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慶
安
本
『
と
う
だ
い
き
』
に
見
る
古
浄
瑠
璃
正
本
の
形
態
の
変
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寛
永
初
期
か
ら
出
版
さ
れ
始
め
た
古
浄
瑠
璃
正
本
は
、
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
そ
の
形
態
を
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
。
横
本
か
ら
中
本
、
半
紙
本
へ
、
半
丁
あ
た
り
の
行

数
や
一
行
あ
た
り
の
文
字
数
の
増
加
、
一
枚
紙
表
紙
か
ら
厚
手
の
紙
の
表
紙
へ
、
特
定
の
太
夫
の
正
本
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
る
、
な
ど
と
い
っ
た
変
化
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
コ
ス
ト
カ
ッ
ト
な
ど
商
業
的
な
目
的
に
沿
っ
て
起
こ
っ
た
。
ま
た
、
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
古
浄
瑠
璃
正
本
の
本
文
が
太
夫
で
は
な
く
草
子
屋
の
主
導
に
よ
っ
て
作

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

慶
安
三
年
刊
の
古
浄
瑠
璃
正
本
『
と
う
だ
い
き
』（
慶
安
本
）
の
形
態
を
寛
永
十
年
刊
の
『
と
う
だ
い
き
』（
寛
永
本
）
と
比
較
す
る
と
、
コ
ス
ト
カ
ッ
ト
と
太
夫
の
正
本
で

あ
る
こ
と
の
強
調
と
い
う
、
寛
永
期
以
降
の
古
浄
瑠
璃
正
本
全
体
が
指
向
し
て
き
た
方
向
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

慶
安
本
の
本
文
は
寛
永
本
の
本
文
を
直
接
書
承
的
に
利
用
し
省
略
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
様
の
方
法
で
作
ら
れ
た
説
経
正
本
『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』
に
見
ら
れ

た
よ
う
な
省
略
に
伴
う
物
語
内
容
の
不
備
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
に
増
補
さ
れ
た
本
文
か
ら
は
当
期
の
太
夫
の
正
本
で
あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け
る
工
夫
が
見
ら

れ
た
。

慶
安
本
は
挿
絵
に
お
い
て
も
、
寛
永
本
を
直
接
利
用
し
取
捨
選
択
を
行
う
一
方
、
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
見
開
き
図
を
創
出
す
る
な
ど
、
読
者
に
強
い
印
象
を
与
え
る
工
夫
が

な
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
寛
永
本
に
お
い
て
本
文
と
挿
絵
が
同
じ
丁
に
混
在
し
て
い
た
箇
所
を
本
文
の
丁
と
挿
絵
の
丁
に
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
制
作
の
効
率
を
向
上
さ
せ

る
工
夫
も
見
ら
れ
た
。
以
上
の
よ
う
な
制
作
方
法
が
採
ら
れ
た
結
果
、
慶
安
本
は
寛
永
本
の
約
半
分
の
丁
数
で
完
結
し
、
コ
ス
ト
カ
ッ
ト
に
成
功
し
て
い
る
。
ま
た
、
現
存
す

る
慶
安
本
は
再
印
本
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
商
業
的
に
も
あ
る
程
度
以
上
成
功
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

寛
永
本
、
慶
安
本
の
『
と
う
だ
い
き
』
を
比
較
し
た
と
き
に
わ
か
る
こ
と
は
、
寛
永
期
か
ら
慶
安
期
に
か
け
て
の
操
り
浄
瑠
璃
の
上
演
時
間
の
変
化
で
は
な
く
、
浄
瑠
璃
正

本
を
安
い
コ
ス
ト
で
、
絵
入
り
読
み
物
と
し
て
魅
力
的
に
、
且
つ
当
期
の
太
夫
の
正
本
ら
し
く
作
ろ
う
と
い
う
草
子
屋
の
工
夫
の
痕
跡
な
の
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

近
世
初
期
か
ら
刊
行
さ
れ
始
め
た
古
浄
瑠
璃
正
本
、
説
経
正
本
は
、
当
時
の
舞
台

芸
能
の
語
り
を
伝
え
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
そ
れ
ら
に
は
絵
入

り
読
み
物
と
し
て
の
側
面
も
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
本
文
が
浄
瑠
璃
や
説

経
の
太
夫
で
は
な
く
草
子
屋
の
主
導
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
つ
つ
あ
る
。
本
論
の
目
的
は
、慶
安
三
（
一
六
五
〇
）
年
刊
の
古
浄
瑠
璃
正
本
『
と

う
だ
い
き
』の
形
態
、本
文
、挿
絵
に
着
目
し
、そ
れ
に
先
行
す
る
寛
永
十（
一
六
三
三
）

年
本
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
慶
安
本
を
出
版
史
上
に
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る

か
、
草
子
屋
が
刊
行
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
た
の
か
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ま
ず
は
、
そ
の
前
提
と
な
る
研
究
史
か
ら
紹
介
し
て
い
く
。

一
．
古
浄
瑠
璃
正
本
の
形
態
と
そ
の
目
的
に
関
す
る
研
究
史

中
世
に
お
い
て
語
り
物
と
し
て
そ
の
歴
史
を
紡
ぎ
始
め
た
浄
瑠
璃
は
近
世
に
入
っ

て
間
も
な
く
人
形
操
り
の
芸
と
結
び
付
き
、
人
気
を
博
し
て
い
く
（
１
）。
そ
れ
と
ほ

ぼ
期
を
一
に
し
て
、
浄
瑠
璃
の
作
品
が
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
嚆
矢
と

な
っ
た
の
は
古
活
字
本
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
刊
年
の
記
さ
れ
た
も
の
は
現
存
し
な

い
が
、
慶
長
期
か
ら
寛
永
期
（
一
五
九
六
〜
一
六
四
五
）
に
か
け
て
、『
浄
瑠
璃
御

前
物
語
』、『
阿
弥
陀
胸
割
』
な
ど
の
浄
瑠
璃
演
目
が
、
大
本
（
縦
約
二
八
糎
、
横
約

二
〇
糎
）
あ
る
い
は
半
紙
本
（
縦
約
二
四
糎
、
横
約
一
七
糎
）
の
古
活
字
版
で
刊
行

さ
れ
た
。

そ
の
一
方
、
整
版
に
よ
る
浄
瑠
璃
本
の
出
版
も
寛
永
の
ご
く
早
い
時
期
か
ら
始

ま
っ
た
。
現
存
最
古
の
浄
瑠
璃
の
整
版
本
は
寛
永
二
（
一
六
二
五
）
年
刊
の
『
た
か

た
ち
』
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
、
浄
瑠
璃
整
版
本
は
数
多
く
刊
行
さ
れ
、
そ
の
形
態
は

短
期
間
で
急
激
な
変
遷
を
遂
げ
る
。
浄
瑠
璃
本
の
形
態
の
変
遷
に
つ
い
て
は
秋
本
鈴

史
氏
の
研
究
に
詳
し
い
（
２
）。
本
論
に
お
い
て
は
、
古
浄
瑠
璃
『
と
う
だ
い
き
』
の

諸
本
を
対
象
と
し
て
そ
の
作
ら
れ
方
を
論
じ
て
い
く
が
、
ま
ず
は
主
に
秋
本
氏
の
論

に
よ
っ
て
、
浄
瑠
璃
整
版
本
の
変
遷
を
概
観
し
て
い
く
（
３
）。

『
た
か
た
ち
』
を
は
じ
め
、
ご
く
初
期
の
浄
瑠
璃
・
説
経
本
は
横
型
本
（
縦
約

一
四
糎
、
横
約
二
三
糎
）
だ
っ
た
。
絵
巻
を
意
識
し
た
か
と
考
え
ら
れ
る
こ
の
形
態

に
お
い
て
は
、
横
長
の
挿
絵
が
大
き
く
展
開
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
す
ぐ
さ
ま

縦
型
の
中
本
（
縦
約
二
〇
糎
、
横
約
一
四
糎
）
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
寛
永
八

（
一
六
三
一
）
年
の
刊
記
を
持
つ
説
経
本
『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』
や
そ
れ
以
前

に
刊
行
さ
れ
た
か
と
思
わ
れ
る
無
刊
記
の
『
ち
う
し
や
う
』
が
そ
の
最
初
期
の
も
の

で
あ
る
。

縦
型
中
本
に
な
っ
て
以
降
の
行
数
を
見
る
と
、『
ち
う
し
や
う
』
は
十
二
行
本
で

あ
っ
た
が
、『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』
で
は
十
三
行
と
な
り
、
そ
の
三
年
後
の
寛

