
能
に
『
黒
塚
』
（
観
世
流
は
『
安
達
が
原
』
）
と
い
う
曲
が
あ
る
。
作

者
は
定
か
で
は
な
く
、
金
春
禅
竹
説
、
世
阿
弥
が
作
っ
て
近
江
能
に

送
っ
た
と
い
う
説
、
あ
る
い
は
も
と
も
と
近
江
能
で
あ
っ
た
と
い
う

（
１
）

説
な
ど
諸
説
が
あ
る
。
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
年
）
に
観
世
に
よ
る
上

（
２
）

演
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
上
演
記
録
の
初
出
と
さ
れ
る
。

『
黒
塚
』
の
物
語
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
那
智
の
東
光
坊
の
阿
闇
梨
祐
慶
」
な
る
山
伏
の
一
行
が
、
陸
奥

安
達
が
原
に
行
き
暮
れ
、
一
軒
の
庵
に
宿
を
求
め
る
。
庵
の
主
人
は
、

糸
繰
り
を
生
業
と
す
る
一
人
の
老
婆
だ
っ
た
。
庵
の
粗
末
さ
を
理
由

謡
曲
『
黒
塚
』
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
個
人
性
と
日
常
性
の
相
剋
Ｉ

一

に
一
旦
は
拒
ん
だ
老
婆
も
、
山
伏
の
た
っ
て
の
願
い
に
一
行
を
迎
え

入
れ
る
。
山
伏
に
請
わ
れ
て
糸
車
を
繰
っ
て
見
せ
た
後
、
老
婆
は
夜

寒
の
た
め
薪
を
取
り
に
裏
山
に
あ
が
る
と
い
い
、
そ
の
あ
い
だ
閨
の

中
を
覗
か
な
い
こ
と
を
一
行
に
約
束
さ
せ
る
。
し
か
し
、
老
婆
の
様

子
に
か
え
っ
て
疑
念
を
抱
い
た
従
者
が
中
を
覗
く
。
閨
に
は
膿
血
腐

燗
の
人
の
死
骸
が
山
と
積
ま
れ
て
あ
っ
た
。
従
者
の
知
ら
せ
に
山
伏

も
閨
の
中
を
見
、
一
行
は
驚
き
恐
れ
て
逃
げ
だ
し
て
ゆ
く
。
そ
の
後

か
ら
は
、
怒
り
も
あ
ら
わ
に
鬼
女
と
変
じ
た
負
柴
の
老
婆
が
追
い
す

が
る
。
山
伏
は
必
死
に
祈
り
、
や
が
て
鬼
女
は
調
伏
さ
れ
る
。

ワ
キ
に
よ
る
調
伏
は
次
の
よ
う
な
激
し
い
も
の
で
あ
る
。

（
地
謡
）
即
身
成
仏
と
明
王
の
、
繋
縛
に
か
け
て
責
め
か
け
責
め

（
３
）

か
け
、
祈
り
伏
せ
に
け
り
さ
て
懲
り
よ
。

出
岡
宏
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こ
の
激
し
さ
と
関
連
し
て
か
、
『
黒
塚
』
を
人
食
い
鬼
女
の
調
伏

證
と
い
う
単
純
な
能
と
み
な
す
見
方
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
雑
誌
「
観

世
」
に
お
け
る
座
談
会
「
『
安
達
原
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
昭
和
四
十
九
年

九
月
号
）
な
ど
で
は
そ
の
よ
う
な
見
方
で
座
談
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

鳥
居
明
雄
氏
は
、
『
黒
塚
』
が
本
来
近
江
猿
楽
の
曲
で
あ
っ
た
と

い
う
説
に
関
心
を
寄
せ
、
近
江
猿
楽
と
日
吉
社
、
さ
ら
に
天
台
修
験

と
の
結
び
つ
き
を
示
唆
し
て
い
る
。
即
ち
「
『
黒
塚
』
に
お
け
る
祐

慶
の
辺
境
・
死
稜
世
界
か
ら
の
脱
出
と
鬼
女
調
伏
は
、
通
過
再
生
儀

礼
と
し
て
の
神
秘
体
験
に
他
な
ら
な
く
、
『
黒
塚
』
の
成
立
衝
動
に

（
４
）

天
台
山
伏
の
宣
布
性
が
あ
っ
た
こ
と
は
充
分
認
め
ら
れ
る
」
と
考
え

（
５
）

る
の
で
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
『
黒
塚
』
の
使
用
面
が
以
前
は
〈
蜜
〉

と
さ
れ
て
い
た
の
は
、
調
伏
さ
れ
る
べ
き
対
象
と
し
て
の
鬼
畜
的
造

形
を
計
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
、
女
の
夜
行
入
山
と
い
う
振
る
舞
い

や
「
鬼
一
口
」
と
い
う
鬼
女
姿
な
ど
も
、
シ
テ
の
持
つ
著
し
い
「
山

姥
的
性
格
」
を
表
し
て
い
る
と
い
う
。

ま
た
「
山
伏
が
ワ
キ
の
曲
は
、
成
立
が
古
い
の
だ
ろ
う
と
言
わ
れ

（
６
）

て
い
る
」
と
指
摘
す
る
徳
江
元
正
氏
も
同
様
に
近
江
能
と
の
関
わ
り

を
示
唆
し
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
謡
曲
集
』
の
解
題
も
「
近
江
能

と
す
る
伝
承
に
確
証
は
な
い
が
、
可
能
性
は
あ
ろ
う
」
と
す
る
。

し
か
し
、
『
黒
塚
』
と
い
う
能
の
発
生
事
情
が
以
上
の
よ
う
に
推

定
さ
れ
る
に
し
て
も
、
『
黒
塚
』
の
訶
章
を
素
直
に
辿
る
と
き
に
は
、

こ
の
曲
の
シ
テ
が
、
単
純
素
朴
な
鬼
畜
調
伏
護
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
内

省
的
な
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

シ
テ
の
抱
く
人
生
へ
の
深
い
嘆
き
は
、
鬼
畜
調
伏
と
い
う
能
に
た
ま

た
ま
付
け
加
え
ら
れ
た
、
意
味
の
な
い
文
飾
と
し
て
片
づ
け
て
し
ま

う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ま
た
、
「
近
江
猿
楽
は
、
大
和
猿
楽
に
比

（
７
）

し
て
人
間
味
の
勝
っ
た
鬼
能
を
演
じ
て
い
た
」
と
い
う
指
摘
が
近
江

能
の
本
態
を
捉
え
て
い
る
と
す
れ
ば
、
『
黒
塚
』
の
シ
テ
に
人
間
的

苦
悩
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
自
然
な

こ
と
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

と
こ
ろ
で
ま
た
、
能
に
は
改
作
と
い
う
こ
と
が
多
く
行
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
『
葵
上
』
は
世
阿
弥
が
近
江
系
の
古
い
能
を
改
作
し
た
も

の
と
さ
れ
て
い
る
し
、
『
松
風
』
は
田
楽
の
古
い
能
を
観
阿
弥
が
改

（
８
）

作
し
、
そ
れ
を
さ
ら
に
世
阿
弥
が
改
作
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
『
柏
崎
』

『
鵜
飼
』
は
榎
並
左
衛
門
五
郎
原
作
の
能
を
世
阿
弥
が
改
作
し
た
も

の
で
あ
る
。
『
申
楽
談
儀
』
に
は
こ
の
二
曲
に
つ
い
て
「
い
づ
れ
も
、

悪
き
所
を
ば
除
き
、
よ
き
こ
と
を
入
ら
れ
け
れ
ば
、
皆
世
子
の
作
成

（
９
）

く
し
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
大
が
か
り
な
改
作
を
行
っ
た
こ
と
が
窺

わ
れ
る
。
逆
に
、
『
右
近
』
は
世
阿
弥
原
作
を
観
世
信
光
が
改
作
し

た
と
推
定
さ
れ
る
能
で
あ
り
、
『
雲
林
院
』
は
古
作
の
能
を
世
阿
弥

が
改
作
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
改
作
さ
れ
て
現
行
に
至
っ
て
い
る
と
推

（
Ⅲ
）

定
さ
れ
て
い
る
。

世
阿
弥
が
一
四
二
三
年
次
男
元
能
に
相
伝
し
た
と
さ
れ
る
伝
書
、

『
三
道
』
に
は
、
当
時
新
し
く
作
ら
れ
評
判
を
と
っ
た
能
は
み
な
古
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い
能
の
改
作
で
あ
る
旨
が
書
か
れ
、
『
百
万
』
『
静
』
『
丹
後
物
狂
』

『
松
風
』
『
恋
重
荷
』
『
自
然
居
士
』
な
ど
と
い
っ
た
具
体
例
が
示
さ

れ
た
の
ち
、

い
づ
れ
も
Ｉ
～
、
本
風
を
以
て
再
反
の
作
風
也
。
其
当
世
ノ
ー

に
よ
り
て
、
少
々
言
葉
を
変
へ
、
曲
を
改
め
て
、
年
々
去
来
の

花
種
を
な
せ
り
。
後
々
年
以
て
同
反
た
る
べ
き
定
、
如
此
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
能
も
時
勢
の
変
化
に
応
じ
、
芸
の
花
が
咲

く
よ
う
心
が
け
て
改
作
さ
れ
て
き
た
の
だ
か
ら
、
今
後
も
同
じ
よ
う

に
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

能
は
、
或
る
創
意
に
満
ち
た
個
人
に
よ
っ
て
大
幅
な
改
変
を
、
そ

し
て
長
い
伝
統
の
途
次
に
お
い
て
微
細
な
改
変
の
蓄
積
を
受
け
て
き

た
芸
能
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
『
黒
塚
』
と
い
う
曲
も
、

天
台
修
験
と
の
結
び
つ
き
を
も
っ
て
発
生
し
た
に
も
せ
よ
、
能
と
い

う
大
き
な
伝
統
の
な
か
で
、
鬼
畜
調
伏
讓
と
い
う
単
純
な
話
が
、
や

が
て
人
間
の
内
奥
の
苦
悶
を
織
り
込
ん
だ
意
義
深
い
能
へ
と
育
て
ら

（
Ⅲ
）

れ
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
ま
た
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
際
、
『
黒
塚
』
の
「
鬼
女
」
は
逃
げ
て
ゆ
く
山
伏
に
追
い
す
が
り
、

