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万
暦
年
間
に
み
ら
れ
る
演
劇
虚
実
論

岩

城

秀

夫

一

論実嘘
濠演る

れ
，
りみに

間年
暦万

　
明
の
演
劇
界
は
嘉
靖
か
ら
次
第
に
活
況
を
呈
し
、
万
暦
に
入
っ
て
最
盛
期
を
迎
え
る
。
上
は
天
子
か
ら
下
は
庶
民
に
至
る
ま
で
、
演
劇

愛
好
者
の
層
は
厚
く
、
数
多
く
の
脚
本
が
書
か
れ
て
上
演
さ
れ
た
。
湯
書
論
（
一
五
五
〇
一
一
六
一
六
）
の
如
き
著
名
な
劇
作
家
の
活
躍
し

た
の
も
、
こ
の
時
期
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
作
品
が
世
に
出
る
に
と
も
な
い
、
批
評
が
活
況
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
自
然
の
勢
で
あ

ろ
う
。
か
つ
て
拙
稿
『
戯
曲
評
論
の
発
生
』
（
拙
著
中
国
戯
曲
演
劇
研
究
、
濡
文
社
、
所
収
）
で
論
じ
た
こ
と
の
あ
る
呂
天
成
の
『
曲
品
』
（
万

暦
三
十
八
年
、
一
六
一
〇
自
序
）
も
、
そ
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

　
呂
天
成
の
場
合
は
批
評
家
で
あ
る
と
と
も
に
、
戯
曲
の
作
者
で
も
あ
っ
た
が
、
い
ま
こ
こ
で
述
べ
よ
う
と
す
る
の
は
、
劇
作
の
経
験
を

も
た
ず
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
故
に
却
て
冷
め
た
眼
で
演
劇
を
見
つ
め
、
本
質
を
洞
察
し
た
と
考
え
ら
れ
る
入
物
の
演
劇
論
で
あ
る
。

二

そ
の
人
、
姓
は
謝
、
名
は
羽
前
、
字
は
在
杭
。
福
建
省
長
楽
縣
の
人
で
あ
る
。
万
暦
三
十
年
（
一
六
〇
二
）

の
進
士
で
、

　
六
一

漸
江
省
湖
州



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

府
の
推
官
か
ら
山
東
省
東
昌
々
を
経
て
、
南
京
の
刑
部
主
事
へ
と
警
察
司
法
関
係
を
歩
い
た
あ
と
、
兵
部
や
工
部
の
車
中
、
さ
ら
に
雲
南

の
参
政
、
広
西
の
按
察
使
を
経
て
左
門
政
使
と
な
っ
た
。
役
人
と
し
て
出
世
し
た
入
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
詩
人
と
し
て
も
知
ら
れ
、
王

世
貞
・
糠
喜
龍
ら
古
文
辞
の
人
た
ち
と
も
親
し
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
著
『
五
下
組
』
は
官
吏
と
し
て
各
地
を
転
じ
た
豊
富
な
経
験
を
も

と
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
地
理
歴
史
習
俗
物
産
な
ど
広
範
囲
に
亘
っ
て
い
る
が
、
　
つ
と
め
て
空
談
を
い
ま
し
め
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ

る
。
そ
の
中
に
演
劇
に
論
及
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
虚
と
実
と
を
論
じ
て
い
る
点
で
、
当
時
新
鮮
な
意
見
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
明
代
の
戯
曲
批
評
家
の
間
に
は
、
本
割
を
探
索
し
史
実
に
照
し
て
論
評
す
る
風
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
高
明
の
『
琵
琶
記
』
は
主
人
公
が

後
漢
の
藥
亀
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
と
く
に
穿
剥
し
た
意
見
が
出
た
（
田
藝
衡
『
留
青
日
札
』
・
王
世
事
『
藝
苑
危
言
』
な
ど
）
。

　
し
か
し
、
謝
質
倉
は
小
説
や
戯
曲
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
本
来
虚
構
の
文
学
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
下
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た

　
　
　
凡
そ
小
説
お
よ
び
雑
劇
戯
文
を
為
る
、
須
ら
く
こ
れ
虚
実
相
半
ば
す
べ
し
、
方
に
游
戯
三
昧
の
筆
為
り
、
亦
た
情
景
の
極
に
造
り

　
　
て
止
む
を
要
す
、
必
ず
し
も
其
の
有
無
を
問
わ
ざ
る
な
り
、
（
五
雑
組
巻
十
五
、
事
部
三
）

　
虚
構
文
学
と
し
て
の
小
説
戯
曲
に
つ
い
て
、
よ
く
そ
の
あ
り
方
を
明
言
し
た
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
小
説
や
戯
曲
は
游
戯
三
昧
の
筆
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
醍
醐
味
が
味
え
る
よ
う
に
作
る
に
は
、
事
実
も
必
要
か
も
し
れ
な
い
が
、
虚
、
つ

ま
り
作
り
ご
と
も
必
要
で
あ
っ
て
、
両
者
が
な
い
ま
ざ
っ
て
い
る
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
。
そ
し
て
ま
た
相
当
の
誇
張
も
必
要
で
あ
り
、

実
説
で
あ
る
か
否
か
は
問
う
と
こ
ろ
で
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
続
け
て
い
う
。

　
　
　
古
今
の
小
説
家
に
て
は
、
西
京
雑
記
・
飛
燕
外
伝
・
銀
宝
遺
事
の
諸
書
、
虹
髭
・
二
線
・
雪
面
・
白
猿
の
諸
伝
、
雑
劇
家
に
て
は
、

　
　
琵
琶
・
西
癩
・
荊
銀
・
蒙
正
等
の
詞
、
豊
に
必
ず
真
に
是
の
事
有
ら
ん
や
、

　
『
西
京
雑
記
』
は
漢
の
武
帝
の
頃
の
逸
話
を
集
め
た
も
の
。
『
飛
燕
外
伝
』
は
漢
の
成
帝
の
皇
后
趙
飛
燕
と
そ
の
妹
の
合
徳
と
が
、
天
子

の
寵
を
争
う
物
語
。
『
天
宝
遺
事
』
は
唐
の
玄
宗
の
遺
事
を
録
し
た
『
開
元
天
宝
遺
事
』
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
歴
史
物
語
、
あ

る
い
は
『
虹
髭
客
伝
』
以
下
の
帳
代
の
小
説
の
類
、
さ
ら
に
、
票
畠
の
出
世
と
妻
の
趙
五
爵
の
貞
節
を
仕
組
ん
だ
『
琵
琶
記
』
、
崔
鶯
鶯



論実嘘
壕

演
る

れ
，
りみに

間
年暦万

と
張
瑛
の
恋
愛
を
扱
っ
た
『
西
廟
記
』
、
幽
幽
朋
の
栄
達
、
ま
た
金
玉
蓮
と
の
悲
歓
離
合
の
『
荊
銀
記
』
、
あ
る
い
は
具
体
的
に
ど
の
作
品

を
指
す
か
定
か
で
な
い
が
、
呂
蒙
正
を
主
人
公
と
す
る
戯
曲
の
類
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
事
実
に
即
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い

う
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
と
ば
を
続
け
て
、
小
説
戯
曲
の
制
作
に
際
し
、
史
実
と
差
異
が
あ
っ
て
は
宜
し
か
ら
ず
と
す
る
人
た
ち
は
、
虚

構
の
文
学
の
本
質
を
理
解
し
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
認
識
不
足
を
笑
っ
て
い
る
。

　
　
近
来
小
説
を
作
る
に
、
梢
や
怪
誕
に
鋳
れ
ば
、
、
人
即
ち
其
の
不
経
を
笑
う
、
而
し
て
新
出
の
雑
劇
涜
紗
・
青
杉
・
義
乳
・
孤
児
等
の

