
四
世
鶴
屋
南
北
作
『
杜
若
艶
色
紫
』

-
　
「
佐
野
八
橋
物
」
と
し
て
の
視
点
か
ら
-

は
じ
め
に

∫
h
.
・
い
・
<
蝣
,
2
蝣
*
蝣
・
-
.
,
(
*
蝣
蝣
」

r
杜
若
艶
色
紫
j
は
文
化
十
二
年
五
月
十
1
日
(
紋
番
付
に
よ
る
)
よ
り
、

江
戸
河
原
崎
座
に
お
い
て
初
演
さ
れ
た
二
番
目
世
話
物
で
あ
る
。

「
杜
若
艶
色
紫
』
(
以
下
、
『
杜
若
』
と
す
る
)
は
い
わ
ゆ
る
「
佐
野
八
橋

物
」
と
さ
れ
る
。
1
方
へ
本
作
に
直
接
影
響
を
与
え
た
作
品
と
し
て
、
既
に

三
浦
広
子
氏
が
『
け
い
せ
い
金
秤
目
』
三
番
目
「
八
重
櫛
の
お
六
」
(
増

山
金
八
作
、
寛
政
四
年
春
へ
　
江
戸
河
原
崎
座
初
演
)
　
を
指
摘
さ
れ
て
い

る
~
)
-
そ
れ
ら
を
念
頭
に
お
い
て
読
む
と
'
大
き
く
言
っ
て
本
作
は
、

先
行
作
「
八
重
櫛
の
お
六
」
に
'
「
佐
野
八
橋
」
を
新
た
に
絡
め
る
こ
と
に

ょ
っ
て
、
新
狂
言
に
つ
-
り
変
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
点
に

作
者
の
創
意
工
夫
も
表
れ
て
お
り
へ
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
詳
細
に
見
て
い
く

こ
と
は
、
作
者
の
作
劇
法
を
知
る
上
で
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
と
考
え
ら

れ
る
。し

か
し
『
杜
若
』
は
現
代
人
に
と
っ
て
は
や
や
奇
抜
な
「
見
世
物
」
と
い

う
項
材
を
扱
っ
て
い
る
た
め
か
へ
そ
の
点
を
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
へ

「
佐
野
八
橋
物
」
と
し
て
の
位
置
づ
け
そ
の
も
の
に
は
あ
ま
り
目
が
向
け
ら

れ
て
こ
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
本
論
で
は
『
杜
若
』
の
作
品
論
の
一
階
梯
と
し

下
　
田
　
晴
　
美

て
、
随
筆
に
見
る
実
説
及
び
先
行
す
る
歌
舞
伎
の
先
行
作
品
と
の
比
較
を
通

し
て
'
『
杜
若
』
を
「
佐
野
八
橋
物
」
と
し
て
見
た
場
合
の
位
置
づ
け
を
試

s
*
a
腰
xf

　
上
演
の
背
景

木
挽
町
で
は
、
経
営
困
難
の
た
め
本
格
の
森
田
座
が
文
化
十
一
年
の
顔
見

世
き
り
で
閉
場
し
て
い
た
の
に
替
わ
り
、
河
原
崎
座
が
文
化
十
二
年
五
月
よ

り
再
興
し
た
。

再
興
に
あ
た
っ
て
新
し
-
役
者
が
抱
え
入
れ
ら
れ
へ
市
村
座
の
幹
部
役
者

の
ほ
と
ん
ど
が
河
原
崎
座
に
転
座
し
た
。
そ
し
て
市
村
座
の
作
者
部
屋
か

ら
は
、
1
人
四
世
琉
屋
南
北
の
み
が
「
ス
ケ
」
と
し
て
河
原
崎
座
へ
移
っ

た
。こ

の
よ
う
な
経
緑
か
ら
'
本
作
は
幹
部
役
者
ら
に
従
っ
て
河
原
崎
座
に
新

加
入
し
た
南
北
を
中
心
と
し
て
書
き
下
ろ
さ
れ
た
作
品
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
初
演
紋
番
付
の
作
者
連
名
に
も
、
瀬
川
如
皐
を
立
作
者
と
す
る
六
人

の
集
団
と
は
離
し
て
'
左
端
に
大
き
-
南
北
の
名
前
が
記
さ
れ
て
お
り
へ
　
こ

の
時
の
彼
の
作
者
と
し
て
の
位
置
が
別
格
だ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
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〓
　
現
存
す
る
台
帳
に
つ
い
て

管
見
に
入
る
限
り
で
は
'
国
立
国
会
図
古
館
所
蔵
の
写
本
『
か
き
つ
ば
た

色
も
江
戸
そ
め
』
　
(
Y
D
-
A
4
0
0
0
)
上
巻
下
巻
二
冊
(
以
下
、
国
会
本
と
す

る
)
　
が
唯
1
の
も
の
と
考
え
ら
れ
(
ヱ
、
『
統
屋
南
北
全
集
』
も
国
会
本
を
底

本
と
す
る
(
3
)
。

但
し
、
初
演
時
の
各
種
番
付
と
国
会
本
を
比
較
す
る
と
'
一
部
役
者
の
変

更
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
を
示
し
た
の
が
次
の
表
一
で
あ
る
。

表
一
各
種
番
付
へ
国
会
本
に
み
る
役
者
の
変
更

金 町 醍 見 わ 左 役
昆 髪 莱 世 か 大 人
金 珍 節 ち い 臣 杏
五 ひ 蝣K の ち 源 名
那 *

w
松 節

a
六

の
刺
助

兵
衛

又
次

ォ
士
L.I

国
蔵

四
郎

享 局
之

i上
7ft

那 助 五
郎

役 付
r, i'->
名

鶴
>

ll 国
蔵

甚
7ア?

四
n

壁

爪
那

3=
し

面 Ll
β

五
那

tfr
役 付
者 の
名

三 つ
十 チ

ft K
-+-口

K
吉 t

塗

る
十
輿

3:
し

蔀 ∫
L

香
役 付者 の
名

一 幸

i

石
h;
之

W
吉

国
蔵

.

