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「髯
題
目
」
は
明
治
三
十
年
十
二
月
十
日

『文
芸
倶
楽
部
』
第
三
巻
十
六
号
に
発

表
さ
れ
た
。
作
品
の
季
節
は
秋
、
場
所
は
金
沢
。
作
中
、
人
足
の
言
葉
に

〔最
も

霜
枯

で
ね
、
来
年
の
夏
で
な
い
と
蓮
は
咲

き
ま
せ
ん
。
ち
や
う
ど
其
時
分

に
や
あ

鉄
道
も
か
ゝ
ら
う
て
え
の
で
〕

（二
十
六
）
と
あ
り
、
翌
年
鉄
道
が
開
通
す
る
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
る
。
小
松
・金
沢
間
の
北
陸
線
の
開
通
は
明
治
三
十

一
年
四
月

一
日

で
あ
り
作
中

の
時
間
は
発
表
時
と
ほ
ぼ
重
な
る
設
定

で
あ
る
と
考
え
て
よ

い
。（一）

 

「髯
題
目
」
は
落
ち
ぶ
れ
て
明
日
の
命
を
も
知
れ
な

い
芸
人
の
物
語
で
あ
る
。

自
殺
同
然

に
飢
え
死
し
よ
う
と
し
て
い
る
落
語

の
名
人
の
桂
城
三
太
夫
、
妻
の
ボ

ロ
ボ

ロ
の
着
物
を
辛
う
じ
て
纏

っ
て
い
る
浮
か
れ
節
の
巴
波
川
灘
丸
、
灘
丸
が
三

太
夫
を
訪
ね
て
、
の
た
れ
死
を
し
た
た
め
、
蓮
池
の
ほ
と
り
に
埋
め
た
彼
ら
の
頭

目
的
存
在
で
あ
る
女
役
者

の
早
乙
女
縫
之
助
の
埋
葬
に
つ
い
て
相
談
を
す
る
。
二

人
の
会
話
の
中

で
彼
ら
の
仲
間
の
窮
状
が
語
ら
れ
て
い
る
。
地
万
歳
の
音
松
、
祭

文

の

一
口
斎
、
手
品
の
帰
蝶
、
灘
丸

の
妻

で

一
中
節
の
都
三
津
浜
。
年
齢
も
示
さ

れ
て
お
り
灘
丸
が
五
十
近
い
歳
、
音
松
が
七
十

二
歳
。
今
で
は
彼
ら
の
い
ず
れ
も

が
そ
の
芸
を
発
揮
す
る
場
も
な
く
落
ち
ぶ
れ
て

〔貧
乏
寺
〕
で
よ
う
や
く
命
を

つ

な
い
で
い
る
と
い
う
状
態
で
あ
る
。

 
鏡
花
の
作
品
で
は
こ
れ
に
先
だ

っ
て

「照
葉
狂
言
」
に
旅
芝
居
の
芸
人
が
扱
わ

れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は

〔興
行
の
収
入
思

ふ
ま
ゝ
な
ら
で
、
今
年
此
地

に
来
り
し

に
も
、
小
親
は
大
方
な
ら
ず
人
に
金
借
り

た
る
な
り
。
〕
（「仮
小
屋
」
（
二
）
）
と
あ

り
、
主
人
公

・
貢
が
小
親
ら
芸
人

の

一
座

に
引
き
取
ら
れ
て
か
ら
八
年

の
後
興
行

の
た
め
再
び
金
沢

に
舞
い
戻

っ
て
き
た
現
在
、
て
り
は
狂
言
は
衰
退
し
て
い
た
こ

と
に
な

っ
て
い
る
。
〔「照
葉
狂
言
」
に
お
け
る
小
親
や
小
六
の
運
命
は
、
「髯
題
目
」

に
あ
ら
わ
れ
る
哀
怨
の
美
女
た
ち
の
そ
れ
と
重
な
る
部
分
を
多
く
も

っ
て
い
る
。
〕

〔「髯
題
目
」
で
は
、
「照
葉
狂
言
」
の
後
日
譚
と
い
っ
た
感
じ
の
、
美
し
く
薄
幸

な
女
芸
人
の
末
路
が
叙
さ
れ
る
。〕
と
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
縫
之
助
を
中
心
と

す
る

「髯
題
目
」
の
芸
人
た
ち
は

「照
葉
狂
言
」

の
旅
役
者
と
同
種
の
も
の
と
考

え
て
よ
い
。
「髯
題
目
」
に
お
い
て
描
か
れ
て
い
る
無
残
な
芸
人
た
ち
の
姿
は
そ
の

衰
退

の
果
て
で
あ
る
。

 
彼
ら
は
ど
の
よ
う
な
芸
人
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
伝
承
さ
れ
た
も
の
、
残
さ
れ
た

資
料
か
ら
彼
ら
の
芸
能
の
内
容
を
知
る
こ
と
は
出
来
る
。
し
か
し

「髯
題
目
」
で

は
例
え
ば

「歌
行
燈
」
に
お
け
る
謡
曲
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
は
、
用
い
ら
れ
た

芸
能

の
内
容
が
作
品
世
界
を
豊
か
に
し
て
い
る
様
子
を
追
う
こ
と
は
出
来
な

い
。

芸
能

の
内
容
よ
り
は
む
し
ろ
彼
ら
が
芸
人

で
あ

っ
た
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
作
品
の
外
側
か
ら
彼
ら
の
芸
能
が
実
際

に
置
か
れ
て
い
た
状
況
を

追

い
つ
つ
、
作
家
が
何
を
選
択
し
ど
の
様
に
描
い
た
か
を
考
え
た
い
と
思
う
。

 

「髯
題
目
」
で
そ
の
没
落
が
語
ら
れ
る
際
、
彼
ら
を
追

い
落
と
し
た
原
因
と
し

て
引
き
合

い
に
出
さ
れ
て
い
る
も
の
に
注
意
し
た

い
。

一
つ
は
手
品
の
帰
蝶

に
つ

い
て

〔あ
の
手
品
も
も
う
上

つ
た
り
よ
。
え
れ
き
と
か
み
る
く
と
か
い
つ
て
変
法

来
な
奴
が
舞
込
ん
で
か
ら
、
白
紙
の
あ

つ
か
ひ
は
お
あ
ひ
だ
だ
〕
（十
八
）
と
あ
る

部
分
、

一
つ
は

一
口
斎
の
祭
文
に
つ
い
て

〔
一
口
斎
も

一
向
売
れ
ね
え
ん
で
、
法



螺

の
貝
を
止
し
て
喇
叭
に
し
や
が

つ
た
。

そ
し
て
の
、
何
か
卓
子
か
な
ん
か
置
い

て
、
洋
服
の
古

い
の
を
着
て
祭
文
を
語
り
や
あ
が
る
、
見
ら
れ
た
風
か
い
。
形
が

珍
し
い
の
で

一
時
ち

つ
と
あ
受
け
た
け
れ
ど
、
ほ
ん
と
う

に
あ
の
咽
喉
を
聞
い
て

や
つ
て
呉
よ
う
と
い
ふ
も
の
ア
な
い
の
だ

さ
う
で
〕
（十
八
）
と
あ
る
部
分
で
あ
る
。

え
れ
き
、
み
る
く
、
喇
叭
、
卓
子
、
洋
服
。
こ
れ
ら
が
彼
ら
を
追
い
落
と
し
た
も

の
で
あ

っ
た
。

 

