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一

　
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
に
成
立
し
た
浄
瑠
璃
の
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
は
そ

れ
以
前
に
上
演
さ
れ
て
い
た
義
士
劇
を
集
成
し
た
決
定
作
で
あ
っ
た
。
ひ
と
た
び

こ
の
作
が
生
れ
る
と
以
後
の
義
士
劇
は
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
の
作
の
影
響
下
に
生

れ
て
く
る
。
ま
た
、
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
自
体
も
す
ぐ
歌
舞
伎
に
は
い
っ
て
両
方

で
上
演
を
く
り
か
え
し
て
い
る
。
あ
る
調
査
に
よ
る
と
、
寛
延
元
年
か
ら
幕
末
ま

で
の
百
二
十
年
間
で
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
は
浄
瑠
璃
と
し
て
七
十
回
、
歌
舞
伎

と
し
て
二
百
入
十
回
、
計
三
百
十
回
、
書
替
え
、
そ
の
他
の
義
士
劇
は
浄
瑠
璃
と

し
て
十
七
種
四
十
六
回
、
歌
舞
伎
と
し
て
四
十
八
種
百
六
十
五
回
、
以
上
す
べ
て

を
合
計
し
て
五
百
六
十
一
回
の
上
演
を
数
え
て
い
る
（
土
田
衛
「
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』

以
後
の
義
士
劇
」
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
昭
4
2
・
1
2
）
。
曾
我
狂
言
な
ど
と
並
ん
で
、
目
本

の
演
劇
が
生
ん
だ
最
高
の
人
気
芝
居
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
、
明
治
以
降
、
曾
我

狂
言
が
急
速
に
人
気
を
失
っ
た
の
に
対
し
、
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
は
江
戸
時
代
に

優
る
と
も
劣
ら
な
い
人
気
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
は
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
と
し
て
舞
台
で
上
演
さ
れ
た
だ
け

で
は
な
く
、
小
説
の
題
材
と
し
て
も
好
ん
で
利
用
さ
れ
た
。
黄
表
紙
、
合
巻
、
読

本
、
洒
落
本
、
滑
稽
本
な
ど
、
多
様
な
形
式
が
江
戸
時
代
後
期
の
小
説
と
し
て
登

場
し
て
く
る
が
、
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
は
、
そ
の
異
な
る
形
式
の
小
説
の
中
に
も

は
い
り
こ
ん
で
、
書
替
え
ら
れ
、
趣
向
を
施
さ
れ
て
読
者
に
提
供
さ
れ
た
。

こ
の
稿
で
は
、
江
戸
後
期
の
多
様
な
小
説
形
式
に
は
い
り
こ
ん
だ
「
仮
名
手
本

　
　
　
　
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
と
近
世
後
期
小
説

忠
臣
蔵
」
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
い
。
そ
の
調
査
は
以
下
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の

知
見
を
我
々
に
与
え
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
と
い
う
共
通
の
素
材
を
基
盤
に
し
て
歌
舞
伎
や

操
り
浄
瑠
璃
の
演
劇
と
小
説
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
演
劇
と
小
説
の
そ
れ

ぞ
れ
の
本
質
・
方
法
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
後
期
江
戸
の
多
様
化
し
た
小
説
形
式
の
そ
れ
ぞ
れ
の
本
質
・
方
法
の

違
い
を
究
明
す
る
資
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
第
三
に
、
小
説
の
入
組
ん
だ
趣
向
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
仮
名
手
本

忠
臣
蔵
」
に
集
成
さ
れ
て
盛
込
ま
れ
た
目
本
人
の
民
族
的
特
質
が
江
戸
時
代
人
に

ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
た
か
、
つ
ま
り
、
知
性
的
に
は
か
な
り
上
位
の
ク
ラ

ス
に
属
す
る
江
戸
時
代
後
期
の
小
説
作
者
と
読
者
の
、
義
士
課
の
受
取
り
方
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
さ
し
あ
た
り
以
上
の
よ
う
な
目
的
を
設
定
し
て
、
以
下
、
具
体
的
に
い
わ
ゆ
る

「
忠
臣
蔵
も
の
」
の
近
世
小
説
を
眺
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二

　
上
田
秋
成
の
『
雨
月
物
語
』
（
安
永
五
年
）
や
『
春
雨
物
語
』
（
文
化
五
年
）
に

代
表
さ
れ
る
前
期
の
上
方
読
本
に
対
し
、
天
明
以
後
の
江
戸
で
刊
行
さ
れ
た
読
本

を
普
通
に
江
戸
読
本
の
名
で
呼
ぶ
。
読
本
は
中
国
の
稗
史
小
説
（
歴
史
小
説
V
に

手
本
を
借
り
た
、
当
時
と
し
て
は
高
度
な
知
的
文
学
で
あ
る
。
時
代
を
過
去
に
設

定
し
た
歴
史
小
説
、
あ
る
い
は
超
現
実
的
な
怪
異
小
説
の
形
式
を
取
る
も
の
が
多

く
、
作
者
の
世
界
観
や
人
生
観
が
色
濃
く
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
　
　
調
査
研
究
報
告
　
第
一
八
号

　
振
鷺
亭
（
？
～
文
化
＝
一
）
の
『
い
ろ
は
酔
故
伝
』
（
寛
政
六
）
な
ど
を
先
駆
的

な
作
品
と
し
て
、
滝
沢
馬
琴
と
山
東
京
伝
が
相
次
い
で
発
表
し
た
『
高
尾
船
字
文
』

（
寛
政
八
年
）
と
『
忠
臣
水
濡
伝
』
（
前
編
五
冊
、
寛
政
十
一
年
刊
、
後
編
五
冊
、

享
和
元
年
刊
）
に
よ
っ
て
、
江
戸
読
本
の
性
格
は
決
定
さ
れ
、
馬
琴
と
京
伝
は
読

本
界
の
両
雄
と
し
て
君
臨
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
京
伝
の
『
忠
臣
水
潜
伝
』
は
中
国
の
『
水
濫
伝
』
を
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
の

世
界
に
移
し
変
え
た
作
品
で
あ
り
、
そ
の
翻
案
ぶ
り
は
京
伝
の
奇
才
を
示
し
て
あ

ま
す
と
こ
ろ
が
な
い
副
江
戸
小
説
に
お
け
る
「
忠
臣
蔵
も
の
」
の
代
表
と
し
て
ま

ず
こ
の
作
の
検
討
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

　
前
編

　
　
　
北
朝
の
北
明
帝
の
御
時
、
洛
中
に
怪
異
が
し
き
り
に
お
こ
り
、
ま
た
北
陸

　
　
に
疫
病
が
流
行
し
た
。
宮
中
で
は
都
の
寺
社
に
命
じ
て
祈
疇
を
行
わ
せ
、
ま

　
　
た
、
大
臣
源
具
親
の
奏
聞
を
容
れ
て
、
特
に
新
田
義
貞
の
兜
を
鎌
倉
の
地
に

　
　
埋
め
て
追
善
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
足
利
将
軍
尊
氏
の
弟
管
領
直
義
は
た

　
　
だ
ち
に
鎌
倉
に
下
り
、
執
事
高
武
蔵
介
師
直
、
雲
州
の
刺
史
塩
冶
廷
尉
高
貞

　
　
に
命
じ
、
極
楽
寺
切
通
し
の
地
に
兜
を
埋
め
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
二
人
が

　
　
そ
の
地
に
穴
を
掘
る
と
土
中
よ
り
盤
石
が
あ
ら
わ
れ
た
。
師
直
は
こ
れ
を
黄

　
　
金
の
類
の
隠
し
場
所
か
と
推
定
し
て
欲
心
を
お
こ
し
、
高
貞
の
止
め
る
の
も

　
　
聞
か
ず
に
掘
り
進
む
と
、
一
条
の
白
気
が
昇
り
、
四
十
余
条
の
金
光
が
四
方

　
　
に
飛
ん
だ
。

　
　
　
こ
の
怪
異
に
恐
れ
を
な
し
た
師
直
は
一
日
鶴
岡
の
社
に
参
詣
し
た
折
、
塩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

冶
の
奥
方
貌
好
夫
人
に
遇
っ
て
こ
れ
を
恋
慕
し
た
。
和
歌
の
師
兼
好
に
恋
文

の
代
筆
を
頼
ん
で
貌
好
に
贈
っ
た
が
、
貌
好
が
な
び
く
気
配
を
見
せ
な
い
の

で
計
略
を
用
い
て
塩
冶
を
お
と
し
い
れ
、
性
来
短
気
の
塩
冶
は
刃
傷
に
お
よ

ん
で
自
害
し
て
果
て
た
。
貌
好
は
家
臣
原
郷
右
衛
門
に
伴
わ
れ
て
若
君
と
と

も
に
本
国
雲
州
に
お
も
む
く
途
中
、
師
直
方
の
伏
兵
鷺
坂
伴
内
の
手
の
者
に

捕
わ
れ
よ
う
と
し
た
が
、
桃
井
若
狭
助
に
救
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
天
竜
川
で

賊
に
襲
わ
れ
、
若
君
も
ろ
と
も
水
中
に
投
げ
こ
ま
れ
た
が
郷
右
衛
門
及
び
塩

冶
家
の
飛
脚
寺
岡
平
右
衛
門
に
助
け
ら
れ
た
。
平
右
衛
門
は
会
得
し
た
神
行

の
法
で
貌
好
ら
を
本
国
に
伴
つ
た
。
雲
州
の
留
守
居
大
星
由
良
は
軍
略
に
た

け
た
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
は
貌
好
を
高
貞
の
弟
石
堂
縫
殿
助
の
居
城
に
送
り
、