永
十
一
（
一
六
三
四
）
年
刊
『
は
な
や
』
で
は
十
四
行
と
な
る
。
十
四
行
時
代
は
し

ば
ら
く
続
く
が
、万
治
・
寛
文
期
（
一
六
五
八
〜
一
六
七
二
）
に
な
る
と
、十
六
行
本
、

十
七
行
本
も
登
場
し
、
一
行
あ
た
り
の
字
数
も
増
え
、
浄
瑠
璃
本
の
字
間
は
ど
ん
ど

ん
詰
ま
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
字
間
を
詰
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
全
体
の
丁
数
を
減

ら
し
、
制
作
コ
ス
ト
や
販
売
価
格
を
下
げ
る
狙
い
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
傾
向
は
な
に
も
浄
瑠
璃
本
に
限
っ
た
事
で
は
な
か
っ
た
が
、
大
本
の
半
分
の

サ
イ
ズ
で
あ
る
中
本
に
お
い
て
は
、
一
行
増
え
る
だ
け
で
も
か
な
り
字
間
が
詰
ま
っ

た
印
象
を
受
け
、
読
み
易
さ
よ
り
も
経
済
性
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

一
方
で
、
表
紙
の
変
遷
に
目
を
転
じ
る
と
、
コ
ス
ト
カ
ッ
ト
ば
か
り
が
徹
底
さ
れ

は
じ
め
に

一
．
古
浄
瑠
璃
正
本
の
形
態
と
そ
の
目
的
に
関
す
る
研
究
史

二
．
慶
安
本
の
形
態

三
．
慶
安
本
の
本
文
省
略
方
法

四
．
慶
安
本
の
挿
絵

結
び
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て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。『
た
か
た
ち
』
や
『
ち
う
し
や
う
』
な
ど
は
、

厚
手
の
表
紙
で
は
な
く
、
本
文
の
料
紙
と
同
じ
薄
さ
の
一
枚
紙
に
外
題
を
直
接
刷
り

出
し
た
表
紙
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
れ
以
降
の
浄
瑠
璃
・
説
経
本
に
は
全
く
見

ら
れ
な
い
形
態
で
あ
る
。
元
禄
三
（
一
六
九
〇
）
年
刊
の
『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
の
「
表

紙
屋
」
の
項
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

書
本
、
板
本
、
白
紙
、
品
〳
〵
を
、
本
屋
よ
り
う
け
と
り
か
け
る
な
り
。
む
か

し
は
、
一
枚
紙
に
て
有
。
中
比
、
う
ら
う
ち
い
た
し
、
表
紙
と
い
ふ
な
り
。

『
翻
訳
名
義
集
』
の
反
故
か
ら
発
見
さ
れ
た
「
舞
の
本
」
の
値
段
付
け
を
も
と
に

渡
辺
守
邦
氏
が
計
算
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
（
４
）、
寛
永
期
に
お
い
て
、
通
常
の
表

紙
代
は
本
文
用
の
料
紙
の
約
九
倍
の
コ
ス
ト
が
か
か
っ
て
い
た
ら
し
い
。
一
枚
紙
の

表
紙
で
あ
れ
ば
本
の
制
作
コ
ス
ト
は
下
げ
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
が
、
一
枚
紙

表
紙
が
定
着
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
形
態
的
な
利
便
性
の
悪
さ
を
示
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。

浄
瑠
璃
・
説
経
本
の
書
誌
的
形
態
上
の
大
き
な
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、「
正
本
」
を

名
乗
る
こ
と
で
あ
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
第
二
版
）
に
よ
る
と
、「
正
本
」
と

は
「
根
拠
と
な
る
原
本
」、「
太
夫
（
た
ゆ
う
）
訂
正
の
脚
本
。
節
つ
け
や
仮
名
づ
か

い
に
至
る
ま
で
、
太
夫
使
用
の
原
本
の
ま
ま
の
浄
瑠
璃
の
称
」、「
浄
瑠
璃
、
説
経
節
、

長
唄
な
ど
の
詞
章
に
曲
節
の
譜
を
記
入
し
た
版
本
」
な
ど
と
さ
れ
て
お
り
、
一
般
に

は
浄
瑠
璃
の
版
本
の
こ
と
を
指
す
。
そ
し
て
、多
く
の
浄
瑠
璃
版
本
に
は
外
題
・
内
題
・

尾
題
等
の
い
ず
れ
か
に
「
正
本
」
の
二
字
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
れ
ま
で
あ
げ
て
き
た
よ
う
な
ご
く
初
期
の
版
本
に
は
そ
の
よ
う
な
記
載
が
な
い
。

浄
瑠
璃
・
説
経
本
の
出
版
史
上
初
め
て
そ
れ
が
現
れ
る
の
は
寛
永
十
年
刊
『
と
う
だ

い
き
』
で
あ
る
。
寛
永
本
『
と
う
だ
い
き
』
は
上
下
二
冊
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
そ

の
い
ず
れ
の
巻
の
最
終
丁
に
も
「
寛
永
十
年
五
月
吉
日
／
燈
台
記
正
本
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
一
方
そ
の
翌
年
、
寛
永
十
一
年
刊
の
『
は
な
や
』
の
内
題
に
は
「
天
下
無

双
薩
摩
太
夫
以
正
本
開
之
」
と
記
さ
れ
る
。『
と
う
だ
い
き
』
の
よ
う
に
「
作
品
名

＋
正
本
」
と
い
う
記
し
方
は
寛
永
二
十
（
一
六
四
三
）
年
刊
の
『
い
け
と
り
夜
う
ち
』

を
最
後
に
見
ら
れ
な
く
な
り
、『
は
な
や
』
の
よ
う
な
「
太
夫
名
＋
正
本
」
と
い
う

記
し
方
が
主
流
と
な
る
。
浄
瑠
璃
本
の
書
肆
は
太
夫
の
名
を
大
き
く
記
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
本
が
著
名
な
太
夫
に
属
す
る
本
で
あ
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
し
、
太
夫

の
側
も
ま
た
、
本
に
名
を
記
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
名
を
売
り
出
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

以
上
の
ご
と
く
、
最
初
期
の
浄
瑠
璃
・
説
経
版
本
は
、
商
業
的
な
目
的
に
よ
っ
て

そ
の
形
態
を
急
激
に
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、
そ
の
本
文
は
い
か

に
し
て
作
ら
れ
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
秋
本
氏
、
阪
口
氏
ら
の
先
行
研
究
を

踏
ま
え
な
が
ら
私
見
を
提
示
し
て
い
き
た
い
。

人
形
操
り
と
結
び
つ
い
た
頃
の
浄
瑠
璃
の
演
目
は
、
舞
曲
・
軍
記
・
御
伽
草
子
な
ど
、

先
行
の
文
芸
に
材
を
借
り
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、『
た
か
た
ち
』

以
降
の
浄
瑠
璃
整
版
本
の
多
く
は
「
舞
の
本
」
な
ど
先
行
文
芸
の
本
を
直
接
利
用
し

た
本
文
を
持
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
実
際
の
舞
台
上
の
語
り
に
よ
っ
た
口
承
的
な
関

係
で
は
な
く
、
書
承
的
な
方
法
に
よ
っ
て
浄
瑠
璃
の
本
が
作
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、そ
の
よ
う
な
本
文
が
作
ら
れ
た
場
は
、草
子
の
集
積
す
る
セ
ン
タ
ー
と
な
っ

て
い
た
草
子
屋
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
説
経
正
本
に
お
い
て
は
、
後
続
の
正
本
が
先
行
の
正
本
を
書
承
的
に
利
用

し
た
本
文
を
作
る
、
明
暦
二
（
一
六
五
六
）
年
刊
の
佐
渡
七
太
夫
正
本
『
せ
つ
き
や

う
さ
ん
せ
う
太
夫
』
の
よ
う
な
事
例
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
明
暦
本
は
寛
永
年
間

（
一
六
二
四
〜
一
六
四
五
）
刊
の
与
七
郎
正
本
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
の
本
文
を
適
宜

省
略
し
て
作
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
省
略
の
方
法
は
単
純
な
切
り
貼
り
で
、
明
ら
か
に

座
右
に
与
七
郎
本
を
お
い
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
省
略
の
目
的
は
制
作
コ
ス
ト

と
販
売
価
格
の
切
り
詰
め
、
ま
た
、
相
対
的
に
挿
絵
を
強
調
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
草
子
屋
側
の
都
合
で
あ
り
、
草
子
屋
が
主
導
し
て
こ

の
よ
う
な
本
文
を
作
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
５
）。



林　　慶安本『とうだいき』に見る古浄瑠璃正本の形態の変遷

34総研大文化科学研究 第10号（2014）

以
上
の
如
く
、
初
期
の
浄
瑠
璃
・
説
経
版
本
は
、
実
際
に
語
り
を
行
う
太
夫
で
は

な
く
、草
子
屋
の
主
導
に
よ
っ
て
そ
の
本
文
が
作
ら
れ
、そ
の
商
業
的
な
目
的
に
よ
っ

て
形
態
を
変
化
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。

二
．
慶
安
本
の
形
態

古
浄
瑠
璃
『
と
う
だ
い
き
』
は
、
同
時
期
の
多
く
の
古
浄
瑠
璃
演
目
と
は
異
な
り
、

他
の
文
芸
か
ら
直
接
材
を
得
た
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
二
種
の
説
話
を
組
み
合

