
能
〈
竹
雪
〉
の
改
訂
上
演

村

上

　
　
　
　
　
　
　
　
　

湛
（
田
村
良
平
）

　
一
般
に
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
が
、
能
の
「
台
本
」
と
い
う
も
の
は
、
実
は
存

在
し
な
い
。

　
r
台
本
L
の
定
義
と
は
、
演
劇
畑
の
常
識
で
言
え
ば
、
「
セ
リ
フ
」
に
加
え
て
「
ト

書
き
」
の
完
備
さ
れ
た
、
実
演
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
定
本
で
あ
ろ
う
。
「
ト
書
き
」

と
は
簡
単
な
演
技
演
出
指
定
で
あ
り
、
そ
れ
な
く
し
て
r
セ
リ
フ
L
だ
け
で
は
演
劇

は

成

り
立
た
な
い
。
実
地
に
演
出
家
の
指
示
な
ど
は
別
途
伴
う
に
も
せ
よ
、
近
代
劇

の

通
念

で
は

「
台
本
」
あ
っ
て
の
演
劇
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
能
の
世
界
で
「
台
本
」
に
通
ず
る
役
割
を
果
た
す
も
の
は
、
セ
リ
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
し
づ
け

部
分
と
歌
謡
部
分
と
を
含
む
詞
章
に
、
節
付
（
声
楽
譜
）
を
伴
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
謡

本
で

あ
る
。
藝
事
の
伝
授
と
不
即
不
離
だ
っ
た
昔
は
、
謡
本
は
詞
章
・
節
付
併
せ
て

自
ら
書
写
す
る
、
あ
る
い
は
師
伝
と
と
も
に
授
け
て
も
ら
う
も
の
だ
っ
た
。
現
代
で

は
一
般
に
市
販
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
玄
人
も
素
入
も
同
じ
く
使
用
す
る
。

　
謡
本
は
、
現
代
で
は
流
儀
（
主
に
シ
テ
方
五
流
）
の
宗
家
・
家
元
に
よ
っ
て
独
占

頒
布
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
元
々
、
「
ト
書
き
」
に
類
す
る
も
の
は
記
述
さ
れ
な

い
の

が
例
で
あ
り
、
現
在
も
そ
れ
は
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
。
一
種
の
読
者
サ
ー
ヴ

イ
ス
と
し
て
、
そ
れ
に
類
す
る
記
事
が
付
記
さ
れ
て
い
て
も
、
実
演
に
益
す
る
本
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
つ
け

の

演
技
・
演
出
書
は
「
型
付
」
（
略
称
r
ツ
ケ
L
）
と
称
し
て
、
宗
家
・
家
元
、
ま
た

は

そ

れ
に

準
ず
る
家
の
独
占
状
態
に
あ
る
。
「
ツ
ケ
」
な
く
し
て
謡
本
だ
け
で
能
を

演
ず

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　

い

ま
述
べ
た
通
り
「
ツ
ケ
」
は
宗
家
・
家
元
の
厳
重
な
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
る

か

ら
、
た
と
え
ば
、
自
分
の
父
が
能
役
者
で
、
時
の
家
元
か
ら
詳
細
な
「
ツ
ケ
」
を

書
き
写
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
子
で
あ
る
役
者
が
流
内
で
相
応
の
立
場

に

な
け
れ
ば
、
父
所
持
の
「
ツ
ケ
」
に
基
づ
い
て
能
を
演
ず
る
こ
と
は
、
慣
例
上
許

さ
れ
な
い
。
同
じ
も
の
で
も
や
は
り
、
新
規
に
家
元
・
宗
家
か
ら
下
付
さ
れ
る
の
が

筋
な
の
だ
。
い
わ
ば
「
ツ
ケ
」
は
、
家
元
・
宗
家
の
権
威
を
支
え
る
最
重
要
の
装
置

の

一
つ
で

あ
っ
て
、
能
の
、
特
に
現
代
に
生
き
て
い
る
能
の
、
演
技
研
究
・
演
出
研

究
に

困
難
が
伴
う
の
は
、
実
に
こ
の
点
で
あ
る
。

　
能
楽
界
内
部
か
ら
の
逸
出
文
書
と
し
て
公
的
機
関
に
収
蔵
さ
れ
た
資
料
を
除
き
、

現
在
諸
流
で
実
用
に
付
さ
れ
る
「
ツ
ケ
」
は
、
簡
単
に
参
照
で
き
る
シ
ロ
モ
ノ
で
は

な
い
。
宗
家
・
家
元
と
個
人
的
に
親
し
い
者
で
あ
っ
て
も
、
外
部
の
人
間
が
そ
の
提

供

を
軽
々
し
く
願
え
る
態
の
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
格
的
に
研
究
・
鑑

賞
し
よ
う
と
思
う
者
は
、
お
の
ず
か
ら
自
分
で
舞
台
に
接
し
、
耳
目
を
も
っ
て
自
分

な
り
の
F
ツ
ケ
L
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
が
き

　
プ

ロ

の

世
界
で

も
事
情
は
類
似
す
る
。
能
の
型
に
は
常
の
演
式
と
、
替
工
や
小
書

と
称
す
る
特
別
の
異
式
と
が
あ
っ
て
、
後
者
は
年
功
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て

演
ず

る
こ
と
が
許
さ
れ
r
Q
O
　
r
ツ
ケ
L
の
披
見
が
許
さ
れ
る
の
は
、
原
則
と
し
て
自

ら
そ
の
能
を
演
ず
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
初
め
て
で
あ
る
か
ら
、
実
演
の
予
定
が
な
い

者
が
将
来
に
備
え
て
と
い
う
理
由
で
事
前
に
「
ツ
ケ
」
を
複
製
し
て
貰
え
る
こ
と
は
、

通
常
決
し
て
な
い
。
た
だ
し
、
実
地
に
見
聞
き
し
て
覚
え
て
し
ま
う
こ
と
は
、
自
ら

能
〈
竹
雪
〉
の
改
訂
上
演

村
上
　
湛
（
田
村
良
平
）
＊
言
語
文
化
学
科
　
准
教
授
　
平
安
朝
文
学
、
古
典
芸
能

47
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演
ず
る
演
じ
な
い
は
別
と
し
て
、
む
し
ろ
能
役
者
た
ち
に
推
奨
さ
れ
る
藝
道
上
の
心

得
で

も
あ
る
。
見
覚
え
た
も
の
は
筆
記
に
残
す
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
に
自
分
流
の