宴 i

し 助 し 役 本 S
Ti & 蝣
名

こ
れ
に
よ
る
と
国
会
本
の
配
役
は
'
最
も
最
初
に
版
行
さ
れ
る
辻
番
付
と

ほ
ぼ
一
致
し
、
続
い
て
出
さ
れ
る
紋
番
付
以
下
の
配
役
の
変
更
は
反
映
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

な
か
で
も
国
会
本
で
金
屋
金
五
郎
役
の
「
市
川
三
十
」
は
'
五
月
の
紋
番

付
に
は
名
前
が
無
-
'
次
に
江
戸
三
座
の
番
付
に
名
前
が
載
る
の
は
文
化
十

三
年
桐
座
の
三
月
興
行
で
あ
る
。
ま
た
評
判
記
r
役
者
謎
懸
諭
』
　
(
文
化
十

三
年
正
月
刊
)
　
に
は
、
r
杜
若
』
が
上
演
さ
れ
た
文
化
十
二
年
五
月
の
市
川

三
十
の
評
と
し
て
「
五
月
よ
り
河
原
崎
で
飯
眠
三
平
で
き
升
た
」
と
の
み
あ

り
、
こ
の
役
名
は
番
付
及
び
国
会
本
に
無
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
市
川
三

十
は
辻
番
付
が
出
た
後
へ
何
ら
か
の
理
由
で
退
座
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
紋
番

付
が
改
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
給
番
付
で
は
そ
の
訂
正
が
行

き
届
か
な
か
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
'
金
五
郎
役
を
「
序
幕
」
で
は
「
つ
る
十

郎
」
も
　
「
三
幕
め
大
切
」
で
は
、
最
初
の
丁
は
「
三
十
」
へ
次
の
丁
は
「
つ
る

十
郎
」
と
す
る
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
(
~
)
-

ま
た
沢
村
四
郎
五
郎
は
全
て
の
番
付
に
「
左
大
臣
源
兵
衛
(
5
)
」
役
で
載

る
が
、
彼
の
休
演
は
早
-
か
ら
決
ま
っ
て
い
た
ら
し
く
国
会
本
に
は
無
い
。

『
役
者
謎
懸
諭
し
四
郎
五
郎
の
評
に
は
「
春
い
来
　
他
国
の
お
勤
と
聞
升
た

暑
中
よ
り
河
原
崎
へ
お
勤
」
と
し
へ
次
の
七
月
興
行
の
評
判
を
載
せ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
五
月
興
行
に
は
間
に
あ
わ
な
か
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

た
だ
し
人
気
役
者
で
も
あ
り
へ
次
興
行
か
ら
の
出
演
が
決
ま
っ
て
い
た
た
め
へ

番
付
面
に
は
残
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
役
者
の
変
更
に
よ
り
、
筋
に
関
わ
る
大
き
な
変
更
が
あ
っ
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
が
(
6
)
'
国
会
本
が
紋
番
付
に
見
ら
れ
る
役
者
変
更
以
前

の
台
帳
を
雷
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
お
さ
え
て
お
-
。
以
下
、
本
文
の

引
用
は
国
会
本
に
よ
る
(
7
)
。

三
　
「
佐
野
八
橋
物
」
と
し
て
の
位
置
づ
け

次
の
表
二
(
8
)
は
'
随
筆
に
見
ら
れ
る
主
な
記
事
と
'
『
杜
若
』
以
前
に
上
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紫

と
を

で
と

で
共

、
も

0殺
な
野

八
て

。す
佐

0渡
を

て
ワ

g
-
た

0
河

の
佐

0
薗

。
。
中

」
糸方

初
五

南
こ

思
絶

、引
恥

に
八

あ
き

る
と
橋

赦
し

る
野

ま
す

承
留

て
根

八
。
国

れ
ら

の
刀

島
茶

次
お

八
門

家
、

<ア
i'f

i寅
月

北
つ
た

再
換

辱
受

橋
と

れ
0
線

は
役

か
と

と
た

と
知

め
切

に
橋

俊
た

ぬ
偏

の
H

'.',蝣
郎

/*
V'

実
宝

提
ま

き
)

作



漬
さ
れ
た
歌
舞
伎
の
「
佐
野
八
橋
物
」
と
を
、
項
目
ご
と
に
比
較
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
表
に
従
っ
て
い
く
つ
か
指
摘
し
た
い
。

「
佐
野
八
橋
物
(
佐
野
次
郎
左
衛
門
物
)
」
と
は
、
元
禄
年
間
、
佐
野
次

郎
左
衛
門
が
吉
原
の
遊
女
八
ツ
桶
を
切
り
殺
し
て
騒
動
と
な
っ
た
「
吉
原
百

人
斬
」
　
に
取
材
し
た
歌
舞
伎
の
総
称
で
あ
る
。
こ
の
事
件
を
記
録
し
た
随
筆

類
は
種
々
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
最
も
信
恐
性
の
あ
る
記
録
と
さ
れ
る
『
洞
房

古
鑑
』
　
と
'
事
件
を
脚
色
し
て
伝
え
て
い
る
　
『
洞
房
語
園
異
本
校
異
』
、
芝

居
に
も
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
講
釈
師
馬
場
文
耕
の
　
『
近
世
江
戸
著

聞
集
』
を
比
較
の
た
め
取
り
上
げ
た
。

さ
と
こ
と
_
∫
あ
わ
せ
か
が
み

ま
た
　
『
杜
若
』
　
に
先
行
す
る
「
佐
野
八
橋
物
」
と
し
て
　
『
青
楼
詞
合
鋭
』
、

『
花
菖
蒲
佐
野
八
橋
』
　
を
取
り
上
げ
た
。

初
代
並
木
五
瓶
作
の
　
『
青
楼
詞
合
鍵
』
　
(
寛
政
九
年
三
月
へ
　
江
戸
桐
座
初

洪
O
以
下
ヨ
F
j
楼
l
と
す
る
)
　
で
は
、
佐
野
と
八
ツ
柄
は
恋
人
同
士
で
'
八

ツ
橋
は
宝
を
取
り
戻
す
た
め
佐
野
を
ふ
る
が
'
佐
野
は
八
ツ
橋
の
心
変
わ
り

を
真
に
受
け
、
逆
上
し
て
八
ツ
柄
を
切
る
。
こ
の
設
定
は
後
の
「
佐
野
八
橋

物
」
　
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
く
。

奈
河
篤
助
作
の
『
花
菖
蒲
佐
野
八
橋
』
　
(
以
下
F
花
菖
蒲
』
と
す
る
)
　
は
'

佐
野
次
郎
左
衛
門
を
　
『
有
職
鎌
倉
山
』
　
の
佐
野
源
左
衛
門
の
弟
と
設
定
し
'

二
番
目
で
佐
野
八
橋
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
主
た
る
趣
向
は
「
万
字

屋
花
魁
八
橋
実
は
お
静
」
と
「
万
字
毘
新
造
舟
橋
実
は
八
橋
」
　
の
'
二
人
の

八
ツ
橋
を
登
場
さ
せ
、
佐
野
と
木
文
を
対
抗
さ
せ
た
点
で
あ
る
。

以
下
へ
　
注
目
さ
れ
る
事
柄
に
絞
っ
て
貝
体
的
に
比
較
し
て
い
-
0

(
-
)
　
八
ツ
橋
が
殺
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て

八
ツ
橋
が
殺
さ
れ
た
場
所
を
、
『
洞
房
古
鑑
』
　
は
(
中
の
町
茶
屋
橘
屋
長

兵
衛
方
の
1
一
顧
)
へ
『
近
世
江
戸
著
聞
集
』
は
(
吉
原
中
の
町
の
茶
屋
蔦
匡
佐

次
右
衛
門
の
ヨ
矧
へ
の
階
段
)
と
し
て
い
る
。

『
青
楼
』
で
は
、
八
ツ
橋
が
切
ら
れ
る
場
所
を
八
万
字
屋
コ
階
~
の
廊
下
)

