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『と
は
ず
が
た
り
』
に
見
ら
れ
る

『夜
の
寝
覚
』
摂
取
の
様
相

―

人

物

造

型

を

中

心

に

―

は
じ
め
に

『と
は
ず
が
た
り
』
は
、
昭
和

一
五
年
世
に
紹
介
さ
れ
た
が
、
昭
和
三

十
年
代
に
し
て
よ
う
や
く
人
の
目
に
触
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
研
究
史
の
浅

い
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
世
女
流
日
記
の
中
に
お
い
て
、
質
、

量
と
も
に
他
を
圧
倒
し
て
い
る
た
め
、
人
々
の
関
心
を
集
め
て
、
研
究
は

急
速
な
進
歩
を
遂
げ
、
現
在
で
は
そ
の
最
高
峰
と
し
て
の
位
置
付
け
が
な

さ
れ
て
い
る
。

『と
は
ず
が
た
り
』
は
先
行
文
学
摂
取
と
い
う
分
野
に
お
い
て
は
か
な

り
研
究
が
進
ん
で
お
り
、
詳
細
な
検
証
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
は

和
歌
文
学
や

『源
氏
物
語
』
、

『狭
衣
物
語
』
を
始
め
と
し
た
平
安
時
代

物
語
の
影
響
に
つ
い
て
の
論
考
が
主
で
あ

っ
た
が
、
最
近
は
擬
古
物
語
と

い
う
新
し
い
観
点
か
ら
も
検
討
さ
れ
始
め
、

『と
は
ず
が
た
り
』
の
背
景

が
か
な
り
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
俎
上
に
乗
せ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ

た
作
品
が
あ
る
。

「夜
の
寝
覚
』
で
あ
る
。
松
本
寧
至
氏
が
、
そ
の
影
響

阿

部

　

真

弓

関
係
に
つ
い
て
、
や
や
概
略
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
多
く
の
問
題
点
を
写

し
出
し
た
、
き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
論
文
を
発
表
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ

が
ほ
と
ん
ど
唯

一
の
も
の
と
い
っ
て
よ
く

（１
）
、
現
在
ま
で
松
本
氏
の

論
考
に
対
す
る
反
応
さ
え
世
に
示
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
有
様
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
問
題
を
こ
の
ま
ま
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

「宮
廷
篇
」
と
称
さ
れ
る
巻

一
か
ら
巻
三
に
お
い
て
、

『夜
の
寝
覚
』
は
、

『
源
氏
物
語
』
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
、
い
や
む
ｔ
ろ
そ
れ
以
上
の
多
大
な

影
響
力
を
持

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

『と
は
ず
が
た
り
』
に
お
け
る

『源
氏
物
語
』
や

『
狭
衣
物
語
』
か
ら

の
享
受
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
文
辞
や
個
々
の
場
面
と

い
う
単
位
で
あ
る
こ
と
も
多
く
、
や
や
皮
相
的
な
摂
取
利
用
と
見
え
る
場

合
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て

『夜
の
寝
覚
』
か
ら
は
、　
一
貫
性
を

保
ち
つ
つ
構
成
ご
と
摂
取
し
、
そ
れ
ら
を
テ
ー
マ
の
中
枢
部
に
骨
格
と
し

て
再
構
築
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、

『夜
の
寝
覚
』
の
内
容
と
対
応
す
る
場
面
を
持
つ

『と
は

ず
が
た
り
』
巻

一
か
ら
巻
三
に
お
け
る
作
者
二
条
の
私
的
空
間
に
的
を
絞



っ
て
、
特
に
こ
の
物
語
か
ら
の
影
響
が
著
し
い
と
思
わ
れ
る
人
物
造
型
の

面
か
ら
考
察
し
た
い
。

「と
は
ず
が
た
り
』
の
主
要
人
物
に
は
そ
れ
ぞ
れ

『夜
の
寝
覚
』
の
影
が
ち
ら
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
小
論
に
お
い
て

は
、
作
者
二
条
の
愛
人
で
あ
っ
た

「雪
の
曙
」
、

「
有
明
の
月
」
と
い
う

二
人
の
造
型
に
焦
点
を
絞

っ
て
検
討
す
る
。

『夜
の
寝
覚
』
の
影
響
を
分

析
し
、
そ
れ
ら
の
要
素
が
い
か
に
有
機
的
に
機
能
し
て
い
る
か
に
つ
い
て

「雪
の
曙
」
と

「有
明
の
月
」
の
造
型
を
通
し
て
考
え
て
い
き
た
い
。
こ

れ
ま
で

『
源
氏
物
語
』
の
威
光
に
隠
れ
て
い
た
た
め
に
あ
ま
り
注
目
さ
れ

る
こ
と
の
な
か
っ
た

『夜
の
寝
覚
』
の
役
割
を
積
極
的
に
評
価
す
る
こ
と

で
、
作
者
の
内
的
世
界
の
心
髄
に
よ
り
肉
薄
し
て
い
こ
う
と
い
う
試
み
で

あ
る
。

『夜
の
寝
覚
』
は
中
間
と
末
尾
に
大
き
く
欠
巻
が
あ
り
、
資
料
と
し
て

は
不
備
な
部
分
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
遺
憾

と
考
え
る
の
み
の
段
階
に
留
っ
て
い
る
よ
り
も
、
限
ら
れ
た
資
料
を
も
と

に
最
大
の
成
果
を
あ
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

一
　

「雪
の
曙
」
の
造
型
に
つ
い
て

『と
は
ず
が
た
り
』
に
お
い
て
、
作
者
二
条
は
、
愛
人
二
人
を

「雪
の

曙
」
、

「
有
明
の
月
」
と
、
仮
名
を
使
っ
て
表
現
し
て
い
る
。

「有
明
の
月
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
も
そ
の
人
物
を
特
定
す
る
た
め
の

議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
そ
の
た
め
に
か
、

彼
の
造
型
に
は
関
心
が
寄
せ
ら
れ
、
研
究
が
活
発
に
行
わ
れ
て
き
た
。

一
方
、
そ
れ
と
は
対
照
的
で
あ
る
の
が

「
雪
の
曙
」
で
、
彼
が
西
園
寺

実
兼
で
あ
る
こ
と
が
、
基
礎
研
究
の
段
階
で
玉
井
幸
助
氏
、
松
本
寧
至
氏

ら
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
い
る
。
が
、
そ
れ
が
徒
と
な

っ
て
か
漠
然
と

「
貴
公
子
的
」
、
ま
た

「
二
条
に
と
っ
て
の
理
想
的
男
性
」
な
ど
と
称
さ

れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
造
型
は

『源
氏
物
語
』
、

「
住
吉
物
語
』
の
影

響
下
に
あ
る
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
ま
と
ま

っ
た
研
究
が
特
に
見
当
ら
な

い
の
が
現
状
で
、
他
の
人
物
論
研
究
に
較
べ
て
、
や
や
立
ち
後
れ
て
い
る

と
い
っ
た
感
は
払
拭
で
き
な
い
。
二
条
が

「
雪
の
曙
」
の
描
写
に
細
心
の

注
意
を
払
っ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
を
公
人
西
園
寺
実
兼
と
し
て
登
場
さ
せ

る
時
に
は
官
職
名
で
表
現
し
て
い
る
例
か
ら
も
端
的
に
理
解
で
き
、
二
条

の
脳
中
で
は
、
か
な
り
綿
密
な
人
物
像
が
構
築
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え