　
作
、
必
ず
事
事
こ
れ
を
正
史
に
考
え
、
年
月
合
わ
ず
、
習
字
同
じ
か
ら
ざ
れ
ば
、
敢
え
て
作
ら
ざ
る
な
り
、
此
く
の
如
く
ん
ば
、
則
ち

　
史
伝
を
看
れ
ば
足
れ
り
、
何
ん
ぞ
名
づ
け
て
戯
と
為
さ
ん
や
、

　
右
に
い
う
『
涜
登
記
』
は
明
の
梁
辰
魚
の
作
。
若
耶
渓
で
紗
を
洗
う
西
施
を
萢
轟
が
見
染
め
る
と
こ
ろ
が
ら
始
ま
り
、
呉
越
の
興
亡
を

背
景
と
し
て
、
呉
王
夫
差
の
自
殺
の
あ
と
、
萢
釜
は
蓋
置
の
轍
を
踏
む
こ
と
を
お
そ
れ
て
致
仕
し
、
西
施
と
と
も
に
五
湖
に
舟
を
浮
べ
て

去
る
、
と
い
う
筋
で
あ
る
。
『
青
墨
記
』
は
明
の
顧
大
典
が
唐
の
白
居
易
の
『
琵
琶
行
』
を
劇
化
し
た
も
の
。
白
居
易
が
江
州
の
司
馬
に

左
遷
さ
れ
て
い
た
と
き
、
都
の
名
妓
が
落
ち
ぶ
れ
て
い
る
の
に
再
会
し
、
そ
の
琵
琶
の
音
を
き
い
て
青
杉
を
涙
で
湿
す
と
い
う
話
。
『
義

乳
記
』
は
伝
本
を
見
な
い
の
で
、
内
容
は
不
明
で
あ
る
。
『
孤
児
』
は
無
名
氏
作
の
『
趙
氏
孤
児
記
』
で
あ
ろ
う
。
春
秋
時
代
、
晋
の
霊

公
の
臣
、
屠
岸
頁
の
為
に
一
族
を
滅
ぼ
さ
れ
た
趙
氏
の
孤
児
が
、
仇
を
討
つ
話
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
歴
史
上
の
人
物
を
主
人
公
と
す
る
作
品
で
あ
る
が
、
謝
三
雲
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
を
史
実
の
通
り
に
書
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
な
ど
と
い
う
の
は
お
か
し
い
。
そ
れ
な
ら
ば
史
伝
を
読
め
ば
十
分
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
明
に
先
ん
ず
る
元
の
時
代
に
は
、
雑
劇
が
伝
統
の
文
学
の
常
識
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
虚
構
の
文
学
の
面
白
さ
を
急
速
に
進
展
さ

せ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
蒙
古
族
の
支
配
に
よ
る
儒
教
中
心
の
国
家
体
制
の
崩
壊
、
倫
理
観
の
転
換
、
ま
た
科
挙
の
廃
止
に
よ
っ
て
仕
進

の
途
を
断
た
れ
た
人
た
ち
が
、
力
を
庶
民
の
文
芸
に
注
い
だ
こ
と
な
ど
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
明
代
に
な
る
と
、
再
び
漢
民
族
支
配

の
国
家
体
制
が
整
い
、
三
曲
の
場
合
と
は
ち
が
っ
て
著
名
な
読
書
人
が
戯
曲
を
書
く
よ
う
に
な
る
。
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四

　
元
の
作
者
に
と
っ
て
は
、
芝
居
と
し
て
面
白
い
作
品
を
書
く
こ
と
が
、
最
大
の
関
心
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
明

人
の
場
合
は
、
一
応
元
曲
を
古
典
と
し
て
は
い
た
け
れ
ど
も
、
作
者
層
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
、
士
人
と
し
て
の
教
養
と
い
う
意
識
が
、

次
第
に
表
面
に
出
て
来
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
し
て
芝
居
が
本
来
「
戯
」
、
ふ
ざ
け
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
次
第
に
稀
薄
に
な
り
、
作

品
に
典
故
を
も
と
め
る
意
識
が
、
明
の
後
半
に
お
い
て
と
く
に
濃
厚
に
な
る
。

　
か
く
て
は
戯
曲
と
史
伝
が
混
同
さ
れ
、
戯
曲
の
本
質
は
見
失
わ
れ
が
ち
に
な
る
。
謝
肇
澗
は
南
戯
復
興
の
祖
と
喧
伝
さ
れ
て
い
た
『
琵

琶
記
』
を
例
に
と
り
、
主
人
公
の
藥
琶
は
実
在
の
人
物
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
他
は
す
べ
て
虚
構
で
あ
る
と
述
べ
、
反
省
の
具
と
し
て
い

る
。　

　
　
戯
文
の
西
痛
・
蒙
正
・
蘇
秦
の
如
き
の
属
は
、
猶
お
本
つ
く
と
こ
ろ
有
れ
ど
も
、
琵
琶
に
至
り
て
は
則
ち
絶
え
て
影
響
無
し
、
只

　
　
だ
察
中
郎
一
人
有
る
の
み
に
し
て
、
其
の
鯨
の
事
情
人
物
は
、
仮
借
に
非
ざ
る
も
の
無
し
、
此
れ
其
の
魚
貝
の
筆
と
為
す
所
以
な

　
　
り
、
（
同
上
）

　
こ
う
し
た
謝
肇
澗
の
意
を
得
た
の
は
、
胡
元
瑞
（
鷹
麟
、
一
五
五
一
一
一
六
〇
二
）
の
い
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
　
　
胡
元
量
的
く
、
凡
そ
傳
奇
は
戯
文
を
以
て
稻
と
為
す
な
り
、
往
く
と
し
て
戯
に
非
ざ
る
は
無
き
な
り
、
故
に
其
の
事
謬
悠
に
し
て

　
　
根
無
き
を
欲
す
る
な
り
、
其
の
名
の
顛
倒
し
て
実
亡
き
を
欲
す
、
故
に
曲
は
熟
な
ら
ん
こ
と
を
欲
す
、
而
る
に
命
ず
る
に
生
を
以
て

　
　
す
、
婦
は
夜
に
宜
し
、
而
る
に
命
ず
る
に
旦
を
以
て
す
、
場
を
開
き
事
を
始
む
、
亘
る
に
命
ず
る
に
末
を
以
て
す
、
塗
る
こ
と
汚
く

　
　
し
て
不
潔
、
而
る
に
名
づ
く
る
に
浄
を
以
て
す
、
凡
そ
以
て
其
の
名
を
顛
倒
す
る
な
り
、
と
、
此
の
語
先
ず
我
が
心
を
得
た
り
と
謂

　
　
う
可
し
、
（
同
上
）

　
胡
慮
麟
の
所
説
は
そ
の
著
『
荘
嶽
委
談
』
（
万
暦
十
七
年
、
一
五
八
九
自
序
）
に
み
え
る
も
の
で
、
こ
の
書
に
は
宋
の
雑
劇
以
来
の
諸
作
に

論
及
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
胡
鷹
麟
の
「
往
く
と
し
て
戯
に
非
ざ
る
は
な
し
」
と
い
う
指
摘
に
、
謝
肇
澗
は
力
を
得
た
よ
う
で
あ
る
。
芝

居
と
は
要
す
る
に
「
戯
」
（
ふ
ざ
け
）
で
あ
り
、
「
戯
」
で
あ
る
が
故
に
「
游
魚
三
昧
の
筆
」
な
の
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
、
史
伝
と
照
合



し
て
歴
史
家
を
気
取
る
よ
う
な
人
た
ち
の
愚
を
笑
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

三

論
実

嘘灘禍秘駄解
万

　
「
戯
」
で
あ
る
が
故
に
、
実
を
の
み
期
待
す
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
虚
」
が
混
在
し
て
当
然
で
あ
り
、
そ
れ
で
こ
そ
本
当
の
面
白

さ
が
味
え
る
の
だ
と
謝
肇
澗
は
い
う
。
こ
う
し
た
見
解
は
演
劇
の
本
質
を
つ
く
も
の
と
い
え
る
。
時
期
的
に
は
や
や
お
く
れ
る
け
れ
ど
も