に
設
定
し
て
い
る
。
五
瓶
は
舞
台
の
切
り
穴
を
用
い
て
二
階
の
上
が
り
口
を

作
り
へ
　
客
を
送
り
出
す
遊
女
の
様
子
を
見
せ
る
な
ど
'
女
郎
屋
の
二
階
の
様

子
を
描
写
す
る
こ
と
に
意
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
随
筆
で
伝
え
ら
れ
る
殺

人
現
場
を
写
し
た
演
出
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

1
方
『
杜
若
』
　
で
は
吉
原
の
茶
屋
亭
主
「
蔦
屋
佐
二
郎
」
が
悪
役
と
し
て

登
場
す
る
。
こ
れ
は
　
『
近
世
江
戸
著
聞
集
』
　
(
以
下
『
著
聞
集
』
　
と
す
る
)

の
「
蔦
屋
佐
次
右
衛
門
」
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
取
り
込
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
八
ツ
橋
が
殺
さ
れ
る
場
所
は
茶
屋
の
二
階
で
は
な
-
'
八
万
寿

屋
の
寮
の
座
敷
)
で
あ
る
。
実
は
こ
の
寮
は
三
河
島
村
に
あ
る
こ
と
か
ら
、

馬
屋
の
発
案
で
、
八
ツ
橋
の
身
請
け
を
祝
い
、
『
伊
勢
物
語
』
　
の
三
河
の
国

の
八
橋
に
見
立
て
て
、
杜
若
づ
-
し
の
水
茶
屋
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い

う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
台
詞
を
子
細
に
み
て
い
-
と
、
こ
の
凝
っ

た
設
定
が
吉
原
の
茶
屋
蔦
屋
を
想
起
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
っ
た
こ
と

に
気
付
-
。
次
に
そ
の
箇
所
を
引
用
す
る
。

梅
〔
芸
者
お
き
し
〕
　
あ
れ
み
な
さ
ん
　
き
か
し
や
ん
せ
　
わ
た
し
ら

あ

　

　

　

　

　

　

く

る

わ

　

は

か

　

た

し

.

・

6

ゆ

を
揚
げ
に
し
て
　
廓
の
外
の
他
所
行
き
に
　
は
ん
に
俄
に
出
る
よ

・
-
・
c

ふ
な
　
な
り
も
揃
ひ
の
染
ゆ
か
た
　
(
中
略
)

多
〔
万
寿
屋
娘
お
む
ら
〕
　
そ
ん
な
ら
や
っ
ぱ
り
わ
た
し
ら
も
　
け
ふ

層
F
K

一
日
は
　
俄
に
出
た
心
に
成
て
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四
人
　
勤
ふ
わ
い
ナ
　
(
中
略
)

松
〔
万
寿
屋
太
平
次
〕
　
是
は
弥
左
衛
門
様
　
け
ふ
は
あ
な
た
の
御

-

・

蝣

M

r

j

*

f

*

w

趣
向
が
吉
原
中
へ
ば
つ
と
致
て
大
評
判
で
ご
ざ
り
ま
す
る

門
〔
釣
鐘
弥
左
衛
門
〕
　
そ
れ
は
有
が
た
い
わ
へ
　
こ
の
弥
左
衛
門
は

是
ま
で
新
造
か
い
で
　
内
証
へ
は
　
ろ
く
〈
近
付
に
も
な
ら
な

〔

い

よ

〈

】

ん
だ
が
　
け
ふ
は
お
出
い
り
屋
敷
の
二
郎
左
衛
門
様
が
弥
八
ッ
橋

い

わ

　

　

　

　

　

　

　

　

お

も

を
身
講
さ
つ
し
や
る
そ
の
祝
ゐ
に
　
ァ
ノ
左
二
郎
が
思
ひ
付
で
　
三

し

　

　

　

　

　

・

)

し

・

[

川
島
の
寮
へ
八
ッ
橋
が
座
敷
を
拝
へ
　
池
に
盛
り
の
か
き
つ
ば
た

う

へ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

た

の

こ
の
上
と
じ
ゃ
-
　
ね
ん
ご
ろ
に
頼
み
升

(
r
杜
若
』
空
一
幕
目
》
八
万
寿
屋
寮
の
場
)
)

こ
れ
は
7
つ
に
は
'
河
原
崎
座
再
興
に
当
た
っ
て
八
ツ
橋
役
の
半
四
郎

(
俳
名
杜
若
)
を
市
村
座
か
ら
貰
い
受
け
た
こ
と
を
「
八
ツ
橋
の
身
訪
け
」

に
見
立
て
た
、
当
て
込
み
の
趣
向
と
考
え
ら
れ
る
。

対
の
衣
裳
を
着
せ
ら
れ
た
吉
原
芸
者
達
が
、
ま
る
で
俄
の
よ
う
だ
と
言
っ

て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
こ
の
俄
は
い
わ
ゆ
る
「
吉
原
俄
」
の
こ
と
で
、

毎
年
八
月
に
吉
原
で
男
女
の
芸
者
に
よ
っ
て
済
じ
ら
れ
た
寸
劇
な
ど
を
さ
し
、

揃
い
の
衣
裳
を
着
て
踊
る
な
ど
の
様
々
な
趣
向
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
こ
で

は
八
ツ
橋
殺
し
の
現
場
を
万
寿
屋
の
「
寮
」
に
ず
ら
し
つ
つ
も
、
俄
の
行
わ

れ
て
い
る
吉
原
の
茶
屋
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
舞
台
面
で
'
実
説
の
茶
屋
蔦

屋
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
五
瓶
と
は
異
な
っ
た
方
法
で
実
説
を
写
そ
う
と
す
る
作
者
の
特

徴
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
人
名
や
言
葉
の
連
想
へ
見
立
て
か
ら
意
味

を
紡
ご
う
と
す
る
、
よ
り
言
語
遊
戯
的
な
特
徴
で
あ
る
。

(
2
)
　
「
甑
釣
瓶
」
　
に
つ
い
て

『
著
聞
集
』
で
は
、
佐
野
が
八
ツ
橋
を
切
り
殺
し
た
刀
を
'
備
前
国
光
の

大
業
物
で
「
水
も
瑠
ま
ら
ぬ
」
の
意
か
ら
、
異
名
を
「
亀
釣
瓶
」
と
い
う
刀

で
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
先
行
す
る
歌
舞
伎
で
は
い
ず
れ
も
'
「
舘