鉄
九
太
夫
父
子
ら
の
不
忠
の
徒
を
除
い
て
義
を
重
ん
じ
る
家
臣
と
党
を
結
ん

だ
。　

城
を
追
わ
れ
た
鉄
九
太
夫
の
一
子
貞
九
郎
は
山
賊
の
頭
領
と
な
り
、
鈴
鹿

山
中
で
桃
井
若
狭
助
の
臣
加
古
川
本
蔵
の
一
行
を
襲
い
、
本
蔵
が
主
君
の
命

で
鎌
倉
か
ら
京
の
足
利
尊
氏
へ
届
け
る
贈
り
物
を
奪
い
取
っ
た
。

　
師
直
の
好
計
に
か
か
っ
て
主
君
高
貞
憤
死
の
原
因
を
つ
く
っ
た
速
野
勘
平

は
主
家
滅
亡
後
、
妻
漂
児
の
実
家
に
身
を
寄
せ
て
い
た
。
漂
児
の
継
母
夜
叉

老
婆
は
漂
児
を
邪
魔
に
し
て
漂
児
を
あ
ざ
む
い
て
遊
女
に
売
り
払
い
、
夫
与

一
兵
衛
を
毒
殺
し
た
が
、
み
ず
か
ら
も
誤
っ
て
情
夫
で
あ
る
猟
師
の
狸
角
兵

衛
に
撃
た
れ
て
死
ん
だ
。
勘
平
は
塩
冶
の
臣
千
崎
弥
五
郎
と
出
遇
っ
て
大
星

の
義
挙
に
加
わ
る
伝
手
を
得
た
。



後
編

　
　
京
で
大
星
は
日
夜
揚
屋
の
一
李
蓬
に
通
っ
て
遊
興
に
ふ
け
っ
て
い
た
。
師

　
直
の
間
者
と
な
っ
た
九
太
夫
は
そ
の
大
星
の
真
意
を
探
ろ
う
と
鷺
坂
伴
内
と

　
と
も
に
遊
廊
に
は
い
り
こ
ん
で
い
た
。
こ
の
地
で
名
妓
と
う
た
わ
れ
て
い
た

　
漂
児
は
大
星
の
子
力
弥
が
も
た
ら
し
た
貌
好
か
ら
の
密
書
を
奪
い
取
り
、
わ

　
ざ
と
大
星
の
手
に
か
か
っ
て
死
に
、
夫
勘
平
の
罪
を
わ
び
た
。
床
下
で
様
子

　
を
う
か
が
っ
て
い
た
九
太
夫
は
大
星
に
よ
っ
て
刺
殺
さ
れ
た
。

　
　
加
古
川
本
蔵
の
妻
戸
難
瀬
は
娘
の
小
波
を
伴
っ
て
大
星
の
隠
れ
家
を
訪
れ
、

　
か
ね
て
婚
約
の
あ
る
力
弥
と
小
波
の
結
婚
を
せ
ま
る
が
、
大
星
の
妻
阿
石
が

　
応
対
に
出
て
す
げ
な
く
断
っ
た
。
戸
難
瀬
母
娘
が
そ
の
場
で
自
害
し
よ
う
と

　
し
た
と
き
、
虚
無
僧
姿
の
本
蔵
が
あ
ら
わ
れ
、
鉄
貞
九
郎
の
首
を
示
し
、
無

　
実
の
罪
を
得
た
事
情
を
語
る
と
、
大
星
夫
妻
も
主
君
の
仇
討
ち
の
企
て
を
打

　
明
け
、
両
家
心
解
け
て
祝
言
の
式
を
挙
げ
た
。

　
　
塩
冶
の
家
臣
山
背
助
宗
村
は
事
情
あ
っ
て
塩
冶
の
家
を
去
り
、
泉
州
で
天

　
川
屋
義
平
と
改
名
し
、
商
船
問
屋
を
営
ん
で
い
た
。
塩
冶
高
貞
の
弟
石
堂
縫

　
殿
助
の
許
に
忍
ん
で
い
た
貌
好
と
若
君
が
人
質
と
し
て
鎌
倉
に
引
立
て
ら
れ

　
よ
う
と
し
た
と
き
、
義
平
は
自
分
の
妻
と
子
を
身
代
り
に
殺
し
て
、
貌
好
母

　
子
を
救
っ
た
。
一
夜
、
石
山
寺
に
義
士
を
集
め
た
大
星
は
仇
討
の
機
会
到
来

　
と
し
て
鎌
倉
に
下
っ
た
。
草
庵
に
あ
る
吉
田
の
兼
好
は
、
夢
に
、
神
女
の
九

　
天
玄
女
か
ら
、
天
帝
が
多
く
の
星
を
下
界
に
下
し
て
大
星
以
下
の
義
臣
に
生

　
れ
変
ら
せ
、
好
臣
や
俵
者
ら
を
罰
さ
せ
、
天
に
代
っ
て
道
を
行
わ
せ
た
が
、

　
天
数
尽
き
て
、
す
で
に
彼
ら
の
天
上
に
帰
る
べ
き
と
き
が
き
た
こ
と
を
告
げ

　
　
　
　
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
と
近
世
後
期
小
説

ら
れ
、
大
星
ら
の
復
讐
の
成
就
を
悟
っ
た
。
夢
か
ら
覚
め
た
兼
好
は
、

て
、
大
星
ら
が
高
師
直
を
討
取
っ
た
こ
と
を
巷
の
噂
で
知
る
。

果
し

　
こ
の
作
品
は
、
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
の
他
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
中
国
の
長
編

小
説
『
水
潜
伝
』
を
も
参
照
し
て
い
る
。
本
来
、
読
本
と
呼
ば
れ
る
伝
奇
小
説
は
、

中
国
小
説
の
翻
案
か
ら
は
じ
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
江
戸
読
本
の
性
格
と
内
容
を

決
定
し
た
『
高
尾
船
字
文
』
と
『
忠
臣
水
潜
伝
』
は
、
共
に
、
『
水
濡
伝
』
に
拠
っ

て
、
中
国
小
説
の
翻
案
の
仕
方
に
一
つ
の
手
本
を
示
し
た
作
品
で
あ
っ
た
。

　
『
忠
臣
水
濡
伝
』
が
ど
の
よ
う
に
『
水
潜
伝
』
を
翻
案
し
て
い
る
か
、
そ
の
実

際
に
つ
い
て
の
詳
細
な
研
究
は
す
で
に
麻
生
磯
次
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る

（『

]
戸
文
学
と
支
那
文
学
』
昭
2
1
・
5
、
再
刊
、
『
江
戸
文
学
と
中
国
文
学
』
、
昭

30

E
2
）
。
登
場
人
物
名
は
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
に
拠
っ
て
お
り
、
時
代
背
景
も

『
太
平
記
』
に
借
り
て
い
る
。
従
っ
て
、
『
忠
臣
水
濡
伝
』
は
世
界
を
「
仮
名
手
本

忠
臣
蔵
」
か
ら
採
り
、
『
水
潜
伝
』
は
そ
こ
へ
趣
向
と
し
て
ち
り
ば
め
ら
れ
た
こ
と

に
な
る
。

　
こ
こ
で
は
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
が
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
る
か
を
中
心

に
み
て
い
こ
う
。

　
巻
之
一
で
追
善
の
た
め
に
新
田
義
貞
の
兜
を
鎌
倉
の
地
に
埋
め
る
筋
は
、
「
忠

臣
蔵
」
の
大
序
兜
改
め
に
拠
っ
て
い
る
。
「
忠
臣
蔵
」
で
は
義
貞
の
兜
の
鑑
定
人

と
し
て
、
以
前
兵
庫
司
に
女
官
と
し
て
仕
え
、
兜
を
見
馴
れ
て
い
る
顔
世
御
前
が

召
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
筋
を
氏
家
中
務
丞
重
国
の
役
ど
こ
ろ
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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い
る
。
彼
は
義
貞
討
死
の
戦
場
に
居
合
わ
せ
て
義
貞
の
首
を
泥
中
か
ら
拾
い
あ
げ

た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
顔
世
（
忠
臣
水
潜
伝
で
は
貌
好
）
を
登
場
さ
せ
な

か
っ
た
た
め
に
、
『
忠
臣
水
潜
伝
』
で
は
次
に
鶴
岡
社
前
に
お
け
る
師
直
の
貌
好

見
染
め
の
場
面
を
設
け
た
。
師
直
が
兼
好
に
貌
好
あ
て
の
艶
書
の
代
筆
を
頼
む
筋

は
「
忠
臣
蔵
」
に
も
み
ら
れ
る
が
、
さ
か
の
ぼ
れ
ば
す
で
に
『
太
平
記
』
そ
の
他

に
記
載
の
あ
る
著
名
な
出
来
事
で
あ
る
。

　
塩
冶
高
貞
が
師
直
に
刃
傷
に
及
ぶ
筋
は
「
忠
臣
蔵
」
第
三
段
切
の
館
騒
動
に
基

づ
い
て
い
魑
る
が
、
師
直
が
山
名
次
郎
右
衛
門
の
計
を
容
れ
て
、
塩
冶
の
臣
速
野
勘

平
を
つ
か
っ
て
塩
冶
を
お
と
し
い
れ
る
筋
を
か
ま
え
て
い
る
。
こ
の
筋
は
『
水
濫

伝
』
の
方
か
ら
き
て
い
る
。
し
か
し
、
塩
冶
の
刃
傷
騒
動
に
勘
平
に
一
役
買
わ
せ

て
い
る
の
は
「
忠
臣
蔵
」
で
館
騒
動
の
際
に
勘
平
が
腰
元
の
お
か
る
と
忍
び
逢
っ

て
い
て
主
君
の
大
事
に
遅
れ
、
の
ち
の
ち
お
か
る
勘
平
の
悲
劇
の
直
接
因
と
な
っ

て
い
る
こ
と
の
影
響
で
あ
ろ
う
。

　
加
古
川
本
蔵
が
主
君
桃
井
若
狭
助
の
命
令
で
鎌
倉
か
ら
京
の
足
利
尊
氏
へ
贈
り

物
を
届
け
る
件
は
、
「
忠
臣
蔵
」
で
本
蔵
が
師
直
へ
進
物
を
贈
る
筋
に
基
づ
い
て

い
る
。
鈴
鹿
山
で
そ
の
尊
氏
の
贈
り
物
を
山
賊
に
奪
わ
れ
た
本
蔵
が
い
っ
た
ん
は

自
害
し
か
け
て
思
い
返
し
、
生
き
延
び
て
賊
を
捕
え
よ
う
と
考
え
、
か
た
わ
ら
の

松
の
枝
を
只
一
刀
に
斬
り
お
と
し
て
決
意
の
ほ
ど
を
示
す
筋
は
、
「
忠
臣
蔵
」
第

二
段
桃
井
館
の
場
面
で
師
直
を
討
と
う
と
は
や
る
主
人
の
機
先
を
制
し
て
庭
の
松

の
枝
を
伐
る
件
の
利
用
で
あ
る
。

　
『
忠
臣
水
潜
伝
』
巻
之
五
に
展
開
す
る
勘
平
、
漂
児
、
与
一
兵
衛
、
そ
の
後
妻

夜
叉
老
婆
な
ど
を
め
ぐ
る
筋
は
、
「
忠
臣
蔵
」
五
段
目
、
六
段
目
と
『
水
潜
伝
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

を
た
く
み
に
な
い
ま
ぜ
て
い
る
。
与
一
兵
衛
の
後
妻
夜
叉
老
婆
は
愚
直
な
夫
の
眼

を
盗
ん
で
猟
師
の
狸
角
兵
衛
と
密
通
し
て
い
る
。
そ
の
先
妻
の
娘
漂
児
を
邪
魔
に

し
て
、
そ
の
夫
勘
平
の
偽
手
紙
を
つ
く
り
、
あ
ざ
む
い
て
遊
女
に
売
り
と
ば
し
、

夫
与
一
兵
衛
を
砒
素
で
毒
殺
す
る
。
こ
の
辺
の
筋
が
『
水
濡
伝
』
に
拠
っ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
は
麻
生
氏
の
前
掲
書
に
詳
細
に
説
か
れ
て
い
る
。
『
忠
臣
水
濟
伝
』

は
そ
う
し
た
『
水
潜
伝
』
に
基
づ
く
筋
を
か
ま
え
な
が
ら
も
、
角
兵
衛
が
暗
夜
に

野
猪
を
撃
と
う
と
し
て
誤
っ
て
夜
叉
老
婆
を
殺
す
こ
と
、
そ
の
角
兵
衛
を
勘
平
が

討
ち
と
っ
て
、
舅
と
姑
の
仇
を
討
つ
筋
を
設
け
て
た
く
み
に
「
忠
臣
蔵
」
の
趣
向

を
生
か
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
勘
平
が
千
崎
弥
五
郎
に
出
遇
い
、
大
星
へ
の
推
挙

を
頼
む
筋
も
「
忠
臣
蔵
」
の
五
段
目
、
六
段
目
に
拠
っ
て
い
る
。
夜
叉
老
婆
の
情

夫
狸
角
兵
衛
の
名
も
、
六
段
目
の
勘
平
切
腹
の
場
で
与
市
兵
衛
の
死
骸
を
か
つ
い

で
登
場
す
る
土
地
の
狩
人
の
名
に
借
り
て
い
る
。

　
『
忠
臣
水
濡
伝
』
後
編
巻
之
一
に
展
開
す
る
大
星
の
揚
屋
で
の
遊
興
と
漂
児
の

死
に
至
る
筋
は
、
「
忠
臣
蔵
」
第
七
段
の
祇
園
】
力
茶
屋
の
場
に
拠
っ
て
い
る
。

『
水
濡
伝
』
の
宋
江
を
め
ぐ
る
筋
を
一
部
取
り
入
れ
て
い
る
が
、
比
重
は
「
忠
臣

蔵
」
に
傾
い
て
い
る
。
た
だ
、
漂
児
が
夫
勘
平
の
罪
を
大
星
に
わ
び
る
た
め
、
わ

ざ
と
密
書
を
奪
い
取
っ
て
大
星
の
手
に
か
か
っ
て
死
ぬ
筋
は
『
水
潜
伝
』
を
取
り

入
れ
て
い
る
。
そ
の
他
は
、
力
弥
が
貌
好
か
ら
の
密
書
を
持
参
す
る
件
、
由
良
が

亡
君
の
命
日
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
九
太
夫
の
面
前
で
蛸
肴
を
食
う
件
、
九