る

（２
）
。
よ
っ
て
安
易
に

「
貴
公
子
然
と
し
た
」
と
評
す
る
の
は
、
あ

ま
り
に
軽
率
な
こ
と
と
い
え
よ
う
。

彼
の
造
型
に
は
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
作
品
以
外
に
、
先
述
の

如
く

『夜
の
寝
覚
』
の
影
響
が
き
わ
め
て
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
こ
の
節

で
は
本
物
語
と
の
関
係
を
よ
り
詳
し
く
検
証
し
て
い
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要

素
が
、
い
か
に
し
て

「
雪
の
曙
」
像
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い

て
、
考
え
て
い
き
た
い

（３
）
。

ま
ず

『と
は
ず
が
た
り
』
に
描
写
さ
れ
て
い
る
全
て
の

「雪
の
曙
」
の

行
動
と
関
連
事
項
を
以
下
に
要
約
、
列
挙
す
る
。

〈巻

一
〉



①
御
所
の
新
年
に
、
父
雅
忠
御
薬
の
役
に
参
り
、
二
条
の
件
に
つ
い
て
後

深
草
院
と
密
約
を
取
り
交
わ
す
。
そ
の
夕
、　
翼
ヨ
の
曙
」
が
二
条
に
衣

装
と
文
を
贈
る
。
彼
女
は
拒
絶
す
る
が
、
結
局
受
納
す
る
。

②
後
深
草
院
が
雅
忠
邸
を
訪
間
。
二
条
、　
一
晩
目
は
院
に
従
わ
ず
。
そ
の

翌
日
、
事
情
を
誤
解
し
た

「
雪
の
曙
」
よ
り
恨
み
の
文
が
来
る
。

③
二
条
、
皇
子
懐
妊
。
父
雅
忠
没
。
そ
の
約

一
ヵ
月
後

「
雪
の
曙
」
来
訪

し
、
二
条
と
南
面
に
て
し
み
じ
み
と
語
り
明
か
す
。

④
父
の
四
十
九
日
以
後
、
二
条
は
乳
人
の
家
に
寄
寓
す
る
。
そ
の
折
に

「雪
の
曙
」
と
初
め
て
契
る
。
翌
日
も
彼
の
訪
間
が
あ
り
、
し
ば
ら
く

関
係
が
続
く
。

⑤
二
条
が
籠
る
醍
醐
勝
倶
肥
院
に
後
深
草
院
訪
間
。
数
日
後
の
雪
の
夕
暮
、

物
思
い
に
耽
る
二
条
を
尼
達
が
慰
め
て
い
る
所
に

「雪
の
曙
」
が
来
訪

す
る
。
二
条
は
彼
を
拒
む
が
、
尼
達
の
と
り
な
し
で
入
室
を
許
す
。
翌

日
も

「
雪
の
曙
」
は
帰
ら
ず
、
尼
達
に
貢
物
を
贈
る
。

⑥
二
条
が
里
下
り
の
折
、　
冨
ヨ
の
曙
」
が
訪
問
し
、
翌
日
も
滞
在
す
る
。

そ
こ
に
院
よ
り
疑
惑
の
文
が
届
く
。
二
条
と

「
雪
の
曙
」
、
と
も
に
油

壺
を
二
条
の
懐
に
入
れ
る
と
い
う
懐
妊
予
知
夢
を
見
る
。

⑦
二
条
、

「雪
の
曙
」
の
子
を
宿
し
た
こ
と
を
知
る
。
彼
と
共
に
善
後
策

を
練
る
。

③
里
下
り
し
た
二
条
に

「
雪
の
曙
」
が
着
帯
し
、
三
日
間
付
き
添
う
。

⑨
二
条
、
院
御
所
か
ら
退
出
。
院
に
は
重
病
と
偽
り
、

「雪
の
曙
」
の
女

児
を
出
産
。
公
に
は
流
産
と
称
し
て
、

「雪
の
曙
」
が
子
供
を
自
邸
に

引
き
取
る
。

⑩
玄
輝
門
院
が
院
に
召
さ
れ
る
晩
、　
翼
ヨ
の
曙
」
が
二
条
の
局
に
忍
び
、

契
り
を
結
ぶ
。

〈巻
一
↓

⑪

「雪
の
曙
」
春
日
大
社
に
籠
も
り
、
霊
夢
を
得
て
、
失
踪
中
の
二
条

（妊
娠
中
）
を
醍
醐
に
探
し
当
て
訪
問
す
る
。
出
家
の
意
志
堅
固
な
二

条
を
御
所
に
帰
る
よ
う
説
得
す
る
。
翌
日
、
二
条
の
叔
父
隆
顕
と
酒
宴
。

二
条
、
伏
見
に
一屎
る
。

「雪
の
曙
」
、
二
人
の
間
の
子
と
の
対
面
を
約

束
す
る
。
そ
の
後
、
二
条
は
御
所
に
連
れ
戻
さ
れ
る
。

⑫

「雪
の
曙
」
、
二
条
に
女
子
を
対
面
さ
せ
る
。

⑬
今
様
伝
授
に
二
条
も
供
奉
。

「
雪
の
曙
」
が
二
条
の
衣
装
を
用
意
す
る
。

（巻
三
〉

⑭
二
条
が
墓
参
の
た
め
里
居
し
て
い
る
時
、　
翼
ヨ
の
曙
」
が
来
訪
す
る
が
、

御
所
付
近
出
火
の
た
め
、
あ
わ
た
だ
し
く
立
ち
去
る
。

⑮

「有
明
の
月
」
と
院
の
間
で
悩
む
二
条
に
、　
コ
ヨ
の
曙
」
が
恨
み
を
述

べ
る
。

⑩
二
条
、
院
の
隔
て
を
感
じ
る
。　
軍
ヨ
の
曙
」
の
み
温
か
い
言
葉
を
か
け

２
つ
。

⑭
院
御
所
退
出
の
命
を
受
け
た
二
条
を
、

「
雪
の
曙
」
が
慰
め
る
。

実
は
、
以
上
の

「雪
の
曙
」
の
行
動
と

『夜
の
寝
覚
』
の
男
主
人
公
の

そ
れ
と
を
照
合
す
る
と
、
両
者
間
の
き
わ
め
て
高
い
類
似
性
を
看
取
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
現
存
部
の
み
の
確
認
と
な
る
が
、
右
の
こ
と
を
示
す
た