〔白
紙

の
あ

つ
か
ひ
〕
と
言
わ
れ
る
帰
蝶

の
手
品
は
〔此
う
か
れ
の
蝶
の
曲
と
は
、

『江
戸
沿
革
』

に
／
文
政
に

一
蝶
斎
と
い
ふ
者
、
紙
の
蝶
を
生
け
る
が
如
く
つ
か

ふ
。／
と
あ
る
も
の
で
、
当
時
大

い
に
持

囃
さ
れ
た
曲
で
あ
る
。
〕
と
い
わ
れ
る
も

の
で
、
蝶
の
形
に
し
た
白
紙
を
扇
で
あ
お

い
で
舞
わ
せ
た
り
紙
を
細
か
く
割

い
て

紙
吹
雪
を
散
ら
せ
た
り
す
る
芸

で
あ
る
。
帰
蝶
の
名
も
そ
の
流
の
芸
人
で
あ
る
こ

と
を
告
げ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
芸
は

〔初
代

一
蝶
斎
の
弟
子
に
柳
川
蝶

十
郎
と

い
う
者
が
い
る
が
、
彼
は
慶
応
二
年
、
隅
田
川
浪
五
郎
ら
と
と
も
に
洋
行

し
、
外
国
に
ま
で

「う
か
れ
の
蝶
」
を
ひ
ろ
め
た
。
長
十
郎
は
帰
国
し
て
三
代
目

一
蝶
斎
を
継

い
だ
が
、
洋
行
中

に
覚
え
た

「首
切
り
の
術
」
に
名
を
な
し
、
も

っ

ぱ
ら
西
洋
手
品
を
行

っ
た
た
め
柳
川

一
流

の

「う
か
れ
の
蝶
」
は
世
間
の
眼
か
ら

姿
を
消
し
て
し
ま

っ
た
。
〕
と
あ
る
よ
う

に
、
西
洋
手
品

の
人
気

の
前
に
衰
え
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

 
「照
葉
狂
言
」
に
は
そ
の
西
洋
手
品
師
が
登
場
し
て
い
る
。
彼
ら
は
小
親
た
ち
の

演
じ
る
狂
言
の
幕
間
に
売
子
が

〔小
六
さ
ん
の
人
気
お
こ
し
〕
と
ふ
れ
歩
く
の
を

と
が
め
て
〔
獣
め
、
乞
食
芸
人

の
癖

に
様
づ
け
に
呼
ぶ
奴
が
あ
る
も
ん
か
。
〕
（「照

葉
狂
言
」

（五
）
）
と
殴
り
か
か
る
。
こ
こ
で
西
洋
手
品
師
が
小
親
た
ち
の
て
り
は

狂
言
を

〔乞
食
芸
人
〕
と
蔑
視
す
る
こ
と
の
出
来
る
背
景

に
は
、
当
時

の
西
洋
手

品
師

の
独
特
の
位
置
が
あ
る
。
南
博

「手

品
の
宇
宙
誌
」

に
は
帰
天
斎
正

一
の
奇

術

に
つ
い
て
〔「
…
…
欧
州
の
手
品
は
、
み
な
学
理
に
基
き
た
る
も
の
な
れ
ば
、
初

学
者
を
誘
導
し
、
人
智
を
開
発
せ
し
む
る
の
益
あ
り
。
」〕
と
の
明
治
二
十
年
の
「東

京
日
々
新
聞
」
を
引
用
し
な
が
ら

〔正

一
は
、
手
品
を
普
及
さ
せ
て
い
く
た
め
に
、

も

っ
ぱ
ら
そ
の
科
学
性
、
教
育
性
を
説

い
た
。〕
と
あ
り
、
彼
ら
が
洋
行
し
て
修
行

し
た
こ
と
を
誇
り
、
西
洋
式

の
技
術
を
以
て
観
客
を
教
育
す
る
と
い
う
位
置
づ
け

を
自
ら
に
行

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
帰
天
斎
正

一
が
憲
法
発
布
式
の
当

日
、
宮
中
で
天
覧
に
な

っ
た
こ
と
を
含
め
彼
ら
は
し
ば
し
ば
皇
族

・
閣
僚
に
招
か

れ
て
い
る
。
彼
ら
は

〔…
…
芸
能
各
種
目
の
リ
ー
ダ
ー
を
選
ん
で
、
天
皇
が
親
し

く
彼
ら
の
芸
を
謁
見
す
る
。芸
人
た
ち
は
恐
懼
感
激
し
て

一
身

の
光
栄
に
む
せ
び
、

簡
単
に
体
制

の
わ
く
内
に
組
み
込
ま
れ
る
。
し
か
も
芸
人
た
ち
は
、
観
客
の
前
で

天
覧
を
ひ
け
ら
か
す
か
ら
、
民
衆
教
化

の
役
に
も
立

つ
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
図

式
が
天
皇
制
国
家
の
形
成
期
に
用
意
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
〕
と
い
う
そ
の

意
図
に
喜
々
と
し
て
乗

っ
た
の
で
あ
る
。
西
洋
化
と
天
皇
制
国
家

の
形
成
を
末
端

で
、
だ
か
ら
こ
そ
民
衆
に
も

っ
と
も
身
近
な
と
こ
ろ
で
支
え
て
い
た
の
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
「照
葉
狂
言
」
の
発
表
は
明
治
二
十
九
年
十

一
月

で
あ
る
。
発
表
時
を
作
中
の
現
在
と
し
て

〔
八
年
前
〕
と
い
わ
れ
る
貢
の
少
年
時

代
に
当
た
る
時
期
、
こ
と
に
明
治
二
十

一
年
は

〔手
品
が
観
場
の
仮
設
や
寄
席
か

ら
、
初
め
て
大
劇
場

へ
出
て

一
本
興
行
し
た
〕
と
い
う

〔革
新
的
な
き

っ
か
け
〕

と
な

っ
た
年
で
、
不
可
思
議
奇
術
の
ノ
ア
ト
ン

一
座
、
東
洋
奇
術
の
ジ
ャ
グ
ラ
ー

操

一
、
西
洋
奇
術
の
松
旭
斎
天

一
ら
が
相
次

い
で
都
市
の
大
劇
場
に
か
か

っ
て
お

り
、
西
洋
手
品

の
人
気
は
最
初

の
ピ
ー
ク
を
迎
え
て
い
る
。
彼
ら
は
河
原
で
小
屋

掛
け
興
行
と
い
う
小
親
た
ち
と
は
全
く
隔
た

っ
た
位
置
に
い
た
。
て
り
は
狂
言
ら

の
芸
能
が
社
会

の
周
縁
に
位
置
し
た
と
す
る
な
ら
、
西
洋
手
品
師
は
中
心
に
歩
み

寄

っ
た
も
の
、
前
掲
の
倉
田
氏
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら

〔体
制
の
わ
く
内
に
組
み

込
ま
れ
〕
た
者

で
あ
る
。
こ
こ
に
二
者

の
質
的
な
差
が
存
在
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ

西
洋
手
品
師

に
は
芸
人
た
ち

へ
の
蔑
視
が
可
能
で
あ
り
、
あ
え
て
自
ら
を
小
親
た

ち
芸
人
と
は
隔

て
る
姿
勢
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
小
親
た
ち
を
蔑

む
い
わ
ば
作
品
に
お
け
る
敵
役
と
し
て
の
資
格
は
そ
こ
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
小

