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引
窓
の
光
と
陰

―

「
引
窓
」
解
釈
の
歴
史
を
読
み
解
く―

多

田

英

俊

は
じ
め
に

『
双
蝶
蝶
曲
輪
日
記　

続
九
場
』（
以
下
『
双
蝶
々
』
と
略
記
）
の
「
第
八
」、
い
わ
ゆ
る
「
八
幡
里
引
窓
の
段
」（
同
「
引
窓
」）
と

通
称
さ
れ
て
い
る
一
段
を
論
じ
た
文
章
の
題
が
、
引
窓
の
光
と
陰
、
と
し
て
あ
れ
ば
、
た
い
て
い
は
何
を
い
ま
さ
ら
と
の
感
を
抱
か
れ
、

概
説
書
も
し
く
は
既
存
の
論
説
の
蒸
し
返
し
と
受
け
取
ら
れ
る
と
し
て
も
当
然
で
あ
る
。
例
え
ば
、
次
に
あ
げ
る
解
説
を
ご
覧
い
た
だ

こ
う
。『

夏
祭
浪
花
鑑
』
と
並
ぶ
真ま

ぜ
わ

世
話
物
の
大
作
だ
け
に
、
人
情
が
濃こ

ま
や
か
で
、
心
理
描
写
の
明
暗
が
錯
綜
し
て
い
る
の
で
、
引
窓
を

開
け
閉た

て
す
る
よ
う
に
、
そ
の
明
暗
を
く
っ
き
り
と
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
太
夫
三
味
線
は
素
よ
り
、
人

形
も
そ
の
心
が
け
で
表
現
し
な
い
と
、
何
の
こ
と
だ
か
わ
か
ら
ぬ
よ
う
に
も
な
り
か
ね
な
い

（
１
）。

引
窓
の
光
と
陰
と
は
、こ
の
作
品
の
表
現
や
演
出
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。こ
の
一
文
で
す
べ
て
は
語
り
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
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て
も
よ
い
。
も
う
少
し
具
体
化
す
れ
ば
、
こ
う
な
る
だ
ろ
う
か
。「
引
窓
」
の
主
眼
は
、
心
理
描
写
に
お
け
る
明
暗
の
変
化
を
、
引
窓

の
開
閉
に
よ
る
明
暗
と
同
じ
よ
う
に
、
床
も
手
摺
も
明
確
に
表
現
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
比
喩
表

現
で
し
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
登
場
人
物
の
心
理
、
そ
の
襞
は
太
夫
が
語
り
三
味
線
が
弾
き
分
け
、
人
形
遣
い
が
表
現
す
る
の
で

あ
っ
て
、
引
窓
が
開
閉
さ
れ
る
こ
と
と
は
直
接
関
係
は
な
い
。
こ
れ
は
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
こ
に
こ
そ
大

き
な
問
題
が
隠
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
引
窓
と
は
、
明
暗
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
た
建
具
と
い
う
よ
り
ほ
か
、
意
味
を
持

た
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
引
窓
と
い
う
象
徴
、
そ
れ
に
は
ど
の
程
度
の
深
さ
や
重
み
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
考
察

を
、
ま
ず
現
在
に
お
け
る
「
引
窓
」
の
各
概
説
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
い
。

１
．「
引
窓
」
に
お
け
る
引
窓
の
意
味

「
引
窓
」
に
つ
い
て
の
代
表
的
概
説
を
比
較
す
る
と
、
引
窓
が
果
た
し
て
い
る
役
割
に
つ
い
て
、
そ
の
見
方
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、

一
言
で
表
現
す
れ
ば
、「
舞
台
技
巧

（
２
）」

と
い
う
捉
え
方
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
を
引
用
す
れ
ば
、「
小
道
具
」
や
「
カ
セ

（
３
）」、「

媒

介
（
４
）」

で
あ
り
、
そ
れ
は
、「
巧
み
に
劇
展
開
の
な
か
で
用
い
ら
れ
」
て
い
る
「
天
井
の
明
か
り
と
り
で
あ
る
引
窓

（
５
）」

と
総
括
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
引
窓
が
浄
瑠
璃
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例
を
他
に
求
め
る
と
、
近
松
門
左
衛
門
に
よ
る
姦
通
物
『
大
経
師
昔
暦
』

の
上
之
巻
に
見
え
る
の
み
で
あ
る

（
６
）。

し
か
も
、
こ
こ
で
の
焦
点
は
、
引
窓
の
縄
を
伝
っ
て
屋
根
か
ら
下
り
て
来
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、

引
窓
の
開
閉
に
は
な
い
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
作
者
近
松
が
姦
通
物
と
い
う
本
作
の
主
題
を
活
か
す
た
め
に
、
部
屋
に
忍
び
込
む
趣
向

と
し
て
引
窓
を
用
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
逆
に
『
双
蝶
々
曲
輪
日
記
』
の
「
第
八
」
の
主
題
と
、
こ
こ
に
お
け
る
引
窓

の
趣
向
、
す
な
わ
ち
そ
の
開
閉
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
こ
と
と
は
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
各
概
説
が
い
う
と
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こ
ろ
の
舞
台
技
巧
と
は
、
本
作
の
何
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
か
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
解
を
検
討
し
て
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
点
に
絞
っ
て
も
う
一
度
詳
細
に
確
認
す
れ
ば
、
先
の
引
用
順
に
以
下
の
通
り
と
な
る
。

濡
髪
と
そ
の
母
、
与
兵
衛
と
そ
の
女
房
の
四
人
の
義
理
と
人
情
の
機
微

継
子
と
実
子
、
姑
と
嫁
、
義
理
の
兄
弟
、
親
子
、
夫
婦
が
お
り
な
す
人
間
模
様
、
善
意
の
人
ば
か
り
の
葛
藤

老
母
と
実
子
（
濡
髪
長
五
郎
）
と
義
理
の
子
（
南
与
兵
衛
）
と
そ
の
嫁
（
お
早
、
も
と
遊
女
都
）
と
の
義
理
と
人
情

年
老
い
た
母
が
実
子
と
継
子
の
間
で
揺
れ
動
く
さ
ま
な
ど
、
親
と
子
に
ま
つ
わ
る
テ
ー
マ

こ
こ
で
も
ま
た
、
各
概
説
の
理
解
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
端
的
に
表
現
す
れ
ば
、「
登
場
人
物
の
心
理
的
葛
藤
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
し
、
そ
の
内
容
と
し
て
は
「
義
理
と
人
情
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
が
、
引
窓
の
開
閉
と
い
う
舞
台
技
巧
を
媒
介
と
し
て

描
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
描
き
出
さ
れ
る
主
題
が
対
照
的
、
対
立
的
な
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
舞

台
技
巧
も
、
対
照
的
か
つ
対
立
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
引
窓
の
開
閉
と
そ
れ
に
連
動
す
る
明
暗
の
対
比
が
、
作

品
の
主
題
を
認
識
さ
せ
る
に
際
し
、
実
に
有
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
引
窓
は
や
は
り
「
引
窓
」
の
象
徴
で
あ
り

比
喩
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
し
か
し
、
前
述
の
近
松
が
用
い
た
引
窓
の
縄
の
趣
向
に
比
べ
る
と
、
そ
の
舞
台
技
巧
が
明
確
な
イ

メ
ー
ジ
を
与
え
て
こ
な
い
。
そ
こ
で
今
度
は
、
引
窓
の
開
閉
が
実
際
の
舞
台
上
で
は
ど
の
よ
う
な
演
出
と
な
り
、
そ
れ
を
観
客
は
ど
の
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よ
う
に
受
け
取
る
か
に
つ
い
て
、
床
の
太
夫
と
三
味
線
に
よ
っ
て
奏
演
さ
れ
る
詞
章
と
人
形
遣
い
に
よ
る
動
き
と
を
、
具
体
的
に
見
て

お
く
こ
と
に
す
る
。

「
引
窓
」
に
お
い
て
、
そ
の
引
窓
が
開
閉
さ
れ
る
の
は
、
切
場
の
前
半
と
後
半
の
二
回
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
詞
章
を
引
用
す
る
と
、

以
下
の
通
り
で
あ
る

（
７
）。

出
し
て
見
せ
た
る
姿
絵
を
、「
ど
れ
」
と
見
る
母
二
階
よ
り
、
覗
く
長
五
郎
、
手
洗
鉢
、
水
に
姿
が
映
る
と
知
ら
ず
、
目
ば
や
き

与
兵
衛
が
、
水
鏡
き
つ
と
見
付
け
て
見
上
ぐ
る
を
敏
き
お
早
が
引
窓
ぴ
つ
し
や
り
、
う
ち
は
真
夜
と
な
り
に
け
る
。「
コ
リ
ヤ
な

ん
と
す
る
女
房
」「
ハ
テ
雨
も
ぼ
ろ
つ
く
、
も
は
や
日
の
暮
れ
、
燈
を
と
も
し
て
上
げ
ま
せ
う
」「
ム
ヽ
ハ
テ
ナ
、
面
白
い
イ
ヤ
面

白
い
。
日
の
暮
れ
た
れ
ば
与
兵
衛
が
役
。
忍
び
を
る
お
尋
ね
者
。
イ
デ
召
捕
ら
ん
」
と
す
つ
く
と
立
つ
。「
そ
れ
ま
だ
日
が
高
い
」

と
引
窓
ぐ
わ
ら
り
、
明
け
て
い
は
れ
ぬ
女
房
の
、
心
遣
ひ
ぞ
せ
つ
な
け
れ
。

母
親
は
幸
ひ
あ
り
あ
ふ
窓
の
縄
、
追
取
つ
て
小
手
縛
り
。
突
放
せ
ば
引
縄
に
、
窓
は
ふ
さ
が
れ
心
は
闇
く
ら
き
、
思
ひ
の
声
張
上

げ
、「
濡
髪
長
五
郎
を
召
捕
つ
た
ぞ
。
十
次
兵
衛
は
ゐ
や
ら
ぬ
か
、
受
取
つ
て
手
柄
に
召
さ
れ
」
と
呼
ぶ
声
に
、
与
兵
衛
は
駈
入
り
、