次
の
よ
う
に
叫
ぶ
。

（
シ
テ
）
い
か
に
あ
れ
な
る
客
僧
止
ま
れ
と
こ
そ
、
さ
る
に
て
も

隠
し
置
き
た
る
閨
の
内
を
、
あ
さ
ま
に
な
さ
れ
申
し
つ
る
、
恨

み
の
た
め
に
来
り
た
り
。

シ
テ
は
、
人
食
い
の
鬼
畜
と
し
て
山
伏
を
襲
う
た
め
で
は
な
く
、

約
定
を
違
え
た
山
伏
に
恨
み
を
表
明
す
る
た
め
に
現
れ
る
。
そ
れ
は

『
古
事
記
』
に
お
け
る
、
己
の
死
稜
の
姿
を
あ
ら
わ
に
さ
れ
た
伊
耶

那
美
の
、
「
吾
に
辱
見
せ
つ
」
と
い
う
叫
び
に
も
通
じ
る
悲
痛
な
言

葉
で
あ
る
。

馬
場
あ
き
子
氏
は
、
「
こ
の
残
酷
な
最
後
の
背
信
行
為
に
よ
っ
て
、

か
ず
か
ず
の
情
念
の
贄
を
秘
め
た
閨
を
の
ぞ
か
れ
た
女
が
、
差
恥
の

き
わ
み
鬼
と
な
る
こ
と
は
む
し
ろ
美
し
す
ぎ
る
く
ら
い
人
間
的
な
こ

（
吃
）

と
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
、
膿
血
腐
燗
の
死
体
も
、
そ
し
て
「
鬼
」

も
、
女
の
秘
め
ら
れ
た
情
念
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
読
み

を
展
開
し
て
い
る
。

黒
塚
の
女
に
は
秘
め
た
情
念
の
贄
が
あ
っ
た
。
女
は
そ
れ
を
こ
と

さ
ら
隠
そ
う
と
し
、
山
伏
は
約
定
に
反
し
て
そ
れ
を
覗
き
見
、
驚
き

恐
れ
、
逃
げ
出
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
相
手
の
恥
、
そ
の
意
味
で
相
手

の
真
体
を
あ
ら
わ
に
目
視
し
た
後
に
、
ほ
と
ん
ど
生
理
的
な
拒
絶
を

改
め
て
突
き
つ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
二
重
の
辱
め
を
与

え
る
行
為
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
『
黒
塚
』
の
女
が
鬼
に
変
じ
る
と
は
、

そ
の
深
い
差
恥
に
基
づ
く
激
し
い
怒
り
を
表
現
す
る
た
め
だ
、
と
ま

ず
は
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
『
黒
塚
』
の
「
鬼
」
の
意
味
は
こ
れ
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
膿
血
腐
燗
の
閨
を
、
あ
る
情
念
の
象
徴
と
読

む
か
ら
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
表
現
を
必
要
と
す
る
根
深
い
恨
み
を
背

負
っ
た
情
念
が
、
糸
を
繰
る
老
婆
に
秘
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。
そ
も
そ
も
、
山
奥
に
一
人
隠
れ
住
み
、
人
生
の
長
さ
を
嘆
き

な
が
ら
糸
を
繰
る
老
婆
と
い
う
造
形
自
体
既
に
尋
常
な
も
の
で
は
な

く
、
そ
こ
に
「
鬼
」
を
予
感
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

馬
場
氏
の
指
摘
に
従
う
な
ら
、
人
間
か
ら
変
じ
た
「
鬼
」
と
は
、
要

す
る
に
日
常
の
輝
か
し
い
表
舞
台
か
ら
の
放
逐
者
な
い
し
逸
脱
者
な

（
魁
）

の
で
あ
る
。
人
里
離
れ
、
一
人
隠
れ
住
む
『
黒
塚
』
の
老
婆
は
、
そ

の
存
在
の
仕
方
に
お
い
て
既
に
「
鬼
」
性
を
秘
め
て
い
る
と
い
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。

シ
テ
に
秘
め
ら
れ
た
情
念
の
内
実
を
読
み
解
く
た
め
に
、
前
ジ
テ

の
在
り
よ
う
を
辿
っ
て
み
よ
う
。
シ
テ
の
最
初
の
言
葉
は
次
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。

（
シ
テ
）
げ
に
侘
び
人
の
慣
ら
ひ
ほ
ど
、
悲
し
き
も
の
は
よ
も
あ

ら
じ
、
か
か
る
憂
き
世
に
秋
の
来
て
、
朝
げ
の
風
は
身
に
し
め

ど
も
、
胸
を
休
む
る
こ
と
も
な
く
、
き
の
ふ
も
空
し
く
暮
れ
ぬ

れ
ば
、
ま
ど
ろ
む
夜
半
ぞ
命
な
る
、
あ
ら
定
め
な
の
生
涯
や
な
。

前
ジ
テ
は
こ
の
よ
う
に
自
分
の
今
を
秋
と
捉
え
、
辛
く
、
そ
し
て

空
し
く
長
い
人
生
を
か
こ
つ
の
で
あ
る
。
同
時
に
「
胸
を
休
む
る
こ

と
も
な
く
」
「
き
の
ふ
も
空
し
く
」
と
い
っ
た
訶
章
か
ら
は
、
シ
テ

に
は
何
ら
か
の
衝
迫
が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
叶
わ
な
い
で
い
る
こ

一
一

と
が
窺
わ
れ
る
。

や
が
て
シ
テ
の
庵
を
訪
れ
た
ワ
キ
の
一
行
は
、
シ
テ
に
今
宵
の
宿

の
礼
を
述
べ
た
の
ち
、
そ
こ
に
置
か
れ
て
あ
る
糸
車
に
目
を
止
め
、

ぜ
ひ
そ
れ
を
操
っ
て
み
せ
て
ほ
し
い
と
言
う
。
そ
れ
に
対
す
る
シ
テ

の
対
応
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（
シ
テ
）
げ
に
恥
づ
か
し
や
旅
人
の
、
見
る
目
も
恥
ぢ
ず
い
つ
と

な
き
、
賤
が
業
こ
そ
も
の
蟇
け
れ
、
（
ワ
キ
）
今
宵
留
ま
る
こ
の

宿
の
、
主
の
情
深
き
夜
の
、
（
シ
テ
）
月
も
さ
し
入
る
、
（
ワ
キ
）

閨
の
内
に
、
（
地
謡
）
真
麻
苧
の
糸
を
繰
り
返
し
、
真
麻
苧
の
糸

を
繰
り
返
し
、
昔
を
今
に
な
さ
ば
や
。

「
恥
づ
か
し
や
」
と
い
う
言
葉
と
「
見
る
目
も
恥
ぢ
ず
」
と
い
う

言
葉
と
は
一
見
矛
盾
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
賤
の
業
た
る
糸
繰
り

を
旅
人
に
見
せ
る
こ
と
を
「
恥
」
と
認
識
す
る
反
省
的
自
己
と
、
に

も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
糸
繰
り
と
い
う
業
に
取
り
込
ま
れ
て
ゆ
く
自
己

が
、
同
時
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
た
く
み
に
表
現
し
た
訶
章
な
の

だ
ろ
う
。
シ
テ
は
ワ
キ
の
視
線
を
恥
じ
つ
つ
始
め
た
そ
の
糸
繰
り
に
、

次
第
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
で
自
分
の
思
い
を
紡
ぎ
だ
す
。
そ
こ
で

歌
い
起
こ
さ
れ
る
「
昔
を
今
に
な
さ
ば
や
」
と
い
う
願
い
と
は
、
だ
か

ら
、
茅
屋
に
一
人
暮
ら
す
老
婆
が
日
毎
夜
毎
に
糸
を
繰
り
つ
つ
心
に

思
わ
ざ
る
を
得
な
い
願
い
で
あ
る
。
後
に
歌
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ

は
華
や
か
な
美
し
い
昔
へ
の
思
い
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
さ
ら
に
、

（
シ
テ
）
賤
が
績
み
麻
の
夜
ま
で
も
、
（
地
謡
）
世
渡
る
業
こ
そ
も
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の
憂
け
れ
。

と
い
う
、
現
在
の
在
り
よ
う
に
対
す
る
慨
嘆
へ
と
転
じ
る
。
こ
の
、

過
去
へ
の
思
慕
と
現
在
へ
の
慨
嘆
と
い
う
対
照
構
造
が
、
『
黒
塚
』
の

女
を
特
徴
づ
け
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
こ
の
現
在
へ
の
慨

嘆
は
、
す
ぐ
さ
ま
次
の
よ
う
な
よ
り
大
き
な
嘆
息
へ
と
転
じ
ら
れ
る
。

（
シ
テ
）
あ
さ
ま
し
や
人
界
に
生
を
受
け
な
が
ら
、
か
か
る
憂
き

世
に
明
け
暮
ら
し
、
身
を
苦
し
む
る
悲
し
さ
よ
・

「
か
か
る
憂
き
世
」
と
は
直
接
に
は
零
落
し
、
糸
車
を
繰
っ
て
生

活
す
る
現
在
を
指
す
が
、
更
に
、
老
残
の
身
で
な
お
華
や
か
な
過
去

の
再
来
を
願
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
、
苦
し
く
空
し
い
人
間
の
一
生
と

い
う
も
の
に
対
す
る
慨
嘆
の
念
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い

だ
ろ
う
。
女
は
、
過
去
に
照
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
零
落
の
今
の

悲
し
さ
を
思
い
、
過
去
を
思
う
願
い
の
空
し
さ
に
照
ら
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
人
生
の
ま
ま
な
ら
ぬ
残
酷
を
噛
み
し
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
シ
テ
の
嘆
き
に
対
し
て
、
「
は
か
な
の
人
の
言
の
葉

や
」
と
口
を
挟
ん
だ
ワ
キ
は
、

（
ワ
キ
）
ま
づ
生
身
を
助
け
て
こ
そ
仏
身
を
願
ふ
便
り
も
あ
れ
。

（
地
謡
）
か
か
る
憂
き
世
に
な
が
ら
へ
て
、
明
け
暮
れ
隙
な
き
身

な
り
と
も
、
心
だ
に
ま
こ
と
の
道
に
か
な
ひ
な
ば
、
祈
ら
ず
と

て
も
終
に
な
ど
、
仏
果
の
縁
と
な
ら
ざ
ら
ん
。

と
諭
そ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
は
如
何
に
も
通
り
一
遍
の
教
え
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
シ
テ
は
む
し
ろ
「
た
だ
こ
れ
地
水
火
風
の
、
仮
に
し

ば
ら
く
も
纒
は
り
て
、
生
死
を
輪
廻
し
、
五
道
六
道
を
巡
る
こ
と
、

た
だ
一
心
の
迷
ひ
な
り
」
と
ワ
キ
の
言
葉
を
奪
っ
て
そ
の
先
を
続
け

る
の
だ
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
訶
章
へ
と
導
か
れ
る
。

（
地
謡
）
お
よ
そ
人
間
の
徒
な
る
こ
と
を
案
ず
る
に
、
人
さ
ら
に

若
き
こ
と
な
し
、
終
に
は
老
い
と
な
る
も
の
を
、
か
ほ
ど
は
か

な
き
夢
の
世
を
、
な
ど
や
厭
は
ざ
る
我
な
が
ら
、
徒
な
る
心
こ

そ
、
恨
み
て
も
か
ひ
な
か
り
け
れ
。

若
者
も
た
ち
ま
ち
老
い
、
死
ん
で
ゆ
く
夢
の
よ
う
に
傍
い
こ
の
世

を
、
何
故
自
分
は
厭
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
。
い
つ
ま
で
も
こ
の

