
１

「
徒
然
草
』
は
、
な
ぜ
あ
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
の
か
。
非
常
に
単
純
だ
が
、

そ
れ
故
に
極
め
て
難
し
い
問
い
か
け
か
ら
拙
論
を
は
じ
め
た
い
。
従
来
こ
の
問

題
は
、
改
め
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
か
、
あ
っ
た
と
し
て
も
、
全
て

兼
好
の
思
想
へ
と
還
元
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
書
き
手
の
思
想
を
ア
プ
リ

オ
リ
の
も
の
と
し
て
想
定
し
、
我
々
は
「
徒
然
草
』
を
読
む
こ
と
で
、
そ
れ
を

再
現
し
よ
う
と
試
み
て
き
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
何
段
の
か
か
る
記
載
か

ら
し
て
、
兼
好
は
こ
う
い
う
考
え
の
持
ち
主
だ
っ
た
は
ず
だ
、
と
い
っ
た
よ
う

に
。だ
が
、
果
た
し
て
兼
好
は
、
伝
え
た
い
中
身
を
最
初
か
ら
確
固
と
し
て
用
意

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
事
は
む
し
ろ
逆
で
、
彼
は
筆
を
進
め
る
過
程
で
、
書

く
べ
き
内
容
を
導
い
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

稿
者
は
以
前
よ
り
「
徒
然
草
」
に
つ
い
て
、
特
に
冒
頭
か
ら
三
十
数
段
ま
で

の
い
わ
ゆ
る
「
第
一
部
」
を
、
兼
好
が
「
見
ぬ
世
の
人
」
に
宛
て
て
書
き
記
し

た
「
消
息
」
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
と
定
義
し
、
そ
の
性
格
を
考
究
し
て
き
た
い
。

詳
し
く
は
そ
れ
ら
前
稿
に
譲
る
が
、
兼
好
に
は
、
例
え
ば
芸
道
の
宗
匠
た
ち
の

よ
う
に
、
テ
キ
ス
ト
を
伝
え
る
べ
き
こ
れ
と
い
っ
た
子
弟
も
い
な
け
れ
ば
、
伝

え
る
に
値
す
る
知
見
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
「
第

『
徒
然
草
』
「
第
一
部
」
と
光
源
氏

一
部
」
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
男
は
下
戸
で
な
い
方
が
良
い
と
か
、
性
欲
に
は

抗
い
が
た
い
な
ど
、
多
く
は
「
凡
庸
」
②
な
私
見
が
繰
り
返
さ
れ
る
ば
か
り
で
、

敢
え
て
兼
好
が
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
ど
皆
無
に
近
い
。
似
て
い
る

と
言
わ
れ
る
「
枕
草
子
』
と
比
べ
て
も
、

宮
の
御
前
に
、
内
の
大
臣
の
奉
り
た
ま
へ
り
け
る
を
、
「
こ
れ
に
な
に
を
書

か
ま
し
。
上
の
御
前
に
は
、
史
記
と
い
ふ
文
を
な
ん
書
か
せ
給
へ
る
」
な
ど
の

た
ま
は
せ
し
を
、
「
枕
に
こ
そ
は
侍
ら
め
」
と
申
し
し
か
ば
、
「
さ
は
得
て
よ
」

と
て
、
賜
は
せ
た
り
し
…
…
。

（
『
枕
草
子
」
三
巻
本
・
散
文
）
③

中
関
白
家
の
栄
光
を
目
の
当
た
り
に
し
、
中
宮
自
ら
に
執
筆
を
薦
め
ら
れ
た
と

ま
で
述
べ
る
清
少
納
言
と
兼
好
の
差
は
、
我
々
の
認
識
以
上
に
隔
た
っ
て
い
る

と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
“
。

「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
」
と
書
き
お
こ
し
た
と
き
、
こ
の
書
記
行
為
を
成

立
さ
せ
る
根
拠
を
、
兼
好
は
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
。
「
徒
然
草
』

の
内
容
は
、
そ
の
根
拠
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
結
論
を

予
測
的
に
述
べ
れ
ば
、
こ
の
「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
」
と
い
う
書
き
出
し
自

体
が
、
根
拠
の
一
つ
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
か
か
る
仮
説
を
検
討
す
べ
く
、
ま

ず
、
第
十
一
段
か
ら
読
み
直
し
た
い
。

中
野
貴
文
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神
無
月
の
頃
、
栗
栖
野
と
い
ふ
所
を
過
ぎ
て
、
あ
る
山
里
に
尋
ね
入
る
事
侍

り
し
に
、
遥
か
な
る
苔
の
道
を
踏
み
分
け
て
、
心
ぼ
そ
く
住
み
な
し
た
る
庵
あ

り
。
木
の
葉
に
埋
も
る
、
懸
樋
の
し
づ
く
な
ら
で
は
、
露
音
な
ふ
物
な
し
。
閼

伽
棚
に
菊
、
紅
葉
な
ど
折
り
散
ら
し
た
る
は
、
さ
す
が
に
住
む
人
の
あ
れ
ば
な

る
べ
し
⑤
。

右
に
挙
げ
た
「
徒
然
草
」
第
十
一
段
は
、
教
科
書
な
ど
に
も
採
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
の
多
い
、
よ
く
知
ら
れ
た
話
で
あ
る
。
同
段
は
「
大
方
、
家
居
に
こ
そ
、

事
ざ
ま
は
お
し
は
か
ら
る
れ
」
と
説
く
第
十
段
に
続
く
位
置
に
あ
り
、
「
さ
す

が
に
住
む
人
の
あ
れ
ば
な
る
べ
し
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
人
里
離
れ
た
寂
し
い

土
地
で
あ
っ
て
も
、
住
む
人
の
存
在
に
よ
っ
て
庵
は
清
閑
な
美
し
さ
を
保
つ
も

の
な
の
だ
と
い
う
感
慨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

周
知
の
通
り
、
こ
の
直
後
に
兼
好
は
厳
重
に
警
戒
・
包
囲
さ
れ
た
柑
子
の
木

を
発
見
し
、
微
苦
笑
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
結
末
が
待
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
前

段
と
の
つ
な
が
り
の
巧
み
さ
も
加
わ
っ
て
、
非
常
に
よ
く
で
き
た
話
に
仕
上

が
っ
て
い
る
印
象
が
強
い
。
そ
の
た
め
こ
の
段
に
関
し
て
は
、
は
や
く
に
橘
純

一
氏
が
、
技
巧
的
で
真
実
味
に
欠
け
る
と
し
て
、
架
空
の
話
で
あ
る
可
能
性
に

言
及
し
て
い
る
伯
。

こ
れ
に
対
し
稲
田
利
徳
氏
は
、
同
段
が
「
全
く
の
架
空
認
と
は
思
わ
な
い
し
、

こ
れ
に
類
似
し
た
体
験
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
こ
の
庵
室

へ
行
く
道
程
や
庵
室
の
描
写
」
等
に
関
し
て
、
「
そ
の
ま
ま
記
述
通
り
と
は
思

わ
れ
」
ず
、
王
朝
の
物
語
や
和
歌
の
言
葉
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
を
利
用
し
た
巧
み

な
「
虚
構
化
」
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
、
。
例
え
ば
、
冒
頭
の
「
神

無
月
の
頃
」
と
い
う
時
間
設
定
に
し
て
か
ら
、

神
無
月
降
り
み
降
ら
ず
み
定
め
な
き
時
雨
ぞ
冬
の
始
め
な
り
け
る

ｓ
後
撰
和
歌
集
」
冬
．
よ
み
人
し
ら
ず
・
四
四
五
万

等
の
古
歌
以
来
の
「
晩
秋
か
ら
初
冬
に
移
り
行
く
頃
の
、
凋
落
に
と
も
な
う
寂

蓼
の
雰
囲
気
を
表
出
祠
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
可
能
性
が
高
い
と
す
る
。
同

様
に
「
閼
伽
棚
に
菊
、
紅
葉
な
ど
折
り
散
ら
し
た
る
」
に
つ
い
て
も
、

紅
葉
や
う
や
う
色
づ
き
わ
た
り
て
、
秋
の
野
の
い
と
な
ま
め
き
た
る
な
ど
見

た
ま
ひ
て
：
…
・
法
師
ば
ら
の
、
閼
伽
た
て
ま
つ
る
と
て
、
か
ら
か
ら
と
鳴
ら
し

つ
つ
、
菊
の
花
、
濃
き
薄
き
紅
葉
な
ど
折
り
散
ら
し
た
る
も
は
か
な
け
れ
ど
、

こ
の
方
の
営
み
は
、
こ
の
世
も
つ
れ
づ
れ
な
ら
ず
、
後
の
世
は
た
頼
も
し
げ
な

り
。
ざ
も
あ
ぢ
き
な
き
身
を
も
て
悩
む
か
な
、
な
ど
思
し
つ
づ
け
た
ま
ふ
。

ｓ
源
氏
物
奉
巴
「
賢
木
」
Ⅲ
）
⑩

と
い
う
表
現
の
影
響
を
指
摘
し
、
か
か
る
意
匠
に
よ
っ
て
「
庵
室
は
、
｜
個
の

実
在
と
し
て
の
域
を
越
え
て
、
物
語
を
背
景
に
し
て
、
理
想
的
な
閑
寂
生
活
の

シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
意
味
」
皿
を
付
帯
さ
れ
る
と
論
じ
た
。
卓
見
と
呼
ぶ
べ
き

