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一
、
は
じ
め
に

『
徒
然
草
』
が
ど
の
よ
う
な
趣
旨
で
ま
と
め
ら
れ
た
か
と
い
う
問
題
の
解

答
は
非
常
に
難
し
い
。
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
文
学
作
品
に
つ
い
て
の
、
共
通
す

る
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
が
、『
徒
然
草
』
は
、
古
典
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
さ
ら
に
、

独
創
的
な
と
も
い
え
る
、
様
々
な
内
容
を
含
有
す
る
、
い
わ
ゆ
る
随
筆
文
学

で
あ
る
と
言
う
点
が
、
そ
の
難
解
さ
を
は
な
は
だ
し
い
も
の
と
し
て
い
る
。

そ
れ
を
乗
り
越
え
る
に
は
、
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、

全
体
の
構
成
を
ふ
ま
え
て
追
求
し
て
い
く
の
は
一
つ
の
方
法
と
し
て
有
効
だ

と
考
え
ら
れ
る
。
周
知
の
こ
と
だ
が
、『
徒
然
草
』
は
、
上
下
二
巻
か
ら
成

立
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
序
段
を
含
む
総
計
２
４
４
段
の
配
列
は
、
多
少
の

異
同
は
あ
る
も
の
の
、
諸
本
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
こ
と
は
な
い
。
ほ
ぼ

序
段
か
ら
最
終
段
の
「
第
二
四
三
段
」
ま
で
順
番
に
書
き
つ
が
れ
て
い
っ
た

と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。
さ
て
、
上
巻
の
冒
頭
段（
序
段
）
と
最
終
段（
第

一
三
六
段
）、
さ
ら
に
下
巻
の
冒
頭
段
（
第
一
三
七
段
）
と
最
終
段
（
第

二
四
三
段
）
は
、
最
初
と
最
後
に
お
か
れ
る
べ
き
何
ら
か
の
意
味
（
趣
旨
）

を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る（
１
）。
序
段
と
、
第
一
三
七
段
、
さ
ら
に
第
一
三
六
段
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
本
学
「
紀
要
」
に
、
自
己
の
見
解
を
発
表
し
た（
２
）。
本
稿

で
は
、
そ
の
流
れ
を
受
け
て
、
上
巻
の
最
終
段
、「
第
一
三
六
段
」
の
直
前

に
存
在
す
る
「
第
一
三
五
段
」
を
取
り
上
げ
、
そ
の
存
在
価
値
を
、
第

一
三
六
段
と
の
関
係
を
中
心
に
追
求
し
て
み
た
い
。

「
紀
要
」
で
は
、
第
一
三
六
段
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
た
。

「
さ
て
、
本
段
の
存
在
価
値
は
、
前
段
（
第
一
三
五
段
）
と
の
セ
ッ
ト
で

論
　
文

『
徒
然
草
』
研
究 

―
第
一
三
五
段
に
つ
い
て
―

土
屋
博
映
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考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
、
小
松
の
見
解（

３
）は
た
だ
し
い
。
兼
好
は
第
一
三
五
段

と
第
一
三
六
段
の
セ
ッ
ト
で
上
巻
の
ま
と
め
と
し
た
、
そ
の
意
図
は
、
人
間

は
本
来
何
も
知
ら
な
い
も
の
で
、
知
っ
た
ふ
う
に
振
舞
う
と
ろ
く
な
こ
と
は

な
い
、
と
い
う
意
味
と
と
ら
え
た
い
。
こ
れ
は
下
巻
最
後
の
、
父
と
の
「
仏

問
答
」
（
４
）

と
も
関
連
す
る
。
本
段
は
、
些
細
な
出
来
事
を
た
ま
た
ま
上
巻
末
に

置
い
た
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
兼
好
の
主
張
し
た
い
も
の
と
し
て
こ
の
位
置

に
置
か
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。」

こ
れ
を
受
け
て
、
本
稿
は
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
三
六
段
は
、
第

一
三
五
段
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
価
値
を
も
つ
の
か
、
第
一
三
五
段
は
、
第

一
三
六
段
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
価
値
を
も
つ
の
か
、
を
追
及
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