世
へ
の
思
い
を
断
ち
切
れ
な
い
情
け
な
い
心
が
恨
め
し
い
、
と
い
っ

た
意
味
で
あ
ろ
う
。
恨
め
し
い
と
嘆
か
れ
る
の
は
、
そ
の
思
い
が
自

分
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
思
い
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
そ
の
思
い
は
「
恨
み
て
も
か
ひ
な
か
り
け
れ
」
と
突
き
放
さ
れ
る
。

シ
テ
は
仏
教
の
教
え
に
無
知
な
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
深
い
知
識
を

も
っ
て
人
間
の
生
死
輪
廻
を
「
た
だ
一
心
の
迷
ひ
」
と
喝
破
す
る
。

に
も
関
わ
ら
ず
自
分
の
執
心
を
如
何
と
も
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
知

識
が
あ
っ
て
も
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
過
去
へ
の
執
心
を
シ
テ
は
嘆
い
て

い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ワ
キ
は
「
先
づ
生
身
を
助
け
て
こ
そ
」
と

現
在
を
語
る
。
過
去
へ
の
思
い
に
沈
む
シ
テ
と
、
現
在
を
未
来
に
繋

げ
よ
う
と
す
る
ワ
キ
の
在
り
よ
う
と
は
は
っ
き
り
と
食
い
違
っ
て
い

る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
シ
テ
の
苦
し
み
は
ワ
キ
に
理
解
さ
れ

て
い
な
い
。
ワ
キ
の
無
理
解
な
言
葉
に
晒
さ
れ
て
、
孤
独
の
う
ち
に
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自
己
の
境
涯
を
嘆
く
シ
テ
は
や
が
て
、
糸
繰
り
と
共
に
紡
ぎ
だ
さ
れ

る
「
昔
」
の
幻
に
ひ
と
り
入
り
込
ん
で
ゆ
く
。

（
地
謡
）
さ
て
そ
も
五
条
あ
た
り
に
て
、
夕
顔
の
宿
を
尋
ね
し
は
、

（
シ
テ
）
日
蔭
の
冠
着
し
、
そ
れ
は
名
高
き
人
や
ら
ん
、
（
地
謡
）

賀
茂
の
御
生
に
飾
り
し
は
、
（
シ
テ
）
糸
毛
の
車
と
こ
そ
聞
け
、

（
地
謡
）
糸
桜
、
色
も
盛
り
に
咲
く
頃
は
、
（
シ
テ
）
来
る
人
多
き

春
の
暮
れ
、
（
地
謡
）
穂
に
出
づ
る
秋
の
糸
薄
、
（
シ
テ
）
月
に
夜

を
や
待
ち
ぬ
ら
ん
、
（
地
謡
）
今
は
た
賤
が
繰
る
糸
の
、
（
シ
テ
）

長
き
命
の
つ
れ
な
さ
を
、
（
地
謡
）
長
き
命
の
つ
れ
な
さ
を
、
思

ひ
明
石
の
浦
千
鳥
、
音
を
の
み
ひ
と
り
泣
き
明
か
す
、
音
を
の

み
ひ
と
り
泣
き
明
か
す
。

糸
を
繰
り
つ
つ
、
「
糸
尽
く
し
」
の
う
た
に
よ
っ
て
王
朝
物
語
を

思
わ
せ
る
よ
う
な
華
や
か
な
「
昔
」
が
紡
が
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
昔
は

や
や
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
過
去
の
あ
る
一
点
へ
の
執
着
と
い

う
よ
り
も
、
過
ぎ
ゆ
く
時
間
そ
の
も
の
に
対
す
る
執
着
と
い
う
印
象

さ
え
受
け
る
。
過
ぎ
去
っ
て
い
っ
た
時
間
が
そ
の
中
心
部
分
に
お
い

て
、
華
や
か
な
王
朝
絵
巻
を
漠
然
と
灯
し
出
し
て
い
る
。
そ
の
昔
が

華
や
か
に
表
象
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
賤
し
い
「
糸
繰
り
」
を
生

業
と
し
て
い
る
現
在
が
、
よ
り
空
し
く
、
光
を
失
っ
た
も
の
と
し
て

照
り
返
さ
れ
る
。
昔
と
今
が
「
糸
」
に
よ
っ
て
結
ば
れ
、
そ
し
て
互

い
が
互
い
の
華
や
か
さ
と
暗
さ
を
強
調
し
あ
う
。
そ
の
孤
独
な
相
互

振
幅
が
、
『
黒
塚
』
の
女
の
秘
め
ら
れ
た
情
念
の
核
心
で
あ
る
。
孤

独
の
う
ち
に
過
去
を
思
っ
て
泣
く
女
の
閨
に
は
、
あ
て
も
な
い
暗
い

怨
念
が
集
積
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
醜
く
忌
む
べ
き
情
念
と
し
て
、
シ

テ
自
身
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
『
黒
塚
』
の
「
膿
血
腐
燗
」

の
閨
と
は
こ
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
。

『
黒
塚
』
の
女
は
日
常
社
会
と
隔
絶
し
て
い
る
。
失
わ
れ
た
時
間

へ
の
執
着
と
い
う
こ
と
が
『
黒
塚
』
の
女
を
日
常
社
会
か
ら
逸
脱
さ

せ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
能
と
は
、
そ
も
そ
も
失
わ
れ
た
も
の
へ
の
執

着
と
い
う
こ
と
を
主
題
と
し
て
扱
っ
て
き
た
側
面
を
持
つ
芸
能
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
過
去
へ
の
執
着
を
描
く
他
の
能
を
瞥
見
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
過
去
へ
の
執
着
が
、
他
の
曲
に
お
い
て
も
日
常
と
齪
齢
す

る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

例
え
ば
、
物
狂
い
と
呼
ば
れ
る
人
々
を
シ
テ
と
す
る
能
が
あ
る
。

愛
す
る
肉
親
や
夫
、
妻
、
或
い
は
主
君
と
い
っ
た
存
在
と
生
き
別
れ

た
シ
テ
が
、
そ
の
失
わ
れ
た
相
手
を
思
う
悲
し
み
の
あ
ま
り
日
常
を

逸
脱
し
て
ゆ
く
話
で
あ
る
。
『
柏
崎
』
で
は
シ
テ
が
物
狂
い
に
変
じ

る
さ
ま
が
、

（
シ
テ
）
夫
に
は
死
し
て
の
別
れ
と
な
り
、
た
だ
ひ
と
り
忘
れ
形

見
と
も
頼
ま
う
ず
る
、
子
の
行
く
へ
を
も
白
糸
の
、
乱
れ
心
や

狂
ふ
ら
ん
。

一
一
一
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と
端
的
に
説
明
さ
れ
る
。
失
わ
れ
た
も
の
、
去
っ
て
い
っ
た
も
の
へ

の
執
着
が
、
シ
テ
の
心
を
乱
れ
さ
せ
、
狂
わ
せ
て
い
る
。
女
は
、
そ

れ
ま
で
日
常
生
活
を
送
っ
て
い
た
柏
崎
を
「
狂
ひ
出
で
」
て
、
わ
が

子
を
求
め
て
諸
国
を
衝
僅
う
物
狂
い
と
な
る
。
そ
の
姿
は
日
常
の

人
々
か
ら
は
は
っ
き
り
と
特
異
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。

（
シ
テ
）
あ
ら
む
つ
か
し
の
童
ど
も
や
、
な
に
と
て
わ
ら
は
を
ば

笑
ふ
ぞ
、
な
に
物
狂
ひ
な
る
ほ
ど
に
笑
ふ
と
や
。

シ
テ
は
、
物
狂
い
の
姿
を
こ
の
よ
う
に
子
供
た
ち
に
見
と
が
め
ら

れ
る
存
在
で
あ
る
。
或
い
は
『
桜
川
』
に
お
い
て
は
、
里
人
が
、
ワ

キ
の
僧
侶
に
向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

重
人
）
こ
こ
に
面
白
き
事
の
候
。
女
物
狂
ひ
の
候
ふ
が
、
美
し

き
槻
ひ
網
を
持
ち
て
、
桜
川
に
流
る
る
花
を
抄
ひ
候
ふ
が
、
け

し
か
ら
ず
面
白
う
狂
ひ
候
。
こ
れ
に
し
ば
ら
く
御
座
候
ひ
て
、

こ
の
物
狂
ひ
を
幼
き
人
に
も
見
せ
参
ら
せ
ら
れ
候
へ
。

シ
テ
は
「
面
白
き
事
」
と
し
て
人
々
の
注
意
を
引
く
存
在
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
「
面
白
」
さ
は
、
シ
テ
の
内
面
を
知
る
こ
と

に
よ
っ
て
次
の
瞬
間
に
は
深
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
ま
ず
は
通
常
人

と
異
な
る
存
在
に
対
す
る
、
奇
異
の
意
識
に
端
を
発
し
て
い
る
こ
と

は
否
め
な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
物
狂
い
を
シ
テ
と
す
る
能
は
、
何
を
主
題

と
し
、
ど
の
よ
う
な
結
末
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
桜
川
』
の
シ
テ
は
、
人
商
人
に
連
れ
去
ら
れ
た
桜
子
と
い
う
名
の

わ
が
子
を
捜
し
求
め
る
女
な
の
で
あ
る
が
、
シ
テ
は
川
に
流
れ
る
花

を
掬
い
取
ろ
う
と
す
る
わ
け
を
次
の
よ
う
に
語
る
。

（
シ
テ
）
さ
ん
候
わ
が
古
里
の
御
神
を
ば
、
木
華
開
耶
姫
と
申
し

て
、
御
神
体
は
桜
木
に
て
御
入
り
候
。
さ
れ
ば
別
れ
し
わ
が
子

も
そ
の
御
氏
子
な
れ
ば
、
桜
子
と
名
づ
け
育
て
し
か
ば
、
神
の

御
名
も
開
耶
姫
、
尋
ぬ
る
子
の
名
も
桜
子
に
て
、
又
こ
の
川
も

桜
川
の
、
名
も
な
つ
か
し
き
、
花
の
ち
り
を
、
あ
だ
に
も
せ
じ

と
思
ふ
な
り
。

散
り
落
ち
て
流
れ
去
っ
て
ゆ
く
桜
の
花
が
、
わ
が
子
桜
子
を
思
わ

せ
る
の
で
あ
る
。
一
般
の
人
に
と
っ
て
は
た
だ
の
美
し
い
花
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
は
あ
り
ふ
れ
た
存
在
で
あ
る
桜
も
、
物
狂
い
の
シ
テ
に

と
っ
て
は
こ
の
世
に
二
人
と
い
な
い
桜
子
の
姿
と
映
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
「
桜
川
に
花
が
散
る
」
と
言
わ
れ
る
と
シ
テ
は
物
狂
い
の
態
と

な
る
。
物
狂
い
と
は
失
わ
れ
た
者
の
面
影
に
出
会
お
う
と
す
る
行
為

で
あ
る
。
里
人
に
「
俄
か
に
山
颪
の
し
て
桜
川
に
花
の
散
り
候
よ
」

と
言
わ
れ
た
シ
テ
は
、
「
流
れ
ぬ
先
に
花
抄
は
ん
」
と
言
っ
て
花
を

掬
お
う
と
し
物
狂
い
の
様
を
み
せ
る
。
シ
テ
は
「
桜
」
を
読
み
込
ん

だ
多
く
の
詩
歌
を
口
に
し
な
が
ら
「
花
に
よ
る
べ
の
、
水
せ
き
と
め

て
桜
川
に
な
さ
う
よ
」
と
、
桜
の
花
で
川
面
を
覆
お
う
と
す
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、