で
あ
ろ
う
。
兼
好
は
自
身
の
体
験
を
、
「
源
氏
物
語
」
な
ど
を
引
用
す
る
こ
と

に
よ
り
、
再
構
成
し
た
の
で
あ
る
。
個
人
的
な
体
験
か
ら
、
イ
メ
ー
ジ
に
適
う

部
分
の
み
が
残
さ
れ
、
不
必
要
な
要
素
は
改
変
・
削
除
さ
れ
る
。
な
ら
ば
、
書

き
上
げ
ら
れ
た
体
験
談
は
、
い
わ
ゆ
る
「
作
り
物
語
」
に
接
近
す
る
だ
ろ
う
。

道
す
が
ら
、
神
無
月
二
十
日
頃
な
れ
ば
、
紅
葉
か
つ
散
り
、
面
白
き
所
々
御

覧
ず
る
に
、
小
野
と
い
ふ
所
に
、
小
柴
垣
、
遣
水
し
て
、
心
殊
な
る
家
居
の
ほ

ど
に
て
、
時
雨
は
ら
は
ら
と
し
け
る
。

二
海
人
の
刈
藻
」
幻
）
⑫

神
無
月
ば
か
り
の
こ
と
な
る
に
、
少
将
殿
は
嵯
峨
野
わ
た
り
の
紅
葉
御
覧
あ

り
て
、
小
倉
の
裾
な
ど
心
静
か
に
な
が
め
歩
き
給
ふ
ほ
ど
に
、
い
と
よ
し
あ
る

小
柴
垣
の
う
ち
に
、
耳
馴
れ
ぬ
ほ
ど
の
琴
の
音
ひ
び
き
あ
ひ
て
聞
こ
ゆ
。



３
Ｓ
し
の
び
ね
」
、
）

「
紅
葉
」
散
る
「
神
無
月
」
の
頃
、
都
を
離
れ
た
土
地
の
清
閑
な
「
庵
」
に
立

ち
寄
り
、
そ
こ
に
住
ま
う
美
し
い
女
君
を
見
出
す
と
い
う
の
は
、
中
世
に
お
け

る
物
語
の
典
型
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
右
に
挙
げ
た
表
現
が
第
十
一
段
の

そ
れ
と
近
似
す
る
の
も
、
兼
好
が
こ
れ
ら
物
語
の
読
者
で
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
決
し
て
不
思
議
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
知
ら
れ
る
よ
う
に
平
安
後
期
以

降
、
数
多
の
物
語
が
書
き
記
さ
れ
、
読
み
継
が
れ
た
。
そ
れ
ら
の
物
語
は
「
源

氏
物
壷
巴
な
ど
の
表
現
を
大
量
に
引
用
す
る
こ
と
で
成
立
し
て
お
り
、
王
朝
古

典
の
世
界
を
理
想
と
し
、
自
ら
の
テ
キ
ス
ト
に
積
極
的
に
取
り
込
も
う
と
す
る

姿
勢
に
お
い
て
、
「
徒
然
草
」
と
中
世
王
朝
物
語
の
距
離
は
思
い
の
ほ
か
近
し

い
⑬
。こ
の
よ
う
に
見
た
と
き
、
第
十
一
段
に
描
出
さ
れ
た
庵
の
主
が
、
必
ず
し
も

隠
者
の
も
の
と
限
定
さ
れ
な
い
可
能
性
も
浮
上
し
よ
う
。
無
論
、
既
に
出
家
し

て
い
た
で
あ
ろ
う
兼
好
に
と
っ
て
、
同
じ
く
世
を
捨
て
た
者
の
草
庵
は
興
味
を

惹
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
、
先
行
注
釈
書
・
研
究
論
文
な
ど
も
、

こ
れ
を
出
家
者
の
も
の
と
す
る
見
方
が
多
い
。

し
か
し
、
兼
好
が
出
家
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
テ
キ
ス
ト
外
部
の
情
報
に
過
ぎ

な
い
。
い
っ
た
ん
兼
好
の
筆
に
な
る
と
い
う
情
報
を
捨
象
し
た
場
合
、
す
ぐ
後

で
述
べ
る
よ
う
に
、
序
段
か
ら
第
十
一
段
ま
で
、
さ
ら
に
は
「
第
一
部
」
全
体

に
お
い
て
噂
出
家
者
の
文
章
と
し
て
の
性
格
を
さ
ほ
ど
色
濃
く
見
出
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
「
神
無
月
」
の
頃
、
偶
然
「
あ
る
山
里
」
に
風
雅
な
「
庵
」

を
見
つ
け
る
と
い
う
言
葉
の
流
れ
か
ら
浮
上
す
る
の
は
、
物
語
よ
ろ
し
く
、
何

か
し
ら
の
事
情
で
わ
び
し
い
山
里
住
ま
い
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
女
、
あ
る
い
は

「
賢
木
」
に
見
え
る
如
く
、
参
寵
の
た
め
遠
出
し
た
男
の
姿
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
徒
然
草
」
に
関
し
て
、
我
々
は
書
き
手
の
こ
と
を
知
り
過
ぎ
て
い
る
の
で

さ
て
こ
こ
で
、
兼
好
が
理
想
の
閑
居
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
「
賢
木
」
を
引

用
し
て
い
る
こ
と
に
こ
だ
わ
り
た
い
。
兼
好
が
「
源
氏
物
語
」
の
熱
心
な
読
者

で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
こ
と
さ
ら
「
賢

木
」
の
あ
の
一
節
が
選
び
採
ら
れ
た
の
か
。

い
に
し
へ
の
聖
の
御
世
の
政
を
も
忘
れ
、
民
の
愁
へ
、
国
の
損
な
は
る
ｎ
も

知
ら
ず
、
よ
る
づ
に
き
よ
ら
を
尽
く
し
て
い
み
じ
と
恩
ひ
、
所
せ
き
さ
ま
し
た

る
人
こ
そ
、
う
た
て
恩
ふ
所
な
く
見
ゆ
れ
。

（
第
二
段
）

の
よ
う
に
、
官
人
の
あ
る
べ
き
姿
を
口
説
き
た
て
る
「
第
一
部
」
は
、
あ
く
ま

で
在
俗
の
者
の
視
点
か
ら
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
な
い
⑮
。
既

に
述
べ
た
通
り
、
第
十
一
段
は
実
体
を
希
薄
化
し
物
語
化
す
る
筆
の
意
匠
が
施

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
胴
、
直
前
の
第
十
段
に

よ
き
人
の
の
ど
や
か
に
住
み
な
し
た
る
所
は
、
さ
し
入
た
る
月
の
色
も
、
ひ

と
き
は
し
み
人
～
と
見
ゆ
る
…
…
木
立
物
古
り
て
、
わ
ざ
と
な
ら
ぬ
庭
の
草
も

心
あ
る
ざ
ま
に
、
賢
子
、
透
垣
た
よ
り
を
か
し
ぐ
…
…
。

と
見
え
る
如
く
、
こ
の
庵
も
「
よ
き
人
」
の
「
住
み
な
」
す
も
の
ぐ
ら
い
に
理

解
し
て
お
く
の
が
、
ひ
と
ま
ず
穏
当
で
あ
る
よ
う
に
稿
者
に
は
思
わ
れ
る
⑰
。

は
な
い
か
。
兼
好
は
確
か
に
遁
世
者
で
あ
っ
た
が
、
第
一
段
を

い
で
や
、
こ
の
世
に
生
れ
出
で
ば
、
願
は
し
か
る
べ
き
こ
と
こ
そ
多
か
め
れ
・

と
、
俗
世
を
生
き
る
人
と
し
て
の
理
想
を
説
く
こ
と
か
ら
語
り
は
じ
め
、
続
け

て

あ
り
た
き
こ
と
は
、
ま
こ
と
し
き
文
の
道
、
作
文
、
和
歌
、
管
絃
の
道
、
又

有
職
に
公
事
の
方
、
人
の
鏡
な
ら
む
こ
そ
、
い
み
じ
か
る
べ
け
れ
。
（
第
一
段
）

一一
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こ
の
場
面
は
、
庇
護
者
で
あ
っ
た
父
桐
壷
帝
を
失
い
、
藤
壷
と
の
関
係
も
ま

