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◆ キーワード　語り手論／井上ひさし／戯作／奥浄瑠璃／藪原検校

【
第
七
四
回
研
究
例
会
】

〈
異
化
〉
す
る
語
り
手
と
し
て
の
井
上
ひ
さ
し

―「
藪
原
検
校
」
を
中
心
と
し
て
―

根 

岸　

英 

之

は
じ
め
に

本
学
会
二
〇
一
八
年
三
月
の
第
七
四
回
研
究
例
会
「
口
承
文
芸
と
文
学
」

は
、
企
画
し
た
小
堀
光
夫
氏
の
趣
旨
説
明
に
よ
れ
ば
、「
小
説
家
と
口
承
文

芸
の
語
り
手
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
創
造
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
伝
承
説
話

の
共
通
性
や
、
作
家
の
人
生
体
験
が
、
物
語
の
創
作
活
動
と
ど
う
関
わ
る

の
か
、
作
家
論
と
語
り
手
論
を
横
断
す
る
よ
う
な
議
論
を
し
た
い
」
と
あ

る
。
論
者
は
発
表
者
と
し
て
依
頼
を
受
け
、「〈
異
化
〉
す
る
語
り
手
と
し

て
の
井
上
ひ
さ
し
―
「
藪
原
検
校
」「
花
石
物
語
」「
父
と
暮
せ
ば
」
か
ら

―
」
と
題
し
、
作
家
・
劇
作
家
で
あ
る
井
上
ひ
さ
し
の
主
な
三
作
品
を
取

り
上
げ
、
趣
旨
説
明
に
沿
っ
て
〈
口
承
／
文
芸
〉（
研
究
）
を
捉
え
直
す
こ

と
を
試
み
た
。
発
表
の
一
部
は
別
稿
と
重
な
る
部
分
も
あ
り
（
１
）、

本
稿
で
は
、

「
藪や
ぶ
は
ら原

検け
ん
ぎ
ょ
う

校
」
に
重
点
を
置
い
て
ま
と
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

井
上
の
特
徴
を
先
取
り
的
に
述
べ
て
お
く
と
、
幼
少
期
か
ら
青
年
期
に

か
け
て
、
昔
話
を
聴
く
体
験
や
読
書
、
芝
居
な
ど
に
接
す
る
機
会
が
多
か
っ

た
こ
と
、
東
北
各
地
を
転
々
と
し
て
上
京
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
と
ば
へ

の
こ
だ
わ
り
や
、東
北
と
中
央
と
の
地
域
格
差
に
鋭
敏
な
問
題
意
識
を
も
っ

て
い
っ
た
こ
と
、
青
年
期
に
「
黄
表
紙
」
に
触
れ
「
戯
作
者
」
的
志
向
を

も
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
同
例
会
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
う
一
人
の
泉
鏡
花
が
、
柳
田
國

男
や
折
口
信
夫
ら
と
同
世
代
の
い
わ
ば
「
日
本
民
俗
学
」
黎
明
期
の
作
家

で
あ
る
の
に
比
し
て
、
井
上
は
「
日
本
民
俗
学
」
確
立
以
降
の
作
家
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
「
戯
作
者
」
的
視
点
で
〈
異
化
〉
す
る
対
象
は
、

既
存
の
物
語
・
口
承
文
芸
の
み
な
ら
ず
、
民
俗
学
・
口
承
文
芸
研
究
と
い
っ

た
学
問
の
枠
組
み
に
も
及
ん
で
い
る
点
に
あ
る
。
そ
れ
が
、
井
上
を
取
り

上
げ
る
こ
と
の
意
義
を
深
め
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
．
井
上
ひ
さ
し
の
昔
話
と
黄
表
紙
の
享
受
体
験

井
上
ひ
さ
し
（
一
九
三
四
〈
昭
和
九
〉―
二
〇
一
〇
〈
平
成
二
二
〉）
は
、

山
形
県
東
置
賜
郡
小
松
町
（
現
・
川
西
町
）
に
生
ま
れ
、
幼
少
期
に
昔
話
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を
聴
く
体
験
を
持
つ
。

　

僕
も
お
爺
さ
ん
と
お
婆
さ
ん
が
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
昔
話
を
面
白

く
し
て
く
れ
る
の
は
た
い
て
い
お
婆
さ
ん
で
し
た
。
／
た
ん
ぼ
の
中
に

塚
み
た
い
な
の
が
盛
り
上
が
っ
て
あ
り
ま
す
。
あ
そ
こ
の
塚
は
こ
う
こ

う
で
と
い
う
ふ
う
に
、
お
婆
さ
ん
の
話
が
進
む
に
つ
れ
て
子
ど
も
心
に
、

自
分
の
住
ん
で
い
る
普
通
の
景
色
だ
っ
た
所
が
全
部
意
味
を
持
っ
て
く

る
ん
で
す
ね
（
２
）。

　

幼
い
こ
ろ
に
金
作
あ
ん
に
ゃ
と
い
う
作
さ
く
お
と
こ男の

お
じ
い
さ
ん
が
い
ま
し

た
。（
中
略
）
た
い
へ
ん
お
話
が
上
手
で
し
た
。
毎
日
の
よ
う
に
土
地
に

伝
わ
る
話
を
し
て
く
れ
た
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
わ
た
し
た
ち
は
金
作

さ
ん
が
大
好
き
で
、
世
の
中
で
い
ち
ば
ん
偉
い
の
は
こ
の
人
だ
と
思
っ

て
い
ま
し
た
（
３
）。

文
学
好
き
の
父
が
四
歳
の
と
き
病
死
、
父
の
蔵
書
に
は
『
遠
野
物
語
』

『
滑
稽
文
学
全
集
』
な
ど
残
さ
れ
、
彼
の
文
学
の
源
泉
と
な
っ
た
。
ま
た
、

自
宅
の
近
く
に
小
松
座
と
い
う
芝
居
小
屋
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
演
芸
に

接
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
母
は
短
い
間
、
浪
曲
師
と
再
婚
し
て
い
る
が
、

作
家
井
上
へ
の
影
響
は
未
解
明
。
離
婚
後
、
母
の
手
一
つ
で
子
ど
も
を
育

て
る
こ
と
が
困
難
と
な
り
、
岩
手
県
一
関
市
の
仮
寓
先
か
ら
、
宮
城
県
仙

台
市
の
児
童
養
護
施
設
に
弟
と
入
園
。

一
九
五
三
年
（
昭
和
二
八
）、上
智
大
学
ド
イ
ツ
文
学
科
に
入
学
す
る
も
、

東
京
の
生
活
に
馴
染
め
ず
休
学
し
、
母
の
働
く
岩
手
県
釡
石
市
で
静
養
生

活
を
送
る
。
そ
の
間
、
衣
類
の
行
商
、
釡
石
療
養
所
で
働
き
、
釡
石
か
ら

遠
野
辺
り
で
口
承
文
芸
や
柳
田
國
男
の
世
界
へ
触
れ
る
と
と
も
に
、
図
書

館
で
黄
表
紙
や
推
理
小
説
を
耽
読
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

最
初
に
や
っ
た
仕
事
が
衣
類
の
行
商
で
す
ね
。（
中
略
）
遠
野
は
ち
ゃ

ん
と
呉
服
屋
が
あ
り
ま
す
か
ら
来
て
も
し
ょ
う
が
な
い
ん
で
、
遠
野
の

ま
わ
り
で
す
ね
。（
中
略
）
／
「
番
頭
さ
ん
、
お
ま
え
飯
く
え
」
／
な
ん

て
い
わ
れ
な
が
ら
、
い
ろ
り
端
で
で
す
ね
、
旅
館
に
も
ち
ゃ
ん
と
手
数

料
は
さ
し
あ
げ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
お
客
な
の
か
そ
の
旅
館
の
臨
時
出