（
シ
テ
）
花
も
桜
も
、
雪
も
波
も
皆
な
が
ら
に
、
抄
ひ
集
め
持
ち

た
れ
ど
も
、
こ
れ
は
木
々
の
花
、
ま
こ
と
は
、
わ
が
尋
ぬ
る
桜

日本思想史学29<1997> I26



子
ぞ
恋
し
き
、
わ
が
桜
子
ぞ
恋
し
き
。

と
、
思
い
が
現
実
へ
と
ゆ
り
戻
さ
れ
る
こ
と
で
物
狂
い
は
終
息
す
る
。

こ
の
哀
切
な
物
狂
い
の
場
が
こ
の
曲
の
主
題
で
あ
る
。
主
題
で
あ
る

物
狂
い
の
場
が
終
わ
る
と
、
曲
は
わ
が
子
桜
子
と
の
再
会
と
な
っ
て

結
ば
れ
る
。
実
は
ワ
キ
の
僧
が
誰
と
も
知
ら
ず
連
れ
て
い
た
子
供
こ

そ
桜
子
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
二
人
は
偶
然
の
再
会
を
果
た
す
の
で
あ

る
。
物
狂
い
の
能
は
、
こ
の
よ
う
に
捜
し
求
め
る
対
象
と
の
偶
然
の

出
会
い
と
い
う
形
で
め
で
た
く
結
ば
れ
る
。
シ
テ
は
物
狂
い
と
な
っ

て
日
常
を
逸
脱
し
て
諸
国
を
祐
僅
い
、
物
狂
い
の
う
ち
に
失
わ
れ
た

者
の
面
影
に
出
会
お
う
と
す
る
の
だ
が
、
諸
国
を
街
僅
う
う
ち
に
日

常
世
界
と
も
交
錯
し
、
そ
の
交
錯
を
通
じ
て
、
生
き
別
れ
た
夫
や
わ

が
子
と
偶
然
の
再
会
を
果
た
す
。

と
こ
ろ
で
世
阿
弥
の
子
元
雅
の
能
に
有
名
な
『
隅
田
川
』
が
あ
る
。

物
狂
い
の
能
と
し
て
は
全
く
異
例
の
曲
で
、
シ
テ
の
捜
し
求
め
る
わ

が
子
は
シ
テ
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
既
に
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
曲
で
は
哀
切
な
物
狂
い
の
場
が
「
都
鳥
」
「
鴎
」
を
主
題
と
し

た
語
り
の
う
ち
に
描
か
れ
た
後
、
渡
し
守
と
の
会
話
か
ら
、
シ
テ
は

わ
が
子
の
死
を
知
る
。
隅
田
川
で
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
た
め
の
「
大
念

仏
」
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
わ
が
子
の
塚
の
前
に
泣
き
伏

す
シ
テ
に
、
ワ
キ
は
、
子
供
の
た
め
に
念
仏
を
称
え
る
こ
と
を
勧
め

る
。
泣
き
崩
れ
る
母
親
が
わ
が
子
の
た
め
と
言
わ
れ
て
よ
う
や
く
称

え
だ
し
た
念
仏
に
応
え
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
返
す
子
供
の
幻

が
浮
か
ぶ
。

（
シ
テ
）
南
無
阿
弥
陀
仏
、
字
方
）
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥

陀
仏
と
、
（
地
謡
）
声
の
う
ち
よ
り
、
幻
に
見
え
け
れ
ば
、
（
シ
テ
）

あ
れ
は
わ
が
子
か
、
（
子
方
）
母
に
て
ま
し
ま
す
か
と
、
（
地
謡
）

互
に
手
に
手
を
取
り
交
は
せ
ば
、
ま
た
消
え
消
え
と
な
り
行
け

ば
、
い
よ
い
よ
思
ひ
は
真
澄
鏡
、
面
影
も
幻
も
、
見
え
つ
隠
れ

つ
す
る
程
に
、
し
の
の
め
の
空
も
ほ
の
ぼ
の
と
、
明
け
行
け
ば

跡
絶
え
て
、
わ
が
子
と
見
え
し
は
塚
の
上
の
、
草
荘
々
と
し
て

た
だ
、
し
る
し
ば
か
り
の
浅
茅
が
原
と
、
な
る
こ
そ
あ
は
れ
な

り
け
れ
、
な
る
こ
そ
あ
は
れ
な
り
け
れ
。

幻
は
夜
明
け
と
と
も
に
消
え
、
曲
も
結
ば
れ
る
。
哀
切
な
結
び
で

あ
る
が
、
シ
テ
は
祈
り
の
う
ち
に
、
わ
が
子
の
幻
影
と
わ
ず
か
な
再

会
を
果
た
し
て
い
る
。
幻
と
の
出
会
い
で
は
あ
る
が
、
『
桜
川
』
の

シ
テ
が
わ
が
子
の
姿
を
桜
花
に
見
出
し
た
以
上
の
鮮
明
さ
で
、
わ
が

子
の
面
影
と
出
会
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
大
念
仏
」
と
い
う
、
日
常

の
営
み
を
停
止
し
て
死
者
を
弔
お
う
と
す
る
特
別
な
空
間
に
お
け
る

出
会
い
で
あ
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
子
供
の
死
に
よ
っ
て
、

偶
然
に
よ
る
再
会
が
も
は
や
不
可
能
に
な
っ
た
こ
の
曲
で
は
、
日
常

の
外
に
お
い
て
幻
と
出
会
う
こ
と
自
体
が
、
曲
の
主
題
と
な
り
、
結

び
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
申
楽
談
儀
』
に
は
、
「
隅
田
川
』
の
子
供
の
亡
霊
は
「
幻
」
で
あ

る
の
だ
か
ら
舞
台
に
出
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
世
阿
弥
の
意
見
が
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記
さ
れ
て
い
る
。
世
阿
弥
に
と
っ
て
子
供
の
幻
影
は
、
日
常
を
離
れ

て
わ
が
子
を
思
う
母
親
の
、
凝
集
さ
れ
た
思
い
の
ゆ
え
に
こ
そ
見
出

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

に
シ
テ
の
思
い
が
高
ま
っ
て
恋
し
い
対
象
の
幻
影
と
出
会
う
と
い
う

主
題
は
、
世
阿
弥
が
確
立
し
た
と
い
う
夢
幻
能
の
形
式
、
そ
れ
も
、

失
わ
れ
た
恋
人
へ
の
執
心
の
故
に
こ
の
世
を
祐
僖
う
女
性
を
シ
テ
と

し
た
、
本
鬘
物
夢
幻
能
の
形
式
の
う
ち
に
全
面
的
に
展
開
さ
れ
る
の

（
Ｍ
）

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
ワ
キ
に
問
い
か
け
ら
れ
て
自
ら
の
執
心
を
語

り
、
そ
れ
を
舞
に
舞
っ
た
シ
テ
は
、
見
つ
め
つ
づ
け
る
ワ
キ
の
視
線

に
包
ま
れ
て
、
恋
し
い
対
象
の
幻
影
と
わ
ず
か
に
再
会
す
る
。

物
狂
い
の
能
と
は
違
っ
て
、
偶
然
に
よ
る
出
会
い
が
も
は
や
期
待

で
き
な
い
夢
幻
能
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
の
は
必
然
的
に

純
粋
な
、
失
わ
れ
た
も
の
へ
の
執
心
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
夢
幻
能
と
は
、
喪
失
し
た
時
間
へ
の
執
着
と
い
う
問
題
を
、
現
在

能
の
持
つ
來
雑
物
を
全
て
取
り
払
っ
て
純
粋
化
し
た
能
で
あ
る
と
い

っ
て
よ
い
。
逆
に
言
え
ば
、
夢
幻
能
の
シ
テ
は
、
過
去
へ
の
執
心
と

い
う
形
に
純
粋
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
世
界
と
の
具
体
的

接
点
を
失
っ
た
存
在
で
あ
る
。

（
胴
）

「
劇
能
」
と
さ
れ
る
『
黒
塚
』
の
ワ
キ
が
、
「
那
智
の
東
光
坊
の
阿

閻
梨
祐
慶
」
と
固
有
の
名
を
名
乗
る
の
と
対
照
的
に
、
多
く
の
夢
幻

能
に
は
、
無
名
の
旅
僧
が
ワ
キ
と
し
て
登
場
す
る
。
佐
藤
正
英
氏
は

「
ワ
キ
が
登
場
し
な
け
れ
ば
、
夢
幻
能
に
お
け
る
出
来
事
は
生
起
し

（
肥
）

な
い
」
と
述
べ
、
夢
幻
能
に
お
け
る
ワ
キ
の
役
割
を
重
視
し
て
い
る
。

氏
は
、
「
諸
国
一
見
の
僧
」
を
典
型
と
す
る
夢
幻
能
の
ワ
キ
で
あ
る

旅
僧
を
、
「
『
僧
』
と
称
し
て
い
る
が
、
官
僧
で
は
な
く
、
僧
形
の
隠

遁
者
」
で
あ
り
、
そ
れ
も
定
住
性
を
も
た
な
い
「
国
々
に
流
離
す
る

無
名
の
隠
遁
者
」
と
定
義
し
て
い
る
。
そ
の
内
実
は
、
「
己
れ
の
生

の
よ
り
ど
こ
ろ
を
見
失
っ
て
、
そ
れ
を
ふ
た
た
び
得
よ
う
と
し
て
い

る
」
旅
の
途
次
に
あ
る
存
在
で
あ
る
。
「
生
の
よ
り
ど
こ
ろ
」
を
見

失
う
き
っ
か
け
は
、
例
え
ば
『
朝
顔
』
の
ワ
キ
の
次
の
よ
う
な
言
葉

に
窺
わ
れ
る
。

（
ワ
キ
）
か
や
う
に
候
ふ
者
は
、
も
と
は
都
の
者
に
て
候
ひ
し
が
、

親
に
後
れ
し
愁
嘆
に
よ
り
、
元
結
切
り
諸
国
を
廻
り
候
。

夢
幻
能
の
旅
僧
た
ち
は
、
例
え
ば
こ
の
よ
う
に
肉
親
の
死
に
よ
っ

て
日
常
を
離
れ
た
存
在
で
あ
る
。
日
常
世
界
が
実
は
無
常
の
世
界
で

あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
日
常
世
界
を
離
れ
た
存
在
で
あ
る
。
無
常
を

知
る
た
め
に
は
ま
ず
、
無
常
に
出
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ワ
キ

は
肉
親
の
死
と
い
う
、
二
度
と
帰
ら
な
い
喪
失
を
ま
ざ
ま
ざ
と
体
験

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
の
無
常
と
対
面
し
た
。
日
常
世
界
は

