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大
正
末
期
に
発
行
さ
れ
た
あ
る
雑
誌
に
、
次
の
よ
う
な
広
告
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
。

女
優
醤
員
画
（
本
人
面
談
）

獣
仮
輝
暉
紐
罪
彗
げ
盆
京
キ
ネ
研
究
所

▲
琵
琶
評
論
社
及
喜
多
旭
修
照
会
の
労
を
と
る

「
京
キ
ネ
研
究
所
」
に
よ
る
映
画
俳
優
の
募
集
広
告
で
あ
る
。
最
後
の
行
を

見
る
と
、
そ
の
「
照
会
の
労
を
と
る
」
の
は
、
「
琵
琶
評
論
社
及
喜
多
旭
修
会
」

と
あ
る
。
こ
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
雑
誌
は
、
大
正
一
五
年
(
-
九
二
六
）

の
『
琵
琶
評
論
』
（
八
月
号
）
と
い
う
、
大
阪
で
出
版
さ
れ
て
い
た
月
刊
誌
で

あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
広
告
は
、
映
画
俳
優
の
募
集
に
琵
琶
関
係
者
が
関
わ
っ

て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に

＊
資
料
の
傍
線
、
及
び
《

》
内
の
記
述
は
、
す
べ
て
澤
井
に
よ
る
。

ー
明
治
末
か
ら
大
正
期
の
状
況
ー

琵
琶
と
活
動
写
真
／
映
画

映
画
の
宣
伝
材
料
の
一
っ
と
し
て
、
琵
琶
弾
奏
家
の
名
前
が
掲
げ
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
広
告
例
は
こ
の
一
っ
に
留
ま
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
活
動
写
真
／
映
画
（
無
声
時
代
）
に
お
い
て
、
か
つ
て

琵
琶
は
大
い
に
活
躍
し
た
楽
器
の
―
つ
で
あ
っ
た
。
大
正
後
期
に
は
「
琵

琶
映
画
（
劇
）
」
「
活
動
琵
琶
」
「
映
画
琵
琶
」
な
ど
と
い
う
単
語
が
生
ま
れ
、

「
活
動
琵
琶
師
／
映
画
琵
琶
師
」
ら
に
よ
る
映
画
琵
琶
協
会
が
設
立
さ
れ

た
ほ
ど
、
琵
琶
が
活
動
写
真
／
映
画
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

址
近

夷
鈷

全
団

漫
遊

ま
た
、
明
治
後
期
よ
り
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
新
聞
記
事
の
映
画
広
告
に

は
、
時
折
「
琵
琶
弾
奏
何
某
」
と
い
う
一
行
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
が
見
ら
れ

る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

水
戸
黄
門

か
ぐ
ら
ざ
か
ぴ
だ
ん

温
か
き
涙
琵
琶
弾
奏
／
君
塚
箋
陵

浅

草

大

勝

館

（
大
正
―
二
年
(
-
九
二
三
）
五
月
一
日
「
都
新
聞
J

)

澤

井

万

七

美
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3
 

だ
が
、
琵
琶
側
か
ら
見
た
活
動
写
真
／
映
画
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ

ま
り
光
が
当
て
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
明
治
末
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
の
琵
琶
と
活
動
写
真
／
映
画

と
の
関
係
を
、
琵
琶
側
の
資
料
を
中
心
に
辿
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

琵
琶
の
活
動
写
真
／
映
画
へ
の
出
演

無
声
映
画
に
お
け
る
伴
奏
音
楽
に
は
、
種
々
の
楽
器
、
そ
し
て
音
曲
が
用

い
ら
れ
た
。
琵
琶
に
関
し
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
は
、
笹
川
慶
子
「
小
唄

映
画
に
関
す
る
基
礎
調
資

1

明
治
末
期
か
ら
昭
和
初
期
を
中
心
に

|
,
|
」
（
『
演
劇
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
」

I

早
稲
田
大
学
21
世
紀
C
O
E
プ
ロ
グ
ラ
ム

二
0
0
三
年
＿
二
月
）
が
あ
る
。

小
唄
映
画
前
史
〈
大
正
五
年
の
常
設
館
＂
音
の
多
様
化
〉

大
正
五
年
頃
の
常
設
館
で
は
、
浪
花
節
や
義
太
夫
、
琵
琶
な
ど
の

出
語
り
興
行
が
当
た
り
前
に
な
る
。
当
時
は
出
語
り
と
映
画
を
一
致

さ
せ
る
の
は
映
写
機
を
ま
わ
す
技
師
の
役
目
で
、
義
太
夫
を
知
ら
な

い
映
写
技
師
は
首
に
さ
れ
た
。
／
こ
の
頃
か
ら
、
新
派
映
画
の
上
映

に
「
情
緒
纏
綿
」
な
筑
前
琵
琶
を
弾
奏
す
る
興
行
が
大
流
行
す
る
。

こ
の
琵
琶
演
奏
に
つ
い
て
浅
草
帝
国
館
の
主
任
弁
士
・
染
井
一
二
郎
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

写
真
に
琵
琶
を
応
用
す
る
の
は
、
映
画
中
の
人
物
の
叙
情
と
叙

な
か
せ
つ
め
い

景
、
又
は
中
説
明
と
結
び
と
か
に
応
用
さ
れ
て
、
其
他
は
説
明

た
ん
か

で
行
く
の
で
、
丁
度
浪
花
節
の
詞
と
フ
シ
を
巧
み
に
縫
ひ
合

せ
て
一
篇
を
形
成
す
る
と
同
じ
：
・
〔
や
う
な
〕
具
合
(

I

活
動
写

真
雑
誌
」

T
5
.
1
0
.
1
0
.
1
2
8
)

染
井
が
い
う
よ
う
に
新
派
映
画
で
は
、
登
場
人
物
の
心
情
を
表
現
す

る
場
面
と
景
色
の
場
面
に
琵
琶
を
弾
奏
し
た
と
す
れ
ば
、
第
四
節
で

(
2
)
 

述
べ
る
よ
う
に
小
唄
映
画
は
ま
さ
に
琵
琶
入
り
新
派
映
画
の
系
譜
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
み
く
に
座
の
裔
部
幸
次
郎
に
依
れ

ば
、
琵
琶
の
節
か
ら
脚
色
し
、
会
話
の
部
分
を
実
演
で
、
会
＿
＿
―
-
口
以
タ

を
映
画
と
琵
琶
弾
奏
で
み
せ
る
琵
琶
劇
と
い
う
出
し
物
も
あ
っ
た

（
「
活
動
之
世
界

j

T6. l.l.,36)
。
こ
れ
も
小
唄
の
一
節
か
ら
脚
色
し
、
小

唄
を
聞
か
せ
な
が
ら
見
せ
る
小
唄
映
画
の
形
式
を
準
備
す
る
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
琵
琶
劇
だ
け
で
な
く
浪
花
節
や
義
太

夫
か
ら
脚
色
し
た
劇
に
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の

点
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
に
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
。
(
-
八
0
頁）

大
正
五
年
(
-
九
一
六
）
当
時
に
は
、
琵
琶
が
映
画
に
出
演
し
、
物
語
に
合

わ
せ
て
弾
奏
す
る
の
が
当
た
り
前
と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
琵
琶
歌
か
ら
シ

ナ
リ
オ
を
作
っ
て
ゆ
く
「
琵
琶
劇
」
と
い
う
ス
タ
イ
ル
も
存
在
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
映
画
史
に
お
け
る
琵
琶
の
存
在
は
、
決
し
て
小
さ
な
も
の
で

は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
具
体
的
に
琵
琶
が
活
動
写
真
／
映
画
に
出
演
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
の
こ
と
な
の
か
。

琵
琶
の
愛
好
者
の
た
め
の
雑
誌
か
ら
、
そ
の
手
掛
か
り
を
拾
っ
て
み
よ
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う
。
明
治
四
二
年
(
-
九
0
九
）
、
東
京
で
創
刊
さ
れ
た
月
刊
誌
『
琵
琶
新
聞
』

に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
回
顧
録
が
見
ら
れ
る
。

「
思
ひ
出
の
記
（
五
）
」
橋
本
錦
亀
／
▲
活
動
写
真
の
余
興
に
琵
琶
／

活
動
写
真
が
我
国
に
初
め
て
這
入
て
来
た
の
が
今
か
ら
十
余
年
許
り

け
い
ぐ
わ

前
の
こ
と
で
あ
っ
た
、
其
頃
の
影
画
は
大
抵
外
国
の
山
水
風
景
の
み

で
、
今
日
の
や
う
に
新
小
説
の
、
演
劇
物
が
な
い
、
そ
れ
だ
か
ら

二
＿
―
-
年
の
内
に
観
客
に
飽
き
ら
れ
て
了
っ
た
、
其
後
日
露
戦
争
が
始

つ
て
、
戦
争
物
で
復
活
し
て
続
い
て
今
日
の
盛
況
を
見
る
や
う
に
な

っ
た
の
だ
、
之
は
活
動
写
真
の
余
談
で
あ
る
、
侑
て
日
露
戦
争
前
に

死
秤
に
陥
っ
た
活
動
写
真
を
兎
も
角
も
継
続
さ
し
た
は
琵
琶
の
力
で

あ
る
、
そ
れ
は
典
業
毎
に
不
入
で
あ
っ
た
か
ら
、
其
頃
発
芽
し
か
、

っ
た
琵
琶
を
余
興
に
入
た
、
之
が
琵
琶
を
典
業
に
使
っ
た
璃
矢
で
あ

ら
う
、
（
其
以
前
は
金
銭
づ
く
で
琵
琶
は
聴
か
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
）
茸
ハ

処
で
物
珍
し
が
る
都
人
士
は
、
余
興
に
琵
琶
の
弾
奏
が
あ
る
と
聞
い

て
群
集
す
る
や
う
に
成
っ
た
、
典
業
主
も
連
夜
の
大
入
が
叶
っ
た
の

い
つ
ぞ
や

で
、
福
々
で
あ
っ
た
、
日
外
浅
草
の
オ
ペ
ラ
館
で
も
余
興
に
琵
琶
を

入
れ
た
、
之
は
活
動
写
真
で
演
劇
を
見
せ
て
、
其
劇
が
桜
井
の
駅
で

あ
る
な
ら
ば
、
劇
に
合
せ
て
「
聞
よ
正
行
流
石
に
も
、
獅
子
は
我
子

を
生
み
て
後
」
と
、
蔭
で
弾
奏
す
る
の
で
あ
っ
た
、
前
者
と
後
者
と

は
全
く
其
趣
意
が
異
つ
て
ゐ
る
、
前
者
は
活
動
写
真
に
は
関
係
な
く

し
て
、
琵
琶
な
る
も
の
を
世
に
紹
介
し
た
の
で
、
後
者
は
之
を
活
動

写
真
劇
に
使
用
し
た
の
だ
、
自
分
は
典
業
の
こ
と
を
云
々
す
る
も
の

（
昭
和
二
年
(
-
九
二
七
）
二
月
「
水
墜
」
第
二
六
号

や

で
は
な
い
が
、
前
料
の
行
川
科
芸
で
ら
ば
、
一
向
差
支
は
あ
る
ま
い
と

月
‘
之
が
琵
琶
を
興
業
に
使
っ
た
初
め
で
あ
っ
た

（
明
治
四
―
―
一
年
(
-
九
一

0
)
七
月
「
琵
琶
新
聞

j

第
一
七
号

同
様
の
内
容
が
、
少
し
時
代
を
く
だ
っ
た
昭
和
二
年
、
『
水
聾
l

（
大
正
一
四

年
(
-
九
二
五
）
創
刊
）
に
も
見
ら
れ
る
。

「
活
動
写
真
と
琵
琶
」
今
錦
翁
／
活
動
写
真
が
日
本
へ
伝
っ
た
の
は

明
治
三
十
―
二
年
の
頃
で
あ
る
が
其
の
頃
の
映
画
は
大
抵
西
洋
の
山

水
風
景
の
み
で
今
日
の
如
き
演
劇
物
は
全
然
な
か
っ
た
、
そ
れ
故

二
三
年
経
つ
と
観
客
に
飽
き
が
来
て
死
境
に
陥
っ
た
の
で
、
折
し
も

発
芽
し
か
A

っ
た
薩
摩
琵
琶
を
余
興
に
加
へ
た
と
こ
ろ
常
に
金
銭
づ

く
で
は
聴
か
れ
ぬ
琵
琶
の
弾
奏
か
あ
る
と
い
ふ
の
で
忽
ち
連
夜
大
入

で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
琵
琶
を
興
行
に
使
っ
た
初
で
、
間
も
な
く