『
難
波
土
産
』
に
み
え
る
わ
が
近
松
門
左
衛
門
（
一
六
五
三
i
一
七
二
四
）
の
意
見
に
も
共
通
し
た
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
掌
る
り
の
文
句
み
な
実
事
を
有
の
ま
ま
に
う
つ
す
内
に
、
又
芸
に
な
り
て
事
実
に
な
き
事
あ
り
、
近
く
は
女
形
の
ロ
上
お
ほ
く
実

　
　
の
女
の
口
上
に
は
得
い
は
ぬ
事
多
し
、
是
等
は
又
芸
と
い
ふ
も
の
に
て
実
の
女
の
口
上
に
は
濯
い
は
ぬ
事
を
打
出
し
て
い
ふ
ゆ
へ
、

　
　
其
実
情
が
あ
ら
は
る
る
也
、
此
類
を
実
の
女
の
情
に
本
づ
き
て
つ
つ
み
た
る
時
は
、
女
の
底
意
な
ん
ど
が
あ
ら
は
れ
ず
し
て
、
却
て

　
　
慰
に
な
ら
ぬ
故
也
、

　
現
象
的
に
は
事
実
に
反
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
却
っ
て
実
情
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
芸
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
慰
み

と
も
な
る
、
と
す
る
。

　
　
　
さ
る
に
よ
っ
て
芸
と
い
ふ
所
へ
気
を
付
ず
し
て
見
る
時
は
、
女
に
不
相
思
な
る
け
う
と
き
詞
な
ど
多
し
と
そ
し
る
べ
し
、
然
れ
共

　
　
こ
の
類
は
芸
な
り
と
み
る
べ
し
、

　
近
松
は
言
葉
の
面
の
み
で
な
く
、
役
者
の
演
技
そ
の
他
に
も
言
及
す
る
。
あ
る
人
が

　
　
　
今
時
の
人
は
よ
く
く
理
詰
の
実
ら
し
き
事
に
あ
ら
ざ
れ
ば
合
点
せ
ぬ
世
の
中
、
む
か
し
語
り
に
あ
る
事
に
当
世
請
と
ら
ぬ
事
多

　
　
し
、
さ
れ
ば
こ
そ
歌
舞
伎
の
役
者
な
ど
も
兎
角
そ
の
所
作
が
実
事
に
似
た
る
を
上
手
と
す
、
立
役
の
家
老
職
は
本
の
家
老
に
似
せ
、

　
　
大
名
は
大
名
に
似
る
を
も
っ
て
第
一
と
す
、
云
々
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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と
い
う
の
に
近
松
が
答
え
て
い
う
。

　
　
　
こ
の
論
尤
の
よ
う
な
れ
共
、
芸
と
い
ふ
物
の
真
実
の
い
き
か
た
を
し
ら
ぬ
説
也
、
芸
と
い
ふ
も
の
は
実
と
虚
と
の
皮
膜
の
間
に
あ

　
　
る
も
の
也
、
…
…
真
の
家
老
は
顔
を
か
ざ
ら
ぬ
と
て
立
役
が
む
し
ゃ
く
と
髭
は
生
な
り
、
あ
た
ま
は
剥
な
り
に
舞
台
へ
出
て
芸
を

　
　
せ
ば
、
慰
に
な
る
べ
き
や
、
皮
膜
の
間
と
い
う
が
此
也
、
虚
に
し
て
虚
に
あ
ら
ず
、
実
に
し
て
実
に
あ
ら
ず
、
こ
の
間
に
慰
が
有
た

　
　
も
の
也
、

　
近
松
O
こ
の
論
は
「
実
と
虚
と
の
皮
膜
の
間
」
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
虚
実
皮
膜
論
と
よ
ば
れ
て
い
る
が
、
操
人
形
芝
居
は
演

ず
る
側
か
ら
す
れ
ば
「
芸
」
で
あ
り
、
観
客
か
ら
す
れ
ば
「
慰
み
」
だ
と
い
う
考
え
方
が
、
こ
の
論
全
体
を
通
し
て
根
底
に
存
在
し
て
い

る
。
近
松
は
竹
本
義
太
夫
と
と
も
に
新
浄
瑠
璃
の
確
立
に
つ
く
し
、
ま
た
坂
田
藤
十
郎
の
為
に
脚
本
を
書
い
た
か
ら
実
演
の
面
に
比
重
が

か
か
っ
て
お
り
、
謝
肇
渕
の
方
は
純
粋
に
鑑
賞
者
の
立
場
か
ら
の
批
評
で
あ
る
点
で
、
多
少
事
情
を
異
に
す
る
け
れ
ど
も
、
謝
肇
澗
が

「
虚
実
相
半
ば
す
べ
し
」
と
い
い
、
ま
た
「
游
戯
三
昧
の
筆
」
と
い
っ
て
い
る
の
と
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

四

　
万
暦
年
間
の
戯
曲
評
論
の
書
と
し
て
は
、
冒
頭
に
あ
げ
た
呂
天
成
の
『
曲
品
』
が
あ
る
。
こ
の
書
は
鍾
燦
の
『
詩
論
』
、
庚
肩
吾
の
『
書

品
』
・
謝
赫
の
『
書
品
』
の
例
に
な
ら
い
、
作
者
作
品
を
品
題
す
る
。
そ
れ
ま
で
の
曲
辞
中
心
の
批
評
に
終
る
こ
と
な
く
、
舞
台
に
お
け
る

上
演
を
も
考
慮
し
て
批
評
し
て
お
り
、
当
時
と
し
て
は
目
新
し
い
ば
か
り
で
な
く
、
形
の
整
っ
た
も
の
で
あ
る
。
理
論
は
少
な
い
が
、
舅

這
這
司
馬
の
こ
と
ば
と
し
て
引
く
「
十
要
」
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
南
瓦
を
書
く
た
め
に
必
要
な
十
箇
条
を
あ
げ
た
も
の
で
、

詳
し
く
は
前
記
拙
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
こ
こ
に
関
係
が
あ
る
の
は
、
第
七
の
「
要
事
敷
瓦
、
淡
庭
傲
得
濃
、
閑
塵
倣
得
熱

閑
」
で
あ
る
。
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「
善
敷
街
」
と
い
う
の
は
、
筋
立
て
に
工
夫
を
し
て
、
芝
居
と
し
て
面
白
く
作
り
あ
げ
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
為
に
は

元
来
の
話
の
筋
が
淡
白
な
と
こ
ろ
に
も
濃
厚
な
味
を
出
す
。
ま
た
閑
静
な
場
面
も
に
ぎ
や
か
に
仕
立
て
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
説
い

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
い
え
ば
呂
天
成
は
、
事
実
に
即
し
て
い
な
く
て
も
観
衆
の
興
味
を
そ
そ
る
よ
う
構
成
す
る
こ
と
が
、
芝
居
と
し
て
大
切
で
あ
る

と
考
え
て
い
た
。
『
曲
品
』
に
み
ら
れ
る
『
趙
氏
孤
児
記
』
の
批
評
は
、
そ
の
点
で
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
呂
天
成
は
こ
の
作
品
が

虚
構
の
部
分
を
設
定
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
芝
居
ら
し
く
な
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
呂
天
成
は
こ
の
戯
曲
に
つ
い
て
、
ま
ず
「
事

佳
」
、
内
容
が
素
晴
し
い
話
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
、
「
十
要
」
の
中
の
第
一
の
要
件
に
叶
っ
て
い
る
こ
と
、
用
語
は
湿
そ
う
質
朴

で
、
上
演
す
る
に
も
適
当
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
あ
と
、
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

　
　
　
即
ち
途
上
を
以
て
岸
里
の
子
と
為
す
、
正
に
是
れ
戯
局
な
り
、
近
ご
ろ
徐
叔
回
の
改
む
る
と
こ
ろ
の
八
義
、
傳
と
梢
≧
合
う
、
然

