
「続
膝
栗
毛
」

シ
リ
ー
ズ
三
編
に
つ
い
て

十
返
舎
一
九
の
「
続
膝
栗
毛
」
シ
リ
ー
ズ
三
編
(
『
木
曽
街
道
続
膝
栗

毛
』
三
編
)
二
冊
は
、
文
化
九
年
(
一
八
二
午
、
大
坂
の
河
内
屋
太
助

と
江
戸
の
西
村
源
六

・
鶴
屋
喜
右
衛
門
・
村
田
屋
治
郎
兵
衛
・
永
楽
屋

西
四
郎
か
ら
出
さ
れ
た
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
当
初
か
ら
(
初
編
以
来
)
の

版
元
た
ち
で
あ
る
。

冒
頭
に
自

「叙
」
が
あ
り
、
文
章
の
所
々
に
俳
画
的
簡
略
画
が
言
辞

の
代
わ
り
に
は
め
込
ま
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
絵
文
字
が
混
じ
っ
て
い
る

と
い
う
べ
き
文
章
で
あ
る
。
内
容
は
、
例
に
よ
っ
て
の
簡
単
な
自
虐
的

挨
拶
で
あ
る
が
、
叙
末
は

「春
の
日
の
ひ
ょ
ろ
長
き
反
歯
の
親
仁
ま
た

例
の
他
分
を
つ
く
す
〈
花
押
〉
」
と
す
る
一
九
自
ら
が
自
身
の
容
貌
に
触

れ
て
い
る
一
文
で
あ
る
。
一
九
が
自
身
の
容
貌
・
相
貌
に
つ
い
て
記
し

あ
る
い
は
画
し
た
資
料
は
極
め
て
少
な
い
が
、
『
戯
作
者
六
家
撰
」
(
安

中

夫

山

尚

政
三
年
刊
)
や
自
作
(
喜
多
川
月
麿
画
)
の
『
滑
稽
し
つ
こ
な
し
』
(
文

化
三
年
刊
)
中
の

一
九
を
描
い
た
画
像
と
の

一
致
が
見
ら
れ
、
ほ
ほ
正

確
な
記
述
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
一
文
は
少
し
の
誇

張
や
謙
遜
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

続
い
て
「
附
言
」
が
あ
る
。
一
一
一
項
目
か
ら
成
り
、
一
番
目
は
、
本
作

一
九
が
「
去
年
上
阪
の
道
す
が
ら
」

の
趣
向
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
、

に
直
接
目
に
し
た
出
来
事
や
滑
稽
を
描
い
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
去

年
上
阪
の
道
す
が
ら
」
と
は
、
文
化
八
年
(
一
八
一
こ
二
月
か
ら
六
・

七
月
ま
で
の
上
阪
を
指
し
、
そ
の
帰
路
は
木
曽
街
道
を
利
用
し
た
ら
し

い
の
で
、
こ
の
間
の
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
推
定
す
る
(
拙
著
『
十
返

舎
一

九
研
究
』
一
七
二
頁
)
。
二
番
目
は
項
目
全
文
を
左
に
掲
げ
る
。

此
編
は
芸
州
宮
嶋
よ
り
。
中
国
筋
。
播
磨
名
所
巡
の
お
も
む
き
を
。

七
七



著
す
べ
き
な
れ
ど
も
。
板
元
の
望
み
に
ま
か
せ
て
。
す
ぐ
さ
ま
木

曽
路
と
こ
ち
附
た
り
。
猶
作
者
去
年
さ
い
わ
ゐ
に
上
阪
の
刻
。
播

州
め
ぐ
り
せ
し
事
な
れ
ば
。
此
紀
行
は
別
に
表
題
を
か
へ
て
あ
ら

は
す
も
の
な
り
。
因
而
此
巻
は
。
大
津
駅
よ
り
は
じ
ま
り
。
草
津

追
分
よ
り
。
中
山
道
柏
原
宿
に
い
た
り
て
終
る
。

「続
膝
栗
毛
」
初
・

二
編
は
、
在
阪
中
の
弥
次
郎
兵
衛
・
喜
多
人
の
二
人

が
、
讃
岐
の
金
毘
羅
と
安
芸
の
宮
嶋
を
参
詣
し
た
滑
稽
を
描
い
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
三
編
は
そ
れ
に
続
く
大
坂
へ
の
帰
路
す
な
わ
ち
播
磨
路

を
描
く
の
が
順
序
だ
、
と
自
分
は
考
え
る
が
、
板
元
は
、
大
坂
か
ら
江

戸
へ
の
帰
路
す
な
わ
ち
木
曽
街
道
を
舞
台
に
せ
よ
、
と
言
う
の
で
、
そ

れ
に
従
う
、
と
い
う
趣
旨
の
文
章
で
あ
る
。

一
九
自
身
が
ど
の
程
度
強

く
主
張
を
し
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
板
元
(
達
)
に
と
っ
て

「続
膝
栗
毛
」
執
筆
・
刊
行
の
意
図
は
、
あ
く
ま
で
も
二
人
の
主
人
公
を

江
戸
に
戻
す
こ
と
、
そ
の
舞
台
を
木
曽
街
道
と
し
て
滑
稽
を
描
く
こ
と
、

と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
ま
た
、

一
流
の
戯
作

者
と
な
っ
て
い
た

一
九
自
身
も
こ
れ
に
同
意
し
た
、
と
い
う
こ
と
は
、

彼
自
身
の
意
図
も
板
元
(
達
)

の
そ
れ
と
大
き
な
差
異
は
な
か
っ
た
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

七
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一
方
、
播
磨
路
の
滑
稽
は
ど
う
な
っ
た
か
、

と
言
え
ば
、
当
面

「続

膝
栗
毛
」
三
編
へ
の
記
述
は
な
く
な
っ
た
も
の
の
、
本
三
編

「附
言
」

春
旅
鵜

十
返
舎
著

全
二

冊
近

に
続
い
て
「
播
州
廻
/
滑
稽

刻
作
者
み
づ
か
ら
此
地
名
所
古
跡
を
巡
り
し
中
に
さ
ま
ざ
ま
見
聞

せ
し
め
づ
ら
し
き
こ
と
を
あ
ら
は
し
猶
膝
栗
毛
の
趣
に
晒
落
た
る
本
な

り
」
と
の
予
告
が
あ
る
。
そ
の
内
容
こ
そ
が
「
膝
栗
毛
」
一
一
一編
に
描
こ

う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
解
釈
し
て
い
い
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
た

だ
し
、
こ
の
「
春
旅
鵜
」
な
る
本
の
現
存
は
も
と
よ
り
刊
行
の
事
実
さ

え
も
確
認
で
き
な
い
。
少
な
く
と
も
こ
の
書
名
で
の
出
版
自
体
が
な

か
っ
た
と
見
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
、

『方
言
/
修
行

金
草
鮭
』
三
編
(
文
化
十
年
刊
)
十
四
丁
表
に

「当
年
ば
ん
し
う
め
ぐ

り
の
ひ
ざ
く
り
毛
大
坂
書
林
よ
り
う
り
出
し
申
候
何
と
そ
御
求
御
高
覧

可
被
下
候
こ
れ
は
作
者
の
口
上
さ
や
う
」
と
あ
る
こ
と
を
信
ず
れ
ば
、

文
化
十
年
に
「
播
州
巡
り
膝
栗
毛
」
が
大
阪
の
版
元
か
ら
出
さ
れ
た
こ

と
に
な
る
。
「春
旅
鵜
」
の
書
名
で
は
な
く
別
の
名
で
出
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
筆
者
は
か
つ
て

