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泉
鏡
花
『
深
沙
大
王
』
の
演
出

―
〈
廻
り
舞
台
〉
の
前
後
を
中
心
に

―

西
尾

元
伸

は
じ
め
に

『
深
沙
大
王
』（
明
治

・

）
は
、
泉
鏡
花
の
初
め
て
の
戯
曲
作
品

37

10

で
あ
る
。
三
幕
も
の
と
し
て
、
鏡
花
の
小
説
『
水
鶏
の
里
』（
明
治

・
34

）
と
同
様
、
越
前
武
生
虎
杖
在
に
あ
る
水
鶏
の
名
所
の
、
深
沙
大
王

3を
祀
っ
た
祠
に
ま
つ
わ
る
怪
を
作
品
化
し
て
い
る
。

村
山
松
三
郎
は
か
つ
て
の
名
主
家
の
出
身
で
は
あ
る
が
、
そ
の
村
山

家
は
現
在
で
は
零
落
し
て
い
る
。
許
嫁
で
あ
っ
た
お
俊
は
、
継
母
に
よ

っ
て
藝
妓
に
出
さ
れ
、
身
う
け
さ
れ
て
土
地
の
地
主
・
倉
持
伝
助
の
妾

と
な
っ
て
い
る
。
あ
る
と
き
、
医
者
へ
行
こ
う
と
し
た
お
俊
が
村
山
家

に
立
ち
寄
り
、
暑
い
の
で
、
二
枚
重
ね
に
し
た
襦
袢
を
一
枚
脱
い
で
預

け
る
。
お
俊
が
立
ち
去
っ
た
後
に
伝
助
が
村
山
家
へ
立
ち
寄
り
、
襦
袢

を
肩
に
掛
け
る
松
三
郎
を
見
つ
け
て
、
「
姦
夫
」
と
呼
び
、
供
を
す
る

大
垣
正
太
に
引
き
倒
さ
せ
る
。
伝
助
は
そ
の
後
、
骨
董
品
を
探
し
て
深

沙
大
王
の
祠
を
物
色
し
荒
ら
す
。
さ
ら
に
後
、
先
の
襦
袢
を
証
拠
と
し

て
、
伝
助
は
お
俊
と
松
三
郎
を
責
め
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
と
き
深
沙

大
王
の
力
に
よ
る
洪
水
の
幻
が
あ
ら
わ
れ
、
か
え
っ
て
伝
助
が
深
沙
大

王
の
眷
属
の
異
類
異
形
ら
に
成
敗
さ
れ
る
。
作
品
の
梗
概
は
以
上
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
作
中
で
目
を
ひ
く
の
は
、
伝
助
が
深
沙
大
王
の
祠

を
荒
ら
し
た
後
に
、
深
沙
大
王
の
眷
属
の
異
類
異
形
ら
が
伝
助
に
つ
い

て
評
定
を
す
る
場
面
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
評
定
を
目
撃
す
る
小
山
田

透
と
い
う
新
聞
記
者
が
い
る
。
小
山
田
は
藝
妓
時
代
の
お
俊
を
知
っ
て

お
り
、
こ
の
地
を
銃
猟
の
た
め
に
訪
れ
て
、
村
山
家
で
松
三
郎
の
老
母

に
深
沙
大
王
の
祠
の
話
を
聞
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
作
品
が
洪
水
に
よ
っ
て
結
末
を
迎
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
鏡

花
の
後
年
の
戯
曲
『
夜
叉
ヶ
池
』
（
大
正

・

）
と
の
類
似
性
が
夙

2

3

に
指
摘
さ
れ
る
（
１
）
。
ま
た
、
『
深
沙
大
王
』
は
明
治
三
十
七
年
の
本
郷

座
で
の
新
派
合
同
公
演
の
た
め
に
書
か
れ
た
作
品
だ
が
、
実
際
に
は
上

演
は
見
送
ら
れ
、
同
公
演
の
演
目
は
『
高
野
聖
』
に
変
更
に
な
る
。
こ

の
『
深
沙
大
王
』
の
脚
本
依
頼
か
ら
、
主
に
他
演
目
と
の
配
役
や
上
演

時
間
を
調
整
す
る
た
め
見
送
り
と
な
る
ま
で
の
経
緯
に
は
、
穴
倉
玉
日

氏
の
詳
し
い
考
察
が
あ
る
（
２
）
。
作
品
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
は
さ
ら
に
、

阪大近代文学研究 12（2014.3）
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市
川
祥
子
氏
に
よ
っ
て
、
扁
額
の
文
字
が
よ
す
が
と
な
っ
て
深
沙
大
王

の
霊
力
が
顕
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
そ
の
背
景
に
鏡
花
が
東
京
調
布

の
深
大
寺
（
深
沙
大
王
を
祀
る
）
を
訪
れ
た
体
験
が
あ
っ
た
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
３
）
。
ま
た
、
越
野
格
氏
は
、
同
じ
題
材
を
扱
っ

た
小
説
『
水
鶏
の
里
』
と
戯
曲
『
深
沙
大
王
』
と
の
対
照
か
ら
、
日
常

の
世
界
と
異
類
異
形
の
世
界
と
を
繋
ぐ
存
在
と
し
て
小
山
田
な
る
新
聞

記
者
が
創
出
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（
４
）
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の

先
行
研
究
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
『
深
沙
大
王
』
と
い
う
鏡
花
初
の
戯
曲

作
品
の
、
小
説
と
は
異
な
る
形
式
の
中
で
試
み
ら
れ
た
表
現
方
法
に
つ

い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

先
行
論
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
『
深
沙
大
王
』
と
い
う
作
品
は
新
派

合
同
公
演
の
た
め
、
つ
ま
り
上
演
を
見
据
え
て
書
か
れ
て
い
る
。
詳
し

く
は
作
品
本
文
を
具
体
的
に
検
討
す
る
中
で
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え

る
が
、
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
鏡
花
は
、
劇
場
の
空
間
を
意
識
し
、
舞
台

装
置
を
描
き
、
演
じ
る
役
者
の
姿
や
所
作
を
描
い
て
い
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
は
言
い
換
え
る
と
、
横
暴
な
伝
助
と
松
三
郎
・
お
俊
と
の

対
峙
や
、
深
沙
大
王
の
霊
験
と
い
う
内
容
面
の
要
素
だ
け
か
ら
作
品
が

構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
劇
場

の
空
間
を
視
野
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
舞
台
上
の
役
者
に
注
が
れ
る
観
客

の
視
線
を
も
見
遁
す
こ
と
は
で
き
ま
い
。
こ
う
し
た
戯
曲
ゆ
え
の
諸
要

素
へ
目
を
向
け
る
こ
と
を
、
考
察
の
足
懸
り
と
し
た
い
。

一

あ
ら
た
め
て
劇
場
空
間
の
中
に
描
か
れ
た
も
の
と
し
て
見
て
み
る

と
、
『
深
沙
大
王
』
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
舞
台
装
置
を
駆
使
す
る
形
で
描

か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
こ
う
。

序
幕
の
前
半
「
縁
の
糸
」
の
場
は
、
松
三
郎
の
侘
住
居
の
場
面
か
ら

は
じ
ま
る
。
冒
頭
に
「
舞
台
に
茅
屋
の
一
構
、
小
家
の
半
ば
、
煤
け
障

子
を
し
め
切
り
て
、
こ
ゝ
が
納
戸
の
こ
し
ら
へ
、
半
分
を
店
に
し
て
、

炉
を
切
り
、
茶
釜
を
か
け
、
傍
に
駄
菓
子
の
箱
二
ツ
三
ツ
」
と
あ
る
よ

う
に
、
松
三
郎
の
老
母
は
家
の
表
半
分
を
茶
店
と
し
て
商
い
を
し
て
い

る
。
こ
こ
へ
新
聞
記
者
の
小
山
田
が
立
ち
寄
り
、
水
鶏
の
名
所
の
深
沙

大
王
の
祠
の
話
を
聞
く
。
そ
し
て
、
祠
を
訪
ね
よ
う
と
店
を
出
る
と
き

に
ち
ょ
う
ど
訪
れ
た
お
俊
と
す
れ
違
う
。
お
俊
は
小
山
田
に
声
を
掛
け

る
。

お
俊

お
な
つ
か
し
う
存
じ
ま
す
、
ま
こ
と
に
し
ば
ら
く
。

と
嬉
し
さ
う
に
い
ふ
。

小
山
田

藝
妓
が
堅
気
に
な
つ
て
か
ら
は
、
前
の
知
己
は
要
ら
な

い
も
ん
だ
。

と
い
ひ
ず
て
に
衝
と
過
ぐ
る
。
お
俊
思
入
あ
り
、
う
つ
む
く
。

此
時
舞
台
廻
る
。
件
の
納
戸
の
障
子
を
あ
け
る
と
、
小
さ
な

机
を
置
き
、
本
が
四
五
冊
、
傍
に
寝
床
を
ま
う
け
、
松
三
郎
、

色
の
あ
せ
た
紺
が
す
り
に
、
兵
児
帯
の
く
る

く
巻
、
や
つ

れ
た
姿
、
柱
に
つ
か
ま
り
、
立
つ
て
居
て
熟
と
お
俊
を
視
め
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る
。