「
ホ
ホ
オ
、お
手
柄
お
手
柄
さ
う
な
う
て
は
叶
ぬ
と
こ
ろ
。
と
て
も
遁
れ
ぬ
科
人
。
受
取
つ
て
御
前
へ
引
く
。
女
房
ど
も
も
う
何
時
」

「
さ
れ
ば
夜
中
に
も
な
り
ま
せ
う
か
」「
ヤ
ア
た
わ
け
者
め
が
。
七
つ
半
は
最
前
聞
い
た
。
時
刻
が
延
び
る
と
役
目
が
上
る
。
縄
先

知
れ
ぬ
窓
の
引
縄
、
三
尺
残
し
て
切
る
が
古
例
。
目
分
量
に
こ
れ
か
ら
」
と
、
ず
ら
り
と
抜
い
て
縛
り
縄
、
ず
つ
ぱ
り
切
れ
ば
ぐ

わ
ら
ぐ
わ
ら
ぐ
わ
ら
。
さ
し
込
む
月
に
、「
ヤ
南
無
三
宝
夜
が
明
け
た
。
身
ど
も
が
役
は
夜
の
う
ち
ば
か
り
。
明
く
れ
ば
す
な
は
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ち
放
生
会
。
生
け
る
を
放
す
所
の
法
。
恩
に
き
ず
と
も
勝
手
に
お
い
き
や
れ
」

前
半
は
、「
引
窓
」
一
段
の
主
眼
と
も
言
え
る
場
面
で
、
初
演
番
付
の
絵
尽
に
も
、
こ
こ
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

（
８
）。

後
半
は
段
切

に
当
た
る
箇
所
で
、
こ
の
ま
ま
濡
髪
長
五
郎
は
落
ち
て
幕
と
な
り
、
観
客
の
印
象
に
強
く
残
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
引
窓
」
一
段

は
、
そ
の
舞
台
装
置
で
あ
る
引
窓
の
効
果
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
引
窓
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
劇
の
進
行

に
お
い
て
最
も
重
要
な
働
き
を
な
す
道
具
立
て
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
詞
章
を
見
る
と
、
前
者
に
は
「
引
窓
ぐ
わ
ら

り
、
明
け
て
い
は
れ
ぬ
女
房
の
、
心
遣
ひ
ぞ
せ
つ
な
け
れ
」、
後
者
に
は
「
突
放
せ
ば
引
縄
に
、
窓
は
ふ
さ
が
れ
心
は
闇
く
ら
き
、
思

ひ
の
声
張
上
げ
」
と
い
う
よ
う
に
、
登
場
人
物
の
心
理
と
引
窓
の
開
閉
と
の
関
係
が
直
接
的
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
引
窓
の

開
閉
と
そ
れ
に
よ
る
明
暗
の
対
比
が
、
そ
の
ま
ま
登
場
人
物
の
複
雑
に
錯
綜
す
る
心
理
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
中
で
も
、
老
母
と
実

子
、
継
子
と
の
心
理
的
葛
藤
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
初
演
番
付
に
、

第
八　

や
は
た
の
お
や
ざ
と
に
／
ち
す
じ
の
引
ま
ど　

竹
本
政
太
夫
／
さ
み
せ
ん　

大
西
藤
蔵

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
血
筋
を
引
く
と
引
窓
と
の
掛
詞
が
、
こ
の
一
段
の
主
題
と
、
そ
れ
を
効
果
的
に
表
現
す
る
舞
台
装

置
と
を
結
び
つ
け
、「
引
窓
」
全
体
の
劇
内
容
を
見
事
に
言
い
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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２
．
現
行
「
引
窓
」
上
演
に
お
け
る
引
窓
の
位
置
付
け

前
章
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
引
窓
と
い
う
舞
台
装
置
は
、
そ
の
開
閉
に
よ
る
明
暗
の
対
比
に
よ
っ
て
技
巧
的
に
用
い
ら
れ
、
人
間
心

理
の
襞
を
描
き
出
す
浄
瑠
璃
義
太
夫
節
の
表
現
を
、
よ
り
効
果
的
に
客
席
へ
伝
え
る
た
め
の
媒
介
と
な
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の

「
引
窓
」
に
お
け
る
有
効
な
小
道
具
で
あ
り
カ
セ
で
あ
る
引
窓
は
、
劇
場
で
の
上
演
に
お
い
て
も
、
確
か
な
存
在
感
と
と
も
に
位
置
付

け
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
は
そ
れ
ほ
ど
明
示
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
二
義
的
と
も
い
え
る
捉
え
方
を
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
芸
能
担
当
記
者
の
記
事
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が

（
９
）、

当
事
者
と
し
て
演
じ
る
側
で
あ

る
技
芸
員
の
発
言
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、「
実
際
の
芸
が
出
来
て
ゐ
る
も
の
が
語
つ
た
芸
談
で
な
け
れ
ば
三
文
の
値
打

も
な
い

）
（（
（

」
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
引
窓
」
を
幾
た
び
も
手
が
け
、
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
（
人
間
国
宝
）
と
し
て
斯
界
の
第
一

人
者
で
あ
っ
た
人
物
の
芸
談
か
ら
、
引
窓
の
舞
台
技
巧
に
言
及
し
た
部
分
を
引
用
す
る
。
最
初
が
浄
瑠
璃
太
夫
の
四
世
竹
本
越
路
大
夫

に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
次
が
人
形
遣
い
吉
田
玉
男
の
聞
き
書
き
で
あ
る
。

…
…
昨
今
の
マ
ン
シ
ョ
ン
住
ま
い
の
人
、
昔
の
家
の
〝
引
窓
〟
を
御
存
知
で
し
ょ
う
か
な
ぁ
。
大
事
な
役
目
を
果
た
し
て
い
る
の

で
す
が

）
（（
（

…
…
。

「
引
窓
」
は
見
た
目
に
変
化
の
あ
る
物
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
じ
っ
く
り
味
わ
っ
て
い
た
だ
く
と
、
世
代
を
超
え
て
、
そ
の
内

容
の
素
晴
ら
し
さ
を
感
じ
と
っ
て
も
ら
え
る
こ
と
と
信
じ
て
い
ま
す

）
（（
（

。
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と
も
に
、
活
字
に
し
て
四
千
字
強
と
い
う
芸
談
の
最
後
に
、
改
行
段
落
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
越
路
大
夫
で

あ
る
が
、
な
る
ほ
ど
「
大
事
な
役
目
を
果
た
し
て
い
る
」
と
は
述
べ
て
い
る
も
の
の
、
三
点
リ
ー
ダ
ー
で
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
わ
か
る
よ
う
に
、
付
加
的
に
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
が
聞
き
書
き
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
聞
き
手
が
最
後

に
話
題
を
振
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
、
心
理
描
写
の
象
徴
と
し
て
引
窓
の
役
割
を
明
示
し
て
い
る
と
は
言
え

な
い
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
舞
台
装
置
と
し
て
引
窓
が
活
用
さ
れ
る
、
前
章
に
お
い
て
確
認
し
た
二
箇
所
に
つ
い
て
、
越
路
大
夫
は

ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
を
検
証
す
る
と
、
前
半
の
場
面
で
「
お
は
や
が
引
窓
の
操
作
を
し
て
邪
魔
を
す
る
、「
ハ
テ
ナ
」
と
い
う

与
兵
衛
の
言
い
方
は
特
徴
的
で
す
。」
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
後
半
の
場
面
へ
は
直
接
的
言
及
は
な
く
、「
敢
え
て
申
し
ま
す

と
」
と
し
た
上
で
、「
も
う
節
の
通
り
三
味
線
に
乗
っ
て
言
っ
て
い
れ
ば
い
い
よ
う
な
も
の
で
す
。
さ
ら
さ
ら
と
足
も
早
い
で
す
し
。」

と
語
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
発
言
は
浄
瑠
璃
義
太
夫
節
の
構
成
を
正
し
く
理
解
し
た
も
の
で
あ
る

）
（（
（

。

次
に
、玉
男
の
芸
談
で
あ
る
。
こ
の
聞
き
書
き
は
、東
京
国
立
小
劇
場
に
お
け
る
人
形
浄
瑠
璃
「
文
楽
」
公
演
で
の
上
演
演
目
に
沿
っ

て
い
る
も
の
で
、
こ
の
と
き
の
持
ち
役
は
南
与
兵
衛
（
南
方
十
次
兵
衛
）
で
あ
っ
た
。
与
兵
衛
は
前
述
後
半
の
場
面
で
、
自
ら
引
窓
の

縄
を
切
り
濡
髪
長
五
郎
を
逃
が
し
て
や
る
の
だ
が
、
そ
こ
へ
の
言
及
は
な
く
、
前
半
の
場
面
に
つ
い
て
も
、
取
り
上
げ
て
は
い
な
か
っ

た
。
引
用
部
分
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
引
窓
の
開
閉
や
そ
れ
に
よ
る
明
暗
の
変
化
は
、「
引
窓
」
の
演
出
を
語
る
上
で
大
き
な
こ
と
で

は
な
く
、そ
れ
よ
り
も
、越
路
大
夫
の
言
う
引
窓
そ
の
も
の
が
も
は
や
日
常
か
ら
消
失
し
た
現
在
に
あ
っ
て
も
、作
品
自
体
の
魅
力
、「
実

の
親
子
、
夫
と
妻
、
姑
と
嫁
、
男
と
男
、
そ
れ
ぞ
れ
の
情
愛
が
し
み
じ
み
と
通
い
合
う
名
作
」
と
玉
男
自
身
が
芸
談
の
冒
頭
で
述
べ
て

い
る
、
そ
の
こ
と
自
体
が
、
観
客
に
伝
わ
る
こ
と
を
第
一
義
と
す
る
も
の
で
あ
る
。「
見
た
目
に
変
化
の
あ
る
物
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