釣
瓶
」
を
佐
野
が
失
っ
た
家
宝
の
茶
入
れ
の
名
に
ず
ら
し
て
い
る
。

一
方
『
杜
若
』
で
は
、
八
ツ
橋
を
殺
す
刀
は
、
佐
野
の
台
詞
に
「
備
前
国

光
殿
よ
り
は
い
り
や
う
(
中
略
)
水
も
た
ま
ら
ぬ
か
ご
つ
る
べ
」
と
あ
る
よ

ぅ
に
、
『
著
聞
集
』
と
全
-
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
『
杜
若
』
で
は
お
家
の
重

宝
も
'
国
俊
の
銘
の
あ
る
「
濡
れ
衣
」
の
刀
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
濡
れ

衣
の
刀
」
と
対
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
「
水
も
溜
ま
ら
ぬ
寵
釣
瓶
の
刀
」

を
強
調
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
歌
舞
伎
で
「
慌
釣
瓶
」
を
刀
と
し
た
の
は
'
『
杜
若
』
が
最
初

だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
い
う
の
も
こ
の
数
年
後
に
書
か
れ

た
、
南
北
作
『
四
天
王
産
湯
玉
川
』
(
文
政
元
年
十
1
月
へ
H
I
P
玉
川
座
初

演
)
第
二
番
目
序
幕
に
'
三
升
ら
が
「
純
釣
瓶
」
の
銘
の
あ
る
古
脇
差
を
見

て
、
春
狂
言
は
「
佐
野
次
郎
左
衛
門
の
世
界
」
に
す
る
よ
う
「
亀
井
戸
の
親

父
」
(
南
北
の
事
)
に
も
言
っ
て
や
れ
と
話
し
あ
う
、
役
者
の
私
生
活
を
劇

化
し
た
場
面
が
あ
る
。
こ
の
時
、
声
色
屋
栄
吉
が
「
水
も
た
ま
ら
ず
、
ま
つ

こ
の
通
り
と
、
モ
シ
ヘ
ア
ノ
狂
言
の
時
の
せ
り
ふ
は
'
よ
く
座
敷
で
も
追
ひ

ま
す
る
ネ
」
と
亭
っ
な
ど
、
佐
野
の
世
界
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
「
龍
釣

瓶
の
刀
」
が
執
粉
に
強
調
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(
3
)
佐
野
の
逃
亡
の
様
子
に
つ
い
て

r
著
聞
柴
』
に
あ
る
、
佐
野
が
屋
根
伝
い
に
逃
げ
た
と
い
う
件
を
、
先
行
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す
る
歌
舞
伎
で
は
取
り
入
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
『
杜
若
」
　
で
は
新
し
い
見

せ
場
と
し
て
こ
れ
も
取
り
入
れ
て
い
る
。
尾
根
の
上
に
佐
野
を
、
そ
の
軒
下

に
お
六
を
配
し
'
二
つ
の
殺
人
を
対
比
し
て
見
せ
る
こ
の
場
面
は
、
佐
野
の

物
語
と
お
六
の
物
語
を
統
一
的
に
見
せ
、
実
説
を
劇
中
に
絡
め
取
る
作
者
の

手
際
が
よ
-
表
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
『
杜
若
』
　
で
は
先
行
作
以
上
に
、
『
著
聞
集
』
と
合
致
す

る
部
分
が
多
-
、
断
定
は
で
き
な
い
も
の
の
同
容
が
参
照
さ
れ
た
可
能
性
は

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
関
連
し
て
こ
こ
で
は
『
杜
若
』
　
の
次
の
箇
所
に

も
注
目
し
て
み
た
い
。

あ
み

(
中
略
)
団
十
郎
〔
佐
野
次
郎
左
衛
門
〕
着
流
し
大
小
深
編
笠

M
E

に
て
出
て
く
る
　
跡
よ
り
鶴
十
郎
〔
づ
ぶ
六
の
三
〕
前
幕
の
非

人
に
て
付
て
出
て
来
り
　
(
中
略
)

国
〔
利
助
〕
　
ヤ
　
あ
な
た
は
二
郎
左
衛
門
様
で
ム
り
升
か
　
(
中
略
)

つ
る
〔
づ
ぶ
〕
　
な
に
伊
左
衛
門
だ
　
ど
ふ
り
で
風
の
神
が
鳥
お
ど
L

と
い
ふ
形
リ
だ

は

や

　

　

　

　

　

　

ゆ

国
〔
利
助
〕
　
是
さ
む
だ
を
H
i
m
わ
づ
と
早
-
あ
っ
ち
へ
行
け
　
-
　
!
-

ト
つ
る
十
郎
〔
づ
ぶ
六
〕
が
そ
で
を
と
ら
ま
へ
て
花
道
へ
つ
れ

て
ゆ
く

つ
る
〔
づ
ぷ
〕
　
ア
、
コ
レ
〈
若
衆
　
さ
り
と
て
は
　
つ
ゞ
れ
ざ
わ

ひ

　

　

や

ぶ

　

　

つ

か

り
が
あ
ら
い
く
　
引
け
ば
破
る
1
掴
め
ば
あ
と
に
し
-
ぢ
り
さ

む

か

し

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ゃ

む
ら
い
音
は
　
や
り
て
　
若
ひ
衆
茶
屋
船
宿
の
つ
け
届
ケ
　
か
む
ろL-Ci

子
供
の
仕
着
迄
お
も
て
向
は
わ
し
が
名
で
み
ん
な
そ
な
た
の
工
面

づ
くト

し
ん
内
を
か
た
る
　
(
T
杜
若
』
(
二
幕
目
〉
八
万
寿
屋
寮
の
場
)
)

こ
こ
は
『
廓
文
章
j
の
次
の
箇
所
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
な
っ
て
い
る
。

「
男
ど
も
口
々
に
。
ヤ
何
者
ぢ
や
。
風
の
神
か
鳥
お
ど
し
の
様
な
ざ
ま

で
。
(
中
略
)
喜
左
衛
門
飛
び
出
で
。
(
中
略
)
　
シ
ヤ
ア
伊
左
衛
門
様
か
。

(
中
略
)
　
い
ざ
お
通
り
と
袖
を
引
け
ば
。
ヘ
ア
、
、
コ
レ
く
喜
左
衛

門
。
さ
り
と
て
は
紙
衣
ざ
は
り
が
荒
い
く
。
引
け
ば
破
る
1
。
掴
め

ば
跡
に
師
走
浪
人
。
昔
は
槍
が
迎
ひ
に
出
る
(
9
)
0

こ
の
歌
詞
の
「
紙
衣
」
を
、
乞
食
の
づ
ぷ
六
に
あ
わ
せ
て
「
つ
ゞ
れ
」
に

替
え
へ
「
槍
」
を
「
遣
手
」
に
か
け
て
へ
途
中
か
ら
所
内
節
の
『
帰
咲
名
残

の
命
毛
』
の
「
遣
手
充
に
仕
着
ま
で
o
表
向
き
を
ば
お
れ
が
名
で
み
ん
な
そ

な
た
の
才
覚
ぞ
や
(
-
め
ん
づ
-
)
」
に
替
え
て
歌
っ
た
滑
稽
な
場
面
で
あ

る
。
こ
の
趣
向
は
、
歌
が
上
手
だ
っ
た
づ
ぶ
六
役
の
坂
東
鶴
十
即
の
た
め
の

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
'
浪
人
と
な
っ
て
八
ツ
橋
に
会
い
に
来
た
佐
野
に
、