『続
膝
栗
毛
二
編
追
加
』
上
下
二
巻
を
翻
刻
、

解
題
を
付
し
て
上
梓
し
た
(
「
古
典
文
庫
」
6
7
0
、
平
成
十
四
年
九
月
)
。

そ
の
底
本
は
弘
化
四
年
(
一
人
四
七
)
刊
の
重
版
本
で
あ
っ
た
が
、
序



文
は
、
一
九
自
序
で
「
続
膝
栗
毛
播
州
廻
叙
」
と
あ
り
、
叙
末
近
く
で

は
「
か
の
弥
次
良
兵
衛
喜
多
八
が
。
芸
州
宮
嶋
よ
り
。
帰
路
の
滑
稽
を

こ
、
に
あ
て
二
続
二
一
編
の
追
加
と
し
。
名
づ
け
て
播
州
巡
り
と
い
ふ

事
し
か
り
」
と
結
び
、
叙
末
は
「
文
化
発
酉
春
十
返
舎
一
九
誌
」

と
あ
る
の
で
、
文
化
十
年
に
こ
の
続
二
編
追
加
(
播
州
巡
り
)
が
書
か

れ
た
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
附
言
に
は
、

続
膝
栗
毛
二
一
編
は
安
芸
の
宮
嶋
に
い
た
り
て
終
り
三
編
よ
り
直
に

中
仙
道
へ
う
つ
り
た
り
此
播
州
の
地
は
古
戦
場
の
旧
地
多
く
又
神

社
仏
閣
に
も
上
古
の
遺
風
あ
る
所
あ
ま
た
あ
り
て
壮
観
と
す
る
に

絶
た
り
就
中
風
流
の
景
地
他
国
に
す
ぐ
れ
た
る
こ
と
を
い
か
ず
し

て
此
地
を
除
中
山
道
を
た
ず
ち
に
せ
し
こ
と
残
懐
の
い
た
り
な
ら

ん
と
浪
国
の
書
随
時
が
投
め
に
よ
り
て
今
此
巻
わ
編
る
も
の
な
り
因

て
三
四
の
篇
に
お
く
れ
た
れ
ば
二
篇
追
加
と
な
す
も
の
な
ら
じ

と
、
播
州
巡
り
を
「
続
膝
栗
毛
」
に
入
れ
る
意
義
を
、
あ
た
か
も
「
続

膝
栗
毛
」
三
編
の
附
言
を
意
識
し
た
如
き
書
き
ぶ
り
で
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
同
三
・
四
編
に
次
い
で
の
出
版
で
あ
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。

下
巻
の
本
文
末
尾
に
は

「是
よ
り
さ
き
ざ
き
の
滑
稽
腹
を
か
、
へ
る
事

多
し
そ
は
木
曽
道
中
膝
栗
毛
三
編
へ
つ
ず
き
申
候
間
御
求
御
ら
ん
可
被

下
候
」
と
、
二
編
の
追
加
で
あ
っ
て
、
三
編
の
前
に
入
る
べ
き
編
で
あ

る
こ
と
が
、
繰
り
返
し
て
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
緯
を

見
れ
ば
、
「
春
旅
鵜
」
と
し
て
予
定
さ
れ
た
播
州
巡
り
の
紀
行
作
品
は

「
続
膝
栗
毛
二
編
追
加
」と
題
さ
れ
て
、
文
化
十
年
に
大
阪
の
河
内
屋
太

助
・
河
内
屋
嘉
七
(
共
に
重
版
本
の
奥
付
)
か
ら
出
版
さ
れ
た
と
言
え

そ
、
つ
で
あ
る
。

さ
て
、
「
続
膝
栗
毛
」
三
編
に
戻
ろ
う
。
附
言
の
第
三
項
目
は
、
「
仮

初
の
伊
勢
参
宮
よ
り
。
お
も
ひ
の
外
長
旅
と
な
り
て
。
宮
嶋
に
く
れ
ゆ

く
春
を
お
し
み
。
卯
月
の
初
旬
よ
り
。
漸
く
帰
路
に
お
も
む
き
た
り
。

是
よ
り
木
曽
路
は
夏
の
部
と
見
給
ふ
べ
し
乙
で
あ
る
。
弥
次
喜
多
の
東

海
道
中
の
流
行
が
、
予
期
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
記

述
か
ら
も
く
み
取
れ
る
。

附
言
に
続
く
の
は
石
山
寺
の
遠
景
を
描
い
た
口
絵
。
画
者
は
一
九
の

友
人
喜
多
川
月
麿
。
「
石
山
観
音
」
と
題
す
る
一
九
に
よ
る
説
明
文
を
載

せ
る
が
、
そ
の
末
尾
に

「予
去
年
此
と
こ
ろ
の
松
屋
と
い
へ
る
に
と
ま

り
た
る
」
と
あ
り
、
前
年
上
阪
の
折
り
に
こ
こ
に
泊
ま
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
続
く
口
絵
は
、
喜
多
川
式
麿
が
描
く
紫
式
部
肖
像
画
と
「
紫
式

七
九



部
所
持
源
氏
物
語
書
写
硯
子
世
謂
石
山
形
硯
」
画
と
「
石
山
寺
源
氏
間

紫
式
部
影
讃
」
。
次
は
「
通
俗
亙
山
夢

よ
み
本
全
五
冊

十
返
舎
一
九

作

同
全
五
冊

同
作

勝
川
春
亭
画
」
「大
念
仏
/
霊
宝

連
理
隻
袖

浪
花
芦
洲
画
」「
浪
花
/
霊
場

点
を
正
月
礼
装
姿
の
一
九
が

「右
目
録
の
本
は
大
坂
滞
留
の
う
ち
急
作

に
御
座
候
則
か
の
地
の
書
林
よ
り
出
板
、
つ
り
出
し
申
候
何
卒
御
求
御
高

覧
被
下
候
ゃ
う
奉
願
上
候
」
の
挨
拶
と
と
も
に
告
示
し
て
い
る
画
で
あ

り
、
同
じ
く
式
麿
の
筆
に
よ
る
。
さ
ら
に
続
い
て
、
板
元
の
挨
拶
が
記

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
右
之
外
新
板
著
述
数
多
有
之
候
ど
も
作
者

大
師
め
ぐ
り

同
全
三
冊

同
作
」
三

去
年
上
坂
い
た
し
殊
之
外
長
滞
留
い
た
し
漸
盆
前
帰
国
仕
候
故
当
春
之

間
ニ
合
か
ね
う
り
出
し
が
た
き
所
数
々
御
座
候
追
而
差
出
し
入
御
覧
可

申
候
評
判
よ
ろ
し
く
奉
願
上
候

板
元
」
は
、

以
上

一
九
の

動
静
を
知
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。

三
編
は
、
本
文
に
入
る
前
に
以
上
の
事
柄
が
付
さ
れ
て
い
る
。
序
-

附
言
は
多
く
の
編
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
殊
更
の
感
は
な
い
が
、

附
言
の
内
容
や
随
所
に
見
ら
れ
る

一
九
や
板
元
の
断
り
書
き
な
ど
か
ら
、

こ
の
三
編
が
「
続
膝
栗
毛
」
シ
リ
ー
ズ
に
お
い
て
、
そ
の
実
質
的
初
編

に
相
当
す
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
文
官
頭
は

「笑
ひ
の
中
に

J¥ 
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刃
を
研
と
い
し
は
ぐ
っ
と
昔
の
こ
と
。
い
や
ま
し
に
お
さ
ま
れ
る
御
代