　
　
れ
ど
も
未
だ
佳
な
ら
ず
、

　
趙
氏
孤
児
の
こ
と
は
さ
き
に
少
し
ふ
れ
た
が
、
『
左
傳
』
宣
公
二
年
、
『
史
記
』
趙
世
家
、
ま
た
劉
向
の
『
新
序
』
節
士
篇
、
『
捜
線
』

聖
恩
篇
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
て
い
る
話
で
あ
る
。
晋
の
屠
磐
屋
が
大
夫
趙
盾
の
一
族
を
皆
殺
し
に
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
ま
だ
嬰
児
で
あ

っ
た
黒
革
の
孫
の
趙
武
が
、
忠
臣
長
里
・
公
孫
杵
臼
の
二
人
の
…
機
略
で
難
を
ま
ぬ
が
れ
、
成
人
の
の
ち
、
屠
岸
頁
を
討
っ
て
一
族
の
怨
を

晴
ら
し
た
と
伝
え
る
。

　
元
の
言
書
祥
の
『
趙
氏
孤
児
大
報
讐
』
雑
劇
は
右
の
史
実
を
劇
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
『
趙
氏
孤
児
記
』
は
こ
れ
を
南
戯
に
書
き
か
え
た

も
の
で
あ
る
が
、
戯
曲
で
は
史
伝
と
ち
が
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
程
栄
、
南
戯
で
は
す
な
わ
ち
程
英
（
雑
劇
で
は
特
需
）
は
趙
氏
の
孤
児
を
自

分
の
子
と
い
つ
わ
り
、
実
の
わ
が
子
を
趙
氏
の
孤
児
に
仕
立
て
て
公
孫
杵
臼
に
あ
ず
け
て
お
き
、
屠
岸
頁
に
通
報
し
て
こ
れ
を
殺
さ
せ

る
。
か
く
て
趙
氏
滅
亡
の
野
望
を
果
し
た
と
思
い
こ
ん
だ
屠
岸
頁
は
、
程
英
の
功
を
多
と
し
て
義
兄
弟
の
契
を
結
び
、
程
英
の
子
、
実
は

趙
氏
の
孤
児
を
そ
れ
と
は
知
ら
ず
、
自
分
の
養
子
に
し
て
可
愛
が
る
。
し
か
し
、
成
人
し
た
孤
児
は
程
英
か
ら
一
切
を
き
か
さ
れ
、
養
父

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
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で
あ
る
屠
岸
頁
を
殺
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
屠
岸
頁
が
趙
氏
の
孤
児
を
養
子
と
す
る
条
は
、
史
伝
に
み
え
な
い
。
つ
ま
り
「
虚
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、

呂
天
成
が
「
趙
武
を
以
て
岸
頁
の
子
と
為
す
、
正
に
是
れ
戯
局
な
り
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
戯
局
と
は
芝
居
と
し
て
の
構
成
を

意
味
し
よ
う
。
将
来
は
自
分
を
殺
す
こ
と
に
な
る
人
物
を
、
屠
岸
頁
は
知
ら
ず
に
養
育
し
寵
愛
す
る
。
ま
た
成
人
し
た
極
心
の
孤
児
に
し

て
み
れ
ば
、
昨
日
ま
で
親
と
思
っ
て
い
た
そ
の
人
が
、
実
は
自
分
の
一
族
を
殺
し
た
悪
人
で
あ
っ
た
と
知
ら
さ
れ
る
。
並
一
通
り
の
驚
き

で
は
な
い
。
し
か
し
驚
愕
だ
け
で
済
む
こ
と
で
は
な
い
。
驚
愕
は
悲
歎
と
憎
悪
に
変
じ
、
恩
愛
の
絆
は
絶
ち
切
ら
れ
る
。

　
同
じ
く
仇
討
ち
を
終
局
と
す
る
に
し
て
も
、
史
伝
に
は
な
い
こ
う
し
た
構
成
こ
そ
が
、
芝
居
と
い
う
も
の
だ
、
と
呂
天
成
は
い
う
の
で

あ
る
。

　
そ
し
て
「
徐
叔
回
の
改
む
る
と
こ
ろ
の
八
義
、
傳
と
梢
ζ
合
う
、
然
れ
ど
も
未
だ
佳
な
ら
ず
」
と
あ
る
よ
り
す
れ
ば
、
現
在
伝
本
は
見

な
い
け
れ
ど
も
、
『
八
義
記
』
で
は
こ
の
部
分
を
史
伝
に
合
う
よ
う
に
、
な
に
が
し
か
改
あ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
芝

居
と
し
て
佳
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
の
が
呂
天
成
の
意
見
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
点
よ
り
す
る
と
、
呂
天
成
も
史
伝
か
ら
は
ず
れ
た
虚
構
の
部
分
の
重
要
さ
を
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
さ
き
の
「
善
敷

術
云
云
」
の
一
条
も
、
そ
う
し
た
点
か
ら
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
謝
肇
澗
の
よ
う
に
、
虚
実
相
半
ば
す
べ
き
だ
と
明

言
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五

　
そ
れ
で
は
芝
居
が

あ
ろ
う
か
。

「
戯
」
で
あ
り
、
虚
構
が
必
要
で
あ
る
と
謝
廟
議
が
認
識
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
何
に
導
か
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
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そ
の
点
で
は
、
芝
居
を
夢
と
同
じ
性
質
の
も
の
と
見
な
し
、
ま
た
そ
の
夢
を
信
ず
る
に
足
り
な
い
も
の
と
決
め
つ
け
て
い
た
謝
肇
渕
自

身
の
認
識
に
、
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
ず
謝
肇
渕
が
芝
居
の
本
質
を
夢
と
の
類
似
に
お
い
て
と
ら
え
て
い
た
点
よ
り
述
べ
た
い
。
『
五
雑
組
』
に
は
い
う
。

　
　
　
戯
は
夢
と
同
じ
、
離
合
黒
影
は
真
の
情
に
非
ず
、
富
貴
貧
賎
は
真
の
境
に
非
ざ
る
な
り
、
人
の
世
　
眼
を
転
ず
れ
ば
亦
た
猶
お
是

　
　
く
の
ご
と
き
な
り
、
而
し
て
愚
人
　
吉
夢
を
得
れ
ば
則
ち
喜
び
、
凶
夢
を
得
れ
ば
則
ち
憂
う
、
苦
楚
の
戯
に
遇
え
ば
、
則
ち
鰍
然
と
し

　
　
て
容
を
変
じ
、
栄
盛
の
戯
に
遇
え
ば
、
則
ち
歓
然
と
し
て
嬉
笑
す
、
総
じ
て
魔
世
の
見
解
を
脱
せ
ざ
る
の
み
、
近
来
、
文
人
は
史
伝

　
　
を
以
て
こ
れ
を
雑
劇
に
合
わ
せ
、
其
の
膠
託
を
辮
ず
る
を
好
む
、
此
れ
正
に
是
れ
武
人
の
前
に
夢
を
説
く
な
り
（
巻
十
五
、
事
部
三
）

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
謝
肇
国
は
芝
居
と
夢
と
を
非
常
に
冷
静
な
眼
で
見
て
い
る
、
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
芝
居
が
終
っ
て
す
べ

て
の
俳
優
の
姿
が
舞
台
か
ら
消
え
て
し
ま
う
と
、
た
っ
た
今
し
が
た
ま
で
眼
前
に
展
開
さ
れ
て
来
た
幾
つ
も
の
場
面
は
、
名
残
さ
え
留
め

な
い
。
芝
居
の
一
つ
一
つ
の
場
面
が
、
楽
し
か
っ
た
に
せ
よ
悲
し
か
っ
た
に
せ
よ
、
掻
き
消
し
た
よ
う
に
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の