店
な
の
か
ち
ょ
っ
と
わ
か
ら
な
い
で
す
が
、
い
ろ
り
端
へ
呼
ば
れ
て
、

い
ろ
ん
な
話
を
そ
の
隠
居
お
じ
い
さ
ん
な
ん
か
が
し
て
く
れ
る
わ
け
で

す
ね
、
お
ば
あ
さ
ん
と
か
。

　
（
中
略
）（
国
立
釡
石
療
養
所
で
働
く
よ
う
に
な
る
と
）
ぼ
く
ら
は
出

張
旅
費
を
も
ら
っ
て
遠
野
へ
泊
っ
た
り
、
花
巻
へ
泊
っ
た
り
し
て
。（
中

略
）
花
巻
へ
行
く
と
、
宮
沢
賢
治
の
と
こ
ろ
を
研
究
し
て
歩
い
た
り
で

す
ね
。
遠
野
へ
来
れ
ば
、
柳
田
国
男
さ
ん
が
泊
っ
た
旅
館
だ
と
か
い
っ

た
り
で
す
ね
、
大
変
に
い
い
経
験
し
ま
し
た
ね
（
４
）。

井
上
は
、
釡
石
の
図
書
館
で
、
江
戸
時
代
の
戯
作
文
学
で
あ
る
「
黄
表
紙
」

に
も
触
れ
た
。
井
上
の
好
き
な
黄
表
紙
に
朋ほ
う
せ
い誠

堂ど
う
き喜

三さ
ん
じ二

「
親
お
や
の
か
た
き敵

討
う
て
や

腹は
ら
つ
づ
み
皮
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
昔
話
「
カ
チ
カ
チ
山
」
の
後
日
談
で
、
タ
ヌ

キ
の
子
が
ウ
サ
ギ
を
敵
討
ち
し
、
ウ
サ
ギ
は
最
期
に
討
た
れ
、「
ウ
（
鵜
）」

と
「
サ
ギ
（
鷺
）」
に
な
っ
て
飛
ん
で
い
っ
た
と
い
う
オ
チ
の
物
語
で
あ
る
。

こ
う
し
た
黄
表
紙
が
享
受
さ
れ
た
背
景
に
は
、
元
と
な
る
「
昔
話
」
が
広

く
庶
民
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
う
し
た
話
の
パ
ロ
デ
ィ
や
言
葉
遊
び
を



44

楽
し
み
な
が
ら
、
さ
ら
に
は
当
時
の
世
相
を
茶
化
す
と
い
う
文
化
が
受
け
入

れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

井
上
は
、こ
う
し
た
黄
表
紙
戯
作
者
の
前
日
談
や
後
日
談
へ
の
こ
だ
わ
り
、

言
葉
へ
の
こ
だ
わ
り
、
世
の
中
の
現
象
を
逆
に
考
え
る
こ
と
へ
の
こ
だ
わ
り

に
、
現
代
文
学
に
は
な
い
可
能
性
を
見
い
出
し
、
自
ら
を
「
現
代
の
戯
作
者
」

と
位
置
づ
け
、
作
家
活
動
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
５
）。

こ
の
「
戯
作
者
」
的
志
向
が
、〈
異
化
〉
と
い
う
概
念
と
重
な
る
も
の
と

い
え
る
。〈
異
化
〉
と
は
、
ソ
ビ
エ
ト
の
文
学
評
論
家
シ
フ
ロ
フ
ス
キ
ー
に

よ
っ
て
提
唱
さ
れ
、
井
上
も
敬
愛
し
た
ド
イ
ツ
の
劇
作
家
ブ
レ
ヒ
ト
が
積

極
的
に
提
唱
し
た
文
芸
理
論
で
あ
る
。
人
々
が
当
た
り
前
に
見
て
い
る
も

の
を
、
あ
え
て
ず
ら
し
て
表
現
す
る
こ
と
で
、
読
者
や
観
客
に
、
見
慣
れ

な
い
世
界
を
提
示
し
、
物
事
を
批
判
的
に
見
せ
る
趣
向
で
あ
る
（
６
）。

二
．『
新
釈
遠
野
物
語
』
と
『
花
石
物
語
』

釡
石
時
代
の
自
身
の
口
承
文
芸
や
民
俗
学
的
世
界
へ
の
体
験
を
、〈
異
化
〉

す
る
形
で
書
い
た
「
現
代
の
戯
作
」
と
も
言
う
べ
き
作
品
が
、『
遠
野
物
語
』

を
換
骨
奪
胎
し
た
『
新
釈
遠
野
物
語
』（
一
九
七
二
〜
七
四
年
雑
誌
掲
載
、

一
九
七
六
年
単
行
本
化
）、
釡
石
時
代
の
自
伝
的
小
説
『
花
石
物
語
』

（
一
九
七
八
〜
七
九
年
雑
誌
連
載
、
一
九
八
〇
年
単
行
本
化
）
で
あ
る
。

『
新
釈
遠
野
物
語
』
に
つ
い
て
は
、扇
田
昭
彦
氏
の
的
確
な
評
価
が
あ
る
。

　

こ
の
書
は
、『
遠
野
物
語
』
の
世
界
に
敬
意
を
払
い
、
そ
れ
を
下
地
と

し
つ
つ
、
し
か
し
あ
る
部
分
で
は
、
柳
田
国
男
の
方
法
に
批
判
的
な
異

論
を
唱
え
る
試
み
で
す
ら
あ
る
と
思
わ
れ
る
。（
中
略
）
井
上
氏
は
『
新

釈
遠
野
物
語
』
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、『
遠
野
物
語
』
で
は
省
略
さ
れ
て

い
た
も
の
、
つ
ま
り
昔
話
の
語
り
手
と
聞
き
手
、
そ
し
て
語
り
の
調
子

を
復
活
さ
せ
た
。
そ
れ
は
い
い
か
え
れ
ば
、
も
と
も
と
語
り
手
と
聞
き

手
と
い
う
親
密
な
関
係
の
場
が
な
く
て
は
成
立
し
え
な
い
、
演
劇
的
行

為
と
し
て
の
物
語
の
構
造
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
柳
田
国

男
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
す
ば
ら
し
い
緊
密
で
簡
潔

な
文
語
体
を
駆
使
し
て
、
見
事
な
民
俗
学
的
、
文
学
的
世
界
と
し
て
成

立
さ
せ
た
説
話
を
、
井
上
氏
は
よ
り
原
型
的
な
方
向
へ
、
つ
ま
り
よ
り

演
劇
的
な
方
向
へ
引
き
も
ど
し
て
再
構
築
し
て
み
よ
う
と
は
か
っ
た
の

で
あ
る
（
７
）。

『
花
石
物
語
』
で
は
、
東
京
の
大
学
に
進
学
し
た
も
の
の
、
東
京
の
生
活

や
「
こ
と
ば
」
に
な
じ
め
な
い
夏
夫
が
、
母
の
住
む
「
花
石
」
に
帰
省
し
、

魚
干
場
か
ら
聴
こ
え
て
く
る
お
ば
さ
ん
た
ち
の
艶
笑
譚
に
、
心
を
癒
さ
れ

る
場
面
が
小
説
の
初
め
の
ほ
う
で
描
か
れ
る
。

　