と
は
、
場
面
転
換
や
人
形
の
目
に
立
つ
動
き
が
な
い
と
こ
ろ
か
ら
も
、
確
か
に
「
引
窓
」
を
実
際
に
観
た
者
の
評
言
と
一
致
す
る
と
こ
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ろ
な
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
舞
台
装
置
と
し
て
秀
逸
な
技
巧
を
も
た
ら
す
も
の
と
、
各
概
説
で
も
れ
な
く
言
及
さ
れ
た
引
窓
に
よ
る

変
化
が
、
ま
っ
た
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
等
閑
に
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
も
は
や
語
る
に
は
及
ば
な
い
常
識
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い

が
、
次
に
あ
げ
る
、
同
じ
く
人
間
国
宝
で
あ
っ
た
四
世
竹
本
津
大
夫
の
芸
談
か
ら
み
て
も
、
そ
の
考
え
は
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
は
与
兵
衛
が
引
窓
の
光
を
、「
夜
が
明
け
た
」
と
偽
っ
て
幕
切
に
な
り
ま
す
。

考
え
て
み
れ
ば
月
の
光
を
朝
の
光
と
間
違
う
筈
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
浄
瑠
璃
は
そ
う
し
た
理
屈
で
割
り
き
ろ
う
と
は
せ
ず
、
た
だ

楽
し
ん
で
頂
け
れ
ば
良
い
の
で
す
。
大
夫
も
語
っ
て
い
て
お
客
様
に
泣
い
て
頂
け
る
と
、
そ
の
気
が
乗
り
移
り
、
そ
う
し
た
イ
キ

の
触
れ
合
い
が
あ
っ
て
初
め
て
曲
が
活
き
て
き
ま
す

）
（（
（

。

こ
の
芸
談
で
は
、
前
半
に
あ
る
引
窓
の
開
閉
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
先
の
越
路
大
夫
の
話
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
お
は

や
の
機
転
と
い
う
鮮
や
か
さ
に
つ
い
て
は
論
を
俟
た
な
い
も
の
の
、
そ
れ
が
そ
の
ま
心
情
の
機
微
を
描
き
出
す
と
す
る
の
は
無
理
が
あ

る
。
つ
ま
り
、
現
代
に
お
い
て
引
窓
を
舞
台
技
巧
と
し
て
用
い
る
演
出
は
、「
引
窓
」
と
い
う
作
品
の
主
題
を
描
き
出
す
こ
と
に
、
む

し
ろ
本
質
的
で
は
な
い
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

３
．
現
行
「
引
窓
」
の
原
点

「
引
窓
」
の
各
概
説
が
こ
ぞ
っ
て
取
り
上
げ
て
い
る
、
引
窓
と
い
う
舞
台
装
置
を
巧
み
に
用
い
る
手
法
は
、
現
行
の
上
演
に
お
い
て

も
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、作
品
解
釈
や
床
の
奏
演
、ま
た
手
摺
の
演
出
に
お
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
は
い
な
い
。
一
方
、「
引
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窓
」
の
主
題
と
し
て
い
る
登
場
人
物
の
心
理
的
葛
藤
、
義
理
と
人
情
の
絡
み
合
い
な
ど
に
つ
い
て
は
、
床
手
摺
と
も
、
そ
の
表
現
に
こ

そ
最
大
の
注
意
を
払
う
べ
き
も
の
と
し
、
観
客
の
感
動
も
ま
た
そ
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
引
窓
と
い
う

装
置
が
時
代
の
移
り
変
わ
り
に
よ
り
、
現
代
人
に
は
疎
遠
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
一
方
で
、
情
を
語
り
伝
え
る
と
い
う
こ
と
は
、

時
空
を
超
え
て
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
先
ほ
ど
掲
げ
た
芸
談
の
語

り
手
で
あ
る
三
人
の
人
間
国
宝
に
と
っ
て
、
各
人
の
「
引
窓
」
解
釈
が
出
来
上
が
っ
た
の
は
そ
の
時
点
よ
り
は
る
か
以
前
の
こ
と
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
勤
め
る
た
び
に
そ
の
解
釈
は
修
正
を
加
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
引
窓
を
用
い
る
技
巧
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と

い
う
点
に
つ
い
て
、
越
路
大
夫
の
言
う
「
昨
今
の
マ
ン
シ
ョ
ン
住
ま
い
の
人
」
が
当
た
り
前
に
な
っ
た
時
代
に
、
新
し
く
さ
れ
た
も
の

と
は
考
え
に
く
い
。
現
代
日
本
人
に
と
っ
て
、
引
窓
は
疎
遠
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
昭
和
も
四
〇
年
代
以
前
に
ま
で
遡
れ
ば
、

引
窓
そ
の
も
の
は
各
家
屋
に
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
日
本
家
屋
に
共
通
す
る
構
造
、
明
か
り
採
り
で
あ
る
大
き
な
ガ
ラ
ス
窓
が
存
在

し
な
い
と
い
う
こ
と
へ
の
認
識
は
、
屋
根
の
明
か
り
採
り
で
あ
る
引
窓
の
存
在
と
構
造
を
容
易
に
理
解
さ
せ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の

昭
和
四
〇
年
代
、
三
人
は
人
形
浄
瑠
璃
「
文
楽
」
の
中
心
的
存
在
と
し
て
車
輪
の
活
躍
を
す
る
。
つ
ま
り
、
三
人
の
「
引
窓
」
解
釈
を

探
れ
ば
、
引
窓
の
認
知
云
々
に
関
わ
ら
な
い
演
出
の
本
質
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
前
述
の
芸
談
を
も
う

一
度
読
み
直
し
、「
引
窓
」
解
釈
の
確
立
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
み
る
。
以
下
、
越
路
大
夫
、
津
大
夫
、
玉
男
の
順
に
掲
げ
て
あ
る
。

「
引
窓
」
は
、
好
き
な
浄
瑠
璃
の
一
つ
で
す
。
師
匠
豊
竹
山
城
少
掾
、
当
時
古
靱
大
夫
で
す
が
、
弁
天
座
で
も
四
ッ
橋
文
楽
座
で

も
東
京
で
も
勤
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
白
湯
汲
み
で
覚
え
た
も
の
で
す
。

ま
ぁ
昭
和
で
は
、
山う

ち
の
し
し
ょ
う

城
少
掾
の
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
他
の
人
の
印
象
は
無
い
で
す
ね
。
え
？
紋
下
の
三
代
津
大
夫
師
匠
、
四
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代
大
隅
師
匠
も
？
僕
、
新
義
座
で
辞
め
て
る
時
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
記
憶
に
無
い
で
す
か
ら
。
居
れ
ば
拝
聴
し
て
い
る
筈
で
す
。

三
和
会
で
は
、
先
代
住
大
夫
さ
ん
を
聞
い
て
い
ま
す
。

（
中
略
）

初
め
て
勤
め
た
の
は
、
新
義
座
結
成
直
後
の
、
昭
和
十
一
年
で
す
か
ら
、
二
十
三
歳
の
こ
ろ
で
し
た
。
そ
れ
で
、
信
州
の
飯
田
で
、

勝
平
時
代
の
喜
左
衛
門
師
匠
に
、
聞
い
て
い
た
だ
い
て
ま
す
。
…
…
ウ
ー
ン
、
殆
ど
直
さ
れ
な
か
っ
た
で
す
ね
ぇ

）
（（
（

。

『
双
蝶
々
』
の
中
で
は
私
は
「
橋
本
の
段
」
を
語
る
方
が
多
く
、
東
京
で
「
引
窓
」
を
語
る
の
は
今
回
が
恐
ら
く
初
め
て
だ
と
思

い
ま
す
。
父
先
代
津
太
夫
も
「
引
窓
」
は
語
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

こ
の
段
は
山
城
師
匠
の
物
が
有
名
で
、
私
も
よ
く
お
聴
き
し
ま
し
た
し
、
昭
和
二
十
七
、
八
年
の
初
役
の
時
は
、
寛
治
の
お
父
さ

ん
と
一
緒
に
お
稽
古
に
行
っ
て
、
い
ろ
〳
〵
と
ご
注
意
を
頂
き
ま
し
た

）
（（
（

。

実
の
親
子
、
夫
と
妻
、
姑
と
嫁
、
男
と
男
、
そ
れ
ぞ
れ
の
情
愛
が
し
み
じ
み
と
通
い
合
う
名
作
で
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
地
味
な

演
目
で
あ
り
な
が
ら
、
く
り
返
し
上
演
を
重
ね
て
き
た
人
気
曲
の
一
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
私
が
知
っ
て
い
る
時
代
で
は
、
山
城

少
掾
さ
ん
の
浄
瑠
璃
が
傑
出
し
て
絶
品
だ
っ
た
こ
と
も
、
こ
の
作
品
の
魅
力
を
深
め
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

こ
の
作
品
は
こ
れ
ま
で
、
平
岡
丹
平
、
山
崎
与
五
郎
、
お
は
や
、
濡
髪
長
五
郎
、
放
駒
長
吉
、
橋
本
治
部
右
衛
門
、
そ
し
て
南
方

十
次
兵
衛
、
と
い
ろ
い
ろ
な
役
を
手
が
け
て
き
ま
し
た
。
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
に
は
新
橋
演
舞
場
で
「
引
窓
」
の
濡
髪
を
持
ち

ま
し
た
が
、
山
城
少
掾
さ
ん
が
、
ゆ
っ
く
り
大
間
に
語
っ
て
下
さ
っ
て
、
こ
ち
ら
も
た
っ
ぷ
り
と
遣
わ
せ
て
も
ら
う
こ
と
が
出
来
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ま
し
た
。
あ
の
演
奏
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
役
に
ど
っ
し
り
と
貫
録
が
出
る
。
人
形
遣
い
は
大
夫
次
第
だ
と
い
つ
も
言
う
の
は
、
こ
こ

の
こ
と
で
す

）
（（
（

。

越
路
大
夫
と
津
大
夫
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
芸
談
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。
玉
男
に
つ
い
て
は
人
形
遣
い
で
あ
る
か
ら
、
当
然
舞
台