r
廓
文
章
L
の
藤
屋
伊
左
衛
門
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

一
方
『
著
聞
集
』
に
も
'
零
落
し
た
佐
野
が
「
伝
へ
き
-
大
坂
の
夕
ぎ
り

は
藤
伊
が
紙
子
あ
み
笠
の
風
の
神
と
あ
や
し
ま
る
ゝ
程
の
身
に
さ
へ
心
を
つ

く
し
」
と
芝
居
の
夕
霧
伊
左
衛
門
の
身
に
自
分
を
引
き
比
べ
る
場
面
が
あ
る
。

と
も
に
『
廓
文
章
』
　
へ
の
連
想
が
働
い
て
い
る
点
で
共
通
し
て
お
り
'
『
著

聞
集
し
の
こ
の
箇
所
が
r
杜
若
』
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

(
4
)
　
八
ツ
橋
殺
害
の
動
機
に
つ
い
て

先
行
す
る
歌
舞
伎
に
比
し
て
r
杜
若
j
は
、
凶
行
に
至
る
ま
で
の
佐
野
を

非
常
に
丁
寧
に
描
い
て
い
る
。
以
下
該
当
の
箇
所
を
先
行
作
と
比
較
し
て
み

て
い
く
。
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ま
ず
『
青
楼
A
　
で
は
次
の
通
り
で
あ
る
O

次
郎
　
コ
レ
へ
　
い
ま
云
や
っ
た
茶
入
れ
の
事
は
、
ど
う
ぢ
や
い
の
。

八
橋
　
そ
の
茶
入
れ
は
-
-
茶
入
れ
で
-
-
も
う
お
前
は
否
に
な
っ
た
。

わ
し
や
切
れ
て
し
ま
ふ
ぞ
え
。
(
中
略
)

次
郎
　
以
前
の
事
は
打
忘
れ
'
わ
り
や
女
郎
に
な
っ
た
か
。

八
橋
　
ア
イ
。
勤
め
の
習
ひ
。

ト
振
り
切
り
、
思
ひ
入
れ
あ
っ
て
、
ツ
イ
と
奥
へ
入
る
。
次
郎
左

衛
門
へ
　
キ
ッ
と
坐
り
、
両
手
を
膝
に
置
き
、
奥
を
配
み
つ
け
腕

ま
-
り
し
て
'
ホ
ロ
〈
泣
く
思
ひ
入
れ
。
(
中
略
)

次
郎
　
さ
う
ぢ
や
。

ト
血
相
し
て
'
奥
へ
ツ
イ
と
走
り
入
る
。

(
『
青
楼
』
《
序
幕
〉
人
吉
原
町
の
段
)
)

『
青
楼
』
　
で
は
、
佐
野
は
世
間
知
ら
ず
で
弱
々
し
-
、
何
事
も
人
任
せ
な

性
格
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
、
八
ツ
橋
が
宝
を
取
り
戻
そ
う
と
し

て
愛
想
づ
か
し
を
言
っ
て
い
る
と
は
知
ら
ず
に
、
た
ま
た
ま
懐
に
あ
っ
た
刀

で
発
作
的
に
殺
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

『
花
菖
蒲
』
　
で
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

向
う
よ
り
次
郎
左
衛
門
、
着
流
し
'
頼
冠
り
、
大
小
に
て
、
思

案
の
体
に
て
、
出
て
来
て

次
郎
　
木
文
と
八
橋
が
今
宵
の
婚
礼
へ
色
恋
な
ら
ぬ
と
売
女
め
が
、
に

せ
紫
の
さ
め
易
-
'
こ
れ
ま
で
武
士
を
偽
り
L
へ
沼
田
に
育
つ
泥
水

に
て
'
次
郎
左
衛
門
が
顔
を
汚
し
た
畜
生
め
。
殊
に
茶
入
れ
を
所
持

な
せ
ば
、
尋
ね
出
だ
し
て
佐
野
家
の
再
興
。
六
日
の
月
の
遅
れ
菖
蒲
、

刀
は
錆
び
て
も
心
の
刃
金
で
'
切
っ
て
恨
み
の
八
橋
木
文
、
袋
か
ら

廻
っ
て
出
し
抜
け
に
、
ソ
レ
〈
。

(
r
花
菖
蒲
』
〈
大
切
〉
八
三
十
間
堀
木
犀
の
場
)
)

『
花
菖
蒲
』
で
は
、
表
向
き
の
恋
人
だ
っ
た
八
ツ
橋
が
木
文
と
婚
礼
す
る

こ
と
に
な
り
武
士
の
面
が
立
た
な
い
た
め
へ
　
ま
た
斑
釣
瓶
の
茶
入
れ
を
奪
い

返
す
た
め
に
八
ツ
橋
を
殺
す
。
但
し
殺
人
に
至
る
ま
で
の
心
情
の
描
写
は
ほ

と
ん
ど
無
く
や
や
唐
突
の
感
が
あ
る
。
八
ツ
橋
を
二
人
に
し
た
趣
向
の
無

理
が
崇
っ
て
、
佐
野
の
心
情
が
暖
味
に
な
っ
て
い
る
の
は
否
め
な
い
。
二
番

目
は
全
体
的
に
場
当
た
り
的
な
趣
向
が
多
い
と
言
え
る
ー
>
-

1
方
r
杜
若
』
　
の
場
合
へ
先
行
作
に
比
し
て
佐
野
が
殺
人
へ
と
追
い
つ
め

ら
れ
て
い
-
状
況
、
心
情
の
変
化
を
次
の
よ
う
に
丁
寧
に
描
い
て
い
る
。

刀
詮
議
の
日
数
が
あ
と
一
両
日
に
迫
り
'
佐
野
は
切
腹
を
覚
悟
し
'
八
ツ

橋
に
暇
乞
い
に
来
る
。
し
か
し
八
ツ
橋
の
言
葉
に
ひ
か
れ
、
い
っ
た
ん
期
を

の
ば
す
。
し
か
し
そ
の
直
後
八
ツ
橋
は
佐
野
を
帰
参
さ
せ
る
た
め
へ
心
に
も

な
い
愛
想
づ
か
し
を
し
て
佐
野
を
ふ
る
。
佐
野
は
次
の
よ
う
に
八
ツ
橋
を
の

括

　