背
後
で
岸
壁
の
コ
ン
ク
リ
が
砕
け
散
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
、
高
い
、

長
い
笑
い
声
が
あ
が
っ
た
。
振
り
返
る
と
、
魚
干
場
で
烏
賊
裂
き
の
お

ば
さ
ん
た
ち
の
膝
を
叩
き
、
腹
を
抱
え
し
て
い
る
の
が
目
に
入
っ
た
。

夏
夫
は
そ
ろ
そ
ろ
と
魚
干
場
へ
近
づ
い
て
行
っ
た
。
そ
し
て
、隅
に
引
っ

く
り
返
し
て
あ
っ
た
烏
賊
釣
舟
の
、
底
に
腰
を
お
ろ
し
、
お
ば
さ
ん
た

ち
の
話
に
耳
を
そ
ば
だ
て
た
。

 「
あ
る
時ど
ぎ

よ
、
ま
だ
年と
す

の
行え

が
ね
え
童
わ
ら
す

ァ
、
川
の
岸き
す

さ
腰こ
す

掛
げ
て
休
ん
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で
居え

だ
ば
、
在じ
え
ご郷

の
方ほ
ー

が
ら
、
娘
あ
ね
つ
こ

ァ
、
じ
ゃ
ぶ
じ
ゃ
ぶ
ど
川
ば
渡わ
だ

っ

て
来
た
ん
だ
ど
」

　

刃
物
を
正
確
に
、
そ
し
て
素
早
く
扱
い
な
が
ら
、
ひ
と
き
わ
潮
灼
け

し
て
赤
黒
い
顔
を
し
た
お
ば
さ
ん
が
喋
り
だ
し
た
。（
中
略
）

　

夏
夫
と
い
え
ば
、
話
の
中
身
よ
り
も
、
語
ら
れ
る
こ
と
ば
そ
の
も
の

に
う
っ
と
り
と
な
っ
て
い
た
。
お
ば
さ
ん
の
こ
と
ば
の
う
ね
り
に
心
を

ゆ
だ
ね
な
が
ら
、
前
々
日
ま
で
自
分
の
ま
わ
り
を
飛
び
交
っ
て
い
た
、

ガ
ラ
ス
の
破
片
の
よ
う
に
硬
く
て
剣
呑
な
あ
の
こ
と
ば
と
ど
う
し
て
こ

う
も
ち
が
う
の
だ
ろ
う
、
と
考
え
て
い
た
。
自
分
の
生
れ
た
所
と
同
じ

音
、
同
じ
う
ね
り
を
持
つ
お
ば
さ
ん
の
こ
と
ば
は
ま
る
で
大
き
な
海
の

よ
う
だ
。
夏
夫
は
つ
ま
り
、
精
神
の
按
摩
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
８
）。

『
花
石
物
語
』
で
は
ま
た
、
鶏
先
生
と
い
う
郷
土
の
歴
史
や
文
化
を
調
べ

る
こ
と
で
自
己
存
在
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
人
物
が
登
場
し
、
艶
笑
譚
を

採
集
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
大
き
く
描
か
れ
る
。

 「
否
う
ん
に
ゃ、

こ
れ
ァ
学
問
ス
。
艶
笑
民
話
ば
手
掛
り
に
、
山
の
民
の
、
な
ん

言つ
ーう

か
、
意え
す
ぎ識

の
下
の
意え
す
ぎ識

ば
解け
ー
め
ー明

す
る
訳
だ
べ
ス
。
こ
れ
ァ
柳
田
国

男
も
手
ば
付
け
無ね

が
っ
た
大お
ー
す
ご
ど

仕
事
で
が
あ
」

 「
あ
ー
、
あ
の
先
生
は
上
品
た
が
り
だ
が
ら
な
ス
」

 「
ん
だ
。
上
品
た
が
り
の
学
者
連
の
限げ
ん
け
ー界

ば
越
え
ん
の
ヨ
。『
遠
野
物も
の

語が
だ
る』

の
向
う
ば
張
っ
て
『
栗
野
物も
の
が
だ
る

語
』。
本
コ
の
題
名
も
ち
ゃ
ん
と

在あ

っ
こ
っ
た
。
無ね
ーい

の
は
中な
が
み身

だ
げ
ス
」

『
花
石
物
語
』
は
、『
新
釈
遠
野
物
語
』
よ
り
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
形
で
、

艶
笑
譚
を
学
問
対
象
か
ら
排
除
し
た
柳
田
民
俗
学
を
元
に
す
る
口
承
文
芸

研
究
を
〈
異
化
〉
す
る
作
品
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
方
言
を

活
か
し
た
活
字
表
記
に
も
こ
だ
わ
り
が
み
ら
れ
、
こ
こ
に
も
、
共
通
語
で

記
録
さ
れ
た
柳
田
口
承
文
芸
研
究
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
が
見
て
取
れ
る
。

方
言
の
問
題
に
つ
い
て
、
石
井
正
己
氏
は
、『
新
釈
遠
野
物
語
』
に
触
れ

つ
つ
、「
井
上
は
ま
だ
昔
話
が
方
言
で
語
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
に
気
が
つ
い

て
い
な
い
。
こ
の
作
品
は
そ
う
し
た
点
か
ら
見
れ
ば
、一
九
八
〇
年
の
『
花

石
物
語
』
や
一
九
八
一
年
の
『
吉き
り
き
り
じ
ん

里
吉
里
人
』
に
行
く
通
過
点
に
過
ぎ
な

か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い（
９
）。」

と
言
及
し
て
い
る
。

井
上
の
創
作
に
お
い
て
、
方
言
の
問
題
が
顕
在
化
し
た
の
は
、

一
九
七
六
年
（
昭
和
五
一
）
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
の
客
員
教
授

と
し
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
五
ヶ
月
ほ
ど
滞
在
し
、
キ
ャ
ン
ベ
ラ
市
で
戯

曲
「
雨
」
を
山
形
県
南
部
方
言
で
執
筆
し
た
こ
と
が
、大
き
な
転
機
に
な
っ

た
と
さ
れ
る
。
井
上
は
、「
わ
た
し
は
ま
ず
一
景
ず
つ
標
準
語
で
書
き
、
次

に
こ
の
地
方
の
古
老
が
ぽ
つ
ぽ
つ
と
語
る
昔
話
の
テ
ー
プ
を
基
に
こ
し
ら

え
あ
げ
た
自
家
用
の
方
言
辞
典
と
首
っ
ぴ
き
で
、
標
準
語
の
テ
キ
ス
ト
を

方
言
に
「
翻
訳
」
し
た
の
だ
っ
た
）
10
（

。」
と
述
懐
す
る
。
こ
の
創
作
の
背
景
に
、

「
昔
話
の
テ
ー
プ
」
が
登
場
す
る
点
に
も
注
目
し
て
い
い
。

『
新
釈
遠
野
物
語
』
の
雑
誌
連
載
が
一
九
七
二
年
、『
花
石
物
語
』
の
雑

誌
連
載
が
一
九
七
八
年
、『
吉
里
吉
里
人
』
の
方
言
が
多
用
さ
れ
る
章
の
雑

誌
連
載
再
開
が
一
九
七
八
年
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
点
と
符
合
す
る
。

