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一

　
封
建
的
、
鎖
国
的
な
旧
日
本
の
文
化
は
、
所
謂
「
能
」
と
「
歌
舞
伎
」
と

を
今
日
に
残
し
た
。
こ
の
二
つ
の
珍
奇
な
演
劇 

種  

目 

ジ
ャ
ン
ル

は
、
そ
れ
ぞ
れ
長
い

伝
統
の
上
に
築
か
れ
た
特
殊
の
美
を
誇
つ
て
を
り
、
一
つ
は
、
貴
族
的
、
武

士
的
な
趣
味
を
、
一
つ
は
民
衆
的
、
市
井
的
な
趣
味
を
代
表
し
、
現
在
に
於

て
も
、
熱
心
な
支
持
者
を
も
つ
て
ゐ
る
。

　
凡
そ
世
界
の
舞
台
芸
術
を
通
じ
て
、
人
間
の
創
造
的
努
力
が
、
こ
れ
ほ
ど

犠
牲
的
に
、
あ
る
完
成
の
た
め
に
捧
げ
ら
れ
、
「
常
識
美
」
の
極
致
を
徐
々

に
、
無
意
識
に
築
き
上
げ
た
例
は
な
い
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
点
、
民
族
的
な
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も
の
或
は
時
代
的
な
も
の
と
、
個
人
的
な
も
の
或
は
天
才
的
な
も
の
と
を
、

そ
の
中
で
区
別
す
る
こ
と
は
甚
だ
困
難
な
の
で
あ
る
。

　
旧
日
本
文
化
の
特
色
は
、
道
徳
的
、
宗
教
的
で
は
あ
つ
た
が
、
哲
学
的
で

も
科
学
的
で
も
な
か
つ
た
。
西
洋
文
明
の
移
入
は
、
恐
ら
く
芸
術
の
分
野
に

於
て
、
最
も
相
容
れ
な
い
二
つ
の
潮
流
を
形
づ
く
る
結
果
に
な
つ
た
。
音
楽
、

美
術
、
舞
踊
、
そ
し
て
文
学
、
何
れ
も
、
さ
う
で
あ
る
。

　
過
去
五
十
年
の
歴
史
は
、
表
面
的
に
日
本
を
近
代
化
し
た
や
う
に
見
え
る

が
、
国
民
生
活
の
根
柢
に
は
、
ま
だ
ま
だ
多
く
の
封
建
的
な
も
の
、
意
識
的

に
伝
統
を
固
執
す
る
精
神
が
氾
濫
し
て
ゐ
る
。
殊
に
、
指
導
階
級
は
、
そ
の

教
養
に
於
て
、
常
に
鎖
国
的
で
あ
つ
た
。
国
際
的
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
種
の

危
惧
を
懐
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
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か
か
る
情
勢
に
於
て
、
近
代
芸
術
が
伸
び
伸
び
と
育
つ
筈
は
な
い
。
若
い

ヂ
ェ
ネ
レ
エ
シ
ョ
ン
の
な
か
に
さ
へ
、
三
百
年
前
の
感
情
が
眠
つ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
、
時
代
の
要
求
が
様
々
な
形
で
敏
感
な
精
神

を
ゆ
す
ぶ
つ
て
ゐ
る
こ
と
も
事
実
だ
。
芸
術
の
革
新
運
動
は
、
そ
れ
ゆ
ゑ
、

先
駆
的
で
あ
る
と
同
時
に
啓
蒙
的
な
色
彩
を
帯
び
る
。
美
術
、
音
楽
、
文
学
、

何
れ
も
、
欧
米
の
そ
れ
の
紹
介
か
ら
始
ま
つ
て
、
そ
の
コ
ピ
イ
、
模
倣
、
次

い
で
、
咀
嚼
の
時
代
に
は
ひ
る
。
現
代
日
本
の
生
活
は
、
公
平
に
み
て
、
ま

だ
「
近
代
芸
術
」
を
呼
吸
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
独
自
な
魂
を
盛
る
べ
き

普
遍
に
し
て
至
高
な
形
式
を
発
見
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
の
う
ち
で
、
現
代
日
本
が
、
や
や
自
負
を
以
て
、
わ
れ
わ
れ
の
芸
術
と
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称
し
得
べ
き
も
の
は
、
恐
ら
く
「
短
篇
小
説
」
で
あ
ら
う
。
殊
に
「
心
境
小