め
、
次
に

『夜
の
寝
覚
』
の
男
君
の
行
動
か
ら
、

「雪
の
曙
」
と
類
似
の

-48-



行
動
及
び
関
連
事
項
を
抽
出
し
、
対
応
場
面
を
指
摘
し
よ
う
。

〈巻

一
〉

ａ
男
君
、
中
君
出
産
の
処
置
に
心
を
砕
く
。
姉
中
宮
に
、
生
ま
れ
た
子
を

父
関
白
邸
に
引
き
取
る
こ
と
を
打
ち
明
け
る
。

（⑦
と
類
似
す
る
。
）

ｂ
男
君
、
病
気
と
偽
り
部
屋
に
籠
る
妊
娠
中
の
中
君
の
許
に
忍
び
入
る
が
、

引
き
離
さ
れ
る
。
翌
日
も
見
舞
う
。

（④
⑤
に
通
じ
る
。
）

〈巻
二
〉

ｃ
中
君
の
出
産
近
づ
く
。
平
癒
祈
願
と
偽
り
石
山
に
参
籠
し
、
さ
ら
に
兄

宰
相
中
将
の
乳
母
で
あ

っ
た
尼
の
家
に
移
る
。

（男
主
人
公
の
行
動
で

は
な
い
が
、
展
開
と
し
て
⑨
と
符
合
す
る
。
）

ｄ
男
君
、
忍
ん
で
石
山
に
い
る
中
君
を
見
舞
い
、
南
面
で
対
の
君
に
対
面
。

中
君
を
か
き
口
説
き
つ
つ
一
夜
を
過
ご
す
。

（③
に
通
じ
る
。
）

ｅ
男
君
、
生
ま
れ
た
姫
君
を
引
き
取
り
、
乳
母
の
家
に
移
し
、
そ
の
後
関

白
邸
に
迎
え
る
。

（③
と
符
合
す
る
。
ま
た
、
乳
母
を
つ
け
る
こ
と
を
、

女
児
の
引
き
取
り
を
前
提
と
し
た
行
動
と
考
え
る
な
ら
ば
、
③
も
類
推

さ
れ
る
。
）

ｆ
雪
の
深
い
日
、
中
君
は
京
を
偲
ん
で
嘆
く
。
そ
の
夕
刻
、
男
君
は
中
君

を
訪
ね
る
が
逢
え
ず
。
ラ
イ
バ
ル
宰
相
中
将
の
訪
れ
に
も
嫉
妬
し
つ
つ
、

空
し
く

一
夜
を
明
か
す
。

（⑤
に
通
じ
る
。
）

〈巻
三
〉

ｇ
太
皇
宮
の
奸
策
に
よ
り
、
帝
が
寝
覚
の
上
の
許
に
忍
び
入
る
が
、
彼
女

は
拒
み
続
け
、
危
機
を
脱
す
る
。
男
君
誤
解
し
、
煩
悶
す
る
。

（②
と

符
合
す
る
。
）

ｈ
督
の
君
が
帝
に
召
さ
れ
た
隙
に
、
男
君
が
寝
覚
の
上
の
許
に
忍
び
込
み
、

契
り
を
結
ぶ
。

（⑩
と
符
合
す
る
。
）

〈巻
四
〉

ｉ
夜
が
明
け
た
が
、
男
君
寝
覚
の
上
の
傍
を
離
れ
ず
。
そ
こ
に
帝
か
ら
恨

み
の
文
が
届
く
。

（⑥
と
類
似
す
る
。
）

ｊ
寝
覚
の
上
、
宮
廷
よ
り
退
出
。
男
君
が
寝
覚
の
上
を
来
訪
し
た
と
こ
ろ

に
帝
よ
り
文
。

（⑥
と
類
似
す
る
。
）

ｋ
男
君
、
石
山
の
姫
君
を
北
殿

（故
関
白
邸
）
に
伴
い
寝
覚
の
上
に
対
面

さ
せ
る
。

（⑫
と
符
合
す
る
。
）

ｌ
寝
覚
の
上
、
生
霊
事
件
を
聞
き
、
広
沢
の
父
入
道
の
許
に
移
る
。
男
君

は
後
を
追
う
が
、
対
面
で
き
ず
。
そ
の
際
、
帝
か
ら
の
文
を
見
る
。

（⑥
⑥
と
類
似
す
る
。
）

〈巻
五
〉

ｍ
寝
覚
の
上
、
父
入
道
に
出
家
の
決
意
を
述
べ
る
。
男
君
は
二
人
の
子
供

を
連
れ
て
広
沢
に
急
行
し
、
出
家
を
思
い
止
ま
ら
せ
ん
と
す
る
。
寝
覚

の
上
が
妊
娠
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
自
邸
に
迎
え
る
。

（⑪
と
符

合
す
る
。
）

ｎ
帝
か
ら
の
督
の
君
出
産
の
慶
賀
に
、
寝
覚
の
上
は
じ
め
て
返
事
す
る
。

男
君
、
そ
れ
に
嫉
妬
し
て
、
寝
覚
の
上
の
も
と
に
赴
き
苛
む
。

（②
⑮

と
通
じ
る
。
）

（４
）

こ
の
よ
う
に
、
単
な
る
偶
然
と
は
片
付
け
ら
れ
な
い
程
、
ま
と
ま
っ
た

形
で
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

「
雪
の
曙
」
の
行
動
十
七
項
目
の
内
、

「夜
の
寝
覚
』
の
男
君
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
な
い
も
の
は
、
①
⑬
⑭
⑮
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①
の
わ
ず
か
五
項
目
で
あ
る
。
ま
た
逆
に

『夜
の
寝
覚
』
に
照
合
す
れ
ば
、

類
似
部
分
は
全
編
を
通
じ
て
点
在
し
、
な
お
か
つ
、
そ
れ
ら
の
項
目
は
、

物
語
の
輪
郭
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
重
要
な
場
面
を
、
換
言
す
る

な
ら
ば
、

『夜
の
寝
覚
』
の
男
君
の
主
人
公
た
る
特
徴
を
明
確
に
浮
き
上

が
ら
せ
る
内
容
を
含
有
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
話
の
展
開
が
異

な
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
順
序
に
は
違
い
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、

「雪
の
曙
」
の
貴
公
子
像
が

『夜
の
寝
覚
』
の
男
主
人
公
と
い
う

一
人
物

の
姿
に
ほ
と
ん
ど
寸
分
違
わ
ず
重
な
り
合
う
こ
と
を
示
す
例
証
か
ら
は
、

彼
に
は
か
な
り

『夜
の
寝
覚
』
を
意
識
し
た
造
型
が
施
さ
れ
て
い
る
と
い

う
解
釈
を
導
き
出
す
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う

（５
）
。
③
④
に
お
け
る
男
性

は

「雪
の
曙
」
で
は
な
く
他
の
高
貴
な
人
物
や

「有
明
の
月
」
と
す
る
説

も
あ
る
。
多
く
の
研
究
者
の
反
論
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
説
に
は
間

題
点
も
多
く
、
現
在
論
点
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
が
、
如
上
の
構
図
が
浮

び
上
が
っ
て
く
る
と
、
や
は
り
こ
の
男
性
は

「
雪
の
曙
」
と
考
え
る
べ
き

で
あ
る
。

個
々
の
場
面
に
は

『源
氏
物
語
』
等
の
影
響
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
右
の
こ
と
と
岨
籍
を
来
す
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
物
語
か
ら

享
受
し
た
も
の
は
、
人
物
造
型
の
、
い
わ
ば
肉
付
け
の
役
割
を
負

っ
た
存

在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
詳
細
な
考
証
が
必
要
で
あ
る
が
、

「雪
の
曙
」

の
造
型
は
、

『夜
の
寝
覚
』
の
男
主
人
公
を
骨
組
み
と
し
、
他
の
先
行
文

学
か
ら
摂
取
し
た
要
素
で
細
部
を
彩
る
と
い
っ
た
重
層
構
造
を
備
え
て
い

る
と
い
う
推
論
も
成
立
す
る
だ
ろ
う
。

「雪
の
曙
」
の
造
型
の
骨
格
に
、

『夜
の
寝
覚
』
の
男
主
人
公
を
意
識

し
て
投
影
し
た
理
由
と
し
て
は
、
単
に
物
語
の
貴
公
子
の
よ
う
な
洗
練
さ

れ
た
人
物
と
し
て
描
き
出
す
た
め
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
存
在
の
正
当
性
、

重
要
性
を
主
張
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、
二
条
の
意
識
の
上
で
は

『と
は
ず
が
た
り
』
前
編
の
男
主
人
公
役
を

担
っ
て
い
る
の
は
、
後
深
草
院
や

「有
明
の
月
」
等
で
は
な
く
、　
コ
ヨ
の

曙
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『夜
の
寝
覚
』
で
、
寝
覚
の
上
は
、
老
左
大
将
と
婚
姻
関
係
を
結
び
、