の
あ
り
が
た
さ
は
、
一
腰
の
脇
指
さ
へ
抜
ぬ
や
う
に
と
っ
め
を
か
ひ
」

は
「
膝
栗
毛
」
初
編
冒
頭
「
富
貴
自
在
冥
加
あ
れ
と
や
、
営
た
て
し
門

の
松
風
、
琴
に
通
ふ
、
春
の
日
の
麗
さ
、
げ
に
や
大
道
は
髪
の
ご
と
し

と
、
毛
す
じ
程
も
、
ゆ
る
が
ぬ
御
代
の
た
め
し
に
は
、

鳥
が
鳴
吾
妻
錦

絵
に
、
鎧
武
者
の
美
名
を
残
し
、
弓
も
木
太
万
も
額
に
し
て
、
千
早
振

神
の
広
前
に
、
お
さ
ま
れ
る
豊
津
国
の
い
さ
ほ
し
は
、
」
と
よ
く
似
た
表

現
と
言
え
よ
う
。
ち
な
み
に
「
続
膝
栗
毛
」
初
編
(
金
見
羅
参
詣
)
の

官
頭
は

「抑
讃
岐
国
象
頭
山
金
見
羅
大
権
現
と
号
し
奉
る
は
・
:
」
と
、

こ
れ
か
ら
二
人
が
向
か
う
金
見
羅
権
現
の
説
明
か
ら
始
ま
り
、
編
の
冒

頭
と
し
て
は
有
り
が
ち
な
表
現
と
な
っ
て
は
い
る
が
、

「続
膝
栗
毛
」
シ

リ
ー
ズ
の
冒
頭
と
し
て
は
、
三
編
の
文
章
の
方
が
適
格
で
あ
る
と
言
え

ょ
う
。
前
記
三
編
冒
頭
部
の
後

「
人
の
こ
主
ろ
の
長
旅
に
足
曳
の
山
留

し
て
、
朝
も
よ
ひ
木
曽
街
道
を
心
ざ
し、

今
や
東
都
へ
帰
り
道
な
る
弥

次
郎
兵
衛
き
た
入
は
、
播
州
路
よ
り
す
ぐ
尼
が
崎
か
ら
神
崎
の
わ
た
し

を
こ
え
て
、

山
崎
街
道
を
伏
見
に
寄
宿
し、

あ
く
れ
ば
こ
、
を
立
出
て
、

は
や
く
も
札
の
辻
な
る
追
分
町
に
ぞ
出
た
り
け
る
。
[ち
ょ
と
御
こ
と
わ

り
申
上
升
]
(
去
春
の
二
一
編
に
は
、

此
両
人
宮
じ
ま
ど
ま
り
迄
を
あ
ら
は



し
た
れ
ば
、
今
年
は
備
前
路
よ
り
播
州
め
ぐ
り
の
と
こ
ろ
、
作
者
思
ふ

こ
と
あ
れ
ば
省
略
し
て
い
っ
そ
く
と
び
に
、
木
曽
か
い
だ
う
を
し
る
す

も
の
な
り
。
)
」
と
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
構
想
を
述
べ
、
且
つ
初
・
二
一
編
の

イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
性
を
断
り
書
き
と
し
て
設
け
た
続
き
は
、
ま
さ
に
こ
の

シ
リ
ー
ズ
の
最
初
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
展
開
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
本
文
内
容
の
趣
向
で
あ
る
主
人
公
二
人
の
滑
稽
は
、
『
膝
栗
毛
』

六
編
ま
で
の
そ
れ
と
変
わ
ら
ず
に
精
彩
を
取
り
戻
し
て
い
る
。
『
膝
栗

毛
』
は
、
江
戸
つ
子
で
あ
る
弥
次
喜
多
が
地
方
(
回
全
口
)
の
人
た
ち
を

下
に
見
て
仕
掛
け
た
悪
戯
が
、
す
ぐ
に
露
見
し
て
逆
に
や
り
込
め
ら
れ

る
と
い
う
逆
転
の
発
想
に
よ
る
滑
稽
が
、
ど
こ
に
お
い
て
も
精
彩
を
放

ち
、
そ
れ
故
に
同
じ
趣
向
の
滑
稽
の
繰
り
返
し
で
あ
っ
て
も
、
屈
託
な

く
笑
え
る
可
笑
し
さ
が
人
気
を
呼
ん
で
い
た
の
で
あ
る
が
、
六
編
後
半

か
ら
七
・
八
編
に
か
け
て
、
場
面
が
京
都
・
大
阪
に
移
る
と
、
そ
れ
ま

で
の
上
位
に
い
る
江
戸
つ
子
が
下
位
に
位
置
す
る
田
舎
人
か
ら
逆
に
や

り
込
め
ら
れ
る
と
い
う
笑
い
が
通
用
し
に
く
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
弥
次
喜
多
が
、
京
都
・
大
阪
人
の
上
位
に
立
て
ず
、
二
人
が

や
り
込
め
ら
れ
る
と
い
う
滑
稽
が
、
滑
稽
と
し
て
通
用
し
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
江
戸
に
対
す
る
上
方
の
意
地
が
当
地
に
お
い
て

は
勝
っ
て
い
た
と
い
う
現
実
と
、
作
者
一
九
に
お
け
る
特
に
京
都
に
対

す
る
違
和
感
が
あ
っ
た
と
い
う
現
実
的
事
情
が
背
景
に
あ
っ
て
の
こ
と

だ
と
言
え
る
。

「続
膝
栗
毛
」
三
編
で
は
そ
の
傾
向
が
減
じ
て
、
地
方
へ

向
か
う
、
あ
る
い
は
や
や
上
方
の
都
市
か
ら
離
れ
た
地
方
を
相
手
に
し

た
時
の
、
弥
次
喜
多
の
悪
戯
ぶ
り
と
そ
れ
を
逆
手
に
取
る
人
々
と
が
繰

り
広
げ
る
滑
稽
が
戻
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

上
巻
に
お
け
る
、
膳
所
で
子
ど
も
が
落
と
し
た
金
を
使
っ
て
瀬
田
の

茶
屋
で
飲
食
し
た
と
こ
ろ
そ
の
茶
屋
の
体
が
落
と
し
た
金
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
り
却
っ
て
散
財
を
し
た
、
と
い
う
滑
稽
、
草
津
の
宿
屋
で
の

下
女
を
め
ぐ
る
二
人
の
滑
稽
と
失
敗
は
、
い
ず
れ
も
『
膝
栗
毛
』
で
見

せ
た
二
人
の
滑
稽
や
失
敗
と
同
質
の
低
俗
な
笑
い
で
あ
り
、
こ
の
作
品

の
流
行
を
支
え
た
笑
い
が
戻
っ
た
と
い
う
べ
き
箇
所
で
あ
る
。

下
巻
、
愛
知
川
宿
は
ず
れ
で
の
、
畑
村
の
伊
五
右
と
い
う
お
や
じ
に

宗
高
院
和
尚
と
と
も
に
二
人
が
吸
筒
に
入
っ
た
酒
を
振
舞
わ
れ
る
場
面
、

こ
の
吸
筒
、
お
や
じ
が
京
都
四
条
の
古
道
具
屋
で
買
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
が
実
は
堂
上
方
の
携
帯
用
便
器
「
完
筒
」
で
あ
っ
た
、
と
い
う
オ
チ

が
つ
く
。
携
帯
用
便
器
を
酒
の
容
れ
も
の
と
間
違
え
る
滑
稽
は
、
『
南
線
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旅
眼
石
』
(
享
和
二
年
刊
)
中
に
見
ら
れ
る
滑
稽
に
ヒ
ン
ト
を
得