親
た
ち

一
座

の
小
六
は
リ

ュ
ウ

マ
チ
の
た
め
身
体
の
自
由
が
効
か
な
く
な
り
、
手

品
師
の
も
と
に
見
世
物

の
磔
に
売
ら
れ
て
し
ま
う
。
〔向
う
づ
け
に
屋
根
高
き
磔
柱

に
縛
め
ら
れ
て
、
乳
の
下
発
き
て
衆
の
前
に
、
槍
を
も
て
貫
か
る

ゝ
〕
（「重
井
筒
」

（二
）
）、
〔身
体
は
利
か
で
も
可
し
、
槍
に
て
突
く
時
、
手
と
足
揮
き
て
、
苦
と
苦

痛
の
声
絞
ら
す
る
ま
で
な
れ
ば
。
〕
（「重
井
筒
」
（
一
））
と
い
う
そ
の
見
世
物
は
、

〔西
洋
手
品
を
観
て
感
あ
り
〕
と
し
て
松
旭
斎
天

一
の
奇
術
を
評
し
た
新
聞
記
事



の
中
に

〔又
、
十
字
架
上
な
る
女
子
を
ば
、
槍
を
以
て
腹
、
脇
腹
、
喉
部
等
を
刺

し
貫
き
、
七
転
八
苦

の
間
に
命
を
終
わ
ら

し
め
た
り
。
其
死
す
る
や
、
何
れ
も
之

れ
を
他
の
函
、
若
く
は
桶
中
に
投
じ
、
之

れ
に
電
気
を
通
じ
て
蘇
生
せ
し
む
る
の

法
な
り
と
す
。〕
と
あ
る
類
の
も
の
を
指
し

て
い
る
だ
ろ
う
。
当
時
の
西
洋
手
品
の

人
気
の
出
し
物
で
、
十
字
架
に
か
か

っ
て
殺
さ
れ
る
役
の
女
は
同
情
を
誘
う
た
め

に
美
し

い
ほ
ど
、
興
味
を
そ
そ
る
た
め
に
肌
が
あ
ら
わ
な
ほ
ど
、
仕
掛
け

へ
の
注

意
を
逸
ら
せ
る
た
め
に
叫
び
声
が
悲
痛

な
ほ
ど
よ
か
っ
た
は
ず
だ
。
小
六

に
は

打

っ
て
つ
け
で
あ

っ
た
。
先
に
引

い
た
よ
う

に
西
洋
手
品
師
に
代
表
さ
れ
る
新
興

の
芸
人
た
ち
に
対
す
る
て
り
は
狂
言
の
敗
北
が
決
定
的
に
な

っ
た
現
在
、
小
六
が

売
ら
れ
る
こ
と
は
単

に
残
酷
な
見
世
物
と
な
る
悲
惨
な
境
遇
と
い
う
以
上
の
意
味

を
持

つ
。
そ
れ
は
て
り
は
狂
言
を
含
む
周
縁

に
位
置
す
る
芸
人
か
ら
対
極
の
も

の

へ
と
放
擲
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
小
六
に
と

っ
て
は
こ
れ
ま
で
自
己
意
識
を
支
え

て
き
た
基
盤
を
ね
こ
そ
ぎ
奪
わ
れ
る
こ
と
で
あ

っ
た
。

 
「髯
題
目
」
で
は

〔え
れ
き
〕
〔
み
る
く
〕
が
衰
退
の
原
因
と
し
て
挙
げ
れ
て
い

た
。
磔
は

〔娘
を
十
字
架
に
磔

に
し
、
水

張
り
の
桶

に
詰
め
る
が
、
電
光
を
発
し

て
霞
抜
け
、
早
変
わ
り
し
て
現
わ
れ
る
〕
の
で
あ
る
し
、

〔み
る
く
〕
に
関
し
て
は

〔天

一
の
演
技

に
し
て
初
め
錦
を
鑵
中

に
盛
り
、
之
れ
を
変
じ
て
紅
と
化
せ
し
め
、

紅
を
変
じ
て
洋
酒
と
な
し
、
又
こ
れ
を
墨
汁
と
替

へ
清
水
と
な
し
〕
と
あ
る
芸

の

一
種
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ノ
ア
ト
ン

一
座
の
出
し
物
に
は

〔米
が
牛
乳
と
な

る
芸
〕が
あ
る
。
こ
こ
で
は
〔え
れ
き
〕

〔
み
る
く
〕
が
西
洋
手
品
の
代
名
詞
で
あ

っ

た
こ
と
が
確
認
で
き
、
「照
葉
狂
言
」
で
見
ら
れ
た
、
旅
芸
人
と
西
洋
手
品
師
と
の

対
立
は
こ
こ
で
も
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

 

一
口
斎
の
祭
文

に
関
し
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
法
螺
貝
を
口
に
あ
て
て

”デ

ロ
レ
ン
デ

ロ
レ
ン

”
と
囃
し
な
が
ら
う
な
る

一
口
斎
の
デ

ロ
レ
ン
祭
文
の
〔あ

の
咽
喉
〕
と
い
う
芸
を
駆
逐
し
た
の
は
喇
叭
、
卓
子
、
洋
服

で
あ

っ
た
。

『明
治
の

演
芸
』
に
集
め
ら
れ
た
当
時

の
芸
能
に
関

す
る
新
聞
記
事
に
は
、
明
治
十
二
年

に

〔同

（編
者
注

＝
大
阪
）
府
下
有
名
の
講
談
師
石
川

一
口
は
、
不
日
開
席
次
第
旧

習
を

一
洗
し
て
、
張
扇
見
台
を
廃
し
高
座

で
椅
子
に
掛
り
、
前

に
几
を
置
て
演
説

会
の
風
体
を
模
し
て
、
門
弟
迄
も
此
風
儀

に
な
さ
ん
と
専
ら
目
論
見
中
の
よ
し
。
〕

と
あ
り
、
こ
こ
か
ら
講
談
師
が
テ
ー
ブ

ル
・椅
子
を
用
い
始
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
明
治
前
半
の
講
談
界
の
最
大
の
ス
タ
ー
で
あ
る
開
化
講
談
師

・
松
林
伯
円
も

こ
れ
に
続

い
た
。
明
治
二
十
年

に
は

〔洋
服
の
流
行
は

つ
い
に
講
釈
師
に
ま
で
及

び
、
新
京
極
蛸
薬
師
上
る
席

に
興
行
す
る
山
崎
琴
昇
は
率
先
し
て
洋
服
を
着
し
、

演
壇

に
椅
子
、
卓
子
を
置
き
て
恰
も
演
説
会
の
装
ひ
を
為
し
、
登
壇
す
る
や
、
先

ず
黙
礼
し
て
水
を
飲

み
、
手
巾
を
出
し
て
鼻
下
を
払
う
様
は
、
如
何

に
も
演
説
家

の
如
く
な
れ
ど
も
、
夫
よ
り
腰
を
椅
子
に
寄
せ
て
は
矢
張
ポ
ン
ポ

ン
張
扇
を
叩
く

と
か
や
。
〕
と
あ
る
よ
う
に
、
旧
来

の
芸
人
に
も
洋
装
は
流
行
し
て
い
っ
た
。
卓
子
・

洋
服
と
は
こ
れ
ら
の
洋
装
を
取
り
入
れ
た
芸
人
た
ち
を
指
し
て
お
り
、
不
本
意
な

が
ら
法
螺
貝
を
ラ
ッ
パ
に
持
ち
か
え
て
洋
装
で
演
じ
た

一
口
斎
も
こ
れ
を
追

っ
た

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
西
洋
化
の
風
潮

に
乗

っ
た
新
興
の
芸
人

の
隆
盛
の
前

に
衰

退
し
て
い
っ
た
旧
来
の
芸
人
と
い
う
対
立
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
三
太
郎
は
〔五

年
以
来
何
を
し
て
食

つ
て
居
た
か
、
寄
席

へ
は
出
ず
、
座
敷
は
な
し
〕

（六
）
と
言

う
。
こ
れ
は
彼
が
決
定
的
に
売
れ
な
く
な

っ
た
の
が
明
治
二
十
年
代
前
半
で
あ
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
手
品
、
講
釈
と
も
そ
の
時
期
に
大

き
な
転
換
が
あ

っ
た
。
三
太
郎
、
灘
丸
ら
の
芸
人
は
そ
の
際
時
代
に
取
り
残
さ
れ

て
し
ま

っ
た
も
の
で
あ
る
。

 
芸
能
に
と

っ
て
さ
ら
な
る
転
換
期
が
訪
れ
る
。
灘
丸
は
浮
か
れ
節
が
売
れ
な
い

の
で
子
供
相
手

に
幻
灯
を
見
せ
て
よ
う
や
く
生
計
を
立
て
て
い
た
が
そ
れ
も
立
ち

行
か
な
く
な

っ
た
理
由
と
し
て
、
〔幻
灯
も

ハ
ヤ
え
ら
い
こ
と
に
な

つ
て
の
、
小
児

等
が
ま
た
あ
ま
く
ち
ぢ
や
合
点
し
ね
え
、
何
う
し
て
茶
釜
に
毛
を
生
し
た
り
南
瓜

殿

に
舌
を
出
さ
し
た
り
よ
、
三
毛
猫
を
踊
ら
せ
て
見
せ
て
も
小
銭

二
百
文
と
は
参

り
ま
せ
ぬ
か
。
…
…
士
官

の
号
令
は
知
ら
ね
え
か
ら
、
う
か
れ
節
な
ん
ざ

一
昔
さ

き
に
上
が

つ
た
り
よ
。
〕
（五
）
と
言

っ
て
い
る
。
幻
灯
に
類
す
る
芸
は
こ
の
時
期

大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
灘
丸
の
使

っ
て
い
た
道
具
は
食

い
詰
め
て
自
殺
し
た
芸

人
の
持

っ
て
い
た
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
で
は
食

べ
て
ゆ
け
な
く
な

っ
て
か
ら
随

分
と
時
間
が
た

つ
ら
し
い
。
〔幻
灯
〕
に
は

〔う

つ
し
ゑ
〕
と
ル
ビ
が
ふ
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
、
幻
灯
以
前

の
う

つ
し
え
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
〔写

し
絵
は
美
濃
紙
を
貼
り
合
せ
た
六
尺
に
三
尺
位

の
横
長
の
紙

の
ス
ク
リ
ー
ン
の
裏



側
か
ら
、
数
台
の
木
製

の
投
映
機

（
フ
ロ
）
で
景
色
や
人
物
等
が
映
し
だ
さ
れ
、

そ
れ
ら
が
鳴
り
物
や
口
上
に
合
せ
て
演
技
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
〕
と
さ
れ
て
い
る

も
の
で
観
客
の
側
か
ら
光
を
当
て
て
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
す
幻
灯
と
は
逆