後
に
は
帝
の
誘
い
を
受
け
る
が
、
苦
悩
し
つ
つ
も
最
初
の
男
性
で
あ
る
男

君
と
の
関
係
を
続
け
る
。
彼
と
の
交
渉
は
寝
覚
の
上
に
と
っ
て
秘
す
べ
き

ゆ
ゆ
し
き
事
態
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
物
語
は
、
老
左
大
将
や
帝
中
心
に

進
行
す
る
の
で
は
な
い
。
男
君
は
、
苦
渋
に
満
ち
た
世
で
寝
覚
の
上
と
終

始

一
貫
し
た
関
係
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
男
主
人
公
と
し
て
の
地

位
を
不
動
の
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
条
は
、
後
深
草
院
の
寵
姫
で
は
あ
る
が
、

「有
明
の
月
」
、
近
衛
大

殿
と
も
関
係
を
持
ち
、　
一
方
で

「
雪
の
曙
」
と
の
交
渉
を
続
け
て
い
く
。

留
意
す
べ
き
点
は
、
こ
の
多
彩
な
男
性
関
係
の
中
で
後
深
草
院
に
秘
す
べ

き
人
物
は

「
雪
の
曙
」
の
み
で
あ

っ
た
と
い
う
事
、
そ
し
て
父
亡
き
後
、

終
始

一
貫
し
て
陰
の
パ
ト
ロ
ン
で
も
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
二
条

は
、　
翼
ヨ
の
曙
」
を
、

『と
は
ず
が
た
り
』
の
中
で

『夜
の
寝
覚
』
の
男

君
に
擬
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
深
草
院
に
対
比
さ
れ
た
二
条
の

「愛
人
」

と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
役
割
で
は
な
く
、
物
語
の
男
主
人
公
と
い
う
、
よ
り

強
い
存
在
感
の
あ
る
べ
き
人
物
と
し
て
、
造
型
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ

と
考
・４
り
れ
る
。
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こ
れ
ま
で

「
雪
の
曙
」
は
、
二
条
の

「
初
恋
の
人
」
と
し
て
重
要
視
さ

れ
、
同
時
に
清
麗
な
貴
公
子
、
人
格
者
と
し
て
高
い
評
価
を
受
け
て
き
た

が
、
む
し
ろ
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
災
い
し
て
か
、
後
深
草
院
の
存
在
の
大
き

さ
や
、
強
烈
な

「有
明
の
月
」
の
影
に
隠
れ
て
し
ま
い
、
や
や
後
手
に
回

っ
た
印
象
を
受
け
る
人
物
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
実
際
に
経
済
的

に
も
精
神
的
に
も
両
親
の
い
な
い
三
条
を
さ
さ
え
て
き
た
人
間
で
あ
り
、

彼
女
に
と

っ
て
は
、
や
は
り
誰
に
も
代
え
が
た
い
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
造
型
に
お
け
る

『夜
の
寝
覚
』
か
ら
の
影
響
を
読

み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
位
置
が
具
体
的
に
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ

２つ
。

一
一

「有
明
の
月
」
の
造
型
に
つ
い
て

「有
明
の
月
」
は
巻
二
か
ら
登
場
し
、
二
条
の
愛
人
と
し
て
異
彩
な
光

を
放
っ
て
い
る
。
本
文
よ
り
後
深
草
院
と
か
な
り
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た

真
言
宗
僧
侶
と
わ
か
り
、
後
深
草
院
異
母
弟
、
仁
和
寺
の
性
助
法
親
王
と

い
う
の
が
有
力
な
説
で
あ
る
が
、
開
田
准
后
法
助
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ

り

（６
）
、
現
在
も
い
わ
ば
作
者
二
条
の
事
実
の
朧
化
に
翻
弄
さ
れ
た
状

態
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
が
か
え
っ
て
、
彼
に
関
心
を
集
め
さ
せ
る
要
因
の

一
つ
と
も
な
っ
て
、
そ
の
造
型
や
位
置
付
け
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
角

度
か
ら
研
究
が
進
展
し
、
未
だ
に
論
議
の
的
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
節
で
は
、
彼
の
造
型
要
素
の
一
つ
に
光
を
あ
て
、
あ
る
仮
説
を
提

示
し
た
い
。
筆
者
は
、

「有
明
の
月
」
の
主
と
し
て
精
神
面
で
の
祖
型
を
、

『夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
寝
覚
の
上
に
執
心
す
る
帝
に
求
め
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
帝
は
、

『夜
の
寝
覚
』
中
間
欠
巻
部
か
ら
登

場
す
る
主
要
人
物
で
、
末
尾
欠
巻
部
に
お
い
て
も
、
か
な
り
重
要
な
役
割

を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
を
確
認

す
る
手
立
て
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
彼
の
性
格
の
特

徴
は
現
存
部
に
も
如
実
に
現
れ
て
お
り
、
論
を
支
え
る
に
十
分
な
例
証
を

得
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

現
存
部
の
検
討
に
入
る
前
に
、
現
在
推
察
さ
れ
て
い
る
中
間
欠
巻
部
で

の
帝
に
関
連
し
た
記
事
の
粗
筋
を
示
し
て
お
こ
う
。
帝
は
中
君
の
琵
琶
の

音
色
が
妙
な
る
こ
と
を
耳
に
し
、
彼
女
の
入
内
を
強
く
希
望
す
る
が
、
中

君
の
父
入
道
は
は
か
ば
か
し
い
後
見
が
な
い
こ
と
に
躊
躇
し
、
そ
れ
を
断

る
。
結
局
中
君
は
老
左
大
将

（後
に
関
白
）
に
嫁
が
さ
れ
る
が
、
彼
が
亡

く
な
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
再
び
帝
は
内
侍
督
と
し
て
入
内
す
る
こ

と
を
希
望
す
る
。
し
か
し
、
ま
た
も
や
寝
覚
の
上
は
受
け
付
け
ず
、
義
理

の
娘

（故
関
自
長
女
）
が
代
わ
り
に
入
内
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
現
存
部

は
そ
の
話
を
受
け
継
ぐ
形
で
始
ま
っ
て
い
る
。

〈巻
三
〉

①
娘
に
付
き
添
い
参
内
し
た
寝
覚
の
上
に
、
帝
は
た
び
た
び
故
関
自
の
こ

と
を
持
ち
出
し
て
接
近
し
よ
う
と
試
み
る
。

②
寝
覚
の
上
を
垣
間
見
す
る
機
会
を
得
て
、
ま
す
ま
す
思
い
募
る
帝
は
、

太
皇
宮
の
画
策
に
よ
っ
て
、
寝
覚
の
上
と
の
逢
瀬
を
持
つ
こ
と
が
で
き

た
。
帝
は
、
や
は
り
ま
ず
故
関
自
の
話
を
出
し
、
彼
女
の
警
戒
心
を
解
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か
ん
と
す
る
。

