る
。
 
 
 

脚
本
に
対
す
る
評
価
と
同
時
に
俳
優
に
よ
る
好
演
も
「
夏
小
袖
」
好
評
 
 

の
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
児
島
文
衛
は
、
「
夏
小
袖
」
 
の
お
染
役
を
当
 
 

り
役
と
し
、
三
木
竹
二
は
こ
の
児
島
の
お
染
を
「
人
物
と
科
白
の
一
致
し
 
 

て
屠
る
工
合
が
、
い
か
に
も
円
満
で
、
徹
頭
徹
尾
破
綻
を
見
出
す
こ
と
が
 
 

出
来
な
い
」
 
（
「
夏
小
袖
の
お
染
」
 
『
歌
舞
伎
』
明
3
6
・
2
）
 
と
述
べ
、
原
 
 

作
で
好
評
だ
っ
た
和
七
と
の
対
話
を
演
じ
る
児
島
の
演
技
を
詳
細
に
記
し
 
 

て
い
る
。
 
 
 

新
派
の
演
目
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
「
夏
小
袖
」
は
明
治
三
 
 

十
七
年
七
月
に
は
歌
舞
伎
俳
優
の
手
で
上
演
さ
れ
て
い
る
。
福
地
桜
痴
原
 
 

作
「
彼
の
鶴
」
五
幕
、
中
幕
「
弓
張
月
源
家
鏑
箭
」
、
そ
し
て
大
切
「
夏
 
 

へ
H
）
 
 

小
袖
」
は
「
灰
吹
屋
見
世
之
場
」
、
「
同
奥
庭
掘
出
之
場
」
の
二
場
で
あ
る
。
 
 

こ
の
時
、
か
つ
て
新
派
俳
優
と
し
て
お
染
役
で
あ
て
た
児
島
文
衛
は
、
八
 
 

百
枝
と
改
名
し
て
歌
舞
伎
俳
優
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
上
演
は
不
 
 

評
で
、
新
派
得
意
の
演
目
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
で
「
全
く
壮
士
以
下
の
出
 
 

来
」
 
（
白
鳥
「
歌
舞
伎
座
評
」
 
『
読
売
新
聞
』
明
3
7
・
7
・
1
8
）
 
と
む
し
ろ
 
 

歌
舞
伎
側
の
株
を
下
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
上
演
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
 
 

こ
で
興
味
深
い
の
は
、
歌
舞
伎
で
演
じ
ら
れ
る
こ
と
で
『
夏
小
袖
』
の
（
明
 
 

治
ら
し
さ
）
と
い
う
ぺ
き
も
の
が
、
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
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伊
原
青
々
園
の
 
「
原
作
で
ハ
見
物
受
け
の
す
る
雅
旬
を
ム
ヤ
ミ
に
刷
っ
 
 

て
、
必
要
も
な
い
拾
台
辞
を
入
れ
た
り
」
、
「
白
廻
し
が
七
五
調
を
脱
か
さ
 
 

ぬ
た
め
引
立
た
な
か
つ
た
り
」
、
「
旧
役
者
に
文
学
の
趣
味
が
な
い
為
め
原
 
 

作
を
理
解
す
る
事
出
来
な
い
と
、
且
つ
ハ
旧
芝
居
ハ
白
ま
は
り
其
他
既
に
 
 

一
定
動
か
す
べ
か
ら
ぎ
る
型
が
出
来
て
居
る
為
め
 
「
夏
小
袖
」
 
の
や
う
な
 
 

破
格
の
新
作
ハ
到
底
完
全
に
演
じ
あ
ら
は
す
事
が
出
来
な
い
」
（
「
盆
芝
居
」
 
 

『
都
新
聞
』
明
3
7
・
7
・
1
9
）
 
と
い
う
評
を
は
じ
め
、
同
様
に
「
紅
葉
山
 
 

人
が
得
意
の
明
治
の
詞
の
直
写
を
手
一
杯
に
用
ゐ
る
事
が
出
来
な
い
で
余
 
 

程
感
興
を
削
い
で
居
る
」
 
（
「
歌
舞
伎
座
見
物
」
 
琴
一
六
新
聞
』
明
3
7
・
 
 