三
十
七
八
年
の
日
露
戦
争
が
終
つ
て
活
動
写
襄
も
戦
争
物
で
復
活
し
、

琵
琶
も
戦
争
物
の
新
作
で
演
奏
会
が
盛
ん
に
行
は
れ
る
に
至
っ
た
の

で
あ
る
。
斯
く
の
如
く
活
動
写
真
の
死
境
を
救
っ
た
の
は
琵
琶
、
琵

琶
も
亦
社
界
へ
紹
介
さ
れ
た
の
は
活
動
写
真
の
賜
の
で
あ
る
。
昔
思

へ
は
因
縁
浅
か
ら
ぬ
仲
で
あ
る
。

二
九
頁
）

琵
琶
界
で
は
、
明
治
三
十
年
代
半
ば
頃
に
琵
琶
と
活
動
写
真
が
場
を
同
じ
く

す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
方
法
は
、
次
の
二
通
り
で

二頁）
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①
活
動
写
真
の
合
い
間
に
余
興
と
し
て
演
奏

②
活
動
写
真
の
劇
的
内
容
に
合
っ
た
伴
奏
と
し
て
演
奏

①
の
「
余
興
型
」
の
形
態
が
嘴
矢
で
あ
り
、
当
時
東
京
等
で
「
興
行
と
し
て

は
珍
し
か
っ
た
琵
琶
が
呼
物
と
な
り
、
苦
境
に
あ
っ
た
活
動
写
真
を
救
っ
た
」

と
い
う
こ
と
を
誇
ら
か
に
記
し
て
い
る
。
但
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は

琵
琶
と
活
動
写
真
と
の
融
合
で
は
な
い
。
本
稿
で
論
ず
る
の
は
、
②
の
「
伴

奏
型
」
の
琵
琶
演
奏
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
活
動
写
真
の
伴
奏
」
に
対

す
る
認
識
に
は
、
時
代
に
よ
っ
て
差
が
見
ら
れ
る
。

明
治
四
三
年
の
「
思
ひ
出
の
記
（
五
）
」
に
お
い
て
は
、
琵
琶
の
演
奏
が

活
動
写
真
の
合
い
間
に
な
さ
れ
る
余
興
型
に
つ
い
て
は
、
「
一
向
差
支
は

あ
る
ま
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
伴
奏
型
は
「
差
支
が
あ
る
」

と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

明
治
末
の
『
琵
琶
新
聞
』
に
は
、
「
伴
奏
型
」
「
余
興
型
」
両
方
を
批
判

す
る
投
書
も
見
ら
れ
る
。
と
に
か
く
、
活
動
写
真
／
映
画
に
関
わ
り
を
持

つ
こ
と
自
体
が
許
せ
な
い
、
と
い
う
考
え
方
も
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

「
端
書
投
書
」
／
▲
束
京
の
琵
琶
界
が
段
々
と
廃
れ
て
行
く
の
は
何

故
だ
ろ
う
理
由
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
近
頃
浅
草
公
園
の
オ
ペ
ラ
館
に

永
田
先
生
の
高
弟
で
而
も
一
水
会
浅
草
支
部
長
た
り
し
古
市
射
水
と

云
ふ
男
か
琵
琶
を
売
物
に
し
て
い
る
の
は
情
け
な
い
そ
れ
か
ら
此

あ
っ
た
と
い
う
。

間
麻
布
の
福
宝
館
に
何
と
か
古
城
と
云
ふ
青
ニ
オ
が
琵
琶
歌
の
芝
居

に
嫌
な
弾
奏
を
し
て
後
で
追
分
節
を
歌
ふ
等
は
実
に
怪
し
か
ら
ん
此

ん
な
バ
ヂ
ル
ス
は
斯
界
か
ら
追
ひ
出
し
て
仕
舞
へ
（
飛
行
機
生
）

（
明
治
四
五
年
(
-
九
―
―
-
）
六
月
『
琵
琶
新
聞
』
第
一
二
七
号

右
の
文
章
の
前
半
に
名
前
が
あ
が
っ
て
い
る
古
市
射
水
に
つ
い
て
は
、

薩
摩
琵
琶
の
方
で
一
大
勢
力
を
築
い
て
い
た
永
田
錦
心
の
高
弟
で
あ
っ
た

だ
け
に
、
さ
ら
に
別
の
場
で
も
論
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
じ
号
の
、

「
オ
ペ
ラ
館
の
琵
琶
劇
」
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
古
市
射
水

の
「
琵
琶
普
及
の
た
め
と
い
う
心
意
気
は
素
晴
ら
し
い
」
と
は
言
い
な
が

ら
も
、
浅
草
の
活
動
写
真
に
出
涼
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
批
判
的

で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、

・
浅
草
と
い
う
土
地
柄
が
よ
く
な
い

・
浪
花
節
な
ど
と
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
る

・
フ
ィ
ル
ム
に
合
わ
せ
て
弾
奏
を
変
え
さ
せ
ら
れ
る

な
ど
で
あ
る
。
こ
と
に
弾
奏
に
関
す
る
部
分
で
は
、
琵
琶
界
か
ら
見
た
「
活

動
写
真
の
伴
奏
で
の
扱
わ
れ
方
」
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。

「
オ
ペ
ラ
館
の
琵
琶
劇
」
中
原
春
花
庵
／
《
略
》
去
り
な
が
ら
由
来

六
区
は
最
も
趣
味
の
低
き
者
の
楽
天
地
で
あ
る
か
ら
、
如
何
に
古
市

君
が
声
を
大
に
し
て
も
俗
悪
極
り
無
き
六
区
趣
味
の
輩
に
は
到
底
神

六頁）
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右
の
記
事
で
は
、
こ
と
に
活
動
写
真
と
い
う
も
の
が
下
賤
な
見
世
物
で
あ
る

か
の
よ
う
に
言
っ
て
お
り
、
そ
ん
な
も
の
に
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

は
何
事
か
、
と
憤
惹
や
る
か
た
な
い
論
調
で
あ
る
。
こ
れ
は
舞
台
劇
に
関
し

て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
琵
琶
が
別
の
も
の
の
従
属
物
に
な
る
こ
と
は
、
非
難

二貝）

聖
な
る
琵
琶
の
妙
味
を
解
し
能
は
ぬ
で
あ
ら
ふ
、
殊
に
営
利
を
目
的

と
す
る
の
外
、
他
に
何
等
の
念
無
き
活
動
小
屋
の
常
習
と
し
て
古
市

君
の
意
見
に
耳
を
藉
さ
ず
、
充
分
に
弾
く
べ
き
処
も
随
意
に
撥
を
止

め
さ
せ
、
加
ふ
る
に
笛
、
太
鼓
の
如
き
嗚
物
を
以
て
賑
す
べ
く
其
間

に
弾
奏
を
休
ま
せ
る
な
ど
、
恰
も
琵
琶
を
し
て
浪
花
節
と
同
等
に
扱

つ
て
居
る
と
は
、
古
市
君
が
近
頃
本
社
同
人
に
漏
ら
し
た
不
平
談
で

甜
叫
、
加
ふ
る
に
琵
琶
は
到
底
大
な
る
聴
衆
を
容
る
、
劇
場
、
又
は

活
動
小
屋
等
で
は
奏
で
得
ら
る
べ
き
で
無
と
は
、
同
君
の
師
た
る
永

田
君
が
従
来
の
経
験
に
依
て
得
た
る
実
験
談
で
あ
る
《
略
》
殊
に
最

も
同
情
に
堪
ぬ
の
は
、
同
君
が
連
日
一
万
有
余
の
聴
客
に
満
足
を
与

ふ
べ
く
極
力
声
を
大
に
し
て
弾
奏
す
る
為
、
十
数
個
の
鶏
卵
を
喋
下

す
る
も
、
尚
且
つ
咽
喉
を
害
し
つ
、
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
同
君
の
教

授
を
受
け
ら
れ
て
居
た
多
く
の
門
下
生
は
、
同
君
か
オ
ペ
ラ
館
出
演

以
来
袂
を
連
ね
て
続
々
去
つ
て
他
へ
走
り
行
く
と
云
ふ
事
で
あ
る
、

お
も惟

ふ
に
柴
田
環
女
史
が
帝
劇
に
出
演
し
た
如
く
古
市
君
が
若
し
其
の

か
や
う

場
所
を
撰
定
し
た
な
ら
、
仮
令
他
の
芸
人
と
伍
す
る
も
決
し
て
這
般

な
不
結
果
を
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う

（
明
治
四
五
年
(
-
九
―
―
-
）
六
月
『
琵
琶
新
聞
』
第
三
七
号

五
頁
）

す
べ
き
状
況
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
大
阪
の
宮
綺
旭
城
は
、

(
3
)
 

活
動
写
真
に
出
演
し
た
た
め
に
破
門
さ
れ
た
と
い
う
。
た
だ
、
そ
れ
が
も
し

も
浅
草
の
活
動
写
真
館
で
は
な
く
、
帝
国
劇
場
の
よ
う
な
場
で
あ
っ
た
と
し

た
ら
、
扱
い
が
違
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
あ
た
り
は
、
当
時
の
格
差
意

識
を
反
映
し
て
い
よ
う
。

も
う
一
点
、
問
題
視
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
「
金
銭
の
た
め
」
で
あ
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
琵
琶
が
寄
席
や
映
画
館
等
に
出
勤
し
、
報
酬
を
得
る
こ

と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
椰
楡
的
な
言
辞
も
見
ら
れ
る
。

「
大
絃
小
絃
」
▲
光
蘭
女
史
浅
草
ベ
ム
圏
の
活
動
写
真
館
に
琵
琶
を
抱

い
て
夫
の
学
費
を
貢
ぐ
操
は
つ
ら
き
も
の
呵
々

（
大
正
二
年
(
-
九
―
―
―
-
）
一
月
『
琵
琶
新
聞
』
第
四
三
号

と
こ
ろ
が
昭
和
二
年
の
「
活
動
写
真
と
琵
琶
」
で
は
、
「
活
動
写
真
の

死
境
を
救
っ
た
の
は
琵
琶
、
琵
琶
も
亦
社
界
へ
紹
介
さ
れ
た
の
は
活
動
写

真
の
賜
の
で
あ
る
。
昔
思
へ
ば
因
縁
浅
か
ら
ぬ
仲
で
あ
る
」
と
、
関
係
の

深
さ
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
か
の
よ
う
な
記
述
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
変
化
は
、
大
正
期
に
活
動
写
真
／
映
画
の
勢
力
が
増
し
、
琵

琶
が
そ
の
伴
奏
と
し
て
出
演
す
る
こ
と
が
、
琵
琶
界
に
と
っ
て
大
き
な
メ

リ
ッ
ト
に
な
る
と
公
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
た
め
に
起
こ
っ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
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活
動
／
映
画
琵
琶
師