手
控

え
が
残
り
、
こ
れ
ま
た
時
代
が
経
つ
と
宗
家
・
家
元
公
認
の
「
ツ
ケ
」
と
同
格

の

権
威

を
発
揮
し
な
い
も
の
で
も
な
い
。

　
だ

が
、
い
わ
ゆ
る
「
遠
い
曲
」
、
す
な
わ
ち
め
っ
た
に
出
さ
れ
な
い
珍
曲
・
稀
曲

の

類

は
、
見
聞
き
し
覚
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
が
多
く
、
そ
の
場
合
は
じ
め
か

ら
「
ツ
ケ
」
を
参
考
に
し
な
い
と
上
演
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
こ
う
し
た
曲
は
、

一
度
手
が

け
て
も
将
来
再
演
す
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
か
ら
、
時
々
の
工
夫
を
凝

ら
す
こ
と
な
く
、
ま
ず
一
応
は
「
ツ
ケ
」
通
り
に
演
じ
て
事
足
れ
り
と
な
る
こ
と
も

多
い
。
こ
れ
は
、
普
段
し
ば
し
ば
舞
台
に
掛
け
ら
れ
て
演
ず
る
回
数
が
多
い
演
目
だ

と
、
そ
れ
が
許
さ
れ
る
立
場
の
役
者
で
あ
れ
ば
あ
え
て
「
ツ
ケ
」
を
踏
み
越
え
る
自

在

な
演
技
・
演
出
を
試
み
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
と
、
実
に
対
照
的
と
い
え
る
。
し
た

が
っ

て
、
「
遠
い
曲
」
ほ
ど
、
能
の
型
は
固
定
化
の
一
途
を
た
ど
り
、
そ
の
演
出
の

意
図
が
問
わ
れ
な
い
で
温
存
さ
れ
る
、
む
し
ろ
退
化
し
つ
つ
も
放
置
さ
れ
る
傾
向
が

強
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
け
の
ゆ
き

　
今

回
わ
た
く
し
が
補
綴
を
手
掛
け
た
能
〈
竹
雪
〉
は
、
現
在
で
は
シ
テ
方
三
流
派

に

の

み

残
さ
れ
た
稀
曲
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
能
と
し
て
よ
り
謡
曲
と
し
て
の
魅
力

の

た

め
か
、
宝
生
流
で
は
折
々
出
さ
れ
る
が
、
金
剛
流
で
は
廃
曲
同
然
。
参
考
曲
の

扱
い
で
宙
に
浮
い
て
い
た
喜
多
流
で
は
平
成
八
年
（
一
九
九
六
年
）
一
月
十
九
日
、

国
立
能
楽
堂
第
二
八
五
回
定
例
公
演
と
し
て
上
演
さ
れ
て
い
る
（
シ
テ
・
友
枝
昭

世
）
。
そ
の
時
は
堂
本
正
樹
・
小
田
幸
子
両
氏
の
演
出
再
考
に
よ
り
、
た
と
え
ば
金

剛
流
に
倣
っ
て
後
場
［
カ
ケ
リ
］
を
挿
入
す
る
な
ど
、
喜
多
流
の
み
な
ら
ず
他
流
の

演
出
も
参
考
に
取
り
入
れ
た
改
訂
版
だ
っ
た
。
わ
た
く
し
が
実
地
に
見
た
印
象
で
は

か

な
り
長
大
で
、
全
体
七
十
二
分
と
い
う
所
要
時
間
は
も
っ
と
詰
め
ら
れ
る
と
思
っ

て

い
た
。

　
堂
本
氏
に

は

「
宝
生
流
の
『
竹
雪
』
再
生
法
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
（
『
現
代
能

楽
』
四
号
・
一
九
八
七
年
三
月
。
の
ち
に
『
喝
食
抄
』
に
採
録
）
。
国
立
能
楽
堂
版

は
、
こ
の
発
想
に
基
づ
く
試
演
だ
っ
た
。
同
文
中
に
言
う
よ
う
に
そ
れ
ま
で
〈
竹

雪
〉
に
関
し
て
は
満
足
な
考
察
が
な
く
、
二
十
年
以
上
経
た
現
在
も
状
況
は
変
わ
っ

て

い

な
い
．
わ
た
く
し
が
試
み
た
今
回
の
上
演
版
に
つ
い
て
は
、
既
に
『
能
楽
タ
イ

ム

ズ
』
平
成
二
十
年
四
月
号
に
報
告
文
を
執
筆
し
た
が
、
紙
数
の
関
係
で
意
を
尽
く

せ

な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
あ
る
程
度
仔
細
な
報
告
を
試
み
る
の
も
、
能

楽
演
出
史
の
上
で
あ
な
が
ち
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
平
成
二
十
年
二
月
九
日
、
新
潟
市
民
芸
術
文
化
会
館
（
り
ゅ
う
と
ぴ
あ
）
能
楽
堂

で

r
雪
見
能
L
と
銘
打
つ
公
演
が
持
た
れ
た
。
本
格
的
な
常
設
能
舞
台
の
あ
る
当
所

だ

が
、
地
方
の
現
実
と
し
て
集
客
に
困
難
が
伴
う
た
め
、
能
・
狂
言
の
定
期
公
演
は

年

間
計
画
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
舞
台
第
一
の
特
色
は
、
鏡
板
を
横
に
引
き
開
け
る

と
ガ
ラ
ス
張
り
と
な
っ
て
竹
の
植
え
込
み
が
見
通
せ
る
仕
様
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
今
回
の
冒
頭
講
演
を
勤
め
た
歌
人
・
馬
場
あ
き
子
女
史
の
発
案
で
、
「
雪
の

降

る
時
期
に
、
竹
藪
の
雪
を
見
通
し
つ
つ
、
能
く
竹
雪
V
を
見
せ
よ
う
」
と
い
う
の

が
、
今
次
公
演
の
ひ
と
つ
の
趣
向
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
〈
竹
雪
〉
は
、
越
後
の
国

を
舞
台
と
し
た
能
な
の
だ
。
当
日
は
同
じ
く
雪
を
趣
向
と
し
た
狂
言
の
名
作
〈
木
六

wi

〉
　
（
シ
テ
・
山
本
東
次
郎
）
と
番
組
配
合
も
良
く
、
積
雪
は
少
な
か
っ
た
も
の
の
、

満
席
の
盛
況
で
あ
っ
た
。

　
能

〈
竹
雪
〉
の
あ
ら
す
じ
を
、
簡
単
に
記
し
て
お
こ
う
。

　