説
」
と
呼
ば
れ
る
作
家
の
内
生
活
の
記
録
は
、
そ
の
深
さ
、
そ
の
鋭
さ
、
そ

の
渋
さ
に
於
て
、
正
に
世
界
文
学
の
如
何
な
る
傑
作
に
も
比
肩
す
べ
き
も
の

を
も
つ
て
ゐ
る
。

　
嘗
て
、
否
、
今
も
な
ほ
、
美
術
家
は
巴
里
に
、
音
楽
家
は
維
納
に
遊
び
、

そ
の
技
を
練
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
多
数
の
作
家
は
、
外
国
語
の
散
文
を
読

み
こ
な
す
力
を
も
つ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
欧
米
の
演
劇
を
、

如
何
に
紹
介
し
、
模
倣
し
、
咀
嚼
し
た
か
？

　
民
衆
が
演
劇
を
生
む
と
い
ふ
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
水
準
が
一
定
の
高

さ
に
於
て
平
均
さ
れ
、
風
俗
の
規
準
が
社
会
的
に
統
制
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を

条
件
と
す
る
の
で
あ
る
。
現
代
日
本
の
公
衆
は
、
自
己
の
生
活
の
中
に
、
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「
演
劇
美
」
を
構
成
す
る
要
素
が
あ
る
か
な
い
か
を
ま
だ
知
ら
ず
に
ゐ
る
状

態
で
あ
る
。
真
の
意
味
で
の
「
近
代
的
舞
台
表
現
」
な
る
も
の
は
、
屡
々
そ

の
道
の
専
門
家
に
よ
つ
て
試
み
ら
れ
、
そ
し
て
失
敗
し
た
。
戯
曲
は
散
文
で

あ
り
す
ぎ
、
俳
優
は
人
形
で
あ
り
す
ぎ
、
劇
場
は
研
究
室
で
あ
り
す
ぎ
た
の

で
あ
る
。
一
言
に
し
て
云
へ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
精
神
的
娯
楽
と
し
て
の
現

代
劇
　
　
形
式
内
容
と
も
に
現
代
知
識
人
の
要
求
を
充
た
す
演
劇
　
　
と
い

ふ
も
の
を
も
つ
て
ゐ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
二

　
東
京
及
び
大
阪
の
商
業
劇
場
に
於
て
、
「
歌
舞
伎
」
の
外
に
、
「
新
派
」
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と
称
す
る
劇
団
が
、
現
代
生
活
の
舞
台
化
を
試
み
て
は
ゐ
る
が
、
そ
の
俳
優

の
教
養
は
、
寧
ろ
歌
舞
伎
俳
優
の
そ
れ
に
近
く
、
殊
に
、
近
代
文
学
の
理
解

に
乏
し
い
た
め
、
そ
の
写
実
主
義
は
殆
ど 

些  

末  

主  

義 

ト
リ
ヴ
ィ
ア
リ
ズ
ム

の
悪
ど
さ
に
堕
し
、

彼
等
自
身
に
親
し
み
あ
る
生
活
環
境
を
映
す
場
合
に
や
や
独
特
な
雰
囲
気
を

醸
し
出
す
に
す
ぎ
な
い
。

「
歌
舞
伎
」
も
「
新
派
」
も
、
倶
に
、
そ
の
観
客
層
は
極
め
て
狭
い
範
囲
に

限
ら
れ
て
ゐ
る
。
月
々
の
興
行
は
、
俳
優
個
人
個
人
の
奔
走
に
よ
つ
て
、
彼

等
の
「
ひ
い
き
」
と
称
す
る
後
援
者
た
ち
に
切
符
を
売
り
つ
け
な
け
れ
ば
成

立
し
な
い
有
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
ひ
い
き
」
な
る
も
の
は
、
多
く

は
伝
統
的
文
化
の
心
酔
者
で
あ
り
、
花
柳
界
を
中
心
と
す
る
浪
費
階
級
で
あ

る
。
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今
世
紀
の
初
め
、
欧
米
を
巡
業
し
た
川
上
音
次
郎
貞
奴
夫
妻
は
、
所
謂