二
六
頁
）

そ
う
し
た
状
況
を
裏
付
け
る
の
が
、
琵
琶
界
に
お
け
る
「
活
動
写
真
／

映
画
に
出
演
す
る
琵
琶
弾
奏
家
」
へ
の
扱
い
で
あ
る
。

〇
某
女
へ
の
答
ヘ

（
問
）
活
動
写
真
付
の
琵
琶
師
に
成
つ
て
見
た
い
の
で
す
が
如
何
な
る

手
続
を
し
た
な
ら
よ
い
の
で
せ
う
か
、
給
料
は
衣
食
住
に
差
支
へ
無

い
だ
け
取
れ
ま
せ
う
か
現
在
の
活
動
付
弾
奏
家
は
誰
々
で
せ
う
か
（
某

水
女
）

（
答
）
写
真
付
の
弾
奏
家
と
な
る
に
は
現
在
出
演
し
て
居
る
弾
奏
家
に

依
頼
す
る
に
限
り
ま
す
、
写
真
の
会
社
で
採
用
す
る
前
に
一
度
試
演

が
あ
り
ま
す
、
声
の
立
つ
人
な
ら
大
抵
及
第
す
る
や
う
で
す
、
給
料

は
日
給
で
三
円
か
ら
六
円
位
迄
か
相
場
で
す
が
人
気
が
つ
け
ば
多
額

に
な
る
や
う
で
す
、
現
在
出
勤
の
活
動
琵
琶
師
は
地
方
廻
り
の
古
市

射
水
を
元
祖
に
君
塚
菫
陵
、
吉
野
弦
月
を
筆
頭
と
し
て
安
田
遊
星
、

椙
山
浩
気
、
西
岡
箪
村
、
國
井
蒼
龍
、
川
又
翠
光
、
比
留
間
天
山
の

諸
氏
が
専
門
家
で
あ
り
ま
す
。
以
上
は
東
京
の
部
で
薩
摩
琵
琶
で
す
。

関
西
に
は
筑
前
か
多
い
や
う
で
す
、
活
動
の
演
奏
は
今
ま
で
習
ひ
来

っ
た
形
を
破
つ
て
写
真
に
合
せ
る
の
で
す
か
ら
総
て
を
犠
牲
に
せ
ね

ば
な
り
ま
す
ま
い
、
御
注
意
ま
で
に
（
記
者
）

（
大
正
八
年
(
-
九
一
九
）
―
一
月
「
琵
琶
新
聞
j

第
ニ
―
五
号

大
正
半
ば
に
は
、
「
活
動
写
真
付
の
琵
琶
弾
奏
家
」
「
活
動
琵
琶
師
」
と
い
う

言
い
回
し
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
「
活
動
写
真
付
の
琵
琶

弾
奏
家
に
な
っ
て
み
た
い
」
と
い
う
身
の
上
相
談
が
、
琵
琶
愛
好
家
の
た
め

の
雑
誌
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
明
治
末
期
の
よ
う
な
、

活
動
写
真
と
の
結
び
つ
き
を
非
難
す
る
様
子
は
特
に
見
え
ず
、
「
琵
琶
新
聞
』

記
者
が
こ
の
質
問
に
回
答
し
て
い
る
。
「
写
真
に
合
せ
る
の
で
す
か
ら
総
て

を
犠
牲
に
せ
ね
ば
な
り
ま
す
ま
い
」
と
、
琵
琶
本
来
の
行
き
方
で
は
な
い
と

い
う
ふ
う
に
結
ん
で
は
い
る
が
、
全
体
と
し
て
は
随
分
懇
切
丁
寧
な
答
え
方

で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
活
動
写
真
／
映
画
専
門
で
活
動
し
て
い
た
琵
琶
弾

奏
家
の
名
前
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
目
を
引
く
の
は
、
東
京
11
薩
摩

琵
琶
、
関
西
II
筑
前
琵
琶
と
、
琵
琶
の
系
統
が
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
別
の
記
事
で
も
同
様
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
映
画
琵
琶
に
出
派
し
て
」
大
阪
府
島
田
阪
水
／
小
生
別
紙
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
通
り
五
月
＝
―
十
一
日
よ
り
帝
国
キ
ネ
マ
会
社
の
依
頼
に
依

り
、
大
阪
九
條
高
千
代
座
に
於
て
芦
屋
映
画
大
悲
劇
「
琵
琶
歌
」
に

午
後
一
時
一
＿
一
十
分
、
五
時
三
十
分
、
九
時
三
十
分
の
一
二
回
出
演
を
致

し
居
候
、
当
地
は
筑
前
琵
琶
の
本
場
の
如
く
盛
ん
な
所
に
て
、
活
動

写
真
劇
と
申
せ
は
筑
前
に
極
り
居
り
候
。
十
年
程
以
前
《
大
正
四
年

（
一
九
一
五
）
頃
？
》
に
古
市
射
水
氏
が
琵
琶
劇
に
出
演
致
さ
れ
し
が

始
め
に
て
其
後
錦
心
流
は
絶
え
て
無
之
候
。
今
回
突
然
の
依
頼
に
応

じ
、
案
じ
つ
、
も
出
演
致
し
候
処
、
な
か

l
＼
の
大
好
評
に
て
一
週

間
の
契
約
も
日
延
と
な
り
、
連
日
大
入
又
大
入
の
盛
況
に
て
心
な
ら
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ず
も
喜
び
居
候
、
現
時
琵
琶
道
不
振
の
折
か
ら
宜
伝
上
好
場
所
か
と

存
じ
候
。（

大
正
一
四
年
(
-
九
二
五
）
七
月
「
水
墜
」
第
七
号

五
0
ー
五
一
頁
）

こ
う
し
た
東
西
の
住
み
分
け
は
、
琵
琶
弾
奏
家
の
進
出
ル
ー
ト
の
関
係
に
よ

る
も
の
な
の
か
、
観
客
の
実
際
の
好
み
に
よ
っ
て
次
第
に
固
ま
っ
て
い
っ
た

も
の
な
の
か
、
現
時
点
で
は
判
断
材
料
が
少
な
く
、
明
確
な
結
論
を
出
す
こ

と
は
難
し
い
。
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
帝
都
に
集
う
若
者
等
が
勇
ま
し
く

饂
い
奏
で
る
た
め
の
琵
琶
と
、
技
巧
を
凝
ら
し
て
情
緒
纏
綿
と
か
き
く
ど
く

芸
風
の
琵
琶
と
が
、
東
京
と
関
西
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
く
迎
え
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
先
に
挙
げ
た
大
正
一
四
年
「
映
画
琵

琶
に
出
演
し
て
」
に
あ
る
よ
う
に
、
関
西
で
薩
摩
琵
琶
の
芸
風
が
ま
っ
た
＜

受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
芸
風
の
変
化
の
問
題
も

含
め
、
今
後
さ
ら
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

も
う
一
点
、
琵
琶
の
出
演
料
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
値
す

る
。
活
動
写
真
／
映
画
出
演
に
関
し
て
は
、
意
外
な
ほ
ど
具
体
的
な
金
額

(
4
)
 

を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
記
事
だ
け
で
な
く
、
他
の
号
の
記
事
で

も
同
様
で
あ
る
。

大
正
一
一
年
(
-
九
二
二
）
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
当
時
人
気
を
博
し
て

い
た
君
塚
箪
陵
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
大
勝
館
の
楽
屋
で
」
記
者
（
松
）
君
塚
箪
陵
（
熊
）
の
対
話

松
「
時
に
現
在
活
動
写
真
界
に
琵
琶
師
が
幾
人
位
出
演
し
て
ゐ
ま
す

ネ」熊
「
さ
う
で
す
ネ
、
先
づ
日
活
直
営
館
に
は
西
岡
菫
村
氏
が
首
席
で
、

林
平
春
、
森
田
天
風
、
奥
村
明
水
、
国
活
会
社
で
は
安
田
希
山
、
古

谷
鍍
風
、
糟
谷
箪
籟
、
勝
山
浦
水
の
諸
氏
で
、
日
活
内
石
井
興
行
部

で
は
椙
山
清
峰
、
吉
野
弦
月
、
片
山
光
松
、
大
井
著
山
の
諸
氏
、
松

竹
キ
ネ
マ
は
菱
川
淡
水
、
肥
後
錦
獅
、
杉
山
錦
旗
の
諸
氏
で
す
が
用

給
で
極
め
ら
れ
た
専
属
と
い
ふ
人
は
一
人
も
居
ま
せ
ん
此
の
外
に

石
井
光
壮
、
比
留
間
兄
弟
、
筑
前
で
芳
野
鶯
凌
、
成
田
松
声
の
諸
氏

が
時
々
出
演
し
ま
す
。
然
し
こ
れ
は
多
く
出
る
館
に
依
て
区
別
し
た

だ
け
で
す
が
何
所
の
館
に
出
て
も
差
支
へ
な
い
わ
け
で
す

松
「
成
程
…
…
大
勢
ゐ
る
の
で
す
ネ
、
さ
う
し
て
其
の
月
収
は
何
程

あ
り
ま
す
か

熊
「
月
ー
で
す
か
凡
そ
二
百
円
か
ら
三
百
円
位
で
す
、
中
に
は
百
円

位
の
人
も
あ
り
ま
す
、
亦
一
週
間
働
い
て
後
は
ボ
ン
ャ
リ
遊
ん
で
ゐ

る
人
も
あ
り
ま
す
、
さ
う
か
と
思
ふ
と
西
岡
君
や
椙
山
君
と
き
た
ら

三
ヶ
所
位
桂
け
も
ち
を
や
る
の
で
い
つ
で
も
三
百
円
を
越
す
さ
う
で

引
、
其
の
か
わ
り
休
む
暇
間
も
な
く
一
日
駈
け
づ
り
廻
つ
て
一
ヶ
所

で
も
ト
ッ
チ
ル
（
間
に
合
ぬ
事
）
と
、
初
め
に
歌
を
入
れ
る
個
所
へ
入

れ
ず
に
必
要
の
な
い
場
面
へ
入
れ
た
り
し
て
、
館
主
や
主
任
か
ら
お

小
言
を
頂
戴
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
ん
な
事
は
も
う
馴
れ
た

も
の
で
停
電
が
あ
っ
た
と
か
何
ん
と
か
誤
魔
化
し
て
済
ん
で
し
ま
う

の
で
す
。
近
頃
は
館
主
も
弁
士
も
琵
琶
通
に
な
っ
て
ゐ
ま
す
か
ら
出

演
者
の
方
で
も
考
へ
て
や
つ
て
ゐ
ま
す
が
兎
に
角
金
儲
け
に
は
骨
が
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一
月
『
琵
琶
新
聞
」
第
一
五
一
号

右
の
記
事
よ
り
、
琵
琶
弾
奏
家
個
人
と
映
画
会
社
の
関
係
が
か
な
り
明
ら
か

に
な
っ
て
く
る
。
ま
ず
、
琵
琶
弾
奏
家
が
主
に
出
演
す
る
映
画
会
社
は
大
体

決
ま
っ
て
は
い
た
も
の
の
、
朕
密
な
意
味
で
の
「
月
給
で
極
め
ら
れ
た
専
属

と
い
ふ
人
は
一
人
も
居
」
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
映
画
会
社
側

の
直
接
資
料
は
な
い
も
の
の
、
客
を
呼
べ
る
琵
琶
弾
奏
家
に
対
し
て
は
「
専

属
に
成
つ
て
く
れ
と
い
ふ
」
意
向
は
示
し
て
い
た
と
い
う
。
金
銭
に
つ
い
て

は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
具
体
的
な
数
値
を
挙
げ
、
「
金
儲
け
に
は
骨
が

折
れ
ま
す
よ
」
な
ど
と
い
う
言
葉
も
口
に
し
て
い
る
。
人
気
の
あ
る
弾
奏
家

は
掛
け
持
ち
も
当
た
り
前
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
際
の
失
敗
や
ご
ま
か

し
方
ま
で
を
も
、
こ
の
よ
う
に
公
言
し
て
良
い
の
だ
ろ
う
か
と
心
配
に
な
る

ほ
ど
、
随
分
森
落
に
語
っ
て
い
る
。
人
気
弾
奏
家
と
し
て
の
自
信
ゆ
え
で
あ

ろ
う
か
。
さ
ら
に
こ
の
三
年
後
の
大
正
一
四
年
(
-
九
二
五
）
一
月
の
『
琵

四
四
頁
）

折
れ
ま
す
よ

松
「
君
は
今
何
会
社
の
専
属
で
す
か
、

熊
「
専
属
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
浅
草
公
園
に
出
て
居
ま
す
と
他
の
館