直
井
左
衛
門
（
ワ
キ
・
宝
生
閑
）
は
先
妻
を
離
別
（
た
だ
し
能
の
中
に
そ
の
理
由

は
明
記
さ
れ
な
い
）
o
嫡
子
た
る
兄
・
月
若
（
子
方
・
友
枝
雄
太
郎
）
を
自
分
が
引

き
取
り
、
妹
（
子
方
・
岡
見
真
希
）
は
長
松
の
在
所
に
隠
れ
住
む
先
妻
1
1
月
若
の
母



（
シ

テ
・
塩
津
哲
生
）
が
育
ん
で
い
る
。
直
井
が
寺
参
り
で
留
守
の
間
、
月
若
は
母

恋

し
さ
の
あ
ま
り
長
松
を
訪
ね
る
。
団
桑
も
束
の
間
、
本
宅
か
ら
迎
え
の
下
人
（
ア

イ
・
山
本
則
秀
）
が
来
訪
、
月
若
は
帰
宅
す
る
が
、
長
松
に
行
っ
て
い
た
こ
と
を
継

母

（
ア

イ
・
山
本
則
重
）
に
責
め
ら
れ
、
庭
囲
い
の
竹
に
降
り
積
も
る
雪
を
払
う
罰

を
与
え
ら
れ
た
揚
句
、
家
か
ら
閉
め
出
さ
れ
、
凍
死
し
て
し
ま
う
。
凶
報
が
長
松
に

至

り
、
母
と
妹
と
が
駆
け
付
け
月
若
の
遺
骸
を
掘
り
出
し
嘆
く
と
こ
ろ
に
直
井
が
帰

宅
。
自
ら
の
不
明
を
恥
じ
る
。
と
、
両
親
の
嘆
き
が
天
に
通
じ
、
虚
空
に
竹
林
の
七

賢
の
声
が
響
く
。
そ
の
利
益
に
よ
っ
て
月
若
は
蘇
生
。
喜
び
の
う
ち
に
両
親
は
復
縁

し
、
親
子
と
も
ど
も
直
井
の
家
は
末
代
ま
で
栄
え
た
。

　
地
謡
・
離
子
方
が
座
に
着
く
と
、
喜
多
流
の
〈
竹
雪
〉
で
は
シ
テ
は
出
シ
置
キ
が

定

め
で
あ
る
。
こ
れ
だ
と
舞
台
空
間
が
雑
然
と
す
る
の
で
改
め
、
間
狂
言
・
継
母
を

出
シ
置
キ
に
し
た
。
こ
う
な
る
と
前
場
で
は
、
本
舞
台
1
1
直
井
家
、
橋
掛
リ
＝
長
松

の

家
、
く
っ
き
り
と
し
た
対
比
が
出
、
入
物
の
出
入
り
に
無
駄
な
時
間
も
掛
か
ら
な

い
o

　
月
若
が
面
会
を
求
め
る
と
、
前
シ
テ
・
直
井
の
先
妻
が
子
方
を
先
立
て
て
幕
か
ら

出
る
。
前
述
の
如
く
喜
多
流
の
常
の
型
で
は
シ
テ
は
出
シ
置
キ
で
、
月
若
の
来
訪
に

先
立

ち
「
こ
の
ほ
ど
は
松
吹
く
風
も
淋
し
く
て
o
伴
な
ふ
物
は
月
の
影
。
人
も
訪
ひ

来
ぬ
隠
れ
が
の
。
柴
の
と
ぼ
そ
の
明
け
暮
れ
は
。
い
つ
ま
で
誰
を
長
松
の
。
緑
子
ゆ

ゑ

の

住
居

か

な
」
と
述
懐
の
〔
サ
シ
〕
を
謡
う
が
、
当
然
な
が
ら
今
回
は
省
い
た
。

　
月
若
の
妹
で
あ
る
が
、
原
設
定
で
は
月
若
の
姉
で
あ
る
。
が
、
今
回
勤
め
た
女
児

は

月
若
を
演
じ
た
男
児
よ
り
年
少
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
実
年
齢
に
合
わ
せ
て
変
更
、

齪
酷
が
な
い
よ
う
詞
章
の
細
部
を
調
整
し
た
。
本
来
で
あ
れ
ば
姉
に
ふ
さ
わ
し
い
子

方
を
探
す
べ
き
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
っ
ぽ
う
こ
の
能
で
は
、
妹
と
見
た
ほ
う
が
情

が
湧
く
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
一
長
一
短
が
あ
る
だ
ろ
う
。
子
方
払
底
の
折
か
ら
、

こ

う
し
た
臨
機
の
設
定
は
、
キ
チ
ン
と
考
え
た
末
の
こ
と
な
ら
ば
、
む
し
ろ
推
奨
す

べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
初
同
（
最
初
の
地
謡
部
分
）
の
う
ち
に
シ
テ
と
妹
は
位
置
を
入
れ
替
え
、
ニ
ノ
松

で

三
人
相
寄
り
、
「
親
子
な
ら
で
は
」
で
シ
テ
が
両
手
を
伸
ば
し
二
人
の
子
を
擁
し

て

ま
と
ま
っ
て
下
居
、
母
性
の
暖
か
さ
と
団
彙
の
心
を
見
せ
る
。
直
井
の
下
人
に
呼

び

出
さ
れ
た
月
若
が
後
座
に
ク
ツ
ロ
グ
と
、
シ
テ
は
そ
れ
を
見
送
る
心
で
ツ
メ
足

（
こ

う
し
た
細
部
の
演
技
が
利
か
な
い
と
、
こ
う
し
た
義
理
能
1
1
人
情
劇
を
扱
っ
た

能
作
品
は
面
白
く
な
い
）
、
妹
を
先
立
て
て
中
入
す
る
。

　
こ

の

あ
と
後
見
に
よ
っ
て
雪
持
竹
の
作
リ
物
が
舞
台
に
持
ち
出
さ
れ
る
。
畳
一
畳

分
ほ

ど
の
台
枠
に
笹
竹
を
幾
本
か
立
て
雪
綿
で
覆
い
、
青
竹
の
垣
で
囲
っ
た
、
こ
の

能
独
自
の
風
情
あ
る
作
リ
物
で
あ
る
。
こ
れ
を
通
常
は
舞
台
正
面
、
客
席
に
最
も
近

い
舞
台
端
に
置
く
が
、
今
回
は
舞
台
正
面
奥
、
難
子
方
の
前
に
変
え
た
。
役
者
の
演

技
空
間
を
広
く
取
る
た
め
と
、
後
述
す
る
よ
う
に
月
若
蘇
生
の
場
の
効
果
の
た
め
で

あ
る
。

　
継
母
が
苛
立
ち
、
月
若
に
樟
竹
（
他
流
は
笹
竹
）
を
押
し
付
け
て
退
場
。
こ
の
雪

を
払
わ
せ
る
件
で
、
通
常
で
は
継
母
が
月
若
の
小
袖
を
剥
ぎ
取
っ
て
下
着
姿
に
す
る

の

だ

が
、
今
回
は
こ
れ
を
止
め
た
。
小
袖
を
剥
ぎ
取
っ
て
は
、
い
か
に
も
「
凍
死
せ

よ
」
と
い
わ
ん
ば
か
り
の
殺
意
が
淀
ぶ
。
こ
れ
は
避
け
た
い
。
継
母
は
善
人
で
は
な

い
か

も
し
れ
な
い
が
、
極
悪
入
で
も
な
い
．
こ
れ
が
王
朝
物
語
以
来
、
古
浄
瑠
璃
に

も
よ
く
あ
る
、
「
自
ら
の
腹
を
痛
め
た
実
子
の
将
来
を
有
利
な
ら
し
め
る
た
め
継
子

を
虐
待
す
る
」
の
で
あ
れ
ば
、
　
一
思
い
に
殺
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
動
機
も
首
肯
し