ま
な
ら
ず
、
公
私
全
て
に
お
い
て
停
滞
を
余
議
な
く
さ
れ
た
光
源
氏
が
、
所
在

な
い
気
持
ち
を
紅
葉
狩
り
や
仏
事
で
紛
ら
わ
す
べ
く
雲
林
院
に
参
詣
し
た
場
面

で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
後
の
第
十
七
段
に
お
い
て
も

山
寺
に
か
き
こ
も
り
て
仏
に
仕
う
ま
つ
る
こ
そ
、
つ
れ
人
～
も
な
く
、
心
の

濁
り
も
清
ま
る
心
地
す
れ
。

と
見
え
、
同
じ
シ
ー
ン
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
掲
の
第
十

一
段
と
い
い
、
兼
好
は
「
賢
木
」
の
か
の
一
節
を
愛
読
し
て
い
た
と
見
て
間
違

い
あ
る
ま
い
。
と
り
わ
け
注
目
し
た
い
の
が
、
こ
の
「
賢
木
」
の
場
面
に
お
け

る
源
氏
の
姿
を
、
兼
好
が
理
想
的
な
も
の
と
捉
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
点
で
あ

る
。
次
に
挙
げ
た
、
第
五
段
を
見
ら
れ
た
い
噂

不
幸
に
憂
へ
に
沈
め
る
人
の
、
頭
お
ろ
し
な
ど
、
ふ
つ
、
か
に
思
ひ
と
り
た

る
に
は
あ
ら
で
、
あ
る
か
な
き
か
に
門
鎖
し
こ
め
て
、
待
つ
こ
と
も
な
く
明
か

し
暮
し
た
る
、
さ
る
方
に
あ
ら
ま
ほ
し
。

顕
基
の
中
納
言
の
言
ひ
け
ん
、
配
所
の
月
、
罪
な
く
て
見
ん
こ
と
も
、
ざ
も

お
ぼ
え
ぬ
べ
し
。

逆
境
に
あ
る
人
の
身
の
処
し
方
を
論
じ
た
章
段
で
あ
る
。
こ
こ
で
兼
好
は
、

短
慮
を
起
こ
し
て
一
気
に
「
頭
お
ろ
し
」
、
す
な
わ
ち
出
家
し
て
し
ま
う
の
で

は
な
く
、
「
あ
る
か
な
き
か
に
」
閑
居
に
身
を
置
く
の
が
良
い
と
述
べ
て
い
る

わ
け
だ
が
、
こ
こ
に
は
「
賢
木
」
に
お
け
る
源
氏
の
姿
を
祐
佛
と
さ
せ
る
も
の

が
あ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば

年
か
へ
り
ぬ
れ
ど
、
世
の
中
い
ま
め
か
し
き
こ
と
な
く
静
か
な
り
。
ま
し
て

大
将
殿
は
、
も
の
う
く
て
龍
り
ゐ
た
ま
へ
り
。

（
「
賢
木
」
Ⅲ
）

と
あ
る
如
く
、
沈
愉
す
る
源
氏
は
出
仕
も
せ
ず
に
引
き
篭
る
一
方
で
、
前
掲
の

雲
林
院
参
寵
の
際
に
も
、

律
師
の
い
と
尊
き
声
に
て
、
「
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
」
と
、
う
ち
の
べ
て
行

ひ
た
ま
へ
る
が
い
と
う
ら
や
ま
し
け
れ
ば
、
な
ぞ
や
と
思
し
な
る
に
、
ま
づ
姫

君
の
心
に
か
か
り
て
、
思
ひ
出
で
ら
れ
た
ま
ふ
ぞ
、
い
と
わ
る
き
心
な
る
や
。

今
賢
木
」
Ｗ
）

出
家
を
実
行
す
る
こ
と
は
、
ま
だ
幼
い
紫
の
上
の
存
在
も
あ
り
矯
謄
し
て
い

る
写
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
状
態
の
源
氏
を
、
物
語
は

軽
々
し
き
御
忍
び
歩
き
も
、
あ
い
な
う
恩
し
な
り
て
、
こ
と
に
し
た
ま
は
ね

ば
、
い
と
の
ど
や
か
に
、
今
し
も
、
あ
ら
ま
ほ
し
き
御
あ
り
さ
ま
な
り
。

（
「
賢
木
」
川
）

む
し
ろ
「
あ
ら
ま
ほ
し
」
い
も
の
と
評
し
て
い
る
の
だ
。
兼
好
は
、
こ
の
語
り

手
と
同
じ
感
想
を
抱
い
て
い
た
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。

出
家
せ
ぬ
ま
ま
俗
世
か
ら
身
を
退
く
、
こ
の
よ
う
な
源
氏
の
感
覚
は
須
磨
・

明
石
か
ら
戻
っ
た
後
も
継
続
し
て
お
り
、
「
薄
雲
」
の
巻
で
は
、
斎
宮
の
女
御

に
む
か
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

今
は
、
い
か
で
の
ど
や
か
に
、
生
け
る
世
の
限
り
思
ふ
こ
と
残
さ
ず
、
後
の

世
の
勤
め
も
心
に
ま
か
せ
て
寵
り
ゐ
な
む
と
恩
ひ
は
く
る
…
…
。

（
「
薄
曇
」
州
）

こ
れ
な
ど
は
「
徒
然
草
」
第
四
段
が
想
起
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
な
お
同
段
は
、
正

徹
本
な
ど
を
読
む
限
り
、
本
来
第
五
段
と
切
れ
目
な
く
連
続
す
る
一
つ
の
段
で

あ
っ
た
と
思
し
い
⑪
。

後
の
世
の
こ
と
忘
れ
ず
、
仏
の
遭
う
と
か
ら
い
、
心
に
く
し
。
（
第
四
段
）

さ
ら
に
第
五
段
に
関
し
て
は
、
末
尾
の
「
顕
基
の
中
納
言
の
言
ひ
け
ん
、
配

所
の
月
、
罪
な
く
て
見
ん
こ
と
も
、
ざ
も
お
ぼ
え
ぬ
べ
し
」
と
い
う
一
文
も
注

意
さ
れ
よ
う
。
「
配
所
」
す
な
わ
ち
流
刑
地
の
月
を
無
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
見

る
と
い
う
屈
折
し
た
表
現
に
よ
り
、
風
雅
な
隠
遁
生
活
へ
の
憧
れ
を
言
い
表
し
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た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
幽
こ
の
「
罪
な
く
て
」
「
配
所
」
に
あ
る
と
い
う
点

に
お
い
て
も
、
須
磨
へ
流
さ
れ
た
源
氏
が
思
い
起
こ
さ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
事

実
、
娘
を
源
氏
に
と
願
う
明
石
入
道
の

罪
に
当
た
る
こ
と
は
、
唐
土
に
も
わ
が
朝
廷
に
も
、
か
く
世
に
す
ぐ
れ
、
何

ご
と
も
人
に
こ
と
に
な
り
ぬ
る
人
の
か
な
ら
ず
あ
る
こ
と
な
り
。

（
「
須
磨
」
肌
）

と
い
う
言
に
対
し
、
「
河
海
抄
」
は

野
相
公
・
在
納
言
・
菅
家
・
西
宮
左
府
・
帥
内
大
臣
以
下
抜
群
ノ
賢
才
、
罪

無
ク
シ
テ
配
所
ノ
月
二
赴
ク
人
、
勝
ゲ
テ
計
フ
ベ
カ
ラ
ズ
⑫
。

と
い
う
注
釈
を
つ
け
て
い
る
。
こ
の
顕
基
の
逸
話
の
引
用
に
関
し
て
は
、
「
顕

基
へ
の
兼
好
の
共
感
は
明
ら
か
だ
が
、
少
し
も
そ
れ
が
論
理
的
に
記
さ
れ
ず
、

い
き
な
り
「
さ
も
覚
え
ぬ
べ
し
」
と
言
わ
れ
て
も
、
健
康
な
読
者
は
困
っ
て
し

ま
う
だ
ろ
う
」
圏
と
い
う
三
木
紀
人
氏
の
指
摘
の
如
く
、
当
該
段
に
お
け
る
位

置
づ
け
が
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
な
ど
が
言
わ
れ
て
き
た
が
、
流
鏑
の
身
に

あ
っ
た
源
氏
の
イ
メ
ー
ジ
を
挺
子
と
し
て
導
き
出
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で

は
な
い
か
例
。

以
上
の
よ
う
に
、
第
四
・
五
段
、
第
十
一
段
、
第
十
七
段
と
、
「
徒
然
草
』

の
「
第
一
部
」
に
は
、
「
賢
木
」
か
ら
「
須
磨
」
に
か
け
て
の
、
沈
愉
・
失
脚

し
た
光
源
氏
の
姿
が
揺
曳
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
果
た
し
て
、
そ
れ
は
な

ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

強
い
て
単
純
に
答
え
れ
ば
、
兼
好
は
「
源
氏
物
語
」
に
通
じ
て
い
た
か
ら
、

あ
る
い
は
兼
好
は
源
氏
を
理
想
の
男
性
と
捉
え
て
い
た
か
ら
、
な
ど
と
考
え
る

こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
確
か
に

よ
る
づ
に
い
み
じ
く
と
も
、
色
好
み
な
ら
ざ
ら
む
男
は
、
い
と
さ
う
人
～
し

く
、
玉
の
盃
の
底
な
き
心
地
ぞ
す
べ
き
。

（
第
三
段
）

そ
こ
で
稿
者
が
注
目
し
た
い
の
が
、
「
賢
木
」
か
ら
「
須
磨
」
辺
り
に
お
い
て
、

「
つ
れ
づ
れ
」
に
筆
を
執
る
源
氏
の
姿
が
目
に
付
く
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
は
「
賢
木
」
か
ら
慰
雲
林
院
に
龍
っ
て
も
結
局
は
都
の
こ
と
が
忘
れ
ら

れ
ず
、
紫
の
上
に
宛
て
て
消
息
を
記
す
場
面
で
あ
る
。

例
な
ら
ぬ
日
数
も
、
お
ぼ
つ
か
な
く
の
み
恩
さ
る
れ
ぱ
、
御
文
ば
か
り
ぞ
し

げ
う
聞
こ
え
た
ま
ふ
め
る
。

行
き
離
れ
ぬ
べ
し
や
と
試
み
は
べ
る
道
な
れ
ど
、
つ
れ
づ
れ
も
慰
め
が
た

う
、
心
細
さ
ま
さ
り
て
な
む
…
・
・
・
。

（
「
賢
木
」
Ｗ
）

続
い
て
須
磨
へ
の
流
鏑
後
、
都
に
残
し
て
き
た
女
君
た
ち
へ
向
け
、
源
氏
は

手
紙
を
し
た
た
め
る
。

尚
侍
の
御
も
と
に
、
例
の
中
納
言
の
君
の
私
事
の
や
う
に
て
、
中
な
る
に
、

「
つ
れ
づ
れ
と
過
ぎ
に
し
方
の
恩
ひ
た
ま
へ
出
で
ら
る
る
に
つ
け
て
も
…
…
。

（
「
須
磨
」
棚
）

の
如
き
、
読
む
者
に
源
氏
を
想
起
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
言
の
存
在
は
、
こ
の

考
え
を
裏
付
け
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
だ
け
で
は
、

な
ぜ
「
賢
木
」
か
ら
「
須
磨
」
な
の
か
と
い
う
点
が
、
十
全
に
は
説
明
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
兼
好
が
そ
う
い
う
考
え
の
持
ち
主
だ
っ
た
か
ら
と
、

全
て
を
書
き
手
の
思
想
に
還
元
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
テ
キ
ス

ト
と
し
て
の
必
然
性
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

御
返
り
書
き
た
ま
ふ
。
言
の
葉
思
ひ
や
る
べ
し
。
「
か
く
世
を
雛
る
べ
き
身

と
思
ひ
た
ま
へ
ま
し
か
ぱ
、
お
な
じ
く
は
慕
ひ
き
こ
え
ま
し
も
の
を
な
ど
な

む
。
つ
れ
づ
れ
と
心
細
き
ま
ま
に
…
…
。

（
「
須
磨
」
脇
）

｜｜’
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そ
し
て
、
書
簡
の
往
復
も
一
段
落
し
た
後
は
、
沈
み
が
ち
に
な
る
心
を
励
ま

す
べ
く
、

い
と
か
く
思
ひ
沈
む
さ
ま
を
心
細
し
と
恩
ふ
ら
む
と
思
せ
ば
、
昼
は
何
く
れ

と
戯
れ
言
う
ち
の
た
ま
ひ
紛
ら
は
し
、
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
い
ろ
い
ろ
の

紙
を
継
ぎ
つ
つ
手
習
を
し
た
ま
ひ
、
め
づ
ら
し
き
さ
ま
な
る
唐
の
綾
な
ど
に
さ

ま
ざ
ま
の
絵
ど
も
を
書
き
す
さ
び
た
ま
へ
る
…
…
。

今
須
磨
」
伽
）

今
度
は
手
紙
で
は
な
く
「
手
習
」
、
す
な
わ
ち
和
歌
を
心
の
赴
く
ま
ま
に
紙
に

書
き
付
け
る
な
ど
、
戯
れ
の
書
記
行
為
を
行
っ
て
い
る
の
だ
曹

実
の
と
こ
ろ
、
『
源
氏
物
語
」
全
体
を
ひ
も
と
い
て
も
、
「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま

ま
に
」
筆
を
執
る
こ
と
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
。
例
え
ば
「
雨
夜
の
品
定
め
」

が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
無
耶
を
慰
め
る
の
は
、
得
て
し
て
気
の
合
う
者
同

士
に
よ
る
語
ら
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
、
物
語
を
読
ん
だ
り
、
楽
器
を
弾
い
た

り
と
い
っ
た
描
写
は
散
見
す
る
も
の
の
、
無
柳
で
あ
る
が
故
に
何
か
を
書
く
場

面
は
、
決
し
て
多
い
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
鯛
。

そ
れ
に
対
し
、
「
賢
木
」
か
ら
「
須
磨
」
に
か
け
て
の
源
氏
は
、
桐
壼
帝
と

い
う
後
ろ
盾
を
失
い
、
蟄
居
・
流
罪
の
身
で
あ
っ
た
。
心
慰
め
る
恋
人
・
友
人

と
遠
く
離
れ
ざ
る
を
得
ず
、
結
果
そ
の
手
は
筆
に
伸
び
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
、

引
き
龍
っ
た
男
性
官
人
が
「
つ
れ
づ
れ
」
に
「
筆
を
執
る
」
と
い
う
点
に
お
い

て
、
執
筆
す
る
兼
好
の
脳
裏
に
源
氏
の
存
在
が
呼
び
起
こ
さ
れ
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
徒
然
草
』
は
、
無
卿
故
に
筆
を
執
る
と
宣
言

し
て
は
じ
め
ら
れ
た
営
み
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
出
家
を
た
め
ら
っ
て
い
た
（
加
え
て
、
物
語
中
の
登
場
人
物
に

過
ぎ
な
い
）
源
氏
に
対
し
て
、
兼
好
は
「
徒
然
草
」
執
筆
時
に
は
既
に
出
家
を

果
た
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
両
者
の
間
に
は
明
確
な
懸
隔
が
存
在

す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
一
節
で
触
れ
た
通
り
、
「
第
一
部
」
の
筆
は
俗
人

の
視
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
な
く
、
そ
し
て
何
よ
り
、

歴
史
的
実
体
と
し
て
の
兼
好
と
「
徒
然
草
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
表
現
主
体
と

を
、
即
時
に
同
一
視
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。

仮
に
出
家
者
兼
好
と
い
う
実
体
に
こ
だ
わ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
出
家

者
が
筆
を
執
る
、
そ
れ
も
経
典
の
注
釈
や
仏
教
説
話
集
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
隠

者
・
出
家
者
の
自
己
表
現
と
い
う
こ
と
自
体
、
矛
盾
し
た
「
本
来
あ
っ
て
よ
い

も
の
で
は
な
い
」
勘
こ
と
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
兼
好
は
、

『
徒
然
草
」
執
筆
と
い
う
根
拠
な
き
営
み
の
レ
ゾ
ン
デ
ー
ト
ル
を
探
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
自
ら
の
行
為
を
何
か
に
か
こ
つ
け
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
筆
を
進
め
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
故
に
、
「
賢
木
」
か
ら
「
須
磨
」
辺
り
の
光
源
氏
が
、
言
わ
ば
「
要
請
」

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
中
で
も
、
第
十
七
段
や
第
五
段
の
如
き
「
賢

木
」
の
巻
を
直
裁
に
想
起
さ
せ
る
言
説
は
、
引
き
龍
る
が
故
の
無
珈
を
筆
で
慰

め
よ
う
と
す
る
源
氏
の
姿
を
前
景
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
、
自

身
の
執
筆
行
為
に
対
す
る
兼
好
の
弁
明
・
自
己
肯
定
と
し
て
機
能
し
て
い
よ

も
う
。し
た
が
っ
て
、
前
述
の
「
色
好
み
」
の
称
賛
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
閑
居
を

理
想
と
す
る
発
想
に
し
て
も
、
「
徒
然
草
』
の
内
容
を
兼
好
の
固
有
の
思
想
と

し
て
、
｜
律
に
理
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
筆
を
執
る
に
あ
た
っ
て
、

源
氏
の
存
在
へ
の
意
識
、
書
き
手
兼
好
の
自
己
肯
定
の
姿
勢
が
、
そ
の
後
の
内

容
を
呼
び
寄
せ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
い
っ
た
い
人
は
、
そ
う