わ
せ
た
物
語
内
容
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
６
）。
そ
の
物
語

内
容
の
梗
概
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
は
天
竺
の
傍
ら
に
あ
る
西
城
国
。
南
海
国
討
伐
軍
大
将
の
息
子
れ
ん

ぼ
は
、
自
分
が
母
の
胎
内
に
あ
る
時
に
敵
国
に
破
れ
、
そ
の
ま
ま
消
息
を
絶
っ

た
父
れ
ん
し
の
安
否
を
確
か
め
る
た
め
、
南
海
国
へ
発
つ
。
実
は
れ
ん
し
は
南

海
国
の
捕
虜
と
な
り
、
額
に
燈
台
を
打
た
れ
た
燈
台
鬼
と
な
っ
て
い
た
。
父
の

形
見
の
阿
弥
陀
像
の
加
護
に
よ
っ
て
南
海
王
と
の
対
面
を
果
た
し
た
れ
ん
ぼ

は
、阿
弥
陀
像
と
引
き
替
え
て
父
と
の
再
会
を
果
た
す
。
阿
弥
陀
の
霊
験
に
よ
っ

て
、
れ
ん
し
の
顔
は
元
通
り
に
な
る
。
改
め
て
経
緯
を
知
り
、
感
じ
入
っ
た
南

海
王
は
れ
ん
ぼ
を
跡
継
ぎ
と
す
る
。
一
方
の
西
城
王
は
れ
ん
し
に
王
の
位
を
譲

り
、
両
国
と
も
に
富
み
栄
え
た
。

古
浄
瑠
璃
『
と
う
だ
い
き
』
を
形
成
す
る
二
種
の
説
話
の
一
つ
は
、「
遣
唐
使
と

し
て
唐
へ
渡
っ
た
軽
の
大
臣
が
顔
の
皮
を
剥
が
さ
れ
額
に
燈
台
を
打
た
れ
た
上
、
物

言
え
ぬ
薬
を
飲
ま
さ
れ
た
が
、
後
を
追
っ
て
き
た
息
子
弼
の
宰
相
と
無
事
再
会
を
果

た
す
」
と
い
う
筋
を
持
ち
、『
宝
物
集
』、『
平
家
物
語
』
等
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
燈

台
鬼
説
話
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
ま
一
つ
は
、「
天
竺
南
海
国
の
兵
れ
ん
し
が
西

城
国
と
の
戦
に
敗
れ
、
捕
え
ら
れ
た
が
、
形
見
の
阿
弥
陀
像
の
力
を
借
り
た
息
子
れ

ん
ぶ
と
再
会
を
果
た
す
」
と
い
う
筋
を
持
つ
「
れ
ん
し
・
れ
ん
ぶ
説
話
」
で
あ
る
。

こ
の
説
話
は
従
来
、
承
応
二
（
一
六
五
三
）
年
の
版
本
の
み
が
伝
わ
る
『
私
聚
百
因

縁
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
が
、
天
正
十
三
（
一
五
八
五
）

年
写
の
『
直
談
因
縁
集
』
に
も
同
様
の
一
話
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

「
れ
ん
し
・
れ
ん
ぶ
説
話
」
が
古
浄
瑠
璃
『
と
う
だ
い
き
』
に
先
行
し
て
伝
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

『
と
う
だ
い
き
』
の
伝
本
は
少
な
く
、
版
本
二
種
、
写
本
一
種
で
あ
る
。
本
論
に

お
い
て
は
、
本
文
内
容
に
お
い
て
他
の
二
種
と
直
接
的
関
連
は
認
め
ら
れ
な
い
写
本

の
土
井
本
は
研
究
対
象
か
ら
外
し
、
版
本
二
種
の
比
較
を
通
し
て
浄
瑠
璃
版
本
の
作

ら
れ
方
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

二
種
の
版
本
の
う
ち
、
先
に
出
版
さ
れ
た
の
は
、
前
章
で
も
取
り
上
げ
た
寛
永
十

年
本
で
あ
る
。
ま
ず
は
そ
の
書
誌
情
報
を
確
認
し
て
い
く
。

【
数
量
】
上
下
二
冊
。【
装
訂
】
袋
綴
。【
表
紙
】
黒
無
地
、後
補
の
保
護
表
紙
。（
上

巻
）そ
の
次
丁
が
原
表
紙
。
裏
打
ち
の
な
い
一
枚
表
紙
。（
下
巻
）原
表
紙
欠
。【
料
紙
】

楮
紙
。【
寸
法
】
縦
一
七
・
一
糎
、
横
一
三
・
三
糎
。【
匡
郭
】
四
周
単
辺
。
縦

一
五
・
七
糎
、
横
一
二
・
二
糎
。【
外
題
】（
上
巻
）
題
簽
ナ
シ
。
原
表
紙
左
肩
、
直
摺

り
で
四
周
双
辺
の
長
方
形
枠
内
に「
と
う
た
い
き
上
」。（
下
巻
）欠
。【
内
題
】（
上
巻
）

「
と
う
だ
い
き　

一
た
ん
め
」、（
下
巻
）「
と
う
だ
い
き　

四
た
ん
め
」。【
丁
数
】（
上

巻
）
十
三
丁
、（
下
巻
）
十
四
丁
。【
行
数
】
十
三
行
。【
字
数
】
一
行
あ
た
り
約

二
十
五
字
。【
段
数
】
六
段
。【
節
章
】
ナ
シ
。【
柱
刻
】
ナ
シ
。【
挿
絵
】
丹
緑
。
全

九
図
。（
上
巻
）
五
図
、（
下
巻
）
四
図
、
う
ち
二
ウ
か
ら
四
ウ
に
か
け
て
下
半
見
開

き
図
。【
刊
記
】（
上
下
巻
）「
寛
永
十
年
五
月
吉
日
／
燈
台
記
正
本
」。【
版
元
】
不
明
。

【
所
蔵
者
】
大
阪
大
学
附
属
図
書
館
赤
木
文
庫
。

前
述
の
と
お
り
、
こ
の
寛
永
本
は
「
正
本
」
の
一
語
が
記
さ
れ
た
最
初
の
浄
瑠
璃
本

で
あ
り
、
表
紙
も
一
枚
紙
と
い
う
書
誌
学
的
に
見
て
も
非
常
に
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

も
う
一
種
の
『
と
う
だ
い
き
』
版
本
は
天
理
図
書
館
所
蔵
の
慶
安
三
年
本
で
あ
る
。

こ
の
本
に
つ
い
て
は
『
古
浄
瑠
璃
正
本
集
第
二
』（
増
訂
版
、
角
川
書
店
、

一
九
六
四
）に
翻
刻
と
解
題
が
、『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
古
浄
瑠
璃
集
』（
一
九
七
二
）
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に
そ
の
影
印
と
解
題
が
あ
る
。『
古
浄
瑠
璃
正
本
集
第
二
』
に
拠
っ
て
書
誌
を
示
す
。

【
数
量
】
上
下
合
一
冊
。【
装
訂
】
袋
綴
。【
表
紙
】
薄
茶
色
の
斜
線
模
様
（
改
装
）。

【
寸
法
】
縦
五
寸
五
分
（
一
六
・
五
糎
。
糎
換
算
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
）、
横
三

寸
八
分
（
一
一
・
四
糎
）。【
匡
郭
】
四
周
単
辺
。
縦
五
寸
二
分
（
一
五
・
六
糎
）、
横

三
寸
五
分
五
厘
（
一
〇
・
七
糎
）。【
外
題
】
欠
。【
内
題
】（
上
巻
）「
天
下
一
若
狹
守

藤
原
吉
次
正
本
／
と
う
だ
い
き　

初
段
目
」、（
下
巻
）「
天
下
一
若
狹
守
藤
原
吉
次

正
本
／
と
う
だ
い
き　

四
段
目
」。【
丁
数
】全
十
三
丁
分
。（
上
巻
）六
丁
半
、（
下
巻
）

六
丁
半
。【
行
数
】
十
四
行
。【
字
数
】
一
行
あ
た
り
約
二
十
八
字
か
ら
三
十
字
ま
で
。

【
段
数
】
六
段
。【
節
章
】
ナ
シ
。【
柱
刻
】「
と
う
た
い　

上
一
（
〜
上
七
、
下
一
〜

下
七
）」。【
挿
絵
】
丹
緑
。
全
五
図
。（
上
巻
）
二
図
、
う
ち
見
開
き
一
図
、（
下
巻
）

三
図
。【
刊
記
】（
上
下
巻
）「
慶
安
三
年
正
月
吉
祥
日
／
西
洞
院
通
長
者
町　

さ
う

し
□
（「
や
」カ
）長
兵
衛
開
板
」。【
版
元
】
さ
う
し
や
長
兵
衛
。【
所
蔵
者
】
天
理
図
書
館
。

両
者
の
書
誌
情
報
を
比
較
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、
一
丁
あ
た
り
の
行
数
は
十
四
行
、
一
行
あ
た
り
の
文
字
数
は
二
十
八
〜