「
新
派
」
の
創
始
者
で
あ
る
が
、
彼
等
は
、
そ
の
演
劇
的
訓
練
に
於
て
、
当

時
、
素
人
の
域
を
脱
し
て
ゐ
な
い
も
の
で
、
た
ま
た
ま
、
「
歌
舞
伎
」
の
模

倣
的
演
技
が
、
西
洋
人
の
好
奇
心
を
煽
り
、
彼
地
に
於
て
誰
も
予
期
し
な
か

つ
た
や
う
な
喝
采
を
博
し
た
の
で
あ
ら
う
。
た
だ
巴
里
に
於
て
ジ
ュ
ウ
ル
・

ル
ナ
ア
ル
が
唯
一
人
、
彼
等
の
舞
台
に
嘲
笑
を
投
げ
て
ゐ
る
の
は
、
炯
眼
と

い
ふ
べ
き
で
あ
る
。

「
歌
舞
伎
」
「
新
派
」
に
対
抗
し
て
起
つ
た
一
つ
の
演
劇
革
新
運
動
　
　
こ

れ
は
、
西
洋
諸
国
の
「
近
代
劇
運
動
」
に
相
通
ず
る
も
の
で
、
日
露
戦
争
後
、

俄
か
に
擡
頭
し
た
様
々
な
思
想
運
動
、
殊
に
、
一
般
の
文
学
熱
を
背
景
と
し

て
ゐ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
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坪
内
逍
遥
は
そ
の
先
駆
者
で
あ
る
。
彼
は
、
俳
優
研
究
所
を
起
し
、
イ
プ

セ
ン
の
「
人
形
の
家
」
を
上
演
し
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ヤ
の
翻
訳
演
出
を
試
み

た
。

　
次
に
、
小
山
内
薫
が
、
青
年
歌
舞
伎
俳
優
左
団
次
と
共
に
、
仏
蘭
西
の
そ

れ
に
傚
つ
て
「
自
由
劇
場
」
を
創
立
し
、
イ
プ
セ
ン
、
ブ
リ
ュ
ウ
、
そ
の
他

の
近
代
劇
を
紹
介
上
演
し
、
新
作
家
の
出
現
を
促
し
た
。

　
こ
れ
に
刺
激
さ
れ
て
、
多
く
の
研
究
劇
団
が
生
れ
る
一
方
、
歌
舞
伎
や
新

派
の
俳
優
が
続
々
「
新
劇
」
の
畑
へ
乗
り
込
ん
で
来
た
。
が
、
た
だ
単
に
、

西
洋
の
戯
曲
の
逐
字
的
翻
訳
や
そ
れ
を
お
手
本
に
し
た
若
年
作
家
の
た
ど
た

ど
し
い
脚
本
を
、
速
成
の
俳
優
に
や
ら
せ
る
と
い
ふ
だ
け
で
は
、
演
劇
自
体

の
魅
力
は
生
れ
て
来
な
い
。
イ
プ
セ
ン
、
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
イ
、
ハ
ウ
プ
ト
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マ
ン
、
シ
ョ
ウ
、
チ
ェ
エ
ホ
フ
、
メ
エ
テ
ル
ラ
ン
ク
等
は
、
そ
の
「
文
学
」

に
よ
つ
て
新
時
代
を
陶
酔
せ
し
め
は
し
た
が
、
舞
台
と
作
品
と
の
間
に
、
到

底
埋
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
空
白
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
時
、
「
新
劇
運

動
」
は
は
た
と
行
き
詰
つ
た
。

　
東
京
の
大
震
災
は
、
か
か
る
時
機
に
到
来
し
た
。
帝
都
の
商
業
劇
場
は
全

部
焼
失
し
た
。

　
小
山
内
薫
と
土
方
与
志
が
、
大
き
な
抱
負
を
以
て
、
「
築
地
小
劇
場
」
を

こ
の
灰
燼
の
な
か
に
建
て
た
。
小
山
内
は
主
と
し
て
露
西
亜
劇
を
、
土
方
は

主
と
し
て
独
逸
劇
の
紹
介
演
出
を
担
当
し
た
。
モ
ス
コ
オ
芸
術
座
の
コ
ピ
イ

を
初
め
、
欧
洲
大
戦
後
の
先
駆
的
傾
向
は
、
次
ぎ
次
ぎ
に
舞
台
の
見
本
と
な

つ
て
現
は
れ
た
。
ス
ノ
ビ
ズ
ム
の
勝
利
で
あ
つ
た
。
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三