無
常
と
い
う
形
で
相
対
化
さ
れ
、
よ
り
ど
こ
ろ
を
失
っ
た
ワ
キ
は
、

自
分
と
は
何
も
の
な
の
か
を
問
う
た
め
の
旅
に
生
き
る
よ
う
に
な
る
。

現
実
世
界
と
の
具
体
的
接
点
を
失
っ
た
夢
幻
能
の
シ
テ
の
魂
に
触

れ
る
た
め
に
は
、
自
ら
も
日
常
を
捨
て
、
日
常
の
外
な
る
声
を
聞
き

取
る
用
意
の
あ
る
、
こ
の
よ
う
な
ワ
キ
の
登
場
が
必
要
と
な
る
。
佐
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藤
氏
は
、
こ
れ
ら
の
ワ
キ
た
ち
は
日
常
世
界
に
宿
を
求
め
る
こ
と
も

叶
わ
な
い
、
「
そ
の
限
り
に
お
い
て
差
別
さ
れ
、
排
除
さ
れ
て
い
る
」

存
在
で
あ
る
と
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
日
常
を
離
れ
た

存
在
で
な
け
れ
ば
、
シ
テ
の
純
粋
な
執
心
を
聞
き
取
る
こ
と
も
、
シ

テ
の
執
心
と
の
出
会
い
を
夢
見
る
こ
と
も
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

失
わ
れ
た
も
の
へ
の
執
心
を
抱
く
者
は
、
或
い
は
日
常
を
逸
脱
し

た
物
狂
い
と
な
り
、
或
い
は
失
わ
れ
た
も
の
の
姿
と
出
会
お
う
と
す

る
亡
霊
と
な
る
。
そ
し
て
亡
霊
の
言
葉
を
聞
く
こ
と
の
出
来
る
存
在

で
あ
る
夢
幻
能
の
ワ
キ
も
ま
た
、
日
常
を
捨
て
、
日
常
か
ら
排
除
さ

れ
た
存
在
で
あ
る
。
失
わ
れ
た
者
、
失
わ
れ
た
時
間
へ
の
執
心
は
、

日
常
の
営
み
と
齪
嬬
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

『
黒
塚
』
の
シ
テ
は
、
ワ
キ
と
の
共
感
の
う
ち
に
で
は
な
く
、
孤

独
の
う
ち
に
ひ
と
り
糸
尽
く
し
の
歌
を
う
た
い
、
過
去
の
幻
影
を
紡

ぐ
。
夢
幻
能
の
場
合
と
は
異
な
り
、
『
黒
塚
』
の
ワ
キ
と
シ
テ
の
あ

り
方
は
か
み
合
わ
な
い
。

『
黒
塚
』
の
ワ
キ
も
夢
幻
能
の
ワ
キ
も
、
同
じ
よ
う
に
日
常
世
界

の
外
を
旅
し
て
い
る
に
は
違
い
な
い
。
し
か
し
、
『
黒
塚
』
の
ワ
キ

の
旅
は
、
先
の
鳥
居
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
通
過
再
生
」
の
た
め

の
旅
で
あ
る
。
日
常
を
捨
て
て
無
名
の
旅
人
と
な
っ
た
夢
幻
能
の
ワ

四

キ
と
は
違
い
、
「
祐
慶
」
と
い
う
固
有
名
を
持
つ
『
黒
塚
』
の
ワ
キ
は
、

「
那
智
の
東
光
坊
」
と
い
う
拠
点
を
持
ち
、
い
ず
れ
帰
る
べ
き
日
常

世
界
と
の
繋
が
り
を
維
持
し
て
い
る
。
祐
慶
の
旅
は
、
有
能
な
修
験

者
と
し
て
、
い
つ
の
日
か
日
常
世
界
に
帰
る
た
め
の
旅
で
あ
る
。

『
黒
塚
』
の
ワ
キ
は
、
シ
テ
に
対
し
て
「
ま
づ
生
身
を
助
け
て
こ
そ
、

仏
身
を
願
ふ
便
り
も
あ
れ
」
と
い
っ
た
説
教
を
す
る
存
在
で
あ
っ
た

が
、
岩
波
古
典
体
系
『
謡
曲
集
』
の
頭
注
は
、
こ
の
一
句
を
「
現
世

で
生
き
て
い
る
身
を
職
業
に
よ
っ
て
長
ら
え
て
こ
そ
、
後
世
で
成
仏

す
る
事
を
願
う
便
宜
も
あ
る
の
だ
」
と
注
釈
し
て
い
る
。
そ
れ
は
つ

ま
る
と
こ
ろ
日
常
を
生
き
る
こ
と
の
勧
め
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
日
常
と
は
ど
の
よ
う
な
特
質
を
持
つ
も
の

な
の
だ
ろ
う
か
。
失
わ
れ
た
も
の
へ
の
執
着
は
、
な
ぜ
日
常
生
活
と

齪
齪
し
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
特
に
、
流
れ
行
く
時
間

へ
の
処
し
方
と
い
う
視
点
か
ら
、
一
つ
の
仮
説
を
提
示
し
て
み
た
い
。

我
々
は
時
間
の
中
を
生
き
て
い
る
。
時
間
は
、
絶
え
ず
現
在
と
い

う
形
で
現
れ
、
二
度
と
帰
ら
ぬ
過
去
と
し
て
流
れ
去
っ
て
ゆ
く
。
そ

の
こ
と
を
、
〈
我
々
は
、
絶
え
ず
現
れ
、
絶
え
ず
過
ぎ
去
る
時
間
に

開
か
れ
て
い
る
〉
と
定
義
し
よ
う
。
一
期
一
会
な
ど
と
い
う
語
が
あ

る
ご
と
く
、
〈
絶
え
ず
現
れ
、
絶
え
ず
過
ぎ
去
る
時
間
〉
は
本
来
一

回
的
な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
我
々
の
日
常
の
生
活
に
お
い
て
、
〈
絶

え
ず
現
れ
る
時
間
〉
の
一
回
性
に
の
み
注
意
を
払
っ
て
い
て
は
生
存

が
ま
ま
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
日
常
の
生
活
に
お
い
て
は
、
今
目
に
す
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る
こ
の
水
も
、
あ
の
時
見
た
あ
の
水
も
、
同
じ
よ
う
に
喉
を
潤
す
水

で
あ
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
そ
れ
が
日
常
生
活
の
全
て
で

は
な
い
が
、
日
常
に
お
い
て
具
体
的
生
存
を
目
的
と
す
る
限
り
、
時

間
の
一
回
性
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
有
益
な
こ
と
で
は

な
い
。
少
な
く
と
も
物
理
的
生
存
の
糧
と
な
る
こ
と
で
は
な
い
。
有

益
な
の
は
、
我
々
の
生
存
に
必
要
な
も
の
を
、
繰
り
返
し
利
用
す
る

こ
と
が
可
能
な
「
類
」
と
し
て
提
示
す
る
力
で
あ
る
。
絶
え
ず
一
回

的
に
現
れ
る
時
間
を
、
有
用
な
「
類
」
と
い
う
繰
り
返
し
に
お
い
て

（
Ⅳ
）

分
析
す
る
力
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
日
常
の
営
み
と
は
、
「
類
」
と
い
う
繰
り
返
し
構
造

に
お
い
て
〈
絶
え
ず
現
れ
、
絶
え
ず
過
ぎ
去
る
時
間
〉
に
対
処
し
よ

う
と
す
る
営
み
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
の
繰
り
返
し
で
は
な
い
が
、
繰

り
返
し
を
基
本
と
し
つ
つ
、
そ
の
繰
り
返
し
構
造
の
な
か
に
新
し
い

要
素
を
組
み
入
れ
て
、
そ
の
構
造
を
よ
り
巨
大
な
、
そ
の
意
味
で
安

定
し
た
構
造
へ
と
発
展
さ
せ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
、
〈
絶
え
ず
現
れ
る

時
間
〉
へ
の
対
処
装
置
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
人
は
日
常
性
に
あ
る
か

ぎ
り
、
〈
現
れ
〉
を
「
類
」
に
お
い
て
有
効
に
利
用
す
る
こ
と
に
は

熱
心
で
あ
っ
て
も
、
〈
絶
え
ず
現
れ
、
絶
え
ず
過
ぎ
去
る
時
間
〉
の

一
回
的
な
、
い
わ
ば
無
常
の
側
面
に
注
意
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
そ

の
意
味
で
日
常
性
に
お
い
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
〈
絶
え
ず
現
れ
、

絶
え
ず
過
ぎ
去
る
時
間
〉
へ
の
開
か
れ
を
制
限
す
る
こ
と
で
あ
り
、

有
用
性
と
い
う
「
類
」
に
よ
っ
て
己
を
囲
い
込
む
こ
と
で
あ
る
と
い

っ
て
よ
い
。

無
常
と
は
、
例
え
ば
『
方
丈
記
』
冒
頭
の
一
文
が
雄
弁
に
語
る
よ

う
に
、
絶
え
ず
過
ぎ
去
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
二
度
と
帰
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
日
常
と
は
、
文
字
通
り
日
々
常
な
る
営

み
を
為
し
つ
つ
そ
れ
を
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
二
度
と
帰

ら
な
い
時
間
は
、
『
桜
川
』
や
『
隅
田
川
』
の
シ
テ
や
『
朝
顔
』
の

ワ
キ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
何
よ
り
個
人
の
体
験
に
お
い
て
出

会
わ
れ
、
個
人
の
記
憶
に
お
い
て
保
存
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
は
個
人
的
な
部
分
を
基
本
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
日
常
の
営

み
は
、
そ
の
繰
り
返
し
構
造
の
安
定
性
を
維
持
す
る
た
め
に
も
、
必

然
的
に
集
団
に
お
い
て
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
ゆ
く
。

つ
ま
り
、
過
去
へ
の
思
い
と
い
う
も
の
が
二
度
と
帰
ら
な
い
一
回

性
へ
の
個
人
的
思
慕
で
あ
る
な
ら
ば
、
日
常
は
逆
に
、
繰
り
返
し
構

造
を
複
雑
化
、
巨
大
化
し
な
が
ら
前
進
し
て
行
こ
う
と
す
る
公
的
な

意
志
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
職
業
や
産
業
を
営
み
つ
つ
前
進
を
志
向

し
て
生
存
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。

無
論
、
日
常
に
お
い
て
も
人
は
、
例
え
ば
肉
親
や
友
人
の
死
な
ど
、

日
常
の
破
れ
目
に
遭
遇
し
、
二
度
と
帰
ら
ぬ
死
者
を
悼
む
形
で
過
去

を
思
う
こ
と
は
あ
る
。
し
か
し
、
肉
親
の
死
に
お
い
て
一
と
き
日
常

時
間
に
裂
け
目
が
で
き
た
と
し
て
も
、
た
い
て
い
の
人
間
は
「
生
き

る
」
と
い
う
本
能
に
よ
っ
て
そ
の
破
れ
目
を
直
視
し
な
い
。
『
朝
顔
』

の
ワ
キ
の
よ
う
に
、
日
常
が
崩
れ
、
そ
の
枠
組
み
の
外
に
出
て
し
ま
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う
こ
と
は
な
い
。
本
能
は
破
れ
目
よ
り
も
現
実
に
役
立
つ
繰
り
返
し