太
夫
が
由
良
の
錆
刀
を
試
す
件
、
九
太
夫
の
駕
籠
抜
け
の
計
略
、
さ
ら
に
、
最
後

の
三
人
侍
の
登
場
に
至
る
ま
で
、
『
忠
臣
水
潜
伝
』
は
細
部
に
わ
た
っ
て
「
忠
臣

蔵
」
の
筋
を
取
り
入
れ
て
い
る
。



　
『
忠
臣
水
潜
伝
』
後
編
巻
之
三
は
「
忠
臣
蔵
」
第
九
段
切
山
科
の
場
に
拠
っ
て

い
る
。
こ
の
個
所
は
、
『
水
濟
伝
』
に
利
用
す
べ
き
適
当
な
趣
向
が
な
か
っ
た
た

め
か
、
大
体
は
「
忠
臣
蔵
」
に
拠
っ
て
い
る
。
最
後
に
、
本
蔵
が
庭
の
雪
仏
を
見

て
、
師
直
の
滅
亡
の
近
い
こ
と
を
告
げ
、
力
弥
が
槍
を
取
っ
て
そ
の
雪
仏
を
突
く

と
、
中
か
ら
、
本
蔵
の
和
歌
の
師
兼
好
法
師
の
好
意
に
よ
る
師
直
館
の
図
面
が
あ

ら
わ
れ
る
筋
は
、
「
忠
臣
蔵
」
で
、
由
良
之
助
が
力
弥
の
手
に
か
か
っ
て
死
ぬ
本

蔵
へ
の
は
な
む
け
と
し
て
庭
の
雪
で
つ
く
っ
た
二
体
の
石
塔
を
見
せ
て
敵
討
ち
の

覚
悟
を
明
か
す
条
、
本
蔵
が
鐸
引
出
物
と
し
て
師
直
邸
の
見
取
り
図
を
贈
る
条
を

あ
わ
せ
て
書
き
替
え
、
「
忠
臣
蔵
」
に
は
登
場
し
な
い
兼
好
の
活
躍
場
を
設
け
た

も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
あ
と
、
『
忠
臣
水
潜
伝
』
は
天
川
屋
義
平
の
独
檀
場
と
な
る
が
、
そ
の
筋
立

て
は
主
と
し
て
『
水
潜
伝
』
に
拠
っ
て
、
要
所
々
々
に
「
忠
臣
蔵
」
を
は
め
こ
ん

で
い
る
。
貌
好
と
若
君
を
隠
し
た
唐
櫃
を
守
っ
て
泉
州
へ
急
ぐ
途
中
、
土
兵
に
襲

わ
れ
た
天
川
屋
義
平
が
、
身
を
も
っ
て
唐
櫃
を
守
っ
て
吐
く
「
天
川
屋
義
平
と
い

ふ
好
漢
な
り
」
と
い
う
啖
呵
が
「
忠
臣
蔵
」
十
段
目
の
天
河
屋
の
揚
の
「
天
河
屋

の
義
平
は
男
で
ご
ざ
る
」
に
基
づ
く
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
『
忠
臣
水
潜
伝
』
は
大
筋
は
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」

に
拠
っ
て
、
そ
の
第
一
段
か
ら
第
十
一
段
ま
で
、
即
ち
、
師
直
の
顔
世
へ
の
横
恋

慕
か
ら
判
官
刃
傷
、
大
星
ら
同
志
の
苦
心
、
仇
討
ち
ま
で
を
た
ど
り
な
が
ら
、
随

所
に
『
水
潜
伝
』
の
筋
を
翻
案
し
て
は
め
こ
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

場
面
に
よ
っ
て
は
『
水
潜
伝
』
の
筋
を
主
と
し
て
、
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
の
筋

　
　
　
　
　
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
と
近
世
後
期
小
説

を
解
体
し
て
し
ま
っ
た
個
所
も
み
ら
れ
る
が
、
大
筋
は
「
忠
臣
蔵
」
の
方
が
重
ん

じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
各
場
面
の
趣
向
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
す
で
に
世

間
周
知
と
な
っ
て
い
る
「
忠
臣
蔵
」
よ
り
も
意
外
性
と
目
新
し
さ
に
富
む
『
水
潜

伝
』
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
す
で
に
、
建
部
綾
足
が
安

永
二
年
（
一
七
七
三
）
に
刊
行
し
た
『
本
朝
水
潜
伝
』
以
来
、
『
水
潜
伝
』
の
翻
案

は
当
時
の
小
説
界
を
風
靡
し
た
風
潮
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
般
へ
の
周

知
徹
底
の
程
度
は
、
と
う
て
い
「
忠
臣
蔵
」
に
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
京

伝
が
そ
の
『
水
潜
伝
』
の
趣
向
を
主
と
し
、
「
忠
臣
蔵
」
を
世
界
に
と
ど
め
た
の
は

賢
明
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
京
伝
の
「
忠
臣
蔵
」
へ
の
態
度
は
、
「
忠
臣
蔵
」
の
精
神
に
き
わ
め
て

忠
実
で
あ
っ
た
。
「
忠
臣
蔵
」
の
是
と
す
る
人
物
は
是
と
し
、
「
忠
臣
蔵
」
の
非
と

す
る
人
物
は
非
と
し
て
い
る
。
大
星
ら
の
仇
討
ち
行
為
に
こ
め
ら
れ
た
武
士
道
を

讃
美
し
て
、
そ
の
顕
賞
に
つ
と
め
、
彼
ら
の
行
動
、
心
情
に
い
さ
さ
か
の
疑
い
も

は
さ
ん
で
い
な
い
。
そ
の
筋
を
翻
案
す
る
場
合
で
も
、
『
水
潜
伝
』
の
関
係
で
止

む
な
く
行
わ
れ
る
改
訂
に
止
め
て
、
可
能
な
か
ぎ
り
、
「
忠
臣
蔵
」
の
筋
は
生
か

そ
う
と
し
て
い
る
。
『
忠
臣
水
潜
伝
』
は
「
忠
臣
蔵
」
の
翻
案
で
あ
っ
て
も
パ
ロ

デ
ィ
と
か
も
じ
り
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
パ
ロ
デ
ィ
や
も
じ
り
に
み
ら
れ
る

原
典
批
判
の
精
神
は
い
さ
さ
か
も
こ
の
作
に
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
律
義

ま
で
に
「
忠
臣
蔵
」
に
忠
実
な
作
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
京
伝
と
い
う
作
家
の
特

質
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
読
本
と
い
う
小
説
形
式
の
教
訓
的
特
質
が
「
忠
臣

蔵
」
の
抱
懐
す
る
精
神
に
一
致
す
る
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
忠
臣
蔵
」

そ
の
も
の
の
読
本
化
は
こ
の
作
一
つ
に
止
ま
っ
て
以
後
後
続
作
を
生
ま
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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京
伝
作
が
一
つ
の
典
型
を
打
出
し
た
た
め
に
、
以
後
の
後
続
作
は
「
忠
臣
蔵
」
に

変
化
、
奇
抜
と
い
う
読
本
の
要
求
す
る
条
件
を
満
た
す
も
の
を
得
る
こ
と
が
む
ず

か
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

三

　
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
に
取
材
し
た
近
世
小
説
を
大
観
し
て
み
る
と
、
「
仮
名
手

本
忠
臣
蔵
」
の
主
題
や
精
神
を
忠
実
に
受
継
い
だ
も
の
と
、
原
作
を
パ
ロ
デ
ィ
化

し
て
批
判
的
に
受
継
い
だ
も
の
と
の
二
群
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
節
に
触

れ
た
山
東
京
伝
の
読
本
『
忠
臣
水
潜
伝
』
は
前
者
の
忠
実
作
の
代
表
で
あ
り
、
こ

の
系
統
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
は
、
他
に
、
上
方
の
い
わ
ゆ
る
絵

本
読
本
の
『
絵
本
忠
臣
蔵
』
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
天
明
以
降
、
読
本
の
中
心
は
江
戸
に
移
っ
た
。
山
東
京
伝
、
滝
沢
馬
琴
、
十
返

舎
一
九
、
六
樹
園
石
川
雅
望
、
柳
亭
種
彦
ら
の
作
者
が
江
戸
で
は
は
な
ば
な
し
い

作
家
活
動
を
つ
づ
け
る
が
、
そ
れ
に
反
し
て
上
方
は
沈
滞
を
き
わ
め
る
。
画
家
で

　
　
　
　
　
　
は
や
み
し
ゆ
ん
ぎ
よ
う
さ
い

作
者
を
兼
ね
た
速
水
春
暁
斎
、
岡
田
玉
山
ら
が
実
録
風
の
絵
本
読
本
や
図
会
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
つ
じ
よ
う
て
い
き
ら
ん
　
　
あ
か
つ
き
の
か
ね
な
り

を
発
表
、
そ
れ
に
つ
づ
く
栗
杖
亭
鬼
卵
、
暁
鐘
成
な
ど
の
作
者
は
江
戸
読
本
の

行
方
を
真
似
し
よ
う
と
し
て
成
果
を
あ
げ
え
な
か
っ
た
。

　
二
編
二
十
冊
の
う
ち
、
寛
政
十
二
年
に
前
編
十
冊
、
文
化
五
年
に
後
編
十
冊
の

出
た
速
水
春
暁
斎
画
作
の
『
絵
本
忠
臣
蔵
』
は
後
期
上
方
の
実
録
体
読
本
の
一
作

例
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
ろ
多
く
流
布
し
た
写
本
の
実
録
な
ど
を
資
料
と
し
て
義
士

銘
々
伝
の
か
た
ち
を
と
っ
て
お
り
、
作
品
と
し
て
見
る
べ
き
価
値
は
あ
ま
り
な
い

八

　
江
戸
の
人
情
本
作
者
為
永
春
水
が
天
保
七
年
に
初
編
を
刊
行
し
た
『
破
賄
い
ろ

は
文
庫
』
十
八
編
五
十
二
冊
は
人
情
本
の
分
野
に
属
す
る
が
、
内
容
は
、
『
絵
本
忠

臣
蔵
』
と
同
じ
行
方
を
す
る
実
録
体
の
義
士
物
で
あ
っ
た
。
十
入
編
の
う
ち
、
第

四
編
ま
で
は
初
代
春
水
の
作
で
あ
る
が
、
第
五
編
以
降
は
二
代
為
永
春
水
の
作
で

あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
作
の
内
容
は
義
士
銘
々
伝
で
あ
る
。
小
山
田
庄
左
衛
門
、
岡
野
三
十
郎
、

大
鷲
文
吾
、
大
星
由
良
之
助
、
寺
岡
平
右
衛
門
ら
義
士
、
ま
た
は
、
そ
の
関
係
者

を
登
場
さ
せ
、
講
釈
種
を
お
も
し
ろ
お
か
し
く
人
情
本
風
に
和
げ
て
い
る
。

　
本
書
執
筆
の
基
本
態
度
に
つ
い
て
は
、
作
者
は
、
第
二
編
の
序
文
で
、

　
　
忠
臣
義
士
の
列
伝
を
。
当
世
様
の
長
物
が
た
り
。
人
情
本
に
写
し
か
へ
て
。

　
　
　
　
　
　
よ
ま
す
る
せ
い
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
す
ま
す

　
　
児
女
子
に
会
得
青
史
実
伝
。
孝
女
節
婦
を
是
に
加
え
。
い
よ
く
益
義
党

　
　
の
為
に
。
光
を
そ
ゆ
る
伊
呂
波
文
庫
。
狂
言
亭
の
反
古
な
れ
ど
。
例
の
艶
語

　
　
の
中
本
と
は
。
事
か
は
り
た
る
忠
勇
節
義
。

と
説
明
し
、
た
ま
た
ま
男
女
の
情
態
を
書
き
し
る
す
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
楽
し
ん