三
十
字
程
度
と
、
い
ず
れ
も
慶
安
本
の
方
が
多
い
。
丁
数
を
減
ら
し
て
コ
ス
ト
カ
ッ

ト
を
し
よ
う
と
い
う
草
子
屋
の
意
図
が
伺
え
る
。
挿
絵
の
数
も
全
五
図
と
寛
永
本
よ

り
少
な
く
、
慶
安
本
は
寛
永
本
の
約
半
分
、
全
十
四
丁
で
完
結
し
て
い
る
。

慶
安
本
の
表
紙
は
改
装
表
紙
で
あ
り
、
原
表
紙
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か

は
分
か
ら
な
い
。
た
だ
、
寛
永
本
の
よ
う
な
一
枚
表
紙
は
寛
永
十
年
ご
ろ
を
最
後
に

見
ら
れ
な
く
な
る
の
で
、
慶
安
本
の
原
表
紙
は
そ
の
よ
う
な
形
態
で
は
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。

正
本
の
所
在
の
記
し
方
に
つ
い
て
は
、寛
永
本
が
「
作
品
名
＋
正
本
」
の
型
で
あ
っ

た
こ
と
は
先
ほ
ど
述
べ
た
と
お
り
だ
が
、
慶
安
本
に
は
「
天
下
一
若
狭
守
藤
原
吉
次

正
本
」
と
、「
太
夫
名
＋
正
本
」
の
型
で
記
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、慶
安
本
の
書
誌
的
特
徴
を
寛
永
本
と
比
較
す
る
と
、コ
ス
ト
カ
ッ

ト
と
太
夫
の
正
本
で
あ
る
こ
と
の
強
調
と
い
う
、
寛
永
期
以
降
の
古
浄
瑠
璃
正
本
全

体
が
指
向
し
て
き
た
方
向
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

三
．
慶
安
本
の
本
文
省
略
方
法

次
に
、
慶
安
本
と
寛
永
本
の
本
文
比
較
を
行
う
。
慶
安
本
の
本
文
が
寛
永
本
の
本

文
を
省
略
し
て
成
っ
て
い
る
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
７
）。
角
田
一
郎
氏
は

明
暦
本
『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
８
）。

や
や
長
く
な
る
が
、
本
論
と
見
解
を
一
に
す
る
点
、
相
違
す
る
点
を
明
確
に
す
る
た

め
引
用
す
る
。

第
九
巻
所
収
の
浄
瑠
璃
慶
安
三
年
板
『
と
う
だ
い
き
』
六
段
二
巻
本
は
、
寛
永

十
年
板
『
燈
台
記
』
六
段
二
巻
本
（
赤
木
文
庫
蔵
）
の
短
縮
本
で
あ
る
。
明
暦
二

年
板
『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』
が
寛
永
期
の
与
七
郎
正
本
の
短
縮
本
で
あ

る
こ
と
は
書
誌
の
備
考
で
述
べ
た
。（
中
略
）『
燈
台
記
』
と
与
七
郎
正
本
か
ら
の

短
縮
の
仕
方
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
方
法
に
よ
っ
て
い
る
。左
に
両
方
を
例
示
し
よ
う
。

傍
線
の
部
分
は
短
縮
本
で
削
ら
れ
て
い
る
所
で
あ
る
。

『
燈
台
記
』『
と
う
だ
い
き
』
対
比

れ
ん
し
御
ま
へ
を
ま
か
り
た
ち
い
そ
き
し
ゆ
く
し
よ
や
と
に
た
ち
か
へ
つ
て
つ
ま

の
に
う
は
う
ち
か
つ
け
て
い
か
に
申
さ
ん
き
ゝ
た
ま
へ
そ
れ
か
し
は
み
か
と
よ
り
の

せ
ん
し
に
て
四
十
万
き
の
大
し
や
う
に
て
な
ん
か
い
こ
く
へ
く
た
さ
れ
け
る
か

つ
せ
ん
の
な
ら
ひ
な
れ
は
か
へ
る
へ
き
事
さ
た
め
な
し
た
ち
な
は
と
く
こ
そ
か

へ
り
つ
ゝ
御
目
に
か
ゝ
り
申
へ
き
る
也
と
け
に
う
れ
し
け
に
の
た
ま
へ
は（
初
段
）

『
さ
ん
せ
う
太
夫
』『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』
対
比

に
よ
人
の
あ
し
の
事
な
れ
は
よ
も
と
を
く
へ
は
こ
ざ
あ
る
ま
い
は
ま
ぢ
を
さ
い

て
ゆ
く
へ
き
か
ま
つ
た
あ
ふ
き
の
は
し
へ
ゆ
く
べ
き
と
わ
ら
ん
じ
は
ゞ
き
の

お
ゝ
し
め
て
か
し
づ
へ
を
つ
ゐ
て
と
て
あ
ふ
き
の
は
し
へ
そ
い
そ
き
け
る
あ
ふ
き

の
は
し
に
も
つ
き
し
か
ば
か
よ
つ
た
り
の
人
々
は
た
ひ
く
た
び
れ
に
く
た
ひ
れ

て
せ
ん
こ
も
し
ら
す
ふ
し
て
お
は
し
ま
す
給
ふ
ひ
と
お
ど
し
を
と
さ
は
や
と
お
も

ひ
も
つ
た
る
か
せ
づ
へ
に
て
は
し
の
お
も
て
を
だ
う
〳
〵
と
つ
き
な
ら
し
（『
さ

ん
せ
う
太
夫
』
上
四
表
一
―
六
行
。『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』
上
四
表
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十
一
行
―
裏
一
行
）

右
の
傍
線
の
所
を
省
い
て
傍
書
の
小
字
を
入
れ
て
続
け
る
と
短
縮
文
に
な
る
。

た
だ
し
漢
字
仮
名
清
濁
の
別
は
掲
げ
て
い
な
い
。

『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
は
同
じ
寛
永
期
の
浄
瑠
璃
に
比
し
て
ほ
と
ん
ど
倍
に
近
い

分
量
が
あ
っ
た
。
明
暦
板
は
右
の
よ
う
な
削
除
と
と
も
に
も
っ
と
大
巾
な
削
除
部

分
や
逆
に
削
除
の
少
な
い
部
分
も
あ
っ
て
、
全
体
と
し
て
約
半
分
の
量
に
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
寛
永
正
保
慶
安
頃
の
浄
瑠
璃
六
段
曲
の
普
通
の
分
量
に
相

当
し
て
い
る
。
こ
れ
は
説
経
座
の
段
間
の
狂
言
の
配
当
時
間
が
寛
永
期
に
は
少
な

か
っ
た
の
を
浄
瑠
璃
座
並
み
に
し
た
こ
と
に
な
る
。

前
述
の
と
お
り
、
筆
者
は
明
暦
本
『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』
の
本
文
は
草

子
屋
の
主
導
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
舞
台
上
の
語
り
と
直
接
の
関
連
は

な
い
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
文
省
略
の
目
的
に
つ
い
て
は
角
田
氏
と
意
見
を

異
に
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
な
お
「『
燈
台
記
』
と
与
七
郎
正
本
か
ら
の
短
縮
の

仕
方
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
方
法
に
よ
っ
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

も
し
本
文
省
略
の
方
法
が
同
じ
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
も
同
じ
で

あ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
だ
。

先
に
結
論
を
言
え
ば
、慶
安
本『
と
う
だ
い
き
』の
本
文
省
略
の
方
法
が
明
暦
本『
せ

つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』
の
方
法
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て

は
、
筆
者
は
角
田
氏
と
見
解
を
一
に
す
る
。
そ
の
方
法
を
よ
り
具
体
的
に
分
類
す
る

な
ら
ば
、「
一
、文
章
、或
い
は
文
中
の
語
句
を
削
除
し
て
直
接
前
後
を
つ
な
ぐ
」、「
二
、

文
章
、
或
い
は
文
中
の
語
句
を
削
除
し
て
、
前
後
が
う
ま
く
接
続
で
き
る
よ
う
な
語

句
を
入
れ
る
」、「
三
、
特
定
の
語
句
を
よ
り
短
い
言
い
回
し
に
変
更
す
る
」
と
い
う

三
原
則
で
説
明
が
つ
く
。
こ
れ
ら
の
処
理
が
施
さ
れ
た
箇
所
以
外
の
慶
安
本
の
本
文

は
寛
永
本
と
ほ
ぼ
完
全
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、「
一
、
文
章
、
或
い
は
文
中
の
語
句
を
削
除
し
て
直
接
前
後
を
つ
な
ぐ
」