そ
の
後
、
井
上
に
は
、
方
言
で
書
か
れ
た
小
説
や
戯
曲
が
見
ら
れ
る
の
は
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周
知
の
通
り
で
あ
る
。

三
．
上
京
後
の
活
躍
と
評
伝
「
藪
原
検
校
」

釡
石
で
二
年
半
を
過
ご
し
た
井
上
は
、
一
九
五
六
年
（
昭
和
三
一
）、
上

智
大
学
フ
ラ
ン
ス
語
科
に
復
学
し
、
浅
草
フ
ラ
ン
ス
座
文
芸
部
員
と
な
り
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
執
筆
の
仕
事
を
始
め
、
世
界
の
童
話
や
民
話
の
再

話
な
ど
を
手
が
け
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
、
井
上
が
ど
の
よ
う
な
口
承

文
芸
に
対
す
る
疑
問
に
直
面
し
た
か
は
後
に
述
べ
る
。

一
九
五
八
年
、
戯
曲
「
う
か
う
か
三
十
、
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
四
十
」
が
、

文
部
省
主
催
芸
術
祭
脚
本
賞
の
奨
励
賞
を
獲
得
す
る
。
時
は
む
か
し
。
東

北
の
と
あ
る
村
は
ず
れ
。
と
の
さ
ま
と
侍
医
と
、
と
の
さ
ま
が
懸
想
す
る

少
女
が
出
て
く
る
民
話
風
な
劇
で
、
木
下
順
二
の
民
話
劇
の
影
響
が
指
摘

さ
れ
て
い
る）

11
（

。

一
九
六
四
〜
六
九
年
、山
元
護
久
と
共
作
で
人
形
劇
「
ひ
ょ
っ
こ
り
ひ
ょ

う
た
ん
島
」
の
脚
本
を
執
筆
。
一
九
六
九
年
の
戯
曲
「
日
本
人
の
へ
そ
」

で
演
劇
界
デ
ビ
ュ
ー
。
一
九
七
二
年
、
小
説
「
手
鎖
心
中
」
で
直
木
賞
受

賞
を
果
た
し
、「
戯
作
者
」
へ
の
憧
れ
が
、
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
。

一
九
七
二
年
、『
中
央
公
論
臨
時
増
刊　

歴
史
と
人
物
』
六
月
号
に
評
伝

「
藪
原
検
校
」
を
掲
載
。
こ
れ
が
、翌
年
に
初
演
さ
れ
る
戯
曲
「
藪
原
検
校
」

の
元
と
な
っ
た
。
次
の
よ
う
な
書
き
出
し
で
始
ま
る
。

　

少
年
時
代
、
あ
る
事
情
が
あ
っ
て
、
東
北
の
、
山
形
、
岩
手
、
宮
城
、

青
森
の
各
県
を
転
々
と
し
た
が
、
私
の
転
出
先
に
は
、
ど
う
い
う
わ
け

か
必
ず
、
小
さ
い
が
深
い
、
暗
緑
色
の
腐
っ
た
よ
う
な
水
を
湛
え
た
沼

や
池
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
陰
気
な
沼
や
池
は
、
こ
れ
ま
た
ど
う
い
う

わ
け
か
、
必
ず
そ
れ
ぞ
れ
「
座
頭
池
」「
琵
琶
ヶ
淵
」「
盲
沼
」「
キ
ン

ギ
ョ
池
」
な
ど
、
盲
人
と
因
縁
の
深
そ
う
な
名
で
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
、

子
ど
も
心
に
も
、
不
思
議
だ
な
と
思
っ
た
記
憶
が
あ
る
。（「
キ
ン
ギ
ョ

池
」
と
は
、
正
し
く
は
「
検
校
池
」
の
こ
と
で
、「
検
校
」
が
東
北
風
に

訛
る
と
「
金
魚
」
に
な
る
。（
中
略
））

　

こ
れ
ら
の
沼
や
池
の
名
前
の
由
来
を
聞
く
と
、「
昔
、
座
頭
や
琵
琶
法

師
が
誤
っ
て
転
落
し
、
溺
死
し
た
か
ら
だ
よ
」
と
い
う
の
が
、
い
ず
れ

も
共
通
し
た
。マ
マ

そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
人
た
ち
の
答
だ
っ
た
が
、
今
度
、

藪
原
検
校
に
つ
い
て
書
く
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
資
料
に
当
っ
て
み
る
と
、

盲
人
た
ち
は
誤
っ
て
沼
や
池
に
転
落
し
た
の
で
は
な
く
、
ど
う
や
ら
目

明
き
た
ち
の
手
で
、
沼
や
池
に
突
き
落
さ
れ
、
溺
死
を
強
い
ら
れ
た
、

と
い
う
の
が
真
実
ら
し
い
の
で
あ
る）

12
（

。

こ
の
後
、
藪
原
検
校
が
生
ま
れ
た
寛
保
元
年
（
一
七
四
二
）
頃
、
仙
台

地
方
で
は
、
座
頭
が
奥
浄
瑠
璃
を
語
っ
て
、
村
人
た
ち
が
接
待
す
る
風
習

の
あ
っ
た
こ
と
や
、
座
頭
の
人
数
、
飢
饉
の
惨
状
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
く
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、「
私
」
に
よ
っ
て
、
東
北
の
「
検
校
池
」
の
由
来

や
背
景
が
解
釈
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
か
と
思
う
と
、

　

稀
代
の
大
悪
党
藪
原
検
校
の
一
代
記
、
そ
の
生
い
立
ち
か
ら
非
業
の

最
期
ま
で
、
紙
数
に
も
限
り
が
あ
る
の
で
、
調
子
を
つ
け
て
通
り
い
っ

ぺ
ん
、
す
ら
す
ら
す
ら
と
申
し
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
調
子
を
つ
け
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て
す
ら
す
ら
す
ら
と
な
る
と
、
こ
こ
に
ど
う
し
て
も
藪
原
検
校
の
主
題

歌
が
入
っ
て
く
る
…
…

と
、
語
り
物
風
な
表
現
が
織
り
込
ま
れ
て
く
る
。

検
校
は
塩
釡
に
生
ま
れ
た
が
、
魚
行
商
人
の
父
親
が
、
産
衣
な
ど
を
整

え
て
や
り
た
い
と
思
い
、
峠
で
座
頭
を
こ
ろ
し
て
金
を
奪
っ
た
と
こ
ろ
、

そ
の
因
果
で
、
盲
目
で
生
ま
れ
て
し
ま
い
、
座
頭
と
し
て
師
匠
に
つ
い
て

人
生
を
歩
む
こ
と
に
な
る
。
杉
の
市
と
名
乗
っ
て
座
頭
に
弟
子
入
り
し
た

記
述
の
合
間
に
は
、
奥
浄
瑠
璃
と
早
物
語
の
解
説
が
加
え
ら
れ
る
。

　