で
し
か
も
婬
す
る
こ
と
の
な
い
真
実
を
表
現
し
、
各
巻
に
教
導
勧
懲
の
意
を
こ
め

た
と
の
べ
て
い
る
。

　
ま
た
、
大
星
由
良
之
助
を
は
じ
め
と
す
る
名
の
知
ら
れ
た
義
士
の
他
に
、
そ
れ

ほ
ど
著
名
で
な
い
多
く
の
人
物
を
作
品
中
に
登
場
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
お

な
じ
四
十
七
士
の
中
に
も
幸
不
幸
が
あ
っ
て
、
ひ
ろ
く
美
名
の
知
ら
れ
た
者
も
あ

れ
ば
、
事
跡
は
も
と
よ
り
名
前
さ
え
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
。
か

れ
ら
も
名
声
を
む
さ
ぼ
ろ
う
と
す
る
者
で
は
な
い
が
、
同
じ
よ
う
に
忠
死
を
と
げ



な
が
ら
美
名
の
む
な
し
く
埋
も
れ
る
こ
と
が
残
念
な
の
で
、
一
人
々
々
の
伝
記
、

そ
の
妻
子
一
族
の
身
の
上
ま
で
も
も
ら
さ
ず
つ
づ
ろ
う
と
し
た
と
説
明
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
作
者
の
意
図
の
も
っ
と
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
一
編
と
し
て
、

初
編
の
小
山
田
庄
左
衛
門
の
話
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

　
小
山
田
庄
左
衛
門
の
父
重
兵
衛
は
老
齢
の
自
分
に
代
っ
て
み
ご
と
義
士
の
仲
間

入
り
を
し
て
主
君
の
仇
を
報
じ
て
く
れ
た
も
の
と
信
じ
て
い
た
我
が
子
庄
左
衛
門

が
、
実
は
、
同
志
の
妻
子
へ
配
る
分
配
金
と
寺
へ
納
め
る
亡
君
の
遺
品
を
請
け
と

っ
て
そ
の
ま
ま
出
奔
し
た
と
知
っ
て
、
不
名
誉
を
恥
じ
自
害
す
る
。

　
話
は
小
山
田
庄
左
衛
門
の
上
に
さ
か
の
ぼ
る
。
大
星
か
ら
諸
士
へ
配
当
す
る
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
さ
ら
ぎ

百
両
の
金
子
を
請
け
と
り
、
大
仏
吉
町
ま
で
来
た
庄
左
衛
門
は
、
そ
こ
で
か
つ
て

自
分
と
許
婚
の
関
係
に
あ
っ
た
娘
と
よ
く
似
た
容
貌
の
女
を
見
染
め
、
う
か
う
か

と
そ
の
跡
を
つ
け
て
、
以
前
の
同
僚
玉
井
弁
右
衛
門
が
い
ま
は
女
郎
屋
を
開
業
し

て
い
る
家
に
い
た
り
、
酒
肴
の
も
て
な
し
を
う
け
る
。
庄
左
衛
門
が
つ
け
て
き
た

娘
は
こ
の
弁
右
衛
門
抱
え
の
お
安
と
い
う
芸
者
で
あ
っ
た
。
庄
左
衛
門
は
こ
の
お

安
と
結
ば
れ
、
同
志
か
ら
脱
落
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
史
実
の
小
山
田
庄
左
衛
門
は
延
宝
五
年
に
十
兵
衛
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
馬
廻

り
役
と
な
っ
て
百
五
十
石
を
領
し
て
い
た
。
主
君
内
匠
頭
が
幕
府
か
ら
死
を
賜
っ

た
の
ち
は
、
大
石
ら
の
同
志
と
し
て
復
仇
の
盟
約
を
結
ん
で
い
た
。
元
禄
十
四
年

の
冬
、
仇
討
ち
決
行
の
目
が
確
定
し
た
と
き
、
大
石
良
雄
は
庄
左
衛
門
に
大
金
を

渡
し
て
同
志
た
ち
の
債
務
を
つ
ぐ
な
わ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
庄
左
衛
門
は
そ
の
金

　
　
　
　
　
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
と
近
世
後
期
小
説

を
持
っ
て
行
方
を
く
ら
ま
し
た
。

　
父
十
兵
衛
は
江
戸
に
あ
っ
て
庄
左
衛
門
が
主
君
の
仇
を
報
じ
る
同
志
に
加
わ
っ

て
い
た
も
の
と
信
じ
て
い
た
が
、
十
五
年
十
二
月
十
五
目
に
い
た
り
、
我
が
子
の

変
節
を
知
り
、
漸
憶
し
て
自
刃
を
と
げ
た
。

　
庄
左
衛
門
は
そ
の
の
ち
、
中
島
隆
磧
と
変
名
し
て
深
川
万
年
町
に
医
者
と
な
っ

て
い
た
が
、
患
者
か
ら
の
謝
礼
を
横
領
し
た
件
で
下
僕
の
直
助
を
責
め
、
そ
の
怨

み
を
買
っ
て
、
享
保
六
年
正
月
十
五
日
に
つ
い
に
直
助
の
た
め
に
妻
と
と
も
に
殺

さ
れ
た
。
と
き
に
年
四
十
五
歳
。

　
以
上
の
よ
う
な
経
歴
の
人
物
小
山
田
庄
左
衛
門
を
小
説
中
に
と
り
入
れ
て
、
春

水
は
こ
の
長
編
人
情
本
『
い
ろ
は
文
庫
』
の
巻
頭
に
す
え
た
。
著
名
な
人
物
よ
り

む
し
ろ
無
名
の
人
物
に
、
功
を
立
て
て
そ
の
名
を
後
世
に
残
し
た
人
物
よ
り
も
事

情
あ
っ
て
途
申
で
挫
折
し
た
人
物
に
焦
点
を
当
て
よ
う
と
す
る
作
者
の
意
図
が
よ

く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
庄
左
衛
門
が
お
安
と
結
ば
れ
る
径
路
は
男
女
の
会

話
を
巧
み
に
写
し
だ
し
て
、
さ
な
が
ら
、
春
水
の
得
意
と
す
る
人
情
本
の
色
模
様

で
あ
る
。
序
文
中
に
勧
懲
の
た
め
と
断
っ
て
い
て
も
、
作
者
の
意
図
が
、
読
者
の

喜
ぶ
男
女
の
痴
態
描
写
に
力
点
を
注
い
で
い
た
こ
と
は
疑
問
が
な
い
。

　
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
の
世
界
を
そ
の
ま
ま
忠
実
に
受
け
つ
ぎ
、
批
判
や
パ
ロ

デ
ィ
の
手
法
を
用
い
な
い
読
本
や
人
情
本
の
系
列
で
新
味
を
出
そ
う
と
す
れ
ば
大

石
以
下
の
同
志
の
正
伝
の
他
に
、
そ
の
周
辺
に
群
っ
た
傍
筋
の
人
物
の
描
写
に
筆

を
向
け
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
『
い
ろ
は
文
庫
』
で
も
、
こ
の
小
山
田
庄
左
衛

門
の
他
に
、
森
胡
平
太
、
高
田
軍
兵
衛
、
大
星
清
左
衛
門
ら
、
多
数
の
傍
役
を
登

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



場
さ
せ
、

　
調
査
研
究
報
告
　
第
一
八
号

作
品
に
変
化
を
添
え
て
い
る
。

四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
さ
ぞ
う
し

　
江
戸
の
中
期
か
ら
後
期
ま
で
出
版
さ
れ
た
絵
入
り
の
小
説
に
草
双
紙
と
呼
ば
れ

る
も
の
が
あ
る
。
赤
本
、
黒
本
、
青
本
、
黄
表
紙
、
合
巻
の
五
種
を
総
称
し
て
い

う
。
黄
表
紙
ま
で
は
表
紙
の
色
彩
に
よ
る
名
称
で
あ
り
、
合
巻
は
数
巻
を
合
冊
し

た
製
本
形
態
に
よ
る
名
称
で
あ
る
。

　
赤
本
か
ら
青
本
に
及
ぶ
三
種
は
婦
女
子
を
主
要
な
読
者
対
象
と
し
、
民
話
や
童

話
の
類
、
歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
の
翻
案
な
ど
を
主
要
な
題
材
に
取
上
げ
て
い
た
も
の

が
、
黄
表
紙
に
な
る
と
、
挿
絵
・
本
文
と
も
に
写
実
的
な
技
巧
を
こ
ら
し
て
い
ち

じ
る
し
く
知
性
的
な
文
学
と
な
る
。

　
黄
表
紙
は
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
恋
川
春
町
画
作
の
『
金
々

先
生
栄
花
夢
』
に
は
じ
ま
る
。

　
江
戸
で
金
も
う
け
し
よ
う
と
し
て
田
舎
か
ら
出
て
き
た
金
村
屋
金
兵
衛
は
、
目

黒
不
動
尊
の
茶
店
で
、
粟
餅
の
で
き
あ
が
る
の
を
待
つ
あ
い
だ
に
眠
り
こ
ん
で
し

ま
う
。
そ
の
夢
の
中
で
江
戸
の
金
持
ち
の
養
子
と
な
り
、
流
行
の
衣
裳
を
身
に
つ

け
て
豪
勢
な
生
活
を
送
る
。

　
取
巻
き
を
つ
れ
て
吉
原
、
深
川
、
品
川
と
遊
び
ま
わ
る
う
ち
に
次
第
に
金
に
窮

し
、
つ
い
に
養
父
に
勘
当
さ
れ
、
江
戸
へ
出
て
き
た
と
き
の
姿
で
追
い
出
さ
れ
る
。

こ
こ
で
夢
が
覚
め
た
金
兵
衛
は
、
栄
華
も
覚
め
て
み
れ
ば
】
炊
の
夢
と
悟
っ
て
田

舎
へ
帰
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

　
謡
曲
『
郁
郷
』
を
下
敷
き
と
し
た
富
川
房
信
の
青
本
『
浮
世
栄
花
枕
』
（
安
永

元
年
刊
）
な
ど
を
参
考
と
し
て
い
た
ら
し
い
が
、
洗
練
さ
れ
た
挿
絵
と
、
「
穿
ち
」

や
パ
ロ
デ
ィ
の
手
法
を
駆
使
し
た
文
体
は
、
従
前
の
草
双
紙
と
は
面
目
を
一
新
し

た
大
人
の
文
学
と
し
て
の
黄
表
紙
の
誕
生
と
な
っ
た
。

　
こ
の
黄
表
紙
の
分
野
で
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
を
扱
っ
た
作
品
が
、
安
永
八
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
な