の
仕
組
み

で
あ
る
。
光
源
に
燈
燭
を
用
い
、
彩
色

の
画
面
の
美
し
さ
そ
れ
の
動
く
珍
し
さ
と

と
も
に
、
話
を
聞
か
せ
る
能
力
、
ま
た
人
形
を
回
転
さ
せ
て
変
身
さ
せ
る
手
際
の

鮮
や
か
さ
が
売
り
物

で
あ

っ
た
。
し
か
し

〔そ
の
幻
燈
機
が
明
治
の
文
明
開
化
と

共
に
装
い
を
あ
ら
た
に
し
て
再
び
輸
入
さ
れ
、
庶
民
に
迎
え
ら
れ
た
。
金
属
製
の

機
械
で
光
源
に
石
油
ラ
ン
プ
や
ガ
ス
、
ま
た
は
ア
ー
ク
燈
を
使

っ
て
の
明
る
い
大

画
面
、
し
か
も
着
彩

の
写
真
を
写
し
だ
す
と
あ

っ
て
は
人
々
が
飛
び

つ
か
ぬ
の
が

不
思
議
で
あ
ろ
う
。
…
…
文
部
省
を
は
じ
め
教
育
関
係
者
は
庶
民
の
啓
蒙
、
教
育

に
は
こ
れ
だ
と
い
う
の
で
、
写
し
絵
や
錦
影
絵
な
ど
の
あ

っ
た
こ
と
を
も
忘
れ
て

お
先
棒
を
か
つ
い
だ
も
の
だ
か
ら
教
育
幻
燈
会
は
各
地
で
大
盛
況
を
み
て
、
新
輸

入
の
幻
燈
機
の
普
及
は
め
ざ
ま
し
か

っ
た
。
〕
と
あ
る
よ
う
に
、
光
源
が
蝋
燭
や
な

た
ね
油
か
ら
石
油
ラ
ン
プ
に
変
わ
り
着
色
し
た
写
真
を
用
い
た
幻
灯
が
普
及
し
人

気
を
博
す
に
つ
れ
、
素
朴
な
装
置
を
用
い
お
と
ぎ
話
的
な
題
材
を
扱

っ
た
う
つ
し

え
は
衰
え
て
い
っ
た
。
灘
丸
の
持

っ
て
い
た
機
械
で
は
子
供
す
ら
集
め
る
こ
と
が

出
来
な
い
と

い
う

の
は
こ
れ
を
指
し
て
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
衰
退

に
拍
車
を

か
け
た
の
が
日
清
戦
争
を
題
材
と
し
た
幻
灯
会
で
あ

っ
た
。
日
清
戦
争

に
お
い
て

は
そ
の
戦
況
が
幻
灯
会

の
形
で
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
生
方
敏
郎

『明
治
大
正
見

聞
史
』

に
は

〔広

い
製
糸
工
場
の
二
階
は
、
は
や
蟻
の
這
い
出
る
隙
間
も
な
い
ほ

ど
大
勢
詰
め
か
け
て
い
た
。
室
は
真
暗
だ

っ
た
。
前
に
白
く
丸

い
影
が
映
し
出
さ

れ
て
い
た
。
…
…
や
が
て
、
二
重
橋
の
絵

が
写
し
出
さ
れ
た
。
人
々
は
狂
喜
し
て

万
歳
を
叫
ん
だ
。
…
…
そ
し
て
赤
十
字

の
看
護
婦
が
負
傷
兵
を
世
話
し
て
い
る
図

が
現
わ
れ
た
。
戦
争
や
軍
艦
の
図
が
次
ぎ

次
ぎ
に
現
わ
れ
た
。
説
明
の
弁
士
が
実

に
巧
か

っ
た
。
そ
の
場

の
空
気
に
は
ま

っ
た
こ
と
を
言

っ
て
、
人
々
を
感
動
さ
せ

た
。
…
…
そ
の
中
で
、
「今
日
は
月
琴
を
ピ

コ
ツ
か
せ
尺
八
を
ブ
ウ

つ
か
せ
る
時
で

は
な

い
」
と
言

っ
た
片
言
が
、
今
な
お
最

も
私
の
記
憶
に
残

っ
て
い
る
。
時

々
滑

稽
を
交
え
て
、
憤
慨
悲
憤
し
た
。〕
と
あ
り
、
幻
灯
会

の
盛
況
ぶ
り
が
知
ら
れ
る
が
、

灘
丸
の
言
葉
に
あ
る

〔士
官
の
号
令
〕
と

い
う
の
は
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
よ
う
。

〔富
士
川
都
正
の

一
座
が
此
中
よ
り
、
北
堀
江
賑
江
亭

に
て
興
業
中

の
大
幻
燈
は
、

昨
夜
よ
り
向
ふ

一
週
間
木
戸
銭
を
引
き
下
げ
、
ま
た
日
清
韓
交
兵
の
模
様
新
着
の

写
真
と
、
大
阪
毎
日
新
聞
紙

に
掲
げ
た
る
画
を
四
十
五
倍
の
映
影
力
を
以
て
幻
燈

に
写
し
〕
と
あ
り
、
七
月
二
十
五
日
に
日
本
が
豊
島
沖
で
清
国
艦
隊
を
攻
撃
、
八

月

一
日
宣
戦
布
告
が
な
さ
れ
た
日
清
戦
争
で
は
、
早
く
も
八
月
二
十
四
日
に
幻
灯

会
が
催
さ
れ
て
い
る
。
大
阪

・
東
京

・
横
浜
な
ど
の
都
市
部
の
み
で
な
く
村

の
小

学
校
と

い
っ
た
と
こ
ろ
で
も
盛
ん
に
催
さ
れ
た
。
講
釈
師
が
解
説
を
し
た
り
帰
還

し
た
兵
士
が
弁
士
の
代
わ
り
と
な

っ
て
戦
況
を
伝
え
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
盛
況

を
前
に
し
て
彼
ら
の
牧
歌
的
な
幻
灯
は
ひ
と
た
ま
り
も
な
か

っ
た
。
幻
灯
は
画
面

を
操
る
、
美
し

い
、
話
を
聞
か
せ
る
と

い
う
以
上
に
、
題
材
の

ニ
ュ
ー
ス
性
、
煽
情

性
に
よ

っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
女
役
者
の
縫
之
助
が
落

ち
ぶ
れ
て
し
ま

っ
た
こ
と
も
日
清
戦
争
と
無
関
係

で
は
な
い
。
〔ま
た
、
戦
時
中
、

芝
居
小
屋
で
は
戦
争

の
際
物
を
演
じ
て
客
を
呼
ん
だ
。
以
前
に
田
舎
で
や
る
芝
居

は
千
本
桜
と
か
安
達
原
と
か
、
太
閤
記
、
大
抵
相
場
が
極

っ
て
い
た
の
だ
。
筋
も

何
も
な
い
物
で
、
た
だ
お
お
ぜ

い
の
支
那
兵
と
少
数
の
日
本
兵
と
の
戦
い
で
、
必

ず
支
那
兵
が
負
け
、
あ
や
ま

っ
た
り
泣
い
た
り
…
…
終
い
は
日
本
兵
の
注
文

に
応

じ
様
々
の
芸
を
し
た
り
滑
稽
な
唄
を
唄

っ
て
、
見
物
人
を
哄
笑
さ
せ
る
〕
と
い
っ

た
様
子
は
当
時
の
旅
芝
居
の
変
化
を
よ
く
表
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

〔日
清
戦
争
は
、

日
本
の
芸
能
界

に
大
き
な
転
換
を
も
た
ら
し
た
。
川
上
音
二
郎
を
中
心
と
す
る
壮

士
芝
居
が
、
団
十
郎
や
菊
五
郎
の
歌
舞
伎
グ

ル
ー
プ
と
対
等

に
な
り
、
と
き
に
は

凌
駕
す
る
ほ
ど
の
勢
い
を
示
し
だ
し
た
の
で
あ
る
。
旅
回
り
の
役
者
も
戦
争
劇
を

演
じ
て
、
国
民
の
士
気
を
あ
お
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
単
に
演
劇
だ
け
に
と
ど
ま

ら
ず
、
講
談
や
落
語
に
ま
で
及
ん
だ
が
、
と
に
か
く
あ
ら
ゆ
る
芸
界
は
戦
勝
祝
賀

公
演
を
開
き
、
義
援
金
を
募
り
、
戦
争
を
支
援
し
た
。
〕
と
あ
る
通
り
で
あ
る
。
「髯

題
目
」
で
描
か
れ
た
芸
人
た
ち
の
趨
勢
は
こ
の
事
態
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。
ち
な
み
に

「
照
葉
狂
言
」
に
は
小
親
た
ち
の
衰
え
た
理
由
と
し
て

〔世
の
中
と
か
く
騒
が
し
か
り
け
れ
ば
〕

（「仮
小
屋
」

（二
）
）
と
あ
る
が
こ
れ
は

日
清
戦
争
に
よ
る
社
会
の
騒
乱
状
態
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