老
母
は
静
か
に
糸
車
。

こ
の
場
面
の
「
舞
台
廻
る
」
の
前
後
に
注
目
し
た
い
。
す
る
と
、
小

山
田
と
お
俊
が
会
話
を
か
わ
し
た
と
き
、
松
三
郎
が
納
戸
か
ら
お
俊
の

姿
を
見
つ
め
て
い
た
こ
と
が
見
て
と
れ
よ
う
。
〈
廻
り
舞
台
〉
は
同
じ

時
間
の
ふ
た
つ
の
場
所
を
観
客
席
に
見
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

面
で
は
、
障
子
に
よ
っ
て
仕
切
ら
れ
た
納
戸
の
内
と
外
で
あ
る
。

「
う
つ
む
く
」
所
作
で
感
情
を
示
す
お
俊
の
〈
思
入
〉
の
間
に
小
山

田
は
出
て
行
き
、
入
れ
違
い
に
お
俊
が
店
に
入
る
。
い
く
ら
か
の
会
話

を
か
わ
し
た
後
、
二
枚
重
ね
の
襦
袢
の
一
枚
を
納
戸
に
入
っ
て
脱
ぎ
、

預
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
納
戸
の
外
で
は
静
か
に
対
立
が
起

こ
る
。
お
俊
の
世
話
を
す
る
お
三
と
い
う
女
が
、
そ
の
実
、
伝
助
に
よ

る
お
俊
の
監
視
役
で
あ
る
ら
し
い
か
ら
で
あ
る
。
お
三
は
、
お
俊
が
店

へ
上
が
ろ
う
と
す
れ
ば
「
お
急
ぎ
な
さ
い
ま
せ
ん
と
」
と
急
か
し
、
老

母
が
「
御
苦
労
に
ご
ざ
り
ま
す
の
」
と
声
を
掛
け
て
も
「
ツ
ン
と
す
る
」
。

ま
た
お
俊
は
、
老
母
が
「
伜
が
又
福
井
へ
行
つ
て
、
衣
類
や
ら
、
お
金

子
や
ら
、
沢
山
お
世
話
に
…
…
」
と
言
い
か
け
る
と
、
「
目
で
知
ら
せ

て
、
お
さ
ん
を
見
せ
る
」
。
お
三
は
、
心
を
許
せ
る
相
手
で
は
な
い
。

お
俊
が
襦
袢
を
脱
ご
う
と
し
た
と
き
、
老
母
が
帯
を
解
い
た
お
俊
に
向

か
い
「
納
戸
へ
行
つ
て
支
度
を
さ
つ
し
や
い
」
と
言
う
。
老
母
と
お
俊

が
「
二
人
で
顔
を
見
合
せ
」
た
の
は
、
納
戸
の
内
に
松
三
郎
が
い
る
こ

と
を
諒
解
し
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
お
三
は
「
透
見
の
構
へ
」
で
「
障

子
に
寄
る
」
。
老
婆
が
「
茶
を
参
れ
」
と
「
大
く
」
言
い
、
お
三
を
障

子
か
ら
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
。

こ
の
場
面
で
表
現
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
〈
廻
り
舞
台
〉
に

よ
っ
て
出
現
し
た
ふ
た
つ
の
空
間
の
違
い
を
、
台
詞
だ
け
で
は
な
く
、

役
者
の
所
作
を
も
含
め
て
仄
め
か
し
、
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
で
あ

る
。
納
戸
の
外
は
ふ
た
り
の
仲
を
許
さ
ず
、
内
は
そ
う
し
た
束
縛
か
ら

一
時
的
に
せ
よ
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
る
空
間
で
あ
る
。

お
俊
は
、
襦
袢
を
置
い
て
医
者
へ
と
立
ち
去
る
。

老
母

お
出
か
け
か
。
あ
ゝ
、
そ
れ
で
は
先
生
様
に
、
よ
く
容
体

を
い
ふ
ん
だ
よ
。

お
俊

は
い
、

と
う
れ
し
さ
う
に
ほ
ろ
り
と
し
て
、
片
足
駒
下
駄
に
か
け
な

が
ら
、

お
待
遠
だ
つ
た
ね
え
。

お
三

ど
う
い
た
し
ま
し
て
！

と
仰
山
に
い
ふ
。

お
さ
ん
、
つ
か

く
と
さ
き
へ
立
つ
。
お
俊
は
あ
と
に
心
残

り
、
う
し
ろ
髪
を
引
か
る
ゝ
仕
打
で
、
間
ほ
ど
よ
く
隔
る
。

松
三
郎
、
又
障
子
を
細
目
に
見
送
る
。
机
に
も
た
れ
た
、
肩

に
、
今
脱
い
だ
胴
ぬ
き
の
下
着
、
派
手
に
媚
か
し
く
、
し
を

ら
し
い
の
を
着
せ
か
け
た
り
。

ト
目
を
見
合
は
せ
、
松
三
郎
ぐ
ッ
と
其
の
下
着
を
被
つ
て
、

が
つ
か
り
と
横
に
寝
る
。
お
俊
急
い
で
入
る
。

松
三
郎
の
家
を
後
に
す
る
と
き
、
早
足
で
歩
く
お
三
と
、
「
う
し
ろ
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髪
を
引
か
る
ゝ
仕
打
」
の
お
俊
と
の
間
に
で
き
る
隔
た
り
は
、
松
三
郎

に
思
い
を
寄
せ
続
け
る
お
俊
の
心
を
あ
ら
わ
し
て
い
よ
う
。
ま
た
、
肩

に
襦
袢
を
掛
け
て
、
障
子
の
内
か
ら
お
俊
を
見
送
る
松
三
郎
の
心
も
同

様
で
あ
ろ
う
。
障
子
に
よ
っ
て
仕
切
ら
れ
た
ふ
た
つ
の
空
間
は
、
心
を

通
わ
せ
つ
つ
も
結
ば
れ
な
い
ふ
た
り
の
あ
り
よ
う
を
象
徴
し
て
い
る
。

ま
た
、
女
性
が
自
分
の
着
衣
を
男
性
に
着
せ
か
け
る
し
ぐ
さ
は
、
樋

口
一
葉
『
わ
れ
か
ら
』
（
明
治

・

）（
５
）

で
の
、
奥
様
（
お
町
）
が

29

5

書
生
（
千
葉
）
に
羽
織
を
掛
け
て
や
る
場
面
を
思
い
出
さ
せ
よ
う
。
お

町
は
「
勉
強
家
は
気
が
引
け
る
、
懶
怠
ら
れ
て
は
困
る
け
れ
ど
、
煩
は

ぬ
や
う
に
心
が
け
て
お
呉
れ
」
と
書
生
を
気
遣
う
言
葉
を
か
け
、
羽
織

を
着
せ
か
け
る
。

私
は
行
つ
て
寝
る
ば
か
り
の
身
体
、
部
や
へ
行
く
間
の
事
は
寒
い

と
て
も
仔
細
は
な
き
に
、
構
ひ
ま
せ
ぬ
か
ら
此
れ
を
着
て
お
出
、

遠
慮
を
さ
れ
る
と
憎
く
ゝ
成
る
ほ
ど
に
何
事
も
黙
つ
て
年
上
の
言

ふ
事
は
聞
く
物
と
奥
様
す
つ
と
お
羽
織
を
ぬ
ぎ
て
、
千
葉
の
背
後

よ
り
打
着
せ
給
ふ
に
、
人
肌
の
ぬ
く
み
背
に
気
味
わ
る
く
、
麝
香

の
か
を
り
満
身
を
襲
ひ
て
、
お
礼
も
何
と
い
ひ
か
ぬ
る
を
、
よ
う

似
合
の
う
と
笑
ひ
な
が
ら
、
雪
灯
手
に
し
て
立
出
給
へ
ば
、

女
性
の
体
温
が
残
る
衣
服
を
、
「
ぐ
ッ
と
」
被
る
か
、
嫌
悪
す
る
か

は
、
そ
の
ま
ま
男
性
の
抱
く
思
い
の
差
で
あ
る
。
し
か
し
、
男
性
の
身

体
を
気
遣
う
行
為
で
あ
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
よ
う
。
『
わ
れ
か
ら
』