に
注
目
す
る
よ
う
我
々
に
命
令
す
る
。
そ
う
し
て
絶
え
ず
現
れ
る
〈
新

し
さ
〉
を
必
要
性
に
お
い
て
処
理
す
る
、
人
間
に
と
っ
て
は
困
難
で

あ
り
つ
つ
魅
惑
的
な
作
業
に
人
を
誘
う
。
そ
の
意
味
で
日
常
と
は
、

我
々
が
、
我
々
の
生
存
の
本
能
を
存
分
に
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

生
き
て
い
る
時
間
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
集
団
に
よ
っ
て
維
持
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
社
会
的
生
存
を
続
け
る
た
め
に
は
、
我
々

は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
こ
の
よ
う
な
日
常
護
持
の
営
為
に
参
与
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
作
業
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
お
い

て
、
い
つ
し
か
破
れ
は
意
識
の
表
層
か
ら
去
る
。
か
く
し
て
日
常
時

間
は
無
常
と
直
面
し
な
い
。
或
い
は
直
面
し
つ
づ
け
な
い
。

故
に
、
〈
絶
え
ず
現
れ
、
絶
え
ず
過
ぎ
去
る
時
間
〉
の
う
ち
、
〈
現

れ
〉
へ
の
対
処
を
放
棄
し
、
過
ぎ
去
っ
た
一
回
的
事
件
に
執
着
し
前

進
を
や
め
る
存
在
は
、
日
常
か
ら
の
逸
脱
者
で
あ
り
、
い
わ
ば
反
逆

者
で
あ
る
。
前
進
を
志
向
す
る
日
常
時
間
に
あ
っ
て
、
過
去
を
振
り

返
り
立
ち
止
ま
る
『
黒
塚
』
の
シ
テ
は
異
端
者
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
シ
テ
を
調
伏
し
よ
う
と
す
る
『
黒
塚
』
の
ワ
キ
が
、
夢
幻
能
の
ワ

キ
と
は
逆
に
、
「
那
智
の
東
光
坊
の
阿
闇
梨
祐
慶
」
と
い
う
固
有
名

に
お
い
て
教
団
と
、
或
い
は
日
常
社
会
と
繋
が
り
を
持
っ
て
い
る
こ

と
と
も
呼
応
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

鬼
を
調
伏
す
る
こ
と
を
主
題
と
す
る
能
の
ワ
キ
は
、
多
く
の
場
合

固
有
名
を
持
つ
。
例
え
ば
、
『
能
・
狂
言
事
典
』
に
「
鬼
退
治
物
」

の
名
で
分
類
さ
れ
る
『
大
江
山
』
『
大
蛇
』
『
現
在
鵺
』
『
土
蜘
』
『
羅

生
門
』
『
紅
葉
狩
』
と
い
っ
た
曲
は
、
全
て
ワ
キ
を
固
有
名
の
武
者
青
大

蛇
』
は
素
蓋
鳴
篁
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
悪
鬼
調
伏
の
伝
説
的
英

雄
で
あ
る
ワ
キ
が
固
有
名
を
持
つ
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ

れ
ら
の
能
で
は
、
彼
ら
の
秀
で
た
個
人
的
才
能
が
賞
揚
さ
れ
る
だ
け

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
『
大
江
山
』
の
ワ
キ
で
あ
る
「
源
頼
光
」
は
、
「
か
ね
て

期
し
た
る
事
な
れ
ば
、
と
て
も
命
は
君
の
為
」
と
酒
呑
童
子
に
襲
い

か
か
り
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
ワ
キ
ヅ
レ
の
「
一
人
武
者
」
も
「
士
も

木
も
わ
が
大
君
の
国
な
れ
ば
、
い
づ
く
か
鬼
の
宿
り
な
る
ら
ん
」
と

童
子
を
討
と
う
と
す
る
。
ま
た
、
こ
の
「
一
人
武
者
」
を
ワ
キ
と
し

た
『
士
蜘
』
で
も
、
「
土
も
木
も
、
わ
が
大
君
の
国
な
れ
ば
、
い
づ

く
か
鬼
の
宿
り
な
る
」
と
い
っ
て
ワ
キ
は
シ
テ
に
襲
い
か
か
る
の
で

あ
り
、
『
羅
生
門
』
の
ワ
キ
「
渡
辺
綱
」
は
「
汝
知
ら
ず
や
、
王
地

を
犯
す
、
そ
の
天
罰
は
、
免
る
ま
じ
」
と
鬼
を
討
つ
。
彼
ら
は
「
大

君
の
国
」
を
守
る
た
め
に
働
く
存
在
で
あ
る
。
そ
の
討
伐
成
功
の
満

足
も
、
例
え
ば
『
士
蜘
』
で
は
、

（
地
謡
）
神
国
王
地
の
、
恵
み
を
頼
み
、
か
の
士
蜘
を
、
中
に
取

り
籠
め
、
大
勢
乱
れ
、
掛
か
り
け
れ
ば
、
剣
の
光
に
、
す
こ
し

恐
る
る
気
色
を
便
り
に
、
斬
り
伏
せ
斬
り
伏
せ
、
土
蜘
の
、
首

打
ち
落
と
し
、
喜
び
勇
み
て
、
都
へ
と
て
こ
そ
、
帰
り
け
れ
。

と
、
「
神
国
王
地
」
を
護
持
す
る
働
き
に
参
与
し
た
喜
び
と
し
て
高
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ら
か
に
歌
わ
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
固
有
名
は
、
日
常
護
持
の
営
み
に

お
い
て
こ
そ
輝
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
『
雷
電
』
の
ワ
キ
で
あ
る
「
法
性
坊
律
師
僧
正
」
と
い
う
よ
う

な
存
在
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
ワ
キ
は
、
決
し
て
参
内
す
る
な

と
迫
る
シ
テ
（
菅
公
）
に
対
し
て
、
「
王
土
に
住
め
る
こ
の
身
な
れ
ば
、

勅
使
三
度
に
及
ぶ
な
ら
ば
、
い
か
で
か
参
内
申
さ
ざ
ら
ん
」
と
答
え
、

憤
激
し
て
雷
電
と
な
っ
て
襲
い
か
か
る
シ
テ
を
、
「
率
土
四
海
の
う

ち
は
王
土
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し
」
と
責
め
た
て
、
調
伏
す
る
。

『
黒
塚
』
に
は
、
山
伏
が
五
大
尊
命
王
を
勧
請
し
て
真
言
を
唱
え
、

鬼
を
調
伏
す
る
イ
ノ
リ
と
呼
ば
れ
る
働
事
が
あ
る
が
、
そ
れ
も
日
常

（
肥
）

護
持
を
目
的
と
し
た
行
為
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
イ
ノ
リ
の
働

事
を
も
つ
能
は
他
に
『
葵
上
』
『
道
成
寺
』
『
飛
雲
』
（
『
飛
雲
』
は
一
部

の
流
派
の
み
）
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
『
飛
雲
』
は
〈
蜜
〉
面
の
悪
鬼

を
描
く
能
で
あ
る
が
、
『
葵
上
』
『
道
成
寺
』
『
黒
塚
』
の
三
曲
は
、

女
の
執
心
を
描
い
た
能
で
あ
り
、
面
は
〈
般
若
〉
を
用
い
る
。

『
葵
上
』
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
近
江
能
に
世
阿
弥
が
手
を
加
え

た
と
さ
れ
る
曲
で
あ
る
が
、
こ
の
能
の
ワ
キ
「
横
川
の
小
聖
」
は
、

葵
上
の
祈
祷
を
要
請
す
る
使
者
に
対
し
、
「
大
臣
よ
り
の
お
ん
使
と

候
ふ
ほ
ど
に
や
が
て
参
ら
う
ず
る
に
て
候
」
と
応
じ
る
。
『
葵
上
』

の
ワ
キ
は
、
日
常
の
権
威
の
要
請
を
受
け
て
働
く
存
在
で
あ
る
。
日

常
に
与
す
る
ワ
キ
は
怨
霊
に
対
し
、

（
ワ
キ
）
た
と
ひ
大
事
の
悪
霊
な
り
と
も
、
行
者
の
法
力
は
尽
く

べ
き
か
と
、
重
ね
て
数
珠
を
押
し
撰
ん
で
、
東
方
に
降
三
世
明

王
、
東
方
に
降
三
世
明
王
、
南
方
に
軍
茶
利
夜
叉
、
西
方
大
威

徳
明
王
、
北
方
金
剛
夜
叉
明
王
、
中
央
大
聖
不
動
明
王
…
…
。

と
、
型
通
り
の
調
伏
行
為
を
行
う
。

『
道
成
寺
』
の
ワ
キ
は
固
有
の
呼
び
名
を
持
た
な
い
が
、
「
紀
州
道

成
寺
の
住
僧
」
で
あ
り
、
天
台
宗
と
い
う
宗
門
と
、
そ
れ
を
通
じ
た

日
常
と
の
繋
が
り
を
も
つ
存
在
と
言
え
る
。
こ
こ
で
も
、
ワ
キ
は
同

じ
よ
う
に
型
通
り
の
調
伏
を
行
い
、

（
地
謡
）
望
み
足
り
ぬ
と
験
者
た
ち
は
、
わ
が
本
坊
に
ぞ
帰
り
け

る
、
わ
が
本
坊
に
ぞ
帰
り
け
る
。

と
曲
が
結
ば
れ
る
。
日
常
護
持
の
た
め
に
働
く
ワ
キ
に
と
っ
て
は
、

〈
般
若
〉
面
の
「
鬼
」
と
い
え
ど
も
、
調
伏
し
て
し
ま
え
ば
「
望
み

足
り
ぬ
」
と
さ
れ
て
し
ま
う
存
在
な
の
で
あ
る
。

先
に
鳥
居
明
雄
氏
の
「
『
黒
塚
』
の
成
立
衝
動
に
天
台
山
伏
の
宣

布
性
が
あ
っ
た
」
と
い
う
指
摘
に
触
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く

る
と
、
「
鬼
」
を
調
伏
す
る
多
く
の
能
の
根
底
に
は
共
通
し
て
そ
の

よ
う
な
意
図
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
日
常
護
持
の
働
き
を
旨
と
す

る
存
在
は
、
『
谷
行
』
の
ワ
キ
の
よ
う
に
伎
楽
鬼
神
を
使
役
し
て
子

ど
も
を
蘇
生
さ
せ
る
力
を
持
っ
て
い
た
り
、
『
飛
雲
』
の
ワ
キ
の
よ

う
に
襲
い
来
る
鬼
を
た
ち
ま
ち
の
内
に
調
伏
す
る
力
を
も
つ
。
そ
の

よ
う
な
物
語
は
、
験
者
の
威
力
を
人
々
に
知
ら
せ
崇
め
さ
せ
る
力
を

持
つ
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
教
団
の
布
教
行
為
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
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教
団
の
優
れ
た
能
力
を
人
々
に
示
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
も