や
人
形
に
つ
い
て
の
記
述
が
優
先
す
る
が
、
作
品
な
ら
び
に
床
の
奏
演
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
部
分
を
取
り
上
げ
た
。
こ
の
三
者
か
ら

わ
か
る
の
は
、
昭
和
以
降
と
り
わ
け
戦
後
に
つ
い
て
は
、「
引
窓
」
は
豊
竹
山
城
少
掾
（
受
領
前
は
豊
竹
古
靱
太
夫
）
の
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
越
路
大
夫
は
山
城
少
掾
の
直
弟
子
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
語
り
・
解
釈
を
そ
の
ま
ま
自
ら
の
も
の
に
す
る
の
は
当
然

と
言
え
よ
う
が
、
後
に
相
三
味
線
と
な
っ
た
二
世
野
澤
喜
左
衛
門
か
ら
「
殆
ど
直
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
注
目
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
古
靱
太
夫
の
浄
瑠
璃
は
、
そ
の
襲
名
直
後
か
ら
相
三
味
線
と
な
っ
た
三
代
鶴
澤
清
六
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
も
の
だ

が
）
（（
（

、
そ
の
清
六
は
、
二
世
豊
澤
団
平
に
よ
っ
て
鍛
え
上
げ
ら
れ
た
三
世
竹
本
大
隅
太
夫
を
弾
い
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
団
平
・
大
隅

に
よ
る
彦
六
座
系
の
浄
瑠
璃
で
古
靱
を
鍛
え
上
げ
た
。
一
方
、
喜
左
衛
門
は
根
っ
か
ら
の
文
楽
座
系
の
三
味
線
弾
き
で
あ
る
か
ら
、
越

路
大
夫
に
対
し
て
は
当
然
純
文
楽
系
の
芸
風
で
臨
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
喜
左
衛
門
が
、
初
役
の
「
引
窓
」
つ
ま
り
は
師
匠
の
古
靱

か
ら
学
ん
だ
そ
の
ま
ま
の
浄
瑠
璃
に
対
し
て
、
ほ
と
ん
ど
手
直
し
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
当
時
古
靱
太
夫
の
「
引
窓
」
が
完
成

型
で
あ
り
、
他
の
解
釈
や
奏
演
の
入
る
余
地
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

）
（（
（

。
同
じ
こ
と
は
、
津
大
夫
に
も
言
え
る
。
彼
の

父
は
文
楽
座
紋
下
の
三
世
竹
本
津
太
夫
で
、
当
時
古
靱
太
夫
・
六
世
竹
本
土
佐
太
夫
と
並
ん
で
三
巨
頭
と
呼
ば
れ
た
。
そ
の
や
は
り
純

文
楽
系
と
呼
ぶ
べ
き
津
大
夫
が
、「
引
窓
」
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
山
城
少
掾
（
古
靱
太
夫
）
の
語
り
を
も
っ
て
範
と
し
た
の
で
あ
る
。

玉
男
の
場
合
も
、
そ
の
人
形
遣
い
と
し
て
の
作
品
解
釈
が
、
山
城
少
掾
の
語
り
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
完
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
し
て
よ
い
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だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
現
行
の
「
引
窓
」
は
、
ま
っ
た
く
山
城
少
掾
（
古
靱
太
夫
）
の
手
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
ま
た
、
上
演
年
表
等
か
ら
見
て
も
確
か
な
事
実
で
あ
る

）
（（
（

。

４
．
豊
竹
山
城
少
掾
（
古
靱
太
夫
）
の
「
引
窓
」

前
々
章
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、「
引
窓
」
に
お
け
る
引
窓
の
意
味
が
概
説
書
と
現
行
上
演
と
の
間
で
乖
離
的
様
相
を
呈
し
て

い
る
と
い
う
問
題
は
、
現
行
の
「
引
窓
」
解
釈
を
決
定
付
け
て
い
る
豊
竹
山
城
少
掾
（
古
靱
太
夫
）
の
「
引
窓
」
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
か
を
探
る
こ
と
に
よ
り
、
解
答
へ
の
示
唆
が
何
ら
か
の
形
で
与
え
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
山
城
少
掾
の
「
引
窓
」
を
ど

の
よ
う
に
受
け
取
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
研
究
者
や
評
論
家
を
初
め
と
し
て
多
く
が
手
掛
け
て
お
り

）
（（
（

、
そ
の
こ
と
は
、

山
城
少
掾
の
「
引
窓
」
が
い
か
に
絶
品
で
あ
っ
た
か
を
示
す
証
拠
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
直
接
に
劇
場
で
耳
に
し
た

奏
演
に
基
づ
い
て
、日
を
置
か
ず
に
書
き
記
さ
れ
た
劇
評
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、前
述
の
問
題
点
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
み
た
い
。

豊
竹
古
靱
太
夫
の
山
城
少
掾
受
領
は
昭
和
二
二
年
で
あ
る
が
、
彼
の
「
引
窓
」
に
つ
い
て
、
複
数
の
評
論
が
最
も
充
実
し
た
形
で
認

め
ら
れ
る
の
は
、
昭
和
一
五
年
六
月
四
ツ
橋
文
楽
座
で
の
上
演
時
に
お
い
て
で
あ
る
。
森
下
辰
之
助
と
武
智
鉄
二
に
よ
る
劇
評
が
そ
れ

で
あ
る
が
、実
は
こ
の
時
、浄
瑠
璃
義
太
夫
節
を
取
り
巻
く
状
況
に
一
大
転
機
が
起
こ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、『
浄
瑠
璃
雑
誌
』

と
い
う
明
治
三
二
年
発
刊
の
老
舗
専
門
誌
の
方
向
転
換
と
大
き
く
関
係
し
て
い
る
。
昭
和
一
四
年
一
〇
月
を
も
っ
て
、
素
人
浄
瑠
璃
衆

の
趣
味
的
専
門
誌
で
あ
っ
た
本
誌
は
、
浄
瑠
璃
義
太
夫
節
に
関
す
る
舌
鋒
鋭
い
批
評
を
主
眼
と
し
た
文
芸
評
論
誌
へ
と
変
貌
し
た

）
（（
（

。

そ
の
主
宰
と
な
っ
た
浄
瑠
璃
雑
誌
同
人
と
し
て
名
を
連
ね
た
三
〇
人
の
う
ち
、
そ
の
中
心
的
存
在
と
し
て
活
躍
し
た
の
が
、
森
下
、
武

智
と
太
宰
施
門
、
鴻
池
幸
武
の
四
人
で
あ
っ
た

）
（（
（

。
こ
の
時
を
も
っ
て
人
形
浄
瑠
璃
の
評
判
記
的
批
評
は
、
近
代
芸
術
評
論
へ
と
高
ま
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る
こ
と
と
な
っ
た
と
し
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
と
り
わ
け
武
智
と
鴻
池
が
書
い
た
批
評
は
、
そ
の
意
気
込
み
は
も
ち
ろ
ん
、

内
容
的
に
も
三
業
の
技
芸
員
に
ま
で
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
っ
た

）
（（
（

。
先
に
挙
げ
た
劇
評
は
、
こ
の
よ
う
に
新
た
な
る
熱
気

が
ま
だ
冷
め
や
ら
ぬ
時
点
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
二
評
か
ら
、
引
窓
の
操
作
つ
ま
り
そ
の
開
閉
と
明
暗
に
よ
る
作
品
主
題
な
ら
び
に
演
出
へ
の
関
わ
り
に
つ
い
て
触

れ
た
部
分
を
引
用
し
て
み
る
。
ま
ず
、
森
下
辰
之
助
に
よ
る
の
も
の
、
そ
し
て
武
智
鉄
二
に
よ
る
劇
評
で
あ
る
。

「
引
窓
ぐ
わ
ら
り
明
け
て
云
は
れ
ぬ
にマ

マ
女
房
の
心
づ
か
ひ
ぞ
切
な
け
れ
」
は
全
く
其
文
意
が
現
れ
て
居
つ
た
、

「
哀
れ
数
そ
ふ
暮
の
鐘
」
を
陰
気
に
語
り
「
隈
な
き
月
も
待
宵
の
」
で
稍
晴
れ
や
か
に
語
調
を
変
へ
た
塩
梅

）
（（
（

、

「
引
窓
」
の
前
半
、「
引
窓
ぴ
つ
し
や
り
」
ま
で
の
与
兵
衛
は
全
く
無
心
に
語
ら
れ
る
。

「
待
宵
の
」
と
た
ヽ
み
込
ん
で
来
て
止
め
て
「
光
」
を
間
を
置
い
て
大
切
に
出
る
と
こ
ろ
、

「
突
き
放
せ
ば
引
き
縄
に
、
窓
は
ふ
さ
が
れ
心
も
闇
く
ら
き
思
ひ
の
声
は
り
上
げ
」
の
音
づ
か
ひ
の
明
暗
の
変
化
の
妙

）
（（
（

前
者
は
三
千
字
、
後
者
は
五
千
字
を
超
え
る
中
に
あ
っ
て
、
特
徴
的
な
記
述
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
両
者
は
そ
の
内
容

構
成
に
違
い
が
あ
る
。
森
下
の
は
、
ヲ
ク
リ
か
ら
段
切
ま
で
、
詞
章
を
順
に
追
い
な
が
ら
評
言
を
加
え
て
い
く
と
い
う
も
の
で
、
そ
の

場
合
印
象
に
残
っ
た
箇
所
を
取
り
立
て
て
集
中
的
に
書
く
こ
と
は
難
し
い
。
武
智
の
方
は
、「
古
靱
に
よ
つ
て
「
引
窓
」
は
現
代
的
意

義
の
抽
出
に
成
功
し
た
」
と
す
る
主
題
を
前
面
に
押
し
出
し
て
書
い
て
お
り
、
引
用
し
た
後
二
行
は
「
其
の
他
部
分
的
に
は
」
と
し
て