と
の
掛
も
ち
は
時
間
の
都
合
上
で
出
来
ま
せ
ん
、
他
館
で
は
私
が
大

勝
館
の
専
属
の
や
う
に
思
っ
て
ゐ
ま
す
が
自
分
と
し
て
は
専
属
で
な

い
方
が
自
由
が
き
い
て
い
、
と
思
っ
て
居
ま
す
、
専
属
に
成
つ
て
く

れ
と
い
ふ
話
は
諸
方
の
館
か
ら
あ
り
ま
し
た
が
、
ま
だ
ー
＼
琵
琶
界

に
立
つ
て
腕
の
研
究
も
致
し
度
い
し
亦
子
弟
の
養
成
も
し
た
い
の
で
、

暫
く
は
考
へ
中
で
す
。

（
大
正
一
―
年
(
-
九
二
二
）

琶
新
聞
」
か
ら
は
、
映
画
琵
琶
師
が
百
名
を
超
え
る
ま
で
に
な
り
、
映
画
琵

琶
の
協
会
も
二
団
体
設
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
映
画
琵
琶
劇
の
隆
盛
」
／
八
年
前
君
塚
璽
陵
氏
が
映
画
琵
琶
劇
界

に
投
じ
た
頃
は
、
古
市
射
水
、
平
手
錦
鞭
の
二
三
氏
が
居
た
に
過
ぎ

な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
映
画
琵
琶
劇
の
進
歩
発
展
は
め
ざ
ま
し
い
も

の
で
、
現
在
映
画
劇
の
弾
奏
家
は
、
松
竹
系
で
君
塚
筵
陵
、
安
田
希
山
、

菱
川
篤
晴
、
勝
山
油
水
、
糟
谷
箪
籟
、
大
照
秀
子
、
同
千
代
子
等

日
活
系
で
は
牧
野
錦
光
、
西
岡
纂
村
、
国
活
系
で
は
椙
山
清
峰
、
神

谷
秋
冷
、
帝
キ
ネ
系
で
は
笹
原
筵
峰
、
横
田
錦
城
、
牧
野
系
で
橋
本

旭
梢
等
、
合
計
百
余
名
を
算
す
る
の
盛
況
で
あ
る
。
最
初
映
画
に
出

る
事
は
、
琵
琶
の
堕
落
と
し
て
盛
ん
に
批
難
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

今
で
は
誰
一
人
怪
し
む
者
な
く
、
却
つ
て
財
界
の
不
況
に
際
し
て
も

生
活
の
安
定
を
得
て
活
動
し
つ
つ
あ
る
事
を
羨
望
さ
れ
る
位
で
あ
る
。

弾
奏
家
の
団
体
と
し
て
は
、
日
本
映
画
琵
琶
劇
協
会
及
び
帝
都
映
画

琵
琶
劇
協
会
が
あ
り
、
各
社
の
重
な
る
作
品
と
し
て
は
、
左
の
如
き

も
の
が
あ
る
。
《
作
品
に
つ
い
て
は
後
述
》

（
大
正
一
四
年
(
-
九
二
五
）
一
月
「
琵
琶
新
聞
j

第
一
八
五
号
一
三
頁
）

琵
琶
弾
奏
家
と
映
画
と
の
結
び
つ
き
が
強
固
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、

こ
う
し
た
記
事
か
ら
も
窺
え
よ
う
。
な
お
、
現
時
点
で
は
次
の
映
画
琵
琶
団

体
の
存
在
を
確
認
し
て
い
る
。
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大
正
一
五
年
(
-
九
二
六

・
大
正
―
二
年
(
-
九
二
三
）

・
大
正
一
四
年
(
-
九
二
五
）

調）」）
年
版
）
』
国
際
映
画
通
信
社

「
映
画
関
係
事
業
調
査
録
(
-
五
年
―
一
月

（
大
正
―
二
年
(
-
九
二
三
）
五
月
二
十
二
日
『
都

新
聞
」
七
面
、

映
画
協
会
（
？
）
（
代
表

日
活
映
画
琵
琶
協
会
（
代
表
牧
野
錦
光
）

《
団
体
名
不
詳
「
清
ノ
會
」
か
》
（
代
表

椙
山
清
峰
）

第
一
九
一
号
）

君
塚
箋
陵
）

大
正
一
四
年
(
-
九
一
一
五
）
七
月
「
琵
琶
新
聞
』

日
本
映
画
琵
琶
劇
協
会

帝
都
映
画
琵
琶
劇
協
会

（
大
正
一
四
年
(
-
九
二
五
）
一
月
「
琵
琶
新

西
岡
堕
村
）

聞
」
第
一
八
五
号
）

映
画
琵
琶
「
清
ノ
會
」
（
代
表
杉
山
清
壽
）

映
画
琵
琶
供
給
社
（
代
表

（
昭
和
二
年
『
日
本
映
画
事
業
総
覧
（
昭
和
二

但
し
、
琵
琶
界
の
全
員
が
こ
ぞ
っ
て
映
画
出
演
に
賛
同
し
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
こ
と
は
、
古
市
射
水
が
大
正
―
二
年
(
-
九
二
三
）
に
発
表
し
た

次
の
随
箪
に
見
て
と
れ
る
。

「
琵
琶
映
画
」
作
品

「
ピ
カ
リ
と
光
る
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
輝
き
あ
り
」
／
一
概
に

1
1

琶
師
だ
と
力
‘
芸
人
琵
琶
師
だ
と
か
云
つ
て
、
各

f
の
興
行
所
に
出

演
す
る
者
を
軽
ネ
し
、
そ
れ
を
卑
し
き
行
ひ
な
り
と
解
釈
す
る
か
如

11は
、
失
礼
乍
ら
ま
だ
人
間
社
会
の
種
々
迫
っ
た
問
題
に
触
れ
た

事
の
な
い
、
つ
ま
り
社
会
的
経
験
に
乏
し
い
お
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
も
云

ふ
べ
き
気
味
な
人
達
だ
と
思
ひ
ま
す
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
真
面
目
＜

さ
つ
て
そ
ん
な
馬
鹿
げ
た
見
解
を
下
せ
る
も
の
で
な
い
と
思
ひ
ま
す
。

（
大
正
―
二
年
(
-
九
二
三
）
一
月
I

琵
琶
新
聞
j

第
一
六
三
号

批
判
に
耐
え
つ
つ
、
し
か
し
活
動
／
映
画
琵
琶
は
、
着
実
に
一
つ
の
時

代
を
築
き
つ
つ
あ
っ
た
。

琵
琶
が
伴
奏
と
し
て
用
い
ら
れ
る
「
琵
琶
映
画
」
に
は
、
ど
の
よ
う
な

作
品
が
あ
っ
た
の
か
。

明
治
末
期
の
例
と
し
て
は
、
西
日
本
に
次
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る
。

●
弁
天
座
の
横
田
活
動
一
昨
晩
よ
り
開
会
せ
る
京
都
横
田
活
動

写
輿
~
は
非
常
の
好
景
気
に
て
映
画
の
斬
新
と
鮮
明
な
る
は
何
れ
も

面
白
き
が
中
に
児
島
裔
徳
誉
の
桜
は
当
地
紫
潮
会
の
琵
琶
歌
入
り
に

て
一
層
高
徳
の
誠
忠
を
発
揮
し
桜
樹
を
削
り
て
憤
慨
せ
る
一
挙
一
動

五
0
頁）

四
九
ー
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詢
忠
な
る
高
徳
の
悌
を
偲
ば
し
む
其
他
蛮
賊
征
討
犬
の
手
柄
命

乞
ひ
、
伊
国
の
山
水
等
は
何
れ
も
教
育
的
に
出
来
居
り
近
頃
な
き
見

物
な
り

《
広
告
》
横
田
活
動
写
真
（
八
日
よ
り
連
H
典
行
）
裏
町
弁
天
座

◎
史
劇
児
嶋
高
徳
（
琵
琶
歌
入
り
）
◎

（
明
治
四
二
年
(
-
九
0
九
）
七
月
一

0
日
「
馬
関
毎
日
新
聞
j

)

「
紫
潮
会
」
と
は
、
明
治
一
二
九
年
に
下
関
の
青
年
た
ち
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ

た
琵
琶
劇
（
舞
台
演
劇
）
専
門
の
集
団
で
あ
る
。
主
催
の
川
崎
競
は
筑
前
琵

琶
に
親
し
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
。
映
画
に
出
演
し
た
記
録
は
、
確
認
で
き
た

範
囲
で
は
こ
の
―
つ
で
あ
る
が
、
『
児
嶋
商
徳
』
は
舞
台
劇
の
方
で
得
意
と

し
て
い
た
レ
パ
ー
ト
リ
ー
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
活
か
し
た

も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
「
紫
潮
会
」
に
つ
い
て
は
別
の
場
で
報
告
を

行
う
予
定
で
あ
る
。

も
う
一
っ
、
熊
本
の
例
を
挙
げ
る
。
こ
ち
ら
は
お
そ
ら
く
薩
摩
琵
琶
で

あ
ろ
う
が
、
琵
琶
の
連
弾
も
あ
っ
た
ら
し
い
。

「
闇
の
中
の
楽
士
」
／
と
こ
ろ
で
無
声
映
画
に
お
け
る
伴
奏
音
楽
は
、

大
正
六
年
封
切
の
米
映
画
「
シ
ヴ
ィ
リ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
」
に
作
曲
家
ヴ

イ
ク
タ
ー
・
シ
エ
ル
チ
ン
ガ
ー
が
譜
面
ま
で
ふ
し
て
き
た
の
を
待
た

ず
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
映
画
に
ふ
さ
わ
し
い
趣
向
を
こ
ら
し
た
伴
奏
が

あ
っ
て
い
た
。
例
え
ば
熊
本
で
も
、
明
治
四
十
三
年
十
一
月
十
七
日

か
ら
二
十
三
日
ま
で
大
和
座
上
映
の
「
西
郷
隆
盛
一
代
記
」
（
窪
寺
霞 ／

 

動
写
真
を
支
え
た
も
の
」

山
映
写
隊
）
で
は
、
び
わ
二
丁
が
登
場
し
て
い
る
。

（
昭
和
五
三
年
(
-
九
七
八
）
藤
川
治
水
『
熊
本
シ
ネ
マ
巷
談
」

1
0
五頁）

琵
琶
は
邦
画
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
西
洋
物
」
に
も
用
い
ら
れ
た
。

「
各
館
写
真
短
評
大
阪
の
部
」
／
◎
三
友
倶
楽
部
《
略
》
西
洋

物
「
血
染
の
遺
書
」
は
唯
美
し
い
だ
け
で
戦
場
の
場
も
感
心
し
な
い

が
説
明
と
琵
琶
と
で
筋
を
運
ん
で
行
く
の
だ
が
琵
琶
は
水
也
田
旭
嶺

氏
の
弾
奏
で
結
構
で
あ
っ
た

（
大
正
四
年
(
-
九
一
五
）

＿
一
三
頁
）

ど
の
よ
う
な
旋
律
が
奏
で
ら
れ
た
の
か
、
ま
だ
音
源
を
確
腔
で
き
て
い
な
い

が
、
当
時
の
観
客
に
は
ミ
ス
マ
ッ
チ
と
は
感
じ
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

大
正
―
二
年
(
-
九
二
三
）
に
は
、
琵
琶
界
側
か
ら
映
画
に
積
極
的
に
ア

プ
ロ
ー
チ
し
て
完
成
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
「
純
琵
琶
劇
映
画
」
な
る

も
の
が
誕
生
し
た
と
さ
れ
る
。

「
純
琵
琶
劇
映
画
の
出
現
西
頭
旭
総
中
村
旭
双
両
氏
の
新
ら
し

い
試
み
」
／
活
動
写
真
界
に
於
て
琵
琶
は
一
大
勢
力
を
占
め
て
来
た

が
、
今
回
西
頭
旭
総
中
村
旭
双
両
氏
の
努
力
に
よ
り
、
純
琵
琶
劇
の

一
月
『
活
動
写
真
雑
誌
j

第
一
巻
第
六
号

青
潮
社
「
活
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こ
の
「
純
琵
琶
劇
映
画
」
で
は
、
琵
琶
の
弾
奏
が
主
体
と
な
っ
て
映
画
を
展