　
演
劇
革
新
運
動
の
勃
興
以
来
、
純
粋
に
「
近
代
劇
」
を
目
指
す
こ
と
な
く
、

歌
舞
伎
俳
優
の
演
技
能
力
を
標
準
と
し
、
若
干
の
新
趣
向
を
盛
つ
た
「
歴
史

劇
」
を
書
く
作
者
が
輩
出
し
た
。
坪
内
逍
遥
、
岡
本
綺
堂
等
は
そ
の
代
表
的

な
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
彼
等
が
歩
む
道
と
は
全
く
別
に
、
寧
ろ
単
な
る
文
学
的

要
求
か
ら
、
西
洋
近
代
劇
の
思
想
と
形
式
と
を
追
求
し
た
新
作
家
は
、
当
然
、

商
業
劇
場
に
迎
へ
ら
れ
る
こ
と
が
遅
か
つ
た
。
真
山
青
果
、
中
村
吉
蔵
、
菊

池
寛
、
山
本
有
三
は
、
今
日
で
は
、
こ
の
一
群
を
代
表
す
る
大
家
で
あ
る
。

12現代日本の演劇



そ
れ
も
、
彼
等
の
作
品
の
す
べ
て
は
、
歌
舞
伎
乃
至
新
派
俳
優
の
主
な
る
も

の
に
よ
つ
て
舞
台
的
成
功
を
収
め
た
結
果
、
劇
作
家
と
し
て
の
確
乎
た
る
歩

を
占
め
得
た
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
意
味
に
於
て
は
、
彼
等
は
な
ほ
、
前
時
代

に
繋
る
何
も
の
か
を
、
意
識
的
に
せ
よ
、
無
意
識
的
に
も
せ
よ
、
身
に
つ
け

て
ゐ
る
と
思
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
真
山
青
果
は
、
秀
れ
た
技
術
家
で
あ
る
。
彼
は
、
現
在
で
は
時
た
ま
良
心

あ
る
問
題
劇
を
提
供
す
る
以
外
、
商
業
劇
場
の
註
文
に
応
じ
て
、
興
味
本
位

の
通
俗
劇
を
数
多
く
で
つ
ち
上
げ
て
ゐ
る
。
中
村
吉
蔵
は
、
イ
プ
セ
ン
の
研

究
家
と
目
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
初
期
の
一
幕
物
に
真
摯
な
態
度
が
見
ら
れ
る
だ

け
で
、
近
来
は
余
技
的
な
作
品
し
か
発
表
し
て
ゐ
な
い
。

　
菊
池
と
山
本
と
は
、
共
に
戯
曲
を
見
捨
て
て
、
小
説
の
み
を
発
表
す
る
や
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う
に
な
つ
た
。
劇
作
家
が
芸
術
的
に
も
経
済
的
に
も
酬
い
ら
れ
な
い
現
状
に

あ
つ
て
、
彼
等
の
才
能
は
、
真
に
こ
れ
を
求
め
る
方
向
に
伸
び
よ
う
と
す
る

は
亦
自
然
で
あ
る
。

　
も
と
も
と
菊
池
は
英
文
学
、
山
本
は
独
文
学
を
専
攻
し
た
。
一
は
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
作
家
の
、
一
は
、
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
イ
と
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
レ
ル
の
影
響

を
受
け
た
。
特
に
山
本
は
、
そ
の
熾
烈
な
正
義
観
と
一
作
を
も
忽
せ
に
し
な

い
芸
術
的
良
心
に
よ
つ
て
、
劇
壇
に
孤
高
の
地
位
を
築
い
た
。
が
、
何
れ
も
、

そ
の
気
質
か
ら
い
へ
ば
、
西
洋
的
で
あ
る
よ
り
も
東
洋
的
で
あ
り
、
そ
の
著

し
い
自
由
主
義
的
色
彩
に
も
拘
は
ら
ず
、
西
洋
演
劇
の
本
質
に
対
し
て
十
分

な
興
味
を
惹
か
れ
な
か
つ
た
こ
と
が
、
彼
等
の
演
劇
的
熱
情
を
早
く
も
冷
却

せ
し
め
た
一
大
原
因
で
あ
ら
う
。
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こ
れ
に
反
し
て
、
久
保
田
万
太
郎
は
、
そ
の
作
品
の
回
顧
的
な
主
題
と
保