付
随
的
に
記
さ
れ
た
段
落
中
の
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
引
窓
と
い
う
舞
台
装
置
を
巧
み
に
操
る
こ
と
に
よ
り
、
登
場
人
物
の
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心
理
の
襞
を
描
き
分
け
る
と
い
う
、
小
道
具
を
カ
セ
と
し
た
媒
介
と
い
う
視
点
は
重
要
視
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
陰
陽
の
語
調
変
化
、
闇
と
光
の
転
換
、
そ
し
て
音
遣
い
の
明
暗
と
い
う
こ
と
が
、
重
要
な
問
題
と

さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
引
窓
の
開
閉
と
直
接
関
わ
っ
て
い
る
箇
所
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
冒
頭
に
示
し
た
武
智

鉄
二
に
よ
る
解
説
、「
人
情
が
濃
や
か
で
、
心
理
描
写
の
明
暗
が
錯
綜
し
て
い
る
の
で
、
引
窓
を
開
け
閉
て
す
る
よ
う
に
、
そ
の
明
暗

を
く
っ
き
り
と
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
表
現
を
あ
ら
た
め
て
み
て
み
る
と
、
明
暗
錯
綜
す
る
こ
ま
や
か
な
人
情
を
基
調
と

す
る
「
引
窓
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
機
微
を
明
確
に
描
き
出
す
た
め
に
は
、
床
の
奏
演
に
も
手
摺
の
人
形
遣
い
に
も
、
陰
陽
明
暗
の
鮮

明
な
表
現
が
必
須
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
開
閉
に
よ
り
明
暗
が
対
照
的
と
な
る
引
窓
を
舞
台
装
置
に
用
い
て
あ
る

こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
作
品
の
主
題
表
現
と
な
る
の
で
あ
り
、「
よ
う
に
」
と
の
直
喩
表
現
は
間
接
的
な
比
喩
の
謂
い
で
は
な
く
、
こ
の

一
段
が
「
引
窓
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
ま
ま
三
業
の
演
出
を
直
接
的
に
決
定
付
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
述
の
同
人
鴻
池
幸
武
が
、
や
は
り
古
靱
の
「
引
窓
」
を
評
し
た
中
で
、

こ
の
段
が
婆
の
氣
持
の
明
暗
の
變
化
を
骨
子
と
し
て
書
か
れ
、
並
び
に
作
曲
さ
れ
て
ゐ
る
限
り

）
（（
（

、

と
記
し
て
い
る
こ
と
と
も
一
致
す
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
当
該
評
は
、「
今
度
演
舞
場
で
語
つ
た
古
靱
の
「
引
窓
」
は
、
大
阪
の
時
の

そ
れ
よ
り
も
ま
だ
一
際
優
れ
た
出
来
を
示
し
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
昭
和
一
五
年
六
月
の
そ
れ
と
同
等
に
考
え
て
よ
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
引
窓
開
閉
に
よ
る
明
暗
転
換
が
そ
の
ま
ま
人
間
心
理
の
変
化
を
意
味
す
る
と
い
う
の
は
、
現
代
人
と
り
わ
け
戦
後

の
日
本
人
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
に
即
物
的
で
あ
り
、
主
体
性
を
失
っ
た
機
械
的
な
反
応
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら

れ
る
。
現
在
の
「
引
窓
」
概
説
書
が
、
あ
く
ま
で
も
引
窓
と
い
う
舞
台
装
置
を
媒
介
と
し
、
そ
の
開
閉
に
よ
る
明
暗
の
変
化
を
比
喩
と
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し
て
表
現
し
て
い
る
の
は
、
も
っ
と
も
な
こ
と
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、「
語
り
口
は
音
遣
い
と
心
理
描
写
に
す
ぐ
れ
、
山
城
風

と
も
い
わ
れ
る
近
代
的
な
独
自
の
風
を
確
立
し
た

）
（（
（

」
と
い
わ
れ
る
豊
竹
山
城
少
掾
の
浄
瑠
璃
義
太
夫
節
が
、
醸
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
時

期
と
も
重
な
り
、
そ
の
近
代
的
解
釈
に
基
づ
く
語
り
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
た
三
業
が
、
し
み
じ
み
と
し
た
情
愛
を
「
引
窓
」
の
主

題
と
し
な
が
ら
、
引
窓
開
閉
の
技
巧
は
前
面
に
押
し
出
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
と
も
通
底
す
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
引
窓
開
閉

に
よ
る
明
暗
の
変
化
を
直
截
に
「
引
窓
」
の
本
質
と
す
る
解
釈
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
前
に
遡
っ
て
劇
評
を
順
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
原
点
を
見
極
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

５
．
三
世
鶴
澤
清
六
に
よ
る
「
引
窓
」

前
述
の
考
察
を
、
古
靱
太
夫
の
「
引
窓
」
に
対
す
る
劇
評
の
引
用
か
ら
始
め
る
。
昭
和
五
年
、
同
三
年
、
大
正
一
〇
年
の
順
で
あ
る
。

切
は
人
氣
の
焦
点
に
起
て
る
古
靱
太
夫
、
殊
に
専
賣
も
の
と
て
縱
横
自
在
に
語
り
毫
末
の
缺
点
瑕
瑾
を
出
さ
な
い
、
文
章
を
元
と

し
人
形
の
精
神
を
語
り
い
か
す
事
微
に
入
り
細
を
穿
ち
痒
い
所
へ
手
が
屆
き
、（
中
略
）。
長
五
郎
の
あ
や
ま
り
ま
し
た
の
如
き
、

母
親
の
慈
愛
與
兵
衛
の
情
け
、
語
り
盡
さ
れ
て
餘
薀
な
し
最
初
は
得
意
の
も
の
と
は
云
ひ
乍
ら
淋
し
き
塲
面
で
あ
る
か
ら
と
氣
遣

ふ
た
が
所
謂
杞
人
の
憂
ひ
で
斯
う
し
た
も
の
が
古
靱
さ
ん
の
畠
で
あ
る
事
を
ウ
ツ
カ
リ
し
て
忘
れ
て
居
た

）
（（
（

。

こ
れ
は
難
物
中
の
難
物
、
そ
の
難
物
た
る
譯
は
町
人
と
武
士
、
繼
子
と
本
の
子
、
夜
と
晝
則
ち
明
暗
の
分
け
目
（
引
窓
）
茲
の
情

實
を
語
り
分
け
る
事
が
難
い
の
で
、
糸
の
音
色
に
も
そ
の
區
別
が
顯
は
る
べ
き
も
の
と
い
ふ
か
ら
凡
く
ら
で
は
出
來
ぬ
相
談
、
こ
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れ
程
の
事
を
心
得
て
こ
れ
程
の
義
理
人
情
を
語
り
分
け
る
に
我
が
古
靱
太
夫
あ
り
、
一
字
一
句
の
末
に
至
る
ま
で
調
べ
上
げ
て
、

そ
こ
と
も
云
は
せ
な
い
、
難
物
と
雖
も
古
靱
の
お
箱
も
の
と
は
豫
て
聞
い
て
居
る
が
、
凡
そ
引
窓
の
内
容
を
知
れ
る
者
に
し
て
是

を
嘆
稱
せ
ざ
る
も
の
は
恐
く
あ
る
ま
い
と
思
ふ

）
（（
（

。

古
靭
の
淨
る
り
に
は
ま
だ
若
々
し
い
前
途
が
横
は
つ
て
ゐ
る
。
潑
溂
た
る
そ
の
語
り
口
、
し
か
も
キ
ッ
チ
リ
と
淨
る
り
の
埓
を
越

え
ぬ
處
に
古
靭
の
生
命
が
あ
る
、
母
が
繪
姿
を
賣
つ
て
く
れ
と
い
ふ
の
に
返
事
せ
ず
に
「
廿
年
前
に
里
子
に
や
ら
れ
た
…
…
」
と

長
五
郎
の
話
に
な
り
重
ね
て
繪
姿
を
賣
つ
て
く
れ
と
い
ふ
母
の
辭

こ
と
ば

に
か
ぶ
せ
て
「
兩
刀
さ
せ
ば
南
方
十
次
兵
衛
…
…
」
の
例
の

時
代
と
世
話
と
の
氣
の
變
り
目
は
ハ
ツ
キ
リ
と
輕
く
出
來
た
。
此
の
心
底
を
知
ら
ぬ
母
子
の
會
話
の
チ
グ
ハ
グ
に
行
く
處
に
こ
の

段
の
面
白
味
が
あ
る
、
而
し
て
全
體
に
些
の
厭
味
の
無
い
語
り
口
が
好
い

）
（（
（

。

昭
和
五
年
、
同
三
年
と
三
味
線
は
四
世
鶴
澤
清
六
で
、
大
正
一
〇
年
は
三
世
鶴
澤
清
六
で
あ
る
。
昭
和
五
年
の
劇
評
は
、
古
靱
の
語

り
が
実
力
人
気
と
も
に
一
つ
の
頂
点
に
あ
る
こ
と
に
焦
点
が
絞
ら
れ
て
い
る
。
大
正
一
〇
年
の
時
点
で
は
、
古
靱
の
芸
が
三
世
清
六
に

よ
っ
て
鍛
え
上
げ
ら
れ
、
前
途
洋
々
と
し
て
な
お
進
捗
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
と
と
も
に
、
変
化
と
対
照
と
い
う
「
引
窓
」

の
主
題
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
昭
和
三
年
の
評
こ
そ
は
、
作
品
の
主
題
が
舞
台
装
置
と
し
て
の
引
窓
そ
の
も
の
と
一
体
化
し
て
い

る
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
し
か
も
、「
こ
れ
程
の
事
を
心
得
て
こ
れ
程
の
義
理
人
情
を
語
り
分
け
る
」
と
い
う
、
引
窓
が
「
引
窓
」
を

規
定
す
る
と
い
う
方
向
性―

「
引
窓
」
の
象
徴
、
比
喩
が
引
窓
で
あ
る
と
い
う
方
向
で
は
な
く―

を
明
確
に
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、こ
の
時
期
に
は
「
引
窓
」
が
古
靱
の
十
八
番
で
あ
る
と
い
う
評
判
は
定
着
し
て
い
た
の
で
あ
り
、そ
の
こ
と
は
、古
靱
の
「
引
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窓
」
が
三
世
清
六
に
よ
っ
て
完
成
型
と
し
て
築
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る