た
も
の
で
あ
る
が
、
似
た
滑
稽
は
『
膝
栗
毛
』
四
編
下
「
七
里
の
渡
し」

で
の
失
敗
な
ど
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
下
巻
最
後
の
滑
稽

言己
千子

は
田
舎
芝
居
で
の
ド
タ
パ
タ
で
あ
る
が
、

田
舎
芝
居
を
滑
稽
の
趣
向
と

い
う
ま
で
も
な
く
万
象
亭
の
『
田
舎
芝
居
」
(
初
版
、
天

明
七
年
刊
)
に
端
を
発
し
て
い
る
が
、

す
る
手
法
は
、

一
九
自
身
も

『膝
栗
毛
』
四
編

上
巻
に
お
い
て
も
使
用
し
て
い
る
趣
向
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
場
面
は
、

『膝
栗
毛
』
一
一
一
編
の
駿
府
二
丁
町
(
安
倍
川
遊
郭
)
で
、
遊
客
が
遊
女
か

ら
受
け
る
リ
ン
チ
を
可
笑
し
く
見
物
し
て
い
た
二
人
と
同
様
に
、
彼
ら

自
身
が
話
の
主
人
公
に
な
る
の
で
は
な
く
、
客
観
的
に
そ
の
滑
稽
を
見

る
、
と
い
う
い
わ
ば
舞
台
回
し
的
役
割
に
ま
わ
っ
た
場
面
で
も
あ
る
。

「
続
膝
栗
毛
」
一
一
一
編
に
は
、
「
瀬
田
の
茶
屋
で
の
滑
稽
」
「
瀬
田
村
茶
屋

で
の
失
敗
」
「
草
津
の
旅
宿
で
の
一
連
の
滑
稽
」
「
鏡
山
建
場
過
ぎ
の
川

越
し
で
の
失
敗
」
(
以
上
、
上
巻
)
、
「
間
宿
清
水
鼻
の
木
賃
宿
で
の
滑

稽
」
「
愛
知
川
宿
は
ず
れ
で
の
お
や
じ
と
の
滑
稽
話
と
高
宮
川
で
の
小
野

郎
と
の
や
り
と
り
」
「
向
上
所
で
の
お
や
じ
の
吸
筒
失
敗
と
滑
稽
」
(
前

記
)
「
鳥
居
本
宿
棒
鼻
で
の
飯
盛
女
郎
と
旅
人
と
の
や
り
と
り
」
「
番
場

宿
で
茶
席
に
招
待
さ
れ
た
二
人
の
一
連
の
失
敗
と
滑
稽
」
「
醒
が
井
宿
で

人

見
た
田
舎
芝
居
で
の
一
連
の
滑
稽
」
(
前
記
、
以
上
、
下
巻
)
の
噺
が
描

か
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
「
鳥
居
本
棒
鼻
で
の
や
り
と
り
」
と
「
醒
が

井
で
の
田
舎
芝
居
」
の
滑
稽
は
、
弥
次
喜
多
が
直
接
絡
ん
だ
滑
稽
で
は

な
く
、
二
人
が
客
観
的
に
見
て
い
る
滑
稽
で
あ
る
。
前
記
「
附
言
」
に

あ
る
と
お
り
、
こ
の
編
は
文
化
八
年
の
一
九
上
阪
の
折
り
の
見
聞
が
描

か
れ
て
お
り
、
「
草
津
宿
で
の
一
連
の
騒
動
」
「
番
場
宿
で
の
茶
席
の
騒

一
九
が
目
の
当
た
り
に
し

動」

「醒
が
井
で
の
素
人
芝
居
の
騒
動
」
は
、

た
出
来
事
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
『
膝
栗
毛
』
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
、

あ
る
い
は
そ
の
断
り
が
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
、
作
者
の
見
聞
を
素
材
と

し
た
話
の
展
開
あ
る
い
は
作
法
が
、
「
続
膝
栗
毛
」
シ
リ
ー
ズ
の
こ
の
編

の
附
言
で
断
り
書
き
を
し
て
本
文
の
趣
向
と
す
る
手
法
と
し
て
用
い
ら

れ
る
こ
と
は
少
し
注
目
を
し
て
お
い
て
い
い
こ
と
だ
と
思
う
。
下
巻
本

文
最
末
尾
に
「
作
者
旅
行
中
さ
ま
ざ
ま
面
白
き
趣
向
貯
へ
た
れ
ど
も
み

な
信
州
路
に
い
た
り
て
の
滑
稽
な
れ
ば
此
編
に
は
符
し
が
た
し
因
て

こ
、
に
筆
を
お
く
や
が
て
四
編
に
く
は
し
く
す
べ
し
」
と
あ
え
て
(
右
「
」

内
文
章
が
口
で
固
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
そ
れ
を
物
語
る
)
断
る
と
こ
ろ

を
見
れ
ば
、
地
方
(
田
舎
)
を
舞
台
と
し
た
場
面
で
二
人
の
滑
稽
は
さ

ら
に
精
彩
を
放
っ
、
と
宣
言
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
「
続
膝
栗
毛
」
シ



リ
l
ズ
の
作
法
の
中
心
が
江
戸
つ
子
を
気
取
る
弥
次
喜
多
と
田
舎
人
と

の
や
り
と
り
に
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
『
膝
栗
毛
』

と
同
趣
の
方
向
性
を
持
つ
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
弥
次
郎
兵
衛
と
喜
多
八
の
滑
稽
ぶ
り
が
、
『
膝
栗
毛
』

当
初
の
ご
と
き
精
彩
を
再
び
見
せ
始
め
た
「
続
膝
栗
毛
」
三
編
で
あ
る

が
、
描
か
れ
る
彼
ら
の
滑
稽
が
前
シ
リ
ー
ズ
と
大
き
く
異
な
っ
た
点
も

特
徴
と
し
て
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
描
か
れ
る
一
々
の
滑
稽
場
面
が
長

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
上
巻
、
草
津
の
旅
龍
屋
で
の
一

連
の
滑
稽
騒
動
は
、
上
巻
全
体
の
約
半
分
の
量
を
占
め
る
場
面
で
あ
る
。

大
雨
の
た
め
付
近
の
曲
川
の
大
水
や
砂
川
の
川
留
と
い
う
設
定
で
、
二

人
が
旅
龍
屋
に
滞
在
す
る
。
そ
の
聞
に
い
く
つ
か
の
滑
稽
が
用
意
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、

川
留
に
関
し
て
『
膝
栗
毛
』
中
で
は
大
井
川
の

川
留
に
よ
り
や
む
な
く
阿
部
宿
に
宿
泊
し
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
の

み
で
、
そ
こ
で
の
滞
在
ぶ
り
や
滑
稽
は
全
く
描
か
れ
な
い
。
二
編
末
尾

と
い
う
構
成
上
の
理
由
も
あ
る
が
、
む
し
ろ
二
人
の
旅
路
を
急
が
せ
る

ょ
う
に
そ
こ
で
の
場
面
は
描
か
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
下
巻
、
番
場
宿
の
さ
る
隠
居
宅
に
招
か
れ
た
二
人
が
、
華
道

と
茶
道
と
い
う
彼
ら
と
は
無
縁
の
世
界
で
滑
稽
を
繰
り
広
げ
る
場
面
も

長
い
。
最
後
の
醒
が
井
宿
、
素
人
芝
居
の
騒
動
場
面
も
長
い
。
こ
こ
で

の
二
人
は
騒
動
の
傍
観
者
で
あ
り
、
「
膝
栗
毛
』
府
中
、
安
倍
川
遊
郭
の

滑
稽
場
面
と
同
じ
立
場
に
あ
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
と
に
前
作
『
膝
栗
毛
』
と
比
較
し
て
、