二
、
本
文
に
つ
い
て

①
第
一
三
五
段
全
文（
５
）

資
季
の
大
納
言
入
道
と
か
や
聞
え
け
る
人
、
具
氏
宰
相
中
将
に
逢
ひ
て
、

「
わ
ぬ
し
の
問
は
れ
ん
ほ
ど
の
こ
と
、
何
事
な
り
と
も
答
へ
申
さ
ざ
ら
ん
や
」

と
言
は
れ
け
れ
ば
、
具
氏
、「
い
か
が
侍
ら
ん
」
と
申
さ
れ
け
る
を
、「
さ
ら

ば
あ
ら
が
ひ
給
へ
」
と
言
は
れ
て
、「
は
か
ば
か
し
き
事
は
、
片
端
も
学
び

知
り
侍
ら
ね
ば
、
尋
ね
申
す
ま
で
も
な
し
。
何
と
な
き
そ
ぞ
ろ
ご
と
の
中
に
、

お
ぼ
つ
か
な
き
事
を
こ
そ
問
ひ
奉
ら
め
」
と
申
さ
れ
け
り
。「
ま
し
て
、
こ

こ
も
と
の
浅
き
事
は
何
事
な
り
と
も
あ
き
ら
め
申
さ
ん
」
と
言
は
れ
け
れ
ば
、

近
習
の
人
々
、
女
房
な
ど
も
、「
興
あ
る
あ
ら
が
ひ
な
り
。
お
な
じ
く
は
、

御
前
に
て
あ
ら
そ
は
る
べ
し
。
負
け
た
ら
ん
人
は
、
供
御
を
ま
う
け
ら
る
べ

し
」
と
定
め
て
、
御
前
に
て
召
し
あ
は
せ
ら
れ
た
り
け
る
に
、
具
氏
、「
幼

く
よ
り
聞
き
な
ら
ひ
侍
れ
ど
、
そ
の
心
知
ら
ぬ
こ
と
侍
り
。
む
ま
の
き
つ
り

や
う
き
つ
に
の
を
か
な
か
く
ぼ
れ
い
り
く
れ
ん
と
う
、
と
申
す
こ
と
は
、
如

何
な
る
心
に
か
侍
ら
ん
。
承
ら
ん
」
と
申
さ
れ
け
る
に
、
大
納
言
入
道
、
は

た
と
詰
り
て
、「
是
は
そ
ぞ
ろ
ご
と
な
れ
ば
、
言
ふ
に
も
足
ら
ず
」
と
言
は

れ
け
る
を
、「
本
よ
り
深
き
道
は
知
り
侍
ら
ず
。
そ
ぞ
ろ
ご
と
を
尋
ね
奉
ら

ん
と
定
め
申
し
つ
」
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
大
納
言
入
道
、
負
に
な
り
て
、
所

課
い
か
め
し
く
せ
ら
れ
た
り
け
る
と
ぞ
。

以
上
本
文
で
あ
る
。
以
下
、
本
段
の
学
説
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
お
く
。

②
学
説
１（

６
）

「
単
純
で
自
信
満
々
の
資
季
が
、
二
十
五
も
若
い
具
氏
に
、
ま
ん
ま
と
負

か
さ
れ
て
し
ま
う
。
資
季
が
、
自
ら
を
知
ら
な
い
尊
大
さ
に
よ
っ
て
、
衆
目

の
前
で
失
敗
す
る
と
こ
ろ
を
、
著
者
は
冷
静
に
と
ら
え
て
笑
殺
し
て
い
る
。

資
季
に
対
す
る
具
氏
と
い
う
、
対
照
的
な
性
格
の
設
定
も
み
ご
と
で
あ
る
が
、

一
段
と
し
て
は
、
前
段
の
思
想
の
一
つ
の
展
開
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。」

本
説
で
は
、「
対
照
的
な
性
格
の
設
定
」「
前
段
の
思
想
の
一
つ
の
展
開
」
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と
あ
る
と
こ
ろ
に
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。

③
学
説
２（

７
）

「
こ
の
段
は
、
前
の
段
に
、『
無
智
に
し
て
大
才
に
交
り
』『
雪
の
頭
を
い

た
だ
き
て
盛
り
な
る
人
に
並
び
』
な
ど
と
あ
っ
た
の
を
受
け
て
、
老
人
の
資

季
が
二
十
五
歳
も
若
い
具
氏
に
問
答
を
強
い
て
失
敗
し
た
事
実
を
叙
し
た
も

の
で
あ
る
。
発
端
（『
御
前
に
て
召
し
合
は
せ
ら
れ
た
り
け
る
に
』
ま
で
）・

展
開
（『
大
納
言
入
道
、
負
に
な
り
て
』
ま
で
）・
終
結
と
三
段
に
展
開
し
て

い
る
が
、
主
要
部
は
発
端
・
発
展
の
二
つ
に
あ
り
、
そ
れ
も
、
劇
の
ご
と
く

談
話
中
心
に
運
ば
れ
て
い
る
。
宮
中
、
あ
る
い
は
院
中
に
お
け
る
、
交
際
場

裡
の
一
喜
劇
的
挿
話
で
あ
っ
て
、
次
の
段
と
同
じ
く
、
教
訓
的
傾
向
は
認
め

が
た
い
が
、
前
の
段
を
書
い
た
連
想
の
展
開
と
し
て
、
か
か
る
笑
話
を
記
す

に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
段
を
劇
的
と
い
っ
た
が
、
い
か
に
も
気
負
っ
た
、
自
信
た
っ
ぷ
り
で