得

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
能
に
そ
う
し
た
設
定
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ド
ラ
マ

の

自
然
さ
を
考
慮
す
る
に
、
や
は
り
こ
こ
は
「
継
母
の
過
失
の
結
果
の
事
故
死
」
と

し
た
い
。

　
そ
の
凍
死
の
場
で
、
子
方
は
舞
台
に
直
接
横
た
わ
り
、
後
見
が
上
に
白
練
　
（
純
白

能

〈
竹
雪
〉
の
改
訂
上
演

村
上
　
湛
（
田
村
良
平
）
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綾
織
の
小
袖
）
を
被
せ
る
の
が
常
の
型
で
あ
る
。
今
回
は
そ
う
せ
ず
、
子
方
自
ら
扇

を
舞
台
正
面
端
に
置
き
切
戸
口
か
ら
中
入
、
入
れ
替
わ
り
に
後
見
が
出
て
屍
骸
を
示

す
小
さ
な
白
練
を
出
シ
小
袖
に
持
ち
出
し
、
そ
の
上
に
扇
を
置
き
直
す
処
置
を
採
っ

た
。
常
だ
と
後
場
の
蘇
生
の
件
で
子
方
が
ム
ク
リ
と
起
き
上
が
り
、
滑
稽
の
感
が
湧

く
o
こ
れ
を
避
け
る
の
が
第
一
。
子
方
が
舞
台
に
横
た
わ
り
上
に
小
袖
を
被
せ
る
処

理
は

〈
谷
行
〉
に
も
見
ら
れ
る
が
、
伎
楽
鬼
神
が
登
場
し
て
小
袖
（
そ
こ
で
は
土
砂

を
示
す
）
を
剥
ぎ
飛
ば
す
勇
壮
な
型
を
見
せ
る
〈
谷
行
〉
だ
と
、
奇
蹟
の
実
現
が
視

覚
化
さ
れ
る
の
で
、
滑
稽
感
は
皆
無
で
あ
る
が
、
〈
竹
雪
〉
で
は
奇
蹟
を
起
こ
す
竹

林
の
七
賢
は
出
ず
地
謡
に
謡
わ
れ
る
だ
け
な
の
で
、
い
か
に
も
た
だ
一
人
寝
起
き
た

よ
う
に
見
え
る
の
だ
。
同
時
に
、
作
リ
物
の
蔭
か
ら
立
ち
出
た
ほ
う
が
r
奇
蹟
に
よ

っ

て
再
び
立

つ
L
意
外
性
が
顕
在
化
す
る
と
考
え
た
。
も
ち
ろ
ん
切
戸
口
と
は
、
能

舞
台
で
死
し
た
も
の
が
舞
台
進
行
の
中
で
退
場
す
る
の
に
使
用
さ
れ
る
の
が
決
ま
り

で

あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
そ
の
意
味
に
従
っ
た
。

　
後
シ
テ
の
出
の
段
は
、
詞
章
に
大
き
く
手
を
加
え
た
。
後
掲
に
詳
細
は
譲
り
こ
こ

で
簡
単
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
〔
一
声
〕
の
謡
の
あ
と
、
「
忘
れ
て
年
を
経
る
雪
の
～
小

車
の
わ
が
姿
」
を
削
除
し
地
謡
「
慣
は
ぬ
業
を
菅
蓑
や
」
に
繋
げ
、
「
ま
つ
笠
の
雪

を
払
は
ん
」
の
返
シ
句
か
ら
「
子
の
分
れ
路
を
悲
し
み
て
」
に
飛
び
、
そ
の
間
「
暁

梁
王
の

～
今
わ
れ
は
引
き
換
へ
て
」
も
削
除
。
こ
う
し
て
記
す
と
煩
雑
だ
が
、
残
し

た

部
分
は
存
外
う
ま
く
行
文
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
常
だ
と
、
雪
掻
き
の
エ

ブ

リ
を
持
っ
た
シ
テ
が
わ
が
子
の
屍
骸
を
探
り
つ
つ
雪
を
掻
く
型
を
す
る
の
が
見
ど

こ

ろ
に
な
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
見
た
目
の
風
情
本
位
で
あ
っ
て
、
「
眼
前
わ
が
子
が

雪
に

埋

も
れ
て
い
る
と
い
う
の
に
何
を
風
流
め
か
し
て
」
と
反
感
を
抱
く
の
が
劇
能

を
見
る
側
と
し
て
正
直
な
感
想
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
部
分
を
極
力
切
り
詰
め
た
の

で

あ
る
。
も
っ
と
も
、
文
学
的
情
緒
は
別
物
で
、
こ
れ
ま
た
能
の
彩
り
で
あ
り
、
あ

ま
り
性
急
な
省
筆
は
試
み
な
か
っ
た
。
型
の
見
せ
ど
こ
ろ
と
し
て
、
短
い
〔
ク
セ
〕

を
舞
う
こ
と
も
常
の
型
の
通
り
残
し
た
。
ま
た
、
「
す
は
や
死
骸
の
見
え
た
る
は
」

で
雪

を
掻
く
型
は
劇
的
頂
点
と
し
て
大
切
だ
か
ら
、
こ
こ
は
風
情
本
位
で
掻
い
て
み

せ

る
前
段
と
は
違
い
、
省
か
ず
し
っ
か
り
演
じ
て
も
ら
っ
た
。

　
最
後
の
蘇
生
の
場
で
は
、
地
謡
「
虚
空
に
聲
あ
り
て
」
の
あ
と
、
先
述
の
削
除
部

分
か

ら
「
か
の
唐
土
の
孟
宗
は
。
親
の
た
め
雪
を
分
け
箏
を
儲
け
け
り
」
と
一
部
を

変
え
て
こ
こ
に
補
入
し
「
竹
林
の
七
賢
」
に
続
け
た
。
原
詞
章
だ
と
こ
の
あ
た
り
の

展

開
が
速
す
ぎ
て
観
客
の
耳
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
充
分
伝
わ
ら
な
い
．
そ
う
な
る
と
奇