や
っ
て
何
か
書
く
の
で
は
な
い
か
。

同
様
の
こ
と
は
、
著
名
な
序
段
に
も
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
従
来
、
か
の
「
つ

れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
」
を
、
我
々
は
（
謙
辞
で
あ
る
と
同
時
に
）
執
筆
す
る
兼
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か
か
る
視
点
に
立
っ
て
「
第
一
部
」
を
読
み
直
す
と
き
、
次
に
挙
げ
た
第
七

段
は
極
め
て
興
味
深
い
。

住
み
は
て
ぬ
世
に
見
に
く
き
姿
を
待
ち
え
て
、
何
か
は
せ
む
。
命
長
け
れ
ば

恥
多
し
。
長
く
と
も
、
四
十
に
足
ら
ぬ
ほ
ど
に
て
死
な
ん
こ
そ
、
め
や
す
か
る

べ
け
れ
。

そ
の
ほ
ど
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、
か
た
ち
を
恥
づ
る
心
も
な
く
、
人
に
交
は
ら
む
こ

と
を
思
ひ
、
夕
の
日
に
子
孫
を
愛
し
て
、
ざ
か
ゆ
く
末
を
見
む
ま
で
の
命
を
あ

ら
ま
し
、
ひ
た
す
ら
世
を
む
さ
ぼ
る
心
の
み
深
く
、
物
の
あ
は
れ
も
知
ら
ず
な

り
ゆ
く
な
む
、
あ
さ
ま
し
き
。

今
井
上
氏
は
こ
の
段
に
つ
い
て
、
「
光
源
氏
の
あ
り
よ
う
に
、
ど
こ
か
重
な
る

と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
「
源
氏
物
語
』
と
同
段
に
共
通
す
る
白
居
易

の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
轡
具
体
的
に
は
、
第
七
段
後
半
に
見
え
る
「
夕
の

日
に
子
孫
を
愛
し
て
」
と
い
う
表
現
は
、
「
白
氏
文
集
』
巻
二
「
秦
中
吟
」
中

の
「
不
致
仕
」
の
一
節
に
基
づ
い
て
い
る
。

七
十
に
し
て
致
仕
す
る
は
礼
法
に
明
文
有
り

何
ぞ
乃
ち
栄
を
貧
る
者
斯
の
言
を
聞
か
ざ
る
が
如
く
す
る

憐
れ
む
く
し
八
九
十
歯
堕
ち
て
愛
眸
昏
し

朝
露
に
名
利
を
貧
り
夕
陽
に
子
孫
を
憂
ふ

冠
を
桂
け
ん
と
し
て
翠
綾
を
顧
み
車
を
懸
け
ん
と
し
て
朱
輪
を
惜
し
む

金
章
に
腰
勝
へ
ず
値
慎
し
て
君
門
に
入
る
・
・
・
…
、

好
の
現
況
を
描
出
し
た
も
の
と
理
解
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
「
賢
木
」
か
ら

「
須
磨
」
辺
り
に
お
け
る
源
氏
と
自
ら
を
被
せ
る
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
「
虚

構
満
と
見
る
視
点
を
持
つ
こ
と
も
、
今
後
必
要
と
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

四

内
裏
な
ど
に
も
、
こ
と
な
る
つ
い
で
な
き
か
ぎ
り
は
参
ら
ず
、
朝
廷
に
仕
ふ

る
人
と
も
な
く
て
篭
り
は
く
れ
ば
、
よ
る
づ
う
ひ
う
ひ
し
う
、
よ
だ
け
く
な
り

に
て
は
べ
り
。
齢
な
ど
こ
れ
よ
り
ま
さ
る
人
、
腰
た
へ
い
ま
で
屈
ま
り
歩
く
例
、

昔
も
今
も
は
く
め
れ
ど
、
あ
や
し
く
お
れ
お
れ
し
き
本
性
に
添
ふ
も
の
う
さ
に

な
む
は
べ
る
べ
き
」
な
ど
聞
こ
え
た
ま
ふ
。

（
「
行
幸
」
〃
）

右
に
挙
げ
た
「
夕
霧
」
の
一
節
な
ど
か
ら
は
、
官
職
に
拘
泥
せ
ず
、
世
俗
と

の
交
わ
り
を
避
け
て
引
き
篭
る
源
氏
の
姿
が
看
取
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
前
掲
第

五
段
で
兼
好
が
理
想
と
し
た
も
の
と
同
一
の
姿
勢
と
言
え
よ
う
。
「
行
幸
」
の

巻
に
お
い
て
、
「
不
致
仕
」
を
下
敷
き
に
政
治
が
面
倒
に
な
っ
た
と
嘱
く
源
氏

は
時
に
三
十
七
歳
で
あ
り
、
憶
説
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
第
七
段
の
「
長
く
と
も
、

四
十
に
足
ら
ぬ
」
云
々
は
、
源
氏
の
転
機
と
も
呼
ぶ
べ
き
四
十
と
い
う
年
齢
設

定
が
意
識
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
図
。

だ
が
、
か
か
る
思
想
の
近
似
性
と
並
ん
で
重
要
な
の
は
、
「
夕
顔
」
「
行
幸
」

こ
の
「
不
致
仕
」
を
含
む
巻
二
「
秦
中
吟
」
は
、
調
諭
詩
に
属
す
る
帥
。
調

諭
詩
は
、
厳
し
い
政
治
批
判
を
主
と
し
て
お
り
、
「
不
致
仕
」
も
、
わ
が
身
の

栄
誉
や
子
孫
繁
栄
を
望
む
余
り
に
潔
く
冠
を
脱
い
で
宮
中
か
ら
引
退
し
よ
う
と

し
な
い
老
官
僚
を
、
見
苦
し
い
と
し
て
答
め
る
も
の
で
あ
る
。
今
井
氏
に
よ
れ

ば
、
こ
の
一
節
を
引
用
し
た
表
現
が
「
源
氏
物
語
』
中
に
多
数
認
め
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
二
例
ほ
ど
挙
げ
て
お
く
。

「
御
息
所
の
忌
は
て
ぬ
ら
ん
な
。
昨
日
今
日
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
三
年
よ
り
あ
な

た
の
こ
と
に
な
る
世
に
こ
そ
あ
れ
。
あ
は
れ
に
あ
ぢ
き
な
し
や
。
夕
の
露
か
か

る
ほ
ど
の
む
さ
ぼ
り
よ
・
い
か
で
こ
の
髪
剃
り
て
、
よ
る
づ
背
き
棄
て
ん
と
恩

ふ
を
、
ざ
も
の
ど
や
か
な
る
や
う
に
て
も
過
ぐ
す
か
な
。
い
と
悪
き
わ
ざ
な
り

や
」
と
の
た
ま
ふ
。

（
「
夕
霧
」
卿
）
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と
も
に
源
氏
自
ら
が
「
不
致
仕
」
の
一
節
を
口
ず
さ
み
、
そ
の
享
受
者
で
あ
っ

た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
兼
好
は
、
白
氏
の
詩
句
を
嗜
む
源
氏
に
、

同
じ
嗜
好
の
者
と
し
て
共
感
し
、
自
ら
を
重
ね
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
源

氏
が
漢
籍
に
通
暁
し
て
い
た
の
は
当
然
だ
が
、
物
語
中
に
は
、
無
脚
を
漢
籍
で

慰
め
る
描
写
も
見
え
る
。
例
え
ば
か
の
「
雨
夜
の
品
定
め
」
に
お
い
て
、
座
談

の
始
ま
る
前
、

つ
れ
づ
れ
と
降
り
暮
ら
し
て
、
し
め
や
か
な
る
宵
の
雨
に
、
殿
上
に
も
を
さ

を
ざ
人
少
な
に
、
御
宿
直
所
も
例
よ
り
は
の
ど
や
か
な
る
心
地
す
る
に
、
大
殿

油
近
く
て
書
ど
も
な
ど
見
た
ま
ふ
。

（
「
籍
木
」
開
）

源
氏
は
「
つ
れ
づ
れ
」
を
、
ひ
と
り
「
書
」
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
慰
め
て
い

た
⑬
。そ
し
て
兼
好
も
ま
た
、
漢
籍
、
中
で
も
白
居
易
を
愛
好
し
、
そ
れ
に
慰
み
を

求
め
る
者
で
あ
っ
た
。

ひ
と
り
灯
の
下
に
て
文
を
広
げ
て
、
見
ぬ
世
の
人
を
友
と
す
る
、
一
」
よ
な
う

慰
む
わ
ざ
な
り
。

文
は
、
文
選
の
あ
は
れ
な
る
巻
々
、
白
氏
の
文
集
、
老
子
の
言
葉
、
南
華
の

篇
。
此
国
の
博
士
ど
も
の
書
け
る
物
も
、
い
に
し
へ
の
は
あ
は
れ
な
る
こ
と
多

か
り
。

（
第
十
三
段
）

「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
源
氏
は
、
第
十
三
段
の
モ
デ
ル
と
見
て
外
れ
な
い
だ
ろ