の
書
生
と
同
じ
よ
う
に
、
松
三
郎
も
「
学
問
」
を
す
る
身
で
あ
り
、
か

つ
、
お
俊
は
藝
妓
で
あ
っ
た
頃
に
は
仕
送
り
を
し
て
松
三
郎
の
「
学
問
」

を
支
え
た
。
そ
の
松
三
郎
が
「
お
こ
り
」
で
「
熱
の
さ
し
ひ
き
が
酷
」

く
、「
塩
梅
が
悪
う
て
寝
て
居
る
」
と
こ
ろ
を
、
お
俊
は
訪
ね
て
い
る
。

松
三
郎
の
病
を
気
遣
う
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
気

遣
い
も
、
お
俊
に
は
納
戸
の
内
で
し
か
許
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
直
後
に
、
伝
助
と
そ
の
供
を
す
る
正
太
が
茶
店
を
訪
れ
る
。
近

辺
で
骨
董
を
物
色
す
る
途
中
、
休
憩
に
立
ち
寄
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
老
母
の
対
応
に
腹
を
立
て
た
伝
助
は
、
松
三
郎
の
家
を
も
正
太
に
物

色
さ
せ
、
納
戸
の
中
で
女
性
の
襦
袢
を
掛
け
た
松
三
郎
を
見
つ
け
る
。

「
姦
夫
」
と
罵
ら
れ
引
き
倒
さ
れ
た
松
三
郎
は
、
立
ち
去
っ
た
伝
助

と
供
の
正
太
を
、
刀
を
手
に
し
て
追
い
か
け
る
。
こ
こ
で
、
〈
廻
り
舞

台
〉
が
回
転
し
、
後
半
「
萩
す
ゝ
き
」
の
場
に
転
換
す
る
。

道
具
廻
る
と
小
川
べ
り
、
堤
防
路
田
圃
の
遠
見
。
一
面
の
薄

に
し
て
、
伝
助
、
正
太
が
、
深
沙
大
王
の
社
に
行
く
途
中
と

な
る
。

正
太

先
生
、
今
だ
か
ら
い
ふ
ん
で
す
が
、
御
寵
愛
の
、
お
俊
君

は
、
福
井
で
藝
妓
を
し
て
居
ら
れ
た
時
分
か
ら
、
小
遣
よ
し
、

衣
よ
し
、
松
三
郎
の
奴
に
、
学
資
を
貢
い
で
、
勉
強
を
さ
せ
て

居
た
ん
だ
と
い
ひ
ま
す
ぜ
。

正
太
は
、
お
俊
が
松
三
郎
に
「
愛
情
を
捧
げ
て
居
る
」
こ
と
を
言
い
、

「
監
督
と
、
警
戒
を
」
厳
重
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
進
言
し
、
さ

ら
に
そ
の
よ
う
な
女
性
を
「
強
ひ
て
御
自
分
の
物
に
な
さ
る
」
理
由
を

問
う
。
伝
助
は
冷
笑
さ
え
し
な
が
ら
、
お
俊
が
「
松
三
郎
に
添
ひ
た
い

と
い
ふ
の
を
」
「
思
ふ
ま
ゝ
に
は
さ
せ
ん
」
た
め
だ
と
答
え
る
。
そ
し
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て
、
当
地
の
名
物
の
鮎
料
理
に
た
と
え
、
「
今
度
の
や
う
な
不
埒
を
働

け
ば
、
働
く
ほ
ど
、
己
の
口
に
も
最
も
旨
い
、
地
獄
お
と
し
と
い
ふ
の

に
す
る
」
と
宣
言
す
る
。（
な
お
、
「
地
獄
」
と
い
う
語
は
、
前
場
で
松

三
郎
が
引
き
倒
さ
れ
た
際
の
老
母
の
台
詞
に
も
「
此
処
は
、
地
獄
か
い

の
、
え
ゝ
、
娑
婆
か
い
の
」
と
あ
る
。
後
に
伝
助
が
お
俊
と
松
三
郎
を

縛
っ
て
打
擲
さ
せ
る
、
い
わ
ゆ
る
〈
責
め
場
〉
が
展
開
す
る
が
、
こ
れ

ら
の
「
地
獄
」
は
そ
の
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
語
で
あ
ろ
う
。
）
そ
こ
へ
、

松
三
郎
が
追
い
つ
き
刀
を
抜
い
て
斬
り
か
か
る
が
、
一
刀
流
を
名
乗
る

正
太
に
一
打
ち
に
さ
れ
気
絶
す
る
。
〈
廻
り
舞
台
〉
に
は
、
す
ば
や
く

場
面
を
転
換
し
、
こ
れ
ら
を
一
連
の
も
の
と
し
て
観
客
に
見
せ
る
効
果

が
あ
る
。

さ
ら
に
、
気
絶
し
た
松
三
郎
の
も
と
へ
お
俊
が
や
っ
て
来
る
場
面
が

続
く
。

花
道
か
ら
お
俊
、
急
ぎ
足
、
気
の
せ
く
様
子
で
、
あ
と
さ
き

を
見
ま
は
し
な
が
ら
、

お
俊

何
為
恁
う
胸
騒
ぎ
が
す
る
だ
ら
う
ね
え
。

す
ぐ
に
ば
た

く
と
舞
台
に
来
て
、
先
づ
抜
身
を
見
て
打
驚

き
、
松
三
郎
の
倒
れ
た
の
に
ハ
ッ
と
し
て
、
自
分
の
下
着
を

見
て
吃
驚
。

こ
こ
で
は
、
気
絶
し
た
松
三
郎
を
残
し
て
立
ち
去
っ
た
伝
助
ら
と
入

れ
替
わ
り
に
、
お
俊
が
〈
花
道
〉
か
ら
舞
台
に
登
場
す
る
場
面
が
描
か

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ふ
た
り
が
手
を
取
り
あ
っ
て
、（
松
三
郎
）
「
活

き
が
ひ
も
な
い
松
三
郎
だ
、
活
き
ち
や
居
ら
ん
ぞ
」
、
（
お
俊
）
「
ど
ん

な
事
が
あ
ッ
た
つ
て
、
貴
下
ば
か
り
は
殺
し
ま
せ
ん
よ
」
と
覚
悟
を
決

め
る
と
こ
ろ
で
〈
幕
〉
と
な
る
。

こ
こ
ま
で
、
序
幕
二
場
を
〈
廻
り
舞
台
〉
を
使
っ
た
演
出
を
中
心
に
、

や
や
詳
し
く
見
て
き
た
。
作
品
の
展
開
か
ら
整
理
す
る
な
ら
ば
、
思
い

を
寄
せ
合
う
松
三
郎
と
お
俊
、
そ
れ
を
妨
げ
る
伝
助
、
伝
助
に
切
り
つ

け
る
も
返
り
討
ち
に
遭
う
松
三
郎
、
死
ぬ
覚
悟
を
と
も
に
決
め
る
松
三

郎
と
お
俊
、
と
い
う
順
に
な
る
。
善
人
の
松
三
郎
、
お
俊
ら
が
敵
役
で

あ
る
伝
助
に
苛
ま
れ
、
後
に
第
三
幕
に
至
れ
ば
〈
責
め
場
〉
が
描
か
れ

る
と
い
う
展
開
は
、
世
話
物
歌
舞
伎
さ
え
思
わ
せ
る
よ
う
な
類
型
的
な

演
出
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
が
〈
廻
り
舞
台
〉
〈
花
道
〉
と
い
っ

た
舞
台
装
置
の
上
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

二

先
述
し
た
と
お
り
、
『
深
沙
大
王
』
が
本
郷
座
で
の
上
演
を
意
識
し

て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
多
く
の
先
行
研
究
が
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
上
演
を
予
定
し
て
い
た
本
郷
座
は
、
明
治
六
年
に
奥
田
座
と
し

て
開
設
さ
れ
、
そ
の
後
、
春
木
座
と
改
称
、
元
は
主
に
歌
舞
伎
を
上
演

し
た
劇
場
で
あ
っ
た
。
二
度
の
類
焼
を
経
て
、
明
治
三
十
五
年
に
本
郷

座
と
改
称
し
て
い
る
。
明
治
三
十
二
年
に
再
建
さ
れ
た
当
時
の
劇
場
に

は
ま
だ
椅
子
は
な
く
、
場
内
は
す
べ
て
桟
敷
席
で
あ
っ
た
（
６
）
。

鏡
花
が
『
深
沙
大
王
』
と
い
う
作
品
を
描
こ
う
と
し
た
と
き
に
、
本

郷
座
の
舞
台
装
置
を
利
用
す
る
の
は
自
然
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
制
約