7
・
1
9
）
 
と
い
う
岡
村
柿
紅
の
評
も
見
ら
れ
、
「
夏
小
袖
」
を
、
歌
舞
伎
 
 

俳
優
の
七
五
調
の
台
詞
ま
わ
し
や
「
一
定
動
か
す
べ
か
ら
ぎ
る
型
」
を
通
 
 

し
て
演
じ
る
事
の
遥
和
感
を
通
し
て
、
か
え
っ
て
そ
れ
が
明
治
の
風
俗
を
 
 

「
直
写
」
し
た
も
の
で
あ
る
事
を
再
認
識
さ
せ
て
い
る
。
「
前
の
お
染
と
 
 

和
七
の
い
ち
や
つ
き
を
削
っ
た
の
な
ど
も
大
い
に
悪
い
」
 
（
前
掲
『
二
六
 
 

新
聞
』
）
、
あ
る
い
は
、
「
何
故
徳
之
助
が
金
を
侍
る
件
と
お
八
東
と
い
う
 
 

娘
の
姿
を
見
せ
な
か
つ
た
の
で
せ
う
」
 
（
「
盆
芝
居
」
 
『
束
東
胡
日
新
聞
』
 
 

明
3
7
・
7
・
2
0
）
 
と
の
記
述
も
見
ら
れ
、
原
作
、
新
派
上
演
と
も
に
好
評
 
 

で
あ
っ
た
和
七
と
お
染
の
対
話
、
徳
之
助
が
父
親
五
郎
右
衛
門
か
ら
金
を
 
 

借
り
る
場
面
が
削
ら
れ
た
事
が
非
粧
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
批
評
を
通
 
 

し
て
、
『
夏
小
袖
』
は
、
「
一
寸
の
間
」
や
「
高
利
」
と
い
っ
た
場
面
に
特
 
 

に
 
（
明
治
ら
し
い
）
男
女
の
姿
が
巧
妙
な
台
詞
に
よ
っ
て
、
生
き
生
き
と
 
 

描
か
れ
た
作
と
受
け
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

昭
和
五
年
五
月
に
は
帝
国
劇
場
で
、
「
原
作
を
離
れ
て
立
派
な
明
治
中
 
 

期
の
時
代
的
作
品
と
云
ふ
べ
き
」
 
（
帝
国
劇
場
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
 
国
立
劇
 
 

場
）
作
と
な
っ
た
「
夏
小
袖
」
が
上
演
さ
れ
た
。
こ
の
上
演
に
お
い
て
は
、
 
 

「
努
め
て
当
時
の
風
俗
を
研
究
し
、
文
通
す
べ
き
所
は
適
し
、
有
る
程
度
 
 

の
現
代
向
に
短
縮
し
て
上
演
致
し
ま
す
」
と
あ
り
、
明
治
と
い
う
現
代
を
 
 

「
直
写
」
 
し
て
い
る
事
に
定
評
が
あ
っ
た
 
「
夏
小
袖
」
は
、
そ
の
ま
ま
、
 
 

か
つ
て
の
明
治
を
（
写
）
し
た
も
の
と
し
て
の
価
値
を
見
い
だ
さ
れ
て
い
 
 

る
。
モ
リ
エ
ー
ル
の
翻
案
で
あ
っ
た
 
『
夏
小
袖
』
 
は
、
同
時
代
に
お
い
て
 
 

紅
葉
に
よ
る
翻
案
、
そ
し
て
上
演
に
よ
る
脚
色
の
過
程
を
経
る
こ
と
で
、
 
 

よ
り
巧
妙
に
、
現
在
で
あ
っ
た
明
治
を
描
写
し
た
作
か
ら
、
か
つ
て
の
明
 
 

治
を
描
写
す
る
作
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

三
、
従
来
の
 
（
滑
稽
小
説
）
家
 
 

遷
幸
堂
得
知
「
鮎
無
骨
娘
」
と
の
比
較
－
 
 

と
こ
ろ
で
、
明
治
三
十
一
年
九
月
に
「
夏
小
袖
」
 
は
、
歌
舞
伎
座
で
上
 
 