と
き
の
虚
し
さ
は
、
夢
の
中
で
の
さ
ま
ぐ
な
体
撃
思
い
お
こ
す
と
き
の
空
う
な
思
い
に
似
た
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人

生
と
て
も
こ
れ
と
同
じ
で
は
な
い
か
と
断
じ
、
夢
で
一
喜
一
憂
す
る
こ
と
の
愚
を
い
い
、
芝
居
の
中
で
の
悲
歓
離
合
、
富
貴
貧
賎
は
夢
の

中
の
そ
れ
と
同
様
に
、
真
実
で
は
な
い
と
い
う
。

　
か
く
て
、
芝
居
が
史
実
に
合
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
取
沙
汰
す
る
当
世
の
文
人
た
ち
に
対
し
、
あ
な
た
が
た
は
芝
居
の
何
た
る
か
を
ご

存
じ
な
い
、
三
人
の
前
で
夢
の
話
を
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
夢
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
、
現
実
の
事
象
と
相
関
連
す
る
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
が
強
く
、
夢
占
い
は
そ
の
故
に
存
在
し
た
。
の
ち
に

ふ
れ
る
よ
う
に
『
周
礼
』
に
占
夢
の
官
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
も
、
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
謝
岩
畳
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
凶
夢
を
見
れ

ば
不
吉
な
事
の
起
る
予
兆
で
あ
る
と
お
そ
れ
、
吉
夢
を
見
れ
ば
慶
事
の
お
と
ず
れ
る
こ
と
を
信
じ
る
の
が
、
一
般
の
人
た
ち
で
あ
っ
た
。

　
そ
う
し
た
思
考
を
戯
曲
の
面
で
最
も
濃
厚
に
出
し
た
の
が
、
電
顕
祖
で
あ
る
。
時
期
的
に
は
謝
肇
渕
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
で
あ
る
が
、
夢
に
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七
〇

対
す
る
見
解
は
全
く
立
場
を
異
に
す
る
。
湯
顕
祖
は
自
ら
の
体
験
を
通
し
て
夢
と
現
実
の
相
関
を
確
信
し
て
い
た
人
で
あ
り
、
そ
の
作
品

は
す
べ
て
そ
う
し
た
信
念
の
も
と
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
湯
顕
祖
研
究
」
（
中
国
戯
曲
演
劇
研
究
所
収
）
で
述
べ

た
の
で
、
い
ま
は
本
稿
に
関
連
あ
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
の
み
、
簡
単
に
ふ
れ
る
に
と
ど
め
る
。

　
湯
雷
管
は
長
男
が
受
験
の
為
に
南
京
に
赴
い
て
、
そ
の
ま
ま
不
帰
の
客
と
な
っ
た
と
い
う
悲
し
い
体
験
を
も
っ
て
い
る
が
、
長
男
の
死

を
予
測
さ
せ
る
よ
う
な
不
吉
な
夢
を
し
ば
し
ば
見
た
と
い
う
。
ま
た
無
二
の
親
友
帥
機
と
の
再
会
に
つ
い
て
、
夢
と
現
実
と
が
一
致
し
た

こ
と
を
「
赴
帥
生
夢
」
と
題
す
る
詩
に
詠
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
監
獄
が
湯
顕
祖
の
来
訪
を
前
以
て
夢
に
見
た
ば
か
り
か
、
夢
の

中
で
二
人
が
頭
巾
を
交
換
し
て
頭
に
つ
け
た
と
こ
ろ
、
寸
分
た
が
わ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
実
際
に
会
っ
た
時
に
試
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
正

に
夢
の
通
り
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
こ
う
し
た
体
験
か
ら
、
湯
顕
祖
は
夢
と
現
実
と
の
密
接
な
関
連
を
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
戯
曲
四
種
に
は
す
べ
て
夢
が
重
要
な

要
素
と
し
て
採
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
故
に
作
品
を
『
四
夢
』
と
総
称
す
る
が
、
と
り
わ
け
夢
を
効
果
的
に
構
成
に
組
込
み
、
天
下
の
青
年

男
女
か
ら
喝
采
を
博
し
た
の
は
、
『
還
魂
記
』
（
牡
丹
亭
）
で
あ
る
。

　
こ
の
戯
曲
は
柳
夢
梅
と
鮮
麗
娘
な
る
青
年
男
女
が
、
互
に
夢
で
見
た
相
手
の
姿
に
心
を
奪
わ
れ
、
現
実
に
は
出
会
っ
た
こ
と
が
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
慕
い
あ
う
よ
う
に
な
る
。
こ
と
に
麗
娘
の
場
合
は
、
夢
梅
と
花
園
の
牡
丹
亭
の
中
で
歓
会
す
る
夢
を
見
、
目
覚
め
て
の

ち
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
恋
患
い
の
果
て
、
死
に
至
る
。
し
か
し
死
し
て
の
ち
も
亡
魂
が
夢
梅
を
訪
れ
、
再
生
し
て
目
出
度
く
夫
婦

に
な
る
と
い
う
の
が
そ
の
大
筋
で
あ
っ
て
、
夢
の
中
で
の
恋
愛
が
現
実
の
世
界
で
実
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。

　
夢
は
道
徳
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
世
界
で
形
象
を
展
開
す
る
。
『
還
魂
記
』
で
は
そ
う
し
た
夢
の
性
格
を
採
り
入
れ
、
夢
の
場
面

を
通
し
て
従
来
の
風
習
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
自
由
な
恋
愛
の
世
界
を
ま
ず
描
き
出
し
、
情
の
解
放
、
そ
れ
に
伴
う
浄
化
作
用
、

そ
し
て
現
世
に
お
い
て
願
望
が
充
足
さ
れ
る
と
い
う
形
を
と
っ
た
。

　
『
還
魂
記
』
に
観
衆
が
拍
手
を
送
っ
た
の
は
、
作
中
の
人
物
に
自
分
を
重
ね
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
湯
顕
祖
が
設
定
し
た
夢
の
中
で
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の
自
由
な
恋
愛
と
、
そ
れ
が
現
実
の
も
の
と
な
る
場
面
を
前
に
し
て
、
天
下
の
子
女
は
こ
の
芝
居
の
世
界
に
悦
惚
と
な
り
、
み
ず
か
ら
も

柳
夢
梅
や
杜
麗
娘
の
よ
う
に
あ
り
た
い
と
願
っ
た
の
で
あ
る
。

　
湯
前
祖
は
夢
と
現
実
の
関
連
を
信
ず
る
が
故
に
、
こ
の
戯
曲
を
書
い
た
と
い
え
る
が
、
作
中
の
柳
墨
壷
と
杜
叢
雨
は
、
従
来
の
作
者
た

ち
の
想
い
も
及
ば
な
か
っ
た
よ
う
な
恋
愛
を
、
舞
台
で
展
開
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
示
さ
れ
る
の
は
振
幅
の
広
い
、
し
か
も
強
度
の

体
験
で
あ
る
。
冷
静
に
判
断
す
れ
ば
馬
そ
れ
が
常
識
を
越
え
て
い
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
観
衆
は
感
動
し
、
芝
居
の
と

り
こ
と
な
る
。
虚
構
の
も
た
ら
す
効
果
で
あ
る
。

　
観
衆
を
感
動
さ
せ
る
振
幅
の
大
き
さ
強
さ
を
、
『
還
魂
記
』
は
充
分
備
え
て
い
る
と
い
え
る
。
享
楽
が
夢
の
中
で
身
動
梅
と
歓
会
す
る

「
驚
夢
」
、
継
娘
の
亡
魂
が
夢
梅
を
た
ず
ね
る
「
魂
遊
」
、
そ
し
て
枕
を
交
わ
す
「
幽
購
」
、
麗
娘
が
墓
か
ら
掘
り
出
さ
れ
て
蘇
生
す
る
「
回

生
」
な
ど
の
場
面
は
、
正
に
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
振
幅
は
当
然
多
分
に
「
虚
」
の
要
素
を
ふ
く
む
。