さ
れ
た
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。
鏡
花
自
身
が
『
深
沙
大
王
』
の
執
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筆
経
緯
と
、
実
際
の
明
治
三
十
七
年
本
郷
座
公
演
の
演
目
が
『
高
野
聖
』

に
差
し
替
え
ら
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
説
明
す
る
「
本
郷
座
の
高
野
聖
に

就
て
」（
７
）

と
い
う
文
章
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

元
来
小
生
芝
居
に
暗
く
、
お
囃
子
の
あ
る
方
が
上
手
に
や
、
義
太

夫
を
語
る
方
が
し
も
手
に
や
、桟
敷
の
東
西
さ
へ
能
く
は
存
ぜ
ず
、

お
茶
屋
の
草
履
を
穿
い
た
ま
ゝ
で
、
つ
か

く
と
木
戸
を
入
り
、

上
り
口
で
出
方
に
叱
ら
る
ゝ
事
再
三
、
道
具
の
ま
は
る
と
い
ふ
べ

き
を
舞
台
が
廻
る
と
思
ひ
違
へ
、
其
の
廻
つ
た
処
が
、
す
ぐ
に
引

返
し
、
と
心
得
、
此
の
間
の
脚
本
に
も
然
や
う
に
記
し
た
箇
所
候

ひ
し
が
、
文
藝
へ
掲
げ
る
に
つ
き
、
挿
画
を
木
挽
町
の
好
男
子
に

頼
み
候
、
原
稿
を
披
見
し
て
、
同
氏
心
着
け
く
れ
ら
れ
、
南
無
三

宝
に
て
訂
正
い
た
し
候
始
末
、（
略
）

『
深
沙
大
王
』
が
「
文
藝
倶
楽
部
」
に
掲
載
さ
れ
た
と
き
の
挿
絵
画

家
、
鏑
木
清
方
と
の
や
り
と
り
が
披
露
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、

鏡
花
が
「
芝
居
に
暗
く
」
と
言
い
つ
つ
も
、
〈
廻
り
舞
台
〉
そ
の
他
の

舞
台
装
置
、
あ
る
い
は
桟
敷
（
観
客
席
）
を
含
め
た
劇
場
の
空
間
を
意

識
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

第
二
幕
に
は
、
〈
廻
り
舞
台
〉
が
演
出
に
お
い
て
、
よ
り
重
要
な
役

割
を
果
た
す
箇
所
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ま
ず
は
前
半
「
ふ
る
や

し
ろ
」
の
場
か
ら
確
認
し
て
み
た
い
。

舞
台
正
面
、
少
し
奥
ま
り
て
深
沙
大
王
の
祠
、
板
の
透
い
た
廻
廊
、

形
ば
か
り
階
段
あ
り
、
壁
は
落
ち
扉
も
失
せ
て
か
ら
り
と
し
て
、

右
手
に
小
な
稲
荷
の
堂
。
段
の
上
に
朱
塗
兀
ま
だ
ら
で
、
欠
損
じ

た
賓
頭
廬
の
形
の
木
像
一
つ
朦
朧
と
し
て
、傾
い
た
額
に
翁
の
面
。

水
干
烏
帽
子
を
着
た
一
頭
の
猿
が
馬
を
曳
い
た
絵
馬
一
面
、
砕
け

た
瀬
戸
物
の
香
炉
、
太
鼓
の
胴
な
ど
、
そ
れ

ぐ
よ
ろ
し
き
配
置
。

梁
の
上
に
、
黒
く
、
錆
び
た
る
鰐
口
ぶ
ら
下
る
。
隅
々
に
蜘
蛛
の

巣
見
え
、
階
段
の
上
に
深
沙
大
王
と
仄
に
読
ま
る
ゝ
扁
額
、
青
と

白
を
切
交
ぜ
の
幣
束
等
、
総
て
雨
に
朽
ち
、
風
に
破
れ
た
模
様
、

周
囲
は
参
差
と
枝
を
ま
じ
へ
た
、
松
の
林
、
昼
な
ほ
暗
き
体
、
枯

草
の
中
に
苔
蒸
し
た
る
御
手
洗
、
常
夜
灯
な
ど
、
黄
昏
の
色
を
籠

め
て
、
爰
に
倉
持
伝
助
、
大
垣
正
太
の
両
人
、
前
幕
の
こ
し
ら
へ

に
て
立
懸
り
居
る
。

「
ふ
る
や
し
ろ
」
冒
頭
は
、
深
沙
大
王
の
祠
へ
伝
助
と
正
太
が
到
着

す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。
伝
助
と
正
太
が
、「
前
幕
の
こ
し
ら
へ
」

の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
か
ら
時
間
的
な
連
続
性
が
わ
か
る
。
ふ
た
り
は
骨

董
蒐
集
の
た
め
に
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
祠
の
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
物
色

す
る
。
こ
の
と
き
、
伝
助
は
「
新
刀
以
前
」
か
否
か
、
つ
ま
り
慶
長
以

前
か
、
以
後
か
、
に
よ
っ
て
判
断
す
る
。
す
な
わ
ち
、
伝
助
に
と
っ
て

の
価
値
は
「
何
し
ろ
古
く
な
く
つ
ち
や
不
可
ん
」
と
時
代
の
新
旧
を
見

る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
祠
に
置
か
れ
た
も
の
た
ち
は
、
実
は
魂
を
宿

し
た
付
喪
神
で
あ
る
が
、
伝
助
は
新
旧
だ
け
が
関
心
事
で
あ
り
、
古
物

の
魂
な
ど
に
見
向
き
は
し
な
い
。
伝
助
は
「
せ
め
て
神
酒
徳
利
の
奇
ら

し
い
の
で
も
転
が
つ
ち
や
居
ら
ん
か
、
捜
せ
。
構
ふ
も
の
か
、
百
姓
共

は
蛇
体
だ
と
云
つ
て
震
へ
居
る
が
、
た
か
が
物
置
の
青
大
将
だ
。
誰
に

遠
慮
が
い
る
も
の
か
。
先
祖
代
々
、
人
に
頭
を
下
げ
な
い
己
だ
。
深
沙
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大
王
、
へ
む
、
甘
い
大
王
」
な
ど
と
言
う
。
し
か
し
、
伝
助
が
「
新
刀

以
後
」
と
意
に
介
さ
な
か
っ
た
「
た
か
が
物
置
」
に
捨
て
置
か
れ
た
も

の
た
ち
は
、
深
沙
大
王
の
眷
属
と
し
て
伝
助
に
制
裁
を
加
え
る
評
定
を

す
る
存
在
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
「
増
長
慢
」
で
あ
る
限
り
、
伝
助
に

こ
の
祠
の
本
質
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

後
の
評
定
の
中
で
、
紙
雛
は
「
伝
助
に
か
さ
な
る
怨
は
、
砂
の
数
ほ

ど
尽
き
ぬ
」
と
言
う
。
そ
れ
に
答
え
て
、
翁
が
「
思
ふ
事
が
あ
つ
て
此

処
へ
来
る
、
界
隈
の
百
姓
達
が
、
屈
託
と
い
ふ
屈
託
の
起
は
残
ら
ず
伝

助
」
と
言
い
、
伝
助
の
「
心
懸
が
酷
い
」
た
め
に
「
此
願
事
が
叶
ふ
か

何
う
ぢ
や
と
、
一
心
に
な
つ
て
此
処
へ
来
る
の
に
、
か
な
は
ぬ
と
蜘
蛛

の
糸
で
、
書
い
て
見
せ
ね
ば
な
る
ま
い
が
の
」
と
、
祠
が
「
禍
の
神
」

と
呼
ば
れ
る
事
情
を
述
べ
る
。
第
一
幕
「
縁
の
糸
」
で
の
松
三
郎
の
老

母
の
話
に
よ
れ
ば
、
願
事
を
抱
え
て
祠
に
日
参
し
て
い
た
の
は
六
蔵
と

い
う
男
で
あ
り
、
「
か
な
は
ぬ
」
の
文
字
を
見
て
す
ぐ
に
首
を
縊
っ
た

の
だ
と
い
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
「
禍
の
神
」
と
呼
ば
れ
て
寂
れ
ゆ
く
ほ

ど
に
こ
の
祠
は
、
命
を
絶
た
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
人
の
願
い
を
怨
恨
に