演
さ
れ
、
そ
れ
が
新
派
俳
優
伊
井
蓉
峰
に
よ
っ
て
記
念
的
な
公
演
と
し
て
 
 

回
想
さ
れ
、
同
時
に
諸
劇
評
家
連
の
注
目
を
集
め
た
上
演
で
あ
っ
た
こ
と
 
 

を
［
2
］
 
で
確
認
し
た
。
こ
の
 
「
夏
小
袖
」
歌
舞
伎
座
上
演
の
直
後
で
あ
 
 

る
明
治
三
十
一
年
十
月
、
劇
評
家
と
し
て
も
知
ら
れ
る
草
堂
得
知
は
 
『
東
 
 

京
朝
日
新
聞
』
 
に
「
啓
劇
の
緒
言
」
と
題
し
た
以
下
の
文
章
を
著
し
、
翌
 
 

日
よ
り
同
紙
上
で
「
鮎
無
骨
娘
」
 
（
明
3
1
・
1
0
・
1
6
～
1
1
■
3
）
 
の
連
載
 
 

を
開
始
し
て
い
る
。
 
 

近
頃
啓
劇
流
行
の
世
の
中
で
あ
る
に
も
拘
は
ら
ず
旧
劇
に
此
新
作
の
 
 

な
き
ハ
如
何
せ
し
事
ぞ
や
 
（
中
略
）
西
洋
の
翻
訳
な
ど
、
い
ふ
人
情
 
 

の
変
つ
た
も
の
で
ハ
ニ
な
し
に
く
い
所
も
あ
る
べ
き
が
古
く
と
も
日
 
 

本
の
小
説
に
あ
る
も
の
な
ら
バ
さ
し
て
六
ケ
敷
事
に
も
あ
る
ま
じ
く
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今
試
み
に
其
碩
作
の
滑
稽
も
の
娘
気
質
を
抜
粋
し
定
を
明
治
世
界
の
 
 

有
様
に
し
て
演
劇
に
脚
色
バ
こ
ん
な
も
の
で
あ
ら
う
と
い
ふ
事
を
示
 
 

さ
ん
、
 
（
「
喜
劇
の
緒
言
」
 
『
東
京
朝
日
新
聞
』
 
明
3
1
・
1
0
・
1
5
）
 
 

た
て
続
け
に
歌
舞
伎
座
で
新
派
に
よ
る
翻
案
も
の
の
上
演
さ
れ
た
直
後
で
 
 

あ
る
こ
と
、
ま
た
 
「
旧
劇
に
此
新
作
の
な
き
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
、
さ
 
 

ら
に
 
「
西
洋
の
翻
訳
な
ど
ゝ
い
ふ
人
情
の
変
つ
た
も
の
」
 
と
あ
る
こ
と
か
 
 

ら
も
、
劇
適
で
あ
っ
た
得
知
が
、
新
派
に
よ
っ
て
上
演
さ
れ
た
「
夏
小
袖
」
 
 

等
の
翻
案
を
意
識
し
、
「
旧
劇
」
即
ち
歌
舞
伎
に
お
け
る
新
作
（
者
劇
）
 
 

を
創
作
し
よ
う
い
と
う
意
気
込
み
が
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
 
 
 

「
飢
無
骨
娘
」
は
、
得
知
自
身
が
述
べ
て
い
る
通
り
、
江
島
英
機
の
『
世
 
 

間
娘
気
質
』
 
二
之
巻
「
世
帯
持
て
も
銭
金
よ
り
命
を
惜
し
ま
ぬ
侍
の
娘
」
 
 

を
下
敷
き
に
し
た
も
の
で
、
概
要
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
質
屋
 
 

の
長
者
屋
三
郎
は
、
先
頃
妻
を
離
縁
し
、
上
野
の
花
見
で
自
分
の
妻
に
ふ
 
 

さ
わ
し
い
娘
が
い
な
い
か
探
し
て
い
る
 
（
①
）
。
何
人
か
当
世
風
の
娘
が
 
 

通
り
か
か
る
が
、
ど
の
娘
に
も
欠
点
が
あ
り
、
最
後
に
 
「
漢
学
国
学
詩
歌
 
 