開
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
を
謳
っ
て
い
る
。
か
つ
て
映
画
や
劇
に
出
演
す
る

琵
琶
弾
奏
家
達
へ
の
非
難
の
主
要
因
は
、
他
の
付
属
物
に
な
り
さ
が
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
は
ね
の
け
る
形
態
を
琵
琶
側
か
ら
生
み

出
し
た
と
い
う
意
気
込
み
が
、
こ
の
「
純
琵
琶
劇
映
画
」
に
こ
め
ら
れ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
琵
琶
主
導
の
映
画
は
、
学
校
及
び
家
庭
へ
の
浸
透

を
狙
っ
て
い
る
。
子
ど
も
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
「
お
伽
琵
琶
」
路
線
、
線

画
（
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
）
と
の
融
合
な
ど
、
「
健
全
で
教
育
的
効
果
の
高
い
芸
能
」

四
一
頁
）

映
画
二
巻
が
完
成
さ
れ
、
過
般
帝
国
ホ
テ
ル
の
ホ
ー
ル
に
於
て
公
開

さ
れ
た
。
／
中
村
旭
双
氏
の
演
奏
さ
れ
た
の
は
純
琵
琶
史
劇
『
村
上

旦
で
あ
っ
て
、
在
来
の
如
く
映
画
の
所
々
に
琵
琶
を
入
れ
る
の

で
な
く
、
終
始
一
貫
琵
琶
を
も
つ
て
説
明
に
代
え
、
画
中
の
人
物
が

そ
の
と
ほ
り
に
活
動
す
る
の
で
あ
る
。
／
西
頭
旭
総
氏
は
得
意
の
封

伽
琵
琶
『
兎
と
亀
J

を
線
画
フ
ィ
ル
ム
に
作
成
し
、
胡
春
氏
の
作
歌

を
旭
総
氏
が
作
譜
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
又
頗
る
興
味
あ
る
映

画
で
、
旭
総
氏
独
特
の
演
奏
と
相
ま
つ
て
、
思
は
ず
腹
の
皮
を
よ
ら

せ
、
児
童
に
深
い
教
訓
を
与
へ
て
居
る
。
／
両
氏
の
熱
心
に
よ
っ
て
、

か
く
の
如
き
喜
ぶ
べ
き
新
し
い
試
み
が
実
現
さ
れ
た
の
は
、
一
般
琵

琶
界
に
と
つ
て
も
結
構
な
事
で
あ
る
。
因
み
に
此
の
活
動
写
真
は
家

庭
の
集
合
の
余
興
に
も
学
校
の
招
聘
に
も
演
奏
会
の
余
典
に
も
招
聘

に
応
ず
る
由
。

（
大
正
―
二
年
(
-
九
二
三
）
六
月
『
琵
琶
新
聞
」
第
一
六
八
号

と
し
て
の
琵
琶
を
ア
ビ
ー
ル
す
る
姿
勢
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
但
し
、
こ
れ

ら
に
対
す
る
実
際
の
評
判
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
。

大
正
一
四
年
(
-
九
二
五
）
に
は
、
映
画
会
社
と
の
対
応
も
含
ん
だ
作
品

一
覧
が
「
琵
琶
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

「
映
画
琵
琶
劇
の
隆
盛
」
《
前
章
引
用
部
分
の
続
き
》

松
竹
（
旧
劇
琵
琶
映
画
）

白
虎
隊
、
本
能
寺
、
楠
公
、
地
震
加
藤
、
赤
垣
源
蔵
、
山
科
の
別
れ
、

伊
井
大
老
、
恋
の
密
使
、
高
山
彦
九
郎
、
恋
の
謙
信
。

同
（
新
派
劇
）

金
色
夜
叉
、
不
如
帰
、
琵
琶
歌
、
月
塊
、
生
さ
ぬ
仲
、
大
西
郷
、

山
の
線
路
番
、
大
和
魂
、
嬰
児
殺
し
、
お
初
地
蔵
、
血
染
の
軍
旗
、

裁
か
れ
の
日
、
瞳
伊
藤
巡
査
、
人
若
き
頃
、
涯
な
し
の
海
、
帰
ら

ぬ
子
、
大
尉
の
娘
、
灼
熱
の
恋
、
漂
泊
の
琵
琶
師
。

日
活お

澄
の
母
、
嘆
き
の
港

悩
め
る
子
羊
、
麿
の
池
、
旅
愁

帝
キ
ネ

伊
井
大
老
、
血
染
の
聯
隊
旗

東
亜復

讐
の
日

国
活

マ
キ
ノ
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一
三
頁
）

吹
雪
の
敵

其
他
引
続
き
製
作
さ
れ
つ
、
あ
る
が
「
吹
雪
の
敵
j

の
如
き
は
第
五

聯
隊
の
出
動
応
援
を
得
て
撮
影
さ
れ
た
有
名
な
も
の
で
あ
る
。
猶

十
二
月
十
九
日
よ
り
一
週
間
、
浅
草
大
勝
館
に
於
て
君
塚
氏
一
派
の

琵
琶
劇
大
会
あ
り
て
出
演
者
三
十
八
名
の
競
演
で
大
成
功
を
収
め
た

一
月
よ
り
は
神
田
劇
場
の
澤
村
四
郎
五
郎
実
演
劇
に
、
君
塚
氏
が
妙

技
を
振
ふ
こ
と
に
な
っ
て
居
る
。（

前
掲
『
琵
琶
新
聞
」
第
一
八
五
号

で
は
、
琵
琶
弾
奏
家
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
し
て
音
を
つ
け
て
い
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
右
の
記
事
の
最
後
の
段
落
に
も
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
、
君

塚
筵
陵
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
再
び
引
く
。

「
大
勝
館
の
楽
屋
で
」
《
前
章
引
用
部
分
の
続
き
》

松
「
写
真
に
合
す
琵
琶
歌
は
誰
れ
が
作
る
の
で
す

熊
「
新
し
い
写
真
に
琵
琶
歌
を
当
は
め
る
こ
と
の
研
究
は
積
み
ま
し

た
が
、
吾
々
の
頭
で
は
ろ
く
な
文
旬
は
出
ま
せ
ん
、
い
つ
も
琵
琶
歌

の
本
か
ら
借
用
し
て
ゐ
ま
す
か
相
当
の
作
曲
者
か
い
た
な
ら
は
完
全

し
た
も
の
が
出
来
て
著
し
い
発
展
を
見
る
こ
と
で
せ
う
と
思
い
ま
す
。

昨
年
中
で
の
当
り
も
の
の
内
、
国
活
の
雪
中
行
軍
、
白
虎
隊
、
赤
垣

源
蔵
、
松
竹
の
神
崎
与
五
郎
等
は
、
歌
を
主
と
し
て
撮
映
し
た
の
で

す
が
、
出
来
上
つ
て
見
る
と
歌
か
多
力
っ
た
り
足
り
な
か
っ
た
り
し

て
ゐ
ま
す
。
而
し
て
初
日
の
前
の
日
に
写
真
か
出
来
上
つ
て
来
て
試

頻
を
し
て
直
ぐ
歌
を
作
る
と
い
ふ
の
が
一
番
困
り
ま
す
0
1殊
に
大
勝

館
で
は
度
々
斯
ん
な
事
が
あ
る
の
で
徹
夜
で
や
る
事
が
あ
り
ま
し
た
、

で
す
か
ら
初
日
の
歌
の
声
は
き
か
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。

松
竹
の
「
市
太
郎
」
や
安
価
な
教
育
映
画
は
私
た
ち
に
と
つ
て
は
昨

年
中
で
の
泣
か
せ
も
の
で
し
た
。
日
活
で
は
西
岡
君
作
「
妹
の
死
」

私
と
椙
山
君
合
作
の
「
実
録
忠
臣
蔵
」
と
「
大
楠
公
」
吉
野
君
作
の
「
川

島
巡
査
」
な
ど
は
大
当
り
で
し
た

君
塚
鍍
陵
の
右
の
発
言
に
よ
れ
ば
、
基
本
的
に
は
既
存
の
琵
琶
歌
を
あ
て
は

め
て
ゆ
く
方
法
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「
国
活
の

雪
中
行
軍
、
白
虎
隊
、
赤
垣
源
蔵
、
松
竹
の
神
崎
与
五
郎
等
は
、
歌
を
主
と

し
て
撮
映
し
た
」
と
い
う
件
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
琵
琶
歌
の
内
容
を
軸
に

し
て
映
画
を
構
成
す
る
と
い
う
方
法
論
が
！
少
な
く
と
も
琵
琶
側
の
認

識
で
は
！
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
正
―
二
年
の

「
純
琵
琶
劇
」
の
準
備
段
階
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
た
だ
、

君
塚
策
陵
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
実
際
の
作
品
は
、
多
少
の
謙
遜
を
込
め
て
で

も
あ
ろ
う
が
、
「
出
来
上
つ
て
見
る
と
歌
が
多
か
っ
た
り
足
り
な
か
っ
た
り
」

と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
当
時
は
映
画
そ
の
も
の
も
開

幕
ぎ
り
ぎ
り
に
な
っ
て
出
来
上
が
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
。

君
塚
箋
陵
と
＿
屑
を
並
べ
て
い
た
活
動
写
真
／
映
画
琵
琶
専
門
家
の
一
人

が
、
西
岡
第
村
で
あ
る
。
西
岡
箪
村
に
よ
る
次
の
文
章
に
は
、
映
画
に
つ

け
る
琵
琶
歌
の
作
り
方
の
み
な
ら
ず
、
映
画
琵
琶
協
会
の
活
動
の
様
子
ま

（
前
掲
『
琵
琶
新
聞
」
第
一
五
]
号
四
四
頁
）
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「
活
動
写
真
付
琵
琶
師
の
生
活
」
西
岡
菫
村
／
私
は
主
と
し
て
日
活

会
社
の
直
営
館
に
出
演
し
て
を
り
ま
す
。
日
活
本
社
の
東
京
市
内
直

営
館
の
内
で
、
日
本
映
画
を
上
場
し
て
ゐ
る
館
は
浅
草
を
除
い
て

十
五
館
あ
り
ま
す
。
毎
土
曜
日
に
私
は
本
社
で
次
の
週
の
出
演
館
を

二
館
づ
、
決
定
し
ま
す
。
そ
し
て
地
方
や
、
又
は
特
約
館
か
ら
の
依

頼
さ
れ
た
の
は
、
友
人
（
や
は
り
活
動
出
演
を
専
門
と
し
て
ゐ
る
人
）
を
頼

み
ま
す
。
先
づ
遊
び
な
ど
は
無
く
急
が
し
い
時
は
四
館
位
を
一
晩
に

唄
ふ
事
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
今
で
は
活
動
館
出
演
の
琵
琶
弾
奏
家

は
、
比
留
間
氏
兄
弟
を
除
い
た
外
の
人
は
団
結
し
ま
し
て
映
画
琵
琶

協
会
が
出
来
ま
し
た
。
そ
れ
は
君
塚
筐
陵
師
宅
に
本
部
を
お
き
ま
し

て
毎
週
土
曜
か
日
曜
の
朝
、
打
寄
つ
て
各
々
出
演
先
を
決
定
し
ま
す
。

琵
琶
を
弾
奏
す
べ
き
映
画
に
対
す
る
歌
は
新
た
に
作
ら
ね
ば
な
り
ま

せ
ん
。
尤
も
松
竹
キ
ネ
マ
や
国
活
、
帝
キ
ネ
、
な
ど
の
台
本
（
所
謂

セ
リ
フ
書
き
）
に
も
琵
琶
劇
な
ら
そ
の
劇
に
ふ
さ
は
し
い
歌
曲
が
載
つ

て
ゐ
ま
す
か
、
と
れ
も
こ
れ
も
感
服
で
き
な
い
の
で
各
々
か
改
作
し

剥
ず

i
尤
も
改
作
し
て
妙
な
文
句
を
平
気
な
顔
を
し
て
唄
ふ
人
も
あ

る
さ
う
で
す
が
、
そ
れ
は
兎
に
角
此
歌
作
が
一
寸
困
難
な
の
で
す
。

私
は
日
活
に
出
て
ゐ
る
の
で
一
ヶ
月
の
内
の
半
分
は
此
歌
作
で
昼
間

を
過
し
ま
す
。
／
日
活
に
は
琵
琶
劇
と
い
ふ
の
は
な
い
で
す
。
／
先

づ
年
に
一
本
（
活
動
写
真
界
で
は
―
つ
の
劇
を
一
本
と
言
ひ
ま
す
）
か
二
本

は
台
本
に
琵
琶
歌
が
載
つ
て
ゐ
る
事
も
あ
り
ま
す
。
私
は
本
社
で
写

で
も
が
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

三
七
頁
）

真
の
閲
写
を
し
て
、
そ
れ
を
則
糾
が
ら
歌
を
作
り
ま
す
Q

日
活
は
金

曜
が
写
真
替
り
な
の
で
直
営
館
で
は
金
曜
の
午
後
一
時
か
ら
四
時
頃

迄
説
明
者
や
お
は
や
し
や
楽
士
や
が
寄
つ
て
、
写
真
を
映
写
し
て
試

験
を
し
ま
す
。
そ
の
時
に
私
は
唄
つ
て
み
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
次
か