に
刊
行
さ
れ
た
朋
誠
堂
喜
三
二
作
・
恋
川
春
町
画
の
『
案
内
手
本
忠
臣
蔵
』
で
あ

る
。つ

ま
り
、

塩
谷
判
官
が
野
暮
な
不
通
人
と
さ
れ
、

の
通
人
と
な
る
。

て
展
開
さ
れ
て
い
く
。

　
　
城
の
角
櫓
で
早
野
勘
平
と
お
か
る
が
濡
れ
場
を
演
じ
、
お
か
る
の
か
ん
ざ
し

　
　
が
落
ち
て
師
直
の
顔
を
傷
つ
け
る
。
し
か
し
、
師
直
は
瓦
の
落
ち
た
せ
い
だ

　
　
と
と
り
な
す
。
判
官
は
い
ぶ
か
し
く
思
っ
て
、
お
ら
ん
だ
鏡
で
写
し
て
見
て

　
　
真
相
を
知
り
、
大
い
に
憤
っ
て
勘
平
と
お
か
る
を
追
放
す
る
。
若
狭
介
が
本

　
　
蔵
に
命
じ
て
小
浪
の
嫁
入
費
用
の
百
両
を
両
人
に
貸
し
与
え
る
。
判
官
は
薬

　
　
師
寺
と
石
堂
を
集
め
て
し
っ
ぽ
く
を
言
い
つ
け
て
拳
酒
を
催
す
。

「
忠
臣
蔵
」
の
三
段
目
と
四
段
目
が
巧
み
に
変
形
さ
せ
ら
れ
て
趣
向
と
し
て
配
置

そ
の
序
文
で
、
喜
三
二
は
塩
谷
判
官
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
な

塩
谷
判
官
が
不
通
で
世
の
中
の
案
内
を
知
ら
ぬ
た
め
に
高
師
直
へ
差
し
出
す

賄
賂
も
少
な
く
、
そ
の
た
め
あ
の
よ
う
な
大
事
を
ひ
き
お
こ
す
こ
と
に
な
っ

　
　
　
　
　
　
あ
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ざ
こ
ざ

た
。
世
の
中
の
案
内
を
知
る
の
が
通
で
、
世
人
が
み
な
通
に
な
れ
ば
闘
諄
も

な
く
世
の
中
は
太
平
な
の
だ
。

　
　
こ
こ
で
は
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
で
生
一
本
の
性
格
で
善
人
と
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伎
人
で
あ
っ
た
は
ず
の
高
師
直
は
分
知
り

　
　
　
　
　
こ
う
し
た
価
値
観
の
転
倒
や
も
じ
り
が
知
的
な
滑
稽
味
を
伴
っ



さ
れ
て
い
る
。
第
三
段
目
の
館
騒
動
で
師
直
の
悪
口
を
腹
に
す
え
か
ね
た
判
官
は

抜
討
ち
に
師
直
の
眉
間
に
斬
つ
け
る
。
そ
の
騒
動
の
際
に
、
勘
平
と
お
か
る
は
逢

引
き
し
て
い
て
主
人
の
大
事
に
遅
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
「
忠
臣
蔵
」
の
筋
を
も
じ

っ
て
、
こ
の
黄
表
紙
で
は
、
城
の
角
櫓
で
の
勘
平
・
お
か
る
の
濡
れ
揚
で
、
お
か

る
の
か
ん
ざ
し
が
落
ち
て
師
直
の
額
を
傷
つ
け
た
こ
と
に
す
る
。
そ
の
軽
妙
で
意

表
を
つ
い
た
書
き
替
え
や
も
じ
り
が
『
案
内
手
本
忠
臣
蔵
』
の
生
命
と
い
え
よ
う
。

　
額
に
傷
を
う
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
師
直
は
瓦
の
落
ち
た
せ
い
に
し
て
お
か

る
と
勘
平
を
か
ば
う
。
し
か
し
、
判
官
は
お
ら
ん
だ
鏡
ま
で
持
ち
出
し
て
、
傷
の

原
因
を
詮
索
し
、
つ
い
に
真
相
を
知
っ
て
二
人
を
勘
当
す
る
。
「
忠
臣
蔵
」
で
は

こ
れ
以
上
嫌
な
人
間
は
な
い
よ
う
に
造
型
さ
れ
て
い
る
師
直
を
物
分
り
の
よ
い
通

人
と
し
、
清
廉
潔
白
、
さ
っ
そ
う
た
る
若
大
将
塩
谷
判
官
を
短
気
で
思
い
や
り
の

な
い
人
物
と
す
る
。
抜
き
が
た
い
常
識
と
な
っ
て
い
る
通
常
の
見
方
を
こ
の
作
で

は
容
捨
な
く
ひ
っ
く
り
返
し
て
み
せ
る
。

　
若
狭
介
は
本
蔵
に
命
じ
て
小
浪
の
嫁
入
費
用
の
百
両
を
お
か
る
・
勘
平
の
両
人

に
貸
し
与
え
る
。
こ
れ
で
は
金
に
困
っ
て
身
売
り
す
る
「
忠
臣
蔵
」
の
五
段
目
、

六
段
目
の
悲
劇
は
起
こ
り
よ
う
も
な
い
し
、
ま
た
、
勘
平
切
腹
も
あ
り
え
な
い
。

四
段
目
で
石
堂
・
薬
師
寺
の
検
使
を
前
に
切
腹
す
る
は
ず
の
塩
谷
判
官
は
、
こ
ち

ら
で
は
し
っ
ぽ
く
料
理
を
命
じ
て
拳
酒
を
催
す
。
拳
酒
は
拳
を
打
ち
な
が
ら
飲
む

酒
で
あ
る
が
、
切
腹
を
見
届
け
る
検
視
を
利
か
せ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。

　
右
が
三
段
目
、
四
段
目
の
も
じ
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
応
し
て
七
段
目
の
も

じ
り
は
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
。

　
　
　
　
　
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
と
近
世
後
期
小
説

　
　
吉
原
一
力
で
、
勘
平
・
お
か
る
の
勘
当
を
許
さ
せ
よ
う
と
、
師
直
は
伴
内
に

　
　
言
い
ふ
く
め
、
塩
谷
の
盃
へ
釣
灯
籠
の
油
を
こ
ぼ
さ
せ
、
銚
子
の
蓋
に
伴
内

　
　
の
影
を
う
つ
し
て
、
彼
を
勘
当
し
よ
う
と
怒
る
。
判
官
は
師
直
の
心
づ
か
い

　
　
に
免
じ
て
勘
平
と
お
か
る
を
許
す
。
寺
岡
平
右
衛
門
が
橡
の
下
で
聞
い
て
い

　
　
て
、
両
人
と
と
も
に
喜
ぶ
。

徹
底
し
た
役
割
・
性
格
の
混
同
で
あ
る
。
原
作
の
祇
園
一
力
は
吉
原
一
力
と
な
り
、

由
良
之
介
が
密
書
を
読
む
た
め
に
用
い
た
釣
灯
籠
の
明
り
は
、
伴
内
が
塩
谷
の
盃

に
釣
灯
籠
の
油
を
こ
ぼ
す
筋
に
利
用
さ
れ
る
。
お
か
る
が
延
べ
鏡
に
映
し
て
密
書

を
読
み
と
ろ
う
と
す
る
件
は
、
銚
子
の
蓋
に
伴
内
の
影
を
映
す
こ
と
と
な
る
。
敵

役
の
師
直
や
伴
内
が
こ
こ
で
は
献
身
的
に
他
人
の
た
め
に
つ
く
す
苦
労
人
と
な
る
。

縁
の
下
に
忍
ん
で
秘
密
を
探
ろ
う
と
す
る
斧
九
太
夫
の
役
所
は
寺
岡
平
右
衛
門
に

替
る
。

　
世
の
人
が
皆
通
に
な
れ
ば
い
ざ
こ
ざ
も
な
く
世
の
中
が
太
平
と
な
る
と
い
う
発

想
は
】
見
安
易
な
考
え
で
あ
る
が
、
喜
三
二
は
そ
の
発
想
に
基
づ
い
て
、
「
忠
臣

蔵
」
の
世
界
を
書
替
え
て
み
せ
た
。
な
る
ほ
ど
、
「
案
内
手
本
忠
臣
蔵
」
の
世
界

は
そ
の
作
者
の
考
え
に
従
っ
て
太
平
楽
な
出
来
事
が
連
続
す
る
。
戯
作
者
の
無
責

任
な
思
い
つ
き
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
「
忠
臣
蔵
」
の
堅
苦

し
さ
に
対
す
る
一
つ
の
批
判
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　
天
明
七
年
に
は
こ
の
喜
三
二
の
『
案
内
手
本
忠
臣
蔵
』
を
模
倣
し
て
『
仮
名
手

本
不
通
人
蔵
』
が
出
た
。
「
忠
臣
蔵
」
の
人
物
を
す
べ
て
不
通
と
し
て
喜
三
二
作

の
逆
を
行
っ
て
い
る
。

一
一
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喜
三
二
と
並
ん
で
「
忠
臣
蔵
も
の
」
の
黄
表
紙
に
傑
作
を
残
し
た
の
は
山
東
京

伝
で
あ
る
。
か
れ
は
天
明
八
年
に
『
購
鉢
義
士
之
筆
力
』
を
あ
ら
わ
し
、
九
寸
五

分
、
か
ん
ざ
し
、
尺
八
、
縞
の
財
布
な
ど
の
小
道
具
を
役
者
に
し
て
芝
居
を
か
ま

え
る
と
い
う
新
し
い
趣
向
を
案
出
し
て
、
新
作
を
生
む
余
地
の
な
い
「
忠
臣
蔵
も

の
」
に
展
開
を
み
せ
た
が
、
さ
ら
に
、
寛
政
六
年
に
は
『
忠
臣
蔵
前
世
幕
無
』
と

『
忠
臣
蔵
即
席
料
理
』
の
二
作
を
発
表
し
た
。

　
こ
の
う
ち
、
『
即
席
料
理
』
は
、
「
忠
臣
蔵
」
の
各
場
面
、
各
事
件
を
料
理
に
付

会
し
、
地
口
の
お
か
し
さ
で
文
章
を
つ
ら
ね
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
第
四
段
の
判

官
切
腹
の
場
面
は
次
の
よ
う
に
書
き
替
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
こ
と

　
　
師
直
を
殿
中
で
傷
つ
け
た
判
官
は
、
そ
の
罰
と
し
て
、
自
腹
を
切
っ
て
痛
事

　
　
の
し
っ
ぽ
く
を
命
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
へ
、
山
名
と
石
堂
が
拳
を
し
に
く
る
。

　
　
家
老
の
由
良
之
介
が
料
理
の
招
伴
を
し
よ
う
と
駆
け
つ
け
て
く
る
が
、
う
ま

　
　
い
物
は
皆
に
た
べ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
あ
と
な
の
で
、
判
官
は
ア
ア
ゆ
ら
の
介

　
　
お
そ
か
っ
た
と
残
念
が
る
。

「
し
っ
ぽ
く
」
が
「
切
腹
」
、
「
拳
」
が
「
検
視
」
、
「
ア
ア
ゆ
ら
の
介
お
そ
か
っ
た
」

と
い
う
判
官
の
せ
り
ふ
が
、
由
良
之
介
の
駆
け
つ
け
た
場
面
で
判
官
の
い
う
「
ヤ

レ
由
良
之
助
待
ち
か
ね
た
は
や
い
」
の
も
じ
り
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
『
忠
臣
蔵
前
世
幕
無
』
は
、
三
世
の
因
果
は
現
世
過
去
未
来
連
続
し
て
い
て
そ

の
間
に
絶
え
る
こ
と
が
な
く
、
さ
な
が
ら
幕
無
し
の
延
べ
続
け
の
芝
居
の
よ
う
で

あ
る
と
い
う
意
味
で
名
づ
け
ら
れ
た
題
で
あ
る
。
こ
の
題
意
に
従
っ
て
、
「
忠
臣

蔵
」
の
人
物
関
係
を
す
べ
て
前
世
か
ら
の
因
果
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
お
も
し
ろ