連
俳
ハ
勿
論
剣
術
柔
術
ま
で
お
出
来
な
さ
る
」
士
族
の
娘
力
枝
を
迎
え
る
 
 

こ
と
に
す
る
。
力
枝
は
、
士
族
の
娘
と
し
て
育
て
ら
れ
た
た
め
に
、
女
義
 
 

太
夫
に
誘
っ
て
も
「
博
物
館
展
覧
会
戎
ハ
能
楽
の
外
港
に
女
の
見
る
も
の
 
 

で
ハ
な
い
」
と
亡
き
父
に
戒
め
ら
れ
て
い
る
と
断
り
 
（
②
）
、
本
ば
か
り
 
 

読
ま
ず
に
針
仕
事
で
も
す
れ
ば
い
い
と
勧
め
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
「
購
し
 
 

き
業
ハ
致
さ
ぬ
心
得
」
 
（
③
）
 
と
答
え
る
。
婚
礼
の
三
日
目
の
夜
に
金
三
 
 

郎
の
家
に
盗
賊
が
入
る
と
、
日
頃
鍛
え
た
武
術
で
盗
賊
を
取
り
押
さ
え
 
 

（
④
）
、
縄
に
縛
ら
れ
た
金
三
郎
を
助
け
出
し
て
、
金
三
郎
を
喜
ば
せ
る
が
、
 
 

力
枝
は
一
家
の
主
で
あ
り
な
が
ら
、
「
踵
継
の
侮
辱
」
を
受
け
た
金
三
部
 
 

に
切
腹
を
迫
る
（
⑤
）
。
そ
こ
で
目
が
覚
め
、
す
べ
て
が
夢
で
あ
っ
た
と
分
 
 

か
る
 
（
⑥
）
ひ
 
 
 

得
知
の
 
「
無
骨
娘
」
と
英
機
の
 
「
世
間
娘
気
質
」
 
は
、
①
上
野
の
花
見
 
 

で
娘
を
見
初
め
、
結
婚
す
る
、
②
娘
を
芝
居
に
誘
う
が
、
断
ら
れ
る
、
③
 
 

針
仕
事
を
断
る
、
④
店
に
入
っ
た
盗
賊
を
取
り
押
さ
え
る
、
⑤
主
で
あ
り
 
 

な
が
ら
縄
目
に
か
け
ら
れ
た
汚
名
を
雪
ぐ
た
め
に
妻
に
切
腹
を
迫
ら
れ
 
 

る
。
⑥
目
が
覚
め
、
全
て
が
夢
で
あ
る
、
と
い
う
大
枠
に
お
い
て
一
致
し
 
 

て
い
る
。
し
か
し
、
「
明
治
世
界
の
有
様
に
し
て
演
劇
に
脚
色
」
す
る
と
 
 

述
べ
て
い
る
通
り
、
脚
本
の
体
裁
を
取
り
、
嫁
探
し
を
す
る
金
三
郎
は
舞
 
 

台
の
端
か
ら
双
眼
鏡
で
花
見
で
行
き
交
う
人
を
眺
め
る
と
い
う
趣
向
を
 
 

と
っ
て
い
た
り
、
②
の
芝
居
見
物
を
断
る
時
の
台
詞
は
 
『
世
間
娘
気
質
』
 
 

に
は
「
四
魔
の
能
の
外
は
女
の
見
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
殊
さ
ら
当
世
の
欝
 
 

舞
伎
狂
言
。
い
た
ず
ら
事
を
第
一
に
た
て
ゝ
不
作
法
な
行
跡
を
し
て
見
す
 
 

（
川
〕
 
 

れ
は
。
」
と
あ
っ
た
も
の
を
、
「
博
物
館
展
覧
会
或
ハ
能
楽
の
外
洩
に
女
の
 
 

見
る
も
の
で
ハ
な
い
殊
更
歌
舞
伎
狂
言
な
ど
ハ
近
頃
俳
優
市
川
団
十
郎
な
 
 