）
（（
（

。
新
た
に
相
三
味
線
と
な
っ
た
四
世
清

六
は
、
当
然
の
ご
と
く
、
大
正
十
一
年
一
月
に
急
逝
し
た
先
代
清
六
の
弾
い
た
と
お
り
を
古
靱
か
ら
要
求
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
三
世
清
六
に
よ
る
「
引
窓
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
、
そ
れ
は
引
窓
と
「
引
窓
」
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に

捉
え
て
い
た
か
、
実
際
の
奏
演
を
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
以
上

）
（（
（

、
そ
の
考
察
は
困
難
を
極
め
る
。
し
か
し
、
三
世
清
六
は
少
年
時
よ

り
研
究
熱
心
で
あ
り
、
生
涯
に
わ
た
り
自
ら
の
手
で
三
味
線
の
朱
章
を
残
し
て
い
た
。『
鶴
澤
清
六
遺
文
庫
』
と
し
て
、
現
在
は
大
阪

市
立
中
央
図
書
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
幸
い
「
引
窓
」
に
つ
い
て
も
三
冊
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の

一
冊
に
、
太
夫
の
語
り
方
の
心
覚
え
が
記
さ
れ
て
い
た

）
（（
（

。
中
で
も
、
切
場
冒
頭
の
詞
章
「
人
の
出
世
は
時
知
れ
ず
見
出
し
に
預
り
南

与
兵
衛
」
の
頭
注
に
、

窓
を
明
け
れ
ば
明
イ
〆
た
ら
暗
い
此
心
に
て
語
る

と
あ
る
書
き
込
み
は
、「
引
窓
」
解
釈
を
決
定
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
加
え
て
、「
母
者
人　

世
話
で
云
」「
与
兵
衛　

ウ
レ
イ　

力
ラ

ヲ
入
レ
て
云
ふ
」
と
あ
る
頭
注
を
は
じ
め
、
軽
重
、
強
弱
、
浮
沈
等
の
変
化
に
関
す
る
書
き
込
み
は
数
多
く

）
（（
（

、
引
窓
開
閉
に
よ
る
明

暗
の
対
比
が
、
そ
の
ま
ま
登
場
人
物
の
心
情
と
そ
れ
を
語
り
弾
く
床
の
心
持
ち
と
に
ぴ
た
り
と
重
な
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
解
釈
は
、
二
世
団
平
か
ら
鍛
え
上
げ
ら
れ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
三
世
清
六
に
叩
き
込
ん
だ
三
世
大
隅
太
夫
の
芸

談
と
、
寸
分
の
狂
い
も
な
く
一
致
し
て
い
る

）
（（
（

。

つ
ま
り
、
三
世
清
六
が
古
靱
太
夫
に
伝
え
た
「
引
窓
」、
そ
の
奏
演
す
な
わ
ち
解
釈
は
、
伝
承
か
ら
み
て
も
正
当
な
も
の
で
あ
り
、

引
窓
の
意
味
も
ま
た
、初
演
番
付
に
記
さ
れ
た
「
や
は
た
の
お
や
ざ
と
に
／
ち
す
じ
の
引
ま
ど
」
と
の
掛
詞
そ
の
ま
ま
に
、母
親
と
実
子
、
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継
子
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
、
登
場
人
物
の
複
雑
な
心
理
の
襞
を
語
り
分
け
弾
き
分
け
そ
し
て
遣
い
分
け
る
た
め
の
、
本
質
そ
の

も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
大
正
・
昭
和
を
通
じ
て
豊
竹
山
城
少
掾
（
古
靱
太
夫
）
に
よ
っ
て
多
く
の
人
々
に
深
い
感
動
を
与
え
、

今
日
に
お
い
て
も
上
演
頻
度
の
高
い
名
曲
と
し
て
、人
形
浄
瑠
璃
「
文
楽
」
の
傑
作
レ
バ
ー
ト
リ
ー
の
一
つ
に
数
え
上
げ
ら
れ
る
「
引
窓
」。

そ
の
原
点
と
な
る
解
釈
、
引
窓
の
光
と
陰
が
奏
演
の
中
核
を
な
す
と
い
う
理
解
は
、
こ
こ
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

注（
1
）	

武
智
鉄
二
「
双
蝶
々
曲
輪
日
記　

八
幡
の
里
引
窓
の
段
」『
土
門
拳
文
楽　

そ
の
背
景
』
駸
々
堂
出
版
、1974

年
、p.109.

（
2
）	

「
こ
と
に
八
段
目
は
濡
髪
と
そ
の
母
、
与
兵
衛
と
そ
の
女
房
の
四
人
の
義
理
と
人
情
の
機
微
を
引
窓
（
屋
根
に
あ
け
た
明
り
窓
）
を
使
っ

て
巧
み
に
描
き
出
し
た
点
、舞
台
技
巧
に
す
ぐ
れ
、俗
に
「
引
窓
」
と
呼
ば
れ
て
著
名
。」
菊
池
明
「
双
蝶
蝶
曲
輪
日
記
」【
特
色
・
影
響
】『
日

本
古
典
文
学
大
辞
典　

簡
約
版
』
岩
波
書
店
、1986

年
、p.1612.

（
3
）	

「「
引
窓
」
で
は
な
ん
と
い
っ
て
も
引
き
窓
と
い
う
小
道
具
を
た
く
み
に
生
か
し
た
構
成
が
す
ば
ら
し
く
、
全
浄
瑠
璃
を
通
じ
て
最
高
の
技

巧
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
引
き
窓
を
カ
セ
に
し
て
継
子
と
実
子
、
姑
と
嫁
、
義
理
の
兄
弟
、
親
子
、
夫
婦
が
お
り
な
す
人
間

模
様
、
善
意
の
人
ば
か
り
の
葛
藤
は
、
社
会
構
造
の
変
化
な
ど
に
左
右
さ
れ
ず
、
永
遠
に
み
る
人
の
胸
を
打
つ
も
の
が
あ
り
ま
す
。」
山
田

庄
一
「
双
蝶
々
曲
輪
日
記
」［
み
ど
こ
ろ
］『
文
楽
入
門
』
文
研
出
版
、1977

年
、p.358.

（
4
）	

「「
南
与
兵
衛
住
家
の
段
」
所
謂
「
引
窓
の
段
」
で
は
老
母
と
実
子
（
濡
髪
長
五
郎
）
と
義
理
の
子
（
南
与
兵
衛
）
と
そ
の
嫁
（
お
早
、
も

と
遊
女
都
）
と
の
義
理
と
人
情
を
「
引
窓
」
を
媒
介
と
し
て
極
め
て
技
巧
的
に
描
い
て
い
る
所
に
出
雲
ら
の
特
色
を
発
揮
し
て
い
る
。」
吉

永
孝
雄
「
双
蝶
々
曲
輪
日
記
」〔
構
想
・
価
値
〕『
浄
瑠
璃
作
品
要
説
〈
４
〉
竹
田
出
雲
篇
』
国
立
劇
場
芸
能
調
査
室
、1986

年
、p.330-331.

（
5
）	

「「
引
窓
」
で
は
年
老
い
た
母
が
実
子
と
継
子
の
間
で
揺
れ
動
く
さ
ま
な
ど
、
親
と
子
に
ま
つ
わ
る
テ
ー
マ
が
普
遍
性
を
強
く
し
て
い
る
。	

さ
ら
に
天
井
の
明
か
り
と
り
で
あ
る
引
窓
が
巧
み
に
劇
展
開
の
な
か
で
用
い
ら
れ
、
中
秋
の
名
月
や
放
生
会
の
行
事
も
作
中
に
み
ご
と
に
生

か
さ
れ
て
い
る
。
世
話
物
屈
指
の
名
作
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。」
森
西
真
弓
「
双
蝶
々
曲
輪
日
記
」［
み
ど
こ
ろ
］『
文
楽
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
三

省
堂
、1994

年
、p.208.
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（
6
）	

「
目
ば
か
り
出
す
深
頭
巾
明
屋
の
二
階
忍
び
出
で
。
お
も
や
の
屋
根
を
四
這
ひ
の
姿
を
人
に
咎
め
ら
れ
。
又
此
の
上
に
盗
人
と
名
を
や
埋

ま
ん
柿
葺
。
昨
日
の
雨
の
乾
か
ぬ
に
今
宵
の
霧
の
浅
じ
め
り
足
の
踏
所
も
上
滑
り
そ
ろ
り
。
〳
〵
と
引
窓
の
下
を
。
覗
け
ば
常
闇
に
何
の
し
ゃ

う
ど
は
見
え
ね
ど
も
。
家
の
勝
手
は
覚
え
た
る
そ
れ
を
心
の
力
縄
。
手
繰
る
心
も
細
引
と
共
に
切
れ
行
く
心
地
な
り
。」
近
松
門
左
衛
門
「
大

経
師
昔
暦
」［
上
之
巻
］『
近
松
浄
瑠
璃
集
上
』
岩
波
書
店
、1958

年
、p.230.