 

こ
こ
ま
で

「髯
題
目
」
に
述

べ
ら
れ
て
い
た
旧
来
の
芸
人
の
衰
退
の
原
因
を
当



時

の
芸
能
の
状
況
と
引
き
比
べ
そ
の
照
応

を
確
認
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
が

可
能

で
あ
る
の
は
こ
の
作
品
が
そ
の
状
況

を
自
覚
的

に
取
り
入
れ
て
い
る
た
め
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
灘
丸
は
〔そ
り
や
何
、
今

の
少
い
奴
等
に
縋
り
ま
し
た
ら
、

芸
人
冥
利
、
誰
で
も
な
い
、
縫
之
助
の
事

で
す
か
ら
、
葬
ぐ
ら
ゐ
は
出
さ
れ
ま
せ

う
が
、
青
二
才
等

に
其
も
心
外
な
り
〕

（十
）
と
い
う
。
彼
ら
を
追

い
や

っ
た
芸
人

と
は

〔少

い
奴
等
〕
で
あ
り
、
逆
に
三
太
郎
が

〔此
方
人
等
が
世
は
末
に
な
つ
た
〕

と
言
う
よ
う
に
、
彼
ら
は
自
ら
を

〔
（少

い
）
奴
等
〕
に
対
す
る

〔此
方
人
等
〕
の

人
間
と
し
て
い
る
。
〔此
方
人
等
〕
と
ま
と
め
ら
れ
る
彼
ら
は
旧
世
代
の
者
と
自
負

し
時
代
の
移
り
変
わ
り
に
よ

っ
て
滅
ん
で
ゆ
く
そ
の
運
命

に
殉
じ
よ
う
と
し
て
い

る
者
た
ち
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
対
立

は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
当
時
の

新
興
の
芸
人
に
追

い
落
と
さ
れ
る
旧
来
の
芸
人
と
い
う
状
況
を
か
な
り
図
式
的
に

取
り
入
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
原
因

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
考
え

る
と
き
そ
こ
に
は
磨
き
上
げ
ら
れ
た
芸
が
西
洋
化
に
乗
じ
た
人
気
の
前

に
敗
れ
て

ゆ
く
と
い
う
筋
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
日
清
戦
争
が
日
本
に
と

っ
て
植
民
地

獲
得
の
意
味
を
持
ち
資
本
主
義
を
推
進
さ
せ
た
も
の
で
あ
る

一
方
で
貧
富

の
差
を

拡
大
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
新
興
の
芸
人
に
は
体
制
に
歩

み
寄
る
こ
と
で
社
会
矛
盾
の
増
大

に
加
担

し
た
も
の
と
い
う
性
格
も
与
え
ら
れ
て

い
よ
う
。
縫
之
助
を
掘
り
返
し
て
、
そ
の
醜
悪
な
姿
を
暴

い
て
し
ま
う
日
雇
い
人

足
の
鉄
が
日
清
戦
争

の
人
足
か
ら
帰

っ
て
き
た
者
な
の
は
象
徴
的
で
あ
る
。

 
芸
人
た
ち
を
迫
害
す
る
も
の
と
し
て
は
、
小
燕

の
髯
題
目
が
晒
さ
れ
る
こ
と
を

要
求
し
た
三
明
、
料
理
屋
を
建
て
る
作
業

に
よ

っ
て
縫
之
助
の
髯
題
目
を
晒
し
た

三
喜
が
い
る
。

こ
れ
ら

の
人
々
を
紹
介
す

る
語
り
口
は
講
談

・
落
語
を
思
わ
せ
、

彼
ら
を
軽
ん
じ
た
饒
舌
な
も
の
で
あ
る
。
三
喜
は
選
挙
に

〔仕
込
み
杖
〕
を
持

っ

て
乗
り
出
す
。
例
え
ば

〔昔
日
は
壮
士
と

い
え
ば
大
抵
政
治
に
運
動
し
た
も
ん
だ

が
、

い
ま
は
政
治
ば
か
り

一
方

に
力
瘤
を
入
れ
な

い
。
…
…
何
で
も
毎
日
小
新
聞

の
第
三
面
を
穴

の
明
く
よ
う

に
見
て
居
る

の
が
職
業
さ
。
何
某
の
家

の
後
家
は
こ

ん
な
不
始
末
が
あ
る
と
か
あ
そ
こ
の
商
売

屋
に
角
々
の
こ
と
が
あ
る
と
か
い
う
を

見
た
が
最
後
、
直

に
そ
こ

へ
行

っ
て
談
判

を
初
め
る
ん
だ
。
…
…
常
日
は
こ
ん
な

事
し
て
居
て
、
サ
ア
帝
国
議
会
は
解
散
さ
れ
た
と
で
も
な

っ
て
見
玉
え
、
そ
れ
こ

そ
ア
壮
士
の
世
界
よ
。
議
会

の
解
散
と
い
う
や

つ
は
な
ん
で
も
壮
士
に
金
儲
さ
せ

る
慈
悲
の
神
だ
、
だ
か
ら
解
散
が
あ
る
と
言
う
ぜ
、壮
士
の
豊
年
が
来
た
な
ん
て
。〕

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
当
時
壮
士
と
言
わ
れ
た
種
類
の
人
物
で
あ
る
こ
と
を
端

的

に
示
す
も
の
で
あ

っ
た
。
名
刺
に
ロ
ー
マ
字
を
刷
る
三
明
が
西
洋
化
に
浮
薄

に

乗

っ
た
も
の
と
性
格
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
が
、
芸
人
と
の

関
係
を
考
え
る
と
き
彼
ら
が
演
説
を
得
意
と
す
る
点
に
も
注
目
し
た
い
。
先
の
引

用
に
あ
る
よ
う
に
洋
装
の
講
釈
師
の
様
子
は
演
説
会
を
真
似
た
も

の
で
あ

っ
た
。

明
治
十
四
年
頃
か
ら
寄
席
で
は
軍
談

に
模
し
て
民
権
運
動
の
顛
末
を
語

っ
た
も

の
、
露
骨
に
政
策
を
述
べ
た
も
の
、
政
治

の
ゴ
シ
ッ
プ
を
題
材
に
し
た
も
の
、
政

治
小
説
を
語

っ
た
も
の
が
流
行
し
鑑
札
を
受
け
た
自
由
民
権
運
動
の
壮
士
ま
で
も

が
参
入
し
て
い
る
。
芸
人
と
し
て
の
興
行
で
あ
る
が
内
容
は
政
治
演
説

に
他
な
ら

な
か

っ
た
。
演
説
会
は
旧
来
の
芸
人
を
追

い
落
と
す
の
に

一
役
買

っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
二
人
は
当
時
の
時
代

の
主
役
を
気
取
る
壮
士
、
西
洋
化
さ
れ
た
俗
物

の
カ
リ
カ
チ

ュ
ア
で
あ
る
。
彼
ら
は
時
流
に
乗

っ
た
と
い
う
点
で
は
も
ち
ろ
ん
、

芸
能
の
覇
権
も
め
ぐ

っ
て
も
芸
人
た
ち
と
対
立
す
る
人
物
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

 