昔
よ
り
、
思
ふ
心
を
む
な
し
う
な
い
て
、
年
ご
ろ
を
経
て
、
思
ひ

わ
た
る
さ
ま
、
故
大
臣
、
親
し
か
る
べ
き
人
と
い
ふ
な
か
に
も
、

幼
く
よ
り
、
分
き
て
親
し
う
な
ら
ひ
思
ひ
て
、
御
事
を
限
り
な
く

思
ひ
け
る
ま
ま
に
、

『
な
か
ら
む
後
、
か
な
ら
ず
尋
ね
知
り
き
こ

え
よ
』
と
、
心
苦
し
か
り
け
る
女
ど
も
の
あ
ま
た
あ
り
け
る
を
ば
、

さ
も
言
は
ず
、
た
だ
御
事
を
の
み
い
み
じ
う
。
折
々
の
事
も
き
こ

え
出
で
、
恋
し
き
昔
の
形
見
と
も
思
ひ
て
、
渡
る
た
び
ご
と
に
消

息
き
こ
ゆ
れ
。

③
言
葉
を
尽
し
て
口
説
く
が
、
寝
覚
の
上
の
意
志
は
強
い
。
帝
は
心
を
静

め
て
説
得
し
、
よ
う
や
く
衣
を
引
き
交
わ
す
ま
で
に
至
る
。

④
寝
覚
の
上
の
美
し
い
姿
に
帝
は
思
い
を
深
く
し
、
あ
ら
ぬ
こ
と
ま
で
考

え
つ
め
る
。

こ
れ
も
、

『あ
る
ま
じ
、
便
な
し
』
と
、
世
に
も
言
ひ
そ
し
り
、

人
も
そ
ね
み
言
は
ば
、
国
の
位
を
捨
て
て
、
た
だ
心
の
ど
か
に
心

を
ゆ
か
せ
て
、
起
き
臥
し
契
り
語
ら
ひ
て
あ
ら
む
に
増
す
う
れ
し

さ
、
あ
り
な
む
や

⑤
結
局
、
思
い
を
遂
げ
ら
れ
ぬ
ま
ま
還
御
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
こ
の
恋

を
成
就
す
る
決
意
を
表
自
す
る
。

さ
は
れ
、
世
に
あ
る
ま
じ
き
こ
と
と
、
そ
し
り
深
く
、
内
の
大
臣

も
便
な
げ
に
思
ひ
た
ら
ば
、

『か
う
と
こ
ろ
せ
か
ら
ず
、
心
や
す

き
さ
ま
に
て
、
ま
た
人
を
も
並
べ
ず
、
起
き
臥
し
見
馴
れ
む
に
、

増
す
こ
と
は
あ
ら
じ
』
と
な
む
、
思
ひ
な
り
に
た
る
。
こ
れ
に
懲

り
た
ま
ふ
と
て
、
内
な
ど
に
居
る
こ
と
難
く
な
り
た
ま
ひ
た
ら
ば
、

た
だ
今
年
の
う
ち
に
こ
の
位
を
も
捨
て
て
、
八
重
た
つ
山
の
中
を

分
け
て
も
、
か
な
ら
ず
思
ふ
本
意
か
な
ひ
て
な
む
、
や
む
べ
き
。

い
み
じ
く
思
ふ
さ
ま
に
定
ま
り
果
て
た
ま
ひ
ぬ
と
も
、
そ
れ
を
、

さ
て
聞
く
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。

『人
の
見
聞
か
む
と
こ
ろ
な
ど
も
、

よ
ろ
し
く
た
ど
る
べ
き
わ
ざ
に
も
あ
ら
ざ
り
』
と
、
す
べ
て
現
心

も
あ
る
ま
じ
け
れ
ば
、

『我
も
人
も
、
い
た
づ
ら
に
な
る
べ
か
り

け
る
こ
と
の
様
か
な
」
と
な
む
お
ぼ
ゆ
る

⑥
ま
た
の
逢
瀬
を
約
束
し
、
寝
覚
の
上
の
扇
を
形
見
に
取
る
が
、
未
練
の

た
め
そ
の
場
を
離
れ
が
た
く
、
彼
女
を
帰
す
こ
と
に
す
る
。

か
へ
す
が
へ
す
、

「
明
日
の
暮
を
、
た
だ
か
や
う
に
」
と
、
の
た

ま
は
せ
も
や
ら
ず
、
た
だ
扇
ば
か
り
を
形
見
に
取
ら
せ
た
ま
ひ
て
、

許
さ
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
、
言
へ
ば
世
の
つ
ね
な
り
。

⑦
よ
う
や
く
帝
か
ら
開
放
さ
れ
、
寝
覚
の
上
は

「
た
だ
、
の
が
れ
出
づ
る

う
れ
し
さ
に
、
ま
た
心
地
も
ま
ど
ふ
ば
か
り
お
ぼ
え
て
、

『今
だ
に
、

と
く
、
こ
の
憂
き
瀬
を
離
れ
な
む
』
と
お
ぼ
せ
ば
、
い
と
や
を
ら
出
で

た
ま
ふ
に
」
と
早
々
に
退
出
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
帝
は
彼
女
を

再
び
引
き
止
め
る
。

よ
き
ほ
ど
に
、
ゐ
ざ
り
出
で
た
ま
ひ
ぬ
る
を
、
陰
の
か
た
に
ひ
き

と
ど
め
さ
せ
た
ま
ひ
て
も
、

（中
略
　
歌
の
贈
答
）

「
な
ど
て
。

を
こ
が
ま
し
く
。
か
か
る
逢
瀬
は
難
く
こ
そ
あ
ら
め
。
あ
な
が
ち

に
心
苦
し
さ
を
見
知
り
つ
る
ぞ
や
」
と
、
悔
し
く
、
い
み
じ
く
お

ぼ
さ
る
る
に
、
人
目
苦
し
か
ら
ず
は
、
や
が
て
た
ち
つ
づ
き
ぬ
ば
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か
り
の
御
心
地
ぞ
、
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。