尊
大
な
老
人
た
る
資
季
と
、
一
応
謙
譲
で
、
礼
儀
正
し
く
、
し
か
も
冷
徹
な

知
性
の
人
た
る
具
氏
と
の
性
格
的
対
立
が
、
二
人
の
談
話
の
上
に
よ
く
現
れ

て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
話
し
ぶ
り
の
う
え
に
こ
そ
、
こ

の
段
を
書
い
た
兼
好
の
作
家
的
手
腕
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。」

本
説
は
、「
前
の
段
」
を
「
受
け
て
」
と
あ
る
こ
と
、「
発
端
・
展
開
・
終

結
と
三
段
に
展
開
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
、「
主
要
部
は
発
端
・
発
展
の

二
つ
」
と
あ
る
こ
と
、「
次
の
段
と
同
じ
く
、
教
訓
的
傾
向
は
、
認
め
が
た

い
が
、
前
の
段
を
書
い
た
連
想
の
展
開
」
と
あ
る
こ
と
に
、
ポ
イ
ン
ト
が
あ

る
。

④
学
説
３（

８
）

「
兼
好
が
聞
い
た
ま
ま
の
話
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
会
話
体
で
は
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
会
話
体
に
し
て
、
こ
の
よ
う
に
生
き
生
き
と

筆
録
し
た
構
想
は
誠
に
見
事
な
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）

問
答
の
中
に
、
資
季
と
具
氏
の
性
格
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

場
の
雰
囲
気
や
顔
の
表
情
ま
で
も
が
写
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
兼
好
は
ど
う
い
う
意
図
で
こ
の
話
を
記
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
資

季
に
対
し
て
非
難
め
い
た
語
を
加
え
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
教
訓
的

意
図
は
な
く
、
資
季
と
い
う
人
間
に
興
味
を
感
じ
て
、
そ
の
人
間
の
面
白
さ

を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。」

本
説
は
、「
生
き
生
き
と
筆
録
し
た
構
想
は
誠
に
見
事
」
と
あ
る
こ
と
、

「
教
訓
的
意
図
は
な
く
、
資
季
と
い
う
人
間
に
興
味
を
感
じ
て
、
そ
の
人
間

の
面
白
さ
を
語
っ
て
い
る
」
と
あ
る
こ
と
に
、
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。

⑤
各
説
の
ま
と
め

本
段
は
前
段
「
第
一
三
四
段
」
を
受
け
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
、
資
季
と

具
氏
の
対
象
の
妙
、
特
に
教
訓
的
な
意
図
は
な
い
、
な
ど
と
い
う
の
が
通
説

に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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三
、
第
一
三
五
段
の
内
容
の
検
討

こ
こ
で
は
、
本
段
の
内
容
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
点
か
ら
、
検
討
を
加

え
た
い
。

①
キ
ー
ワ
ー
ド
の
検
証（

９
）

１
、
資
季
大
納
言
入
道

藤
原
資
季
。
権
大
納
言
。
歌
人
。
勅
撰
集
に
31
首
入
集
。
正
応
二
年

（
１
２
８
９
）
没
。
83
歳
。
具
氏
よ
り
25
歳
年
上
。

２
、
具
氏
宰
相
中
将

源
具
氏
。
宰
相
兼
近
衛
中
将
。
歌
人
。
勅
撰
集
に
16
首
入
集
。
健
治
元
年

（
１
２
７
５
）
没
。
44
歳
。
資
季
よ
り
25
歳
年
下
。

３
、
わ
ぬ
し

同
輩
ま
た
は
目
下
の
も
の
に
対
し
て
い
う
。

４
、
あ
ら
が
ひ

賭
け
物
を
し
て
問
い
争
う
こ
と
。

５
、
は
か
ば
か
し
き

れ
っ
き
と
し
た
こ
と
。
ま
じ
め
な
、
重
要
な
こ
と
。

６
、
そ
ぞ
ろ
ご
と

と
り
と
め
も
な
い
、
く
だ
ら
な
い
こ
と
。

７
、
お
ぼ
つ
か
な
き

は
っ
き
り
し
な
い
、
確
か
に
わ
か
ら
な
い
。

８
、
こ
こ
も
と

高
遠
な
こ
と
で
な
い
卑
近
な
こ
と
の
意
。

９
、
あ
き
ら
め

明
ら
か
に
す
る
意
。

10
、
近
習

側
近
に
仕
え
る
人
人
。

11
、
御
前

天
皇
ま
た
は
上
皇
の
御
前
。

12
、
供
御

ご
馳
走
。
饗
膳
。

13
、
む
ま
の
き
つ

謎
々
の
一
種
。
古
来
、
諸
説
が
あ
る
が
、
確
定
し
て
い
な
い
。

14
、
所
課

負
わ
ざ
と
し
て
課
せ
ら
れ
た
供
御
の
こ
と
。

15
、
い
か
め
し
く

盛
大
に
。
立
派
に
。

以
上
、
11
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
が
、
以
下
そ
れ
ぞ
れ
検

討
す
る
。

１
の
資
季
と
２
の
具
氏
が
主
た
る
登
場
人
物
。
最
終
的
に
は
二
人
の
地
位
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は
同
じ
く
ら
い
だ
が
、
こ
の
話
題
の
時
点
で
は
、
資
季
の
ほ
う
が
身
分
が
上