　

　

男

　

　

W

E

&

i

c

*

の
し
る
。
「
さ
ほ
ど
の
性
根
に
な
る
事
な
ら
最
前
の
折
あ
の
如
-
　
愁
嘆
致

せ

き

　

お

も

て

　

　

　

　

　

す

こ

　

　

　

　

　

　

て

い

て
と
ゞ
め
ね
ば
　
か
-
る
席
へ
は
面
も
出
さ
ず
　
少
し
は
武
士
の
心
底
を
残

こ

と

ば

　

は

な

　

　

　

　

　

　

と

す
程
の
義
も
あ
ら
ふ
に
　
な
ま
じ
言
葉
に
花
を
そ
へ
足
を
引
留
め
た
ち
ま
ち

れ

つ

　

　

　

　

　

　

　

な

ら

　

　

ほ

う

ゆ

ふ

　

き

に
手
の
裏
か
へ
す
今
の
い
ゝ
ぶ
ん
　
列
座
の
内
に
は
肩
を
並
べ
し
朋
友
の
聞

わ

ら

　

　

う

き

か
る
1
手
前
　
か
や
う
な
事
に
は
尾
ひ
れ
を
付
　
そ
し
り
笑
ふ
は
浮
世
の
習

め

ん

ぴ

　

か

　

　

　

　

　

　

　

う

し

　

ゆ

ぴ

ひ
　
次
郎
左
衛
門
は
面
皮
を
欠
い
た
　
こ
り
ゃ
ヤ
い
後
ろ
指
さ
1
る
わ
い
や

サ
*
K

い
　
不
実
者
め
が
」
。
こ
う
し
て
佐
野
は
恥
辱
を
晴
ら
す
に
は
、
も
は
や
本

地
へ
の
帰
参
し
か
な
い
と
い
う
所
に
追
い
つ
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
挙
げ

句
へ
刀
は
偽
物
と
分
か
り
'
佐
野
は
全
て
の
希
望
を
失
っ
て
八
ツ
橋
を
殺
す
。

先
行
作
と
違
っ
て
、
佐
野
は
一
旦
は
八
ツ
橋
を
思
い
切
る
覚
悟
を
し
て
い

117



る
。
し
か
し
わ
ざ
わ
ざ
暇
乞
い
に
来
た
こ
と
に
衷
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
彼

に
は
未
練
が
あ
り
、
八
ツ
橋
の
言
葉
に
期
を
延
ば
し
て
し
ま
う
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
次
の
台
詞
で
あ
る
。

げ

ん

ぎ

い

　

　

　

　

　

　

　

　

　

た

づ

幸
〔
船
橋
次
郎
左
衛
門
〕
　
　
(
中
略
)
　
現
在
あ
れ
成
る
八
ッ
橋
が
　
尋

と
し
　
・
も
ろ

ぬ
る
所
の
二
字
国
俊
　
貰
ふ
て
や
ら
ふ
と
言
ふ
で
は
な
い
か
　
そ

に
く

ん
な
ら
ま
ん
ざ
ら
八
ッ
橋
が
憎
い
と
ば
か
り
も
許
わ
れ
ま
い
(
中
略
)

*

i

-

/

.

　

r

・

・

>

幸
〔
船
橋
〕
　
其
身
の
帰
参
の
蔓
と
成
る
　
ァ
ノ
国
俊
は
貴
殿
は
い
ら

ぬ
か

団
〔
佐
野
次
郎
左
衛
門
〕
　
ヤう

へ

　

　

　

　

　

　

は

'

L

)

　

は

'

L

)

幸
〔
船
橋
〕
　
だ
い
て
寝
た
上
　
し
っ
ぽ
り
と
肌
と
肌
と
も
　
ぬ
れ
ご

ろ
も
　
こ
な
た
に
や
る
の
が
手
切
れ
の
し
る
し

団
〔
佐
野
〕
　
す
り
や
船
橋
が
だ
い
て
寝
た
　
其
上
な
ら
で
は
ぬ
れ
衣

わ
た

も
次
郎
左
衛
門
に
は
渡
さ
ぬ
か

(
『
杜
若
』
(
1
1
幕
目
》
八
万
寿
屋
寮
の
場
)
)

先
行
作
『
青
楼
』
　
で
は
'
八
ツ
橋
の
本
心
を
'
佐
野
が
知
ら
な
い
た
め
に

殺
人
が
起
こ
る
。
い
わ
ば
男
女
の
心
の
す
れ
違
い
に
重
点
を
置
い
て
描
か
れ

て
い
る
と
い
え
る
。

一
方
r
杜
若
』
　
の
場
合
は
'
先
に
引
用
し
た
「
だ
い
て
寝
た
う
へ
　
し
っ

ぽ
り
と
　
は
だ
と
は
だ
と
も
ぬ
れ
ご
ろ
も
」
　
の
台
詞
に
端
的
に
表
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
'
八
ツ
橋
の
貞
操
と
「
ぬ
れ
衣
」
は
天
秤
に
か
け
ら
れ
、
佐
野
は

そ
の
選
び
よ
う
の
な
い
両
者
か
ら
1
方
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に

追
い
込
ま
れ
る
。
こ
こ
で
は
男
女
の
心
の
す
れ
違
い
以
上
に
、
帰
参
か
女
か

と
い
う
、
理
不
尽
な
選
択
の
前
で
立
ち
す
-
み
'
状
況
に
追
い
つ
め
ら
れ
る

佐
野
の
姿
に
焦
点
が
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
佐
野
を
追

い
つ
め
る
状
況
と
は
'
敵
役
に
よ
っ
て
仕
組
ま
れ
た
人
為
的
な
悪
意
に
満
ち

た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
い
-
つ
か
の
選
択
肢
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て

ジ
レ
ン
マ
に
陥
り
'
信
念
が
揺
ら
ぎ
、
刻
々
と
変
化
し
裏
返
る
虚
偽
の
状
況

に
翻
弄
さ
れ
、
一
層
深
-
傷
つ
-
孤
独
な
人
間
像
が
、
段
階
的
に
分
析
的
に

描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
佐
野
の
苦
し
み
は
現
代
人
に
通
じ
る
も
の
と

な
り
得
る
だ
ろ
う
。

ま
た
こ
の
よ
う
な
人
物
像
は
、
後
の
南
北
作
品
に
お
い
て
は
、
『
東
海
道

四
谷
怪
談
し
　
の
民
谷
伊
右
衛
門
へ
　
r
盟
三
五
大
切
j
　
の
薩
摩
源
五
兵
衛
な
ど

に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
観
客
の
側
か
ら
言
え
ば
、
佐
野
と
八
橋
が
嚇
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