う
。
兼
好
は
こ
こ
で
も
、
光
源
氏
の
如
く
に
振
舞
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
か
。

な
お
、
こ
れ
と
同
種
の
こ
と
は
、
第
五
段
で
名
前
の
挙
が
っ
て
い
た
源
顕
基

に
も
あ
て
は
ま
る
。
前
掲
「
配
所
の
月
」
の
逸
話
の
出
典
と
も
言
わ
れ
る
鋤
、

『
発
心
集
」
の
一
節
を
挙
げ
る
。

中
納
言
顕
基
は
大
納
言
俊
賢
の
息
、
後
一
条
の
御
門
に
時
め
か
し
仕
え
給
ひ

て
、
わ
か
う
よ
り
司
・
位
に
つ
け
て
恨
み
な
か
り
け
れ
ど
、
心
は
此
の
世
の
さ

か
え
を
好
ま
ず
、
深
く
仏
道
を
願
ひ
、
菩
提
を
望
む
恩
ひ
の
み
あ
り
。
つ
れ
の

こ
と
く
さ
に
は
、
彼
の
楽
天
の
詩
に
、
「
古
墓
何
世
人
。
不
知
姓
与
名
。
化
為

路
傍
土
。
年
々
春
草
生
」
と
い
ふ
こ
と
を
口
づ
け
給
へ
り
。
い
と
い
み
じ
き
す

き
人
に
て
、
朝
夕
琵
琶
を
ひ
き
つ
つ
、
「
罪
な
く
し
て
罪
を
か
う
ぶ
り
て
、
配

所
の
月
を
見
ば
や
」
と
な
む
願
は
れ
け
る
。

（
巻
五
’
八
「
中
納
言
顕
基
、
出
家
・
髄
居
の
事
」
）
閏

源
氏
同
様
「
此
の
世
の
さ
か
え
を
好
ま
ず
」
、
白
氏
を
愛
好
し
て
い
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
顕
基
が
愛
唱
し
た
「
楽
天
の
詩
」
と
は
、
こ
れ
も
「
白

氏
文
集
』
巻
二
、
調
論
詩
「
続
古
詩
十
首
」
中
の
「
第
二
」
の
一
節
で
あ
り
、

同
じ
一
節
を
兼
好
も
ま
た
「
第
一
部
」
後
半
の
第
三
十
段
に
お
い
て
、

ざ
る
は
、
跡
と
ふ
わ
ざ
も
絶
え
ぬ
れ
ば
、
い
づ
れ
の
世
の
人
と
、
名
を
だ
に

知
ら
ず
、
年
々
の
春
の
草
の
み
ぞ
、
心
あ
ら
む
人
は
あ
は
れ
と
も
見
る
べ
き
を
、

は
て
は
嵐
に
む
せ
び
し
松
も
、
千
年
を
侍
た
で
薪
に
砕
か
れ
、
古
き
塚
は
す
か

れ
て
田
と
成
り
ぬ
。

と
引
用
し
て
い
る
。

源
氏
と
顕
基
と
の
共
通
項
と
し
て
は
、
白
居
易
の
調
諭
詩
を
愛
唱
し
、
括
淡

と
し
て
栄
達
を
望
ま
ず
、
故
に
早
々
と
官
職
を
辞
し
、
後
世
を
常
に
心
に
か
け

つ
つ
、
無
聰
を
文
事
に
よ
っ
て
慰
め
る
隠
遁
文
人
、
く
ら
い
に
な
る
だ
ろ
う
。

無
論
、
源
氏
も
顕
基
も
、
か
か
る
イ
メ
ー
ジ
の
み
に
収
ま
り
き
る
存
在
で
は
な

く
、
ま
た
『
徒
然
草
」
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
を
書
き
残
し
た
わ
け
で
も
な
い
。

だ
が
少
な
く
と
も
兼
好
は
、
如
上
の
イ
メ
ー
ジ
に
す
が
る
こ
と
で
自
身
の
書
記

行
為
を
推
進
し
た
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
若
く
し
て
隠
者
と
な
っ
た
自
ら
を
、
肯
定
す

る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
遁
世
し
た
兼
好
の
日
常
が
、
本
当
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注
仙
二
徒
然
草
』
「
第
一
部
」
の
文
学
史
的
性
格
に
つ
い
て
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」

以
上
、
「
賢
木
」
か
ら
「
須
磨
」
に
か
け
て
、
政
界
を
失
脚
し
、
無
柳
に
筆

を
執
る
源
氏
の
イ
メ
ー
ジ
に
寄
り
添
う
こ
と
で
、
兼
好
が
「
徒
然
草
』
を
書
き

進
め
る
根
拠
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
提
示
、
検
討
し
た
。
確
か

に
「
第
一
部
」
の
諸
章
段
は
、
兼
好
自
身
の
思
想
が
開
陳
さ
れ
た
も
の
に
違
い

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
々
様
々
な
思
念
を
重
ね
て
い
た
で
あ
ろ
う
兼
好
に

お
い
て
、
な
ぜ
そ
れ
ら
が
優
先
し
て
（
し
か
も
、
あ
の
よ
う
な
表
現
に
よ
っ
て
）

書
き
記
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
蓋
し
そ
れ
は
、
沈
愉
す
る
源
氏
の
姿

を
借
り
る
こ
と
で
、
「
徒
然
草
」
が
書
き
進
め
ら
れ
た
が
故
で
あ
っ
た
ろ
う
。

よ
く
言
わ
れ
る
「
第
一
部
」
の
「
詠
嘆
的
無
常
観
」
と
は
、
「
賢
木
」
辺
り
の

源
氏
の
憂
愁
に
近
し
い
よ
う
に
、
稿
者
に
は
思
わ
れ
る
。

な
お
、
本
稿
は
「
第
一
部
」
に
限
っ
て
分
析
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
徒

然
草
」
の
殆
ど
全
体
を
占
め
る
、
い
わ
ゆ
る
「
第
二
部
」
へ
の
検
討
が
欠
か
せ

な
い
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
「
第
二
部
」
に
お
い
て
は
、
「
賢
木
」
の
源
氏
の

よ
う
な
特
定
の
イ
メ
ー
ジ
に
収
散
す
る
言
説
の
存
在
は
認
め
が
た
い
。
い
っ
た

い
筆
を
進
め
る
兼
好
を
支
え
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
後
考
を
期
す
こ
と

と
し
た
い
。

に
「
つ
れ
づ
れ
」
で
あ
っ
た
か
は
不
明
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
た
だ
、
「
つ

れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
」
と
書
き
出
し
た
と
き
、
彼
は
清
閑
な
庵
の
中
に
括
淡
と

し
て
あ
る
遁
世
文
人
の
姿
を
、
自
ら
に
重
ね
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

兼
好
が
第
十
一
段
の
庵
の
主
に
幻
視
し
た
の
も
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
姿
だ
っ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

お
わ
り
に

平
成
十
六
年
九
月
号
）
、
ヨ
徒
然
草
』
に
お
け
る
対
話
ｌ
「
第
二
部
」
論
に
か

え
て
ｌ
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
平
成
十
七
年
四
月
号
）
、
「
心
構
え
の
重
視
ｌ
「
徒

然
草
」
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
ー
」
Ｓ
国
語
国
文
」
平
成
十
八
年
七
月

号
）
。

②
三
木
紀
人
「
随
筆
Ｉ
徒
然
草
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
」
（
「
解
釈
と
鑑
賞
』
（
昭
和
四

十
四
年
三
月
号
）

③
引
用
は
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
に
よ
る
が
、
表
記
等
、
｜
部
私
に
改
め

た
個
所
が
あ
る
。
他
の
古
典
引
用
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

側
清
少
納
一
百
と
兼
好
と
の
懸
隔
に
つ
い
て
は
、
荒
木
浩
二
徒
然
草
」
と
い
う

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
Ｉ
第
一
段
・
第
一
九
段
、
堺
本
「
枕
草
子
』
、
「
あ
づ
ま
」

「
都
」
」
Ｓ
〈
新
し
い
作
品
論
〉
へ
、
〈
新
し
い
教
材
論
〉
へ
［
古
典
編
］
３
」
（
右

文
書
院
、
平
成
十
五
年
一
月
〉
）
に
詳
し
い
。

⑤
「
徒
然
草
」
の
引
用
は
、
全
て
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
に
よ
る
。

⑥
「
正
註
つ
れ
づ
れ
草
通
鐸
』
（
瑞
穂
書
院
、
昭
和
十
三
年
四
月
）

、
「
徒
然
草
論
』
（
笠
間
書
院
、
平
成
二
十
年
十
一
月
）
第
一
章
第
二
節
。
徒

然
草
」
の
虚
構
性
」

⑧
引
用
は
「
新
編
国
歌
大
観
」
に
よ
る
。

⑨
稲
田
前
掲
書
第
一
章
第
一
節
。
徒
然
草
」
に
お
け
る
兼
好
の
ジ
ャ
ン
ル
意

識
」

⑩
引
用
は
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
に
よ
り
、
引
用
箇
所
の
頁
数
を
示
し