稽
場
面
の
長
さ
が
目
立
つ
の
が
、
「
続
膝
栗
毛
」
三
編
の
特
徴
の
一
つ
と

言
え
よ
う
。
以
後
シ
リ
ー
ズ
全
般
に
わ
た
っ
て
こ
の
傾
向
が
続
く
か
否

一
々
の
滑
川

か
は
今
後
の
問
題
と
は
な
る
が
、
す
く
な
く
と
も
三
編
に
お
い
て
は
特

徴
的
で
あ
る
。
『
膝
栗
毛
』
の
大
流
行
の
要
因
と
し
て
、
主
人
公
二
人
の

滑
稽
や
舞
台
が

「東
海
道
」
と
い
う
地
方
で
あ
っ
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る

こ
と
は
言
を
侠
た
な
い
。
読
者
は
、
弥
次
喜
多
の
笑
い
と
と
も
に
東
海

道
を
旅
す
る
の
で
あ
る
。
読
み
進
め
て
ゆ
く
こ
と
は
、
東
海
道
を
旅
し

て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、

ひ
と
つ
の
場
面
は
あ
ま
り
長

く
描
か
ず
、
次
々
に
場
面
が
移
っ
て
ゆ
く
。
す
な
わ
ち
歩
を
進
め
て
ゆ

く
の
で
あ
る
。
新
し
い
土
地
の
人
情
風
俗
が
次
々
と
描
か
れ
る
。
こ
れ

を
知
る
楽
し
み
と
テ
ン
ポ
の
良
さ
と
を
演
出
す
る
趣
向
が
場
面
転
換
で

詠
ま
れ
る
狂
歌
な
の
で
あ
る
。
作
中
に
狂
歌
が
多
い
こ
と
は

(
こ
と
に

五
編
ま
で
)
、
旅
の
テ
ン
ポ
、
す
な
わ
ち
こ
の
作
品
の
テ
ン
ポ
の
よ
さ
を
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物
語
っ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
弥
次
喜
多
の
滑
稽
が
同
じ

趣
向
の
繰
り
返
し
で
あ
っ
て
も
長
年
に
わ
た
る
流
行
を
見
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
三
編
に
は
そ
う
し
た
テ
ン
ポ
の
良
さ
は
見
ら
れ
な
い
。
ま

一
九
の
創
作
場
面
で
は
な
い
箇
所
が
多
い
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
彼
自
身
が
言
う
通
り
、
実
際
の
体
験
・
見
聞
が
基

に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
中
山
道
の
人
情
風
俗
に
十
分
精

た
、
前
記
の
と
お
り
、

通
し
て
い
な
い
作
者
と
し
て
は
、
慎
重
な
作
風
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、

次
か
ら
次
へ
と
い
う
テ
ン
ポ
の
良
さ
に
は
繋
が
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
が

主
た
る
原
因
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

も
う
一
つ
。
茶
道

・
華
道
、
素
人
芝
居
と
い
う

『膝
栗
毛
』
中
に
は

な
か
っ
た
滑
稽
趣
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
こ
の
編
の
特
徴
で
あ
る
。
『
膝

栗
毛
』
に
お
い
て
は
、
四
編
上
に
伊
勢
参
り
の
田
舎
芝
居
役
者
た
ち
の

滑
稽
が
一
つ
の
場
面
を
為
し
た
箇
所
は
あ
る
が
、
芝
居
そ
の
も
の
が
描

か
れ
た
箇
所
は
な
い
。
三
編
の
こ
の
場
面
、
芝
居
の
模
様
と
そ
れ
に
付

随
す
る
滑
稽
は
、
主
人
公
二
人
が
直
接
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
傍
観
者

的
立
場
で
こ
の
ド
タ
パ
タ
を
楽
し
む
、
と
い
う
手
法
が
と
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
主
人
公
同
様
に
作
者
が
実
見
聞
し
た
こ
と
に
多
少

の
脚
色
を
加
え
た
場
面
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
茶
道

・
華
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四

道
の
趣
向
は
、
二
人
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
か
ら
は
お
よ
そ
か
け
離
れ
た
趣

向
で
あ
り
、
香
道
体
験
者
の

一
九
で
も
さ
す
が
に
考
え
も
し
な
か
っ
た

趣
向
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
も
一
九
自
身
の
見
聞
に
よ
る
も
の
と
推
測

で
き
る
。
た
だ
し
、
事
実
に
取
材
し
た
と
は
言
う
も
の
の
、
弥
次
喜
多

に
茶
道
・
華
道
の
趣
向
を
結
び
つ
け
た
点
に
は
、
予
想
を
超
え
た
お
か

し
み
と
同
時
に
一
九
に
お
け
る
滑
稽
趣
向
ア
イ
デ
ィ
ア
の
減
退
を
危
倶

さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
編
の
冒
頭
に
戻
る
と
、
場
所
は
大
津
。
「愛
は
京
と

伏
見
と
の
追
分
に
て
、
往
来
賑
し
き
と
こ
ろ
な
れ
ど
、
此
ほ
ど
よ
り
降

続
く
雨
に
人
の
心
も
し
め
り
て
も
の
淋
し
く
」
と
物
語
は
始
ま
る
。
『
膝

栗
毛
」
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
旅
立
ち
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
な
り
の

好
天
が
用
意
さ
れ
て
い
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
し
て
や
本
作
は
、
旅

を
舞
台
と
し
た
滑
稽
本
で
あ
る
。
弥
次
と
喜
多
は
ま
さ
に
こ
れ
か
ら
中

山
道
の
旅
路
へ
と
出
発
す
る
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
の
官

頭
文
は
暗
く
淋
し
く
、
明
る
き
ゃ
賑
や
か
さ
と
は
正
反
対
の
場
面
を
演

出
す
る
。
「
膝
栗
毛
』
の
続
編
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
状
況
で
や
が
て

瀬
田
の
茶
庖
で
の
失
敗
滑
稽
話
へ
と
展
開
を
し
て
ゆ
く
。
前
に
も
述
べ



た
と
お
り
、
弥
次
喜
多
の
滑
稽
ぷ
り
は
、
「
膝
栗
毛
」
六
編
以
前
の
バ
カ

バ
カ
し
き
を
取
り
戻
し
て
い
る
の
に
、
で
あ
る
。
挿
絵
第
二
図
の
二
人

は
、
旅
合
羽
を
し
っ
か
り
と
付
け
て
一
を
す
ほ
め
て
琵
琶
湖
の
湖
岸
を

歩
い
て
い
る
。
顔
は
笠
で
見
え
な
い
の
で
、

い
つ
も
の
二
人
と
は
分
か

り
に
く
い
。
横
な
ぐ
り
の
強
い
雨
足
が
描
か
れ
て
い
る
こ
の
絵
も
ま
た
、

三
編
冒
頭
部
の
厳
し
い
場
面
背
景
を
十
二
分
に
演
出
し
て

い
る
。
「
緑
亭

可
山
識
」
す
と
こ
ろ
の
本
編
蹴
文
に
「
・
:
狂
歌
の
口
軽
軽
尻
馬
仕
分
て

乗
た
る
道
中
巧
者
、
少
も
如
在
は
中
山
道
、
東
都
の
方
へ
帰
り
旅
、
花

さ
く
春
の
近
江
路
や
、
二
人
り
が
み
の
路
も
惹
な
く
、
百
里
の
道
も
事

と
せ
ぬ
・
:
」
と
あ
る
の
と
は
対
照
的
で
さ
え
あ
る
。

三
編
冒
頭
は
な
ぜ
こ
う
し
た
暗
く
淋
し
い
場
面
背
景
が
設
定
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