ら
は
愈
々
客
の
前
で
唄
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

一
月
『
琵
琶
新
聞
』
第
一
五
一
号

（
大
正
一
一
年
(
-
九
二
二
）

先
に
挙
げ
た
君
塚
箪
陵
は
、
新
し
く
琵
琶
歌
を
作
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
吾
々

の
頭
で
は
ろ
く
な
文
旬
が
出
ま
せ
ん
」
と
嘆
い
て
い
た
が
、
西
岡
菫
村
は
む

し
ろ
積
極
的
で
、
映
画
会
社
か
ら
示
唆
さ
れ
た
既
存
の
琵
琶
歌
に
承
服
で
き

ず
、
「
ど
れ
も
こ
れ
も
感
服
で
き
な
い
の
で
各
々
が
改
作
し
ま
す
」
と
述
べ

て
い
る
。
こ
の
西
岡
箆
村
は
元
々
は
活
動
弁
士
志
望
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ

れ
ゆ
え
場
面
に
ふ
さ
わ
し
い
文
言
／
琵
琶
歌
を
考
え
る
こ
と
が
得
意
で
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
弁
士
界
」
／
◆
西
岡
箪
村
子
供
の
頃
か
ら
弁
士
が
好
き
で
幻

燈
会
に
は
何
時
も
此
役
を
引
受
け
て
ゐ
た
、
此
稼
業
に
入
る
つ
も
り

が
怨
う
グ
レ
た
か
今
で
は
琵
琶
師
に
な
っ
て
ゐ
る
、
然
し
活
映
の
縁

は
離
れ
ず
写
真
の
伴
奏
と
云
ふ
事
で
浅
草
の
君
箪
陵
を
向
ふ
に
廻
し

市
内
の
館
廻
り
で
鳴
ら
し
て
ゐ
る

（大正一

0
年
(
-
九
―
―
-
）

一
月
―
二
日
『
都
新
聞

j

五面）

活
動
弁
士
志
望
の
箆
村
が
「
恙
う
グ
レ
た
か
今
で
は
琵
琶
師
」
と
い
う
表
現
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に
は
、
風
紀
問
題
等
で
批
判
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
琵
琶
界
に
対
す
る
一
っ

の
見
方
が
暗
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

と
も
あ
れ
、
殊
に
大
正
期
に
お
い
て
は
、
活
動
写
真
／
映
画
と
琵
琶
が

強
い
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。

活
動
写
真
／
映
画
、
及
び
演
劇
と
の
融
合
は
、
琵
琶
弾
奏
に
関
す
る
考

え
に
影
響
を
与
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

弾
奏
家
本
人
が
直
接
影
響
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
例
と
し
て
、
薩
摩
琵

琶
で
人
気
実
力
と
も
に
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
と
目
さ
れ
て
い
た
花
形
、
田
村
活

水
の
言
辞
を
見
て
み
よ
う
。
大
正
六
年
(
-
九
一
七
）
六
月
、
田
村
沼
水
は

神
田
劇
場
よ
り
依
頼
を
受
け
、
琵
琶
劇
（
舞
台
劇
）
に
出
演
し
た
。
薩
摩
琵

琶
の
有
力
流
派
・
錦
心
流
の
ホ
ー
プ
で
あ
る
田
村
治
水
が
琵
琶
劇
に
出
演

し
た
こ
と
は
、
琵
琶
界
に
一
大
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
、
「
琵

琶
新
聞
l

誌
上
で
は
本
人
と
吉
野
杜
水
と
い
う
人
物
の
間
で
激
し
い
論
戦

が
交
わ
さ
れ
た
。
そ
の
一
部
に
、
派
劇
か
ら
の
影
響
を
示
す
言
葉
が
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

「
吉
野
杜
水
氏
足
下
に
呈
す
」
田
村
浴
水
／
目
下
琵
琶
劇
に
紺
て
真

に
助
力
を
し
て
下
さ
る
の
は
、
永
田
先
生
只
御
一
人
よ
り
外
は
無
い

の
で
有
り
ま
す
。
《
略
》
足
下
は
、
或
る
一
部
の
人
々
が
「
錦
心
流

の
体
面
を
傷
く
る
虞
れ
が
あ
る
」
と
云
ふ
た
に
就
て
同
意
し
て
非
難

四
琵
琶
弾
奏
へ
の
影
響

一
三
ー

し
て
居
ら
れ
る
。
然
し
斯
界
の
香
宿
会
で
は
宗
家
の
師
た
る
肥
後
先

生
が
、
客
月
私
の
宅
へ
御
見
え
に
な
ら
れ
た
折
「
兎
や
角
云
う
て
居

る
者
も
あ
る
が
、
意
に
掛
け
給
ふ
な
。
吾
々
、
殊
に
錦
心
流
の
者
は

歌
中
の
人
物
を
活
躍
さ
せ
る
事
に
苦
心
し
て
居
る
。
其
の
目
的
に
最

も
適
合
し
て
居
る
。
君
は
好
い
機
会
を
捉
へ
て
幸
福
だ
」
と
仰
せ
ら

れ
た
、
其
の
折
私
は
劇
中
の
人
物
と
同
ー
し
、
結
合
し
て
行
く
結
果
、

琵
琶
歌
演
奏
上
、
芸
術
上
多
大
な
収
穫
か
有
っ
た
事
を
御
話
し
た
肥

後
先
生
は
「
う
ん
、
さ
う
だ
ら
う

l
¥」
と
点
頭
さ
れ
ま
し
た
。
《
略
》

永
田
先
生
は
「
此
の
次
、
上
演
の
折
が
あ
っ
た
ら
、
舞
台
稽
古
の
時

に
行
っ
て
、
面
倒
を
見
て
上
げ
よ
う
、
背
景
は
か
う
、
道
具
は
か
う

と
迄
仰
せ
ら
れ
た
。
仮
に
私
が
宗
家
へ
無
理
に
迫
つ
て
賤
し
む
可
き

行
為
を
敢
て
し
た
な
ら
ば
、
聡
明
な
る
宗
家
が
何
で
こ
の
様
な
懇
篤

な
る
御
言
葉
を
下
さ
い
ま
せ
う
か

（
大
正
六
年
(
-
九
一
七
）
―
二
月
『
琵
琶
新
聞
j

第
一
〇
二
号

一
六
頁
）

田
村
治
水
は
、
師
で
あ
る
永
田
錦
心
自
ら
琵
琶
劇
に
つ
い
て
助
言
を
し
て
く

れ
、
錦
心
流
の
重
鎮
・
肥
後
師
も
ま
た
「
錦
心
流
の
者
は
歌
中
の
人
物
を
活

躍
さ
せ
る
事
に
苦
心
し
て
居
る
。
其
の
目
的
に
最
も
適
合
し
て
居
る
」
と
琵

琶
劇
出
演
へ
の
賛
意
を
示
し
た
と
い
う
。
そ
れ
に
力
を
得
、
治
水
も
「
私
は

劇
中
の
人
物
と
同
化
し
、
結
合
し
て
行
く
結
果
、
琵
琶
歌
演
奏
上
、
芸
術
上

多
大
な
収
穫
が
有
っ
た
」
と
答
え
て
い
る
。
「
劇
中
人
物
と
同
化
す
る
」
と

い
う
演
劇
的
表
現
が
、
琵
琶
弾
奏
に
プ
ラ
ス
に
働
く
、
と
い
う
認
識
が
複
数
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「
歌
曲
に
対
す
る
態
度
」
胡
春
／
深
み
が
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
歌
も

平
板
的
で
な
く
な
る
の
は
当
然
の
理
で
あ
る
。
そ
こ
で
単
に
音
節
の

奴
隷
と
な
つ
て
、
抑
揚
曲
折
を
わ
づ
か
に
譜
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
っ

て
表
現
し
得
れ
ば
、
そ
れ
が
全
部
で
あ
る
と
し
、
能
事
終
れ
り
と
い

ふ
や
う
な
態
度
で
あ
っ
て
は
、
到
底
其
の
理
想
を
実
現
す
る
こ
と
は

出
来
ま
い
と
思
は
れ
る
。
即
ち
師
匠
に
就
い
て
歌
曲
を
学
ぶ
に
先
だ

ち
、
歌
曲
の
大
要
を
知
り
、
曲
中
に
あ
ら
は
れ
て
居
る
人
物
は
如
何

な
る
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
を
第
一
に
明
白
に
し
て
置
く
必
要
が
あ

ヒ
ー
ロ
ー

る
。
殊
に
其
の
主
人
ノ
ム
の
位
置
、

|

t
等
を
大
体
想
イ
し
て
置
か
ね

，
な
ら
ぬ
。
例
へ
は
、
曲
中
に
現
は
れ
て
居
る
人
物
は
男
で
あ
る
か

女
で
あ
る
か
、
老
人
で
あ
る
か
子
供
で
あ
る
か
、
凡
人
で
あ
る
か
聖

人
で
あ
る
か
、
其
の
他
神
で
あ
る
と
か
、
人
で
あ
る
と
か
、
或
は
鬼

畜
妖
杞
の
類
ひ
で
あ
る
と
か
、
そ
れ
か
＼
其
の
区
別
を
膀
識
し
て

楢
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
毎
に
同
一
の
調
子
、
同
一
の
情
想
を
以
て
放
吟

す
る
の
み
で
は
、
結
局
琵
琶
歌
を
し
て
、
精
神
無
く
表
情
無
く
、
又

何
等
意
味
を
な
さ
ぬ
も
の
と
な
ら
し
め
る
で
あ
ら
う
。
斯
く
の
如
く

で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
琵
琶
の
価
値
と
い
ふ
も
の
は
何
処
に
求
め
る
こ

と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
か
。
要
す
る
に
、
曲
中
の
人
物
の
性
格
を
認

識
す
る
こ
と
は
、
弾
奏
に
際
し
て
最
も
大
切
な
こ
と
で
あ
ら
う
。
而

し
て
性
格
を
認
識
す
る
に
は
先
づ
歌
曲
の
結
構
意
味
を
知
り
置
く
必

要
が
あ
ら
う
。
錦
心
流
の
方
で
、
時
折
り
開
く
新
曲
講
習
会
な
る
も

の
弾
奏
家
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ひ
つ
き
ぐ
う

の
、
目
的
は
党
畢
こ
れ
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

（
大
正
八
年
(
-
九
一
九
）
八
月
「
琵
琶
新
聞
j

第
一
―
―
二
号

-
I二
頁
）

こ
う
し
た
演
劇
的
表
現
へ
の
志
向
は
、
従
来
の
薩
摩
琵
琶
の
弾
奏
法
を

あ
る
程
度
変
化
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
。

「
蓄
音
器
吹
込
に
就
て
」
蓄
吹
込
主
任
森
恒
二
郎
／
何
事
に
よ
ら

ず
時
代
の
変
遷
に
従
っ
て
推
移
し
て
ゆ
く
と
い
ふ
こ
と
は
自
然
の
勢

に
し
て
、
何
人
も
之
れ
を
如
何
と
も
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
剖
妍