換
え
て
堆
積
さ
せ
る
場
所
に
な
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
紙
雛
は
、「
伝

助
の
祖
父
が
ね
、
金
の
威
光
を
振
り
ま
は
し
て
さ
、
身
分
の
あ
る
の
は
、

五
百
石
取
の
女
か
ら
始
め
、
軽
い
は
炭
焼
の
女
ま
で
、
年
紀
は
十
五
と

云
ふ
の
ば
か
り
、
三
十
人
と
取
り
か
へ
、
引
き
か
へ
、
床
に
活
け
た
り
、

庭
に
植
ゑ
た
り
、
な
ぐ
さ
ん
だ
女
に
は
、
残
ら
ず
、
其
二
の
腕
へ
、
紅

い
絹
糸
を
結
ば
せ
た
乱
行
が
ご
ざ
ん
す
」
と
伝
助
の
祖
父
の
代
に
ま
で

「
増
長
慢
」
を
さ
か
の
ぼ
る
。
多
年
の
う
ち
に
堆
積
し
た
、
遣
り
き
れ

ぬ
人
の
悵
恨
を
知
っ
て
い
る
の
が
、
付
喪
神
た
る
祠
の
異
類
異
形
ら
で

あ
る
。

た
だ
し
、
検
討
が
前
後
す
る
が
、
伝
助
と
正
太
が
物
色
す
る
も
の
の

う
ち
、
兀
仏
と
呼
ば
れ
る
賓
頭
廬
の
木
像
に
、
演
出
上
の
〈
仕
掛
〉
が

し
て
あ
る
こ
と
に
は
注
目
し
て
お
き
た
い
。

伝
助

然
う
だ
。
恁
う
云
ふ
の
は
よ
く
腹
の
中
に
、
刻
ん
だ
奴
の

銘
が
う
つ
て
あ
る
も
ん
だ
。

と
、
掌
を
広
く
し
て
、
大
く
、
す
つ
ぽ
り
と
仏
の
天
窓
へ
被

せ
、
く
り
ぬ
き
の
首
を
抜
く
、
と
同
時
、
両
人
顔
を
突
寄
せ
、

う
つ
ろ
の
腹
の
中
を
覗
く
。

仕
掛
に
て
、
腹
の
中
、
恰
も
血
汐
の
迸
る
如
く
、
黒
煙
颯
と

立
つ
。

両
人

わ
ッ
。

と
驚
く
、
目
と
も
い
は
ず
、
口
と
も
い
は
ず
、
鼻
と
も
い
は

ず
、
む
ら

く
と
煙
た
ち
か
ゝ
る
、
目
つ
ぶ
し
を
食
つ
て
、

ワ
ッ
と
噎
せ
、
顔
を
蔽
ひ
、
ぢ
た
ゝ
ら
を
踏
ん
で
、
伝
助
は

手
に
し
た
首
を
叩
き
つ
け
、
く
る
く
る
と
煙
に
追
は
れ
て
入

る
。

正
太
続
い
て
駈
け
出
す
と
、
向
う
よ
り
百
姓
一
人
、
粗
朶
を

背
負
つ
て
、
出
て
来
る
の
に
思
は
ず
ば
つ
た
り
と
突
当
る
。

「
仕
掛
に
て
」
と
あ
る
と
お
り
、
こ
の
賓
頭
廬
の
木
像
に
は
「
黒
煙
」

の
〈
仕
掛
〉
が
し
て
あ
る
。
こ
の
〈
仕
掛
〉
は
、
舞
台
上
の
伝
助
、
正

太
の
「
両
人
」
を
驚
か
す
が
、
同
時
に
観
客
の
視
線
を
意
識
し
、
そ
れ
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を
も
驚
か
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
伝
助
が
立
ち
去
っ
た
後
、
正
太
は
偶
然

に
ぶ
つ
か
っ
た
地
元
の
「
百
姓
」
を
連
れ
て
、
恐
い
も
の
見
た
さ
か
ら
、

恐
れ
震
え
な
が
ら
も
、
黒
煙
の
立
っ
た
賓
頭
廬
の
正
体
を
見
き
わ
め
よ

う
と
す
る
。

正
太

こ
ら
、
此
の
呼
吸
だ
、
覚
え
て
置
け
。

と
へ
ら
ず
口
、
ぶ
る

く
も
の
で
立
寄
る
と
、
兀
仏
の
首
は
、

抜
い
て
は
ふ
り
出
し
た
処
に
其
ま
ゝ
。
正
太
這
ふ
や
う
に
腰

を
曳
き
、
長
く
手
を
伸
ば
し
て
、
弓
の
折
の
さ
き
で
、
こ
ッ

く
突
く
と
、
又
仕
か
け
で
其
首
、
ス
ウ
と
上
へ
上
る
。
き

や
つ
と
い
つ
て
百
姓
と
も

ぐ
一
散
に
遁
げ
て
入
る
、

―

道
具
幕
。

さ
ら
に
「
仕
か
け
で
」
木
像
の
首
が
上
方
へ
飛
び
上
が
る
演
出
が
な

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
驚
き
逃
げ
去
る
と
き
の
正
太
は
、
伝
助
が
先
に

言
っ
た
、
深
沙
大
王
を
「
百
姓
共
は
蛇
体
だ
と
云
つ
て
震
へ
居
る
」
と

い
う
言
葉
と
大
差
あ
る
ま
い
。
第
二
幕
前
半
「
ふ
る
や
し
ろ
」
の
場
は
、

序
幕
で
演
じ
ら
れ
た
世
話
物
的
な
世
界
の
「
金
の
威
光
」
を
脅
か
す
よ

う
に
、
異
類
異
形
の
世
界
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
〈
道
具
幕
〉
の
間
に
、
舞
台
の
上
は
完
全
に
異
類
異
形
の

世
界
へ
と
転
じ
る
。

幕
の
内
に
て
、

鰐
口
自
然
か
ら
音
を
発
す
、
ご
ん

く
、

―
が
ん
、
が
ん

大
勢
声
を
揃
へ
て
、

○

兀
仏
、
兀
仏
、
兀
仏
。

と
呼
ば
は
り
な
が
ら
、
道
具
幕
切
つ
て
お
と
す
。
舞
台
、
前

幕
の
道
具
に
て
、
夜
。
爰
に
、
兀
仏
、
あ
た
ま
も
、
顔
も
手

足
も
、
胴
も
、
破
れ
法
衣
も
、
ド
ス
赤
く
ま
だ
ら
に
白
く
兀

げ
た
る
こ
し
ら
へ
、
ぐ
ッ
た
り
首
を
垂
れ
て
居
る
。
紙
雛
、

下
げ
髪
、
う
ち
ぎ
、
紅
の
袴
。
翁
、
尉
の
き
つ
け
也
。
猿
、

幣
束
を
手
に
持
ち
、
水
干
烏
帽
子
。
狐
、
よ
れ

く
の
麻

。
紫
の
手
綱
し
た
る
白
馬
な
ど
、
そ
れ

ぐ
好
み
の
こ
し

ら
へ
に
て
、
社
の
床
と
廻
廊
の
辺
に
、
件
の
兀
仏
を
と
り
ま

い
た
る
体
、
よ
ろ
し
く
並
び
居
る
。

ト
先
づ
猿
が
も
の
を
い
ふ
。

「
先
づ
猿
が
も
の
を
い
ふ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
〈
道
具
幕
〉
が
切
っ
て

落
と
さ
れ
た
と
き
、
舞
台
の
上
で
は
唐
突
に
、
祠
の
中
の
木
像
や
人
形

た
ち
が
演
じ
ら
れ
は
じ
め
る
。
つ
ま
り
、
先
ほ
ど
ま
で
と
は
変
わ
っ
て
、

異
類
異
形
の
世
界
が
観
客
席
の
前
に
展
開
し
、
観
客
ら
は
そ
れ
を
観
る

こ
と
に
な
る
訳
で
あ
る
。
作
品
の
結
末
で
は
、
こ
の
異
類
異
形
た
ち
が
、

「
増
長
慢
」
な
言
動
を
し
続
け
た
伝
助
ら
に
制
裁
を
加
え
る
展
開
と
な

っ
て
い
く
。
人
間
の
世
界
と
異
類
異
形
の
世
界
と
が
交
錯
し
、
人
間
世

界
の
「
金
の
威
光
」
を
、
異
類
異
形
た
ち
の
力
が
圧
倒
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
挟
ん
で
後
、
舞
台
上
で
異
類
異
形
た
ち
が
演
じ
ら
れ
る
こ
の
〈
道

具
幕
〉
は
、
作
品
の
大
き
な
転
換
点
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