　
た
だ
湯
顕
祖
が
そ
れ
を
謝
肇
渕
の
い
う
よ
う
に
、
「
実
」
に
対
す
る
「
虚
」
と
し
て
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。
む
し
ろ

夢
と
現
実
の
相
関
を
信
ず
る
が
故
に
、
こ
う
し
た
作
品
を
書
く
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
点
、
謝
肇
湖
の
眼
は
湯
顕
祖
と
ち
が
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

六

　
観
衆
の
笑
い
を
期
待
す
る
場
合
、
強
調
さ
れ
た
滑
稽
な
動
き
や
セ
リ
フ
が
展
開
さ
れ
な
け
れ
ば
、
効
果
が
乏
し
い
よ
う
に
、
悲
哀
を
盛

る
筋
立
て
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
場
面
で
あ
っ
て
も
、
当
然
振
幅
の
大
き
さ
や
誇
張
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
虚
が
必
要
と
な

る
。
謝
肇
渕
が
「
方
に
游
戯
三
昧
の
筆
為
り
、
・
亦
た
極
に
造
り
て
止
む
を
要
す
、
必
ず
し
も
其
の
有
無
を
問
わ
ざ
る
な
り
」
と
述
べ
て
い

る
の
も
、
こ
の
間
の
事
情
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
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七
二

　
湯
量
祖
の
作
品
に
つ
い
て
い
え
ば
、
謝
肇
渕
が
取
り
あ
げ
た
よ
う
な
、
筋
が
翌
旦
に
合
致
し
て
い
る
か
否
か
、
と
い
ワ
た
問
題
は
な
か

っ
た
と
い
え
る
。
あ
る
の
は
夢
と
現
実
と
の
関
連
で
あ
り
、
戯
曲
も
そ
う
し
た
立
場
か
ら
書
い
た
。

　
し
か
し
謝
肇
渕
の
眼
は
冷
や
か
で
あ
る
。
さ
き
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
に
も
あ
る
よ
う
に
、
芝
居
は
夢
と
同
じ
な
の
で
あ
り
、
芝
居
の
中

で
の
離
合
軽
挙
も
富
貴
貧
賎
も
、
単
な
る
幻
に
す
ぎ
な
い
と
見
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
謝
肇
澗
は
「
人
の
世
　
眼
を
轄
ず
れ
ば
、

亦
た
猶
お
是
く
の
ご
と
き
な
り
」
と
、
人
生
も
芝
居
や
夢
の
よ
う
で
あ
る
と
観
じ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
も
い
る
。

　
　
　
宙
官
婦
女
は
雑
戯
を
演
ず
る
を
看
、
水
に
投
じ
難
に
遭
う
に
至
れ
ば
、
働
実
し
て
聲
を
失
わ
ざ
る
は
無
し
、
人
多
く
こ
れ
を
笑

　
　
う
、
余
謂
え
ら
く
、
此
れ
異
と
す
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
、
人
の
世
に
仕
製
す
る
、
政
に
戯
場
の
上
の
如
き
の
み
、
條
と
し
て
貧
賎
、

　
　
條
と
し
て
富
貴
、
俄
に
し
て
主
と
な
り
、
俄
に
し
て
臣
と
な
る
、
栄
辱
万
状
、
悲
歓
千
状
な
る
も
、
曲
終
り
場
散
ず
れ
ば
、
終
に
烏

　
　
有
を
成
す
、

　
宙
官
や
婦
女
は
舞
台
で
演
じ
ら
れ
る
悲
惨
な
場
面
を
見
て
働
直
す
る
。
働
実
す
る
の
は
、
芝
居
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
そ
れ
を
真
実
と

思
い
、
登
場
人
物
と
同
じ
立
場
に
自
分
を
置
く
か
ら
で
あ
る
。
芝
居
を
見
て
泣
い
て
い
る
人
周
を
横
か
ら
見
れ
ば
、
確
か
に
滑
稽
に
ち
が

い
な
い
。
し
か
し
人
が
こ
の
世
で
仕
罰
す
る
の
も
こ
れ
と
同
じ
で
は
な
い
か
。
富
貴
や
貧
賎
、
そ
れ
に
伴
う
悲
し
み
や
歓
び
、
実
に
さ
ま

ざ
ま
な
場
面
が
展
開
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
芝
居
が
終
れ
ば
、
一
体
何
が
残
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
空
虚
な
舞
台
を
見
る
に
す
ぎ
ぬ
の
で
は

な
い
か
。

　
こ
の
よ
う
に
人
の
一
生
を
芝
居
の
如
き
も
の
と
観
ず
る
の
は
、
早
く
し
て
は
南
宋
の
陸
游
の
「
村
居
遣
興
」
詩
（
甲
南
詩
稿
巻
五
十
八
）

に
、
「
回
り
看
れ
ば
薄
宙
何
の
味
を
か
成
す
、
層
只
だ
朝
杉
を
借
り
て
戯
場
を
作
せ
し
の
み
」
と
あ
る
の
を
指
摘
で
き
る
（
詳
し
く
は
拙
稿
宋

代
演
劇
管
、
前
掲
中
国
戯
曲
演
劇
研
究
所
収
を
参
照
）
。

　
ま
た
明
で
は
謝
肇
渕
よ
り
や
や
早
く
、
王
陽
明
（
一
四
七
二
一
一
五
二
八
）
が
「
観
偲
編
」
詩
（
王
文
成
公
全
書
巻
十
九
）
で
、
次
の
よ
う
に

詠
じ
て
い
る
。
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塵
塵
相
逢
是
戯
場

何
須
偲
偏
夜
登
堂

繁
華
過
眼
三
更
促

名
利
牽
人
一
線
長

稚
子
自
鷹
争
詫
説

簸
人
亦
復
浪
悲
傷

本
来
面
目
何
曽
識

且
向
尊
前
學
楚
狂

弓
庭
相
逢
う
は
是
れ
戯
場

何
ん
ぞ
須
い
ん
　
偲
偏
の
　
夜
　
堂
に
登
る
を

繁
華
　
眼
を
過
ぎ
て
三
更
促
し

名
利
　
人
を
牽
き
て
一
線
長
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ぶ
か

稚
子
は
自
ら
恋
に
争
っ
て
詫
り
説
く
べ
し

　
　
　
　
　
　
　
み
だ

綾
人
も
亦
た
復
た
浪
り
に
悲
傷
す

本
来
の
面
目
何
ん
ぞ
曽
て
識
ら
ん
や

且
ら
く
尊
前
に
向
っ
て
楚
狂
を
學
ば
ん

　
そ
し
て
達
観
は
こ
の
詩
を
引
き
つ
つ
い
う
。

　
　
陽
明
の
戯
を
看
る
、
戯
も
亦
た
道
の
師
な
り
、
衆
人
の
歓
楽
何
ん
ぞ
梶
縄
に
異
な
ら
ん
（
紫
果
樹
人
集
巻
二
十
一
、
観
戯
）

　
こ
の
よ
う
に
人
生
を
芝
居
に
た
と
え
る
見
解
が
、
ほ
ぼ
同
じ
万
暦
の
頃
の
他
の
文
献
に
も
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
阿
部
泰
記
氏
の
「
湯

顕
教
の
戯
曲
観
一
情
の
重
視
一
」
（
人
文
研
究
第
五
九
輯
、
小
樽
商
科
大
学
）
に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し

そ
れ
ら
は
お
お
む
ね
が
、
人
生
を
い
か
に
考
え
る
か
を
出
発
点
と
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
に
対
し
、
主
導
渕
は
態
度
を
異
に
す
る
。
謝