錦
心
流
琵
琶
の
如
き
も
是
れ
を
十
年
前
と
今
日
と
を
比
較
し
て
観
る

な
れ
ー
其
変
化
の
甚
だ
し
き
殆
ん
と
隔
世
の
感
か
あ
る
元
来
琵
琶
な

る
も
の
は
鎌
倉
時
代
武
人
の
間
に
愛
玩
さ
れ
た
る
も
の
で
其
起
原
に

於
て
は
専
ら
豪
壮
と
か
勇
烈
と
か
の
気
分
に
支
配
さ
れ
て
を
つ
た
も

の
で
あ
る
が
、
十
年
前
に
お
い
て
錦
心
師
が
一
派
を
創
始
せ
ら
る
A

頃
既
に
時
代
は
従
来
の
琵
琶
の
演
奏
に
嫌
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
、

《
略
》
看
よ
十
年
以
前
の
錦
心
流
は
単
に
＂
ー
来
の
豪
壮
に
代
ふ
る
に

優
婉
な
る
節
廻
し
を
以
て
し
、
テ
リ
ケ
ー
ト
な
メ
ロ
テ
ー
に
よ
り
又

そ
れ
に
相
応
し
き
歌
詞
に
よ
っ
て
聴
者
の
感
動
を
望
ん
で
を
つ
た
か

今
日
で
は
其
等
謡
ひ
方
節
廻
し
弾
奏
法
等
の
一
層
繊
細
に
な
っ
た
と

い
ふ
こ
と
の
夕
‘
表
情
と
い
ふ
も
の
に
も
非
常
に
重
き
を
置
く
様
に

な
っ
た
こ
と
は
蔽
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
実
で
あ
る
、
斯
く
て
錦
心
流
は

決
河
の
勢
を
以
て
今
や
地
方
に
ま
で
流
行
を
極
め
て
を
る

（
大
正
一

0
年
(
-
九
ニ
―
)
一
月
『
琵
琶
新
聞
」
第
一
三
九
号

ニ
ニ
ー
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二
三
頁
）

右
の
説
明
を
整
理
し
て
み
る
。

•
主
観
1
1
劇
中
人
物
1
1
活
動
写
真
「
フ
ィ
ル
ム
」
的
視
点
1
1
シ
テ

・
客
観
11

語
り
手

11
活
動
写
真
の
弁
士
的
視
点

11

ワ
キ

も
と
も
と
薩
摩
琵
琶
の
芸
風
は
、
「
専
ら
豪
壮
と
か
勇
烈
」
で
あ
っ
た
の
が
、

「
優
婉
な
る
節
廻
し
」
「
デ
リ
ケ
ー
ト
な
メ
ロ
デ
ー
に
よ
り
又
そ
れ
に
相
応
し

き
歌
詞
」
に
よ
っ
て
繊
細
に
な
り
、
さ
ら
に
「
表
情
」
を
重
視
す
る
よ
う
に

な
っ
た
、
と
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
表
情
」
は
、
心
理
的
表
現
の
意
で
あ
る

と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
次
の
文
章
で
は
、
活
動
写
真
／
映
画
の
構
造
を
、
琵
琶
の
語
り

方
の
説
明
に
援
用
し
て
い
る
。

ニー＿―-頁）

「
研
究
の
栞
（
二
）
」
秋
本
碧
水
／
二
、
主
観
客
観
と
は
／
主
観
と
は

内
容
に
表
は
れ
る
人
物
、
景
状
、
動
作
其
の
他
総
て
は
写
実
的
に
弾

奏
者
其
人
が
当
事
者
と
な
り
文
章
の
身
換
り
の
位
置
に
立
つ
て
謡
ふ

の
で
す
、
又
客
観
と
は
弾
奏
者
が
第
三
者
と
な
っ
て
描
写
若
し
く
は

模
倣
的
に
説
明
す
る
の
で
す
、
一
口
に
言
へ
ば
主
観
は
活
動
写
真
の

「
フ
ィ
ル
ム
」
的
、
客
観
は
弁
士
的
で
あ
り
ま
す
、
そ
し
て
多
く
の

場
合
王
観
は
「
シ
テ
」
客
観
は
「
ワ
キ
」
と
な
り
、
色
分
け
を
す
れ

ば
主
観
は
濃
く
客
観
は
淡
く
で
あ
り
ま
す
。

（
大
正
一
三
年
(
-
九
二
四
）
六
月
『
琵
琶
新
聞
j

第
一
七
八
号

「
フ
ィ
ル
ム
」
と
は
、
こ
の
場
合
「
劇
世
界
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

「
シ
テ
」
「
ワ
キ
」
と
い
う
言
葉
を
わ
ざ
わ
ざ
持
ち
出
し
て
い
る
の
は
、
琵
琶

(
5
)
 

の
能
へ
の
憧
れ
を
如
実
に
反
映
し
て
い
る
。

だ
が
、
琵
琶
に
お
け
る
演
劇
的
表
現
の
限
界
性
を
指
摘
す
る
声
も
、
す

で
に
同
時
期
に
上
が
っ
て
い
た
。
右
に
引
用
し
た
資
料
に
名
前
が
挙
げ
ら

れ
て
い
た
錦
心
流
宗
家
・
永
田
錦
心
そ
の
人
か
ら
の
発
言
で
あ
る
。
早
い

時
期
に
は
自
ら
琵
琶
劇
に
出
演
し
た
こ
と
も
あ
り
、
弟
子
の
出
演
に
も
応

援
す
る
態
度
を
示
し
た
錦
心
だ
が
、
大
正
一
四
年
(
-
九
二
五
）
五
月
「
水
墜
」

上
に
次
の
よ
う
な
文
章
を
発
表
し
た
。

「
琵
琶
の
劇
と
舞
踊
と
に
就
い
て
」
永
田
錦
心
／
近
頃
諸
君
は
琵
琶

劇
や
琵
琶
舞
踊
に
就
い
て
大
分
研
究
さ
れ
て
居
る
や
う
で
す
が
、
之

れ
が
完
成
は
誠
に
至
難
の
事
で
あ
り
ま
す
。
従
来
試
み
ら
れ
た
方
々

が
何
れ
も
前
轍
を
履
ん
で
不
成
功
に
終
つ
て
居
る
と
い
ふ
の
も
、
要

す
る
に
琵
琶
楽
器
の
改
良
に
意
を
用
ゐ
な
か
っ
た
為
め
で
あ
ら
う
と

思
ひ
ま
す
。
／
一
体
琵
琶
は
何
れ
の
楽
器
よ
り
も
最
も
よ
く
幽
玄
な

そ
し
て
悲
哀
な
音
調
を
有
つ
て
居
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
聴
者
の
心

の
琴
線
に
長
く
其
の
余
韻
余
清
を
残
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。
彼
の
三

絃
に
よ
る
華
や
か
な
長
唄
や
粋
な
清
元
や
常
磐
津
の
如
き
は
一
時
的

の
感
興
は
味
ひ
得
る
け
れ
ど
も
琵
琶
ほ
ど
長
く
余
情
を
与
ふ
る
事
は

出
来
な
い
。
然
し
三
絃
は
歩
調
的
な
演
舞
的
な
音
階
に
富
ん
で
ゐ
ま

す
か
ら
、
絃
に
つ
れ
て
舞
う
た
り
踊
っ
た
り
す
る
事
が
出
来
ま
す
。

之
れ
に
反
し
て
琵
琶
の
音
は
地
味
で
陰
気
で
す
か
ら
、
も
し
仕
組
ま
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「
琵
琶
の
歴
史
と
将
来
の
進
路
」
田
邊
尚
雄
／
《
琵
琶
の
来
歴
に
つ

ニ
ー
三
頁
）

れ
た
劇
や
舞
踊
が
悲
劇
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
結
局
踊
り
も
琵

琶
も
イ
タ
に
つ
か
な
い
事
に
な
り
ま
す
。
《
略
》
御
承
知
の
通
り
、

活
動
写
真
に
は
映
画
琵
琶
劇
と
称
し
て
一
部
の
人
達
は
盛
ん
に
弾
奏

し
て
を
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
只
単
に
映
画
に
ふ
さ
は
し
い
歌
に
つ
れ

て
琵
琶
を
デ
く
だ
け
に
止
ま
り
琵
琶
そ
の
も
の
、
芸
術
的
表
現
で
も

完
成
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
琵
琶
は
劇
の
チ
ョ
ボ
に
ー
は
れ
て

ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
或
る
意
味
か
ら
云
へ
ば
寧
ろ
芸
術
価
値
の

低
下
と
も
考
へ
ら
れ
ま
す
。

（
大
正
一
四
年
(
-
九
二
五
）
五
月
「
水
墜
j

第
五
号

琵
琶
は
、
そ
の
楽
器
の
特
性
上
、
三
味
線
に
比
べ
て
音
階
の
幅
が
狭
く
、
「
地

味
で
陰
気
」
で
あ
る
た
め
、
舞
踊
や
劇
に
は
適
さ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

さ
て
、
映
画
琵
琶
に
関
す
る
記
述
は
ど
う
か
。
映
画
に
お
け
る
琵
琶
は
、

単
に
チ
ョ
ボ
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
た
め
、
「
芸
術
的
表
現
」

で
も
な
ん
で
も
な
く
、
「
或
る
意
味
か
ら
云
へ
ば
寧
ろ
芸
術
価
値
の
低
下
」

で
あ
る
と
切
っ
て
捨
て
て
い
る
。
舞
台
劇
の
方
の
琵
琶
劇
や
琵
琶
舞
踊
に

つ
い
て
は
、
「
不
成
功
」
と
い
う
表
現
は
し
て
い
る
も
の
の
、
映
画
に
対

す
る
ほ
ど
の
辛
辣
さ
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
永
田
錦
心
と
映
画
琵
琶
師
の
間

に
、
何
ら
か
の
問
題
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

音
楽
学
者
の
田
邊
尚
雄
も
、
琵
琶
と
い
う
楽
器
の
音
色
か
ら
し
て
、
演

劇
的
表
現
に
は
限
界
が
あ
る
と
い
う
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

六
ー
九
頁
）

い
て
概
説
の
あ
と
》
さ
て
、
現
在
の
琵
琶
界
に
は
、
こ
の
筑
前
琵
琶

と
薩
摩
琵
琶
と
が
種
々
改
良
を
加
へ
ら
れ
て
居
る
の
で
す
が
、
元
来

す
ぐ

琵
琶
に
は
、
色
々
の
傑
れ
た
点
も
あ
り
ま
す
が
、
楽
器
と
し
て
は
一
―

つ
の
大
き
な
欠
点
を
持
つ
て
居
り
ま
す
。
第
一
に
音
律
の
範
囲
が
狭

い
の
で
三
味
線
の
や
う
に
自
由
に
色
々
な
音
を
現
は
す
事
が
不
可
能

マ

マ

で
す
。
も
―
つ
の
問
題
は
、
文
章
の
内
容
を
表
現
す
る
際
、
激
情
を

ね

現
は
す
音
の
強
さ
の
変
化
が
出
来
な
い
や
う
で
す
。
《
略
》
兎
に
角

現
在
の
琵
琶
は
、
文
章
の
内
容
を
劇
的
に
表
現
す
る
事
、
つ
ま
り
語

る
と
云
ふ
方
面
で
は
、
或
―
つ
の
完
成
の
域
に
あ
っ
て
、
こ
の
上
に

は
と
う
す
る
事
も
出
来
ま
す
ま
い
。
―
―
―
-g
る
と
云
ふ
点
で
は
行
き
つ
ま

つ
て
居
る
の
で
す
。
そ
れ
で
、
将
来
の
琵
琶
の
進
路
は
、
歌
ふ
と
云

ふ
方
面
に
向
つ
て
展
か
れ
ね
ば
な
り
ま
す
ま
い
。

（
大
正
―
二
年
(
-
九
二
三
）

一
月

K
比
琶
新
聞
」
第
一
六
三
号

こ
の
両
者
が
と
も
に
主
張
し
た
、
「
琵
琶
は
演
劇
的
表
現
に
は
適
さ
な

い
」
と
い
う
こ
と
に
加
え
、
時
代
が
琵
琶
と
活
動
写
真
／
映
画
と
を
離
し

て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
活
動
写
真
／
映
画
と
い
う
形
式
に
つ
い
て
は