〈
弥
次
喜
多
を
江
戸
に
戻
そ
う
〉
と
い
う
発
想
で
始
ま
っ
た
「
続
膝
栗

毛
」
シ
リ
ー
ズ
の
実
質
的
最
初
が
こ
の
三
編
で
あ
る
こ
と
は
、
本
稿
に

お
い
て
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
事
実
で
あ
ろ

う
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
『
膝
栗
毛
』
「
続
膝
栗
毛
」
シ
リ
ー
ズ
で
は
、

主
人
公
が
通
過
し
て
ゆ
く
各
地
の
人
情
風
俗
が
、
そ
の
土
地
言
葉
を
含

め
て
写
実
的
に
描
か
れ
る
、
と
い
う
点
に
、
大
き
な
意
義
が
あ
る
。
そ

れ
は
『
膝
栗
毛
』
初
編
の
凡
例
を
始
め
と
し
て
随
所
に
語
ら
れ
る
事
実

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
大
き
な
蹴
離
が
あ
っ
て

は
ま
ず
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
作
者
一
九
は
「
続
膝
栗
毛
」
シ
リ
l

ズ
の
中
山
道
を
描
く
に
当
た
っ
て
は
、
二
人
の
旅
路
の
正
確
さ
を
期
す

た
め
に
よ
り
慎
重
に
な
っ
た
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
シ

リ
l
ズ
執
筆
の
た
め
に
彼
は
実
地
踏
査
、
取
材
旅
行
を
繰
り
返
す
の
で

あ
る
。
こ
の
三
編
も
そ
う
で
あ
る
が
、
「
・
:
此
篇
御
獄
駅
よ
り
東
を
木
曽

路
と
い
ふ
な
れ
は
、
排
設
の
お
も
む
き
変
化
し
僻
地
の
あ
り
さ
ま
格
別

な
る
を
趣
向
と
し
て
、
続
五
篇
に
彫
つ
け
る
も
の
な
ら
し

十
返

舎
一
九
」
と
自
ら
五
編
叙
文
で
述
べ
る
よ
う
に
、
作
者
が
自
ら
の
見
聞

や
体
験
を
素
材
と
す
る
こ
と
を
趣
向
と
し
た
本
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
実
地

踏
査
や
取
材
旅
行
は
前
シ
リ
ー
ズ
以
上
に
重
要
な
の
で
あ
る
。

一
九
自
身
が
中
山
道
を
利
用
し
た
文
化
九
年
(
一

八
二
一
)
六
月
の
上
阪
時
(
拙
著
『
十
返
舎
一
九
研
究
』
一
八

O
頁
)

四
編
叙
文
で
は
、

に
見
聞
・
体
験
し
た
事
を
五
編
に
記
す
旨
を
自
ら
書
い
て
い
る
。
そ
し

て
五
編
に
は
叙
文
・
口
絵
に
続
い
て
作
者
の
断
り
書
き
が
あ
る
。

此
篇
上
之
巻
は
加
納
駅
よ
り
伏
見
に
い
た
り
下
之
巻
は
伏
見
よ
り
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大
久
手
宿
に
い
た
り
て
終
る
、
去
年
四
篇
に
予
か
軽
井
沢
泊
の
夜

東
都
よ
り
帰
る
寓
歳
と
同
宿
せ
し
こ
と
此
篇
に
あ
て
〉
出
す
と
緒

言
の
始
に
記
し
た
れ
と
、
柳
思
ふ
こ
と
あ
れ
は
此
次
六
編
に
譲
り

て
、
そ
の
事
は
洩
ら
し
っ
、
猶
大
久
手
泊
に
鹿
を
お
と
す
穴
の
中

へ
あ
や
ま
り
て
落
た
り
し
事
は
、
予
目
下
に
見
た
る
を
喜
多
八
の

身
の
上
と
し
て
著
す
事
、
実
に
此
木
曽
路
に
お
ゐ
て
は
他
邦
に
異

な
る
め
つ
ら
し
き
事
粗
見
聞
お
よ
ひ
た
り
、
追
々
続
々
の
趣
向
と

す
へ
し

と
の
こ
と
で
、
こ
こ
に
本
シ
リ
ー
ズ
の
一
九
の
方
針
は
明
ら
か
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
六
編
の
再
叙
に
い
た
る
。

-
:
就
中
こ
の
木
曽
路
は
言
す
べ
て
劫
音
に
し
て
上
声
多
け
れ
と
、

そ
は
筆
に
あ
ら
は
し
が
た
く
、
只
都
言
方
語
を
そ
の
侭
に
て
、
今

年
続
六
編
の
趣
向
を
編
り
ぬ
、
稿
成
て
後
、
信
州
松
本
の
何
某
よ

り
、
予
が
か
た
に
い
ひ
お
こ
せ
た
る
は
、
去
年
五
編
の
著
述
殊
に

但
言
の
ひ
た
る
よ
し
を
記
し
て
、
土
人
の
風
俗
癖
あ
る
こ
と
ま
で
、

精
く
書
お
こ
せ
た
る
に
よ
り
て
、
予
猶
去
年
初
秋
の
頃
よ
り
思
ひ

た
ち
て
、
信
州
善
光
寺
に
参
詣
し
、
所
々
に
遊
歴
し
て
、
是
彼
を

見
聞
せ
し
に
、
松
本
の
人
の
い
ひ
お
こ
せ
た
る
と
符
合
す
る
は
な

八
六

は
だ
お
ほ
し
、
伯
て
こ
の
次
七
篇
に
は
、
目
下
予
が
聞
お
ぼ
え
た

る
侭
を
委
す
べ
し
と
、
今
よ
り
そ
の
理
を
述
る
事
し
か
り

で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
に
は
、
本
シ
リ
ー
ズ
に
お
け
る
一
九

の
執
筆
姿
勢
が
強
調
さ
れ
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
写
実
を

求
め
る
姿
勢
と
当
地
の
読
者
に
対
す
る
神
経
細
や
か
さ
と
が
知
実
に
示

さ
れ
た
文
章
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
述
べ
れ
ば
、
本
シ
リ
ー
ズ
に
お
い
て
実
地
踏
査
や
取
材
旅

行
が
作
者
に
と
っ
て
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
が
わ
か
る
。
逆
に
い
え
ば
、

こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
舞
台
と
な
る
中
山
道
や
美
濃
・
信
州
の
実
情
に
作
者

が
疎
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
実
体
験
や
見
聞
に
及
ん
だ
こ

と
を
主
人
公
に
託
し
て
の
著
述
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

三
編
冒
頭
は
「
続
膝
栗
毛
」
シ
リ
ー
ズ
の
実
質
的
始
ま
り

で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
述
べ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
こ
と

を
作
者
が
意
識
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
は
、
彼
が
体
験
し

た
事
実
は
雨
中
の
出
来
事
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、

や
は
り
官
頭

に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
で
始
め
る
こ
と
が
常
套
的
手
法
で
あ
ろ
う
と
考
え

一
九
自
身
の
性
格
か
ら
し
て
彼
は
こ
う
し
た
「
特
別
な
」
箇
所
に

お
い
て
常
套
的
手
法
を
採
る
事
は
極
め
て
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
捉

る
。



え
る
人
物
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
覆
す
よ

う
な
舞
台
背
景
の
設
定
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

か
な
り
未
知
の
要
素
が
あ
る
街
道
を
舞
台
と
す
る
「
続
膝
栗
毛
」
シ

リ
l
ズ
に
踏
み
出
す
一
九
は
、
主
人
公
の
二
人
以
上
に
不
安
や
緊
張
感

を
抱
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
し
た
不
安
は
、
二
人
の
晴
々
し
い