ま
た
、
鉄
道
の
開
通
を
あ
て
こ
ん
だ
工
事

に
よ

っ
て
縫
之
助
の
死
骸
を
掘
り
起

こ
す
と
い
う
冒
漬
は
な
さ
れ
た
。
鉄
道
が
近
代
化
、
西
洋
化
の
象
徴
で
あ
り
、
そ

れ
が
縫
之
助
ら
旧
世
代

の
人
間
を
躁
躪
す
る
と
い
う
い
さ
さ
か
常
套
的
な
解
釈
も

確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け

に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
当
時
は

〔日

清
戦
争
中

の
軍
事
輸
送
と
戦
後
の
好
況
に
乗
〕
じ
た
第
二
次
鉄
道
熱
と
呼
ば
れ
る

時
期
に
当
た
る
。
〔日
清
戦
争
終
了
後
の
翌

一
八
九
六

（明
治
二
九
）
年
は
、
空
前

の
投
資
熱
が
お
こ
り
〕
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
実
態
は

〔官
吏
の
古
手
や
実
業
界

の
ゴ

ロ
が
、
待
合
の
二
階
、
商
店
の

一
隅
に
於
て
、
物
指

一
本
を
以
て
、
参
謀
本

部

の
地
図
に
線
を
引
き
、
名

の
あ
る
人
を
舁
ぎ
て
株
式
を
募
集
せ
ば
、
幾
十
万
、

幾
百
万
の
鉄
道
会
社
は
忽
に
成
立
し
、
そ
の
権
利
は

一
株

に
つ
き
三
円
五
円

の
価

を
発
す
る
有
様
で
あ

っ
た
。
実

に
参
謀
本
部
の
地
図
は
、
こ
の
鉄
道

の
こ
の
鉄
道

の
企
業
計
画
用
に
充

つ
る
為

に
全
く
売
り
つ
く
さ
れ
た
〕
と

い
わ
れ
る
も
の
だ

っ

た
。
鉄
道
は
近
代
化
の
象
徴

で
あ
る

一
面
で
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
人
々
に
は
利
己

に
あ
ざ
と
い
、
強
欲
な
と
い
う
性
格
を
あ
た
え
る
も
の
で
も
あ

っ
た
。
鉄
道
を
あ



て
こ
ん
で
料
理
屋
を
建
て
よ
う
と

い
う
三
喜
は
こ
の
種

の
人
物
で
あ
る
。
さ
ら
に

芸
人
と
い
う
職
業
に
と

っ
て
当
時
鉄
道
は
特
別
な
意
味
を
持

っ
て
い
た
。
〔文
明
の

進
む
と
共

に
鉄
道
の
延
長
す
る
も
の
日
に
進
み
、
正
に

一
〇
年
を
出

で
ず
し
て
、

日
本
国
裡
週
日
に
し
て

一
巡
し
得
る
も
の
を
見
ん
か
。
落
魄
天
の
涯
に
茫
々
た
る

余
が
如
き
も
の
す
ら
、
乃
ち
文
明

の
恵
に
浴
し
、
…
…
し
か
し
、
余
輩
と
共
に
こ

こ
に
文
明
を
謌
う
を
喜
ば
ざ
る
者
あ
り
。
神
社
仏
閣
の
前
に
幕
を
張
り
て
幾
多

の

聴
者
を
集
め
喝
采
を
博
し

つ
つ
あ
る
者
あ

り
、
あ
る
い
は
祭
文
語
と
称
す
る
者
も

し
く
は
声
色
師
と
称
す
る
者
も
し
く
は
香

具
師
と
称
す
る
者
。
…
…
然
り
と
い
え

ど
も
地
方
の
社
会

に
景
気
を
加
え
、
余
輩

を
し
て
則
ち

一
種

の
愛
嬌
物
な
り
と
呼

ば
し
む
る
所
の
か
れ
ら
は
こ
れ
汽
車
の
進
行
を
傍
に
見
て
人
生

の
不
公
平
を
閲
し

な
が
ら
、
幅
広
き
街
道
を
歩
行
し

つ
つ
そ

の
寂
寞
た
る
も
の
を
背
に
し
来
れ
る
者

な
り
と
知
ら
ず
や
。
〕
と
あ
る
よ
う
に
、
鉄

道
の
発
達
に
よ
る
街
道
の
衰
退
や
移
動

時
間
の
短
縮
は
地
方
の
盛
り
場
で
稼
ぐ
芸
人
た
ち
の
没
落
を
加
速
さ
せ
る
直
接
の

原
因
と
も
な

っ
て
い
た
の
だ
。
こ
こ
に
芸
人
に
対
す
る
と
き
鉄
道
が
敵
役
と
な
る

も
う

一
つ
の
資
格
は
あ

っ
た
。

 

こ
こ
ま
で

「髯
題
目
」
に
描
か
れ
た
芸
人
た
ち
は
、
当
時
の
実
際
の
芸
能
の
状

況
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
旧
来
の
芸
人
が
西
洋
化
と
い
う
時
代
の
流
れ
に
乗
じ
た

新
興

の
芸
人
の
前

に
衰
退
し
て
い
く
、
そ

し
て
彼
ら
は
滅
び
行
く
も
の
と
い
う
運

命
に
殉
じ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
図
式
を
打
ち
出
す
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
こ

と
を
、
人
物
は
そ
の
タ
イ
プ
の
典
型
的
な

も
の
に
造
型
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い
っ

た
。
か
な
り
単
純
な
形
で
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
図
式
に
は
鏡
花
の
名
人
芸
を
至

上
と
す
る
感
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「髯
題
目
」
で
扱
わ
れ
て
い
る
芸
人
が
大

方

「照
葉
狂
言
」

の
芸
人
と
重
な
り
、
貢

が
鏡
花
に
近

い
と
す
る
な
ら
ば
、
栄
え

て
い
た
こ
ろ
の
彼
ら
の
世
界
が
鏡
花
に
と

っ
て
郷
愁
と
結
び

つ
き
、
彼
ら
の
衰
亡

を
惜
し
ん
で
止
ま
な
い
も
の
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た

『貧
民
倶
楽

部
』
執
筆
の
際
に
参
照
さ
れ
た
と
さ
れ
る

「芝
浦
の
朝
烟

（最
暗
黒
の
東
京
）」
に

は
貧
民
窟

の
住
人
に
つ
い
て
、
肉
体
労
働
者
と
零
細
な
商
人
を
除
け
ば

〔政
宗
の

ご
と
き
鍛
冶
も
零

ち
無
三
四
の
ご
と
き
剣

客
も
零
ち
…
…
甚
五
郎

の
ご
と
き
名

匠
〕
な
ど
の

〔旧
世
界
の
残
物
な
ら
ざ
る

は
な
し
〕
と
し
、
鉄
橋
が
掛
か
っ
た
た

め
に
無
用
と
な

っ
た
駕
篭
を
渡
す
雲
助
、
電
信
の
た
め
に
無
用
と
な

っ
た
飛
脚
等

を
挙
げ

て
、
〔芸
は
身
を
貧
に
落
と
す
も
の
歟
…
…
文
明
の
世

に
才
芸
は
無
用
の
冗

物
〕
〔す
べ
て
是
等
は
新
旧
社
界
の
変
遷

に
心
づ
か
ず
、
我
が
天
地
を
天
地
と
し
て

文
明
社
会
の
真
中
央
に
唯
我
独
尊
を
立
て
し
も
の
に
て
詮
じ
来
た
れ
ば
神

の
頑
迷

に
閉
ざ
さ
れ
た
る
と
み
の
習
慣
性
に
ま
き
こ
ま
れ
た
る
も
の
〕
と
い
う
記
事
が
あ

る
が
、
時
代

に
遅
れ
た
も
の
に
同
情
的
な
当
時
の
こ
の
よ
う
な
論
調
に
応
じ
た
も

の
か
も
し
れ
な
い
。

 
し
か
し

「
髯
題
目
」
を
し
て
そ
の
登
場
人
物
が
そ
の
時
代
の
典
型
的
な
人
物
を

類
型
的
に
描

い
た
も
の
で
あ
り
、
関
係
の
構
図
が
は
な
は
だ
図
式
的
で
あ
る
、
と

い
っ
た
と
こ
ろ
で
何
ほ
ど
も
語

っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
典
型
的
、
図

式
的
で
あ
る
こ
と
が
な
ぜ
選
ば
れ
た
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
西
洋
化
に
乗
ず

る
人
物
た
ち
が
戯
画
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
紹
介
す
る
文
章
も
た
ぶ
ん
に
揶
揄

を
含
ん
だ
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
こ
の
作
品
の
同
情
が
ど
ち
ら
に
あ
る
か
を
明

確

に
表
し
て
い
る
。
こ
の
芸
人
た
ち
に
同
情
的
な
語
り
口
は
彼
ら
が
救
済
さ
れ
る

こ
と
願
望
が
か
な
う
こ
と
、
さ
も
な
け
れ
ば
彼
ら

の
滅

亡

に
対

し

て
哀
惜
が
示

さ
れ
る
こ
と
を
期
待
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
ら
が
当
時

の
典
型
的
な
も
の
で

あ

っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
そ
れ
は
三
太
郎
、
灘
丸
と
い
う
特
定
の
人
物
と
い

う
の
で
は
な
く
時
代
の
流
れ
の
前
に
滅
ん
で
ゆ
く
芸
人
全
体
を
対
象
と
し
て
い
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
作
品

の
基
底
に
は
彼
ら

へ
の
哀
惜
が
横
た
わ

っ
て
い
る
。

で
は
、
こ
の
作
品
は
善
良
な
彼
ら
が
俗
物
で
あ
る
新
世
代
の
も
の
に
滅
ぼ
さ
れ
て

い
く
物
語
を
同
情
的

に
描

い
た
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は

縫
之
助
の
死
骸
で
あ
る
。
縫
之
助

の
死
骸
の
よ
う
す
が
極
め
て
グ

ロ
テ
ス
ク
で
あ

る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
が
あ
る
。
さ
ら
に
縫
之
助
の
老
醜
が
描
か
れ
な
か