一
方
寝
覚
の
上
は
、

「
登
花
殿
に
帰
り
た
ま
ひ
て
、
督
の
君
の
御
方
に

う
ち
臥
し
た
ま
ひ
て
、
恐
ろ
し
か
ら
む
夢
の
覚
め
た
ら
む
心
地
し
て
、

今
も
、
現
と
も
お
ぼ
え
ず
ぞ
、
あ
さ
ま
し
き
や
」
と
い
う
状
態
に
陥
っ

て
い
る
。

③
帝
は
後
朝
に
次
の
歌
を
贈
る
。

見
や
し
つ
る
見
ず
や
あ
り
つ
る
春
の
夜
の

夢
と
て
何
を
人
に
語
ら
む

〈巻
四
〉

⑨
寝
覚
の
上
か
ら
の
返
歌
は
な
く
、
帝
は
自
分
の
愚
か
さ
を
悔
や
む
。

「
か
ば
か
り
の
心
に
て
は
、
さ
り
と
も
と
頼
み
を
か
け
、
後
の
逢

瀬
を
こ
が
ま
し
か
り
け
り
か
し
」
と
、
い
み
じ
う
悔
し
う
、
妬
う

お
ば
し
め
さ
れ
て

⑩
帝
の
執
心
は
い
や
増
す
が
、
寝
覚
の
上
は
決
し
て
そ
れ
に
応
え
る
事
が

な
い
。
再
三
彼
女
の
も
と
へ
呪
咀
的
な
恨
み
の
文
を
送
り
付
け
る
。

「
さ
り
と
も
か
な
ら
ず
お
ば
し
知
り
な
む
、
と
お
ぼ
え
し
も
て
な

し
を
、
我
た
け
う
、
を
こ
が
ま
し
く
お
ば
し
離
れ
、　
一
行
の
御
返

り
も
な
く
の
み
あ
る
は
、
あ
さ
ま
し
う
、
後
瀬
の
山
の
頼
み
も
あ

る
ま
じ
か
め
る
を
。
な
に
の
人
目
か
。
た
だ
心
に
ま
か
せ
て
乱
れ

た
る
人
の
上
な
り
と
も
、
す
こ
し
世
の
つ
ね
に
て
こ
そ
思
ふ
べ
き

わ
ざ
な
り
け
れ
。
昨
日
今
日
の
や
う
に
、
も
の
の
お
ぼ
え
ば
、
い

み
じ
く
お
ぼ
す
さ
ま
に
隙
間
な
く
定
ま
り
果
て
た
ま
ひ
ぬ
と
も
、

さ
て
は
あ
べ
う
も
あ
ら
ず
。
き
こ
え
し
や
う
に
、
と
こ
ろ
せ
き
位

な
ど
も
、
ひ
た
ぶ
る
に
捨
て
む
と
な
む
思
ふ
」

（中
略
）

「鳩
の
海
や
潮
干
に
あ
ら
ぬ
か
ひ
な
さ
は

み
る
め
か
づ
か
む
か
た
の
な
き
か
な

来
む
世
の
海
人
」

⑪
　
　
上
の
御
文
の
、
中
な
る
を
見
る
よ
り
、
胸
つ
ぶ
る
る
を
、
こ
の
世
、

か
の
世
を
か
け
て
恨
み
つ
く
さ
せ
た
ま
ひ
つ
る
さ
ま
、
見
る
目
も

及
ば
ぬ
ま
で
、
い
み
じ
く
か
た
じ
け
な
げ
に
て
、

「絶
え
ぬ
べ
き
命
の
な
ほ
も
惜
し
き
か
な

人
に
負
け
じ
と
思
ふ
ば
か
り
に

身
を
し
絶
え
ず
は
」
と
、
憂
は
し
げ
に
、
の
ろ
の
ろ
し
げ
に
さ
へ

書
か
せ
た
ま
ひ
た
る
さ
ま

⑫
帝
は
思
い
を
胸
に
納
め
て
お
く
こ
と
が
で
き
ず
、
中
宮
に
ま
で
打
ち
明

け
る
。「

い
み
じ
く
妬
く
お
ぼ
ゆ
る
を
、
い
か
で
こ
の
本
意
か
な
へ
て
し

が
な
と
こ
そ
思
へ
」

（中
略
）

「
…
…
げ
に
、
思
ひ
も
か
け
ず
、

ゆ
く
り
な
き
ほ
ど
と
い
ひ
な
が
ら
、
さ
や
は
あ
る
べ
き
。
限
り
な

く
め
ざ
ま
し
か
り
け
る
人
よ
」

⑬
寝
覚
の
上
は
父
の
い
る
広
沢
に
て
身
を
ひ
そ
め
る
が
、
そ
こ
で
病

（実

は
悪
阻
）
に
臥
せ
る
。

（以
下
巻
五
）
帝
は
そ
こ
に
男
主
人
公
が
い
る

こ
と
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、
文
を
遣
わ
す
。
そ
れ
を
読
ん
だ
男
主
人
公

は
次
の
よ
う
な
感
想
を
洩
ら
す
。

い
で
、
あ
な
の
ろ
の
ろ
し
の
御
言
や
。
か
く
の
み
お
ぼ
し
わ
た
る

け
に
、
御
心
地
も
か
か
る
に
や

-53-



⑭
寝
覚
の
上
と
男
主
人
公
と
の
間
は
ま
す
ま
す
密
接
な
関
係
と
な
っ
て
い

く
が
、
帝
は
彼
女
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
寝
覚
の
上
を
得
る
た
め

に
は
譲
位
さ
え
辞
さ
な
い
覚
悟
で
あ
る
。

い
か
で
位
を
疾
う
去
り
て
、
す
こ
し
軽
ら
か
な
る
ほ
ど
に
な
り
て
、

い
み
じ
き
大
臣
の
も
て
な
し
限
り
な
し
と
い
ふ
と
も
、
い
ま

一
度

の
逢
瀬
を
、
い
か
で
か
な
ら
ず

現
在
の
現
存
部
に
お
け
る
主
な
帝
の
行
動
、
言
動
は
以
上
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
彼
の
寝
覚
の
上
へ
の
執
心
は
、
東
縛
さ
れ
た
不
自
由
な
身
と
い

う
こ
と
も
あ
っ
て
、
い
さ
さ
か
狂
気
じ
み
て
お
り
、

「
７
■
・・か
ば
か
り

い
み
じ
く
従
ひ
き
こ
え
た
る
心
の
痴
れ
痴
れ
し
さ
を
、
お
ば
し
知
ら
ぬ
も

の
な
ら
ば
』
と
、
よ
ろ
づ
に
恐
ろ
し
げ
に
誓
ひ
聞
か
せ
た
ま
ひ
つ
つ
」

（巻
三
　
一
一人
の
逢
瀬
の
場
面
）
と
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
雰
囲
気
ま
で

も
漂
わ
せ
て
い
る
。

で
は
、
次
に

『と
は
ず
が
た
り
』
に
お
け
る

「有
明
の
月
」
の
存
在
が

い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、

『夜
の
寝
覚
』
の
帝
と
の
類
似
性
を
確
認
し

つ
つ
、
示
す
こ
と
に
す
る
。

巻
二
に
お
い
て
二
条
と

「有
明
の
月
」
は
、
後
白
河
院
御
八
講
の
折
に
、

初
め
て
見
参
す
る
。

何
と
な
き
御
昔
語
り
、

「
故
大
納
言
が
常
に
申
し
侍
り
し
事
も
、
忘

れ
ず
お
ぼ
じ
め
さ
る
る
」
な
ど
仰
せ
ら
る
る
も
、
な
つ
か
し
き
や
う

に
て
、
の
ど
の
ど
と
う
ち
向
ひ
参
ら
せ
た
る
に
、
何
と
や
ら
ん
、
思

ひ
の
外
な
る
事
を
仰
せ
ら
れ
出
し
て

（①
②
に
類
似
す
る
。
）

そ
の
折
に
は
辛
う
じ
て
彼
の
手
を
逃
れ
た
二
条
で
あ
る
が
、
後
深
草
院

の
延
命
供
に
参
上
し
た

「有
明
の
月
」
は
再
び
二
条
に
口
説
き
か
け
、
彼

ら
は
あ
わ
た
だ
し
い
ひ
と
と
き
の
逢
瀬
を
持

っ
た
。

見
つ
る
夢
の
名
残
も
う
つ
つ
と
も
な
き
程
な
る
に
、

「
時
よ
く
な
り

ぬ
」
と
て
伴
僧
ど
も
参
れ
ば
、
後
の
方
よ
り
逃
げ
帰
り
給
ひ
て
、

「後
夜
の
程
に
、
今

一
度
、
必
ず
」
と
仰
せ
あ
り
て

（⑥
と
符
合
す

る
。
）

そ
の
夜
二
人
は
再
び
契
り
、
暁
を
迎
え
る
。

む
せ
か
へ
り
給
ふ
気
色
、
心
苦
し
き
も
の
か
ら
、
明
け
行
く
音
す
る

に
、
肌
に
着
た
る
小
袖
に
、
わ
が
御
肌
な
る
御
小
袖
を
、
強
ひ
て

「
形
見
に
」
と
て
着
換
へ
給
ひ
つ
つ

（③
⑥
と
符
合
す
る
。
）

局
に
戻
っ
た
二
条
は
小
袖
の
棲
に
、
次
の

「有
明
の
月
」
か
ら
の
歌
が

入
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

う
つ
つ
と
も
夢
と
も
い
ま
だ
分
き
か
ね
て
悲
し
さ
残
る
秋
の
夜
の
月

（③
に
趣
向
が
似
る
。
）

明
日
が
結
願
と
い
う
夜
、

「
有
明
の
月
」
は
自
分
の
愛
念
に
対
す
る
決

意
を
述
べ
る
。

「
…
同
じ
心
に
だ
に
も
あ
ら
ば
、
濃
き
墨
染
の
袂
に
な
り
つ
つ
、
深

き
山
に
籠
り
ゐ
て
、
幾
程
な
き
こ
の
世
に
、
物
思
は
で
も
」
な
ど
仰

せ
ら
る
る
ぞ
、
あ
ま
り
に
む
く
つ
け
き
心
地
す
る
。

（④
⑤
⑩
⑭
に

類
似
す
る
。
）

二
条
は

「
有
明
の
月
」
に
対
し
て
積
極
的
な
気
持
ち
を
抱
け
ず
、
そ
の

後
彼
か
ら
の
手
紙
に
返
事
は
す
る
も
の
の
直
接
逢
う
こ
と
は
避
け
て
い
た
。

次
の
年
、
叔
父
隆
顕
か
ら
の
呼
出
に
応
じ
た
が
、
そ
れ
が
、
実
は

「有
明
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の
月
」
の
窮
策
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