蹟
の
顕
現
が
認
識
さ
れ
ず
、
子
方
の
蘇
生
が
い
か
に
も
取
っ
て
付
け
た
よ
う
に
見
え

る
。
幾
分
か
で
も
そ
う
な
る
の
を
防
ぐ
意
図
で
あ
る
。
二
十
四
孝
の
孟
宗
と
、
竹
林

の

七
賢
と
、
説
話
世
界
は
異
な
っ
て
も
同
じ
く
竹
に
よ
っ
て
連
想
さ
れ
る
著
名
な
唐

人

を
併
置
し
、
古
入
の
起
こ
す
霊
験
の
印
象
を
強
め
た
。

　
な
お
、
孟
宗
が
孝
子
の
代
表
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
当
然
と
し
て
、
竹
林

の

七
賢
を
神
と
し
て
扱
う
の
は
い
か
に
も
苦
し
く
、
し
か
も
実
際
に
は
登
場
し
な
い

の
だ

か

ら
、
そ
の
点
に
こ
の
能
最
大
の
弱
点
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
詞
章
の
補
綴
で
幾

分
か
は
補
っ
た
つ
も
り
だ
が
、
あ
と
は
役
者
の
演
技
に
拠
る
以
外
な
い
。
こ
こ
で
宝

生

閑
の
ワ
キ
が
舞
台
正
面
上
方
を
キ
ッ
と
見
上
げ
た
面
構
え
が
美
事
で
あ
っ
た
。
シ

テ

も
同
様
の
演
技
で
同
方
向
を
見
据
え
、
こ
の
二
人
に
よ
っ
て
「
虚
空
に
聲
あ
り

て
」
を
実
感
さ
せ
た
の
は
偉
い
。
こ
う
し
た
演
技
意
識
の
共
有
が
、
常
の
能
で
は
な

か

な
か
見
ら
れ
な
い
の
が
実
情
な
の
で
あ
る
。

　
切
戸

口
か
ら
出
た
月
若
が
、
こ
こ
で
作
リ
物
を
回
り
込
む
よ
う
に
し
て
そ
の
前
に

立

つ

と
、
後
見
が
出
て
舞
台
端
の
出
シ
小
袖
を
引
く
。
前
後
す
る
が
、
子
方
の
扇
は

〔
ク
セ
〕
の
最
後
で
シ
テ
が
拾
い
上
げ
、
わ
が
子
の
遺
品
の
心
で
大
切
に
持
っ
て
い

る
が
、
シ
テ
は
舞
台
に
下
居
の
ま
ま
蘇
生
し
た
子
方
に
向
き
、
招
キ
扇
で
歓
喜
の
心

を
示
す
。

　
末
尾
で
は

節
付
に
音
楽
処
理
を
加
え
た
。
す
な
わ
ち
、
「
か
く
て
親
子
に
合
竹
の



～
も
と
の
如
く
に
榮
え
け
り
L
ま
で
の
リ
ズ
ム
構
成
を
変
え
、
平
ノ
リ
か
ら
大
ノ
リ

と
し
、
再
び
「
二
世
安
楽
の
」
で
平
ノ
リ
に
戻
し
た
。
末
尾
部
前
半
を
大
ノ
リ
に
変

え
た
の
は
、
世
阿
弥
原
作
〈
花
筐
〉
の
観
世
長
俊
改
訂
現
行
形
に
倣
っ
た
わ
け
で
は

な
い
が
、
大
ノ
リ
は
華
や
か
な
効
果
が
あ
る
か
ら
、
劇
展
開
に
無
理
の
続
く
こ
の
能

の

最
後
を
せ
め
て
も
盛
り
上
げ
る
た
め
で
あ
る
。
平
ノ
リ
に
戻
っ
た
と
こ
ろ
「
二

世
」
の
詞
章
で
文
字
ど
お
り
シ
テ
と
ワ
キ
が
シ
カ
と
向
き
合
っ
て
夫
婦
「
二
世
」
の

縁
の
復
活
の
心
を
示
す
。
こ
の
演
技
も
大
切
で
あ
る
。
子
方
二
人
を
先
立
て
て
シ
テ

は

幕
に
入
り
、
ワ
キ
が
留
拍
子
を
踏
ん
で
納
め
た
。

　
以

上
、
実
演
所
要
時
間
は
六
十
分
で
、
展
開
の
変
化
に
富
む
だ
け
に
冗
長
の
感
は

な
く
、
観
客
の
ウ
ケ
も
上
々
だ
っ
た
。
シ
テ
・
塩
津
哲
生
氏
、
ワ
キ
・
宝
生
閑
氏
、

そ

れ
ぞ

れ
現
能
楽
界
き
っ
て
の
実
力
者
の
好
演
を
軸
に
、
難
子
方
　
（
笛
・
松
田
弘
之
、

小
鼓
・
森
澤
勇
司
、
大
鼓
・
柿
原
崇
志
）
と
地
謡
（
地
頭
・
友
枝
昭
世
、
副
地
頭
．

香

川
靖
嗣
）
の
諸
氏
の
引
き
締
ま
っ
た
力
演
が
、
こ
の
准
一
級
作
品
の
再
考
上
演
に

大
き
な
支
え
と
な
っ
た
。

　
能
の
世
界
の
中
で
、
義
理
能
の
価
値
は
低
く
見
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
今
回
の
上
演

は

東
京
で
は
な
く
遠
隔
地
で
の
試
演
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
一
回
限
り
で
終
わ
る
可

能
性
が
高
い
の
だ
が
、
こ
う
し
た
見
直
し
作
業
が
今
後
も
着
実
に
な
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
非
名
作
の
名
の
下
に
埋
も
れ
て
い
る
能
の
い
く
つ
か
が
光
を
浴
び
、
新
た

な
価
値
を
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
現
在
の
能
全
体
の
ヴ
ォ
リ
r
t
ウ
ム
が
増
す

結
果
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
今
後
も
心
あ
る
入
た
ち
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
作
業
は
継