っ
た
こ

と
に
注
意
し
た
い
。
縫
之
助
は
初
め
三
太
郎
の
枕
元

に
か
か
っ
た
姿
絵
と
し
て
そ

の
全
身
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
若
く
絶
頂
期

に
あ

っ
た
彼
女
の
美
し
く
誇

り
に
満
ち
た
姿
で
あ

っ
た
。
徐
々
に
容
色
の
衰
え
た
こ
と
は
灘
丸

の
言
葉
に
よ

っ

て
知
ら
れ
る
が
そ
の
姿
が
描
写
さ
れ
て
は

い
な

い
。
次
に
は
グ

ロ
テ
ス
ク
な
死
骸

と
な

っ
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
女
の
死
骸

の
醜
悪
な
様
子
は
人
足
た
ち
を
は
じ

め
新
世
代
の
俗
物
を
驚

か
せ
撥
ね
の
け
る
に
十
分
な
も
の
だ

っ
た
。
そ
の
醜
さ
は



滅
ん
で
ゆ
く
芸
人
た
ち
の
恨
み
の
深
さ
を
物
語

っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し

一
面
、

美
か
ら
醜

へ
の
落
差
の
大
き
さ
は
あ
え
て
醜
さ
を
強
調
し
、
彼
女
を
こ
と
さ
ら
貶

め
る
。
こ
れ
は
登
場
人
物
の
対
立
関
係
を
越
え
て
何
か
を
意
味
し
て
い
な
い
だ
ろ

う
か
。
縫
之
助
と
小
燕

の
共
有
す
る
背
中

の
髯
題
目
の
刺
青
は
俗
物
を
威
圧
す
る

芸
人
た
ち
の
シ
ン
ボ

ル
で
あ

っ
た
。
小
燕

の
朱

の
刺
青
は
三
明
講
の
俗
物
を
前
に

輝
く
。
し
か
し
そ
の
鮮
や
か
さ
は
そ
こ
が
頂
点

で
あ

っ
て
、
縫
之
助

の
死
骸
に
現

れ
た
も
の
は
切
れ
ぎ
れ
と
な
り
、
泥
に
ま

み
れ
た
そ
れ
で
あ

っ
た
。
芸
人
た
ち
の

最
後
の
誇
り
を
掛
け
た
髯
題
目
の
輝
き
は
そ
の
失
せ
る
と
こ
ろ
ま
で
が
描

か
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

 
小
燕
の
死
に
際
し
て
は
約
束
ど
お
り
豪
商

の
身
代
を
傾
け
る
よ
う
な
豪
華
な
葬

儀
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
葬
儀
が

一
人
小
燕

の
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
彼
ら
芸
人
す

べ
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
葬
儀
こ
そ
が
彼
ら
の
願

い
だ

っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
小
燕
は
滅
び

つ
つ
あ
る
芸
人
た
ち
の
中
か
ら
粂
屋
に
贈

ら
れ
、
そ
れ
と
引
換
え
に
彼
女
の
死
に
際
し

て
葬
儀
を
行
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。

こ
の
種
の
葬
儀
は
当
時

の
特
筆
す
べ
き
新
風
俗

で
あ

っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

井
上
章

一

『霊
柩
車

の
誕
生
』
で
は
明
治
時
代

か
ら
の
葬
儀

の
変
遷
が
た
ど
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
の
中
で
明
治
三
十

一
年
に
お
け
る
葬
送
に
対
す
る
反
応
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る

『
風
俗
画
報
』
に
は

〔方
今
喪
葬

の
状
態

を
見
る
に
濫
に
資
用
を
費
し
大
に
金
銭
を
投
す
る
を
以
て
儀
礼
の
極
致
を
得
た
り

と
す
る
も
の
に
似
た
り
〕
と
あ

っ
て
近
年

の
葬
送
の
華
美
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
江
戸
時
代
に
は
存
在
し
た
階
級
に
よ
る
制
限
格
法
が
く
ず
れ
、
武
家
商
人

に
か
か
わ
ら
ず
た
だ
富
裕

に
応
じ
て
金
銭
を
か
け
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な

っ

た
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
身
分
制
が
緩
み
そ
の
制
約
が
解
け
、
持
て
る
も
の

は
儀
式
に
金
銭
を
か
け
る
こ
と
が
自
由
に
な

っ
た
こ
の
時
期
、
葬
送
は
勢
力
を
誇

示
す
る
か
の
よ
う
に
華
美

に
な
り
、

シ
ョ
ー
と
し
て
の
要
素
を
持

つ
ま
で
に
な

っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
論
説

に
応
え
て

『風
俗
画
報
』
に
は
さ
ら
に

「葬
儀
論
」
が

掲
載
さ
れ
、
日
中
の
華
麗
な
葬
送
を
戒
め

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
反
応
が
見
ら
れ
る

ほ
ど
、
葬
送
は
華
や
か
な
も
の
に
な

っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
小
燕

の
白
昼
の

豪
華
な
葬
送
は
こ
の
傾
向
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
作
家
は
そ
の
華
や
か
さ
に

滅
び
行
く
芸
人
を
送
る
相
応
し
さ
を
見
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
三

十
年
二
月
に
は
英
照
皇
太
后

の
葬
儀
が
行
わ
れ
て
い
る
。
柩
を
京
都

に
運
ぶ
た
め

の
青
山
の
御
所
か
ら
青
山
練
兵
場
に
作
ら
れ
た
仮
停
車
場
ま
で
の
葬
列
は
大
規
模

で
、
内
閣
総
理
大
臣
を
始
め
閣
僚
官
僚

の
居
並
ぶ
厳
粛
な
も
の
で
あ

っ
た
。
葬
列

が

〔粛
々
〕
〔整
々
〕
と
し
て
い
た
の
は

い
う
ま
で
も
な
く

〔皇
后
陛
下
の
崩
御
を

哀
む
の
餘
り
。
せ
め
て
は
御
霊
柩
な
り
と
も
送
り
奉
ら
む
と
志
し
。
老
幼
相
伴
ひ
。

東
よ
り
西
よ
り
あ
る
は
車
を
驅
り
あ
る
は
徒

に
て
。
青
山
練
兵
場

に
赴
く
も
の
引

き
も
き
れ
ず
。
〕
と
い
う
奉
送
者
も

〔か
く
多
人
数
な
る
に
も
拘
は
ら
ず
。
総
て
謹

慎
整
粛
な
り
し
か
は
。
〕
と
い
う
状
態
で
あ

っ
た
。
送
ら
れ
た
も
の
は
皇
族
で
あ
り
、

そ
れ
を
演
出
し
葬
列

に
並
ん
だ
も

の
は
貴
族
を
は
じ
め
富
み
栄
え
る
も
の
で
あ

る
。
小
燕
の
葬
儀
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
葬
列

の
高
貴

・
富
裕
を
下
賎

・
貧
困
に
、
静

寂
を
狂
騒
に
逆
転
さ
せ
た
位
置
に
あ
る
。
皇
族
、
政
治
家
ら
を
中
心
と
す
る
な
ら
、

こ
の
転
倒
は
周
縁

に
位
置
す
る
小
燕
に
ふ
さ
わ
し

い
。
こ
こ
で
は
こ
れ
ま
で
の
日

常
の
秩
序
が
逆
転
す
る
。
中
央

に
闊
歩
し
て
い
た
俗
物
た
ち
は
道

の
端
に
追

い
や

ら
れ
、
虐
げ
ら
れ
て
き
た
芸
人
た
ち
、
日
常

に
お
い
て
は
葬
儀
と
は
食
物
を
施
さ

れ
る
場
で
あ

っ
た
貧
民
た
ち
が
そ
の
間
を
踊
り
歩
く
。
ま
さ
に
さ
か
さ
ま
の
世
界

で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
の
葬
儀
の
祝
祭
性
を
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

こ
の
逆
転
を

引
き
起

こ
す
、
日
常

か
ら
の
逸
脱
す
る
た
め
に
こ
そ
、
縫
之
助
は
グ

ロ
テ
ス
ク
な

様
子
が
強
調
さ
れ
過
剰
な
汚
辱
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
か
く
て

芸
人
た
ち
の
願

い
は
か
な

っ
た
。
し
か
し
秩
序

の
転
倒
、
祝
祭
は
そ
の
後
に
新
た

な
秩
序
を
再
生
さ
せ
る
も
の
で
し
か
な

い
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
後
彼
ら
芸
人

が
救
済
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
ま
ま
滅
ん
で
し
ま
う
は
ず
だ
。
葬
送
を
踊