（②
に
お
け
る
帝
と
寝

覚
の
上
の
逢
瀬
の
き

っ
か
け
に
類
似
す
る
。
）

彼
の
日
説
き
に
も
二
条
は
冷
淡
で
、
別
れ
の
時
が
近
づ
い
て
も

「人
は

悲
し
き
事
を
尽
し
て
言
は
る
れ
ど
も
、
わ
が
心
に
は
う
れ
し
き
ぞ
」
と
心

を
動
か
さ
れ
な
い
。

（⑦
の
寝
覚
の
上
の
心
境
と
符
合
す
る
。
）
し
か
し
、

一
方
の

「
有
明
の
月
」
は
暁
の
別
れ
に
未
練
を
隠
せ
な
い
。

帰
り
給
ひ
な
ど
す
る
が
、
ま
た
立
ち
帰
り
、
さ
ま
ざ
ま
仰
せ
ら
れ
て
、

「
せ
め
て
は
見
だ
に
送
れ
」
と
あ
り
し
か
ど
も
、

「
心
地
わ
び
し
」

と
て
、
起
き
上
が
ら
ず
。
泣
く
泣
く
出
で
給
ひ
ぬ
る
気
色
は
、
げ
に

袖
に
や
残
し
置
き
給
ふ
ら
ん
と
見
ゆ
る
も
、
罪
深
き
ほ
ど
な
り
。

（⑦
に
類
似
す
る
。
）

二
条
は
隆
顕
の
意
向
も
お
も
し
ろ
く
な
く
、

「
い
た
く
自
々
し
く
な
ら

ぬ
先
に
と
、
公
事
に
こ
と
づ
け
て
急
ぎ
参
り
て
、
局
に
う
ち
臥
し
」
て
い

る
と
、

「
ま
め
や
か
に
あ
り
つ
る
ま
ま
の
面
影
の
そ
ば
に
見
え
給
ひ
ぬ
る

も
恐
ろ
し
き
に
」
と

「有
明
の
月
」
に
脅
威
す
ら
覚
え
る

（７
）
。

（⑦

に
お
け
る
寝
覚
の
上
の
行
動
、
心
情
と
酷
似
す
る
。
）

そ
の
後
も

「
有
明
の
月
」
よ
り
再
三
の
誘
い
が
あ
る
が
、
二
条
に
応
答

す
る
意
志
は
な
い
。
や
が
て
、
隆
顕
を
通
じ
て

「有
明
の
月
」
よ
り
起
請

文
が
送
ら
れ
て
く
る
。

…
…
い
か
な
る
魔
縁
に
か
、
よ
し
な
き
事
ゆ
ゑ
、
今
年
二
年
、
夜
は

よ
も
す
が
ら
面
影
を
恋
ひ
て
涙
に
袖
を
濡
ら
し
、
本
尊
に
向
ひ
持
経

を
抜
く
折
々
も
、
ま
づ
言
の
葉
を
偲
び
、
護
摩
の
壇
の
上
に
は
文
を

置
き
て
持
経
と
し
、
御
灯
明
の
光
に
は
ま
づ
こ
れ
を
披
き
て
心
を
養

ふ
。
。こ
の
思
ひ
忍
び
が
た
き
に
よ
り
て
、
か
の
大
納
言
に
言
ひ
合
せ

ば
、
見
参
の
た
よ
り
も
心
安
く
や
、
な
ど
思
ふ
。
ま
た
さ
り
と
も
同

じ
心
な
る
ら
ん
と
思
ひ
つ
る
事
、
み
な
空
し
。
こ
の
上
は
、
文
を
も

遣
し
言
葉
を
も
交
さ
ん
と
思
ふ
事
、
今
生
に
は
こ
の
思
ひ
を
絶
つ
。

さ
り
な
が
ら
、
心
の
中
に
忘
る
る
事
は
、
生
々
世
々
あ
べ
か
ら
ざ
れ

ば
、
わ
れ
定
め
て
悪
道
に
堕
つ
べ
し
。
さ
れ
ば
、
こ
の
恨
み
尽
く
る

世
あ
る
べ
か
ら
ず
ｏ

（中
略
）
こ
の
力
を
も
ち
て
、
今
生
永
く
空
し

く
て
、
後
生
に
は
悪
趣
に
生
れ
あ
は
ん
。

（⑩
①
と
符
合
す
る
。
③

⑫
⑬
⑭
に
も
通
じ
る
。
）

こ
の
後
、
二
条
と
隆
顕
は

一
時
不
遇
の
身
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
こ

と
に
つ
い
て

「
か
か
る
事
の
出
で
来
ぬ
る
も
、
ま
め
や
か
に
報
い
に
や
」

と
隆
顕
が
語
る
場
面
が
あ
る
。

（⑬
に
類
似
す
る
。
）

さ
て
、
二
人
は
し
ば
ら
く
没
交
渉
と
な
る
が
、
巻
三
に
入
り
、
後
深
草

院
姫
宮

（後
の
遊
義
門
院
）
の
病
気
平
癒
の
祈
祷
を
き

っ
か
け
に
、
二
人

の
関
係
は
院
を
巻
き
込
ん
で
再
燃
し
、
二
条
は

「有
明
の
月
」
の
胤
を
宿

し
て
し
ま
う
。

「有
明
の
月
」
は
後
深
草
院
に
自
分
の
妄
執
と
覚
悟
を
語

Ｚつ
。

若
宮
を

一
所
渡
し
参
ら
せ
て
、
わ
れ
は
深
き
山
に
籠
り
ゐ
て
、
濃
き

墨
染
の
袂
に
な
り
て
侍
ら
ん
。

（④
⑤
⑩
⑭
に
類
似
す
る
。
）

二
条
が
乳
母
の
家
に
退
出
す
る
と
、

「有
明
の
月
」
は
人
目
も
意
に
介

さ
ず
、
忍
ん
で
く
る
。

「身
の
い
た
づ
ら
に
な
ら
ん
も
い
か
が
せ
ん
。
さ
ら
ば
、
片
山
里
の

柴
の
庵
の
住
家
に
こ
そ
」
な
ど
仰
せ
ら
れ
つ
つ
、
通
ひ
あ
り
き
給
ふ
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ぞ
、
い
と
あ
さ
ま
し
き
。