続

し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。

喜
多
流
　
能
〈
竹
雪
〉

　
◆
登
場
人
物

◇

改
訂
試
演
版
詞
章

　
　
シ
テ
・
直
井
の
先
妻
（
月
若
の
実
母
）

　
　
子
方
・
月
若
（
直
井
の
嫡
子
）

　
　
子
方
・
月
若
の
妹
姫

　
　
ワ
キ
・
直
井
左
衛
門
（
月
若
の
父
）

　
　
ア

イ
・
直
井
の
後
妻
（
月
若
の
継
母
）

　
　
ア
イ
・
直
井
家
の
下
人
（
左
衛
門
の
従
者
）

※

詞
章
の
う
ち
、
［
］
内
は
難
子
事
の
名
称
、
〔

1

〕
内
は
小
段
名
を
示
す
。

【直
井
の
左
衛
門
は
寺
に
参
籠
の
た
め
、
後
妻
に
留
守
を
任
せ
る
。
】

［名
ノ
リ
笛
］

　
〔
名
ノ
リ
〕

直
井
　
こ
れ
は
越
後
の
国
の
住
人
。
直
井
の
左
衛
門
と
申
す
者
に
て
候
。
さ
て
も
そ

れ
が

し
妻
を
持
ち
て
候
ふ
が
o
か
り
そ
め
な
が
ら
離
別
仕
り
。
あ
た
り
近
き
長
松
と

申
す
所
に
置
き
て
候
。
か
の
者
に
二
入
の
子
御
座
候
ひ
。
姫
を
ば
長
松
の
母
に
添
へ

置
き
。
月
若
を
ば
そ
れ
が
し
一
跡
を
譲
り
申
さ
ん
た
め
。
こ
の
屋
の
内
に
置
き
て
候
。

か
や

う
に
候
ふ
程
に
。
初
め
て
妻
を
語
ら
ひ
て
候
。
ま
た
そ
れ
が
し
は
宿
願
の
こ
と

候
間
。
程
近
き
所
に
参
籠
仕
り
候
は
ん
ず
る
間
。
月
若
が
こ
と
を
申
し
置
か
ば
や
と

存
じ
候
。

　
〔
問
答
〕

直
井
　
如
何
に
渡
り
候
ふ
か
。

後
妻
　
何
事
に
て
候
ふ
ぞ
。

直
井
　
さ
ん
候
た
だ
今
呼
び
出
す
申
す
こ
と
余
の
儀
に
あ
ら
ず
。
そ
れ
が
し
は
宿
願

の
こ

と
候
ふ
程
に
。
二
三
日
の
間
物
詣
仕
り
候
べ
し
。
そ
の
留
守
の
う
ち
月
若
を
よ

く
い
た
は
り
て
賜
は
り
候
へ
。
ま
た
い
つ
も
こ
の
頃
は
大
雪
降
り
積
も
り
候
へ
ば
。

能

〈
竹
雪
〉
の
改
訂
上
演

村
上
　
湛
（
田
村
良
平
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あ
た
り
の
竹
の
損
じ
候
。
殊
に
こ
の
ほ
ど
は
雪
気
に
な
り
て
候
。
自
然
雪
降
り
候
は

ば
。
召
使
の
者
と
も
に
仰
せ
付
け
ら
れ
竹
の
雪
を
払
は
せ
ら
れ
候
へ
。

後
妻

　
何
と
御
物
詣
と
候
ふ
や
o
め
で
た
う
や
が
て
御
下
向
候
へ
。
ま
た
竹
の
雪
の

こ

と
は
心
得
申
し
候
。
ま
た
月
若
殿
の
こ
と
よ
く
よ
く
労
は
れ
仰
せ
ら
れ
候
。
あ
ら

今
め
か
し
や
候
。
い
つ
方
へ
の
御
留
守
に
て
も
よ
く
労
は
ら
ぬ
こ
と
の
候
ふ
か
o

直
井
　
い
や
幼
き
者
の
こ
と
に
て
候
ふ
程
に
か
や
う
に
申
し
候
。
さ
ら
ば
や
が
て
下

向
申
し
候
べ
し
。

2
【
後
妻
の
邪
推
と
立
腹
。
月
若
は
失
踪
の
決
意
を
秘
め
長
松
に
赴
き
、
実
母
と
妹

　

に

対
面
。
】

　
〔
問
答
〕

後
妻
　
い
か
に
月
若
。
父
御
は
物
詣
と
て
御
出
で
候
。
御
留
守
の
問
に
月
若
を
よ
く

よ
く
労
は
れ
と
仰
せ
置
か
れ
て
候
。
こ
れ
は
今
め
か
し
き
こ
と
を
仰
せ
候
。
い
か
さ

ま
お
こ
と
は
殿
へ
わ
ら
は
が
悪
く
当
た
る
な
ど
と
告
口
を
し
て
あ
る
な
。
あ
ら
憎
や

憎
や
腹
立
や
。

月
若
　
げ
に
や
世
の
中
に
月
若
ほ
ど
。
果
報
な
き
者
よ
も
あ
ら
じ
。
明
暮
思
ひ
を
信

濃

な
る
秩
父
の
山
。
秋
果
て
ぬ
れ
ば
柞
の
森
の
。
頼
む
方
な
く
な
り
果
て
ぬ
o
た
だ

長
松
に
お
は
し
ま
す
。
母
と
妹
に
暇
を
乞
ひ
。
い
つ
方
へ
も
行
か
ば
や
と
思
ひ
候
。

い
か
に

月
若
が
参
り
て
候
。

先
妻
　
な
に
月
若
と
申
す
か
。
嬉
し
と
来
り
た
る
や
o
ま
つ
こ
な
た
へ
わ
た
り
候
へ
。

人
あ
ま
た
連
れ
て
来
り
た
る
か
。

月
若
　
い
や
一
人
参
り
て
候
。

先
妻
　
あ
ら
心
も
と
な
や
o
は
や
日
の
暮
れ
て
候
に
何
と
一
人
は
来
り
た
る
ぞ
。

月
若
　
さ
ん
候
た
だ
今
参
る
こ
と
は
継
母
御
の
。

先
妻
　
あ
あ
暫
く
。
名
の
ら
ず
は
い
か
c
そ
れ
と
も
夕
暮
の
。
面
影
変
る
。
月
若
か
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な
。
あ
は
れ
や
げ
に
わ
が
添
ひ
た
り
し
時
は
。
さ
こ
そ
も
て
な
し
か
し
づ
き
し
に
。