杉
の
市
は
、
表
看
板
の
奥
浄
瑠
璃
よ
り
も
、
余
興
の
早
物
語
の
ほ
う

が
得
意
だ
っ
た
よ
う
だ
。
奥
浄
瑠
璃
と
早
物
語
の
関
係
は
、
能
と
狂
言
、

オ
ペ
ラ
と
オ
ペ
レ
ッ
タ
、
パ
ゾ
リ
ー
ニ
と
ワ
イ
ル
ダ
ー
、
純
文
学
と
大

衆
文
学
、
俳
優
座
と
テ
ア
ト
ル
エ
コ
ー
の
関
係
に
似
て
、
前
者
が
真
面

目
で
お
ご
そ
か
で
、
重
厚
で
、
謹
厳
で
、
た
め
に
な
っ
て
、
肩
が
凝
っ

て
、
あ
ん
ま
り
面
白
味
の
な
い
の
に
較
べ
、
後
者
は
不
真
面
目
で
、
そ

そ
っ
か
し
く
て
、
軽
躁
で
、
た
め
に
も
な
に
も
な
ら
な
く
て
、
肩
が
ほ

ぐ
れ
て
、
面
白
い
…
…
と
、
コ
ト
バ
を
い
く
ら
羅
列
し
て
も
始
ま
ら
ぬ

の
で
、
本
田
安
次
氏
の
『
語
り
物
・
風
流
二
』（
木
耳
社
刊
）
に
収
め
ら

れ
て
い
る
早
物
語
資
料
を
基
に
、
改
悪
改
作
近
代
化
し
て
お
目
に
か
け

よ
う
。
杉
の
市
は
毎
夜
、
東
北
の
村
々
で
、
師
匠
の
琶
の
市
が
「
義
経

記
」
か
ら
三
段
ほ
ど
物
語
っ
た
後
、
座
興
に
次
の
よ
う
な
文
句
を
面
白

お
か
し
く
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
本
田
安
次
『
日
本
の
民
俗
芸
能
4　

語
り
物
・
風
流
２
』

（
一
九
七
〇　

木
耳
社
）
が
参
考
文
献
と
し
て
明
記
さ
れ
、
そ
こ
に
収
め
ら

れ
た
詞
章
を
若
干
手
直
し
す
る
形
で
、
早
物
語
の
実
例
が
二
ペ
ー
ジ
に
わ

た
っ
て
記
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
杉
の
市
は
悪
事
を
重
ね
な
が
ら
、
江
戸
の
藪
原
検
校
の
元
へ

弟
子
入
り
し
、
二
代
目
藪
原
検
校
を
名
乗
る
も
悪
事
が
ば
れ
、
老
中
田
沼

意
次
の
時
、
千
住
小
塚
原
で
獄
門
晒
し
首
の
最
期
を
遂
げ
る
と
い
う
内
容

と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
掲
載
誌
は
、「
歴
史
と
人
物
」
特
集
で
あ
り
、
読
者
は
こ
れ
が
、
実

在
人
物
の
評
伝
な
の
か
、
創
作
な
の
か
、
判
然
と
し
な
い
ま
ま
、
享
受
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
井
上
は
後
に
、
戯
曲
「
藪
原
検
校
」
単
行
本
の
後
書

き
の
体
裁
で
、
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
書
き
記
し
て
い
る
。

　

一
通
は
、
日
本
盲
人
史
を
研
究
し
て
お
い
で
の
あ
る
学
者
か
ら
の
も

の
で
、「
わ
た
し
は
四
十
年
間
、
盲
人
の
歴
史
に
つ
い
て
調
べ
て
い
る
一

学
究
で
あ
る
が
、
あ
な
た
の
評
伝
『
藪
原
検
校
』
を
一
読
し
、
自
信
を

無
く
し
た
。
と
い
う
の
は
藪
原
検
校
の
初
代
に
つ
い
て
は
資
料
も
あ
り
、

わ
た
し
も
か
な
り
の
と
こ
ろ
ま
で
調
べ
が
つ
い
て
い
る
が
、
そ
の
二
代

目
、
す
な
わ
ち
あ
な
た
の
書
か
れ
た
杉
の
市
と
い
う
人
物
の
こ
と
は
、

皆
目
知
る
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。」（
中
略
）
評
伝
な
ど
と
は
嘘

の
皮
、
二
代
目
藪
原
検
校
な
る
人
物
は
、
じ
つ
は
実
在
し
な
い
か
ら
で

あ
る
。
つ
ま
り
、わ
た
し
が
勝
手
に
こ
し
ら
え
あ
げ
た
架
空
の
人
物
だ
っ

た
の
だ）

13
（

。
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語
り
物
の
研
究
を
巧
み
に
取
り
入
れ
な
が
ら
、
研
究
者
を
も
目
く
ら
ま

し
に
さ
せ
る
、「
戯
作
者
」
井
上
の
本
領
発
揮
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

（
も
っ
と
も
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
、
本
当
か
ど
う
か
は
あ
や
し
い
と
こ
ろ
で

あ
る
）。

四
．�

戯
曲「
藪
原
検
校
」の〈
異
化
効
果
〉と
遅
筆
堂
文
庫
の
蔵
書

こ
の
評
伝
を
元
に
戯
曲
化
し
た
作
品
が
、
一
九
七
三
年
初
演
の
「
藪
原

検
校
」
で
あ
る
。
戯
曲
で
は
、「
盲
太
夫
」
と
い
う
語
り
手
が
舞
台
の
端
に

登
場
し
、
三
味
線
の
よ
う
に
奏
で
る
ギ
タ
ー
の
生
演
奏
と
と
も
に
、
物
語

が
展
開
し
て
い
く
。
盲
太
夫
は
、
と
き
に
物
語
を
解
説
し
た
り
、
観
客
を

茶
化
し
た
り
と
、
戯
曲
の
構
造
自
体
、
語
り
物
の
大
枠
が
設
定
さ
れ
る
形

と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
語
り
は
〈
異
化
効
果
〉
を
生
む
役
割
を
持
つ
。

そ
の
な
か
で
、
先
の
シ
ー
ン
の
早
物
語
の
場
面
も
上
演
さ
れ
る
。

　

杉
の
市そ

も
そ
も
源
平
合
戦
壇
ノ
浦
の
戦
い
…
…

な
ら
ぬ

0

0

0

黒
白
餅
合
戦
囲
炉
裏
ヶ
浦
の
戦
い
は
、

時
は
臼う
す
き
ね杵

の
御
代
の
こ
と
。

天
腹
元
年　

薬や
か
ん罐
の
年
越
し
、

茶
釡
の
正
月　

松
の
内
、

と
あ
る
屋
敷
の
仏
壇
に
、

め
で
た
き
餅
ど
も
勢せ
い
ぞ
ろ揃

い
。

ま
ず
一
番
に
、
胡ご
ま麻

入
り
の
黒
子
餅
、

上
座
に
で
ん
と
直
ら
れ
け
れ
ば
、

白
餅
ど
の
が
大
立
腹
、

 「
お
の
れ
憎
っ
く
き
黒
子
餅
、

肌
色
黒
き
い
や
し
き
身
に
て
、

我
よ
り
上
座
に
坐
る
と
は
、

傲ご
う
ま
ん
ふ
そ
ん

慢
不
遜　

無
礼
千
万
。（
以
下
略
）
14
（

）

こ
の
早
物
語
は
、
一
八
〇
行
以
上
に
及
ん
で
長
く
語
ら
れ
る
の
だ
が
、

江
戸
時
代
の
東
北
に
か
つ
て
語
ら
れ
て
い
た
奥
浄
瑠
璃
や
早
物
語
が
、
い

か
に
展
開
さ
れ
て
い
た
か
が
演
劇
的
に
舞
台
化
さ
れ
て
い
る
。
論
者
は
、

二
〇
〇
七
年
の
古
田
新
太
（
蜷
川
幸
雄
演
出
）
版
と
、
二
〇
一
二
年
の
野

村
萬
斎
（
栗
山
民
也
演
出
）
版
を
観
劇
し
て
い
る
が
、「
語
り
芸
」
の
実
演

を
堪
能
で
き
る
大
き
な
見
せ
場
と
な
っ
て
い
た
。
演
じ
ら
れ
る
こ
と
を
意

図
し
た
戯
曲
な
ら
で
は
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
本
田
安
次
前
掲
書
の
詞
章
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　