一
二

お
か
し
く
こ
じ
つ
け
て
い
る
。

　
　
足
利
直
義
公
の
前
生
を
尋
ね
て
み
る
と
、
鶴
岡
辺
の
商
人
で
あ
っ
て
、
両
替

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ぶ
と

　
　
屋
で
人
形
屋
を
兼
ね
、
五
月
の
あ
が
り
甲
（
飾
り
用
の
か
ぶ
と
）
な
ど
も
商

　
　
っ
て
い
た
が
、
生
れ
つ
き
の
寝
坊
で
、
昼
も
一
日
居
眠
り
ば
か
り
し
て
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
し
か
　
　
　
　
　
　
け
も
の

　
　
何
を
聞
い
て
も
た
だ
よ
し
よ
し
と
ば
か
り
い
っ
て
い
た
。
海
馬
と
い
う
獣
も

　
　
　
　
　
　
　
　
あ
し
か

　
　
よ
く
寝
る
の
で
、
海
馬
が
た
だ
よ
し
と
人
も
あ
だ
な
を
つ
け
た
。
そ
れ
で
後

　
　
の
世
に
足
利
直
義
公
と
生
れ
変
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ぶ
と

　
　
　
顔
世
御
前
の
前
生
は
婆
様
で
あ
っ
た
。
あ
が
り
甲
を
買
っ
て
も
ど
ろ
う
と

　
　
し
た
と
き
、
老
人
の
事
ゆ
え
、
つ
い
足
を
踏
み
は
ず
し
て
、
ほ
と
り
の
深
い

　
　
川
へ
落
ち
て
し
ま
っ
た
の
を
、
塩
谷
の
前
生
の
鳶
の
者
が
さ
っ
そ
く
助
け
あ

　
　
げ
、
濡
れ
た
着
物
を
ぬ
が
せ
て
、
我
が
着
物
を
着
せ
か
え
て
う
ち
へ
送
り
と

　
　
ど
け
た
。
こ
の
善
根
が
後
の
世
に
報
い
ら
れ
て
、
か
の
お
婆
は
美
し
い
女
に

　
　
な
っ
て
塩
冶
の
妻
と
な
っ
た
。
川
へ
落
ち
た
因
縁
で
深
い
関
係
と
な
り
、
着

　
　
物
を
借
り
た
報
い
で
、
重
き
が
上
の
小
夜
衣
わ
が
つ
ま
な
ら
ぬ
つ
ま
な
か
さ

　
　
ね
そ
と
い
う
歌
を
詠
ん
で
貞
女
を
立
て
た
。
一
河
の
流
れ
も
他
生
の
縁
と
は

　
　
こ
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
大
星
由
良
之
助
の
前
生
は
す
っ
ぽ
ん
で
あ
っ
た
。
こ
の
す
っ
ぽ
ん
、
勘
平

　
　
の
前
生
の
煮
売
屋
で
吸
物
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
塩
冶
の
前
生
の
鳶
の

　
　
者
が
親
の
命
日
に
買
っ
て
蓮
池
へ
放
し
、
危
い
命
を
助
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

　
　
後
の
世
に
そ
の
恩
に
報
い
、
塩
冶
の
た
め
に
大
き
な
忠
義
を
つ
く
し
た
。

こ
の
種
と
見
立
て
と
も
じ
り
が
「
忠
臣
蔵
」
の
十
一
段
に
わ
た
っ
て
ほ
ど
こ
さ
れ
、

北
尾
重
政
の
こ
れ
も
趣
向
の
限
り
を
つ
く
し
た
挿
絵
と
あ
い
ま
っ
て
、
き
わ
め
て



高
度
な
知
性
的
文
学
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
五

　
江
戸
時
代
の
後
期
に
は
い
ろ
い
ろ
な
形
式
の
小
説
が
生
み
だ
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
種
類
の
豊
富
さ
と
多
様
さ
は
、
目
本
の
全
歴
史
を
通
じ
て
も
第
一
位
で
あ
ろ
う
。

洒
落
本
、
読
本
、
滑
稽
本
、
人
情
本
、
そ
し
て
、
赤
本
、
黒
本
、
青
本
、
、
黄
表

紙
、
合
巻
な
ど
の
草
双
紙
類
。
文
学
的
な
価
値
か
ら
み
て
、
か
な
ら
ず
し
も
高
級

と
ば
か
り
は
い
い
が
た
い
よ
う
な
こ
れ
ら
の
多
様
な
小
説
形
式
が
生
み
だ
さ
れ
、

そ
れ
な
り
の
読
者
を
獲
得
し
、
読
ま
れ
た
と
い
う
事
実
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

　
文
字
教
育
が
進
ん
で
文
盲
率
が
減
り
、
小
説
を
享
受
す
る
人
々
が
増
加
し
た
こ

と
、
そ
う
い
う
人
々
が
娯
楽
と
し
て
小
説
を
要
求
し
た
こ
と
、
単
に
娯
楽
に
止
ま

ら
ず
、
小
説
の
提
供
す
る
多
様
な
情
報
を
世
渡
り
の
実
用
知
識
と
し
て
人
々
が
求

め
た
こ
と
、
出
版
産
業
が
発
達
し
、
い
ろ
い
ろ
な
小
説
を
商
品
と
し
て
提
供
す
る

機
構
や
ル
ー
ト
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
、
職
人
芸
的
な
し
っ
か
り
と
し
た
技
法
を
身

に
つ
け
た
作
者
が
多
く
輩
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
匠
を
こ
ら
し
て
大
衆
に
喜
ば
れ

る
作
品
を
生
産
し
た
こ
と
、
な
ど
な
ど
、
い
く
つ
か
の
原
因
が
重
な
っ
て
、
前
後

に
類
を
み
な
い
多
様
な
小
説
群
の
誕
生
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
た
と
え
ば
、
馬
琴
の
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
、
春
水
の
『
春

色
梅
児
誉
美
』
、
一
九
の
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
と
い
っ
た
作
品
が
、
ど
の
小
説

形
式
に
属
す
る
か
を
正
確
に
言
い
あ
て
る
こ
と
の
で
き
る
人
は
、
江
戸
文
学
に
つ

い
て
の
か
な
り
の
知
識
の
持
主
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
　
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
と
近
世
後
期
小
説

　
一
九
の
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
は
滑
稽
本
で
あ
る
。
滑
稽
本
は
享
和
初
年
（
一

八
〇
一
）
か
ら
幕
末
ま
で
行
わ
れ
た
小
説
で
、
書
の
型
か
ら
人
情
本
と
と
も
に
中

本
と
も
呼
ば
れ
た
。
中
本
と
は
、
読
本
な
ど
の
半
紙
本
と
洒
落
本
な
ど
の
小
本
と

の
中
間
の
本
の
意
味
で
、
美
濃
紙
二
つ
切
り
を
二
つ
折
り
に
し
た
大
き
さ
の
本
で

あ
っ
た
。

　
こ
の
享
和
以
降
の
滑
稽
本
の
前
史
と
し
て
宝
暦
ご
ろ
か
ら
刊
行
さ
れ
た
談
義
本

と
も
教
訓
的
滑
稽
本
と
も
呼
ば
れ
る
一
群
の
作
品
が
あ
る
。
通
説
で
は
、
宝
暦
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
よ
う
へ
　
た
　
だ
ん
ぎ

年
（
一
七
五
三
）
の
静
観
房
好
阿
の
『
当
世
下
手
談
義
』
に
は
じ
ま
る
庶
民
教
化

を
笑
い
に
包
ん
で
行
う
作
品
群
で
、
題
名
に
「
教
訓
」
「
談
義
」
な
ど
の
文
字
を

持
つ
の
を
つ
ね
と
し
た
。
当
時
流
行
し
た
辻
談
義
、
夜
講
釈
の
口
調
を
文
芸
に
と

り
入
れ
て
生
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
談
義
本
、
さ
ら
に
は
黄
表
紙
、
洒
落
本
な
ど
の
、
笑
い
や
颯
刺
を
基
調
と

し
た
文
学
が
寛
政
の
改
革
に
よ
っ
て
作
風
を
そ
れ
ぞ
れ
変
化
さ
せ
、
笑
い
を
失
っ

て
い
っ
た
と
き
、
笑
い
を
求
め
る
読
者
の
要
求
に
こ
た
え
て
、
後
期
の
滑
稽
本
が

登
場
し
て
く
る
。

　
後
期
の
滑
稽
本
の
幕
明
け
を
は
な
ぱ
な
し
く
か
ざ
っ
た
の
が
享
和
二
年
（
一
八

〇
二
）
に
初
編
の
刊
行
さ
れ
た
十
返
舎
一
九
の
『
浮
世
道
中
膝
栗
毛
』
で
あ
っ
た
。

こ
の
作
品
は
の
ち
に
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
と
改
題
さ
れ
た
正
編
が
終
わ
る
と
、

『
続
膝
栗
毛
』
と
題
し
て
、
金
毘
羅
参
詣
、
宮
島
参
詣
、
木
曾
街
道
、
善
光
寺
参

詣
、
草
津
温
泉
道
と
、
弥
次
郎
兵
衛
、
喜
多
八
の
旅
は
つ
づ
け
ら
れ
、
二
十
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二



　
　
　
　
　
調
査
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報
告
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間
に
わ
た
っ
て
書
き
つ
ら
ね
ら
れ
た
。

　
こ
の
十
返
舎
一
九
に
『
忠
臣
蔵
岡
目
評
判
』
と
い
う
随
筆
が
あ
る
。
享
和
三
年

（一

ｪ
〇
三
）
に
刊
行
さ
れ
た
書
で
、
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
の
文
句
を
評
釈
し

た
ま
じ
め
な
作
品
で
あ
る
。

　
一
九
は
若
年
の
こ
ろ
に
大
坂
で
浄
瑠
璃
作
者
と
し
て
の
経
験
を
持
っ
た
と
い
わ

れ
て
お
り
、
こ
の
書
の
序
文
で
も
、
浄
瑠
璃
作
者
の
近
松
東
南
が
「
な
に
は
江
の

あ
し
の
仮
寝
に
。
七
と
せ
あ
ま
り
漂
泊
し
て
。
予
が
近
松
の
流
に
遊
び
し
一
風
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り
は
ひ

有
。
今
や
東
の
み
や
こ
に
居
を
安
ふ
し
。
そ
の
生
業
と
な
す
も
の
は
。
年
毎
に
も

　
　
た
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

の
》
戯
れ
た
る
を
限
を
。
草
さ
う
し
て
ふ
も
の
に
綴
出
し
て
。
其
称
を
お
ち
こ
ち

と
な
へ

に
唱
高
う
な
し
た
る
十
返
舎
の
う
し
」
と
の
べ
て
い
る
。
そ
う
し
た
一
九
の
体
験

が
本
書
に
は
充
分
生
か
さ
れ
、
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
の
構
成
、
趣
向
、
語
句
、
演

出
な
ど
が
多
方
面
に
わ
た
っ
て
説
き
あ
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
一
九
自
身

の
意
見
を
の
べ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
近
松
東
南
や
近
松
半
二
の
名
を
出
し
て
説
か

せ
て
い
る
例
も
多
い
。

　
一
、
二
、
例
を
あ
げ
よ
う
。

　
「
忠
臣
蔵
」
の
五
段
目
は
山
崎
街
道
の
場
で
あ
る
。
こ
こ
で
裏
切
り
武
士
斧
九

太
夫
の
せ
が
れ
定
九
郎
は
山
賊
と
な
っ
て
、
百
姓
与
市
兵
衛
が
娘
聾
勘
平
の
た
め

に
娘
の
お
軽
を
祇
園
の
一
力
に
売
っ
て
つ
く
っ
た
金
を
強
奪
し
て
与
市
兵
衛
を
殺

害
す
る
。
そ
の
場
に
来
合
わ
せ
た
勘
平
は
、
猪
を
射
つ
つ
も
り
で
、
定
九
郎
を
誤

射
し
て
舅
の
仇
を
討
っ
た
が
、
勘
平
は
そ
の
事
実
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
。