（
7
）	
国
立
文
楽
劇
場
平
成
元
年
十
一
月
公
演
「
床
本
集
」
に
一
部
加
筆
修
正
、二
世
豊
竹
古
靭
太
夫
と
鶴
澤
芳
之
助
に
よ
る
奏
演
（
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー

ド
復
刻
Ｃ
Ｄ
）
と
の
整
合
性
を
図
っ
た
。

（
8
）	

「
双
蝶
蝶
曲
輪
日
記　

続
九
場
」
竹
本
座
初
演
番
付
、寛
延
二
（1749

）
年
七
月
、絵
尽
（
七
ウ
）〈
引
用
は
『
国
立
文
楽
劇
場
上
演
史
料
集
・

23
』、1989

年
、p.110

〉。

ぬ
れ
か
み
／
長
五
郎
／
二
か
い
／
よ
り
／
見
る

は
ゝ
わ
が
子
の
／
ゑ
す
が
た
／
を
／
見
／
て
／
お
ど
ろ
き
／
か
い
も
と
／
め
ん
と
い
ふ

な
ん
与
兵
衛
せ
ん
ち
行
テ
／
立
か
へ
り
／
水
／
に
／
う
／
つ
る
／
か
／
ほ
ゝ
／
見
て
／
お
ど
／
ろ
く

お
は
や
ま
ど
の
戸
を
／
ひ
き
／
日
は
／
く
れ
／
た
り
と
／
あ
せ
る

（
9
）	

「「
引
窓
」
は
、
明
か
り
採
り
用
の
天
窓
が
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
が
、
天
窓
の
操
作
や
変
化
が
わ
か
り
に
く
い
に
く
い
の
が
難
点
だ
。」

植
田
耕
司
『
朝
日
新
聞
大
阪
版
夕
刊
』、2000

年
11
月
21
日
。

（
10
）	

鴻
池
幸
武
「
は
し
が
き
」『
道
八
藝
談
』
私
家
版
、1944
年
〈
引
用
は
復
刻
版
・
ぺ
り
か
ん
社
、1987

年
、p.4

〉。

（
11
）	

竹
本
越
路
大
夫
「
引
窓
」「
上
演
演
目
に
沿
っ
て
」『
国
立
劇
場
上
演
資
料
集
』
415
、1999

年
、p.79.

（
12
）	

吉
田
玉
男
「
引
窓
」「
玉
男
芸
話
」『
国
立
劇
場
上
演
資
料
集
』
415
、1999

年
、p.84.

（
13
）	

「
近
年
の
奏
演
で
は
、『
段
切
り
』
の
テ
ン
ポ
が
相
当
お
そ
く
な
っ
て
い
る
し
、手
数
も
い
く
ぶ
ん
少
く
な
っ
て
い
る
。
戦
前
の
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー

ド
の
奏
演
と
き
き
比
べ
る
と
は
っ
き
り
わ
か
る
。
む
か
し
の
奏
演
の
方
が
一
種
溜
飲
の
さ
が
る
思
い
が
し
て
、
気
分
の
転
換
、
解
放
感
も
つ

よ
い
し
、音
楽
的
な
対
比
も
鮮
明
で
、新
鮮
な
印
象
を
う
け
る
。
現
行
浄
瑠
璃
の
傾
向
と
し
て
、一
字
一
句
を
過
剰
に
語
り
生
か
そ
う
と
し
、『
う

れ
い
』
を
強
調
す
る
に
は
、
ゆ
っ
く
り
思
い
入
れ
た
っ
ぷ
り
と
や
り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
ば
か
り
に
、
全
体
に
間
の
び
し
て
、
奏
演
時
間
が
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長
く
な
り
す
ぎ
て
い
る
。
と
く
に
『
段
切
り
』
に
そ
の
傾
向
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
浄
瑠
璃
全
体
の
構
成
と
、『
段
切
り
』
の
も
つ
芸
術
的

意
義
か
ら
、
再
考
を
要
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。」
井
野
辺
潔
「
第
二
部　

構
造
と
歴
史　

四
、「
段
切
り
」
の
構
造
」『
浄
瑠
璃
史
考
説
』
風

間
書
房
、1991

年
、p.185.

（
14
）	
四
世
竹
本
津
大
夫
『
双
蝶
々
曲
輪
日
記―

引
窓
の
段
』「
演
者
が
語
る
義
太
夫
鑑
賞
の
手
引
（
16
）」『
邦
楽
と
舞
踊
』
邦
楽
と
舞
踊
出
版

社
、1981

年
12
月
、p.22.

（
15
）	
竹
本
越
路
大
夫
、
前
掲
同
書
、p.75.

（
16
）	

竹
本
津
大
夫
、
前
掲
同
書
、p.22.

（
17
）	

吉
田
玉
男
、
前
掲
同
書
、p.83.

（
18
）「
そ
れ
こ
そ
、
な
ん
に
も
判
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
ど
う
や
ら
一
人
前
の
太
夫
に
仕
立
て
て
下
す
つ
た
の
は
、
ま
つ
た
く
、
ほ
か
な
ら
ぬ
清

六
さ
ん
だ
つ
た
ん
で
す
」
茶
谷
半
次
郎
『
山
城
少
掾
聞
書
』
和
敬
書
店
、1949

年
、p.75.

ま
た
、
別
の
箇
所
で
は
こ
う
も
語
っ
て
い
る
。

「
清
六
さ
ん
の
い
き
0

0

の
か
ゝ
つ
た
物
で
す
か
？　

そ
れ
を
い
へ
ば
、
ど
れ
も
こ
れ
も
み
ん
な
で
す
。」
同
書
、p.79.

（
19
）	

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
越
路
大
夫
が
別
に
語
っ
て
い
る
次
の
芸
談
（
高
木
浩
志
『
四
代
竹
本
越
路
大
夫
』
淡
交
社
、1984

年
、p.135

）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

そ
れ
と
、
も
一
つ
、
重
大
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
古う

ち
の靱

師
匠
と
喜
左
衛
門
師
匠
と
、
行
き
方
が
正
反
対
の
所
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
喜
左
衛
門

師
匠
と
し
た
ら
僕
の
浄
瑠
璃
の
形
を
、
ご
自
分
の
方
向
に
変
え
よ
う
と
さ
れ
た
こ
と
も
確
か
で
す
。

真
面
目
な
衒て

ら

い
の
な
い
芸
風
、
研
究
熱
心
な
姿
勢
は
同
じ
な
の
で
す
が
、
表
現
に
当
っ
て
、
い
う
と
こ
ろ
の
彦
六
系
文
楽
系
と
い
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

変
え
よ
う
の
な
い
も
の
も
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
初
演
は
誰
で
あ
ろ
う
と
、
大
正
昭
和
に
は
古
靱
師
匠
し
か
勤
め
て
な
い
も
の
、
そ
う
で
す
、

「
二
月
堂
」
と
か
「
鬼
界
ヶ
島
」。
古
靱
師
匠
が
完
成
し
た
よ
う
な
も
ん
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
そ
ん
な
に
直
さ
な
か
っ
た
で
す
よ
。
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（
20
）	

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
次
の
論
考
（
内
山
美
樹
子
「
双
蝶
々
曲
輪
日
記
考　

引
窓
」『
芸
能
史
研
究
』
二
五
、1969

年
〈
引
用
は
『
国
立

文
楽
劇
場
上
演
史
料
集
・
23
』、1989

年
、p.47-48

〉）
が
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
引
窓
」
と
い
う
曲
が
、
大
正
昭
和
以
降
、
浄
る
り
の
人
気
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
し
て
定
着
し
え
た
の
に
は
一
つ
に
は
豊
竹
山
城
少
掾
の

す
ぐ
れ
た
演
奏
の
功
績
に
よ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。（
中
略
）
山
城
少
掾
は
結
局
大
正
四
年
六
月
の
初
役
以
来
昭
和
三
十
四
年
の
隠

退
ま
で
に
十
二
回
語
っ
て
い
る
。
戦
後
は
住
大
夫
、
若
大
夫
、
相
生
大
夫
、
綱
大
夫
、
越
路
大
夫
、
津
大
夫
と
ほ
と
ん
ど
の
切
場
語
り

が
手
が
け
て
い
る
が
、
住
大
夫
、
若
大
夫
は
筆
者
は
聴
い
て
居
な
い
が
、
他
は
す
べ
て
何
ら
か
の
意
味
で
山
城
少
掾
か
ら
教
え
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
大
正
・
昭
和
期
の
浄
る
り
の
「
引
窓
」
は
、
質
的
に
も
量
的
に
も
、
後
輩
へ
の
影
響
と
い
う
点
で
も
、
全
く
山

城
少
掾
独
走
体
制
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

（
21
）	

内
山
美
樹
子
、
前
掲
論
文
。
渡
辺
保
「
風
へ
の
道
」『
昭
和
の
名
人
豊
竹
山
城
少
掾
』
新
潮
社
、1993

年
。
な
ど
。

（
22
）	

「（
前
略
）
吾
人
一
同
旣
に
古
稀
に
近
き
同
氏
（
引
用
注
…
経
営
者
樋
口
吾
笑
）
の
過
去
に
於
け
る
忍
苦
に
一
臂
の
力
を
藉
し
、
今
後
本
誌

の
愈
々
益
々
隆
盛
を
圖
る
と
共
に
眞
の
浄
瑠
璃
藝
術
の
興
隆
を
逹
成
す
べ
く
志
を
同
う
せ
る
も
の
相
計
り
、
浄
瑠
璃
雜
誌
同
人
會
を
組
織
し
、

私
交
を
離
れ
直
言
直
筆
、
評
論
に
批
判
に
正
々
堂
々
の
筆
陣
を
張
り
多
く
世
人
の
行
ふ
、
是
を
是
と
し
非
は
之
を
避
く
る
如
き
所
謂
八
方
美

人
の
文
筆
を
戒
め
、
斯
道
向
上
の
た
め
多
少
の
非
難
を
顧
み
ず
又
敵
視
せ
ら
る
ゝ
を
も
覺
悟
し
、
専
ら
本
誌
面
の
向
上
發
逹
を
計
る
べ
き
を

誓
ふ
も
の
な
り
、
敢
て
茲
に
告
白
す
。」「
吾
人
の
告
白
」『
浄
瑠
璃
雑
誌
』
三
八
三
、1939

年
10
月
、p.2.

（
23
）	

太
宰
施
門
／
鴻
池
幸
武
／
武
智
鐵
二
／
森
下
辰
之
助
「
文
樂
座
十
月
興
行
合
評
記
」
同
前
、p.14.