守
的
な
生
活
感
情
と
に
拘
は
ら
ず
、
確
乎
た
る
文
学
的
精
神
を
以
て
こ
れ
を

貫
き
、
稀
に
み
る
純
粋
か
つ
新
鮮
な
舞
台
的
生
命
を
創
造
し
た
。
西
洋
劇
に

於
け
る
心
理
的
詩
味
の
伝
統
は
、
不
思
議
に
も
彼
の
手
に
よ
つ
て
初
め
て
日

本
の
劇
壇
に
移
さ
れ
た
と
い
つ
て
い
い
。
そ
の
世
界
は
極
端
に
狭
い
も
の
で

あ
る
が
、
雰
囲
気
の
描
写
と
会
話
の
劇
的
リ
ズ
ム
と
は
自
ら
彼
の
作
品
を
ユ

ニ
ッ
ク
な
も
の
に
し
て
ゐ
る
。
商
業
劇
場
は
、
そ
れ
ゆ
ゑ
に
、
彼
を
迎
へ
よ

う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
前
記
築
地
小
劇
場
の
創
立
は
、
様
々
な
意
味
で
新
時
代
の
作
家
を
刺
激
し

た
が
、
新
劇
当
事
者
の
気
ま
ぐ
れ
と
衒
学
的
態
度
は
、
遂
に
、
そ
こ
か
ら
有

為
な
作
家
も
、
訓
練
あ
る
俳
優
を
も
生
み
出
す
に
至
ら
ず
、
間
も
な
く
、
小

15



山
内
の
死
と
共
に
、
劇
団
は
崩
壊
し
た
。

　
こ
の
期
間
に
、
別
の
方
面
で
、
西
洋
近
代
戯
曲
の
大
部
な
翻
訳
出
版
が
行

は
れ
た
。
浪
漫
主
義
よ
り
表
現
派
ま
で
の
、
あ
ら
ゆ
る
先
駆
的
作
品
は
、
悉

く
日
本
語
で
読
み
得
る
や
う
に
な
つ
た
。
仏
蘭
西
劇
が
新
し
い
面
貌
を
も
つ

て
登
場
し
た
。

　
旧
劇
俳
優
に
魅
力
を
感
ぜ
ず
、
所
謂
新
劇
俳
優
の
技
術
を
信
じ
な
い
少
数

の
新
進
劇
作
家
は
、
勢
ひ
、
「
未
来
の
劇
場
」
の
た
め
に
書
か
ざ
る
を
得
な

く
な
つ
た
。
こ
こ
で
、
改
め
て
、
「
戯
曲
の
本
質
」
と
い
ふ
問
題
が
考
へ
ら

れ
、
「
舞
台
の
言
葉
」
を
探
す
努
力
が
続
け
ら
れ
た
。

　
そ
の
結
果
が
、
漸
く
現
は
れ
た
。
こ
の
二
三
年
来
、
劇
文
学
の
領
域
に
於

16現代日本の演劇



て
は
、
舞
台
と
関
係
な
く
、
著
し
い
進
化
が
認
め
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
。

　
一
時
、
若
い
演
劇
的
ス
ノ
ブ
を
総
動
員
し
得
た
観
の
あ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

演
劇
が
、
再
び
鳴
り
を
ひ
そ
め
て
以
来
、
真
に
才
能
あ
る
戯
曲
作
家
の
一
群

が
そ
れ
ぞ
れ
質
実
な
、
同
時
に
溌
剌
た
る
作
品
を
彼
等
の
同
人
雑
誌
に
発
表

し
て
、
輝
や
か
し
い
未
来
を
約
束
し
は
じ
め
た
。

　
彼
等
の
書
く
も
の
は
、
も
は
や
、
歌
舞
伎
乃
至
新
派
俳
優
の
手
に
お
へ
ぬ

も
の
で
あ
る
。
更
に
ま
た
、
所
謂
今
日
ま
で
の
新
劇
俳
優
と
呼
ば
れ
る
も
の

の
西
洋
翻
訳
劇
の
経
験
の
み
を
も
つ
て
し
て
は
、
満
足
な
表
現
を
期
待
す
る

こ
と
が
困
難
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
恐
ら
く
近
代
の
教
養
と
感
覚
と
が
、