と
い
う
方
法
に
つ
い
て
例
示
す
る
。
寛
永
本
本
文
に
施
し
た
波
線
は
慶
安
本
で
省
略

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
一
重
の
直
線
は
両
本
間
に
異
同
の
あ
る
こ
と
を
示
す
。

実
際
に
ど
れ
だ
け
の
文
字
数
が
省
略
さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
本
文

は
原
文
の
ま
ま
の
文
字
表
記
と
し
た
。

①
寛
永
本

を
つ
る
な
み
た
の
ひ
ま
よ
り
も
ゆ
か
て
か
な
は
ぬ
み
ち
そ
と
て
な
こ
り
の
こ
ゝ

ろ
を
た
け
く
す
て
を
も
て
を
さ
し
て
い
て
た
ま
ふ
（
上
三
ウ
）

慶
安
本

を
つ
る
な
み
た
の
ひ
ま
よ
り
も
ゆ
か
て
か
な
は
ぬ
道
そ
と
て
を
も
て
を
さ
し
て

出
給
ふ
（
上
二
オ
）

②
寛
永
本

や
か
て
ほ
と
な
く
か
へ
る
へ
き
と
は
い
ひ
な
か
ら
も
し
も
い
く
さ
の
な
ら
ひ
て

に
て
む
な
し
う
な
る
と
き
こ
し
め
さ
は
こ
せ
を
は
た
の
み
た
て
ま
つ
る
か
へ
す

〳
〵
も
な
こ
り
を
し
く
候
な
り
此
た
ひ
あ
ま
た
た
ち
い
つ
る
か
い
つ
れ
も
な
こ

り
は
を
し
く
と
も
わ
れ
ほ
と
く
る
し
き
こ
と
あ
ら
し
と
さ
し
も
に
か
う
な
る
人

な
れ
と
も
し
は
し
な
み
た
は
せ
き
あ
へ
す
（
上
三
ウ
）

慶
安
本も

し
い
く
さ
の
な
ら
ひ
て
に
て
む
な
し
う
成
て
候
は
ゝ
こ
せ
を
頼
奉
と
さ
し
も

か
う
成
人
な
れ
と
し
は
し
な
み
た
は
せ
き
あ
へ
す
（
上
二
オ
）

①
、
及
び
②
の
「
こ
せ
を
頼
奉
と
さ
し
も
か
う
成
人
な
れ
と
」（
慶
安
本
）
の
部

分
は
、
寛
永
本
の
本
文
の
一
部
を
削
除
し
、
そ
の
前
後
に
何
の
加
工
も
せ
ず
単
純
に

つ
な
げ
て
い
る
。
そ
れ
で
い
て
文
意
は
通
っ
て
い
る
。

続
い
て
「
二
、
文
章
、
或
い
は
文
中
の
語
句
を
削
除
し
て
、
前
後
が
う
ま
く
接
続

で
き
る
よ
う
な
語
句
を
入
れ
る
」
と
い
う
方
法
を
例
示
す
る
。
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③
寛
永
本

し
り
た
ま
は
ぬ
も
こ
と
は
り
也
こ
れ
こ
そ
さ
い
し
や
う
こ
く
に
て
た
い
な
い
に

す
て
ら
れ
し
御
こ
に
て
候
へ
し
か
せ
い
し
ん
す
る
に
し
た
か
ひ
て
み
つ
か
ら

ち
ゝ
の
御
ゆ
く
ゑ
を
は
ゝ
こ
の
か
た
り
た
ま
ひ
つ
ゝ
き
ゝ
を
よ
ひ
し
を
た
よ
り

に
て
あ
し
に
ま
か
せ
て
い
つ
れ
と
も
お
さ
な
き
も
の
ゝ
事
な
れ
は
た
ゝ
は
う
せ

ん
と
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
れ
な
る
ほ
と
け
の
御
む
さ
う
に
て
い
ま
又
御
身
に
あ
ふ

事
は
ひ
と
へ
に
ほ
と
け
の
御
つ
け
そ
や
又
は
ち
ゝ
の
御
を
ん
な
り
あ
り
か
た
さ

よ
（
下
十
ウ
、
十
一
オ
）

慶
安
本し

□
給
は
ぬ
も
事
は
り
也
た
い
内
に
す
て
ら
れ
し
子
に
て
候
ひ
し
か
聞
を
よ
ひ

し
を
た
よ
り
に
て
、
是
ま
て
参
て
候
也
有
か
た
さ
よ
（
下
六
ウ
）

④
寛
永
本

や
ゝ
あ
り
て
み
か
と
は
お
や
こ
の
事
と
は
し
ろ
し
め
さ
れ
す
さ
て
も
や
さ
し
き

こ
ゝ
ろ
か
な
ほ
と
け
（
挿
絵
第
十
二
図
）
の
御
し
ひ
お
ほ
し
と
て
わ
れ
こ
そ
た

か
ら
を
と
ら
す
と
も
の
そ
む
と
こ
ろ
の
ね
か
ひ
に
此
と
う
た
い
き
を
と
ら
せ
ん

と
せ
ん
し
た
ひ
〳
〵
く
た
り
け
れ
は
れ
ん
ほ
は
ゆ
め
か
と
う
た
か
は
る
ひ
た
り

み
き
の
大
し
ん
た
ち
け
に
あ
り
か
た
き
ち
よ
く
ち
や
う
そ
と
を
の
〳
〵
な
み
た

を
な
か
さ
る
ゝ
か
ゝ
り
け
る
と
こ
ろ
に
あ
る
て
ん
し
や
う
人
の
申
け
る
は
此
と

う
た
い
き
を
ゆ
る
し
た
ま
ひ
て
ま
つ
た
い
の
れ
い
に
や
な
ら
ん
と
し
あ
ん
ふ
か

く
そ
申
さ
る
ゝ
み
か
と
ゑ
い
ら
ん
ま
し
〳
〵
て
申
と
こ
ろ
は
こ
と
は
り
な
れ
と

も
大
こ
く
の
き
こ
へ
も
は
つ
か
し
ゝ
り
ん
け
ん
あ
せ
の
こ
と
し
い
て
ゝ
二
た
ひ

か
へ
ら
ぬ
也
一
た
ひ
ほ
と
け
の
か
は
り
に
さ
た
め
つ
ゝ
い
か
て
さ
る
事
候
へ
き

と
ら
せ
よ
と
の
御
ち
や
う
な
り
（
下
八
ウ
〜
下
九
ウ
）

慶
安
本や

ゝ
有
て
御
門
は
さ
て
も
や
さ
し
の
心
か
な
た
ゝ
と
□
せ
よ
と
の
せ
ん
じ
也

（
下
五
ウ
）

右
に
あ
げ
た
二
例
は
い
ず
れ
も
、
寛
永
本
の
波
線
部
を
削
除
し
た
だ
け
で
は
前
後

が
う
ま
く
繋
が
ら
ず
や
や
不
自
然
な
本
文
と
な
る
。
そ
こ
で
、「
是
ま
て
参
て
候
也
」

と
か「
た
ゝ
」と
い
っ
た
寛
永
本
に
な
い
語
を
付
け
足
し
、文
意
を
整
え
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
「
三
、
特
定
の
語
句
を
よ
り
短
い
言
い
回
し
に
変
更
す
る
」
と
い
う
方
法

を
例
示
す
る
。

⑤
寛
永
本

れ
ん
し
い
か
に
と
あ
り
け
れ
は
れ
ん
し
ち
よ
く
ち
や
う
か
し
こ
ま
つ
て
申
あ
く

る
こ
は
か
た
し
け
な
き
せ
ん
し
か
な
（
上
一
オ
ウ
）

慶
安
本れ

ん
し
い
か
に
と
有
け
れ
は
れ
ん
し
ち
よ
く
め
い
承
こ
は
忝
せ
ん
し
か
な
（
上

一
オ
）

⑥
寛
永
本

れ
ん
し
御
ま
へ
を
ま
か
り
た
ち
い
そ
き
し
ゆ
く
し
よ
に
た
ち
か
へ
つ
て（
上
一
ウ
）

慶
安
本御

前
を
罷
立
い
そ
き
や
と
に
立
か
へ
つ
て
（
上
一
オ
）

一
目
瞭
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、「
ち
よ
く
ち
や
う
」
を
「
ち
よ
く
め
い
」
と
、「
し

ゆ
く
し
よ
」
を
「
や
と
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
字
数
を
減
ら
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
処
理
は
、
語
り
の
場
で
の
上
演
時
間
の
削
減
に
は
つ
な

が
り
に
く
く
、
あ
く
ま
で
文
字
に
し
た
と
き
に
の
み
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。