た
。

⑪
稲
田
前
掲
書
第
三
章
第
二
節
。
徒
然
草
」
の
草
木
を
め
ぐ
っ
て
（
下
と

⑫
「
海
人
の
刈
藻
」
「
し
の
び
ね
」
の
引
用
は
、
『
中
世
王
朝
物
語
全
集
』
（
笠
間

書
院
）
に
よ
り
、
引
用
箇
所
の
頁
数
を
示
し
た
。

⑪
桑
原
博
史
「
徒
然
草
の
源
泉
Ｉ
物
語
」
Ｓ
徒
然
草
講
座
第
四
巻
」
（
有
精

堂
、
昭
和
四
十
九
年
十
一
月
）
）
も
、
。
徒
然
草
」
の
語
句
が
、
「
源
氏
物
壷
巴

の
そ
れ
と
共
通
し
て
、
物
語
的
雰
囲
気
を
か
も
し
出
し
て
い
る
章
段
を
形
成
し

て
い
る
と
い
う
の
は
、
中
世
に
お
け
る
、
「
源
氏
物
語
」
享
受
の
一
般
的
な
あ

り
方
と
ま
っ
た
く
共
通
し
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。

⑬
「
徒
然
草
」
全
体
を
見
て
も
、
「
仏
菩
薩
へ
の
信
仰
も
、
極
楽
浄
土
も
語
ら
れ
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て
」
お
ら
ず
、
「
尋
常
な
宗
教
的
述
作
を
読
み
つ
け
た
人
に
と
っ
て
は
な
じ
み

に
く
い
も
の
だ
っ
た
（
三
木
紀
人
「
兼
好
と
「
徒
然
草
」
」
（
「
鑑
賞
日
本
の
古

典
方
丈
記
・
徒
然
草
」
尚
学
図
書
、
昭
和
五
十
五
年
二
月
）
）
」
で
あ
ろ
う
。

⑮
宮
内
三
二
郎
「
と
は
ず
が
た
り
・
徒
然
草
・
増
鏡
新
見
』
（
明
治
書
院
、
昭

和
五
十
二
年
八
月
）
第
二
篇
第
二
章
「
徒
然
草
（
序
～
第
三
○
段
）
の
成
立
」

は
、
「
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
第
一
部
執
筆
当
時
の
作
者
の
眼
は
、
も
っ

ぱ
ら
宮
廷
と
宮
廷
人
・
宮
廷
生
活
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
」
と
し

た
上
で
、
「
徒
然
草
』
「
第
一
部
」
の
執
筆
時
期
を
兼
好
の
出
家
以
前
の
、
「
た

と
え
現
に
宮
中
に
在
勤
中
で
な
い
に
し
て
も
、
す
く
な
く
と
も
そ
れ
を
あ
ま
り

遠
ざ
か
ら
ぬ
時
期
に
物
し
た
、
と
考
え
た
い
」
と
論
じ
て
い
る
。
興
味
深
い
見

解
だ
が
、
後
節
で
も
述
べ
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
出
家
者
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
在

俗
官
人
の
視
点
が
要
請
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

㈹
し
た
が
っ
て
、
例
の
「
柑
子
の
木
」
が
兼
好
に
与
え
た
失
望
と
は
、
こ
の
現

実
的
な
存
在
が
、
一
つ
の
美
的
・
物
語
的
世
界
を
突
き
破
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
小
島
孝
之
「
草
庵
文
学
の
展
開
」
ｓ
岩
波
講
座

日
本
文
学
史
第
５
巻
一
三
・
一
四
世
紀
の
文
学
」
（
平
成
十
一
年
十
一
月
）
）

も
、
「
兼
好
は
こ
の
草
庵
の
主
の
心
の
あ
り
か
た
を
直
接
批
判
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
草
庵
が
一
幅
の
絵
と
し
て
完
成
し
て
い
る
こ
と
を
期
待
し

て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
か
ら
は
現
実
の
生
活
感
は
排
除
さ

れ
て
い
る
」
と
述
べ
る
。

⑰
稲
田
前
掲
書
第
二
章
第
一
節
「
「
徒
然
草
」
と
「
源
氏
物
語
上
は
、
こ
の
「
住

み
な
す
」
や
第
十
一
段
に
見
え
た
「
折
り
散
ら
す
」
な
ど
の
表
現
が
、
他
の
王

朝
古
典
に
は
見
出
し
が
た
い
、
「
源
氏
物
語
」
特
有
の
も
の
で
あ
り
、
兼
好
が

こ
れ
ら
の
特
異
な
言
葉
遣
い
に
鋭
く
反
応
し
、
「
徒
然
草
」
に
採
り
込
ん
で
い

た
こ
と
を
剛
明
し
て
い
る
。

⑬
第
五
段
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
戸
谷
三
都
江
「
顕
基
の
説
話
と
「
徒
然
草
」

（
一
）
」
（
「
学
苑
」
第
三
九
七
号
、
昭
和
四
十
八
年
一
月
）
、
山
村
孝
一
「
兼
好
．

の
「
あ
ら
ま
ほ
し
」
と
見
て
い
た
も
の
－
「
徒
然
草
」
第
五
段
を
読
み
解
く
ｌ
」

Ｓ
大
阪
産
業
大
学
論
集
（
人
文
科
学
編
こ
第
一
○
二
号
、
平
成
十
二
年
十
月
）

な
ど
。

⑬
新
枕
後
で
あ
る
紫
の
上
が
「
姫
君
」
と
さ
れ
る
点
に
関
し
て
、
高
木
和
子
「
源

氏
物
語
の
思
考
」
（
風
間
書
房
、
平
成
十
四
年
一
一
一
月
）
第
Ⅲ
部
第
八
章
「
光
源

氏
の
出
家
願
望
Ｉ
「
源
氏
物
語
」
の
力
学
と
し
て
ｌ
」
は
、
紫
の
上
に
対
す
る

光
源
氏
の
庇
護
意
識
を
見
出
し
て
い
る
。

㈱
山
村
前
掲
注
旧
論
文
参
照
。
な
お
、
前
掲
注
川
拙
稿
で
も
述
べ
た
こ
と
だ
が
、

「
徒
然
草
」
と
り
わ
け
「
第
一
部
」
に
関
し
て
は
、
区
分
す
る
こ
と
自
体
の
妥

当
性
も
含
め
て
、
既
存
の
章
段
区
分
に
対
す
る
全
面
的
な
再
検
討
が
不
可
欠
で

あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

伽
三
木
紀
人
「
配
所
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
昭
和
四
十
八
年
七

月
号
）
、
戸
谷
前
掲
注
⑬
論
文
、
山
村
前
掲
注
⑱
論
文
等
を
参
照
の
こ
と
。

⑫
引
用
は
「
天
理
圖
書
館
善
本
叢
書
」
に
よ
り
、
私
に
訓
み
下
し
て
示
し
た
。

閏
三
木
前
掲
注
⑪
論
文

例
安
良
岡
康
作
『
徒
然
草
全
注
釈
上
巻
」
（
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
二
年
二

月
）
は
、
第
五
段
の
冒
頭
の
「
不
幸
に
憂
へ
に
沈
め
る
人
」
と
い
う
表
現
に
関

し
て
、
「
明
石
」
で
光
源
氏
の
夢
に
現
れ
た
桐
壷
院
の
言
葉
、
「
（
流
調
す
る
源

氏
が
）
い
み
じ
き
愁
へ
に
沈
む
を
見
る
に
た
へ
が
た
く
て
（
卿
と
と
の
近
似

に
言
及
し
て
い
る
。

㈱
荒
木
浩
「
心
に
思
う
ま
ま
を
書
く
草
子
（
上
）
ｌ
徒
然
草
へ
の
途
Ｉ
」
Ｓ
国

語
国
文
」
平
成
元
年
十
一
月
号
）
は
、
こ
の
「
須
磨
」
の
一
節
な
ど
を
挙
げ
つ

つ
、
「
徒
然
草
」
に
〈
手
習
反
古
〉
と
近
し
い
性
格
が
あ
る
と
論
じ
る
。

㈱
な
お
、
「
賢
木
」
か
ら
「
須
磨
」
の
源
氏
以
外
で
、
無
卿
を
筆
で
慰
め
る
姿

が
繰
り
返
し
描
写
さ
れ
る
の
が
浮
舟
で
あ
っ
た
。
「
徒
然
草
」
序
段
の
「
硯
に

向
か
ひ
て
」
と
い
う
表
現
が
、
「
手
習
」
の
巻
に
お
い
て
、
浮
舟
が
遂
に
出
家

し
た
直
後
の
一
節
、
「
た
だ
硯
に
向
か
ひ
て
、
思
ひ
あ
ま
る
を
り
は
、
手
習
を

の
み
た
け
き
こ
と
に
て
轡
き
つ
け
た
ま
ふ
（
Ⅶ
こ
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
思