で
あ
る
。
藤
原
氏
と
源
氏
と
の
家
柄
の
違
い
も
ポ
イ
ン
ト
か
も
し
れ
な
い
。

３
の
「
わ
ぬ
し
」
は
、
敬
意
は
薄
い
。「
あ
ん
た
」
く
ら
い
に
訳
す
。
こ

の
語
で
資
季
が
具
氏
を
見
下
げ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

４
の
「
あ
ら
が
ひ
」
は
、「
勝
負
し
よ
う
」
く
ら
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時

点
で
は
賭
け
物
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
い
。

５
の
「
は
か
ば
か
し
き
」
は
、「
ち
ゃ
ん
と
し
た
こ
と
」「
し
っ
か
り
し
た

こ
と
」
で
あ
る
。
本
来
の
反
義
語
は
「
は
か
な
し
」
に
あ
た
る
が
、
こ
こ
で

は
後
の
６
の
「
そ
ぞ
ろ
ご
と
」
の
反
義
語
で
あ
り
、「
そ
ぞ
ろ
ご
と
」
は
７

の
「
お
ぼ
つ
か
な
き
事
」
と
の
関
連
語
と
な
っ
て
い
る
。

８
の
「
こ
こ
も
と
（
の
浅
き
事
）」
は
、「
卑
近
な
こ
と
」
の
意
で
、
前
の

「
そ
ぞ
ろ
ご
と
（
の
中
に
、
お
ぼ
つ
か
な
き
事
）」
に
対
応
し
て
い
る
。

９
の
「
あ
き
ら
め
」
は
、「
明
ら
か
に
す
る
」
意
で
、
前
の
会
話
の
「
問

ひ
（
奉
ら
め
）」
に
対
応
し
て
い
る
。

10
の
「
近
習
」
は
「
側
近
」。
同
じ
く
女
性
の
側
近
で
あ
る
「
女
房
」
と

区
別
す
る
語
。
ど
ち
ら
も
11
の
「
御
前
」
に
仕
え
る
。

12
の
「
供
御
」
は
「
ご
馳
走
」
の
意
。
次
段
の
第
一
三
六
段
に
も
「
供
御
」

が
存
在
し
、
本
段
と
の
関
連
を
う
か
が
わ
せ
る
。

13
の
「
む
ま
の
き
つ
」
以
下
は
、
謎
々
だ
が
、
当
時
す
で
に
解
答
不
能
に

な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

14
の
「
所
課
」
は
こ
こ
で
は
「
供
御
」
と
同
じ
も
の
だ
が
、
負
け
た
罰
と

し
て
課
せ
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
「
所
課
」
と
表
現
し
た
。

15
の
「
い
か
め
し
く
」
は
、「
盛
大
に
」
な
ど
と
訳
す
。
こ
の
「
い
か
め

し
く
」
が
こ
の
場
面
の
資
季
と
具
氏
の
勝
敗
の
結
果
の
雰
囲
気
を
表
し
て
い

る
。
軽
く
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

②
会
話
の
や
り
と
り

本
段
は
会
話
の
や
り
と
り
が
中
心
で
あ
る
。
地
の
文
の
ほ
と
ん
ど
が
、「
言

ふ
」「
申
す
」
で
あ
り
、
会
話
を
読
み
解
く
こ
と
が
、
本
段
の
本
質
を
つ
か
む
、

兼
好
の
趣
旨
を
理
解
す
る
の
に
必
要
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
会
話
を