る
者
が
歴
史
劇
を
演
ず
る
と
ハ
維
も
前
後
の
狂
言
に
ハ
幼
稚
の
観
客
を
引
 
 

ん
と
て
往
々
轡
官
の
注
意
を
受
る
や
う
な
淫
猥
の
事
を
演
ず
る
由
な
れ
 
 

バ
」
と
あ
り
、
「
博
物
館
展
覧
会
」
や
、
団
十
郎
の
清
歴
と
い
っ
た
当
世
 
 

の
風
物
を
取
り
入
れ
て
の
書
き
換
え
を
行
っ
て
い
る
事
が
分
か
る
。
得
知
 
 

の
こ
う
い
っ
た
書
き
方
を
見
て
も
分
か
る
通
り
、
歌
舞
伎
の
新
作
（
膏
劇
）
 
 

を
創
作
す
る
に
あ
た
り
、
得
知
が
試
み
た
の
は
、
「
娘
気
質
」
を
明
治
の
 
 

世
に
翻
案
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
 
 
 

佐
伯
孝
弘
は
、
其
碩
の
気
質
物
の
特
徴
と
し
て
、
主
人
公
が
商
人
で
あ
 
 

る
こ
と
、
三
都
を
舞
台
と
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
特
に
西
鶴
と
の
比
較
 
 

に
お
い
て
、
登
場
人
物
の
悪
を
描
く
こ
と
で
教
訓
を
提
示
し
た
り
、
人
間
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の
深
さ
が
浮
か
び
上
あ
が
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
単
に
主
人
公
連
は
 
 

奇
行
に
は
し
る
、
自
分
を
客
観
的
に
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
物
と
し
て
 
 

描
い
て
お
り
、
全
体
と
し
て
 
「
軽
い
笑
い
話
」
を
志
向
し
た
も
の
で
あ
る
 
 

（
拍
）
 
 

と
述
べ
て
い
る
。
「
夏
小
袖
」
 
で
の
商
人
五
郎
右
衛
門
の
金
に
過
剰
に
固
 
 

執
す
る
「
守
銭
奴
」
ぶ
り
、
老
人
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
息
子
の
恋
人
と
 
 

結
婚
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
さ
ま
は
、
ま
さ
に
こ
う
い
っ
た
其
磯
の
気
質
 
 

物
の
世
界
を
想
起
さ
せ
る
も
の
に
映
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
 
 

は
、
同
時
代
読
者
に
と
っ
て
も
、
「
守
銭
奴
」
 
ア
ル
パ
ゴ
ン
の
よ
う
な
人
 
 

物
を
見
た
時
に
、
そ
こ
に
其
磯
の
気
質
物
の
よ
う
な
「
軽
い
笑
い
話
」
を
 
 

読
も
う
と
す
る
素
養
が
あ
っ
た
事
を
示
し
て
い
る
と
言
い
換
え
る
事
も
出
 
 

来
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

新
し
い
 
（
喜
劇
）
を
書
こ
う
と
し
た
時
、
旧
来
の
 
（
滑
稽
小
説
）
家
で
 
 

あ
っ
た
得
知
は
、
其
碩
の
気
質
物
を
、
明
治
を
舞
台
に
、
明
治
の
景
物
を
 
 

取
り
入
れ
る
と
い
う
方
法
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
 
 

り
『
夏
小
袖
』
は
、
そ
の
手
法
に
お
い
て
も
明
治
の
男
女
の
対
話
の
中
に
 
 

（
蕃
劇
）
を
描
き
得
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
従
来
の
 
（
滑
稽
小
説
）
を
 
 

一
新
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

【
注
】
 
 

（
1
）
 
 

（
2
）
 
 

（
3
）
 
 

吉
田
精
一
「
翻
案
時
代
の
紅
葉
」
 
（
『
解
釈
と
鑑
賓
』
昭
1
3
・
6
）
 
 

斎
藤
広
信
「
モ
リ
エ
ー
ル
の
翻
案
家
と
し
て
の
紅
葉
」
 
（
『
比
較
文
学
』
昭
4
5
・
 
 

1
0
）
 
 

伊
狩
車
「
『
夏
小
袖
』
 
の
構
成
と
『
金
色
夜
交
警
 
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
4
4
・
7
）
 
 