う
す
う
す
知
り
な
が
ら
芝
居
を
見
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
観
客

は
佐
野
ら
と
同
化
す
る
よ
り
は
、
敵
役
の
策
略
に
み
す
み
す
は
ま
っ
て
い
-

彼
ら
を
傍
観
し
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
よ
う
に
娯
楽
と
し
て
そ
れ
を
眺
め
る
と

い
う
立
場
を
と
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
　
《
二
幕
日
》
の
構
成
に
つ
い
て

書
目
楼
』
　
で
は
八
ツ
橋
が
佐
野
に
愛
想
づ
か
し
を
す
る
理
由
は
、
盗
ま
れ

た
宝
を
取
り
戻
す
た
め
で
あ
っ
た
。
1
方
『
杜
若
』
　
で
は
そ
れ
に
加
え
て
、

姉
と
名
乗
る
奥
女
中
(
実
は
土
手
の
お
六
)
　
が
現
れ
、
親
の
敵
の
佐
野
と
別

れ
る
よ
う
懇
願
す
る
。
こ
の
た
め
八
ツ
橋
は
佐
野
と
別
れ
る
し
か
な
-
な
り
へ

こ
の
上
は
宝
刀
を
取
り
戻
す
た
め
、
舟
橋
の
身
箭
け
を
承
知
し
よ
う
と
心
を

決
め
る
。
し
か
し
実
は
身
請
け
を
し
た
の
は
舟
橋
で
は
な
-
、
悪
商
人
の
釣
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鐙
弥
左
衛
門
で
あ
っ
た
。
し
か
も
八
ツ
橋
に
は
明
か
さ
れ
な
い
が
、
実
は
奥

女
中
も
舟
橋
も
偽
物
で
'
全
て
は
八
ツ
橋
を
佐
野
か
ら
奪
お
う
と
す
る
弥
左

衛
門
の
計
略
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
理
由
が
複
雑
化
し
た
の
に
伴
っ
て
'
殺
人
も
[
佐
野
の
八
ツ

橋
殺
し
]
と
[
お
六
の
乞
食
殺
し
]
　
の
二
つ
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
[
お
六
の
乞
食
殺
し
]
に
至
る
部
分
は
、
『
け
い
せ
い
金
秤
目
』

か
ら
き
た
筋
で
あ
る
。
つ
ま
り
T
杜
若
』
の
二
某
日
は
'
主
に
二
つ
の
作
品

を
絡
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
へ
双
方
に
新
し
い
局
面
を
加
え
、
再
統
合
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

佐
野
八
ツ
橋
が
中
心
と
な
る
こ
の
幕
は
'
次
の
①
～
④
の
四
場
か
ら
な
り
、

場
面
転
換
は
全
て
廻
り
舞
台
を
使
用
し
て
い
る
.
各
場
を
内
容
で
整
理
し
て

み
る
と
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
万
寿
屋
寮
の
場
は
佐
野
と
船
橋
二
人
の
次
郎
左
衛
門
、
及
び
お
六
と
八

ッ
橋
姉
妹
の
対
立
が
中
心
と
な
る
場
面
で
あ
る
。
弥
左
衛
門
に
頼
ま
れ
て
、

お
六
が
姉
の
奥
女
中
'
願
哲
が
船
橋
と
い
う
侍
に
化
け
、
八
ツ
橋
を
飼
す
。

そ
れ
を
受
け
て
'
八
ツ
橋
が
心
に
も
な
い
愛
想
づ
か
し
を
言
っ
て
、
佐
野
を

煽
す
o
　
い
わ
ば
嘘
の
プ
ロ
ッ
ト
が
奨
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

更
に
寮
は
、
弥
左
衛
門
と
共
謀
し
た
高
屋
の
趣
向
で
、
茶
店
に
仕
立
て
ら

れ
て
お
り
、
台
詞
で
も
「
俄
」
の
よ
う
だ
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
お
六
ら
が

変
装
し
て
八
ツ
橋
を
煽
す
こ
の
場
面
は
'
空
間
も
ま
た
「
俄
」
の
如
く
、
装

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

②
で
場
面
は
万
寿
屋
の
外
へ
移
り
'
お
六
と
船
橋
だ
け
が
登
場
す
る
。
こ

こ
で
変
装
が
解
か
れ
、
奥
女
中
か
ら
蛇
遣
い
お
六
へ
、
船
橋
か
ら
乞
食
坊
主

願
哲
へ
と
、
二
人
が
元
の
姿
に
戻
る
の
と
同
時
に
へ
真
の
人
間
関
係
も
明
ら

か
に
な
る
。
嘘
は
誠
と
な
り
、
お
六
は
八
ツ
柄
の
実
姉
で
あ
る
こ
と
が
判
明

す
る
.
②
は
い
わ
ば
、
①
の
裏
を
見
せ
た
場
面
で
あ
り
'
そ
れ
が
廻
り
舞
台

の
利
用
に
よ
っ
て
視
覚
的
に
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

③
は
再
び
万
寿
屋
の
座
敷
で
'
も
う
1
方
の
佐
野
と
八
ツ
柄
の
場
面
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
佐
野
の
八
ツ
橋
殺
し
が
起
き
て
、
お
六
の
嘘
は
ま
た
誠
と
な

り
、
佐
野
は
肉
親
の
敵
と
な
る
。

④
で
は
③
の
寮
の
討
手
を
見
せ
へ
お
六
願
哲
と
佐
野
八
橋
が
再
び
1
つ
の

場
面
に
登
場
す
る
。
こ
の
場
面
で
は
お
六
の
乞
食
殺
し
が
起
き
る
。
そ
し
て

人
違
い
の
殺
人
を
し
た
お
六
と
'
誤
解
か
ら
殺
人
を
し
た
佐
野
を
、
屋
根
と

そ
の
軒
下
の
上
下
に
配
し
、
二
つ
の
殺
人
の
対
称
性
を
強
調
し
、
「
佐
野
八

橋
」
と
「
お
六
」
の
物
語
を
有
機
的
に
結
び
付
け
、
再
統
合
す
る
工
夫
を
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
い
-
と
、
『
杜
若
』
で
は
、
も
と
と
な
っ
た
二
つ
の
物

語
の
登
場
人
物
を
対
照
さ
せ
へ
場
面
を
対
比
的
に
進
め
、
そ
れ
を
再
び
統
合

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
に
統
一
感
を
も
た
せ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て

は
全
体
の
構
成
に
も
関
わ
り
、
百
い
せ
い
金
秤
目
』
と
の
更
な
る
比
較
が

必
要
と
な
る
の
で
詳
し
-
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
物
事
を
表
と
輿
原
因
と
結
果
な
ど
の
対
置
概
念
と
し
て
明
解