　
こ
の
場
面
を
あ
る
人
が
非
難
し
て
、
こ
こ
で
定
九
郎
も
鉄
砲
に
射
た
れ
て
死
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

こ
と
を
見
物
に
知
ら
せ
ず
、
定
九
郎
も
猪
と
と
も
に
駆
け
廻
る
う
ち
、
鉄
砲
の
音

を
合
図
に
幕
を
引
け
ば
、
見
物
の
目
に
は
、
鉄
砲
の
主
も
わ
か
ら
ず
、
ま
た
、
定

九
郎
が
射
た
れ
た
こ
と
も
知
ら
れ
な
い
た
め
、
六
段
目
に
観
客
の
興
味
が
つ
な
が

っ
て
効
果
が
あ
が
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
近
松
東
南
が
答
え
て
い
る
。
そ
れ
は
一
理
あ
る
よ
う
だ
が
作
者

の
ね
ら
い
に
は
劣
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
四
段
目
か
ら
こ
こ
ま
で
、
見
物
の

気
を
引
き
立
て
る
こ
と
が
全
く
な
い
。
ま
た
、
六
段
目
も
田
舎
の
世
話
場
で
、
観

客
の
気
分
を
発
散
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
、
こ
の
幕
で
定
九
郎
の
悪
を
充
分

に
見
せ
つ
け
て
お
い
て
、
与
市
兵
衛
に
同
情
の
い
く
よ
う
に
書
き
あ
げ
て
お
け
ば
、

定
九
郎
の
最
期
に
見
物
は
満
足
す
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
、
定
九
郎
が
勘
平
の
鉄
砲

に
当
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
て
お
く
の
で
、
六
段
目
与
市
兵
衛
住
家
の
段
が
重
要
の

場
面
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
東
南
に
説
か
せ
た
の
ち
、
第
六
段
目
で
は
一
九
自
身
が
次
の
よ

う
に
の
べ
て
い
る
。

　
こ
の
段
で
は
作
者
の
骨
折
り
が
充
分
生
き
て
、
勘
平
の
切
腹
は
新
し
い
趣
向
と

な
っ
て
い
る
。
す
べ
て
芝
居
狂
言
は
、
見
物
に
善
と
み
せ
て
悪
と
な
り
、
悪
と
思

わ
せ
て
善
と
な
る
。
人
形
の
腹
の
中
は
あ
え
て
見
物
に
知
ら
さ
ず
、
終
始
、
疑
わ

せ
て
お
い
て
、
の
ち
に
善
悪
が
は
っ
き
り
す
る
よ
う
に
し
く
む
の
が
普
通
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
の
勘
平
は
そ
う
し
た
通
例
と
は
異
な
っ
て
、
定
九
郎
が
与
市
兵

衛
を
殺
し
て
金
を
奪
い
と
り
、
す
ぐ
に
勘
平
の
鉄
砲
に
当
っ
て
死
ん
だ
こ
と
は
、

見
物
は
よ
く
知
っ
て
い
る
が
、
勘
平
は
全
く
知
ら
な
い
。
自
分
が
舅
与
市
兵
衛
を

射
っ
た
と
思
い
込
ん
で
切
腹
す
る
。
他
の
狂
言
は
見
物
に
知
ら
せ
な
い
こ
と
が
多



い
が
、
こ
の
「
忠
臣
蔵
」
で
は
見
物
に
見
せ
て
人
形
に
は
知
ら
せ
な
い
。
こ
の
趣

向
が
新
し
い
。
そ
の
た
め
、
眼
前
に
舅
の
敵
を
討
取
り
な
が
ら
、
却
っ
て
無
実
の

罪
を
こ
う
む
っ
て
自
殺
す
る
勘
平
の
心
を
思
い
や
っ
て
見
物
は
感
涙
に
む
せ
ぶ
。

従
っ
て
、
こ
の
六
段
目
は
四
段
目
の
塩
冶
の
切
腹
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

　
の
ち
に
、
千
崎
弥
五
郎
が
与
市
兵
衛
の
傷
は
鉄
砲
傷
で
は
な
い
と
見
抜
い
て
、

い
よ
い
よ
見
物
に
無
念
の
思
い
を
さ
せ
る
、
そ
の
作
意
の
働
き
が
す
ぐ
れ
て
い
る
。

こ
の
幕
は
は
じ
め
に
さ
し
た
る
趣
向
も
な
く
段
切
り
も
い
た
っ
て
さ
び
し
い
が
、

自
然
、
重
要
な
場
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
ひ
と
び
と
の
賞
讃
も
受
け
て
い
る
。

　
一
九
は
こ
こ
ま
で
の
べ
て
、
五
段
目
に
近
松
東
南
の
い
っ
た
こ
と
が
、
い
ま
思

い
あ
た
っ
た
と
結
ん
で
い
る
。

　
一
九
は
こ
の
よ
う
に
、
「
忠
臣
蔵
」
の
初
段
か
ら
十
一
段
ま
で
、
道
行
の
八
段
目

を
除
い
て
、
評
釈
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
最
後
の
十
一
段
目
に
は
、
近
松
と
竹

田
出
雲
と
の
作
劇
法
の
相
違
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。

　
　
　
近
松
の
や
り
方
は
、
一
幕
の
う
ち
、
狂
言
の
筋
を
順
次
に
並
べ
て
、
そ
の

　
　
う
ち
に
は
、
見
物
に
あ
れ
を
思
い
や
ら
せ
、
こ
れ
を
疑
わ
せ
、
段
切
前
に
、

　
　
筋
を
急
転
さ
せ
て
見
物
の
目
を
覚
す
。
だ
か
ら
、
は
じ
め
か
ら
中
ご
ろ
ま
で

　
　
は
、
見
て
い
て
倦
き
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
結
末
は
ど
う
な
る
の
か
と

　
　
落
着
に
期
待
を
持
つ
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
忠
臣
蔵
は
、
竹
田
流
な
の
で
、
一
日
の
骨
と
す
る
場
の
九
段
目
の
狂

　
　
言
、
お
い
し
、
と
な
せ
の
出
合
の
と
こ
ろ
で
は
、
こ
と
ば
の
し
ゃ
れ
や
人
形

　
　
の
出
入
り
を
は
げ
し
く
し
て
、
見
物
が
倦
き
な
い
よ
う
に
工
夫
を
こ
ら
し
て

　
　
　
　
　
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
と
近
世
後
期
小
説

　
　
い
る
。

　
　
　
近
松
の
や
り
方
は
、
た
と
え
ば
悪
人
の
計
略
で
も
、
初
段
で
は
善
と
見
せ

　
　
て
、
二
段
目
ま
た
は
三
段
目
で
計
略
が
あ
ら
わ
れ
、
は
じ
め
て
悪
人
と
わ
か

　
　
る
よ
う
な
例
が
多
い
。
竹
田
の
や
り
方
は
、
一
幕
の
う
ち
に
、
善
と
な
り
悪

　
　
と
な
る
。

　
　
　
由
良
之
助
が
七
段
目
で
、
は
じ
め
は
放
坪
者
と
見
せ
て
、
段
切
に
九
太
夫

　
　
を
害
し
て
本
心
を
あ
ら
わ
し
、
ま
た
九
段
目
で
も
と
の
放
博
の
態
と
な
り
、

　
　
祇
園
の
者
が
帰
る
と
、
ま
た
本
心
に
も
ど
る
。
大
事
を
抱
え
た
身
な
の
で
、

　
　
虚
と
な
り
実
と
な
っ
て
、
臨
機
応
変
の
ふ
る
ま
い
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

　
　
こ
こ
が
も
し
近
松
の
作
意
な
ら
、
由
良
之
助
は
七
段
目
は
放
坪
の
ま
ま
で
し

　
　
ま
い
、
九
段
目
に
い
た
っ
て
本
心
を
明
か
す
よ
う
に
書
く
で
あ
ろ
う
。
近
松

　
　
竹
田
と
も
に
そ
の
見
識
は
優
劣
が
な
く
、
双
方
と
も
に
一
理
が
あ
る
。
故
に

　
　
そ
れ
ぞ
れ
名
誉
の
著
作
が
世
に
流
布
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
共
に
信
用
す

　
　
べ
き
も
の
で
あ
る
。

一
人
で
全
五
段
を
書
き
あ
げ
た
単
独
作
時
代
の
近
松
の
作
風
と
、
数
人
の
作
者
が

各
段
の
執
筆
を
分
担
し
た
合
作
時
代
の
竹
田
の
作
風
の
特
色
を
み
ご
と
に
指
摘
し

た
文
章
と
い
え
よ
う
。

　
一
九
と
並
ぶ
滑
稽
本
の
代
表
作
者
は
式
亭
三
馬
で
あ
る
。
彼
が
文
化
六
年
（
一

八
〇
九
）
か
ら
刊
行
し
は
じ
め
た
『
浮
世
風
呂
』
、
つ
づ
い
て
文
化
十
年
か
ら
刊
行

し
た
『
浮
世
床
』
は
、
当
時
の
庶
民
の
社
交
場
で
あ
る
銭
湯
と
髪
結
床
に
視
点
を

据
え
、
そ
こ
に
登
場
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
を
描
写
し
て
、
お
の
ず
か
ら
の
笑
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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と
世
相
批
評
を
生
み
、
一
九
の
『
膝
栗
毛
』
シ
リ
ー
ズ
と
並
ぶ
滑
稽
本
の
代
表
作

と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ん
ち
　
き
　
う
ん

　
三
馬
が
文
化
九
年
（
一
八
】
二
）
に
刊
行
し
た
『
忠
臣
蔵
偏
療
気
論
』
は
、
「
忠

臣
蔵
」
に
取
材
し
た
滑
稽
本
の
好
見
本
で
あ
る
。

　
田
舎
の
堅
親
爺
で
俗
称
石
部
金
吉
と
い
う
偏
療
気
先
生
が
「
忠
臣
蔵
」
を
観
て
、

歎
じ
て
曰
く
、
世
の
中
は
盲
万
人
、
目
明
き
一
人
、
か
の
大
星
め
は
く
そ
た
わ
け

鷺
坂
伴
内
は
泥
中
の
蓮
と
も
い
う
べ
き
忠
臣
な
の
に
、
世
の
人
は
誰
一
人
と
し
て

そ
の
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
ぽ
つ
り
く
と
は
じ
め
た
偏

療
気
論
と
い
う
趣
向
で
、
以
下
の
「
忠
臣
蔵
」
人
物
論
が
展
開
す
る
。

　
そ
の
論
旨
は
す
べ
て
従
前
の
定
説
を
く
つ
が
え
す
も
の
で
、
塩
冶
判
官
、
桃
井

若
狭
之
助
、
大
星
由
良
之
助
、
加
古
川
本
蔵
、
戸
無
瀬
、
か
ほ
よ
、
星
野
勘
平
、

お
か
る
、
大
星
力
弥
、
天
川
屋
義
平
ら
は
、
こ
と
ご
と
く
批
判
、
論
難
さ
れ
、
代

っ
て
、
高
武
蔵
守
師
直
、
斧
九
太
夫
、
鷺
坂
伴
内
、
山
名
次
郎
左
衛
門
、
大
田
了

竹
ら
が
賞
讃
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
山
名
次
郎
左
衛
門
は
原
作
の
薬
師
寺
次
郎
左

衛
門
で
あ
る
。
江
戸
で
は
寛
政
二
年
入
月
市
村
座
上
演
の
際
に
、
幕
府
役
人
に
同

名
の
者
が
あ
っ
て
抗
議
が
出
、
以
後
改
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
う
ち
、
敵
役
の
斧
定
九
郎
だ
け
が
、
追
は
ぎ
と
ま
で
な
り
さ
が
っ
た
見