生
活
そ
の
も
の
の
う
ち
で
整
理
さ
れ
た
、
品
位
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
富
む
演
技

を
必
要
と
す
る
こ
と
が
誰
に
で
も
わ
か
る
の
で
あ
る
。
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が
、
さ
う
い
ふ
素
質
の
演
技
は
、
恐
ら
く
、
俳
優
が
舞
台
の
上
で
修
得
す

る
も
の
で
は
な
く
、
生
れ
な
が
ら
、
少
く
と
も
、
俳
優
を
志
す
と
同
時
に
会

得
し
て
ゐ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
言
ひ
換
へ
れ
ば
、
将
来
、
全
く
別
な
方
向
か

ら
、
俳
優
志
望
者
を
募
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
現

在
の
劇
場
は
何
れ
を
見
て
も
、
か
か
る
素
質
を
も
つ
た
青
年
男
女
を
惹
き
つ

け
る
や
う
な
好
餌
が
な
い
。
演
劇
の
地
平
線
は
、
ま
だ
暗
雲
に
閉
さ
れ
て
ゐ

る
。

　
東
京
の
大
劇
場
で
は
、
欧
米
の
都
市
で
す
ら
見
ら
れ
な
い
や
う
な
悪
趣
味

と
幼
稚
さ
が
幅
を
き
か
し
、
半
素
人
の
研
究
劇
団
は
、
常
に
収
支
が
償
は
ぬ

た
め
、
気
息
奄
々
た
る
有
様
で
あ
る
。
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昨
年
の
暮
、
「
わ
が
演
劇
文
化
の
向
上
発
展
を
期
す
る
」
目
的
で
、
新
劇

関
係
者
の
全
部
を
網
羅
す
る
一
つ
の
連
絡
協
力
の
機
関
が
設
立
さ
れ
た
。
日

本
新
劇
倶
楽
部
が
こ
れ
で
あ
る
。
営
利
劇
場
に
対
抗
し
て
、
真
に
演
劇
芸
術

の
孤
城
を
守
ら
う
と
す
る
同
志
の
結
合
で
あ
る
が
、
そ
の
事
業
は
、
極
め
て

広
汎
で
、
且
つ
限
定
さ
れ
て
ゐ
る
に
も
せ
よ
、
こ
の
機
運
は
、
何
れ
な
ん
ら

か
の
実
を
結
ぶ
で
あ
ら
う
。

　
日
本
演
劇
の
特
殊
性
に
興
味
を
も
つ
人
々
が
、
こ
の
消
息
に
多
大
の
関
心

を
示
す
だ
ら
う
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
特
殊

な
も
の
を
誇
示
す
る
前
に
、
先
づ
、
世
界
共
通
の
文
化
の
樹
立
を
心
が
け
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
過
去
の
遺
産
に
よ
つ
て
の
み
生
き
よ
う
と
す
る
民
族
の
精

神
的
怠
惰
と
戦
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
わ
が
歌
舞
伎
や
能
の
審
美
的
価
値
は
、
欧
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米
人
に
如
何
に
評
価
さ
れ
よ
う
と
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
半
面
に
於
け
る
文

化
的
反
動
性
を
指
摘
し
て
、
現
代
生
活
に
何
等
慰
藉
と
鞭
撻
と
を
与
へ
る
も

の
に
非
ざ
る
こ
と
を
、
大
声
に
叫
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
率
直
に
過
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
報
道
は
、
愛
国
者
で
あ
る
と
同
時
に
、

国
際
人
た
ら
ん
と
す
る
一
日
本
人
の
、
共
に
真
理
と
美
を
愛
す
る
世
界
の
同

胞
に
向
つ
て
、
示
し
得
る
モ
デ
ス
ト
な
宣
言
で
あ
る
。
（
一
九
三
五
・
一
一
）
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