肇
澗
は
純
粋
に
演
劇
を
考
え
、
そ
の
本
質
を
論
じ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
な
芝
居
と
人
生
と
い
っ
た
問
題
で
、
一
考
す
る
必
要
の
あ
る
の
は
、
湯
顕
祖
の
『
南
桐
記
』
と
『
郡
郵
記
』
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
二
記
は
さ
き
に
ふ
れ
た
同
人
の
『
還
魂
記
』
が
、
夢
を
媒
介
と
し
て
恋
愛
至
上
主
義
を
謳
歌
し
た
の
と
は
趣
を
異
に

し
、
い
ず
れ
も
人
生
一
夢
の
諦
観
を
根
底
に
し
て
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
唐
の
李
公
佐
の
『
南
桐
太
守
傳
』
に
よ
っ
た
『
南
叢
記
』
で
は
、
淳
獄
門
が
夢
か
ら
覚
め
て
の
ち
、
契
玄
禅
師
か
ら
諸
色
皆
空
と
教
え

ら
れ
、
ま
た
人
の
世
の
君
臣
春
属
は
、
蟻
蟻
と
何
ん
ぞ
殊
な
ら
ん
、
一
切
の
苦
楽
興
衰
は
、
南
陽
と
二
な
る
な
く
、
等
し
く
夢
境
た
り
、
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と
悟
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
夢
に
見
た
蟻
の
国
で
の
体
験
が
、
一
生
の
自
分
の
姿
を
鏡
に
映
し
て
見
た
の
と
同
じ
効
果
を
与
え

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
人
生
も
夢
に
ひ
と
し
い
と
い
う
認
識
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
盧
生
耶
螂
の
夢
を
扱
っ
た
『
耶
螂
記
』
は
、
沈
既
済
の
『
山
中
記
』
に
も
と
づ
い
て
い
る
が
、
夢
の
中
の
盧
生
と
目
覚
め
て
の
ち

の
盧
生
を
考
え
て
み
る
と
、
目
覚
め
て
の
ち
の
盧
生
は
、
自
分
の
一
生
の
あ
り
よ
う
を
夢
の
中
で
見
尽
し
た
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
右
の
二
筋
は
大
半
が
夢
の
中
の
話
で
あ
る
が
、
そ
の
終
末
に
つ
い
て
い
え
ば
、
主
人
公
は
自
分
の
一
生
の
有
為
転
変
の
諸

相
が
、
舞
台
で
演
じ
ら
れ
た
の
を
、
見
終
っ
た
観
客
の
立
場
に
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
ら
は
湯
顕
祖
の
最
晩
年
の
作
で
あ
り
、
原
拠
の
小
説
の
性
格
も
あ
り
は
す
る
が
、
来
し
方
を
振
返
っ
て
み
て
、
わ
が
生
涯
を
一
場

の
夢
と
諦
観
す
る
境
地
に
達
し
て
い
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

　
た
だ
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
湯
顕
祖
は
そ
れ
に
と
ど
ま
り
、
謝
意
澗
の
よ
う
に
「
戯
は
夢
と
同
じ
」
と
い
う
に
は
至
ら
な
か
っ
た

こ
と
で
あ
る
。

　
謝
七
情
は
芝
居
の
中
の
離
合
悲
心
も
、
夢
の
中
の
そ
れ
も
真
の
情
で
は
な
く
、
同
様
に
芝
居
の
中
の
富
貴
貧
賎
も
、
夢
の
中
の
そ
れ
も

真
の
境
で
は
な
い
と
し
た
。
夢
も
芝
居
も
一
時
の
仮
構
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
終
れ
ば
す
べ
て
空
し
い
、
と
い
う
の
が
謝
肇
渕
の
考
え

で
あ
る
。
要
は
「
榮
辱
萬
状
、
悲
歓
千
状
な
る
も
、
曲
終
り
場
散
ず
れ
ば
、
終
に
鳥
有
を
成
す
」
の
で
あ
る
。

　
謝
肇
渕
が
こ
う
し
た
見
解
を
も
つ
に
至
っ
た
に
つ
い
て
は
、
か
れ
が
劇
作
家
で
な
か
っ
た
が
故
に
、
診
て
芝
居
の
本
質
を
冷
め
た
眼
で

見
通
す
こ
と
が
で
き
た
、
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

七

し
か
し
、
い
ま
一
歩
掘
下
げ
て
考
え
れ
ば
、
心
素
渕
の
夢
に
対
す
る
見
解
が
、
従
来
の
中
国
の
人
た
ち
の
、
ま
た
湯
顕
祖
の
そ
れ
と
、
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か
な
り
異
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

　
概
評
祖
が
人
生
一
夢
と
い
う
悟
道
的
な
境
地
か
ら
戯
曲
を
書
き
な
が
ら
、
し
か
も
戯
曲
を
夢
と
同
じ
だ
と
断
ず
る
に
至
ら
な
か
っ
た
の

は
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
夢
と
現
実
の
相
関
を
信
じ
て
い
た
為
で
あ
ろ
う
が
、
一
方
、
謝
肇
渕
は
湯
顕
祖
と
ち
が
い
、
吉
夢
と
か
凶
夢

と
か
い
っ
た
こ
と
を
全
く
信
じ
な
か
っ
た
。
謝
肇
澗
は
い
う
。

　
　
　
夢
の
吉
凶
に
関
わ
る
無
き
や
審
ら
か
な
り
、
今
児
童
の
俗
語
に
皆
誕
妄
の
言
を
謂
い
て
「
夢
を
説
く
」
と
唄
う
、
其
の
的
と
し
て

　
　
真
に
非
ざ
る
を
言
う
な
り
、
（
五
雑
組
巻
十
三
、
事
部
一
）

と
断
じ
、
且
つ
『
周
禮
』
の
占
夢
の
官
が
、
い
か
に
実
情
に
合
わ
な
い
も
の
で
あ
る
か
を
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
　
国
鳥
特
に
占
夢
の
官
を
安
く
る
を
為
し
、
日
月
星
辰
を
以
て
六
夢
の
吉
凶
を
占
う
、
然
れ
ど
も
王
者
の
為
に
し
て
軽
く
る
は
、
猶

　
　
お
可
と
す
る
も
、
「
季
冬
に
王
の
夢
を
聰
し
、
撃
臣
庶
人
　
吉
夢
を
王
に
献
じ
、
王
拝
し
て
こ
れ
を
暫
く
、
乃
ち
四
方
に
舎
萌
し
て

　
　
以
て
悪
夢
を
贈
る
」
は
、
亦
た
太
だ
児
戯
な
ら
ず
や
、
天
下
の
廣
き
、
億
兆
の
衆
き
、
懐
く
其
の
吉
夢
を
献
ぜ
し
め
ば
、
大
人
は
占

　
　
う
に
勝
え
ず
、
而
し
て
王
も
亦
た
拝
す
る
に
害
え
ざ
る
な
り
、
臣
民
の
吉
夢
は
王
に
於
て
何
ん
ぞ
与
か
ら
ん
、
守
る
に
王
こ
れ
を
拝

　
．
す
、
此
れ
真
に
蔵
人
の
前
に
て
夢
を
説
く
の
み
、
此
の
書
蓋
し
詩
人
に
熊
野
・
旋
旗
の
語
有
る
を
見
て
傅
諒
し
、
牧
人
の
夢
有
る
を

　
　
見
て
、
遂
に
以
て
夢
を
王
に
献
ず
、
と
為
せ
し
な
り
、
詩
の
味
ず
る
と
こ
ろ
は
皆
祝
脅
稔
願
の
単
な
る
を
知
ら
ず
、
豊
に
真
に
熊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も

　
　
熊
・
旭
蛇
の
時
を
一
に
し
て
同
に
夢
に
入
ら
ん
や
、
此
れ
又
た
夢
中
に
夢
を
説
く
な
り
、
（
同
上
）

　
右
の
『
周
禮
』
に
い
う
占
夢
の
官
は
、
「
卑
官
宗
伯
」
下
に
み
え
る
も
の
で
あ
り
、
六
夢
と
は
正
夢
・
愕
夢
・
思
夢
・
膳
夢
・
岩
子
・