出
発
を
描
く
に
は
重
す
ぎ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彼
の
不
安
は
晴
々

と
し
た
出
発
風
景
よ
り
も
、
暗
く
淋
し
い
風
景
と
な
っ
て
表
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
が
あ
の
冒
頭
だ
ろ
う
と
推
測
を
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
木
曽
路
は
東
海
道
と
比
較
す
れ
ば
、
雨
や
曇
り
が
多
い
と
い

う
印
象
が
あ
る
。
そ
れ
は
海
辺
に
近
く
明
る
い
東
海
道
と
、
内
陸
で
山

中
が
多
く
暗
い
木
曽
路
の
印
象
の
比
較
で
も
あ
る
。
こ
の
印
象
の
違
い

lま

一
九
時
代
の
人
々
に
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
時
の
人
々
が
そ

う
し
た
印
象
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
印
象
の
違
い
を
一

九
が
冒
頭
箇
所
で
暗
示
を
し
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
三
編
の
挿
絵
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

三
編
の
挿
絵
と
画
賛
を
順
に
上
げ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
図

は
近
江
八
景
を
描
い
た
遠
景
図
(
見
聞
き
)
に
「
近
江
八
景

松
の
木

十
返

の
腹
に
生
ひ
た
る
夢
や
見
ん
か
ら
さ
き
の
夜
の
雨
に
ね
つ
き
で

舎
」の
賛
が
あ
る
。
第
二
図
は
風
雨
の
強
い
大
津
・
草
津
聞
の
場
面
図
(
見

聞
き
)
。
旅
合
羽
姿
の
二
人
と
蓑
に
杖
の
一
人
が
描
か
れ
る
。
「
せ
ら
母

坂
く
も
と
見
る
と
き
し
く
れ
け
り

五
片
品
一
口
半
九
」
の
賛
あ
り
。
第
一
一
一

図
は
草
津
宿
遠
景
図
(
半
丁
)
。
「
う
ら
若
き
草
つ
に
駒
の
い
は
ふ
な
り

一
河
」
の
賛
あ
り
。
第
四
図
は
草
津
の
旅
龍
屋
で
弥
次
が
風
呂
焚
き

の
女
と
会
話
を
交
わ
し
な
が
ら
入
浴
を
し
、
喜
多
が
そ
の
様
子
を
覗
う

場
面
図
(
見
開
き
)
。
「
ひ
と
声
は
耳
を
つ
き
ぬ
く
時
鳥
矢
畑
風
目
に
入

な
か
ら
き
く

感
和
亭
鬼
武
」
の
賛
あ
り
。
第
五
図
は
草
津
の
旅
能
屋
、

階
段
か
ら
落
ち
た
喜
多
を
描
く
場
面
図
(
見
聞
き
)
。
「
狂
言
の
あ
た
り

ま
へ
な
る
わ
る
じ
ゃ
れ
に
ど
っ
と
を
ち
く
る
二
か
い
さ
ん
じ
き

立
)11 

葎
石
」
の
賛
あ
り
。
賛
と
と
も
に
「

O
此
と
り
こ
み
の
中
に
て
ち
ょ
と

御
ひ
ろ
う
申
上
候

本
町
二
丁
目
ゑ
ど
ざ
く
ら
と
申
す
あ
ぶ
ら
見
せ
こ

の
た
び
あ
ら
た
め
大
や
す
う
り
い
た
し
候
何
と
ぞ
御
と
り
た
て
御
ひ
い

き
奉
候
希
上
候
と
こ
れ
は
さ
く
し
ゃ
一
九
の
口
上
」
が
あ
る
。
《
以
上
上

巻
》
。
下
巻
は
第
六
図
か
ら
始
ま
る
。
武
佐
宿
の
先
、
水
花
と
い
う
相
の

宿
で
草
龍
を
背
負
う
木
賃
宿
の
主
人
と
弥
次
喜
多
と
が
出
会
う
場
面
図

(
見
聞
き
)
。
「
曜
の
街
わ
た
る
や
花
う
つ
樹

浪
華
百
堂
」
「
ほ
と
、
き
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す
い
っ
て
き
水
の
音
す
な
り

堂
蔦
浪
甫
」「
ふ
せ
鑓
の
下
行
木
曽
の
杜

_.._唱
すー

青
梁
」
の
賛
あ
り
。
第
七
図
は
木
賃
宿
の
囲
炉
裏
脇
、
こ
の
家
の

亭
主
と
女
房
、
弥
次
が
描
か
れ
る
場
面
図
(
半
丁
)
。

「
し
ら
雲
に
つ
、

堂
罵
米
彦
」
の
賛
あ
り
。
第
八
図
は
摺
針
峠
か
ら

む
枕
に
よ
ふ
こ
鳥

の
風
景
図
(
見
聞
き
)
。
「
摺
針
峠

式
麿
」

「卯
の
は
な
に
寝
覚
ぬ
さ
と
は
な
か
り
け
り

の
賛
あ
り
。
第
九
図
は
鳥
居
本
宿
の
遠
景
図
(
見
聞
き
)
。

「愛
相
に
花

を
か
ざ
り
し
言
の
は
も
な
き
は
か
れ
木
の
き
ち
ん
と
ま
り
か

ほ
と
冶
き
す
声
も
す
り
は
り
峠
哉

芦
陰
舎
竹
斉
」

緑
亭
可

山
」
の
賛
あ
り
。
第
十
図
は
番
場
宿
の
禅
門
の
隠
居
宅
、
活
花
の
滑
稽

な
場
面
図
(
見
聞
き
)
。
「
ざ
ら
ざ
ら
と
手
さ
は
り
あ
ら
き
夜
具
な
ら
で

桜
花
亭
金
丸
」
の
賛
あ
り
。
第
十
一
図

さ
む
さ
に
肌
は
醒
が
井
の
宿

は
前
図
の
続
き
で
茶
の
湯
の
滑
稽
場
面
図
(
見
聞
き
)
。
賛
は
な
し
。
第

十
二
図
は
喜
多
八
ら
し
き
人
物
と
駕
龍
か
き
の
後
棒
と
の
会
話
場
面
の

図
(
半
丁
)
。
賛
は
な
し
。
第
十
三
図
は
村
芝
居
の
最
中
に
虎
な
ら
ぬ
狐

が
と
び
出
し
て
大
混
乱
を
す
る
と
い
う
滑
稽
場
面
図
(
見
聞
き
)
。
「虎

拳
お
も
ひ
か
外
の
き
つ
ね
に
は
何
と
庄
屋
も
こ
れ
は
め
い
わ
く

友
」
の
賛
が
あ
る
。
全
部
で
十
三
の
挿
絵
が
あ
り
、
風
景
図
が
四
国
で

場
面
図
が
九
図
と
い
う
分
類
で
あ
る
。
こ
の
絵
柄
の
割
合
は
、

『
膝
栗
毛
』
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の
東
海
道
中
に
お
け
る
割
合
と
近
い
も
の
が
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て

は

『膝
栗
毛
』
と
同
趣
向
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

挿
絵
か
ら
見
て
こ
の
三
編
が
「
続
膝
栗
毛
」
シ
リ
ー
ズ
の
実
質
的
最

初
の
編
で
あ
る
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
注
目
は
画
賛
者
で
あ
る
。

一
九
自
身
が
第
一
図
の
画
賛
者
に
な
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
五