抑
々
小
豆
餅
黍
餅
、
そ
の
外
あ
ま
た
の
餅
ど
も
の
由
来
を
詳
し
う
尋

ぬ
る
に
、
頃
は
臼う
す
き
ね杵

の
御
代
と
か
や
、
天
福
元
年
薬
缶
の
年
越
し
、
茶

釡
の
春
の
事
な
る
に
、
か
く
て
三
月
三
日
雛
ひ
い
な

内
裏
を
飾
ら
る
ゝ
。
先

づ
一
番
に
小
豆
餅
、
上
座
に
む
っ
と
直
ら
れ
け
る
。
二
番
に
見
ゆ
る
は

雑
煮
餅
、
ず
っ
と
下
座
に
見
え
け
る
は
、
黍
餅
ど
の
と
ぞ
見
え
に
け
る）

15
（

。

読
み
比
べ
る
と
、
井
上
が
伝
承
の
詞
章
を
参
考
に
し
な
が
ら
も
、
い
か

に
自
身
の
作
品
の
詞
章
と
し
て
練
り
上
げ
て
い
る
か
が
認
め
ら
れ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
の
作
品
の
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
は
、
実
は
井
上
に
よ

る
全
く
の
創
作
で
は
な
く
、
ネ
タ
本
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
諏
訪
春
雄

氏
と
扇
田
昭
彦
氏
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

　

筆
者
自
身
が
言
明
す
る
よ
う
に
す
べ
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
が
、

（
中
略
）
お
そ
ら
く
、
中
山
太
郎
の
『
日
本
盲
人
史
』
な
ど
が
主
要
な
参

考
資
料
と
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、（
中
略
）
著
者
が
こ
の
戯
曲
の

構
想
に
利
用
し
た
資
料
は
他
に
も
存
在
し
た
。
三
世
河
竹
新
七
作
、
明

治
三
十
二
年
初
演
の
「
成
田
道
初
音
藪
原
」（
通
称
藪
原
検
校
）
で
あ
る
。

こ
の
歌
舞
伎
は
、
古
今
亭
志
ん
生
の
人
情
噺
と
、
こ
れ
を
も
と
に
蓁
々

斎
桃
葉
が
講
談
化
し
て
「
や
ま
と
新
聞
」
に
掲
載
し
た
も
の
と
を
参
考

に
し
て
脚
色
さ
れ
た
も
の
で
、
杉
の
市
の
ち
の
二
代
藪
原
検
校
の
悪
の

一
生
を
劇
化
し
た
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
著
者
は
こ
れ
ら
先
行
の
藪
原

検
校
物
の
い
ず
れ
か
を
利
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る）

16
（

。

　

井
上
の
話
で
は
、
氏
が
執
筆
に
当
た
っ
て
ス
ト
ー
リ
ー
の
参
考
と
し

た
の
は
、『
定
本
講
談
名
作
全
集
』（
全
八
巻
、
講
談
社
刊
、
一
九
七
一

年
）
の
別
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
佐
野
孝
執
筆
の
「
名
講
談
解
題
」
の

一
項
目
、「
藪
原
検
校
」
の
荒
筋
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
前

述
の
蓁
々
斎
桃
葉
の
講
談
に
基
づ
く
要
約
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
分
量
は

原
稿
用
紙
に
し
て
わ
ず
か
二
枚
強
の
ご
く
短
い
も
の
で
あ
る）

17
（

。

こ
う
し
た
創
作
過
程
を
検
証
す
る
の
に
、
井
上
は
格
好
の
作
家
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
そ
の
蔵
書
の
ほ
と
ん
ど
が
、
一
九
八
七
年
（
昭
和
六
二
）

以
降
、
生
ま
れ
故
郷
川
西
町
に
寄
贈
さ
れ
、「
遅
筆
堂
文
庫
」
と
し
て
閲
覧

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
文
庫
で
は
、

・ 

安
間
清
『
早
物
語
覚
え
書
』
一
九
六
四　

甲
陽
書
房
（
餅
合
戦
な
ど

所
収
）

・ 

本
田
安
次
『
日
本
の
民
俗
芸
能
4　

語
り
物
、
風
流
2
』
一
九
七
〇　

木
耳
社
（
牛
若
東
下
り　

餅
合
戦
所
収
）

・
中
山
太
郎
『
日
本
盲
人
史
』
一
九
三
四　

昭
和
書
房

・『
定
本
講
談
名
作
全
集
』
別
巻　

一
九
七
一　

講
談
社　

・ 『
藪
原
検
校
』
１
〜
4
貴
重
書
（
同
館
蔵
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
書
誌

情
報
不
明
）

な
ど
が
、
蔵
書
と
し
て
確
認
で
き
た
。
本
田
著
書
は
傍
線
な
ど
も
引
か
れ
、

参
考
に
し
て
い
た
形
跡
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
同
書
に
は
、
雑
誌
一
ペ
ー

ジ
の
切
り
取
り
が
挟
み
込
ま
れ
て
い
た
が
、
伊
藤
慎
吾
氏
（
国
際
日
本
文

化
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
准
教
授
）
の
ご
教
示
に
よ
り
、『
民
俗
芸
能
』
三
五 遅筆堂文庫蔵書より
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（
一
九
六
九
年
一
月
号　

日
本
青
年
館
）
掲
載
の
高
橋
秀
雄
「
奥
浄
瑠
璃

（
１
）」
の
「
黒
白
餅
合
戦
」
の
部
分
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
さ
ら
に
、

『
藪
原
検
校
』
と
だ
け
書
誌
登
録
さ
れ
て
い
た
貴
重
書
に
つ
い
て
、
遅
筆
堂

文
庫
の
遠
藤
敦
子
氏
に
調
査
し
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
、
蓁
々
斎
桃
葉
『
藪

原
検
校
』
一
八
九
三
年
（
明
治
二
十
六
）
や
ま
と
新
聞
社
で
あ
る
こ
と
が

同
定
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
井
上
が
参
考
と
し
た
蔵
書
と
作
品
を
比
較
す
る
こ
と
に