列
挙
し
、
検
討
す
る
。
必
要
に
応
じ
、
地
の
文
も
記
す
。

１
、
資
季
大
納
言
入
道
と
か
や
聞
え
け
る
人
、
具
氏
宰
相
中
将
に
逢
ひ
て
、

（
地
の
文
）

２
、「
わ
ぬ
し
の
問
は
れ
ん
ほ
ど
の
こ
と
、
何
事
な
り
と
も
答
へ
申
さ
ざ

ら
ん
や
」（
資
季
）

３
、「
い
か
が
侍
ら
ん
」（
具
氏
）

４
、「
さ
ら
ば
あ
ら
が
ひ
給
へ
」（
資
季
）

５
、「
は
か
ば
か
し
き
事
は
、
片
端
も
学
び
知
り
侍
ら
ね
ば
、
尋
ね
申
す

ま
で
も
な
し
。
何
と
な
き
そ
ぞ
ろ
ご
と
の
中
に
、
お
ぼ
つ
か
な
き
事

を
こ
そ
問
ひ
奉
ら
め
」（
具
氏
）

６
、「
ま
し
て
、
こ
こ
も
と
の
浅
き
事
は
、
何
事
な
り
と
も
あ
き
ら
め
申

さ
ん
」（
資
季
）

７
、
と
言
は
れ
け
れ
ば
、
近
習
の
人
々
、
女
房
な
ど
も
、

８
、「
興
あ
る
あ
ら
が
ひ
な
り
。
お
な
じ
く
は
、
御
前
に
て
あ
ら
そ
は
る
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べ
し
。
負
け
た
ら
ん
人
は
、
供
御
を
ま
う
け
ら
る
べ
し
」（
近
習
、

女
房
）

９
、
と
定
め
て
、
御
前
に
て
召
し
あ
わ
せ
ら
れ
た
り
け
る
に
、（
地
の
文
）

10
、「
幼
く
よ
り
聞
き
な
ら
ひ
侍
れ
ど
、
そ
の
心
知
ら
ぬ
こ
と
侍
り
。
む

ま
の
き
つ
り
や
う
き
つ
に
の
を
か
な
か
く
ぼ
れ
い
り
く
れ
ん
と
う
、

と
申
す
事
は
、
如
何
な
る
心
に
か
侍
ら
ん
。
承
ら
ん
」（
具
氏
）

11
、
大
納
言
入
道
、
は
た
と
詰
り
て
、（
地
の
文
）

12
、「
是
は
そ
ぞ
ろ
ご
と
な
れ
ば
、
言
ふ
に
も
足
ら
ず
」（
資
季
）

13
、「
本
よ
り
深
き
道
は
知
り
侍
ら
ず
。
そ
ぞ
ろ
ご
と
を
尋
ね
奉
ら
ん
と

定
め
申
し
つ
」（
具
氏
）

14
、
大
納
言
入
道
、
負
に
な
り
て
、
所
課
い
か
め
し
く
せ
ら
れ
た
り
け
る

と
ぞ
。（
地
の
文
）

以
上
掲
げ
た
例
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
。
傍
線
部
は
と
く
に
注
目
の
必
要

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
部
分
。

１
は
、
地
の
文
だ
が
、
冒
頭
で
あ
る
の
で
、
検
討
の
必
要
あ
り
。
主
語
に

あ
た
る
の
が
、
資
季
で
、
目
的
語
に
あ
た
る
の
が
、
具
氏
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
単
純
に
考
え
れ
ば
本
段
の
主
人
公
は
、
資
季
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま

た
資
季
に
は
「
と
か
や
聞
え
け
る
人
」
と
つ
い
て
い
る
が
、
具
氏
に
は
そ
れ

は
な
い
。
ど
ち
ら
も
兼
好
の
生
年
（
１
２
８
３
年
頃
）
前
後
に
没
し
て
い
る

の
で
、
兼
好
は
、
こ
の
二
人
と
面
識
は
な
い
。
だ
か
ら
段
全
体
が
、
伝
聞
過

去
の
「
け
り
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
兼
好
は
本
段
の
内
容
を
伝
え
聞
い

た
上
で
、
兼
好
な
り
の
再
構
成
を
し
て
い
る
わ
け
だ
。
こ
の
「
聞
え
け
る
人
」

の
部
分
は
、
実
は
段
末
の
14
と
呼
応
し
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
14
で
ま

た
述
べ
る
が
、
主
役
資
季
の
脇
役
で
あ
る
具
氏
に
は
そ
れ
を
つ
け
る
必
要
が

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
逢
ひ
て
」
は
宮
中
の
、「
御
前
」
に
近
い
場
所
で

出
会
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

２
は
、
資
季
が
具
氏
を
認
め
る
と
（「
逢
ひ
て
」
と
あ
る
）
す
ぐ
に
口
を

き
っ
た
も
の
。
か
ね
て
か
ら
具
氏
に
は
一
言
言
い
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
会
話
は
あ
ま
り
に
も
唐
突
で
あ
る
。
資
季
は
具
氏
よ
り
も
25
歳
年
上
な

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
読
者
に
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
を
「
わ
ぬ
し
」
で
さ

り
げ
な
く
示
し
て
い
る
。
後
は
敬
語
が
そ
の
役
割
を
は
た
す
。
資
季
の
会
話

に
は
「
言
は
れ
」
と
尊
敬
の
み
が
、
具
氏
の
会
話
に
は
「
申
さ
れ
」
と
尊
敬

（「
れ
」）
も
あ
る
が
、
謙
譲
（「
申
さ
」）
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
二

人
が
歌
人
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
勅
撰
集
入
集
の
数
で
言
え
ば
資
季