梓
弓
や
が
て
い
つ
し
か
引
変
へ
て
。
身
に
着
る
衣
は
た
だ
鶉
の
。
所
々
も
続
か
ね
ば
。

何

と
も
さ
ら
に
木
綿
垂
の
肩
に
も
掛
る
べ
く
も
な
し
。
花
こ
そ
綻
び
た
る
を
ば
愛
す

れ
。
芭
蕉
葉
こ
そ
破
れ
た
る
は
風
情
あ
れ
。

　
〔
下
歌
〕

地
謡
　
い
つ
く
に
風
の
溜
り
つ
s
。
寒
を
防
ぎ
け
る
ら
ん
。

　
〔
上
歌
〕

地
謡

　
短
夜
の
夢
か
や
見
れ
ば
驚
く
は
。
夢
か
や
見
れ
ば
驚
く
は
。
山
田
の
鹿
の
如

く
な
る
臥
所
荒
れ
た
つ
叢
に
。
尋
ね
て
来
る
志
。
親
子
な
ら
で
は
。
か
く
あ
ら
じ
親

子
な
ら
で
は
か
く
あ
ら
じ
。

3
【
本
宅
の
継
母
が
月
若
を
呼
ぶ
使
者
を
立
て
る
。
】

　
〔
問
答
〕

後下後下後
妻人妻人妻

あ
ら
不
思
議
や
。
月
若
が
見
え
候
は
ぬ
そ
や
o
い
か
に
誰
か
あ
る
。

御
前
に
候
。

月
若
は
い
つ
く
へ
行
き
て
あ
る
ぞ
。

さ
ら
に
存
ぜ
ず
候
。

い
や

い
や
推
量
し
て
候
。
先
に
ち
と
言
ひ

例
の
長
松
の
母
の
方
へ
告
口
し
に
行
き
て
あ
る
な
。

帰
り
あ
つ
て
召
す
と
申
し
て
連
れ
て
来
り
候
へ
。

下
人

　
畏
つ
て
候
。
い
か
に
申
し
侯
。
殿
の
御
帰
り
あ
つ
て
月
若
殿
を
召
さ
れ
候
。

急

い
で
御
帰
り
候
へ
。

先
妻
　
な
に
父
御
の
召
さ
れ
候
ふ
と
や
。
あ
ら
悲
し
や
た
ま
た
ま
来
り
た
る
も
の
を
。

さ
り
な
が
ら
召
に
て
候
は
ば
と
く
参
り
て
。
ま
た
こ
の
程
に
来
り
て
母
を
慰
め
候
へ
。

ご

と
を
し
て
あ
れ
ば
心
に
か
け
て
。

　
あ
ら
憎
や
。
た
だ
今
父
御
の
御



4
【
先
妻
1
1
実
母
、
心
を
残
し
つ
つ
月
若
と
別
れ
る
。
月
若
は
継
母
か
ら
答
め
ら
れ
、

　
罰
と
し
て
竹
の
雪
を
払
わ
さ
れ
る
。
】

　
〔
問
答
〕

下
人
　
い
か
に
申
し
候
。
月
若
殿
を
御
供
申
し
て
参
り
て
候
。

後
妻

　
い
か
に
月
若
。
さ
れ
ば
こ
そ
ま
た
長
松
に
行
き
て
告
口
し
て
あ
る
な
。
父
の

仰
せ
置
か
れ
て

候
。
雪
降
ら
ば
四
壁
の
竹
の
雪
を
払
は
せ
よ
と
仰
せ
候
ふ
が
。
こ
と

の

ほ

か
雪
降
り
て
候
ふ
程
に
。
急
い
で
竹
の
雪
を
払
ひ
候
へ
。

　
〔
上
歌
〕

月
若
　
さ
り
と
て
は
払
は
で
か
く
て
あ
る
な
ら
ば
。

地
謡
　
払
は
で
か
く
て
あ
る
な
ら
ば
。
わ
れ
の
み
な
ら
ず
。
母
上
も
妹
も
思
は
長
松

の

風
。
身
に
し
む
ば
か
り
更
く
る
夜
の
。
雪
寒
う
し
て
払
ひ
か
ね
。
帰
ら
ん
と
す
れ

ば

門
を
さ
す
。
明
け
よ
と
叩
け
ど
音
も
せ
ず
。
あ
ら
寒
や
堪
へ
難
や
。
月
若
助
け
よ
o

げ
に

や
無
常
の
荒
き
風
。
憂
き
身
ば
か
り
つ
ら
き
か
な
と
。
思
ふ
か
ひ
な
き
月
若
は

終
に
空
し
く
な
り
に
け
り
終
に
む
な
し
く
な
り
に
け
り
。

5
【
月
若
、
凍
死
し
た
態
に
て
切
戸
ロ
よ
り
退
場
。
凶
報
、
長
松
に
至
る
。
】

　
〔
立
チ
シ
ャ
ベ
リ
〕

下
人
　
な
に
と
申
す
そ
。
月
若
殿
雪
に
埋
も
れ
て
空
し
く
な
り
給
ひ
た
る
と
申
す
か
。

あ
ら
痛
は
し
の
御
事
や
候
。
さ
こ
そ
長
松
に
御
座
候
ふ
母
御
の
御
歎
き
候
は
ん
ず
ら

ん
。
や
が
て
こ
の
由
を
長
松
に
申
し
候
ふ
べ
し
。
い
か
に
申
し
候
。
月
若
殿
竹
の
雪

に

埋

も
れ
て
空
し
く
御
な
り
候
。

6
【
実
母
と
妹
姫
、
月
若
の
遺
骸
を
収
容
に
雪
中
に
出
で
立
つ
。
】

［
一声
］

能

〈竹
雪
〉
の
改
訂
上
演

村
上
　
湛
（
田
村
良
平
）

　