た
だ
し
、
深
沙
大
王
の
祠
に
済
む
異
類
異
形
た
ち
も
、
絶
対
的
な
「
通

力
」
を
持
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
面
で
の
異

類
異
形
た
ち
の
会
話
は
、（
猿
）「
兀
仏
、
兀
仏
、
え
ゝ
、
兀
仏
、
い
や
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も
う
、
ぐ
う
の
音
も
出
せ
ぬ
か
い
」
、
（
狐
）
「
見
ろ
、
見
ろ
、
何
と
云

ふ
通
力
の
無
い
事
だ
」
と
い
う
嘆
き
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
松
三
郎

と
お
俊
も
、（
翁
）
「
伝
助
の
嫉
妬
我
慢
の
た
め
に
、
心
中
を
し
よ
う
と

す
る
、
あ
は
れ
な
男
女
」
と
評
定
の
話
題
に
の
ぼ
る
が
、
「
何
と
か
し

て
助
け
ま
い
か
」
と
言
葉
を
向
け
ら
れ
た
紙
雛
は
、
「
何
う
ぞ
助
け
て

や
り
た
い
」
と
言
い
つ
つ
「
近
ご
ろ
の
勢
で
は
」
と
力
の
及
ば
な
い
こ

と
を
嘆
息
す
る
。
評
定
は
、
伝
助
に
「
蹂
躙
ら
れ
て
、
力
及
ば
ず
と
極

つ
た
」
か
ら
に
は
祠
を
出
て
「
立
退
」
す
る
べ
き
だ
と
い
う
結
論
に
一

度
は
ま
と
ま
り
か
け
る
。
そ
の
と
き
に
「
頼
む
は
兀
仏
ば
か
り
」
と
言

わ
れ
て
い
た
兀
仏
が
よ
う
や
く
動
き
だ
し
、
「
増
長
慢
の
伝
助
、
活
け

て
置
く
和
尚
か
い
、
今
夜
を
過
さ
ず
泡
を
吐
す
わ
」
と
宣
言
す
る
。

兀
仏

ど
れ
、
久
し
振
り
で
、
腕
を
見
せ
う
か
。

と
大
欠
伸
、
天
井
ま
で
伸
を
打
つ
て
、
あ
は
、
は
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
、

呵
々
と
笑
ふ
。

此
見
得
に
て
道
具
ま
は
る
。

兀
仏
の
〈
見
得
〉
の
後
に
〈
廻
り
舞
台
〉
が
ま
わ
り
、
次
の
場
へ
転

じ
る
。
注
目
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
兀
仏
が
「
今
夜
を

過
さ
ず
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
第
一
場
「
ふ
る
や
し
ろ
」
が
終
わ
る
こ

と
で
あ
る
。
兀
仏
の
〈
見
得
〉
は
、
今
ま
さ
に
「
増
長
慢
」
の
伝
助
が

成
敗
さ
れ
る
べ
く
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
印
象
づ
け
よ
う
。

さ
て
、
続
く
「
草
の
露
」
の
場
は
、
あ
ら
た
め
て
舞
台
上
を
人
間
の

世
界
と
し
て
、
新
聞
記
者
・
小
山
田
の
様
子
を
描
く
と
こ
ろ
か
ら
は
じ

ま
っ
て
い
る
。
小
山
田
は
、
深
沙
大
王
の
祠
を
訪
れ
、
異
類
異
形
ら
の

評
定
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。

道
具
が
ま
は
る
と
、
松
の
立
木
、
寂
と
し
た
暗
夜
の
林
の
中

に
、
破
れ
た
羽
目
を
見
せ
、
折
れ
朽
ち
た
欄
干
な
ど
、
深
沙

大
王
の
祠
の
裏
。
廊
下
に
前
幕
の
新
聞
記
者
小
山
田
透
。
後

姿
で
羽
目
の
穴
か
ら
、
本
堂
を
覗
い
て
立
ち
か
ゝ
つ
て
居
る
。

し
ば
ら
く
う
ご
か
ず
、
熟
と
し
て
、
や
が
て
前
の
場
の
妖
怪

を
残
ら
ず
見
届
け
た
思
入
。

小
山
田

は
て
な
、

と
向
直
つ
て
小
首
を
傾
け
、
腕
組
を
す
る
。

〈
廻
り
舞
台
〉
が
回
転
し
て
場
が
転
換
す
る
と
、
小
山
田
は
ま
ず
「
後

姿
」
で
あ
ら
わ
れ
、
「
は
て
な
」
と
「
向
直
つ
て
」
首
を
か
し
げ
て
い

る
。
小
山
田
の
「
後
姿
」
を
と
ら
え
る
の
が
、
舞
台
に
向
け
ら
れ
て
い

る
観
客
席
の
視
線
で
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
よ
う
。
そ
し
て
小
山
田
が

「
向
直
」
る
の
は
観
客
席
の
方
へ
で
あ
る
。
後
ろ
を
向
い
て
い
る
と
き
、

小
山
田
の
視
線
は
、
祠
の
内
側
を
覗
い
て
い
る
。
〈
廻
り
舞
台
〉
は
こ

こ
で
も
同
じ
時
間
の
ふ
た
つ
の
場
所
を
見
せ
る
。
前
場
で
観
客
が
見
て

い
た
祠
の
内
側
と
、
外
か
ら
そ
れ
を
覗
い
て
い
る
小
山
田
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
小
山
田
が
祠
を
覗
い
て
見
た
も
の
は
、
前
場
に
お
い
て
観
客
の

視
線
が
と
ら
え
た
も
の
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
異
類
異
形

の
世
界
を
覗
く
と
い
う
、観
客
と
共
通
の
体
験
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
、

小
山
田
は
舞
台
か
ら
こ
ち
ら
を
向
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

先
行
論
に
も
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
（
８
）
、
小
山
田
と
い
う
人
物
は
異

類
異
形
の
世
界
を
覗
き
、
後
に
は
「
倉
持
伝
助
が
残
忍
酷
薄
、
傍
若
無
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人
、
天
、
人
と
も
に
許
し
ち
や
置
か
ん
、
深
沙
大
王
霊
験
あ
り
」
と
言

っ
て
、
そ
れ
と
人
間
た
ち
の
世
界
と
を
結
び
つ
け
る
存
在
で
あ
る
。
そ

の
と
き
、
こ
の
小
山
田
の
言
葉
が
説
得
力
を
持
つ
の
は
、
彼
が
観
客
と

同
じ
も
の
を
見
て
い
る
か
ら
と
言
え
よ
う
。
と
す
る
と
、
こ
の
小
山
田

が
異
類
異
形
ら
の
評
定
を
目
撃
し
た
場
面
は
、
二
重
の
意
味
で
重
要
な

意
味
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
場
面
は
、
ふ
た
つ
の
世
界
を
結
び
つ
け
る

た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
と
同
時
に
、〈
廻
り
舞
台
〉
の
演
出
を
用
い
て
、

観
客
た
ち
が
前
場
を
観
る
こ
と
で
得
た
印
象
を
そ
の
ま
ま
舞
台
上
の
登

場
人
物
の
も
の
に
移
し
替
え
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

続
い
て
、
〈
下
座
唄
〉
と
し
て
「
恋
と
世
間
は
二
筋
道
よ
、
わ
か
れ

く
に
身
を
果
す
」
と
い
う
在
郷
唄
が
歌
わ
れ
、
松
三
郎
が
登
場
す
る
。

「
わ
か
れ

く
に
身
を
果
す
」
と
い
う
詞
は
、
と
も
に
死
ぬ
覚
悟
を
決

め
た
松
三
郎
と
お
俊
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
詞

ど
お
り
に
、
松
三
郎
は
刀
を
抜
き
自
害
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
を
見
た

小
山
田
が
、
制
止
し
て
理
由
を
問
う
。
松
三
郎
は
、
世
間
へ
の
申
し
訳

か
ら
別
々
の
場
所
で
自
害
を
す
る
約
束
を
お
俊
と
し
た
こ
と
、
お
俊
が

堤
か
川
へ
身
投
げ
を
し
た
こ
と
、
す
べ
て
が
倉
持
伝
助
の
た
め
に
起
こ

っ
た
次
第
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
小
山
田
は
、
す
こ

し
の
〈
思
入
〉
の
後
、
松
三
郎
と
お
俊
が
助
か
る
も
の
と
判
断
す
る
。

小
山
田

可
し
、
其
の
伝
助
の
事
な
ら
ば
、

と
本
堂
の
方
に
目
を
注
ぎ
、

小
山
田

僕
に
思
ふ
仔
細
が
あ
る
。
兎
も
角
急
い
で
君
、
其
の
伝

助
の
内
へ
、
僕
を
こ
れ
か
ら
案
内
な
さ
い
。
屹
と
、
助
け
て
あ

げ
よ
う
か
ら
。

小
山
田
が
「
本
堂
の
方
に
目
を
注
」
ぐ
の
は
、
異
類
異
形
た
ち
の
評

定
を
思
い
起
こ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
前
場
に
お
い
て
、
賓
頭
廬
の