は
具
氏
の
倍
を
数
え
る
。
新
進
の
具
氏
に
そ
の
実
力
を
示
し
た
か
っ
た
と
考

え
て
は
ど
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
の
「
問
は
れ
ん
ほ
ど
の
こ
と
」
は
、

和
歌
に
つ
い
て
の
問
い
な
の
で
あ
ろ
う
。「
何
事
な
り
と
も
答
へ
申
さ
ざ
ら

ん
や
」
は
、
和
歌
に
つ
い
て
何
で
も
教
え
て
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
。

３
は
、
そ
れ
に
対
し
、
具
氏
は
、
短
く
「
い
か
が
侍
ら
ん
」
と
こ
た
え
た
。

さ
あ
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
、
く
ら
い
で
あ
る
。
短
い
が
、
和
歌
の
実
力
者
の

資
季
に
ま
っ
た
く
臆
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

４
は
、
資
季
が
「
さ
ら
ば
あ
ら
が
ひ
給
へ
」
と
挑
戦
し
た
。「
あ
ら
が
ひ
」

は
『
徒
然
草
』
全
体
で
こ
の
段
に
２
例
あ
り
、
あ
と
１
例
し
か
用
い
ら
れ
て
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い
な
い
。「
あ
ら
そ
ひ
」
と
似
て
い
る
が
、「
あ
ら
が
ひ
」
は
、
正
否
・
善
悪

を
決
定
す
る
意
味
合
い
が
強
い
。
そ
こ
で
「
賭
け
を
す
る
」
な
ど
と
い
っ
た

意
味
で
も
使
わ
れ
る
。
白
黒
決
着
を
つ
け
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
っ
た
意

味
合
い
だ
ろ
う
。
具
氏
の
「
い
か
が
侍
ら
ん
」
に
対
し
、
資
季
は
む
っ
と
し
、

思
わ
ず
口
を
つ
い
て
出
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。

５
は
、
具
氏
の
待
っ
て
い
ま
し
た
と
い
う
気
持
ち
が
会
話
の
長
さ
に
あ
ら

わ
れ
て
い
る
と
見
た
い
。「
は
か
ば
か
し
き
事
」
は
、
つ
ま
り「
和
歌
の
こ
と
」

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
学
び
（
知
り
侍
ら
ね
ば
）」
は
、「
和
歌
の
学
び
」

を
意
味
し
て
い
よ
う
。
そ
こ
で
「
そ
ぞ
ろ
ご
と
」
が
出
て
く
る
。
こ
の
言
葉

が
後
に
活
き
て
く
る
。
こ
こ
で
、
資
季
は
、
ま
だ
和
歌
に
関
わ
る
「
そ
ぞ
ろ

ご
と
」
と
し
て
捕
ら
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い

６
は
、「
ま
し
て
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
格
的
な
和
歌
の
質
問
で
も
答

え
ら
れ
る
、「
ま
し
て
」
些
細
な
質
問
な
ど
、
簡
単
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
。「
こ

こ
も
と
」
が
や
や
わ
か
り
に
く
い
。
辞
書
な
ど
に
は
、「
こ
こ
」
を
強
調
し

た
表
現
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ま
た
「
あ
き
ら
め
」
に

注
目
で
あ
る
。
こ
の
語
も
本
段
１
例
の
み
で
あ
る
。「
あ
ら
が
ひ
」
と
か
「
あ

き
ら
め
」
と
か
本
書
と
し
て
は
個
性
的
な
単
語
が
存
在
す
る
の
は
面
白
い
。

２
で
「
答
へ
申
さ
ざ
ら
ん
や
」
と
言
っ
た
の
が
、
こ
こ
で
は
「
あ
き
ら
め
申

さ
ん
」
と
あ
る
の
に
も
目
を
む
け
よ
う
。
わ
か
り
や
す
く
教
え
て
や
ろ
う
、

と
い
う
意
味
と
と
り
た
い
。
さ
ら
に
具
氏
を
見
下
げ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

７
は
、
近
習
と
女
房
が
、
会
話
に
加
わ
る
。
二
人
の
や
り
と
り
は
、
彼
等

（
近
習
・
女
房
）
の
眼
前
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
資
季
は
、
簡

単
に
引
き
下
が
ら
な
い
具
氏
に
、
面
子
を
つ
ぶ
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
だ
。

８
は
、「
興
あ
る
」
で
始
ま
っ
て
い
る
。
二
人
の
問
答
を
周
囲
が
興
味
を

持
っ
て
見
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ら
ば
二
人
の
や
り
と
り
は
、
口

角
泡
を
飛
ば
す
よ
う
な
激
し
い
も
の
で
は
な
く
、
お
互
い
に
表
面
的
に
は
冷

静
さ
を
保
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。「
あ
ら
そ
ふ
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
は
「
あ