わ
れ
る
点
、
荒
木
前
掲
注
㈱
論
文
、
稲
田
前
掲
注
⑰
論
文
が
指
摘
し
て
い
る
。

㈱
一
一
一
木
紀
人
「
徒
然
草
の
成
立
」
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
四
十
五
年
三
月
号
）
。

同
論
文
は
「
隠
者
文
学
」
に
つ
い
て
、
「
形
容
矛
盾
」
「
逆
説
的
な
存
在
」
な
ど

と
も
呼
ん
で
い
る
。

⑱
三
木
前
掲
注
勧
論
文
も
、
「
な
ま
じ
っ
か
作
者
の
姿
勢
を
明
確
に
告
げ
て
い
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燕
霧
瀧

十
税
）

序
説
韓
国
演
劇
史
の
記
述
方
法
、
１
「
演
劇
に

関
す
る
歴
史
」
と
「
演
劇
の
歴
史
」
２
伝
統
様

式
・
近
代
様
式
・
現
代
様
式
３
現
代
劇
、
未
来

の
演
劇
の
た
め
に
／
第
一
篇
伝
統
篇
、
Ｉ
ク
ッ

ー
シ
ャ
ー
マ
ン
の
演
劇
１
ク
？
ク
ン
ノ

リ
・
演
劇
２
古
代
人
と
巫
俗
信
仰
３
国
を

挙
げ
て
の
ク
ン
ノ
リ
（
巫
儀
）
他
Ⅱ
タ
ル

チ
ュ
ム
ー
仮
面
舞
踊
劇
１
タ
ル
チ
ュ
ム
仮

面
戯
・
仮
面
劇
２
大
陸
系
の
影
響
３
三
国

時
代
・
高
麗
時
代
の
仮
面
劇
他
Ⅲ
コ
ク
ト
ゥ

カ
ク
シ
ノ
ル
ム
ー
流
浪
広
大
の
人
形
劇
、
ｌ
偲

偶
・
コ
ク
ト
ゥ
カ
ク
シ
・
ト
ル
ミ
２
古
代
の
土

偶
と
人
形
３
コ
ク
ト
ゥ
カ
ク
シ
ノ
ル
ム
の
成
立

他
Ⅳ
優
戯
ｌ
道
化
劇
１
優
戯
広
大

ク
ッ
・
才
談
劇
２
三
国
時
代
・
高
麗
時
代
の
優

る
か
に
見
え
る
、
例
の
序
段
が
あ
る
た
め
に
、
兼
好
の
動
機
は
不
問
に
付
さ
れ

が
ち
だ
が
、
序
段
か
ら
誰
も
が
読
み
取
る
自
照
性
は
筆
者
の
虚
構
か
も
し
れ
な

い
」
と
述
べ
る
。

四
「
源
氏
物
語
表
現
の
理
路
」
（
笠
間
書
院
、
平
成
二
十
年
六
月
）
結
「
闇
に

惑
わ
れ
ぬ
光
源
氏
と
「
不
致
仕
」
の
思
想
Ｉ
物
語
の
精
神
的
基
底
ｌ
」

㈱
引
用
は
『
白
氏
文
集
」
那
波
本
に
よ
り
、
私
に
訓
み
下
し
て
示
し
た
。

⑪
白
氏
調
諭
詩
の
本
朝
に
お
け
る
受
容
の
諸
相
等
に
関
し
て
は
、
太
田
次
男

「
旧
紗
本
を
中
心
と
す
る
白
氏
文
集
本
文
の
研
究
」
下
巻
（
勉
誠
出
版
、
平
成

九
年
二
月
）
。

⑫
後
述
す
る
源
顕
基
が
出
家
し
た
の
が
、
三
十
九
歳
で
あ
っ
た
こ
と
も
付
記
し

て
お
く
。

戯
３
朝
鮮
時
代
の
優
戯
他
Ｖ
パ
ン
ソ
リ

ー
演
劇
的
に
構
成
さ
れ
た
長
い
叙
事
歌
、
ｌ
バ

ン
ソ
リ
と
唱
劇
２
パ
ン
ソ
リ
の
成
立
３
パ

ン
ソ
リ
の
名
唱
と
ト
ヌ
ム
（
十
八
番
）
他
／
第
二

篇
近
代
薦
、
Ｉ
新
派
調
劇
と
大
衆
劇
ｌ
劇
場

文
化
の
台
頭
、
１
新
派
調
劇
の
成
立
と
ス
タ
ー
シ

ス
テ
ム
２
翻
訳
劇
か
ら
連
鎖
劇
ま
で
３
新

派
調
劇
の
変
化
と
大
衆
劇
の
成
立
他
Ⅱ
唱
劇

と
楽
劇
－
－
上
白
楽
劇
の
模
索
、
１
唱
劇
・
楽
劇

２
パ
ン
ソ
リ
か
ら
唱
劇
へ
３
唱
劇
の
展
開

他
Ⅲ
写
実
劇
ｌ
植
民
地
と
し
て
の
現
実
認

識
、
１
新
劇
・
リ
ア
リ
ズ
ム
・
写
実
劇
２
写

実
主
義
の
系
譜
３
写
実
劇
の
定
着
他
Ⅳ

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
劇
ｌ
政
治
闘
争
と
し
て
の
舞
台
、

１
傾
向
劇
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
劇
、
左
翼
劇
、
革
命

劇
２
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
劇
の
土
台
と
培
養
３

在
日
朝
鮮
人
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
劇
他
Ｖ
親
日

劇
ｌ
動
員
体
制
の
宣
伝
道
具
、
１
日
帝
の
順
応

者
た
ち
の
演
劇
２
検
閲
か
ら
委
託
製
作
に
３

日
中
戦
争
以
後
の
劇
界
他
／
第
三
篇
現
代
篇
、

〈
付
記
〉
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
補
助
金
（
特
別
研
究
奨
励
費
）
に

よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
な
か
の
・
た
か
ふ
み
／
熊
本
大
学
）

㈱
「
須
磨
」
の
巻
に
お
い
て
も
、
蟄
居
に
際
し
、
「
か
の
山
里
の
御
住
み
処
の
具

は
、
え
避
ら
ず
と
り
使
ひ
た
ま
ふ
べ
き
も
の
ど
も
、
こ
と
さ
ら
よ
そ
ひ
も
な
く

こ
と
そ
ぎ
て
、
ま
た
さ
る
べ
き
書
ど
も
、
文
集
な
ど
入
り
た
る
箱
、
さ
て
は
琴

一
つ
ぞ
持
た
せ
た
ま
ふ
（
川
上
と
見
え
る
。

例
戸
谷
前
掲
注
⑬
論
文

㈱
引
用
は
「
新
潮
日
本
古
典
集
成
」
に
よ
る
。

Ｉ
写
実
劇
、
マ
ダ
ン
劇
、
歴
史
劇
ｌ
民
主
化
と

産
業
化
過
程
の
省
察
、
１
写
実
劇
・
マ
ダ
ン
劇
・

歴
史
劇
２
一
九
六
○
、
七
○
年
代
の
写
実
劇

３
一
九
八
○
年
代
の
写
実
劇
他
Ⅱ
喜
劇
と

才
談
劇
ｌ
笑
い
の
貧
困
、
１
喜
劇
と
才
談
劇

２
一
九
六
○
、
七
○
年
代
の
喜
劇
３
風
刺
劇

の
発
展
他
Ⅲ
叙
事
劇
と
不
条
理
劇
ｌ
時
代

性
を
浮
き
彫
り
に
、
１
叙
事
劇
と
不
条
理
劇
２

叙
事
劇
の
台
頭
３
記
録
劇
の
成
立
他
Ⅳ

神
話
劇
と
ク
ッ
劇
ｌ
そ
の
原
形
、
１
神
話
劇
、

祭
儀
劇
、
ク
ッ
劇
２
崔
仁
勲
の
神
話
劇
３

李
康
白
の
神
話
劇
他
Ｖ
残
酷
劇
、
参
加
劇
、

タ
ル
チ
ュ
ム
劇
、
コ
ク
ト
ゥ
劇
ｌ
開
放
的
な
舞
台
、

１
多
様
な
模
索
２
残
酷
劇
の
台
頭
３
一

九
八
○
と
九
○
年
代
の
参
与
劇
他
Ⅵ
唱
劇
、

歌
舞
楽
劇
、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
Ｉ
新
し
い
世
紀
の
音

楽
劇
と
し
て
、
１
音
楽
劇
の
領
域
２
唱
劇
の

演
出
３
歌
舞
楽
劇
の
展
開
他
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