兀
仏
が
「
今
夜
」
の
行
動
と
宣
言
し
た
こ
と
か
ら
、
小
山
田
は
ふ
た
り

が
助
か
る
と
判
断
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
小
山
田
は
松
三
郎
を
連
れ
て

伝
助
の
屋
敷
へ
向
か
う
。
次
の
幕
の
伝
助
の
屋
敷
に
お
い
て
人
間
の
世

界
と
異
類
異
形
の
世
界
が
交
錯
す
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
て
、
第
二
幕
は

「
幕
を
引
く
」
の
で
あ
る
。

三

第
三
幕
「
忍
び
松
明
」
の
場
は
、
小
山
田
と
松
三
郎
が
伝
助
の
屋
敷

へ
ひ
そ
か
に
潜
伏
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。
伝
助
の
屋
敷
は
、
暴

風
雨
で
倒
れ
再
建
が
で
き
な
く
な
っ
た
寺
か
ら
牛
十
頭
で
曳
か
せ
た
と

い
う
仁
王
像
を
、
門
番
と
称
し
て
据
え
る
大
き
な
構
え
で
、
塀
に
囲
ま

れ
て
い
る
。
小
山
田
と
松
三
郎
は
、
塀
を
乗
り
越
え
て
庭
へ
と
潜
む
。

小
山
田

お
待
ち
な
さ
い
よ
。

と
裏
木
戸
を
お
し
て
試
み
る
と
、
開
か
ず
、
引
返
し
て
あ
た

り
を
見
な
が
ら
、
火
の
見
の
階
子
に
目
を
つ
け
て
、

む
ゝ
、

と
頷
き
、
松
明
を
落
し
て
踏
消
す
と
、
す
る
り
と
階
子
を
伝

う
て
塀
の
屋
根
。

小
山
田

一
所
に
、
一
所
に
、

と
ひ
そ
か
に
い
ふ
。
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松
三
郎
猶
予
ふ
仕
打
。

小
山
田

来
た
ま
へ
と
い
ふ
に
。

と
強
く
い
ふ
、
こ
れ
に
て
松
三
郎
も
攀
じ
上
り
、
齊
く
塀
を

越
し
て
見
え
な
く
な
る
。

一
見
、
何
で
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
も
観

客
席
の
視
線
は
内
包
さ
れ
て
い
よ
う
。
塀
を
越
し
た
ふ
た
り
の
姿
が
「
見

え
な
く
な
る
」
の
は
、
観
客
席
か
ら
見
た
場
合
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
塀
の
向
こ
う
側
に
伝
助
の
屋
敷
は
ひ
ろ
が
る
。

ふ
た
り
が
塀
を
越
え
て
庭
に
潜
ん
だ
後
、
伝
助
と
正
太
が
帰
宅
す
る
。

深
沙
大
王
の
祠
で
は
思
う
よ
う
な
骨
董
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
が
、
代
わ
り
に
、
身
投
げ
し
た
お
俊
を
引
き
上
げ
、
そ
れ
を
正

太
が
担
い
で
連
れ
帰
る
。
伝
助
の
屋
敷
で
は
、
主
人
の
帰
宅
を
お
俊
の

継
母
で
あ
る
お
勘
が
出
迎
え
る
。

伝
助

開
け
ろ
。

ド
ン

く
く
、

伝
助

開
け
ろ
、
開
け
ろ
、
今
帰
つ
た
。

お
勘

は
い

く
、
唯
今
あ
け
ま
す
。

と
婦
人
の
声
が
し
て
舞
台
が
半
分
ま
は
る
と
、
正
面
に
一
段

高
く
座
敷
あ
り
。
舞
台
は
豪
農
の
庭
の
こ
し
ら
へ
、
松
の
植

込
、
石
灯
籠
な
ど
よ
ろ
し
く
あ
る
べ
し
。

こ
こ
で
も
〈
廻
り
舞
台
〉
が
回
転
す
る
こ
と
で
、
今
ま
で
は
見
え
な

か
っ
た
塀
の
内
が
観
客
席
の
前
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
始
ま
る
「
大
洪
水
」
の
場
で
、
こ
の
庭
に
ま
ず
展
開
す
る
の

が
、
伝
助
が
お
俊
を
、
そ
し
て
小
山
田
に
手
を
曳
か
れ
て
姿
を
あ
ら
わ

し
た
松
三
郎
を
捕
ら
え
て
縛
り
上
げ
、
正
太
ら
の
食
客
に
打
擲
さ
せ
る

〈
責
め
場
〉
で
あ
る
。
伝
助
は
や
が
て
「
ま
だ
ろ
ッ
こ
い
わ
」
と
し
び

れ
を
切
ら
し
、
自
ら
も
お
俊
を
打
擲
す
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
様
子
を
伺

っ
て
い
た
小
山
田
が
よ
う
や
く
動
き
、
「
深
沙
大
王
、
深
沙
大
王
。
深

沙
の
社
の
兀
仏
、
手
並
を
見
せ
ず
や
ッ
！
」
と
声
を
あ
げ
る
と
、
「
数

百
の
人
声
」
が
「
お
う

」
と
響
い
て
、
洪
水
の
幻
が
伝
助
を
襲
う
。

!!!

小
山
田

む
、
洪
水
だ

く
く
、
水
だ
！

こ
の
声
に
、
お
勘
と
正
太
、
よ
ろ

く
し
な
が
ら
、
や
が
て

二
人
と
も
ば
つ
た
り
倒
れ
る
。

伝
助

え
ゝ
、
床
を
越
し
た
、
畳
が
流
れ
る
、
襖
へ
つ
い
た
、
あ

れ

く
、

と
い
ひ

く
泳
ぐ
手
つ
き
、
ふ
ッ
と
顔
を
撫
で
て
水
を
吹
く

な
ど
、
狂
ひ
ま
は
つ
て
塀
の
上
。

伝
助

や
あ
水
だ
、
ひ
ど
い
ぞ
、
仁
王
の
肩
を
越
し
た
。

と
荒
波
に
追
は
れ
る
形
で
、
火
の
見
の
階
子
へ
駈
け
上
る
。

ト
舞
台
が
半
ま
は
し
に
な
る
。

其
時
、
前
幕
の
異
類
異
形
、
す
る

く
と
練
つ
て
出
て
、
狐
、

猿
、
翁
、
太
鼓
、
紙
雛
な
ど
庭
を
廻
つ
て
雀
躍
す
る
。
誰
の

目
に
も
見
え
ず
と
知
る
べ
し
。

再
び
「
半
ま
は
し
」
に
な
っ
た
舞
台
の
上
に
異
類
異
形
た
ち
が
あ
ら

わ
れ
、
人
間
の
世
界
と
異
類
異
形
の
世
界
が
交
錯
す
る
。
た
だ
し
、「
誰

の
目
に
も
見
え
ず
と
知
る
べ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
異
類
異
形
た
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ち
は
声
は
響
く
け
れ
ど
も
、
舞
台
上
の
人
物
ら
に
は
見
え
て
い
な
い
。

ま
た
、
洪
水
も
伝
助
の
他
に
は
見
え
て
い
な
い
。
小
山
田
は
「
我
慢
の

角
を
折
ら
ぬ
か
、
強
欲
の
心
を
撓
め
ぬ
か
。
（
略
）
睡
を
さ
ま
し
て
眼

を
開
け
ば
、
影
も
な
い
、
形
も
な
い
、
溢
れ
た
ほ
ど
の
水
も
な
い
ぞ
」

と
改
心
を
促
し
て
い
る
。
し
か
し
、
伝
助
は
耳
を
貸
さ
ず
、
か
え
っ
て

「
何
を
ほ
ざ
く
、
生
意
気
な
、
村
一
統
己
が
奴
隷
だ
」
と
言
っ
て
洪
水

か
ら
逃
れ
る
よ
う
に
火
の
見
階
子
を
高
く
登
っ
て
い
き
、
そ
し
て
、
兀

仏
の
「
手
並
を
知
つ
た
か
」
と
い
う
高
笑
い
と
同
時
に
「
真
倒
」
に
落

ち
て
命
を
落
と
す
。
そ
こ
で
異
類
異
形
た
ち
は
姿
を
消
す
。

こ
の
一
連
の
場
面
に
お
い
て
、
人
間
、
異
類
異
形
、
双
方
の
姿
を
と

ら
え
て
い
る
の
は
、
観
客
席
の
視
線
だ
け
で
あ
る
。
松
三
郎
や
お
俊
は

何
が
起
き
て
い
る
か
を
理
解
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
小
山
田
に
し
て