っ
と
大
き
な
枠
組
み
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
異
能
の
ワ
キ
た
ち
は
、

日
常
護
持
と
い
う
集
団
の
力
を
個
人
に
表
象
し
た
存
在
で
あ
る
と
も

い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

『
黒
塚
』
の
ワ
キ
も
ま
た
日
常
護
持
を
体
現
す
る
存
在
で
あ
る
。

そ
し
て
『
黒
塚
』
の
ワ
キ
が
な
し
た
老
婆
へ
の
対
応
は
、
多
か
れ
少

な
か
れ
、
日
常
に
留
ま
る
我
々
が
行
う
常
識
的
な
対
応
で
あ
る
と
い

え
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
常
を
生
き
る
我
々
は
、
〈
絶
え
ず
現
れ
、
絶
え
ず
過
ぎ
去
る
時
間
〉

の
一
回
性
を
普
通
見
逃
す
。
日
常
的
営
み
と
は
共
時
的
に
共
有
さ
れ

る
大
き
な
「
類
」
を
維
持
す
る
営
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

日
常
の
営
み
を
為
し
て
い
る
時
間
は
、
個
人
性
の
意
識
の
希
薄
な
時

間
で
あ
る
。
日
常
社
会
と
機
能
的
に
つ
な
が
る
固
有
の
呼
び
名
は
維

持
さ
れ
て
も
、
私
の
体
験
と
い
う
固
有
性
に
対
す
る
意
識
の
希
薄
な

時
間
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
の
体
験
と
い
う
固
有
性
へ
の
意
識
が
希

薄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
然
的
に
他
者
の
体
験
と
い
う
固
有
性

に
対
す
る
意
識
も
ま
た
希
薄
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
極
言
す
る

な
ら
、
日
常
に
お
い
て
前
進
を
志
向
す
る
か
ぎ
り
、
我
々
は
、
個
々

の
人
間
に
固
有
の
体
験
が
あ
る
こ
と
を
忘
却
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は

己
の
体
験
の
喪
失
を
傷
む
他
者
に
対
し
て
も
、
勤
勉
に
日
常
を
生
き

よ
、
と
い
う
叱
畦
を
与
え
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
過
去
へ
の
執
心

を
嘆
く
『
黒
塚
』
の
シ
テ
は
、
こ
の
よ
う
な
無
理
解
に
常
に
晒
さ
れ

て
き
た
と
言
え
よ
う
。

日
常
と
は
、
有
用
性
と
い
う
「
類
」
に
よ
っ
て
、
私
の
体
験
と
い

う
固
有
性
を
隠
す
傾
向
性
を
持
つ
時
間
で
あ
り
空
間
で
あ
る
。
そ
し

て
個
性
よ
り
「
類
」
に
注
目
す
る
あ
り
方
が
、
「
生
き
る
」
本
能
に

従
う
あ
り
方
で
あ
る
と
い
え
る
な
ら
ば
、
人
間
の
日
常
の
営
み
は
、

人
間
と
い
う
種
族
の
本
能
と
無
縁
で
は
あ
り
得
な
い
。
む
し
ろ
、
「
類
」

と
い
う
形
で
有
用
な
も
の
を
捉
え
、
利
用
し
、
自
己
の
生
存
の
営
み

を
拡
大
さ
せ
よ
う
と
す
る
そ
の
基
本
性
格
は
、
生
命
の
本
能
に
直
結

し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
意
味
で

日
常
へ
の
追
従
は
、
本
能
の
行
使
と
い
う
、
生
命
に
と
っ
て
は
喜
ば

し
い
生
存
の
手
応
え
を
感
得
す
る
道
で
あ
る
。
そ
れ
は
財
の
蓄
積
と

か
「
神
国
王
士
」
の
護
持
と
か
い
っ
た
形
あ
る
物
質
性
を
頼
り
と
し

て
展
開
さ
れ
る
営
為
で
あ
る
故
に
、
己
の
生
存
の
手
応
え
を
得
る
た

め
の
力
強
い
方
途
と
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
我
々
は
日
常
に
身

を
任
せ
る
か
ぎ
り
、
「
黒
塚
』
の
シ
テ
の
よ
う
な
存
在
を
、
「
鬼
」
と

し
て
排
除
す
る
営
み
に
も
参
与
し
て
し
ま
う
。
異
端
者
を
排
除
す
る

営
み
は
、
日
常
護
持
の
営
為
に
連
な
る
と
い
う
そ
の
意
味
で
、
我
々

に
生
の
輪
郭
を
与
え
て
く
れ
る
行
為
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
シ
テ
は

こ
の
よ
う
な
迫
害
に
常
に
晒
さ
れ
て
き
た
と
も
い
え
よ
う
。

逆
に
、
私
と
い
う
経
験
の
固
有
性
に
ま
ざ
ま
ざ
と
触
れ
る
の
が
、

執
心
と
い
う
形
で
過
去
を
思
う
能
の
シ
テ
た
ち
で
あ
り
、
己
の
よ
り

ど
こ
ろ
を
求
め
て
諸
国
を
遍
歴
す
る
夢
幻
能
の
ワ
キ
た
ち
で
あ
る
。
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経
験
の
尚
有
性
は
、
経
験
の
一
回
性
と
出
会
う
こ
と
に
お
い
て
認
識

さ
れ
る
。
経
験
の
一
回
性
は
、
例
え
ば
、
大
事
な
も
の
を
喪
失
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
。
即
ち
、
二
度
と
出
会
え
な
い
私
の
体

験
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ

る
。
だ
か
ら
、
私
と
い
う
経
験
の
固
有
性
と
は
、
私
が
そ
れ
ま
で
に

経
験
し
た
、
二
度
と
繰
り
返
さ
れ
な
い
私
の
体
験
の
総
体
の
謂
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、
私
の
経
験
の
固
有
性
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
二

度
と
戻
ら
な
い
私
だ
け
の
経
験
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
り
、
喪
失
と

孤
絶
と
い
う
二
重
の
痛
み
を
認
識
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

経
験
の
一
回
性
に
出
会
う
の
は
、
出
来
事
に
直
面
す
る
一
人
の
個

人
で
あ
る
。
大
事
な
も
の
の
喪
失
と
い
う
残
酷
な
出
来
事
に
直
面
し

て
、
日
常
性
を
は
ぎ
取
ら
れ
、
裸
の
己
と
な
っ
た
一
個
の
人
間
で
あ

る
。
日
常
性
を
は
ぎ
取
ら
れ
て
時
間
の
一
回
性
に
直
面
す
る
裸
の
己

と
は
、
ま
ず
は
、
生
き
る
手
応
え
を
喪
失
し
た
、
そ
の
意
味
で
不
定

形
な
己
で
あ
る
。
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
ど
こ
へ
死
に
ゆ
く
の
か
知
れ
な

い
不
可
解
性
の
中
に
、
私
と
い
う
経
験
の
総
体
を
裸
出
さ
せ
ら
れ
た

己
で
あ
る
。
そ
の
手
が
か
り
の
な
い
不
定
形
性
に
晒
さ
れ
て
、
例
え

ば
物
狂
い
と
な
る
『
柏
崎
』
や
『
桜
川
』
の
シ
テ
の
よ
う
な
存
在
も

あ
る
。
例
え
ば
自
分
は
何
も
の
な
の
か
と
い
う
問
い
に
直
面
し
つ
づ

け
る
夢
幻
能
の
ワ
キ
の
よ
う
な
存
在
も
あ
る
。
或
い
は
例
え
ば
、
一

人
過
去
へ
の
執
心
に
直
面
し
つ
づ
け
る
『
黒
塚
』
の
シ
テ
も
あ
る
。

『
黒
塚
』
の
シ
テ
は
、
〈
絶
え
ず
過
ぎ
去
る
時
間
〉
の
残
酷
な
一
回

性
に
打
た
れ
、
失
わ
れ
た
過
去
へ
の
執
着
を
抱
く
こ
と
に
お
い
て
日

常
を
逸
脱
し
て
い
る
。
そ
れ
は
無
論
幸
福
な
こ
と
で
は
な
い
。
〈
絶

え
ず
過
ぎ
去
る
時
間
〉
に
裸
で
直
面
し
た
反
動
が
、
こ
の
女
の
心
を

「
昔
を
今
に
」
と
い
う
願
望
へ
と
固
着
さ
せ
、
女
の
時
間
を
閉
塞
さ

せ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
つ
の
悲
劇
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
人
は
動
い
て

や
ま
ぬ
も
の
に
執
着
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
執
着
が
可
能
に
な
る

の
は
、
動
き
ゆ
く
時
間
を
と
め
た
一
瞬
の
像
で
あ
る
と
か
、
或
い
は
、

財
産
や
名
聞
利
養
や
と
い
っ
た
一
定
の
形
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。

執
着
は
、
不
定
形
な
己
に
或
る
輪
郭
を
与
え
る
見
返
り
に
、
動
い
て

や
ま
ぬ
我
々
の
し
な
や
か
な
現
在
を
硬
直
さ
せ
る
。
我
々
は
、
〈
絶

え
ず
現
れ
、
絶
え
ず
過
ぎ
去
る
時
間
〉
と
い
う
、
動
い
て
や
ま
ぬ
も

の
に
開
か
れ
て
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
過
大
な
執
着
か
ら
も
、

日
常
へ
の
埋
没
か
ら
も
自
由
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

肉
親
や
友
人
の
死
と
い
う
二
度
と
帰
ら
な
い
喪
失
は
我
々
に
も
訪

れ
る
。
こ
の
残
酷
な
出
来
事
に
あ
っ
た
時
、
我
々
も
不
定
形
な
己
を

垣
間
見
る
。
し
か
し
、
日
常
と
い
う
安
定
の
枠
を
失
っ
た
ま
ま
そ
れ

に
直
面
し
つ
づ
け
る
こ
と
は
、
多
く
の
場
合
、
我
々
に
は
難
し
い
。

我
々
は
己
の
不
定
形
性
を
垣
間
見
た
不
安
を
心
に
隠
し
、
や
が
て
日

常
に
復
帰
す
る
。
前
進
す
る
日
常
の
営
み
は
、
己
の
不
可
解
性
へ
の

不
安
を
覆
い
隠
し
て
余
り
あ
る
生
存
の
手
応
え
を
与
え
て
く
れ
る
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
我
々
に
と
っ
て
『
黒
塚
』
の
女
は
、
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我
々
が
心
の
奥
底
に
仕
舞
い
込
ん
で
い
る
漠
と
し
た
不
安
を
噴
出
さ

せ
る
存
在
で
あ
る
。
茅
屋
に
一
人
過
去
を
思
っ
て
糸
を
繰
る
老
婆
と

は
、
日
常
の
裂
け
目
に
遭
遇
し
た
『
黒
塚
』
の
シ
テ
に
与
え
ら
れ
た

残
酷
な
結
末
な
の
で
あ
り
、
老
婆
は
そ
の
残
酷
さ
に
お
い
て
、
我
々

人
間
の
不
定
形
性
、
不
可
解
性
を
体
現
し
て
い
る
。
そ
の
不
可
解
性

に
対
す
る
恐
れ
の
故
に
こ
そ
、
シ
テ
に
と
っ
て
ば
か
り
で
な
く
ワ
キ

や
我
々
に
と
っ
て
も
、
『
黒
塚
』
の
女
の
閨
が
「
膿
血
腐
燗
の
閨
」

と
し
て
映
る
。
我
々
は
そ
こ
に
、
己
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
、
不
気
味