ら
が
ふ
」
に
近
似
し
た
用
法
で
あ
る
。「
あ
ら
が
ふ
」
は
内
面
性
が
強
く
、「
あ

ら
そ
ふ
」
は
外
面
性
が
強
い
、
と
と
ら
え
て
お
く
。「
供
御
」
が
こ
こ
で
出
現
。

「
供
御
」
は
本
書
中
、
全
部
で
５
例
、
そ
の
う
ち
３
例
が
本
段
と
第
一
三
六

段
に
存
在
す
る
。
本
段
と
の
関
連
の
強
さ
は
、
こ
の
言
葉
で
も
判
断
で
き
る
。

９
は
、
御
前
で
の
「
あ
ら
が
ひ
（
あ
ら
そ
ひ
）」
と
な
っ
た
。
私
的
な
勝

負
が
、
公
的
な
御
前
試
合
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
う
な
っ
て

は
ど
ち
ら
も
後
に
ひ
け
な
い
。

10
は
、
具
氏
の
会
話
だ
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「
具
氏
」
と
明
示
し
て
い
る
。
こ

れ
は
３
も
同
様
。
名
前
が
明
示
さ
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
強
調
表
現
で
あ
ろ

う
。
３
の「
い
か
が
侍
ら
ん
」
は
、
本
段
の
構
成
に
お
い
て
重
要
な
会
話
だ
っ

た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
10
も
同
様
で
あ
る
。「
む
ま
の
き
つ
」
以

下
の
謎
々
は
、
２
の
唐
突
な
資
季
の
発
言
と
同
様
、
唐
突
で
あ
る
。
こ
こ
ら

へ
ん
は
具
氏
の
仕
返
し
の
雰
囲
気
が
す
る
。

11
は
、「
大
納
言
入
道
」
と
名
前
が
明
示
さ
れ
る
。
こ
れ
も
３
・
10
と
同
様
、

強
調
表
現
で
あ
る
。「
は
た
と
詰
り
て
」
で
返
答
の
し
よ
う
が
な
い
様
子
が

表
現
さ
れ
る
。
周
囲
の
者
の
描
写
が
な
い
の
は
、
お
そ
ら
く
資
季
同
様
の
気

持
ち
だ
っ
た
か
ら
だ
と
解
釈
し
て
お
く
。
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12
は
、
困
り
き
っ
た
資
季
の
、
や
っ
と
の
思
い
の
返
答
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
そ
ぞ
ろ
ご
と
」
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
や
む
を
え
な
い
が
、

見
事
に
具
氏
の
作
戦
に
の
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。「
言
ふ
に
も
足
ら
ず
」

で
お
さ
め
よ
う
と
し
て
も
、
具
氏
は
や
め
な
い
。

13
は
、「
深
き
道
」
が
、
和
歌
の
道
を
さ
す
の
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
５

の
会
話
が
こ
の
会
話
の
伏
線
に
な
っ
た
い
た
わ
け
で
あ
る
。
５
の
会
話
を
短

く
す
る
と
、
こ
の
13
の
会
話
に
な
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

14
は
、
ま
ず
、「
大
納
言
入
道
、
負
に
な
り
て
」
と
あ
る
。「
負
」
と
い
う

言
葉
も
本
書
中
、
こ
こ
と
、
他
に
１
例
し
か
な
い
。「
負
て
」
で
は
な
く
て
、

「
負
に
な
り
て
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
完
璧
に
負
け
た
の
で
は
な

く
、
作
戦
に
負
け
た
わ
け
で
、
極
論
す
れ
ば
具
氏
の
「
屁
理
屈
」
に
負
け
た

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。「
い
か
め
し
く
」
に
も
注
目
し
た
い
。
負
は
負
だ
が
、

「
い
さ
ぎ
よ
く
盛
大
に
」、
負
け
を
認
め
た
こ
と
へ
の
、
兼
好
の
評
価
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
後
の
「
け
る
と
ぞ
」
が
、
冒
頭
の
「
と
か
や
聞
え
け

る
人
、」
に
呼
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
本
段
の
主
人
公
は
、
具

氏
で
な
く
、
資
季
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

和
歌
の
名
手
資
季
が
、
若
手
の
具
氏
の
鼻
を
へ
し
お
ろ
う
か
と
考
え
た
が
、

和
歌
で
は
な
く
、
と
ん
で
も
な
い
謎
々
で
、
逆
襲
を
く
ら
っ
た
と
い
う
話
で

あ
る
。
し
か
し
、
具
氏
の
作
戦
が
常
識
外
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
資
季
の

歌
人
と
し
て
の
面
目
は
い
さ
さ
か
も
失
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
注
目
す
る
。

屁
理
屈
に
負
け
て
も
痛
く
も
か
ゆ
く
も
な
い
わ
け
で
、
そ
こ
で
あ
っ
さ
り
負

を
認
め
て
盛
大
に
ご
馳
走
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
負
け
た
資
季
の
株
を
あ
げ