a
声
〕

先
妻
　
子
を
思
ふ
。
身
を
白
雪
の
ふ
る
ま
ひ
は
。

先
妻
・
妹
姫
　
降
る
に
帰
ら
ぬ
。
心
か
な
。

妹
姫

　
花
は

根

に
。
鳥
は
古
巣
に
帰
れ
ど
も
。

先
妻
　
わ
れ
は
再
び
こ
の
道
に
。
帰
ら
ん
こ
と
も
片
糸
の
。

先
妻
・
妹
姫
　
一
筋
に
た
だ
思
ひ
切
り
o

　
〔
上
歌
〕

地
謡
　
習
は
ぬ
業
を
菅
蓑
は
。
習
は
ぬ
業
を
菅
蓑
は
。
寒
風
も
溜
ま
ら
ず
。
い
つ
を

呉
山
に
あ
ら
ね
ど
も
。
笠
の
雪
の
重
さ
よ
老
の
白
髪
と
な
り
や
せ
ん
戴
く
雪
を
払
は

ん
ま
つ
笠
の
雪
を
払
は
ん
。

7
【
実
母
、
エ
ブ
リ
を
手
に
、
月
若
を
埋
め
た
白
雪
を
掻
き
退
け
る
。
母
と
妹
の
悲

　
嘆
。
】

　
〔
歌
〕

地
謡
　
子
の
別
路
を
悲
み
て
。
竹
の
雪
を
掻
き
除
く
る
。
わ
が
子
の
死
骸
あ
ら
ば
孟

宗
に
は
変
り
た
り
。
嬉
し
か
ら
ず
の
雪
の
中
や
。

　
〔
ク
セ
〕

地
謡
　
思
ひ
の
多
き
年
月
も
。
は
や
呉
竹
の
窓
の
雪
夜
学
の
人
の
燈
火
も
。
払
は
ば

や

が

て
消
え
や
せ
ん
。
谷
を
隔
つ
る
山
鳥
の
。
尾
を
踏
む
峰
の
竹
に
は
虎
や
住
む
ら

ん
恐

ろ
し
や
。
世
を
鶯
の
声
立
て
煙
は
竹
を
白
雪
の
明
石
と
い
へ
ば
須
磨
の
浦
の
。

海
人
の
焼
く
な
る
塩
や
ら
ん
o

　
〔
ロ
ン
ギ
〕

地
謡
　
空
に
知
ら
れ
て
木
の
下
に
。
降
る
雪
は
狼
籍
か
。
落
花
か
。

先
妻
　
母
は
泣
く
泣
く
雪
を
掻
け
ば
。

妹
姫
　
わ
れ
は
父
御
を
恨
み
て
人
知
れ
ぬ
涙
堰
き
あ
へ
ず
。
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地
謡
　
す
は
や
死
骸
の
見
え
た
る
は
。

先
妻
　
い
か
に
月
若
母
ぞ
か
し
。

妹
姫
　
兄
上
こ

そ
と
。

地
謡
　
呼
べ
ど
も
叫
べ
ど
も
。
答
ふ
る
声
の
な
ど
な
き
ぞ
。
消
え
よ
と
思
ふ
。

積

り
て
月
若
が
別
れ
を
何
に
磐
へ
な
ん
別
れ
を
何
に
た
と
へ
な
ん
。

8

雪
は

【直
井
、
帰
宅
し
て
月
若
の
死
を
知
る
。
妹
姫
と
先
妻
の
抗
議
。
直
井
の
後
悔
。
】

　
〔
問
答
〕

直
井
　
参
籠
の
日
数
は
や
明
き
て
候
間
。
下
向
仕
り
候
。
あ
ら
不
思
議
や
。
そ
れ
が

し
が
四
壁
に
当
っ
て
人
の
嘆
く
声
の
聞
え
候
ふ
は
い
か
に
。
あ
ら
心
も
と
な
や
候
。

こ

れ
は

疑
ふ
所
も
な
く
そ
れ
が
し
が
四
壁
の
竹
の
中
に
て
候
。
や
が
て
直
に
立
ち
越

え
尋
ね
ば
や
と
存
じ
候
。
や
。
さ
れ
ば
こ
そ
。
や
あ
姫
こ
れ
は
何
と
申
し
た
る
こ
と

そ
。妹

姫
　
さ
ん
候
月
若
御
は
長
松
へ
来
り
給
ひ
し
を
。
父
御
の
召
と
て
帰
り
て
候
へ
ば
。

竹
の
雪
を
払
へ
と
仰
せ
候
と
て
。
払
ひ
て
候
へ
ば
も
と
よ
り
衣
は
一
重
な
り
o
寒
風

に

責
め
ら
れ
て
空
し
く
な
り
て
候
ふ
を
。
情
あ
る
人
の
こ
の
由
を
か
く
と
申
し
候
ふ

程

に
。
母
上
こ
れ
ま
で
御
出
で
に
て
候
。
い
つ
れ
も
親
に
て
ま
し
ま
せ
ど
も
。
母
御

は

こ

れ
ほ

ど
悲
み
給
ふ
に
。
父
御
前
は
子
を
ば
思
ひ
給
は
ぬ
そ
や
o
継
母
御
を
ば
恨

む

ま
じ
。
た
だ
父
御
こ
そ
恨
め
し
う
候
へ
。

直
井
　
や
。
言
語
道
断
の
子
細
に
て
候
も
の
か
な
。
総
じ
て
月
若
に
竹
の
雪
を
払
へ

と
申
し
た
る
こ
と
は
ゆ
め
ゆ
め
な
き
こ
と
に
て
候
ぞ
と
よ
。
定
め
て
人
の
教
戒
に
て

ぞ
候
ふ

ら
ん
o
こ
れ
と
申
す
に
と
に
か
く
に
。
た
だ
そ
れ
が
し
が
科
に
候
へ
ば
。
返

す
返
す

も
面
目
な
う
こ
そ
候
へ
。

先
妻

身
は
梁
の
燕
の
習
ひ
。
栖
み
妬
き
事
を
聞
き
な
が
ら
o
さ
ま
を
も
今
ま
で
変

54

へ
ざ
る
は
。
か
れ
を
思
ふ
ゆ
ゑ
な
る
に
。
そ
も
継
母
は
い
か
な
れ
ば
。
こ
の
月
若
を

ば

殺

し
け
ん
o
よ
そ
の
歎
き
は
一
旦
の
思
ひ
。
た
だ
憂
き
身
ひ
独
り
の
歎
き
ぞ
か
し
。

命
惜
し
と
も
思
は
ず
。

直
井
　
身
は
白
雪
と
消
え
ば
や
な
。

　
〔
下
歌
〕

地
謡

　
理
や
面
目
な
や
思
は
ぬ
ほ
か
の
歎
き
か
な
。

9
　
［
両
親
の
悲
嘆
。

　
ち
出
る
。
】

竹
林
の
七
賢
の
霊
験
に
よ
り
月
若
蘇
生
、
切
戸
ロ
か
ら
再
び
立

　
〔
上
歌
〕

地
謡

　
二
人
の
親
の
悲
し
み
の
。
二
人
の
親
の
悲
し
み
の
。
不
思
議
な
る
憐
み
に
や
o

虚
空
に
声
あ
り
て
。
か
の
唐
土
の
孟
宗
は
親
の
た
め
雪
を
分
け
箏
を
儲
け
け
り
o
竹

林
の
七
賢
竹
ゆ
ゑ
消
ゆ
る
緑
子
を
。
ま
た
再
び
返
す
な
り
と
。
告
げ
給
ふ
御
声
よ
り
。

月
若
生
き
返
り
喜
び
は
日
々
に
添
ふ
。

10

【直
井
と
先
妻
の
復
縁
。
子
孫
繁
盛
の
大
団
円
o
】

　
〔
ノ
リ
地
〕

地
謡
　
か
く
て
親
子
に
合
竹
の
。
か
く
て
親
子
に
合
竹
の
。
世
を
古
里
を
改
め
て
。

も
と
の
如
く
に
栄
え
け
り
。

　
〔
歌
〕

地
謡
　
二
世
安
楽
の
縁
深
き
。
親
子
の
道
ぞ
あ
り
が
た
き
親
子
の
道
ぞ
あ
り
が
た
き
。