慶
安
本
は
寛
永
本
を
直
接
利
用
し
て
作
ら
れ
た
本
文
を
持
っ
て
お
り
、
以
上
に
あ

げ
た
三
つ
の
方
法
に
よ
る
省
略
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
文
字
と
し
て
の
本
文

を
見
な
が
ら
行
わ
れ
る
は
ず
の
書
承
的
な
本
文
作
成
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
方

法
は
明
暦
本『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』と
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
。
明
暦
本『
せ

つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』
の
本
文
省
略
の
方
法
に
つ
い
て
は
注
５
に
示
し
た
拙
論
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に
詳
し
く
記
し
た
の
で
こ
こ
で
改
め
て
例
示
な
ど
は
し
な
い
が
、
与
七
郎
本
を
直
接

利
用
し
た
本
文
は
、
慶
安
本
『
と
う
だ
い
き
』
と
同
じ
三
つ
の
方
法
が
用
い
ら
れ
て

作
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
先
行
の
正
本
か
ら
書
承
的
な
省
略
が
行
わ
れ
た
こ
の
二
種
の
版
本
は
、

そ
の
本
文
の
完
成
度
に
お
い
て
隔
た
り
が
あ
る
。
明
暦
本
『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う

太
夫
』
で
は
本
文
省
略
の
結
果
、
物
語
内
容
に
多
く
の
矛
盾
や
齟
齬
が
生
じ
て
い
る

の
に
対
し
、
慶
安
本
『
と
う
だ
い
き
』
で
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、与
七
郎
本
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
で
は
、敵
役
の
さ
ん
せ
う
太
夫
の
次
男
・

二
郎
が
餓
死
の
危
機
を
迎
え
た
主
人
公
つ
し
王
・
安
寿
の
兄
弟
に
こ
っ
そ
り
食
料
を

与
え
る
場
面
が
描
か
れ
る
。
二
郎
の
こ
の
行
い
は
、
後
に
出
世
し
た
つ
し
王
が
二
郎

に
所
領
を
与
え
る
動
機
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
明
暦
本
『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ

う
太
夫
』
で
は
二
郎
が
食
料
を
与
え
る
場
面
が
省
略
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
、

後
の
場
面
で
な
ぜ
つ
し
王
が
敵
の
息
子
で
あ
る
二
郎
に
所
領
を
与
え
た
の
か
が
わ
か

ら
な
く
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
与
七
郎
本
で
は
山
岡
太
夫
に
騙
さ
れ
た
つ
し
王
一
行
が
二
手
に
売
り
分
け

ら
れ
る
親
子
の
別
れ
の
場
面
で
、
つ
し
王
・
安
寿
の
母
が
、
安
寿
の
持
つ
膚
の
守
り

の
地
蔵
像
の
霊
験
を
語
る
。
曰
く
「
あ
ね
が
は
だ
に
か
け
た
る
は
、
ぢ
ぞ
う
ほ
さ
つ

て
あ
り
け
る
が
、
し
せ
ん
き
や
う
た
い
が
□
の
う
へ
に
、
し
ぜ
ん
大
じ
が
あ
る
な
ら

ば
、
み
が
は
り
に
も
お
た
ち
あ
る
、
ぢ
そ
う
ほ
さ
つ
で
あ
り
け
る
そ
」。
後
に
さ
ん
せ

う
太
夫
の
三
男
・
三
郎
に
よ
っ
て
姉
弟
の
額
に
焼
金
が
あ
て
ら
れ
た
時
、
安
寿
は
地

蔵
の
加
護
の
な
い
こ
と
を
嘆
き
、
以
下
の
よ
う
に
語
る
。「
は
ゝ
う
へ
様
の
御
で
う

に
は
、
し
せ
ん
兄
弟
か
み
の
う
へ
に
、
も
し
や
大
し
の
有
時
は
、
み
か
は
り
に
も
お

た
ち
有
、
ぢ
さ
う
ぼ
さ
つ
と
お
申
有
が
、
か
く
な
り
ゆ
け
ば
、
か
み
や
ほ
と
け
の
ゆ

ふ
り
き
も
つ
き
は
て
ゝ
、
□
ま
ふ
り
な
き
か
よ
か
な
し
や
な
」。
す
る
と
、
い
つ
の

間
に
か
姉
弟
の
額
の
傷
は
消
え
て
い
る
。
別
れ
際
の
母
の
言
葉
が
実
現
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
一
方
の
明
暦
本
で
は
母
に
よ
る
地
蔵
像
の
説
明
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
焼
金
が
消
え
る
こ
と
を
願
う
場
面
で
は
「
は
ゝ
う
へ
様
の
御
で

う
に
は
…
」
と
、
地
蔵
の
霊
験
に
つ
い
て
母
か
ら
聞
い
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

明
暦
本
『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』
に
は
こ
の
よ
う
な
不
手
際
が
数
多
く
見

ら
れ
、
実
際
の
説
経
の
舞
台
や
先
行
の
正
本
を
見
た
こ
と
の
な
い
読
者
に
と
っ
て
は
、

ど
う
に
も
腑
に
落
ち
な
い
で
あ
ろ
う
本
文
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
慶
安
本
『
と
う
だ
い
き
』
は
多
く
の
省
略
が
行
わ
れ
た
本
文
で

あ
り
な
が
ら
も
物
語
の
一
貫
性
は
保
た
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
先
に
あ
げ
た
②
は

西
城
王
か
ら
南
海
国
討
伐
の
宣
旨
を
受
け
た
れ
ん
し
が
御
台
所
に
向
か
っ
て
別
れ
を

告
げ
る
場
面
で
あ
る
。
寛
永
本
で
は
剛
な
る
武
将
で
あ
る
れ
ん
し
が
名
残
惜
し
さ
を

隠
せ
ず
に
い
る
様
が
見
せ
場
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
慶
安
本
は
省
略
を
行
っ
た

結
果
や
や
淡
白
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
省
略
に

よ
っ
て
前
後
の
本
文
内
容
と
の
間
に
齟
齬
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

ま
た
、
④
は
れ
ん
し
・
れ
ん
ぼ
親
子
の
再
会
を
知
っ
た
南
海
王
が
れ
ん
し
の
解
放

を
決
め
る
場
面
だ
が
、
寛
永
本
で
は
一
人
の
殿
上
人
が
「
末
代
の
例
に
や
な
ら
ん
」

と
懸
念
を
示
し
た
の
に
対
し
、
南
海
王
は
一
度
王
の
発
し
た
宣
旨
を
自
ら
覆
す
べ
き

で
は
な
い
と
説
く
。
一
方
の
慶
安
本
は
こ
の
二
人
の
や
り
取
り
が
省
略
さ
れ
て
い
る

た
め
、
南
海
王
の
賢
王
振
り
が
強
調
さ
れ
な
い
本
文
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

の
殿
上
人
は
こ
の
場
面
以
外
に
は
ま
っ
た
く
登
場
し
な
い
人
物
で
あ
り
、
省
略
が
行

わ
れ
た
結
果
と
し
て
「
南
海
王
が
宣
旨
を
下
し
た
」
と
い
う
内
容
に
な
っ
た
だ
け
で
、

こ
こ
も
や
は
り
前
後
と
の
齟
齬
や
矛
盾
は
な
い
。

寛
永
本
と
比
べ
た
と
き
、
慶
安
本
は
省
略
の
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
像
が
不
明

瞭
に
な
っ
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
物
足
り
な
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
し

か
し
、
当
時
の
読
者
た
ち
が
慶
安
本
の
み
を
享
受
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
こ

と
は
な
く
、
ま
た
、
物
語
内
容
に
明
暦
本
『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』
の
よ
う

な
矛
盾
や
齟
齬
も
な
い
た
め
、
ご
く
素
直
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
推

察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
慶
安
本
『
と
う
だ
い
き
』
は
寛
永
本
に
直
接
取
材
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し
省
略
を
行
っ
た
本
文
を
持
つ
の
だ
が
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
が
ら
増
補
し
た
と
い
え

る
部
分
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
五
段
目
と
六
段
目
の
冒
頭
部
の
「
さ
て
も
そ
の
ゝ
ち
」

と
い
う
一
節
だ
。
こ
れ
は
浄
瑠
璃
が
人
形
操
り
と
結
び
付
い
た
慶
長
元
和
以
降
の
浄

瑠
璃
の
本
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
、
浄
瑠
璃
特
有
の
常
套
句
で
あ
る
（
９
）。
寛
永

本
で
は
一
段
目
か
ら
四
段
目
に
か
け
て
は
、「
さ
て
も
そ
の
ゝ
ち
」
か
ら
始
ま
っ
て

い
る
が
、
五
、六
段
目
は
「
あ
は
れ
な
る
か
な
」、「
い
た
は
し
や
な
」
と
い
う
別
の

常
套
句
に
よ
っ
て
語
り
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
慶
安
本
は
五
、六
段
目
に

「
さ
て
も
そ
の
ゝ
ち
」
の
一
句
を
増
補
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
段
が
そ
れ
で
始
ま