り
歩
く
三
太
郎
は

〔不
思
議
に
其
ま
で
な
が
ら
え
て
居
て
〕

（三
十

一
）
と
い
わ
れ

る
。
不
思
議
を
承
知
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
現
実
ら
し
い
因
果
は
求
め
ら
れ
て

い
な

い
。
こ
の
葬
儀
が
小
説
の
上
で
し
か
起
こ
り
え
な

い
こ
と
を
十
分

に
知

っ
て

い
る
書
き
方
で
あ
ろ
う
。
芸
人
た
ち
の
救
済
を
願
う
わ
け
で
も
、
た
だ
憐
憫
を
注

ぐ
だ
け
で
も
な

い
。
芸
人
た
ち
を
華
や
か
に
送
る
こ
と
、
現
実
に
は
不
可
能
な
芸

人
た
ち
の
華
麗
な
葬
送
、
そ
れ
を
文
字
の
上

に
描
き
だ
す
こ
の
場
面
の
た
め
に
こ

そ
こ
の
作
品
が
あ

っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



 
鏡
花
の
描
く
人
物
が
皆
同
じ
顔
を
持

っ
た
類
型
的
な
も
の
で
あ
り
、
個
人
を
描

か
な
い
こ
と
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
、
褒
貶
が
半
ば
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ

そ
の
人
物
が
時
代
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
と
き
、
あ
え
て
そ
の
類
型
的
な
描
き

方
を
繰
り
返
し
た
意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
考
え
る

手
掛
か
り
を

「髯
題
目
」
は
与
え
て
い
る
だ
ろ
う
。

 
 

（
一
） 
縫
之
助
が
埋
め
ら
れ
た
紅
蓮
寺
に
つ
い
て
は
、
〔紅
蓮
寺
と
は
、
金
沢
駅
に

 
 
 
 
 

面
し
て
元
あ
っ
た
、
通
称
蓮
寺
と
い
う
白
髪
神
社
別
当
紅
林
山
持
明
寺
で

 
 
 
 
 

あ
ろ
う
〕
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
（「伝
統
と
文
化
」 

伝
統
と
文
化
を
守

 
 
 
 
 

る
会
 

一
九
八
五
年
九
月

一
日
）

 
 
 
（二
） 
笠
原
伸
夫
『美
と
エ
ロ
ス
の
構
造
』
（至
文
堂
 

一
九
七
六
年
五
月
三
〇
日
）

 
 
 
（三
） 
朝
倉
無
声

『見
世
物
研
究
』
（春
陽
堂
 

一
九
二
八
年
四
月
三
十
日
）

 
 
 
（四
） 
樋
口
保
美

「上
方
の
和
妻
」
『
芸
双
書
4
め
く
ら
ま
す
 
 
手
品
の
世
界
』

 
 
 
 
 
 

（白
水
社
 

一
九
八

一
年
六
月
二
〇
日
）

 
 
 
（五
） 
南
博
「手
品
の
宇
宙
誌
」
『芸
双
書
4
め
く
ら
ま
す
 
 
手
品
の
世
界
』
（白

 
 
 
 
 

水
社
 

一
九
八
一
年
六
月
二
〇
日
）

 
 
 
（六
） 
倉
田
喜
弘
『明
治
大
正
の
民
衆
娯
楽
』
（岩
波
新
書
 

一
九
八
〇
年
三
月
二

 
 
 
 
 
 
一
日
）

 
 
 
（七
） 
平
岩
白
風

「日
本
の
手
品
」
『芸
双
書
4
め
く
ら
ま
す
―

手
品
の
世
界
』

 
 
 
 
 
 

（白
水
社
 

一
九
八

一
年
六
月
二
〇
日
）

 
 
 
（八
） 
明
治
二
十

一
年
十

一
月
十
四
日

「時
事
新
報
」
（引
用
は

『明
治
の
演
芸
』

 
 
 
 
 
 

（四
）
国
立
劇
場
芸
能
調
査
室
 

一
九
八
二
年
十

一
月
三
十
日
よ
り
）

 
 
 
（九
） 
平
岩
白
風

「日
本
の
手
品
」
『芸
双
書
4
め
く
ら
ま
す
―

手
品
の
世
界
』

 
 
 
 
 
 

（白
水
社
 
一
九
八

一
年
六
月

二
〇
日
）

 
 
（
一
〇
） 
明
治
二
十
三
年
四
月
二
十
九
日

「福
岡
日
々
新
聞
」
（引
用
は

『明
治
の
演

 
 
 
 
 

芸
』
（四
）
よ
り
）

 
 
（
一
一
） 
前
掲

『明
治
大
正
の
民
衆
娯
楽
』

 
 
（
一
二
） 
明
治
十
二
年
九
月
二
十
日
「安
都
満
新
聞
」
（引
用
は
『明
治
の
演
芸
』
（二
）

 
 
 
 
 

国
立
劇
場
芸
能
調
査
室
 

一
九
八
一
年
十
月
十
日
よ
り
）

 
 
（
一
三
） 
明
治
二
十
年
二
月
十
八
日

「内
外
新
報
」
（引
用
は
『明
治
の
演
芸
』
（四
）

 
 
 
 
 

よ
り
）

（
一
四
） 

山
本
慶

一
「
の
ぞ

き

か
ら
く

り
と
写

し
絵

」

『芸

双
書

8

え
と
く
―

紙

芝

 
 
 
 
居
・
の
ぞ
き
か
ら
く
り
・
写
し
絵
の
世
界
』
（白
水
社

一
九
八
二
年
六
月

一

 
 
 
 
五
日
）

（
一
五
） 
引
用
は
中
公
文
庫
に
よ
る

（
一
六
） 
八
月
二
十
五
日

『大
阪
毎
日
新
聞
』
（引
用
は

『明
治
の
演
芸
』
（五
）
国

 
 
 
 
立
劇
場
芸
能
調
査
室
 

一
九
八
四
年
十
月
十
日
よ
り
）

（
一
七
） 
前
掲

『明
治
大
正
の
民
衆
娯
楽
』

（
一
八
） 
横
山
源
之
助

「最
近
の
木
賃
宿
見
聞
記
」
『毎
日
新
聞
』
明
治
二
八
年

一
一

 
 
 
 
月

一
三
日

（引
用
は
立
花
雄

一
編

『下
層
社
会
探
訪
集
』
現
代
教
養
文
庫

 
 
 
 
社
会
思
想
社
 

一
九
九
〇
年
六
月
三
〇
日
）

（
一
九
） 
鉄
道
省
編
『日
本
鉄
道
史
』
（引
用
は
武
知
京
三
『都
市
鉄
道
の
史
的
展
開
』

 
 
 
 
日
本
経
済
評
論
社
 

一
九
八
六
年
七
月
五
日
）

（二
〇
） 
横
山
源
之
助

「文
明
を
謌
う
を
喜
ば
ざ
る
者
」
『毎
日
新
聞
』
明
治
二
九
年

 
 
 
 
四
月
二
九
日

（引
用
は
前
掲
書
）

（二

一
）

東
郷
克
己

「泉
鏡
花
差
別
と
禁
忌
の
空
間
」
（『日
本
文
学
』

一
九
八
四
年

 
 
 
 

一
月
）
に
指
摘
。
記
事
は
松
原
岩
五
郎

『国
民
新
聞
』
明
治
二
十
五
年
十

 
 
 
 

一
月
十
五
・
一
六
日
 
単
行
本

『最
暗
黒
の
東
京
』
民
友
社
に
は
未
収
録
。

（二
二
） 
前
掲

『美
と
エ
ロ
ス
の
構
造
』

（二
三
） 
新
版

『霊
柩
車
の
誕
生
』
（朝
日
新
聞
社
 

一
九
九
〇
年
五
月
二
〇
日
）

（二
四
） 
野
口
勝

一

「葬
送
の
弊
風
を
改
む

へ
し
」
『風
俗
画
報
』
第
百
七
十
二
号

 
 
 
 

（明
治
三
十

一
年
九
月
十
日
）

（二
五
） 
山
下
重
民

「葬
儀
論
」
『風
俗
画
報
』
第
百
七
十
四
号

（明
治
三
十

一
年

一

 
 
 
 
〇
月

一
〇
日
）

（二
六
） 

『風
俗
画
報
』
第
百
三
十
五
号

（明
治
三
十
年
二
月
二
十
五
日
）

（〔

〕内
は
特
に
注
を
付
さ
な
い
限
り
扱

っ
て
い
る
作
品
か
ら
の
引
用
を
示
す
。
鏡

花
作
品
の
本
文
の
引
用
は
岩
波
書
店
版

『鏡
花
全
集
』
に
よ
り
、
旧
字
を
新
字
に
改

め
、
ル
ビ
を
取
捨
し
た
。
）