ト
ー
キ
ー
化
と
い
う
現
象
、
演
劇
性
と
い
う
内
容
に
つ
い
て
は
第
二
次
大

戦
の
敗
戦
が
そ
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
近
代
琵
琶
の
演
劇
的
ジ
ャ

ン
ル
の
隆
盛
が
日
露
戦
争
を
ひ
と
つ
の
契
機
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
主

題
は
忠
義
や
報
恩
な
ど
、
愛
国
美
談
に
類
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
琵
琶

と
演
劇
的
ジ
ャ
ン
ル
と
の
融
合
が
急
速
に
記
憶
の
彼
方
に
追
い
や
ら
れ
た

の
は
、
戦
後
の
愛
国
美
談
否
定
の
風
潮
も
影
響
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
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琵
琶
と
活
動
写
真
／
映
画
と
の
融
合
は
、
昭
和
初
期
に
ト
ー
キ
ー
化
さ

れ
た
際
、
終
焉
を
迎
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
直
接

触
れ
た
琵
琶
側
の
資
料
は
現
時
点
で
は
確
認
で
き
て
い
な
い
た
め
、
映
画

琵
琶
師
と
呼
ば
れ
た
人
々
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
か
を
論
ず
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
ト
ー
キ
ー
化
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
あ
る
い
は

近
代
芸
能
と
し
て
の
琵
琶
は
、
現
代
の
我
々
に
ど
の
よ
う
な
音
色
を
聴
か

せ
て
く
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
琵
琶
側
の
視
点
を
中
心
に
活
動
写
真
／
映
画
と
の
関
わ
り
を

辿
っ
て
き
た
。
「
活
動
琵
琶
／
映
画
琵
琶
」
と
い
う
も
の
は
確
か
に
、
ご

く
限
ら
れ
た
期
間
の
時
代
の
あ
だ
花
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、

近
代
芸
能
と
し
て
の
琵
琶
に
内
包
さ
れ
て
い
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
新
し
い

芸
能
で
あ
る
活
動
写
真
／
映
画
と
不
思
議
に
融
合
し
え
た
と
い
う
こ
と
は
、

歴
史
上
の
ひ
と
つ
の
事
実
と
し
て
、
こ
こ
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

(
l
)

月
刊
雑
誌
『
琵
琶
評
論
』
の
主
幹
は
福
田
孤
舟
。
大
正
七
年
(
-
九
一
八
）

創
刊
か
。
筑
前
琵
琶
対
象
。
細
田
明
宏
氏
個
人
蔵
の
大
正
一
五
年
八
月
号

と一

0
月
号
の
み
確
認
。
他
で
所
蔵
不
明
。

注
結
び

ろ
う
か
。

(2)

小
唄
映
画
は
、
一
時
期
は
大
ヒ
ッ
ト
し
た
も
の
の
、
内
容
面
か
ら
官
憲
の

締
め
付
け
が
強
化
さ
れ
た
。
琵
琶
界
が
小
唄
映
画
を
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
意

識
し
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
記
事
か
ら
も
窺
え
る
。

「
琵
琶
劇
大
勝
利
」
／
震
災
後
の
東
京
人
は
趣
味
が
低
級
に
な
っ
た
と
み
え

て
、
い
か
が
は
し
い
下
劣
な
小
唄
が
盛
ん
に
流
行
し
た
。
そ
こ
に
目
を
つ

け
た
営
利
本
位
の
映
画
会
社
が
『
新
籠
の
鳥
j

と
か
『
ス
ト
ト
ン
』
と
か

題
す
る
俗
悪
な
小
唄
映
画
を
製
作
し
て
、
俗
衆
の
歓
心
を
求
め
、
一
時
は

こ
れ
が
映
画
界
を
風
靡
し
さ
う
な
勢
ひ
で
あ
っ
た
。
そ
の
影
響
に
よ
っ
て

大
恐
慌
を
受
け
た
の
は
、
折
角
隆
盛
に
赴
き
か
け
た
琵
琶
映
画
で
あ
る
。

危
＜
俗
悪
な
る
小
唄
映
画
に
圧
倒
さ
れ
や
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
時
な
る

哉
、
警
視
庁
の
恐
い
小
父
さ
ん
が
眼
を
光
ら
せ
て
、
『
風
紀
を
乱
す
小
唄
映

画
罷
り
成
ら
ぬ
』
と
の
厳
命
。
そ
こ
で
琵
琶
映
画
再
び
大
歓
迎
、
映
画
専

門
の
弾
奏
家
も
ほ
つ
と
息
を
つ
い
た
と
は
め
で
た
し

l¥.o
／
そ
こ
で
思

ふ
に
、
琵
琶
師
が
映
画
に
出
る
事
を
、
琵
琶
の
堕
落
で
あ
る
や
う
に
考
へ

る
人
が
あ
る
が
、
琵
琶
は
活
動
に
よ
っ
て
堕
落
せ
ず
、
却
つ
て
高
尚
な
る

琵
琶
が
低
級
な
る
映
画
を
駆
逐
し
つ
、
あ
る
の
で
あ
る
。
琵
琶
道
の
た
め

に
大
い
に
喜
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
（
第
陵
）
（
大
正
一
四
年
(
-
九
二
五
）
一
月
「
琵

琶
新
聞
j

第
一
八
五
号
三
九
頁
）

(3)
次
の
記
事
に
よ
る
。

「
劇
場
問
題
」
松
亭
／
先
年
、
大
阪
で
宮
崎
旭
城
と
云
ふ
人
が
、
活
動
写
真

館
に
雇
れ
て
出
た
た
め
に
破
門
さ
れ
た
と
い
ふ
事
実
が
あ
っ
た
の
で
、
今

林
氏
の
事
件
が
一
部
の
間
に
問
題
を
惹
起
す
に
至
っ
た
。
勿
論
、
宮
崎
氏

の
破
門
事
実
が
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
旭
会
の
規
則
に
、
活
動
や
芝
居
其
の

他
寄
席
芸
人
と
伍
し
て
出
演
し
た
者
に
は
制
裁
を
加
へ
る
と
い
ふ
事
が
明

示
さ
れ
て
居
る
以
上
、
当
然
起
る
べ
き
問
題
で
あ
ら
う
。
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（
大
正
六
年
(
-
九
一
七
）
三
月
「
琵
琶
新
聞
」
第
九
一
二
号
一
ー
ニ
頁
）

(4)

活
動
琵
琶
／
映
画
琵
琶
の
給
金
に
つ
い
て
は
、
次
の
記
事
に
も
情
報
が
あ

る。①
「
よ
も
や
ま
」
／
▲
近
来
活
動
写
真
付
の
弾
奏
家
が
殖
え
て
生
半
教
授
所

を
出
す
よ
り
も
生
活
に
困
難
を
来
た
さ
な
い
。
給
料
を
調
べ
て
見
る
と

一
回
の
演
奏
料
が
平
均
三
円
五
十
銭
で
一
日
に
二
回
あ
れ
ば
五
円
、
三

回
興
行
と
な
る
と
一
日
六
円
か
ら
八
円
と
れ
る
。
其
外
に
蕎
麦
代
と
し

て
月
に
二
三
十
円
の
配
当
が
あ
る
其
上
仲
間
を
一
人
周
旋
す
れ
ば
ピ

ン
と
言
っ
て
一
回
に
五
十
銭
づ
、
の
頭
が
は
ね
ら
れ
る
。
目
下
此
道
に

稼
い
で
居
る
弾
奏
家
は
何
ん
と
言
っ
て
も
古
市
射
水
氏
が
横
綱
で
君
塚

筵
陵
氏
と
椙
山
清
峯
氏
と
が
両
大
関
で
あ
る
。
椙
山
氏
の
如
き
は
或
月

五
百
円
の
収
入
が
あ
っ
た
。
現
在
活
動
写
真
付
の
弾
奏
家
は
三
氏
の
外

に
吉
野
弦
月
、
同
夫
人
、
杉
山
錦
旗
、
比
留
間
天
山
、
奥
村
明
水
、
西

岡
篇
村
、
安
田
希
山
、
源
天
籟
、
林
平
春
、
勝
山
油
水
、
菱
川
淡
水
、

古
谷
箪
楓
、
大
井
青
山
、
平
岩
寛
水
の
諸
氏
で
筑
前
琵
琶
は
無
い
や
う

で
あ
る
（
大
正
一

0
年
(
-
九
ニ
―
)
六
月
「
琵
琶
新
聞
」
第
一
四
四
号
一
七
頁
）

②
「
見
た
り
聞
い
た
り
」
《
雑
報
欄
》
／

■映
画
琵
琶
／
映
画
琵
琶
と
い
ふ

―
つ
の
商
売
が
殖
え
て
以
来
水
琥
者
に
し
て
映
画
琵
琶
師
と
な
っ
た
者

が
二
十
数
名
に
の
ぼ
つ
て
ゐ
る
。
其
の
給
料
を
調
べ
る
と
東
京
市
内
は

一
回
或
は
二
回
出
演
で
西
田
喬
水
、
平
田
貼
水
な
ど
が
金
四
円
よ
り
金

五
円
ま
で
、
奥
村
明
水
、
石
毛
畦
水
、
前
田
濃
水
、
故
常
磐
調
水
な
ど

で
金
五
円
よ
り
金
六
円
。
勝
山
浦
水
、
笹
原
為
水
と
な
る
と
金
六
円
又

は
金
七
円
の
収
入
で
あ
る
、
君
塚
箆
陵
と
か
大
照
秀
子
と
か
に
な
る
と

し
ゅ
う

金
八
円
又
は
金
十
円
と
相
場
が
極
つ
て
ゐ
る
。
河
合
桐
水
氏
は
静
岡
市

の
電
気
館
へ
映
画
琵
琶
師
と
し
て
出
演
し
て
居
る
が
頗
る
好
評
な
の
で

給
料
も
良
い
と
の
事
だ
。
（
大
正
一
五
年
(
-
九
二
六
）
四
月
需
水
整
」
第
ニ
ハ

号
四
六
頁
）

(
5
)

近
代
に
お
け
る
琵
琶
は
、
し
ば
し
ば
能
を
理
想
・
目
標
に
掲
げ
て
い
る
。

大
正
一
―
年
に
創
設
さ
れ
た
嵯
峨
舞
に
お
い
て
も
、
「
第
一
の
暗
示
」
と
な
っ

た
の
は
能
で
あ
り
、
振
り
付
け
や
作
曲
、
舞
台
装
置
に
至
る
ま
で
、
能
を

参
考
に
し
て
い
た
と
い
う
。
（
嵯
峨
玉
輪
「
嵯
峨
舞
の
発
表
に
つ
い
て
」
大
正
一

l

年
(
-
九
二
二
）
七
月
「
琵
琶
新
聞
」
第
一
五
七
号
三
一
ー
三
二
頁
）
。

〈
付
記
〉

本
稿
は
「
近
代
に
お
け
る
芸
術
化
の
諸
問
題
」
研
究
会
で
の
口
頭
発
表
（
二
0
0
八

年
―
二
月
二
0
日
於
京
都
市
立
芸
術
大
学
）
を
も
と
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

今
田
健
太
郎
氏
、
上
田
学
氏
、
細
田
明
宏
氏
、
真
鍋
昌
賢
氏
を
初
め
、
同
研
究

会
の
皆
様
か
ら
は
貴
重
な
資
料
の
御
提
供
な
ら
び
に
御
教
示
を
賜
り
ま
し
た
。

ま
た
、
国
立
国
会
図
書
館
、
大
阪
大
学
付
属
図
書
館
に
お
い
て
は
、
貴
重
な
資

料
の
閲
覧
を
御
許
可
頂
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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