る
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
す
べ
て
の
段
が
こ
の
常
套
句
で
始
ま
る
と
い
う
本
文
の
形

式
は
、
寛
永
か
ら
慶
安
に
か
け
て
の
古
浄
瑠
璃
正
本
の
ほ
と
ん
ど
に
共
通
す
る
も
の

で
あ
り
、
寛
永
本
『
と
う
だ
い
き
』
は
む
し
ろ
例
外
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
慶
安
本

の
太
夫
で
あ
る
若
狭
守
の
正
本
に
限
っ
て
言
え
ば
、
現
存
す
る
す
べ
て
の
本
が
各
段

冒
頭
に
「
さ
て
も
そ
の
ゝ
ち
」
を
備
え
て
い
る
。
五
、六
段
目
の
冒
頭
に
「
さ
て
も

そ
の
ゝ
ち
」
を
備
え
て
い
な
い
寛
永
本
の
ま
ま
で
は
、
若
狭
守
の
正
本
の
本
文
と
し

て
や
や
不
自
然
で
あ
ろ
う
と
い
う
配
慮
が
働
い
た
結
果
、
慶
安
本
で
は
形
式
が
整
え

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

本
章
第
一
節
、
第
二
節
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
慶
安
本
『
と
う
だ
い
き
』
は
形
態

上
コ
ス
ト
カ
ッ
ト
と
太
夫
名
の
強
調
が
図
ら
れ
た
当
期
の
典
型
的
な
古
浄
瑠
璃
正
本

で
あ
り
、
本
文
内
容
に
お
い
て
も
コ
ス
ト
カ
ッ
ト
を
目
的
と
し
た
省
略
が
図
ら
れ
て

い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
省
略
の
方
法
は
寛
永
本
を
直
接
利
用
し
た
書
承
的
な
も
の
で

あ
り
、
当
期
の
太
夫
の
語
り
を
本
文
に
反
映
し
よ
う
と
い
う
意
思
は
見
受
け
ら
れ
な

い
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、「
さ
て
も
そ
の
ゝ
ち
」
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
期
の

太
夫
の
正
本
ら
し
く
装
う
工
夫
は
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
．
慶
安
本
の
挿
絵

最
後
に
、
慶
安
本
の
挿
絵
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
く
。
寛
永
本
が
九
図
の
挿
絵
を

持
つ
の
に
対
し
、慶
安
本
で
は
五
図
と
、数
の
上
で
は
半
減
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、

コ
ス
ト
カ
ッ
ト
の
た
め
の
草
子
屋
の
判
断
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
慶
安
本
は

全
体
の
丁
数
で
も
寛
永
本
の
半
分
の
量
な
の
で
、
挿
絵
が
配
さ
れ
る
割
合
は
ほ
と
ん

ど
変
わ
ら
な
い
と
い
う
事
に
な
る
。

慶
安
本
の
挿
絵
の
一
部
が
寛
永
本
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既

に
知
ら
れ
て
い
る
（
10
）。
慶
安
本
第
四
図
・
第
五
図
は
寛
永
本
第
八
図
・
第
九
図
と

全
く
同
じ
構
図
を
持
つ
（
図
１
Ａ
Ｂ
）。

ま
た
、
慶
安
本
第
三
図
は
、
二
丁
半
に
わ
た
っ
て
料
紙
の
下
半
分
に
展
開
さ
れ
る

寛
永
本
第
七
図
の
一
部
を
九
つ
の
方
形
に
切
り
分
け
、
半
丁
の
図
に
再
構
成
し
た
も

の
で
あ
る
（
図
２
Ａ
Ｂ
）。
図
２
Ａ
内
に
付
し
た
方
形
の
枠
は
図
２
Ｂ
で
利
用
さ
れ

て
い
る
箇
所
を
示
す
。
た
だ
し
、
慶
安
本
の
方
形
内
の
意
匠
に
は
寛
永
本
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
若
干
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
寛
永
本
の
よ
う
な
、
料
紙
の
上
方
あ
る
い
は
下

方
が
挿
絵
、
も
う
一
方
が
本
文
で
、
し
か
も
そ
の
境
界
が
直
線
的
で
な
い
と
い
う
構

成
は
、
寛
永
二
年
刊
『
た
か
た
ち
』
以
来
古
浄
瑠
璃
・
説
経
版
本
に
は
た
び
た
び
見

ら
れ
る
。
し
か
し
、
徐
々
に
そ
の
例
は
減
っ
て
い
き
、
明
暦
期
以
降
に
は
ほ
と
ん
ど

見
ら
れ
な
く
な
る
。

慶
安
本
が
こ
の
構
成
を
不
採
用
と
し
た
と
こ
ろ
に
も
版
本
製
作
に
お
け
る
合
理
化

の
様
相
が
う
か
が
え
る
。
寛
永
本
の
よ
う
に
下
半
分
を
絵
、
上
半
分
を
本
文
と
い
う

丁
を
作
る
場
合
、
ま
ず
絵
師
が
絵
を
描
い
た
後
、
文
字
を
書
く
職
人
が
そ
の
空
い
た

図
１
Ａ　

寛
永
本
第
八
図

図
１
Ｂ　

慶
安
本
第
四
図
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ス
ペ
ー
ス
に
文
字
を
書
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
か

と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
挿
絵
の
意
匠
が
決
定
す

る
ま
で
本
文
の
字
配
り
も
決
定
で
き
ず
、
絵
師
の

仕
事
が
遅
れ
た
場
合
、
本
文
の
仕
事
に
も
遅
れ
が

出
る
。
慶
安
本
の
書
肆
は
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生

じ
る
の
を
避
け
る
た
め
、
コ
マ
割
の
挿
絵
を
採
用

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
慶
安
本
に
は
独
自
に
創
出
さ
れ
た
挿

絵
も
存
在
す
る
。
一
例
と
し
て
は
、
慶
安
本
で
は

第
一
図
に
位
置
す
る
南
海
国
と
西
城
国
の
合
戦
場

面
の
見
開
き
図
が
あ
げ
ら
れ
る
（
図
３
Ａ
）。
こ

の
合
戦
場
面
は
、寛
永
本
で
は
第
三
図
に
位
置
し
、

半
面
の
図
に
な
っ
て
い
る
（
図
３
Ｂ
）。
構
図
は

全
く
異
な
る
。
寛
永
本
の
第
一
図
が
れ
ん
し
が
王

か
ら
大
将
に
任
じ
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
の
に
対

し
、
慶
安
本
の
第
一
図
は
右
半
丁
に
西
城
国
の
軍

を
、
左
半
丁
に
南
海
国
の
軍
を
配
置
す
る
構
図
を

採
用
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
戦
の
緊
張
感
を
演
出
す
る
挿
絵
と
な
っ
て
い

る
。
全
体
的
に
は
コ
ス
ト
カ
ッ
ト
を
指
向
し
て
い
な
が
ら
、
寛
永
本
よ
り
も
大
き
な

見
開
き
の
図
を
作
っ
て
い
る
点
、
慶
安
本
に
お
い
て
も
見
開
き
の
挿
絵
が
こ
れ
の
み

で
あ
る
点
か
ら
も
、
こ
の
慶
安
本
第
一
図
は
読
者
の
目
に
触
れ
る
最
初
の
イ
ン
パ
ク

ト
を
重
視
し
て
案
出
さ
れ
た
挿
絵
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

慶
安
本
の
そ
の
ほ
か
の
挿
絵
で
は
、「
捕
縛
さ
れ
た
れ
ん
し
」、「
れ
ん
ぼ
の
道
行

き
」、「
父
子
の
再
会
」、「
父
子
が
そ
れ
ぞ
れ
王
と
な
っ
た
二
つ
の
国
」
と
い
っ
た
場

面
が
描
か
れ
て
い
る
。
寛
永
本
に
は
物
語
上
の
ど
の
場
面
を
描
い
て
い
る
の
か
が
や

や
わ
か
り
づ
ら
い
挿
絵
も
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
慶
安
本
で
は
物
語
上
特
に
重
要
な

場
面
を
挿
絵
の
題
材
に
選
ん
で
い
る
。
慶
安
本
は
寛
永
本
よ
り
も
挿
絵
の
数
自
体
は

少
な
い
が
、
絵
入
り
読
物
作
品
に
お
け
る
絵
の
重
要
性
を
軽
ん
じ
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

図
２
Ａ　

寛
永
本
第
七
図

図
２
Ｂ　

慶
安
本
第
三
図

図
３
Ａ　

慶
安
本
第
一
図

図
３
Ｂ　

寛
永
本
第
三
図
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結
び以

上
の
よ
う
に
、
慶
安
本
『
と
う
だ
い
き
』
は
草
子
屋
の
主
導
の
も
と
、
先
行
す

る
寛
永
本
を
書
承
的
に
利
用
し
、
コ
ス
ト
カ
ッ
ト
の
目
的
で
本
文
・
挿
絵
と
も
に
様
々

な
省
略
が
行
わ
れ
た
結
果
、
寛
永
本
の
約
半
分
の
丁
数
で
完
結
し
て
い
る
。
し
か
し
、

ま
っ
た
く
恣
意
的
な
省
略
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
当
代
の
太
夫
の
正
本
で
あ
る
こ