に
と
ら
え
る
作
者
の
思
考
の
特
徴
と
、
そ
れ
を
視
覚
的
な
構
図
で
象
徴
的
に

舞
台
上
に
あ
ら
わ
す
作
者
の
方
法
の
特
徴
が
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

『
杜
若
』
を
「
佐
野
八
橋
物
」
と
し
て
の
視
点
で
み
た
場
合
へ
先
行
作
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m
H
楼
』
の
類
型
を
踏
襲
し
っ
つ
、
ま
だ
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
実

説
の
細
部
を
新
た
に
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
へ

刻
々
と
変
化
す
る
状
況
に
翻
弄
さ
れ
る
人
間
像
が
徴
密
に
描
か
れ
て
い
る
。

更
に
新
し
い
登
場
人
物
を
「
佐
野
八
橋
」
に
対
置
L
へ
対
照
的
で
明
解
な
場

面
構
成
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
「
佐
野
八
柄
物
」
と
し
て
の
完
成
度

が
よ
り
高
ま
っ
た
作
品
と
い
え
よ
う
。

先
行
作
と
比
較
し
て
み
る
と
へ
対
象
を
分
析
的
に
兄
へ
構
造
を
抽
出
し
よ

う
と
す
る
作
者
の
視
点
に
改
め
て
気
付
か
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
南
北
の
作

品
の
構
成
の
確
か
さ
に
関
わ
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に

つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

注
(
-
)
三
浦
広
子
氏
「
机
匡
南
北
に
お
け
る
脚
本
構
成
法
-
絢
交
-
」
(
『
国
語

国
文
研
究
』
第
三
七
号
へ
昭
和
四
二
年
六
月
三
〇
日
)
0

(
2
)
初
演
台
帳
の
写
本
で
あ
る
が
、
貸
本
用
に
写
さ
れ
た
本
と
み
ら
れ
る
。

頭
古
き
は
役
者
名
で
記
さ
れ
'
作
者
名
は
な
い
O

(
ォ
)
　
1
方
『
大
南
北
全
集
』
の
底
本
は
明
か
で
は
な
い
が
へ
国
会
本
で
1
見

意
味
の
通
り
に
-
い
箇
所
に
限
っ
て
別
の
語
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
国
会
本
を
底
本
と
し
た
可
能
性
が
高
い
と
み
ら
れ
る
。

(
4
)
こ
れ
以
外
に
も
絵
番
付
に
は
脱
字
、
役
者
の
紋
の
誤
り
な
ど
が
あ
り
、

給
も
粗
雑
で
'
興
行
前
に
取
り
込
み
の
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

(
5
)
　
こ
の
役
名
は
、
r
け
い
せ
い
井
堤
漸
』
(
天
明
七
年
五
月
河
原
崎
座
)
の

番
付
に
も
見
え
る
。
r
文
学
堂
書
店
古
書
目
録
』
第
二
二
号
(
平
成
二

年
春
)
所
載
の
『
傾
城
井
堤
蒲
』
は
「
勝
俵
蔵
作
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

未
見
で
あ
る
が
t
 
r
杜
若
」
の
構
想
の
原
型
の
l
つ
と
な
っ
た
作
品
か
と

推
測
さ
れ
る
。

(
6
)
給
番
付
「
序
幕
」
に
は
'
づ
ぷ
六
は
描
か
れ
て
い
な
い
。

(
7
)
国
会
本
は
追
い
込
み
式
で
讃
か
れ
て
お
り
、
翻
刻
に
際
し
て
適
宜
改
行

L
へ
句
読
点
に
相
当
す
る
箇
所
は
l
字
あ
き
と
し
た
。
漢
字
は
通
行
の
字

体
を
用
い
へ
「
様
」
を
表
す
記
号
は
漢
字
に
か
え
た
。
底
本
の
ル
ビ
は
お

お
む
ね
省
略
し
、
残
し
た
場
合
は
〓
雷
き
に
し
た
。
底
本
の
仮
名
は

適
宜
漢
字
に
改
め
、
仮
名
は
ル
ビ
と
し
て
示
し
た
。
ま
た
「
気
ふ
」
に

「
き
ふ
」
と
ル
ビ
が
さ
れ
て
い
る
の
が
多
-
見
受
け
ら
れ
る
が
'
こ
れ
は

「
け
ふ
」
と
し
た
。
ま
た
役
者
名
の
あ
と
に
、
番
付
に
よ
り
替
名
を
〔
〕

に
補
っ
た
。
ま
た
幕
数
は
絵
番
付
に
よ
る
。

(
8
)
参
照
、
引
用
文
献
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
『
洞
房
古
鑑
j
-
コ
二
田

村
弐
魚
全
袋
第
二
三
巻
j
(
昭
和
五
二
年
二
月
、
中
央
公
論
社
)
o
『
洞
房

語
園
異
本
校
異
』
I
冒
口
本
随
筆
大
成
第
三
期
第
二
巻
』
(
昭
和
五
一
年

復
刊
へ
吉
川
弘
文
館
)
。
r
近
世
江
戸
著
聞
集
j
-
冠
着
十
種
第
二
』

(
大
正
一
六
年
一
月
、
広
谷
国
平
刊
行
会
)
。
『
背
楼
詞
合
銃
』
-
百
本

戯
曲
全
集
第
六
巻
』
(
昭
和
三
年
四
月
、
春
陽
堂
)
。
『
花
菖
蒲
佐
野
八
橋
』

-
r
日
本
戯
曲
全
集
第
三
六
巻
』
　
(
昭
和
七
年
1
月
、
春
陽
堂
)
0

(
9
)
引
用
は
r
日
本
名
著
全
集
　
歌
謡
音
曲
集
』
(
昭
和
四
年
二
月
、
日

本
名
著
全
集
刊
行
会
)
に
よ
る
。
『
帰
咲
名
残
の
命
毛
」
も
同
書
に
よ
る
。

(
S
)
一
番
目
の
舞
台
書
き
は
「
造
り
物
」
で
始
ま
っ
て
お
り
へ
作
者
は
上
方

下
り
の
奈
河
篤
助
と
考
え
ら
れ
る
。
二
番
目
は
「
本
舞
台
」
で
始
ま
っ
て

お
り
'
実
際
に
撃
を
取
っ
た
の
は
江
戸
の
作
者
と
考
え
ら
れ
、
松
井
幸
三

か
'
篠
田
金
次
あ
た
り
か
と
想
像
さ
れ
る
。
二
番
目
に
は
、
婚
礼
と
葬
礼

が
同
時
に
準
備
さ
れ
る
滑
稽
な
場
面
が
あ
り
へ
南
北
の
作
風
と
さ
れ
る
趣

向
の
、
同
時
代
で
の
広
が
り
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
。

[
付
記
]
貴
重
な
資
料
の
翻
刻
、
掲
載
を
御
許
可
頂
い
た
国
立
国
会
図
雷
館
に

深
-
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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