を
は
じ
め
と
し
て
、
『
夏
小
袖
』
を
『
金
色
夜
叉
』
 
へ
の
階
梯
と
し
て
捉
え
る
論
 
 

に
桑
原
麻
子
「
モ
リ
エ
ー
ル
 
『
守
鋳
蚊
』
と
尾
崎
紅
葉
『
夏
小
袖
』
 
の
比
較
－
 
 

『
金
色
夜
叉
』
 
へ
の
一
系
譜
！
」
 
（
『
演
劇
学
』
昭
6
1
・
3
）
等
が
あ
る
。
 
 

（
4
）
勝
本
滴
一
郎
「
「
夏
小
袖
」
に
つ
い
て
」
（
『
明
治
大
正
文
学
研
究
』
昭
2
7
・
1
2
）
 
 

（
5
）
高
田
早
苗
『
半
峰
青
ば
な
し
』
 
（
昭
2
・
1
0
 
早
稲
田
大
学
出
版
／
昭
5
8
・
4
 
 

日
本
図
沓
セ
ン
タ
ー
）
 
 

甘
）
石
澤
琴
一
「
フ
ラ
ン
ス
の
戯
曲
と
日
本
演
劇
（
こ
」
 
（
『
新
劇
』
昭
封
・
1
）
 
 

（
7
）
乎
辰
彦
「
明
治
期
に
お
け
る
嘗
劇
の
系
訝
1
そ
の
訳
語
と
上
演
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
 
 

（
『
日
本
演
劇
学
会
紀
要
』
平
元
・
5
）
 
 

（
且
白
川
寛
力
編
「
明
治
期
西
洋
種
戯
曲
上
演
年
表
」
『
演
劇
研
究
』
 
（
平
5
・
3
～
平
 
 

6
■
3
）
 
 

（
9
）
河
合
武
雄
『
女
形
』
 
（
昭
1
2
・
7
 
双
雅
屠
）
 
 

（
1
0
）
上
演
年
月
に
つ
い
て
は
、
前
掲
白
川
富
力
縮
「
明
治
期
西
洋
種
戯
曲
上
演
年
表
」
に
 
 

従
う
。
 
 

（
1
1
）
初
演
の
際
の
題
に
関
し
て
は
、
「
金
色
欲
」
と
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
 
 

新
聞
に
お
い
て
は
「
金
色
欽
」
「
夏
小
袖
」
の
両
方
の
記
述
が
あ
り
、
明
治
三
十
 
 

年
十
月
黄
砂
座
番
付
（
松
竹
大
谷
図
酋
館
）
に
は
「
調
い
ろ
く
〈
」
と
あ
る
。
 
 

（
1
2
）
 
前
掲
其
砂
座
番
付
 
 

（
1
3
）
松
本
伸
子
『
明
治
演
劇
論
史
』
 
（
昭
5
5
・
1
1
 
演
劇
出
版
社
）
 
 

（
1
4
）
 
明
治
三
十
一
年
九
月
歌
舞
伎
座
番
付
（
早
大
演
博
）
 
 

（
1
5
）
 
明
治
三
十
三
年
八
月
常
磐
座
番
付
（
早
大
演
博
）
 
 

（
1
6
）
明
治
三
十
七
年
七
月
歌
舞
伎
座
番
付
（
早
大
演
博
）
 
 

（
1
7
）
前
掲
明
治
三
十
七
年
七
月
歌
舞
伎
座
番
付
 
 

（
1
8
）
 
「
世
間
娘
気
質
」
『
八
文
字
屋
本
全
集
』
 
（
平
6
・
汲
古
沓
院
）
 
に
よ
る
。
 
 

（
1
9
）
佐
伯
孝
弘
『
江
島
其
碩
と
気
質
物
』
 
（
平
1
6
・
7
 
若
草
番
屏
）
 
 

適
宜
旧
字
を
新
字
に
改
め
て
あ
る
。
 
 

（
う
え
だ
 
ま
さ
こ
 
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
 
 

人
文
社
会
科
学
研
究
科
 
日
本
文
学
）
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