催
夢
で
あ
る
。
謝
肇
澗
は
億
兆
の
民
が
吉
夢
を
王
に
献
ず
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
児
戯
に
ひ
と
し
い
と
す
る
。
ま
た
「
詩
人
に
熊
熊
・
醜

旗
の
語
」
「
牧
人
の
夢
」
ど
い
う
の
は
、
『
詩
経
』
の
「
単
式
」
に
、
熊
の
夢
・
罷
の
夢
は
男
の
子
、
蛇
の
夢
・
魅
の
夢
は
女
の
子
の
生
ま

れ
る
予
兆
で
あ
る
と
あ
り
、
「
無
羊
」
の
詩
で
、
牧
人
の
夢
に
大
勢
の
人
が
あ
ら
わ
れ
て
、
魚
を
捕
え
る
の
は
豊
年
の
兆
で
あ
り
、
旋
や

旗
、
す
な
わ
ち
旗
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
子
孫
繁
栄
の
兆
で
あ
る
、
と
詠
じ
て
い
る
の
を
指
し
て
い
る
が
、
雪
嵐
澗
に
よ
れ
ば
、
『
詩
経
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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七
六

の
本
来
の
意
味
が
祝
賛
稔
願
に
あ
る
こ
と
に
気
付
か
ぬ
人
た
ち
が
、
古
い
時
代
に
は
王
に
夢
を
献
じ
て
い
た
の
だ
と
誤
解
し
た
の
だ
と
い

う
。
そ
し
て
こ
れ
は
夢
中
に
夢
を
説
く
も
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
か
く
夢
占
い
に
対
し
て
、
児
戯
に
も
ひ
と
し
い
と
見
る
謝
肇
澗
は
、
夢
が
験
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
依
拠
す
る
に
足
り
な
い
も
の
で
あ

る
と
し
、
そ
の
一
例
と
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
　
　
孔
子
は
大
聖
な
り
、
少
き
時
　
道
を
行
わ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
則
ち
夢
に
周
公
を
見
る
、
老
い
て
衰
う
る
に
及
び
、
遂
に
復
た
夢
み

　
　
ず
、
則
ち
夫
子
少
時
の
夢
も
亦
た
験
あ
ら
ざ
り
き
、
（
同
上
）

　
夢
の
験
な
き
一
二
と
し
て
、
孔
子
の
求
道
熱
心
の
こ
と
ば
と
し
て
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
、
『
論
語
』
「
述
而
」
篇
の
「
甚
し
い
か

な
、
吾
が
衰
え
た
る
や
、
久
し
い
か
な
、
吾
復
た
夢
忙
周
公
を
見
ず
」
を
あ
げ
る
の
は
、
椰
楡
す
る
に
近
い
。
そ
し
て
さ
ら
に
続
け
て
い

・
つ
。

　
　
　
蓋
し
人
に
六
夢
有
る
、
惟
だ
正
夢
の
み
吉
凶
を
占
う
良
し
、
其
の
官
の
愕
夢
・
思
夢
・
籍
夢
・
喜
夢
・
催
夢
、
皆
意
に
感
ず
る
と

　
　
こ
ろ
有
り
、
而
も
魂
寧
か
ら
ず
、
想
像
し
て
境
を
成
す
、
真
夢
に
非
ざ
る
な
り
、
余
は
最
も
夢
を
信
ぜ
ず
、
乃
ち
一
生
の
吉
凶
禍

　
　
福
、
並
び
に
一
夢
無
し
、
故
に
其
の
愚
る
に
足
ら
ざ
る
を
知
る
な
り
、

　
正
夢
を
臣
節
澗
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
な
に
も
述
べ
て
い
な
い
が
、
『
周
禮
』
の
鄭
玄
の
注
に
よ
れ
ば
、

感
動
す
る
と
こ
ろ
な
く
、
平
安
の
状
態
で
見
る
夢
と
い
う
。
愕
夢
以
下
は
喜
怒
哀
楽
の
感
情
の
動
く
夢
で
あ
る
か
ら
、
自
由
な
想
像
の
働

く
場
面
の
展
開
さ
れ
る
夢
で
あ
り
、
こ
れ
ら
こ
そ
、
吉
凶
を
占
い
た
く
な
る
夢
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
謝
肇
渕
に
言
わ

せ
れ
ば
、
「
余
は
最
も
夢
を
信
ぜ
ず
」
で
あ
り
、
「
其
の
愚
る
に
足
ら
ざ
る
を
知
る
な
り
」
な
の
で
あ
る
。

　
信
ず
る
に
足
り
な
い
夢
と
芝
居
と
の
相
似
、
ま
た
入
の
一
生
と
芝
居
と
の
相
似
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
が
ら
、
芝
居
の
中
に
史
伝
と
の
一

致
な
ど
を
求
め
る
こ
と
の
無
意
味
な
の
に
、
想
い
到
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
「
虚
実
相
半
ば
す
べ
し
」
と
い
う
論
は
、
夢
に
対
す
る
理
性

的
な
判
断
を
軸
と
し
て
出
て
来
た
、
新
し
く
す
ぐ
れ
た
演
劇
論
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
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謝
営
為
の
冷
め
た
眼
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
時
に
、
『
五
型
組
』
の
随
所
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
豊
富
な
体
験
に
も
と
つ
く
合
理

主
義
的
な
態
度
、
科
学
的
と
も
い
え
る
よ
う
な
詳
細
な
観
察
、
迷
信
の
否
定
な
ど
が
基
盤
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
よ
い
で
あ
ろ

・
つ
。

　
そ
れ
で
は
こ
う
し
た
演
劇
論
は
ど
う
継
承
さ
れ
た
か
。
そ
の
資
料
は
多
く
は
な
い
が
、
謝
欝
欝
よ
り
少
し
お
く
れ
て
『
聞
情
軒
忍
』
の

著
で
知
ら
れ
る
李
漁
（
エ
ハ
＝
1
？
）
に
、
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
ふ
し
が
あ
る
。
李
漁
は
『
笠
翁
十
種
曲
』
を
書
い
た
劇

作
家
で
あ
り
、
ま
た
戯
班
を
率
い
て
各
地
を
上
演
し
て
廻
っ
て
い
た
入
で
あ
る
が
、
『
聞
情
偶
寄
』
巻
一
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
と
こ
ろ

が
あ
る
。

　
　
　
傳
奇
用
う
る
と
こ
ろ
の
事
、
或
い
は
古
、
或
い
は
今
、
虚
有
り
実
有
り
、
…
…
実
と
は
事
に
就
き
て
敷
陳
し
、
造
作
を
假
ら
ず
、

　
　
根
有
り
隷
有
る
の
謂
な
り
、
虚
と
は
空
中
の
櫻
閣
、
意
に
随
っ
て
構
成
し
、
影
無
く
形
無
き
の
謂
な
り
、
人
謂
え
ら
く
、
古
事
は
実
多

　
　
く
、
近
事
は
虚
多
し
と
、
予
曰
く
、
然
ら
ず
、
傳
奇
は
実
無
し
、
大
半
は
皆
寓
言
の
み
、
…
…
凡
そ
傳
奇
を
閲
し
て
、
必
ず
其
の
事

　
　
何
く
よ
り
来
り
人
何
れ
の
地
に
居
る
か
を
害
う
る
は
、
皆
夢
を
説
く
の
痴
人
に
し
て
、
以
て
答
え
ざ
る
可
き
も
の
な
り
、

　
虚
と
い
い
実
と
い
い
、
説
夢
と
い
う
。
謝
肇
澗
に
啓
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

　
た
だ
李
漁
の
虚
実
論
は
、
別
の
と
こ
ろ
で
、
虚
な
ら
ば
虚
で
通
し
、
実
な
ら
ば
実
で
通
す
、
と
説
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
点

で
、
謝
肇
渕
と
は
必
ず
し
も
同
じ
で
な
い
。

七
七