も
、
深
沙
大
王
の
力
を
想
起
し
つ
つ
伝
助
の
様
子
を
見
る
こ
と
で
、
洪

水
の
幻
が
伝
助
を
襲
っ
た
こ
と
を
判
断
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
登
場
人

物
た
ち
の
目
に
見
え
な
い
も
の
を
あ
え
て
舞
台
上
に
登
場
さ
せ
る
の

は
、
こ
の
戯
曲
が
観
客
席
か
ら
の
視
線
を
も
そ
の
一
部
と
し
て
機
能
さ

せ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
人
間
の
世
界
と
異
類
異
形
の
世
界

と
の
交
錯
の
あ
り
よ
う
を
映
し
た
光
景
は
、
観
客
席
か
ら
の
視
線
だ
け

が
と
ら
え
る
も
の
と
し
て
確
か
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

先
述
の
「
本
郷
座
の
高
野
聖
に
就
て
」
と
い
う
文
章
の
中
で
、
鏡
花

は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

拙
作
中
、
倉
持
伝
助
と
兀
仏
は
高
田
に
、
村
山
松
三
郎
と
翁
の
面

の
変
化
と
を
藤
澤
に
、
お
俊
と
い
ふ
婦
人
と
紙
雛
の
精
と
を
河
合

に
、
新
聞
記
者
が
ご
ざ
候
、
そ
れ
と
白
狐
と
を
佐
藤
に
、
あ
と
は

飛
入
勝
手
次
第
、
但
全
篇
を
通
し
て
演
者
は
余
り
真
面
目
に
過
ぎ

ず
、
特
に
古
社
の
あ
た
り
は
幾
分
か
滑
稽
の
趣
味
を
含
む
事
、
兀

仏
が
う
ワ
ッ
と
眼
を
開
い
て
、
待
て

く
、
と
呼
ぶ
処
と
、
新
聞

記
者
が
、
や
あ
、
深
沙
の
社
の
兀
仏
手
並
を
見
せ
ず
や
、
と
呼
ば

る
ゝ
と
、
空
で
、
お
う
ゝ
ゝ
と
答
へ
る
、
伝
助
が
洪
水
だ
、
と
呼

ぶ
、
こ
ゝ
の
意
気
さ
へ
、
ち
や
ん
と
合
へ
ば
、
あ
と
は
泣
い
て
居

や
う
が
、
笑
つ
て
居
や
う
が
、
別
段
大
な
る
矛
盾
は
起
ら
ず
、（
略
）

鏡
花
は
、
主
要
な
俳
優
の
配
役
に
つ
い
て
、
人
間
世
界
の
誰
か
と
、

異
類
異
形
た
ち
の
う
ち
の
何
か
を
、
ひ
と
り
の
俳
優
が
演
じ
る
と
想
定

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場
面
で
伝
助
が
洪
水
の

幻
に
追
わ
れ
て
火
の
見
階
子
を
登
り
な
が
ら
も
「
増
長
慢
」
な
台
詞
を

言
い
、
そ
こ
で
「
声
が
か
は
り
、
兀
仏
の
音
調
し
て
」
「
手
並
を
知
つ

た
か
」
と
い
う
台
詞
が
響
く
な
ど
は
、
伝
助
と
兀
仏
を
同
じ
役
者
が
演

じ
る
こ
と
で
実
現
す
る
演
出
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
上
演
に
あ
た
っ
て
鏡

花
が
重
要
視
し
た
箇
所
と
し
て
は
、
異
類
異
形
た
ち
が
登
場
す
る
場
面

や
、
そ
の
力
を
顕
現
さ
せ
る
場
面
の
「
意
気
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

鏡
花
が
異
類
異
形
た
ち
の
世
界
に
存
在
感
を
持
た
せ
よ
う
と
注
力
し
た

こ
と
が
窺
え
よ
う
。

『
深
沙
大
王
』
は
、
旧
来
の
類
型
と
も
言
え
る
場
面
と
、
異
類
異
形

ら
の
活
躍
す
る
幻
想
的
な
場
面
と
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
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類
型
的
な
場
面
に
お
い
て
、
本
郷
座
の
舞
台
装
置
が
効
果
的
に
用
い
ら

れ
る
の
は
当
然
で
も
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
〈
廻
り
舞
台
〉
を
用
い
て
、

異
類
異
形
を
見
る
体
験
を
、
観
客
席
と
登
場
人
物
と
に
共
通
し
た
も
の

に
す
る
た
め
の
演
出
が
あ
る
。
ま
た
、
観
客
席
か
ら
し
か
見
え
な
い
も

の
を
舞
台
上
に
登
場
さ
せ
る
演
出
も
あ
る
。
本
作
品
の
演
出
は
、
観
客

席
か
ら
の
視
線
を
内
包
し
た
形
で
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
と
に
異
類
異
形

の
世
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、
舞
台
上
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
た
役
者
の

姿
や
そ
の
所
作
と
、
観
客
席
か
ら
の
視
線
と
が
緊
密
に
関
わ
り
を
結
ぶ

こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
『
深
沙
大
王
』
に
お
い
て
、

舞
台
の
上
に
異
類
異
形
の
世
界
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
鏡
花
の
目
論

見
は
、
観
客
の
視
線
を
も
戯
曲
の
一
部
と
し
て
機
能
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
達
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
村
松
定
孝
「
鏡
花
小
説
・
戯
曲
解
題
」
（
『
泉
鏡
花
事
典
』
／
有
精
堂

／
昭
和

年

月
）
ほ
か
。

57

3

（
２
）
穴
倉
玉
日
「
本
郷
座
の
『
高
野
聖
』
に
就
い
て

―
泉
鏡
花
『
深
沙
大

王
』
の
成
立
と
上
演
見
送
り
の
背
景
」
（
「
国
語
国
文
学
」
第

号
／
福
井

37

大
学
国
語
学
会
／
平
成

年

月
）

10

3

（
３
）
市
川
祥
子
「
「
深
沙
大
王
」
と
深
大
寺

―
〈
文
字
の
技
巧
〉
論
の
緒

と
し
て
」（
『
論
集
泉
鏡
花
』
第

集
／
和
泉
書
院
／
平
成

年

月
）

3

11

7

（
４
）
越
野
格
「
『
夜
叉
ヶ
池
』
（
論
）
へ
の
道
（
１
）

―
『
水
鶏
の
里
』
か

ら
『
深
沙
大
王
』
へ
の
転
移
」
（
「
国
語
国
文
学
」
第

号
／
福
井
大
学
言

45

語
文
化
学
会
／
平
成

年

月
）

18

3

（
５
）『
樋
口
一
葉
全
集
』
第
二
巻
（
筑
摩
書
房
／
昭
和

年

月
）
。
な
お
、

48

9

『
わ
れ
か
ら
』
の
お
町
が
『
深
沙
大
王
』
の
お
俊
と
似
通
っ
た
ふ
る
ま
い

を
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
出
原
隆
俊
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。

（
６
）『
特
別
展

本
郷
座
の
時
代

―
記
憶
の
な
か
の
劇
場
・
映
画
館

―
』（
文

京
ふ
る
さ
と
歴
史
館
編
／
平
成

年

月
）

8

10

（
７
）『
鏡
花
全
集
』
別
巻
（
岩
波
書
店
／
昭
和

年

月
）
所
収
。
初
出
は
、

51

3

『
歌
舞
伎
』
第

号
（
歌
舞
伎
発
行
所
／
明
治

年

月
）
。『
深
沙
大
王
』

54

37

10

を
論
じ
る
際
の
基
礎
的
な
文
献
と
し
て
、
度
々
先
行
論
に
も
引
用
さ
れ
て

き
た
も
の
で
あ
る
。

（
８
）（
４
）
に
同
じ
。

※

『
深
沙
大
王
』
の
引
用
は
『
鏡
花
全
集
』
巻
二
十
五
（
岩
波
書
店
／
昭
和

年

月
）
に
拠
っ
た
。
漢
字
は
適
宜
通
行
の
字
体
に
改
め
、
ル
ビ
等
は

50

11

省
略
し
た
。
傍
線
は
論
者
の
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
に
し
お
・
も
と
の
ぶ
／
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
修
了
）