片
舎
半
九
・
一
河
(
東
寧
舎
一
河
)
・
立
川
葎
石
は
一
九
が
主
宰
す
る
茶

番
狂
言
の

「十
返
舎
社
中
」
の
メ
ン
バ

ー
で
、
一
九
の
弟
子
筋
に
あ
た

り
、
彼
の
周
辺
の
人
物
た
ち
で
あ
る
。
感
和
亭
鬼
武
は
、

一
九
の
極
め

て
親
し
い
友
人
で
戯
作
者
。
ち
な
み
に
本
編
の
口
絵
画
者
で
あ
る
喜
多

川
月
麿
も
同
様
で
あ
る
し
、
同
じ
く
喜
多
川
式
麿
は
月
麿
の
弟
子
で
、

一
九
と
も
親
し
い
間
柄
で
あ
る
。
彼
は
第
八
図
の
風
景
図
の
賛
者
で
も

あ
る
。
下
巻
第
十
図
の
桜
花
亭
金
丸
は
、

一
九
と
同
じ
千
秋
側
の
狂
歌

師
で
、

一
九
と
は

「南
総
記
行

旅
眼
石
』
(
享
和
二
年
刊
)
以
来
の
交

友
が
あ
る
。
第
九
図
の
緑
亭
可
山
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
編
の
蹴

文
を
書
い
て
お
り
、
そ
の
他
に
も
本
六
編
の
序
文
・
四
編
の
蹴
文
を
始

三五
口口

め
と
し
て
、
画
賛
や
他
の
一
九
作
品
の
政
文
・
画
賛
を
記
し
て
お
り
、

こ
れ
も
一
九
と
の
親
し
い
関
係
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
第
十
三
図
の

語
友
は
不
詳
で
あ
る
が
、
以
上
記
し
た
人
物
た
ち
は
い
ず
れ
も
一
九
の



身
近
に
い
る
人
物
で
、
彼
ら
は

「膝
栗
毛
」
の
画
賛
も
多
く
も
の
し
て

い
る
。
そ
う
し
た
観
点
で
見
れ
ば
、
こ
の
編
の
「
特
別
さ
」
が
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
「
続
膝
栗
毛
」
シ
リ
ー
ズ
に
お
い
て
、
初
・

二
編
も
含
め
後
の
編
に
至
る
ま
で
よ
く
顔
を
出
す
人
物
た
ち
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
一

九
の
身
近
に
い
る
人
物
が
多
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ

れ
を
も
っ
て
最
初
の
編
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
右
に
あ
げ
た
人
物
以
外
の
画

賛
者
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
六
図
の
浪
華
百
堂
・
堂
罵
浪
甫
・
青
梁・

堂
罵
米
彦
・
芦
陰
舎
竹
斎
の
五
人
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
青
梁
は
未
詳

で
あ
る
が
、
百
堂
は
、
大
阪
の
人
。
田
辺
氏
。
名
は
敬
明
、
字
子
玄
、

通
称
五
郎
兵
衛
。
歩
々
斎
、
芦
陰
二
世
、
夜
半
亭
三
世
と
号
し
た
人
物

で
、
米
商
人
で
あ
っ
た
。
浪
甫
は
大
坂
堂
島
の
俳
人
。
米
彦
も
同
様
で

あ
る
が
、
そ
の
号
か
ら
米
商
人
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
芦
陰
舎
竹

斎
は
、
大
阪
の
人
。
浪
甫
の
門
人
。
四
世
芦
陰
舎
。
百
堂
と
浪
甫

・
竹

斎
は
同
門
の
俳
人
で
あ
り
、
米
彦
も
彼
ら
と
同
じ
堂
島
の
俳
人
で
あ
る

か
ら
友
人
知
人
の
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。
ま
た
未
詳
の
青
梁
も
彼

ら
と
並
ん
で
画
賛
の
匂
が
添
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
大
阪
堂
島
辺
の
俳

人
で
あ
っ
た
可
能
性
は
か
な
り
高
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
三
編

の
画
賛
者
の
中
で
、

一
九
周
辺
の
人
物
と
並
ん
で
大
阪
の
俳
人
が
顔
を

揃
え
て
い
る
こ
と
は
、
特
徴
的
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
続
膝
栗
毛
」
初
・

二一編
お
よ
び
四
編
を
見
る
と
、
ほ
と
ん
ど
が

一
九
周
辺
の
人
物
で
あ
っ

て、

三
編
の
よ
う
に
大
阪
の
俳
人
が
揃
っ
て
出
て
い
る
こ
と
は
な
い
。

一
九
が
大
阪
滞
在
中
に
知
り
合
っ
た
か
あ
る
い
は
世

こ
の
こ
と
は
、

話
に
な
っ
た
か
し
た
俳
人
の
画
賛
を
三
編
に
集
中
的
に
出
し
た
と
い
う

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
平
成
十
八
年
十
二
月
に
永
井
一
彰
氏
に
よ
っ
て

紹
介
さ
れ
た
一
九
の
自
筆
書
簡
は、

『膝
栗
毛
』
五
編
執
筆
に
際
し
、
そ

の
取
材
に
多
大
な
協
力
を
仰
い
だ
三
河
・
尾
張
の
文
人
た
ち
へ
の
礼
を

兼
ね
た
賀
状
で
、
宛
名
は
当
地
の
文
人
仲
間
の
中
心
的
存
在
で
あ
る
神

谷
剛
甫
(
狂
名
、
槻
芽
亭
田
楽
)
で
あ
る
。
こ
の
書
簡
中
に
「
先
々
御

蔭
を
以
当
春
之
ひ
さ
く
り
御
地
之
御
通
人
方
江
御
付
合
申
候
故
ニ
出
来

仕
右
御
礼
讃
書
丸
と
し
て
御
名
前
御
銘
々
相
し
る
し
置
申
候
御
代
歌
不

出
来
は
御
用
捨
可
被
下
候
」
(
解
読
、
永
井
氏
)
と
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

『膝
栗
毛
』
五
編
が
皆
様
の
お
蔭
で
出
来
た
こ
と
の
礼
が
述
べ
ら
れ
、

九
自
身
の
作
歌
を
お
世
話
い
た
だ
い
た
方
々
の
作
と
し
て
そ
の
名
前
と

と
も
に
作
中
に
載
せ
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
た
こ
と

は、

『膝
栗
毛
』
中
の
画
賛
は、

実
は

一
九
自
身
の
作
で
、
作
者
名
は

J¥ 
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九。

九
が
世
話
に
な
っ
た
り
作
中
に
掲
げ
た
い
と
思
っ
た
り
し
た
人
物
名
を

借
り
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
可
能
性
を
窺
わ
せ
る
内
容
で
あ
る
。
ま

さ
に

「膝
栗
毛
」
成
立
事
情
に
関
わ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
画
賛

の
す
べ
て
に
つ
い
て
の
検
討
は
他
日
に
譲
り
た
い
。

話
を

「続
膝
栗
毛
」
三
編
の
大
阪
の
俳
人
画
賛
者
に
戻
そ
う
。
右
の

書
簡
中
の
記
述
が
他
の
編
あ
る
い
は
「
続
膝
栗
毛
」
に
も
当
て
は
ま
る

と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
出
て
く
る
人
々
も
大
阪
滞
在
中
の
一
九
と
何
ら
か

の
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
そ
の
礼
と
し
て
一
九
が

「
続
膝
栗
毛
」
三
編
中
の
自
作
の
画
賛
句
に
彼
ら
の
名
を
付
し
た
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
他
の
一
九
周
辺
に
い
る
人

物
に
つ
い
て
も
同
様
の
事
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
他
の
編
に
載
ら
な
い
大
阪
の
俳
人
が
こ
の
編
に

載
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
「
続
膝
栗
毛
」
の
最
初
の
編
で
あ
る
か
ら
、
と

い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
か
と
考
え
る
。