な
不
可
解
性
を
見
る
の
で
あ
る
。
「
こ
の
能
は
何
か
深
い
意
識
の
底

（
旧
）

で
わ
れ
わ
れ
を
お
び
や
か
す
」
の
は
こ
の
故
で
あ
ろ
う
。
閨
を
目
に

し
た
ワ
キ
は
「
心
も
惑
ひ
肝
も
消
し
、
行
く
べ
き
か
た
は
知
ら
ね
ど

も
、
足
に
任
せ
て
逃
げ
て
ゆ
く
」
の
で
あ
る
。

『
黒
塚
』
の
ワ
キ
は
、
イ
ノ
リ
と
呼
ば
れ
る
型
通
り
の
調
伏
行
為

を
行
う
が
、
そ
れ
は
、
日
常
性
崩
壊
の
危
機
に
瀕
し
た
ワ
キ
が
、

「
五
大
尊
命
王
」
の
力
を
借
り
て
日
常
性
を
回
復
さ
せ
よ
う
と
す
る

必
死
の
祈
り
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
『
士
蜘
』
の
ワ
キ
が
「
神

国
王
士
の
恵
み
を
頼
み
」
に
鬼
と
闘
う
こ
と
に
も
似
て
い
る
。
「
即

身
成
仏
と
明
王
の
、
繋
縛
に
か
け
て
責
め
か
け
責
め
か
け
、
祈
り
伏

せ
に
け
り
さ
て
懲
り
よ
」
と
シ
テ
に
浴
び
せ
ら
れ
る
激
し
い
言
葉
は
、

日
常
護
持
の
力
を
得
て
勇
躍
し
た
山
伏
が
、
『
黒
塚
』
の
女
に
対
し

て
下
す
制
裁
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
常
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
我
々
の

不
可
解
性
を
あ
ら
わ
に
す
る
存
在
に
対
す
る
、
日
常
護
持
を
旨
と
す

る
も
の
が
下
す
無
機
的
な
制
裁
な
の
で
あ
る
。

（
地
謡
）
黒
塚
に
隠
れ
住
み
し
も
、
あ
さ
ま
に
な
り
ぬ
あ
さ
ま
し

や
、
恥
づ
か
し
の
わ
が
姿
や
と
、
言
ふ
声
は
な
ほ
も
の
す
さ
ま

じ
く
、
言
ふ
声
は
な
ほ
、
す
さ
ま
じ
き
夜
嵐
の
、
音
に
立
ち
紛

れ
失
せ
に
け
り
、
音
に
立
ち
紛
れ
失
せ
に
け
り
。

ワ
キ
の
祈
り
に
責
め
ら
れ
た
シ
テ
は
、
こ
の
よ
う
に
消
え
て
ゆ
く
。

「
音
に
立
ち
紛
れ
失
せ
に
け
り
」
と
い
う
表
現
の
意
味
は
、
そ
の
場

か
ら
の
消
失
で
あ
っ
て
も
存
在
そ
の
も
の
の
消
失
で
は
な
い
。
シ
テ

は
黒
塚
の
鬼
女
と
い
う
形
象
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
世
界

全
体
に
身
を
潜
め
る
。
嵐
の
中
に
消
え
た
シ
テ
は
、
今
度
は
我
々
一

人
ひ
と
り
の
内
面
に
現
れ
て
、
我
々
の
日
常
性
を
揺
る
が
せ
、
我
々

が
隠
し
持
っ
て
い
る
不
定
型
な
己
の
姿
を
問
う
て
く
る
。

註
（
１
）
禅
竹
説
は
『
二
百
拾
番
謡
目
録
』
、
世
阿
弥
説
は
『
自
家
伝
抄
』
、

近
江
能
説
は
『
能
本
作
者
註
文
』
の
記
述
に
よ
る
。
な
お
平
凡
社
『
能
・

狂
言
辞
典
』
（
西
野
春
雄
・
羽
田
昶
責
任
編
集
、
一
九
八
七
年
）
は

作
者
不
明
と
し
て
い
る
。

（
２
）
徳
江
元
正
「
作
品
研
究
『
安
達
原
』
」
（
「
観
世
」
昭
和
四
十
四

年
九
月
号
「
特
集
安
達
原
」
所
収
）
に
拠
る
。

（
３
）
以
下
、
謡
曲
の
引
用
は
、
『
葵
上
』
『
柏
崎
』
『
黒
塚
』
『
隅
田
川
』

『
土
蜘
（
土
蜘
蛛
）
』
『
道
成
寺
』
『
羅
生
門
』
に
つ
い
て
は
岩
波
日
本

古
典
文
学
体
系
『
謡
曲
集
』
（
横
道
萬
里
雄
・
表
章
校
注
）
に
拠
り
、

同
書
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
『
大
江
山
』
『
桜
川
』
『
雷
電
』
に
つ
い
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て
は
明
治
書
院
『
謡
曲
大
観
』
（
佐
成
謙
太
郎
）
に
拠
り
、
『
朝
顔
』

に
つ
い
て
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
謡
曲
集
』
（
伊
藤
正
義
校
注
）

に
拠
っ
た
。
た
だ
し
表
記
、
送
り
仮
名
、
お
よ
び
句
読
は
引
用
者
の

一
存
で
一
部
改
め
た
。

（
４
）
鳥
居
明
雄
「
『
黒
塚
』
覚
書
」
（
「
能
研
究
と
評
論
」
第
六
号

一
九
七
六
年
六
月
、
所
収
）
。

（
５
）
『
能
・
狂
言
事
典
』
に
よ
れ
ば
、
〈
蜜
〉
を
使
用
す
る
能
は
『
皇

帝
』
『
大
江
山
』
『
土
蜘
（
土
蜘
蛛
）
』
『
舎
利
』
『
飛
雲
』
『
雷
電
』
な

ど
が
あ
る
。
概
し
て
〈
蜜
〉
面
は
徒
に
日
常
の
安
寧
秩
序
を
乱
す
鬼

畜
系
の
悪
鬼
に
使
わ
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

（
６
）
徳
江
元
正
、
前
掲
論
文
。

（
７
）
金
井
清
光
『
能
の
研
究
』
（
桜
楓
社
、
一
九
六
九
年
）
。

（
８
）
前
掲
、
岩
波
古
典
体
系
『
謡
曲
集
』
に
拠
る
。

（
９
）
世
阿
弥
の
芸
論
か
ら
の
引
用
は
岩
波
日
本
思
想
体
系
『
世
阿

弥
・
禅
竹
』
（
表
章
・
加
藤
周
一
校
注
）
に
拠
る
。
以
下
同
じ
。

（
Ⅲ
）
い
ず
れ
も
、
前
掲
『
能
・
謡
曲
事
典
』
に
拠
る
。

（
Ⅱ
）
現
在
『
黒
塚
』
の
使
用
面
は
〈
般
若
〉
と
さ
れ
（
前
掲
『
能
・

狂
言
事
典
』
）
、
少
な
く
と
も
曲
理
解
に
お
い
て
、
シ
テ
に
人
間
的
意

味
を
読
み
取
る
方
向
に
深
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
〈
般

若
〉
を
使
用
す
る
能
は
他
に
『
道
成
寺
』
『
葵
上
』
な
ど
が
あ
り
、

い
ず
れ
も
極
度
の
怒
り
や
恨
み
を
背
負
う
女
性
を
シ
テ
と
す
る
能
で

あ
る
。

（
吃
）
馬
場
あ
き
子
『
鬼
の
研
究
』
（
三
一
書
房
、
一
九
七
一
年
）
・

（
Ｂ
）
前
註
（
岨
）
に
同
じ
。
な
お
同
書
に
よ
れ
ば
、
鬼
の
系
譜
は
①
日

本
民
俗
学
上
の
鬼
（
祝
福
に
来
る
祖
霊
や
地
霊
）
、
②
山
伏
系
の
鬼
（
天

狗
）
、
③
仏
教
系
（
夜
叉
、
羅
刹
、
地
獄
卒
な
ど
）
、
④
人
鬼
系
（
放

逐
者
、
賤
民
、
盗
賊
）
、
⑤
変
身
證
系
（
怨
恨
・
憤
怒
・
雪
辱
な
ど

情
念
の
鬼
）
に
分
類
さ
れ
る
。

（
Ｍ
）
世
阿
弥
作
『
井
筒
』
、
世
阿
弥
改
作
『
松
風
』
、
さ
ら
に
そ
の
影

響
下
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
『
野
宮
』
は
す
べ
て
恋
し
い
対
象
の
幻
影

と
出
会
う
こ
と
を
主
題
と
し
て
い
る
。
拙
稿
「
『
野
宮
』
Ｉ
「
懐

か
し
や
」
の
意
味
」
（
「
季
刊
日
本
思
想
史
」
弱
号
、
一
九
九
二
年
、

所
収
）
参
照
。

（
咽
）
『
謡
曲
大
観
』
の
能
柄
分
類
に
よ
る
。

（
略
）
佐
藤
正
英
「
『
井
筒
』
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
夢
幻
能
の
構
造
」

（
「
季
刊
日
本
思
想
史
」
釣
号
、
一
九
九
二
年
、
所
収
）
。

（
Ⅳ
）
例
え
ば
小
林
秀
雄
は
、
『
感
想
』
と
題
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
論
（
雑

誌
「
新
潮
」
昭
和
三
十
三
年
五
月
号
か
ら
三
十
八
年
六
月
号
に
連
載
。

全
五
十
六
回
、
未
完
）
に
お
い
て
、
「
有
用
性
」
と
い
う
言
葉
で
我
々

の
生
存
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
『
感
想
』
に
お
い
て
、
我
々
の
知
覚

の
本
性
は
、
具
体
的
生
存
に
役
立
た
な
い
物
の
微
妙
な
個
性
を
我
々

に
提
示
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
有
効
な
行
動
の
基
と
な
る
「
類
」
を

提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
我
々
の
具
体
的
生

存
に
役
立
つ
能
力
で
あ
る
が
、
同
時
に
裸
の
実
在
を
「
有
用
性
」
と

い
う
「
類
」
に
よ
っ
て
覆
い
隠
す
帳
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
肥
）
前
掲
『
能
の
研
究
』
。
同
書
に
、
イ
ノ
リ
は
、
平
安
時
代
に
鎮

護
国
家
の
祈
祷
を
主
と
す
る
密
教
と
結
び
つ
い
て
盛
ん
だ
っ
た
「
光

師
猿
楽
」
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
旧
）
増
田
正
造
『
能
の
表
現
』
（
中
公
新
書
、
一
九
七
一
年
）
。

（
群
馬
大
学
非
常
勤
講
師
）
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