た
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
た
い
。
な
お
、
藤
原
（
資
季
）
氏
と
源
（
具
氏
）

氏
の
勝
負
、
と
い
う
こ
と
も
関
わ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
稿
で
は
ふ
れ

な
い
。

四
、
お
わ
り
に

本
段
第
一
三
五
段
は
、
続
く
段
、
第
一
三
六
段
と
類
似
し
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
の
内
容
は
相
当
異
な
る
。
ど
ち
ら
も
主
人
公
が
上
か
ら
目
線
で
「
何

で
も
答
え
て
や
ろ
う
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
段
が
ど
こ
か
し
ら

「
め
で
た
し
め
で
た
し
」
の
印
象
が
感
じ
ら
れ
る
の
に
対
し
、
後
段
は
手
厳

し
く
と
っ
ち
め
ら
れ
た
と
い
う
ふ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
最
後
の
表
現

に
よ
る
の
で
あ
る
。
本
段
は
「
い
か
め
し
く
」
が
、
華
や
か
さ
を
引
き
出
し

て
い
る
が
、
後
段
は
「
ま
か
り
出
で
に
け
り
」
で
あ
る
。
主
人
公
が
そ
の
場

を
も
り
た
て
る
本
段
と
、
主
人
公
が
消
え
て
し
ま
う
後
段
で
は
お
の
ず
と
主

人
公
の
人
間
的
価
値
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

本
段
は
、
和
歌
の
名
手
資
季
と
和
歌
の
新
進
気
鋭
具
氏
と
の
問
答
で
あ
る

が
、
そ
の
和
歌
に
関
わ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
と
ま
っ
た
く
無
関
係
と
言
っ
て

い
い
謎
々
で
勝
負
が
つ
い
た
と
こ
ろ
に
ユ
ー
モ
ア
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
後
段
は
医
師
が
政
治
家
に
、
医
学
（
薬
学
）
の
教
養
的
知
識
を
問

う
た
の
に
、
基
本
的
な
こ
と
も
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
専
門
家
と
し
て
、
大

恥
を
か
い
た
の
で
あ
る
。
本
段
は
笑
い
話
で
す
む
が
、
後
段
は
専
門
家
と
し
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て
立
ち
上
が
れ
な
い
ほ
ど
の
打
撃
を
う
け
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

ま
と
め
れ
ば
、
本
段
に
よ
り
、
後
段
が
導
か
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。
本
段

は
、
後
段
の
引
き
立
て
役
で
あ
っ
て
、
兼
好
が
主
張
し
た
か
っ
た
の
は
、
後

段
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
小
松
英
雄
が
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る）

（（
（

。
彼
は
、「
本

段
は
、
た
だ
の
法
螺
な
ら
、
笑
っ
て
す
ま
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
、
後

段
は
、
専
門
的
な
事
柄
に
つ
い
て
法
螺
を
ふ
い
た
ら
命
取
り
に
な
り
か
ね
な

い
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
二
つ
の
順
序
を
入
れ
替
え
て
逆
に

す
る
と
、「
し
ま
り
が
な
く
な
っ
て
」
し
ま
う
と
述
べ
て
い
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
ふ
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
い
く
つ
か
の
学
説
に
、
本
段

は
、
前
段
の
第
一
三
四
段
と
関
連
す
る
旨
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
次
に
は
、

第
一
三
四
段
と
、
本
段
、
後
段
と
の
関
連
を
研
究
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い

る
。

注（
１
）『
徒
然
草
抜
書
』（
小
松
英
雄
・
講
談
社
学
術
文
庫
）
に
よ
る
。

（
２
）
本
学
紀
要
「
第
45
号
」「
第
46
号
」「
第
48
号
」
所
収
。

（
３
）『
徒
然
草
抜
書
』（
小
松
英
雄
・
講
談
社
学
術
文
庫
）
に
よ
る
。

（
４
）『
徒
然
草
』
の
第
二
四
三
段
で
、
最
終
段
に
あ
た
る
。

（
５
）『
徒
然
草
』（
日
本
古
典
文
学
全
集
・
小
学
館
）
の
本
文
に
よ
る
。

（
６
）『
徒
然
草
』（
日
本
古
典
文
学
全
集
・
小
学
館
）
の
頭
注
に
よ
る
。

（
７
）『
徒
然
草
全
注
釈　

上
巻
』（
安
良
岡
康
作
・
角
川
書
店
）

（
８
）『
徒
然
草
講
座　

第
二
巻
』（
吉
沢
貞
人
・
有
精
堂
）
に
よ
る
。

（
9
）『
徒
然
草
』（
日
本
古
典
文
学
全
集
・
小
学
館
）
の
頭
注
に
よ
る
。

（
10
）『
徒
然
草
抜
書
』（
小
松
英
雄
・
講
談
社
学
術
文
庫
）
に
よ
る
。