よ
り
、
ど
の
よ
う
な
部
分
を
参
考
に
し
、
新
た
な
作
品
を
創
作
し
て
い
っ

た
か
が
判
明
す
る
。
先
行
の
藪
原
検
校
物
は
、
塩
釡
の
出
身
で
は
な
い
。

奥
浄
瑠
璃
を
題
材
と
し
た
と
き
、
よ
り
効
果
的
な
舞
台
設
定
と
し
て
塩
釡

が
選
ば
れ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
語
ら
れ
た
物
語

を
自
分
な
り
に
読
み
解
き
語
り
替
え
る
、″〈
異
化
〉
す
る
語
り
手
〞
と
し

て
の
井
上
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
と
い
う
こ
と
だ）

18
（

。

井
上
の
蔵
書
研
究
は
ま
だ
未
開
拓
な
分
野
で
あ
り
、
今
後
の
展
開
が
期

待
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
語
り
手
の
伝
承
経
路
を
調
査

す
る
方
法
と
も
重
な
る
と
い
え
よ
う
。

（
な
お
、『
花
石
物
語
』
執
筆
時
と
関
係
の
あ
り
そ
う
な
蔵
書
と
し
て
、

藤
沢
美
雄
『
岩
手
艶
笑
譚
』（
一
九
七
四　

津
軽
書
房
）
を
確
認
し
た
が
、

ネ
タ
本
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
同
時
期
、
佐
々
木
徳
夫
『
民
話　

み
ち

の
く
艶
笑
譚
』（
一
九
七
九
年
一
月　

ひ
か
り
書
房
）
な
ど
が
刊
行
さ
れ
て

い
る
が
蔵
書
に
は
な
い
。）

五
．
井
上
が
投
げ
か
け
た
問
い

井
上
に
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
ラ
ジ
オ
番
組
に
携
わ
っ
て
い

た
と
き
の
体
験
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
、
口
承
世
界
に
対
す
る
思
い
を
発
露

さ
せ
た
エ
ッ
セ
イ
が
あ
る
。

 〈
ラ
ジ
オ
や
活
字
で
民
話
の
再
話
や
再
創
造
を
試
み
て
も
無
益
で
あ
る
〉

と
わ
た
し
は
考
え
て
い
た
よ
う
で
、
そ
れ
が
右
の
よ
う
な
申
し
入
れ
に

な
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

で
は
な
ぜ
無
益
な
の
か
。
民
話
は
た
だ
語
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
わ
た
し
の
経
験
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
パ
チ
パ
チ
と
柴
の
燃
え
る

囲い
ろ
り
ば
た

炉
裏
端
や
、
暖
い
炬こ
た
つ燵

や
、
か
び
臭
い
布
団
を
舞
台
に
、
演
じ
ら
れ

た
の
だ
。
も
っ
と
言
え
ば
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
演
劇
だ
っ
た
。（
中
略
）
目

の
前
の
語
り
手
が
身
ぶ
り
や
手
ぶ
り
を
援
用
し
つ
つ
同
じ
こ
と
を
言
え

ば
確
実
に
な
に
か
が
変
る
の
だ
。（
中
略
）
し
か
も
そ
こ
で
語
ら
れ
る
コ

ト
バ
は
、
切
っ
て
も
突
っ
つ
い
て
も
引
っ
掻
い
て
も
血
の
出
な
い
「
標

準
語
」
と
い
う
公
明
正
大

0

0

0

0

な
代
物
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
、

日ひ
な
た向

や
漬
物
や
キ
ノ
コ
や
田た
の
く
ろ畔

や
肥
溜
な
ど
の
匂
い
の
し
み
つ
い
た
、

い
わ
ば
「
濃
い
」
コ
ト
バ
だ
。（
中
略
）
ラ
ジ
オ
や
子
ど
も
向
け
の
民
話

の
再
話
本
に
こ
の
「
濃
い
」
コ
ト
バ
が
援
用
し
得
る
か
。
答
は
否
で
あ

る
。（
中
略
）
さ
ら
に
民
話
の
語
り
手
た
ち
は
コ
ト
バ
の
技わ
ざ術

を
完
璧
な

ま
で
に
駆
使
す
る
。
コ
ト
バ
は
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
ら
れ
、
や
が
て
独

得
の
韻
律
を
帯
び
は
じ
め
る
。（
中
略
）「
そ
う
い
う
わ
け
で
す
か
ら
、
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民
話
は
民
俗
学
者
や
好
事
家
た
ち
の
研
究
対
象
に
な
っ
て
も
、
ラ
ジ
オ

や
活
字
に
は
な
り
得
な
い
の
で
す）

19
（

」

こ
こ
に
は
、
か
つ
て
の
口
承
世
界
へ
の
深
い
理
解
と
、
一
九
六
〇
年
代

以
降
の
口
承
世
界
を
取
り
巻
く
メ
デ
ィ
ア
環
境
へ
の
冷
静
な
分
析
が
見
ら

れ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
研
究
者
と
い
っ
た
立
場
で
は
な
く
、
自
身
の
口

承
体
験
と
、
作
家
と
い
う
実
践
の
中
か
ら
に
じ
み
出
た
思
い
と
で
も
い
っ

て
よ
い
。
井
上
は
お
そ
ら
く
、
ラ
ジ
オ
や
子
ど
も
向
け
の
再
話
本
に
、
自

分
の
望
む
口
承
文
芸
の
伝
承
の
役
割
を
見
い
出
せ
ず
、「
戯
作
者
」
的
視
点

か
ら
小
説
や
戯
曲
と
い
う
形
で
、″〈
異
化
〉
す
る
語
り
手
〞
に
な
る
こ
と

を
選
択
し
た
、
と
は
言
い
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

井
上
と
、
昔
話
の
語
り
手
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
野
村
純
一
氏
と

の
対
談
も
、
本
論
に
お
い
て
興
味
ぶ
か
い
発
言
が
見
ら
れ
る
。

井
上　
読
ん
で
い
る
と
全
然
ど
う
っ
て
こ
と
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
れ
を
た
と
え
ば
テ
キ
ス
ト
に
し
て
俳
優
さ
ん
な
ん
か
が
や
っ
て
い
る

と
、
や
は
り
別
の
味
が
出
て
く
る
ん
で
す
ね
。（
中
略
）
ど
う
も
い
い
作

家
と
い
う
の
は
、
昔
話
を
語
る
お
爺
さ
ん
、
お
婆
さ
ん
と
ダ
ブ
っ
て
く

る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。（
中
略
）

野
村　
そ
う
で
す
。
そ
こ
に
や
は
り
プ
ロ
に
近
い
力
を
持
っ
て
い
る
人

と
、
ご
く
並
み
の
才
能
し
か
持
っ
て
な
い
人
と
が
あ
っ
て
、
自
分
で
百

話
、
二
百
話
語
る
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
文
芸
的
な
、
言
葉
に
鋭
い

感
性
を
持
っ
て
い
る
、
要
は
常
民
の
中
の
文
芸
家
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
が
。（
中
略
）

井
上　
作
品
と
い
う
の
は
読
者
の
も
と
へ
届
か
な
い
う
ち
は
完
結
し
な

い
み
た
い
な
考
え
方
が
ず
い
ぶ
ん
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
ね
。（
中
略
）
昔

流
に
「
お
れ
書
い
ち
ゃ
っ
た
か
ら
い
い
や
、
傑
作
だ
」
と
言
っ
て
い
る

の
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
、
届
い
て
い
く
ら
と
い
う
、
そ
う
い
う
考
え
方
が

は
っ
き
り
し
て
き
た
ん
で
す
ね）

20
（

。

口
承
文
芸
へ
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
に
当
た
っ
て
、
語
り
手
を
考
慮
せ
ず
、

語
ら
れ
た
内
容
（
テ
キ
ス
ト
）
分
析
の
み
で
研
究
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