「
今
回
は
本
誌
同
人
中
頭
書
の
四
君
に
合
評
を
乞
ふ
事
と
し
ま
し
た
。
則
ち
卷
頭
宣
言
の
如
く
直
筆
忌
憚
な
き
批
評
を
思
ひ
切
つ
て
掲
載

致
し
ま
し
た
尙
ほ
今
後
も
益
々
敢
行
す
る
覺
悟
で
厶
い
ま
す
。
御
愛
讀
を
願
ひ
ま
す
。
／
（
十
月
十
四
日
吾
笑
）」

（
24
）	

こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
武
智
鉄
二
「
文
楽
そ
の
芸
そ
の
人
び
と
」
前
掲
同
書
、p.18-25

に
詳
細
な
記
述
が
あ
る
。

（
25
）	

森
下
辰
之
助
「
文
樂
六
月
の
引
窓
と
橋
本
」『
浄
瑠
璃
雑
誌
』
三
九
〇
、1940

年
6
月
、p.29-33.

（
26
）	

武
智
鉄
二
「
津
太
夫
論
な
ど
」『
浄
瑠
璃
雑
誌
』
三
九
二
、1940

年
8
月
、p.16-25.

（
27
）	

鴻
池
幸
武
「
新
橋
演
舞
場
の
素
浄
瑠
璃
」『
浄
瑠
璃
雑
誌
』
三
九
五
、1940
年
11
月
、p.13.
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（
28
）	

『
日
本
音
楽
大
事
典
』（
平
凡
社
、1989

年
）の
項
目
「
豊
竹
山
城
少
掾
」
中
の
評
言
。
執
筆
担
当
は
鎌
倉
恵
子
＋
景
山
正
隆
。

（
29
）	

「
文
楽
の
盆
替
り
」『
浄
瑠
璃
雑
誌
』
二
九
五
、1930

年
9
月
、p.23.

（
30
）	

「
一
〇
月
の
文
楽
座
」『
浄
瑠
璃
雑
誌
』
二
七
四
、1928

年
10
月
、p.19-20.

（
31
）	
「
毎
日
新
聞
」
大
正
十
年
九
月
文
楽
座
興
行
〈
引
用
は
『
義
太
夫
年
表
大
正
篇
』
其
刊
行
会
、1970

年
、p.154

〉。

（
32
）	
当
時
の
浄
曲
界
の
庇
護
者
で
あ
り
、
芸
の
伝
承
に
も
厳
し
か
っ
た
杉
山
其
日
庵
が
、
そ
の
著
『
浄
瑠
璃
素
人
講
釈
』（
黒
白
社
、1926

年
）

の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
〈
引
用
は
復
刻
版
・
鳳
出
版
、1975

年
、p.119

〉
が
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
三
世
清
六
に
よ
っ
て
鍛
え

上
げ
ら
れ
た
古
靱
の
「
引
窓
」
が
、
完
成
度
の
高
さ
と
正
当
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

豊
竹
古
靭
太
夫
が
時
々
此
段
を
語
る
が
、
誰
に
稽
古
を
し
て
貰
つ
た
か
知
ら
ぬ
が
、
大
分
面
白
い
や
う
に
思
ふ
の
で
あ
る
。
庵
主
は
昔

よ
り
現
代
芸
人
の
品
評
を
し
た
事
は
な
い
が
、
此
人
の
此
段
は
ソ
モ
瓢
太
夫
の
昔
日
か
ら
聞
上
げ
て
来
た
中
で
、
悪
い
所
も
あ
る
か
知

ら
ぬ
が
、
大
体
に
於
て
の
秀
逸
と
思
う
て
喜
ん
で
居
る
の
で
あ
る
。

（
33
）	

三
世
清
六
急
逝
の
一
年
余
り
後
、
古
靱
は
ニ
ッ
ト
ー
レ
コ
ー
ド
に
「
引
窓
」
の
録
音
を
残
し
た
。
三
味
線
は
「
三
代
清
六
の
長
女
聟
」「
俊

才
の
上
に
熱
心
。
有
望
視
さ
れ
て
い
た
」（『
義
太
夫
年
表
大
正
篇
』「
人
名
索
引
」p.65

）
と
あ
る
鶴
澤
芳
之
助
で
あ
っ
た
。
時
期
的
に
も
、

相
方
の
三
味
線
か
ら
み
て
も
、
こ
れ
が
三
代
清
六
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
「
引
窓
」
の
忠
実
な
再
現
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
は
平
成
元
年
に
国
立
文
楽
劇
場
の
手
で
復
刻
Ｃ
Ｄ
と
し
て
蘇
っ
て
い
る
。

（
34
）	

表
紙
に
「
双
蝶
蝶　

八
ツ
目
／
八
幡
引
窓
の
段
／
津
留
婦
久
」
と
あ
り
、
中
は
五
行
稽
古
本
、
端
場
か
ら
段
切
ま
で
掲
載
さ
れ
た
板
本
で

あ
る
。
な
お
、
津
留
婦
久
と
は
三
世
清
六
の
幼
名
鶴
沢
福
太
郎
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
語
り
方
の
心
覚
え
が
そ
の
大
半
を
占
め
る
が
、
後

半
三
味
線
の
手
数
が
多
く
複
雑
な
箇
所
に
は
、
通
常
の
三
味
線
譜
で
あ
る
朱
章
が
記
さ
れ
て
あ
る
。
こ
の
心
覚
え
が
ど
の
太
夫
の
も
の
で
あ

る
か
、
清
六
自
身
が
書
き
込
ん
だ
可
能
性
も
含
め
、
特
定
す
る
手
掛
か
り
は
今
の
と
こ
ろ
見
当
た
ら
な
い
と
は
い
え
、
筐
底
に
秘
さ
れ
て
い

た
こ
の
心
覚
え
が
、「
引
窓
」
を
弾
き
、
ま
た
太
夫
に
示
す
時
に
も
、
自
身
の
作
品
解
釈
の
基
準
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
確
か
な

の
で
あ
る
。

（
35
）	

本
稿
に
該
当
す
る
も
の
だ
け
で
、
端
場
を
含
め
て
二
五
箇
所
を
超
え
る
（
本
文
に
引
用
し
た
頭
注
は
除
い
て
）。



51	 引窓の光と陰

（
36
）	

当
該
芸
談
は
ず
い
ぶ
ん
と
長
い
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
中
心
と
な
る
箇
所
の
み
を
引
用
す
る
。「（
二
十
五
）
双
蝶
々
曲
輪
日
記
八
ツ
目
切

　

引
窓
の
段
」『
浄
瑠
璃
素
人
講
釈
』
同
前
〈
引
用
は
復
刻
版
・
鳳
出
版
、1975

年
、p.118

〉。

『
人
の
出
世
は
時
知
れ
ず
』と
明
る
く
云
う
た
ら
、『
見
出
し
に
預
り
南
与
兵
衛
』と
声
を
落
し
て
云
ひ
升
。『
衣
類
大
小
申
受
け
』と「
ハ
ッ
」

て
云
う
た
ら
『
伴
ふ
武
士
は
何
者
か
』
と
平
ら
に
語
る
の
で
厶
り
升
。『
所
目
な
れ
ぬ
血
気
の
両
人
』
と
強
く
云
う
た
ら
『
家
来
も
其

身
も
立
止
り
』
と
静
か
に
語
る
の
で
引
窓
に
な
つ
て
、
明
る
く
暗
く
な
つ
て
行
き
ま
す
の
で
、
三
味
線
も
其
心
で
弾
か
ね
ば
引
窓
は
弾

け
て
居
ら
ぬ
の
で
厶
り
升
。

	

（
大
学
院
博
士
後
期
課
程
学
生
）
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SUMMARY

Light and Shade of Hikimado: The Examination of 
the Historical Transition of the Interpretation of “Yawatanosato Hikimado”

Hidetoshi	TADA

The	 eighth	 act	 of“Futatsu	Chouchou	Kuruwa	Nikki”is	 entitled	
“Yawatanosato	Hikimado.”In	this	act,	the	opening	and	closing	of	the	hikimado,	
which	is	the	slide-to-open	ceiling	window	that	brings	light	into	the	room,	plays	
an	 important	role	 in	the	act.	 In	short,	psychological	conflict	associated	with	
duty	and	sentiment	among	characters	such	as	the	mother,	child	and	stepchild	
is	artfully	expressed	by	the	light	and	shade	created	through	the	operation	of	
the	window.	In	other	words,	the	window	reflects	the	essence	of	the	act.

A	stage	review	written	in	1928	described	the	main	theme	of	the	act,	the	
psychological	conflict	associated	with	duty	and	sentiment,	as	having	a	close	
relationship	to	the	light	and	shade	created	by	the	opening	and	closing	of	the	
window.	 The	 theme	 could	 not	 be	 fully	 comprehended	without	 an	
understanding	 of	 the	window’s	 role.	Tsurusawa-seiroku	 III,	who	was	 a	
shami sen 	 p layer 	 and 	 accompan ied 	 Gida yu 	 master 	 Toyotake	
Yamashironoshoujyou	as	a	life-time	performance	partner,	wrote	a	tutorial	text	
on	Bunraku.	He	described	the	importance	of	the	role	of	the	window’s	operation	
in	understanding	the	theme	of	the	act.	His	interpretation	aligned	with	another	
discourse	written	by	a	Bunraku	master	in	the	Meiji	Period,	1868-1911.

However,	Bunraku	masters	 in	 the	Late	Showa	Period,	 1960-1988,	
while	performing	 the	act	aiming	 to	 show	psychological	 conflict	 among	
characters,	did	not	have	 this	 interpretation	of	 the	window.	Discourses	
about	 these	 acts	 from	 this	 time	 seldom	mention	 the	 light	 and	 shade	
created	through	the	operation	of	 the	window	as	an	 interpretation	of	 the	
conflict.	For	 the	masters,	 the	opening	and	closing	of	 the	window	was	
unessential	 in	describing	the	theme	of	 the	act.	 	This	new	opinion	of	 the	
window	was	developed	 in	 the	Early	Showa	Period,	 1926-1959,	 due	 to	
Yamashironoshoujyou’s	superior	acting	abilities	which	reduced	the	need	
for	expressing	conflict	through	the	window.

キーワード：引窓，明暗，奏演解釈，山城少掾，三代清六