下
げ
は
て
た
奴
で
、
父
九
太
夫
の
面
汚
し
と
の
の
し
ら
れ
て
い
る
。

　
正
を
負
に
、
陽
を
陰
に
ひ
っ
く
り
返
し
て
み
せ
る
と
こ
ろ
に
滑
稽
本
の
一
つ
の

ね
ら
い
が
あ
る
が
、
そ
の
論
鋒
は
鷺
を
烏
と
い
い
く
る
め
る
体
の
こ
じ
つ
け
で
、

新
し
い
価
値
観
を
提
出
し
て
、
未
知
の
地
平
を
開
く
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

た
。
そ
の
点
は
、
三
馬
も
充
分
に
自
覚
し
て
お
れ
ば
こ
そ
書
名
に

と
名
づ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
偏
療
気
論
』

　
大
星
由
良
之
助
を
論
難
す
る
偏
凝
気
先
生
の
論
の
運
び
方
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
顔
世
に
忠
義
を
尽
す
心
が
あ
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
に
敵
討
ち
な
ど
と
い
う
不
祥

事
が
お
き
ぬ
よ
う
に
か
ね
て
か
ら
は
か
ら
う
べ
き
で
あ
っ
た
。
身
は
家
老
の
職
分

に
あ
っ
て
一
国
一
城
を
由
良
之
助
が
、
こ
れ
ほ
ど
の
大
事
の
お
こ
る
ま
で
安
閑
と

し
て
国
許
に
止
ま
っ
て
い
た
の
は
何
事
か
。
こ
れ
が
第
一
の
難
で
あ
る
。

　
主
人
判
官
の
短
慮
を
よ
く
知
っ
て
い
る
な
ら
、
な
ぜ
さ
っ
そ
く
鎌
倉
へ
お
も
む

き
接
待
役
を
断
ら
な
か
っ
た
の
か
、
主
人
が
お
受
け
し
た
役
を
家
老
が
断
っ
た
例

は
古
今
に
多
い
。
短
慮
と
い
う
も
の
も
一
つ
の
大
病
で
あ
る
。
大
病
の
理
由
で
役

儀
を
辞
退
し
て
も
誰
が
こ
れ
を
不
坪
と
い
お
う
か
。
こ
れ
が
第
二
の
難
で
あ
る
。

　
力
弥
が
一
力
へ
持
参
し
た
顔
世
の
密
書
を
人
の
多
い
揚
屋
の
座
敷
で
披
見
し
、

た
ち
ま
ち
お
か
る
、
九
太
美
両
人
に
見
つ
け
ら
れ
、
無
念
の
あ
ま
り
、
お
か
る
を

身
受
け
し
て
殺
そ
う
と
ま
で
す
る
不
仁
の
ふ
る
ま
い
。
こ
れ
ま
た
自
分
の
思
慮
が

浅
く
、
大
事
を
思
い
立
ち
な
が
ら
酒
色
に
ふ
け
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
三

の
難
で
あ
る
。

　
手
負
い
の
九
太
夫
に
大
事
を
明
か
す
と
は
何
事
か
。
こ
れ
は
鴨
川
で
水
雑
炊
を

く
ら
わ
し
て
し
ま
う
つ
も
り
で
あ
る
か
ら
、
他
へ
も
れ
る
こ
と
も
あ
る
ま
い
が
、

人
の
出
入
り
の
多
い
揚
屋
の
な
か
で
、
他
人
の
見
聞
を
は
ば
か
る
こ
と
が
な
い
の

は
不
注
意
の
い
た
り
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
四
の
難
で
あ
る
。

　
こ
ん
な
よ
う
に
、
偏
療
気
先
生
は
十
の
難
点
を
あ
げ
て
由
良
之
助
を
非
難
す
る
。



揚
げ
足
取
り
に
類
し
た
屍
理
屈
な
が
ら
そ
れ
な
り
の
筋
の
通
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が

お
も
し
ろ
い
。

お
け
る
遊
戯
的
な
人
物
評
価
で
あ
る
。
滑
稽
本
が
そ
の
し
ゃ
れ
た
エ
ス
プ
リ
に
も

が
か
わ
ら
ず
、
鋭
い
社
会
風
刺
の
書
と
な
り
え
な
か
っ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
悪
役
を
弁
護
す
る
論
の
運
び
は
多
少
苦
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

た
と
え
ば
斧
九
太
夫
で
あ
る
。

　
九
太
夫
は
よ
く
も
の
を
未
然
に
察
す
る
。
先
見
の
明
あ
る
人
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。
第
四
段
の
扇
が
谷
の
塩
冶
上
屋
敷
の
場
面
で
、
原
郷
右
衛
門
が
、
顔
世
の
生

花
に
対
し
て
、
花
は
開
く
も
の
で
あ
る
か
ら
御
門
も
開
き
、
閉
門
を
許
さ
れ
る
吉

事
の
御
趣
向
と
い
っ
た
の
に
対
し
、
九
太
夫
は
、
こ
の
た
び
の
殿
の
落
度
は
軽
く

て
流
罪
、
重
く
て
切
腹
と
予
言
し
た
。
果
し
て
判
官
は
切
腹
し
た
。
ま
た
、
我
が

子
定
九
郎
の
平
生
の
行
儀
を
み
て
、
将
来
を
察
し
て
勘
当
し
て
い
る
。
果
し
て
定

九
郎
は
盗
賊
辻
切
り
と
な
っ
て
つ
い
に
人
手
に
か
か
っ
て
い
る
。
先
見
の
明
が
な

か
っ
た
な
ら
、
ど
う
し
て
ひ
と
り
の
子
を
勘
当
し
た
り
し
よ
う
か
。
た
だ
階
し
い

の
は
、
国
の
わ
ざ
わ
い
を
未
然
に
察
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
元
禄
の
赤
穂
浪
士
の
仇
討
ち
事
件
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
ぬ
き
さ
し
な
ら
ぬ

社
会
的
、
時
代
的
な
条
件
の
も
と
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
寛
延
の
「
仮
名
手

本
忠
臣
蔵
」
は
、
世
界
を
「
太
平
記
」
に
か
り
な
が
ら
も
、
あ
た
う
か
ぎ
り
赤
穂

浪
士
の
仇
討
ち
事
件
が
お
こ
る
に
い
た
っ
た
時
代
的
、
社
会
的
背
景
を
作
品
の
な

か
に
と
り
こ
も
う
と
し
て
い
た
。

　
三
馬
の
弁
代
者
た
る
偏
療
気
先
生
の
論
は
そ
う
し
た
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
成

立
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
社
会
的
、
時
代
的
条
件
を
と
り
は
ら
っ
た
仮
構
世
界
に

　
　
　
　
　
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
と
近
世
後
期
小
説

　
三
馬
は
『
忠
臣
蔵
偏
凝
気
論
』
を
刊
行
し
た
翌
年
の
文
化
十
年
に
、
同
じ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ら
い
し
よ
う

「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
に
取
材
し
た
『
仮
名
手
本
蔵
意
抄
』
を
刊
行
し
て
い
る
。

文
化
元
年
に
刊
行
さ
れ
た
万
寿
亭
正
二
（
狂
言
作
者
篠
田
金
治
の
別
号
）
の
滑
稽

本
『
仮
名
手
本
穿
墾
抄
』
を
増
補
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
蔵
意
抄
』
の
書
名
は
、
忠

臣
蔵
を
劇
場
の
衣
裳
蔵
に
見
立
て
た
蔵
衣
裳
の
洒
落
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ま
く
ら
ど
　
け
　
い

　
高
師
直
之
艶
書
、
枕
自
鳴
鐘
、
足
利
館
四
足
門
之
古
瓦
、
千
崎
所
持
弓
張
提
灯

と
い
っ
た
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
中
に
事
実
登
揚
し
た
、
あ
る
い
は
、
登
場
し
た

で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
種
々
の
小
道
具
類
に
も
っ
と
も
ら
し
い
考
証
を
加
え
て

い
る
。

　
た
と
え
ば
、
千
崎
所
持
弓
張
提
灯
に
つ
い
て
は
、
実
物
ら
し
き
も
の
を
図
示
し

た
の
ち
、

　
　
其
形
傘
の
ご
と
く
作
り
、
押
ひ
ろ
げ
て
弓
張
提
灯
と
す
。
是
則
千
崎
弥
五
郎

　
　
が
浪
々
の
身
の
営
み
に
製
す
る
所
な
り
。
は
な
は
だ
不
細
工
に
見
ゆ
れ
ど
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
こ

　
　
こ
れ
も
む
か
し
は
弓
張
の
用
と
便
ず
と
云
々
。
○
今
案
ず
る
に
花
洛
の
人
こ

　
　
　
　
け
ん
さ
き
ち
よ
う
ち
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
む
か
し

　
　
れ
を
剣
先
提
灯
と
呼
り
。
尤
中
古
の
頃
ま
で
は
流
行
し
た
り
し
が
絶
て
今
は

　
　
な
し
。
か
か
れ
ば
千
崎
て
う
ち
ん
と
い
ふ
べ
か
り
し
を
剣
先
と
誤
伝
へ
し
な

　
　
る
べ
し
。

と
の
べ
る
。
こ
の
し
か
め
つ
ら
ら
し
い
考
証
は
、
当
時
流
行
の
考
証
随
筆
の
類
に

模
し
て
、
街
学
的
な
時
代
風
潮
を
皮
肉
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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Kαnαelehon　Chtishingura　and　the　Development　of　the　Modern　Novel

Suwa　Haruo

　　　　Theゴσγ癖（浄瑠璃ballad－drama）Kanαdehon　C肋曲勿g％γα（仮名手本忠臣蔵），　was　first

performed　in　1748．　It　was　a　work　comprised　of　and　incorporating　previously　performed

kabuki（歌舞伎）and　jo”rzari　based　on　the　vengeance　of　the　forty－sevenγσ％勿（浪人mast－

erless　samurai）of　Ak6（赤穂），acastle　town　in　Harima（播磨）province，　and　influenced　in

tu「n’the　develoPment　oM々σγδs乃∫9襯（赤穂浪士劇），　or　plays　about　the　forty－sevenアδπ勿．

Kanadehon　C航s伽g％γαwas　adapted　for　both励嘘ゴand％勿gyδshibai（人形芝居puppet
theater）．　It　also　proved　to　be　a　favorite　subject　for　novels，　and　was　recast　in　the　various

literary　modes　that　emerged　in　the　Edo　period，　such　as　ukiyozoshi（浮世草子genre　stories），

yomihon（読本readers），　sharebon（洒落本risqu6　stories），　gokan（合巻　bound－together　volu－

mes），　kibyo’shi（黄表紙“yellow－cover”picture　booklets），　kolekeibon（滑稽本humorous

stories），　and％吻励oπ（人情本human・interest　stories）．

　　　Representative　examples　of　these　various　literary　modes　are　examined　in　tracing　the

adaptive　changes　in　Kanαdehon　Chu－，shingura．　To　summarize，　the　purposes　of　this　article　are

to　compare　these　modes，　includingゴσ剛γゴand　kαbuki，　for　which　Kanadehon　Chu－shingurα　was

adapted，　in　order　to　elucidate　the　differences　between　the　novelistic　and　dramatic　renditions

of　this　work；to　distinguish　the　salient　characteristics　of　the　various　literary　modes　which

emerged　in　the　latter　half　of　the　Edo　period；and　to　show，　by　analyzing　the　complex　pIot　of

Kanadehon　C厩s痂π9％γα，・how　thel　national　／character　of　the　Japanese　peoPle　was　popularly

interpreted　in　the　Edo　period．　A丘nal　objective　is　to　clarify「how　the　novelists　of　the　time，

who　constituted　an　inte11ectual　elite，　and　their　readers　conceptualized　and　interpreted　the

tale　of　the　forty・sevenγσ7¢〃¢．