と
を
印
象
づ
け
る
工
夫
が
、
本
文
中
に
も
な
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
省
略
の
方
法
も

比
較
的
巧
み
で
、
明
暦
本
『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』
等
に
見
ら
れ
た
よ
う
な

不
手
際
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
挿
絵
に
お
い
て
も
、
絵
の
数
自
体
は
減
ら
し
つ
つ
も
、

見
開
き
図
を
設
け
る
な
ど
、
読
者
に
強
い
印
象
を
与
え
る
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
た
。

祐
田
善
雄
氏
は
前
掲
注
７
の
解
題
に
お
い
て
、
天
理
図
書
館
蔵
の
慶
安
本
が
再
印

本
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
慶
安
本
が
あ
る
程
度
以
上
の
人
気
を
博

し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
絵
入
り
読
み
物
と
し
て
の
魅
力
と
コ
ス
ト
と
の
バ

ラ
ン
ス
調
整
が
商
業
的
に
成
功
し
た
証
拠
と
言
え
よ
う
。

寛
永
本
、
慶
安
本
の
『
と
う
だ
い
き
』
を
比
較
し
た
と
き
に
わ
か
る
こ
と
は
、
操

り
浄
瑠
璃
の
上
演
時
間
の
変
化
と
い
う
よ
り
も
、
浄
瑠
璃
正
本
を
安
い
コ
ス
ト
で
、

絵
入
り
読
み
物
と
し
て
魅
力
的
に
、
且
つ
当
期
の
太
夫
の
正
本
ら
し
く
作
ろ
う
と
い

う
草
子
屋
の
工
夫
の
痕
跡
な
の
で
あ
る
。

注（
１
） 『
言
緒
卿
記
』
慶
長
十
九
（
一
六
一
四
）
年
九
月
二
十
一
日
条
に
は
「
雨
、院
参
、

阿
弥
陀
ム
ネ
ワ
リ
其
外
種
々
ノ
ア
ヤ
ツ
リ
ア
リ
、
参
衆
之
輩
、
西
洞
院
宰
相
・

同
少
納
言
・
予
・
北
畠
侍
従
・
五
条
少
納
言
・
土
御
門
等
也
、
御
振
舞
ア
リ
」
と
、

『
時
慶
卿
記
』
同
日
条
に
は
、「
雨
天
、
院
参
、
飯
後
阿
弥
陀
胸
切
ト
云
曲
ヲ
仕

夷
舁
ノ
類
ノ
者
推
参
ト
ソ
、
於
御
庭
緞
子
幕
等
ヲ
引
廻
シ
テ
有
曲
、
奇
異
ノ
事

也
、（
中
略
）
又
、
賀
茂
・
大
仏
供
養
・
高
砂
ノ
能
ヲ
モ
仕
候
」
と
あ
り
、
山

路
興
造
氏
は
「
こ
の
記
事
か
ら
見
る
限
り
、
院
御
所
で
の
「
ア
ヤ
ツ
リ
」
の
初

演
は
、
時
慶
が
初
め
て
そ
れ
を
見
た
と
思
わ
れ
る
慶
長
十
九
年
九
月
を
さ
し
て

遡
ら
な
い
時
期
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
」
と
推
定
さ
れ
て
い

る
（「
操
浄
瑠
璃
の
成
立
」『
岩
波
講
座
歌
舞
伎
・
文
楽
第
七
巻　

浄
瑠
璃
の
誕

生
と
古
浄
瑠
璃
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）。

（
２
） 「
寛
永
期
の
浄
瑠
璃
」（『
岩
波
講
座
歌
舞
伎
・
文
楽
第
七
巻　

浄
瑠
璃
の
誕
生

と
古
浄
瑠
璃
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）。

（
３
） 

以
下
、
逐
次
断
ら
な
い
が
、
秋
本
氏
、
阪
口
弘
之
氏
、
信
多
純
一
氏
の
諸
研
究

を
参
考
に
し
て
い
る
。
右
記
秋
本
論
の
ほ
か
、
阪
口
弘
之
「
操
浄
瑠
璃
の
語
り

―
口
承
と
書
承
―
」（『
伝
承
文
学
研
究
』
第
四
十
二
号
、
一
九
九
四
年
）、
同

氏「
寛
永
期
古
浄
瑠
璃
の
詞
藻
」（『
芸
能
史
研
究
』第
一
六
七
号
、二
〇
〇
四
年
）、

信
多
純
一
『
古
浄
瑠
璃
正
本
集
』
第
二
（
増
訂
版
、
角
川
書
店
、
一
九
六
四
年
）

な
ど
。

（
４
） 「
寛
永
時
代
の
出
版
事
情
」（『
文
学
』
五
一
巻
四
号
、
一
九
八
三
年
）。

（
５
） 

拙
稿
「
明
暦
二
年
刊
『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』
の
特
徴
―
詞
章
省
略
の

方
法
―
」（『
伝
承
文
学
研
究
』
第
六
十
号
、
二
〇
一
一
年
）。

（
６
） 

秋
本
鈴
史
「
古
浄
瑠
璃
『
燈
台
鬼
』
の
時
代
」（『
歌
舞
伎
研
究
と
批
評
』
第
九
号
、

一
九
九
二
年
）。

（
７
） 

祐
田
善
雄
『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
古
浄
瑠
璃
集
』（
天
理
大
学
出
版
部
、

一
九
七
二
年
）

（
８
） 『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
古
浄
瑠
璃
続
集
』（
天
理
大
学
出
版
部
、
一
九
七
九
）

（
９
） 

こ
の
常
套
句
に
関
し
て
は
、
角
田
一
郎
『
人
形
劇
の
成
立
に
関
す
る
研
究
』（
旭

屋
書
店
、
一
九
六
三
年
）、
深
谷
大
『
岩
佐
又
兵
衛
風
絵
巻
群
と
古
浄
瑠
璃
』（
ぺ

り
か
ん
社
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。

（
10
） 

注
７
に
同
じ
。
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Change in the Form of Kojōruri shōhon as Seen in the 

Keian Version of the Tōdaiki

HAYASHI Masahito
The Graduate University for Advanced Studies,

School of Cultural and Social Studies,

Department of Japanese Literature

Kojōruri shōhon, which began publication in the mid-1620s, changed its form with the times. For example, 

the size of the book was progressively reduced to hanshibon size (ca. 10 cm×14 cm); the number of characters 

per page or per line was increased; the cover changed from thin paper to thick paper; and the publisher started 

to emphasize that the text was the work of a specific tayū (chanter or storyteller).

These changes were made for commercial reasons such as cost reduction. Moreover, recent studies make it 

increasingly clear that the body of the text of Kojōruri shōhon was written not at the behest of the storyteller 

but of the bookstore that published it. A comparison of the form of two books published as Kojōruri shōhon, that 

is, the Keian version of the Tōdaiki, published in 1650, and the Kan’ei version of the Tōdaiki, published 1633, 

reveals that the changes followed the same course as the whole Kojōruri shōhon after the Kan’ei era with 

respect to cost reduction and the emphasis on the role of the storyteller.

As the body of the Keian version of the Tōdai-ki was an abridgment of the body of the Kan’ei version of the 

Tōdaiki, the text derives directly from the earlier one, and there is no impairment of the contents of the story 

such as can be seen in Sekkyō Sanshō-dayū, a moralizing discourse written the same way. In addition, there are 

a few emendations in the text that give the impression that the original copy of the Keian version of the Tōdaiki 

was actually belonged to a storyteller of the period.

In illustrations of the Keian version of the Tōdaiki, striking devices were used, such as the creation of high-

impact two-page picture spreads, while at the same time some illustrations from the abbreviated Kan’ei version 

of the Tōdaiki were kept and others deleted. Another approach used to improve production efficiency was to 

print text and illustrations on separate pages, instead of on the same page as in the Kan’ei version.

As a result of these altered production methods, the Keian version of the Tōdaiki was completed with about 

half as many pages as the Kan’ei version, thus achieving the objective of cost reduction. That extant copies of 

the Keian Tōdaiki are reprints suggests that this version was commercially successful. Comparison with the 

Kanei version reveals not a change in the performance time of puppet shows between the Kan’ei era and the 

Keian era, but a change in the devices used by the bookstore to produce Jōruri shōhon at low cost as interesting 

reading material in more abbreviated form with illustrations, and to attract buyers by associating the books 

with popular tayū of the day.

Key words: history of publishing, Kojōruri, shōhon, bookstore, abbreviated text