し
か
し
、
語
り
手
と
聞
き
手
と
の
関
係
性
や
、「
語
り
」
を
受
け
止
め
る
際

に
「
語
り
手
」
の
人
生
や
思
い
も
同
時
に
受
け
取
る
、
と
い
う
方
法
は
、

記
載
文
学
や
演
劇
の
受
容
を
研
究
す
る
際
に
も
援
用
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

井
上
ひ
さ
し
を‶

〈
異
化
〉
す
る
語
り
手
”
と
し
て
読
み
解
い
て
い
く

方
法
は
、〈
口
承
／
文
芸
〉
研
究
に
お
い
て
も
、
井
上
文
学
研
究
に
お
い
て

も
、
可
能
性
を
持
つ
視
点
で
あ
る
と
考
え
る
。

注（
1
） 

拙
稿
「
井
上
ひ
さ
し
文
学
に
描
か
れ
た
市
川
」『
か
い
づ
か　

市
川
博

物
館
友
の
会
会
報
』
七
〇　

二
〇
〇
八　

市
川
博
物
館
友
の
会
、
拙
稿

「
井
上
ひ
さ
し
さ
ん
と
民
話
」『
日
本
民
話
の
会
通
信
』
二
一
一　

二
〇
一
〇　

日
本
民
話
の
会
、
拙
稿
「
井
上
ひ
さ
し
さ
ん
と
民
話
」『
市

川
よ
み
う
り
』
二
〇
一
〇
年
一
一
月
一
三
日
号　

市
川
よ
み
う
り
新
聞

社
、
拙
稿
「
井
上
ひ
さ
し
と
口
承
文
芸
」『
伝
え　

日
本
口
承
文
芸
学

会
会
報
』
四
八　

二
〇
一
一　

日
本
口
承
文
芸
学
会
、
拙
稿
「
井
上
ひ
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さ
し　

東
北
へ
の
眼
差
し
」『
聴
く
語
る
創
る
二
一　

東
日
本
大
震
災

を
語
り
継
ぐ
』
二
〇
一
三　

日
本
民
話
の
会
な
ど

（
2
） 
井
上
ひ
さ
し
・
野
村
純
一
「
対
談
：
昔
話
の
批
評
性
」『
國
文
學　

昔

話
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
』
一
九
八
九
年
九
月
号　

學
燈
社

（
3
） 

井
上
ひ
さ
し
「
父
・
井
上
ひ
さ
し
、
娘
・
あ
や
往
復
書
簡　

第
二
十
二

便　

人
生
の
お
そ
ろ
し
さ
」『
月
刊
い
ち
か
わ
』
二
〇
〇
七
年
九
月　

エ
ピ
ッ
ク
。
井
上
ひ
さ
し
・
井
上
綾
『
井
上
ひ
さ
し
か
ら
、
娘
へ　

57

通
の
往
復
書
簡
』
二
〇
一
七　

文
藝
春
秋
所
収

（
4
） 

井
上
ひ
さ
し
「
わ
た
し
と
遠
野
」『
民
話
の
手
帖
』
三
九　

一
九
八
九　

日
本
民
話
の
会
初
出
。『
聴
く
語
る
創
る
一
九　
『
遠
野
物
語
』
発
刊
百

周
年
特
集
号
』
二
〇
一
〇　

日
本
民
話
の
会
再
掲

（
5
） 

井
上
ひ
さ
し
『
本
の
運
命
』
一
九
九
七　

文
藝
春
秋
、
井
上
ひ
さ
し

『
井
上
ひ
さ
し
コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

こ
と
ば
の
巻
』
二
〇
〇
五　

岩
波
書

店
、『
井
上
ひ
さ
し
と
江
戸
〜
井
上
ひ
さ
し
資
料
特
集
展
vol. 

5
』

二
〇
一
六　

仙
台
文
学
館

（
6
） 

千
田
是
也
編
訳
『
今
日
の
世
界
は
演
劇
に
よ
っ
て
再
現
で
き
る
か　

ブ

レ
ヒ
ト
演
劇
論
集
』
一
九
九
六　

白
水
社
、
野
村
滋
『
昔
話
と
文
学
』

一
九
八
八　

白
水
社

（
7
） 

扇
田
昭
彦
「
解
説
」
井
上
ひ
さ
し
『
新
釈
遠
野
物
語
』
一
九
八
〇　

新

潮
社

（
8
） 

井
上
ひ
さ
し
『
花
石
物
語
』
一
九
八
〇　

文
藝
春
秋

（
9
） 

石
井
正
己
「
井
上
ひ
さ
し
と
昔
話
」『
昔
話
の
読
み
方
伝
え
方
を
考
え

る　

食
文
化
・
環
境
・
東
日
本
大
震
災
』
二
〇
一
七　

三
弥
井
書
店

（
10
） 

井
上
ひ
さ
し
「
な
ぜ
方
言
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」『
演
劇
ノ
ー

ト
』
一
九
九
七　

白
水
社

（
11
） 

井
上
理
恵
「
井
上
ひ
さ
し
の
〈
演
劇
〉」
日
本
近
代
演
劇
史
研
究
会
編

『
井
上
ひ
さ
し
の
演
劇
』
二
〇
一
二　

翰
林
書
房

（
12
） 

井
上
ひ
さ
し
「
藪
原
検
校
」『
中
央
公
論
臨
時
増
刊　

歴
史
と
人
物
』

一
九
七
二
年
六
月
号　

中
央
公
論
社

（
13
） 

井
上
ひ
さ
し
「
二
通
の
手
紙
―
あ
と
が
き
に
か
え
て
」『
藪
原
検
校
』

一
九
七
四　

新
潮
社

（
14
） 

井
上
ひ
さ
し
「
藪
原
検
校
」
一
九
七
三
年
初
演
『
井
上
ひ
さ
し
全
芝
居　

そ
の
一
』
一
九
八
四　

新
潮
社

（
15
） 

本
田
安
次
『
日
本
の
民
俗
芸
能
４　

語
り
物
・
風
流
２
』
一
九
七
〇　

木
耳
社

（
16
） 

諏
訪
春
雄
「
藪
原
検
校
」『
國
文
學
臨
時
増
刊　

野
坂
昭
如
と
井
上
ひ

さ
し
』
一
九
七
四
年
一
二
月
号　

学
燈
社

（
17
） 

扇
田
昭
彦
「
東
北
出
身
の
ピ
カ
ロ
の
苦
闘
ー
『
藪
原
検
校
』
解
説
〔
文

庫
版
〕」『
井
上
ひ
さ
し
の
劇
世
界
』
二
〇
一
二　

国
書
刊
行
会

（
18
） 

秋
葉
裕
一
「
藪
原
検
校
―
ブ
レ
ヒ
ト
受
容
の
視
点
か
ら
」
日
本
近
代
演

劇
史
研
究
会
編
『
井
上
ひ
さ
し
の
演
劇
』
二
〇
一
二　

翰
林
書
房
も
参

考
と
な
る

（
19
） 

井
上
ひ
さ
し
「
文
体
よ
、
油
揚
や
る
か
ら
飛
ん
で
来
い
」『
文
学
』

一
九
七
六
年
一
二
月
号
（『
井
上
ひ
さ
し
コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

こ
と
ば
の

巻
』
二
〇
〇
五　

岩
波
書
店
）

（
20
） 
注
（
2
）
に
同
じ

 

（
ね
ぎ
し
・
ひ
で
ゆ
き
／
市
川
民
話
の
会
）