（④
⑤
⑩
⑭
に
類
似
す
る
。
）

二
条
が
出
産
し
た
後
、
伝
染
病
の
流
行
に
無
常
を
感
じ
た

「
有
明
の
月
」

が
忍
び
来
て
、
言
い
契
る
。

・
形
は
世
々
に
変
る
と
も
、
逢
ひ
見
る
事
だ
に
絶
え
せ
ず
は
、
い
か
な

る
上
品
上
生
の
台
に
も
、
共
に
住
ま
ず
は
物
憂
か
る
べ
き
に
、
い
か

な
る
藁
屋
の
床
な
り
と
も
、
も
ろ
と
も
に
だ
に
あ
ら
ば
と
思
ふ

（④

⑤
⑩
⑭
に
類
似
す
る
。
）

・
五
部
の
大
乗
経
を
手
づ
か
ら
書
き
て
、
お
の
づ
か
ら
水
茎
の
跡
を

一

巻
に

一
文
字
づ
つ
を
加
へ
て
書
き
た
る
は
、
必
ず
下
界
に
て
今

一
度

契
り
を
結
ば
ん
の
大
願
な
り
。
い
と
う
た
て
あ
る
心
な
り
。
こ
の
経
、

書
写
は
終
り
た
る
、
供
養
を
遂
げ
ぬ
は
、
こ
の
度

一
所
に
生
れ
て
供

養
を
せ
ん
と
な
り
。
龍
宮
の
宝
蔵
に
預
け
奉
ら
ば
、
三
百
余
巻
の
経
、

必
ず
こ
の
度
の
生
れ
に
供
養
を
の
ぶ
べ
き
な
り
。

（中
略
）
い
さ
や
、

な
ほ
こ
の
道
の
名
残
惜
し
き
に
よ
り
、
今

一
度
人
間
に
生
を
享
け
ば

や
と
思
ひ
定
め
、
世
の
な
ら
ひ
い
か
に
も
な
ら
ば
、
空
し
き
空
に
立

ち
昇
ら
ん
煙
も
、
な
ほ
あ
た
り
は
去
ら
じ
。

（④
⑤
⑩
⑫
⑭
に
通
じ

る
。
）

彼
の
不
安
は
的
中
し
、
病
死
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、

「
有
明
の
月
」
と

『夜
の
寝
覚
』
の
帝
と
の
間
に
は
、

か
な
り
顕
著
な
類
似
性
が
看
取
さ
れ
、
そ
の
影
響
関
係
を
認
め
て
よ
い
だ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
第

一
節
に
て
述
べ
た

「雪
の
曙
」
に
み
ら

れ
た
摂
取
の
様
相
と
は
や
や
性
質
が
異
な
り
、

『夜
の
寝
覚
』
か
ら
の
影

響
は
、
行
動
面
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
人
物
造
型
の
根
源
的
位
置
を
占
め

る
性
質
面
に
よ
り
深
く
関
与
し
て
い
る
。
言
う
な
れ
ば

「有
明
の
月
」
の

き
わ
め
て
特
徴
的
な
性
向
は
、

『夜
の
寝
覚
』
の
帝
の
一
途
な
性
格
を
継

承
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
恋
の
成
就
の
た
め
な
ら
ば
、
帝
の
位
を
捨

て
る
こ
と
も
、
来
世
で
海
人
に
な
る
こ
と
さ
え
も
厭
わ
な
い
と
い
う

『夜

の
寝
覚
』
の
帝
の
姿
は
、
二
条
の
中
で
咀
唱
さ
れ
、

「
有
明
の
月
」
の
、

二
条
の
た
め
に
は
高
僧
と
い
う
地
位
か
ら
の
没
落
も
辞
さ
な
い
、
来
世
を

も
必
ず
共
に
と
い
う
悲
痛
な
ま
で
の
妄
執
へ
と
再
形
成
さ
れ
た
。
そ
う
し

た
営
み
が
施
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

「有
明
の
月
」
と
い
う
人
物
に
は

命
が
ふ
き
こ
ま
れ
、
そ
の
結
果

『と
は
ず
が
た
り
』
の
中
で
、
彼
は
強
烈

な
存
在
を

一
際
輝
か
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
点
は
、
そ
の
性
格
が
起
因
と
し
て
存
在
す

る
か
ら
こ
そ
、
破
滅
と
い
う
後
の
展
開
へ
の
構
図
が
成
立
す
る
こ
と
で
あ

る
。
二
条
と
の
関
係
が
後
深
草
院
に
発
覚
し
た
後
も
、

「有
明
の
月
」
の

態
度
は
変
わ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
の
妄
執
は
凄
味
を
増
す
。
そ
し

て
、
光
源
氏
の
存
在
と
い
う
外
的
要
因
に
押
し
潰
さ
れ
た

『源
氏
物
語
』

の
柏
木
と
は
異
な
り
、

「有
明
の
月
」
は
自
身
の
内
な
る
炎
に
燃
え
尽
き

る
如
く
自
減
し
て
い
く
。

『夜
の
寝
覚
』
の
帝
の
よ
う
に
恋
の
成
就
の
た

め
に
は
身
の
破
減
を
も
辞
さ
な
い
と
誓

っ
た
彼
は
、
二
条
と
の
間
に
子
供

ま
で
為
し
た
か
ら
に
は
堕
ち
る
と
こ
ろ
ま
で
堕
ち
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
彼
が
こ
の
よ
う
な
性
向
を
負
わ
さ
れ
た
時
点
で
、
破
減
は
必
然
の

展
開
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

『夜
の
寝
覚
』
が
関
与
す
る
の
は
性
質
と
い

う
人
物
の
持
つ
一
つ
の
側
面
に
す
ぎ
な
い
が
、
し
か
し
右
の
こ
と
か
ら
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「
有
明
の
月
」
の
人
物
造
型
、
ひ
い
て
は

『と
は
ず
が
た
り
』
に
お
け
る

こ
の
物
語
の
重
要
性
、
意
義
が
理
解
で
き
よ
う
。

筆
者
に
は
、

「
有
明
の
月
」
の
造
型
に
お
け
る

『
源
氏
物
語
』
の
柏
木

の
役
割
を
完
全
に
否
定
し
た
り
、
先
離
説
話
に
見
ら
れ
る
女
犯
破
戒
僧
の

イ
メ
ー
ジ
を
無
視
し
よ
う
と
い
う
意
図
は
な
い
。
個
々
の
場
面
に
お
い
て

は
、

「有
明
の
月
」
の
柏
木
の
姿
を
示
唆
す
る
文
辞
、
ま
た
説
話
的
破
戒

僧
と
し
て
の
人
格
を
見
せ
る
表
現
が
あ
っ
て
、
彼
の
造
型
の
多
元
性
を
窺

う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
が
主
張
し
た
い
の
は
、

「有
明
の

月
」
の
造
型
要
素
の
一
つ
、
内
面
描
写
の
中
枢
部
に

『夜
の
寝
覚
』
の
帝

が
据
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て

『と
は
ず
が
た
り
』
に
お
け

る
そ
の
構
図
の
重
要
性
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

な
お
臆
見
を
付
言
し
て
お
く
と
、
帝
の
人
物
造
型
の
手
法
同
様

「有
明

の
月
」
の
モ
チ
ー
フ
が
繰
り
返
し
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
の
は
、
二
者
の
同

一
性
を
強
調
せ
ん
が
た
め
の
作
者
の
企
み
で
も
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
想

像
を
た
く
ま
し
う
す
れ
ば
、
そ
れ
は
読
者
に
も
そ
う
読
ま
れ
る
こ
と
を
期

待
し
た

一
種
の
謎
か
け
で
は
な
い
か
、
す
な
わ
ち
皇
統
な
る
が
故
の
悲
劇

の
男
性
と
し
て
の
要
素
を
持
つ

「有
明
の
月
」
の
正
体
は
、
法
助
で
は
な

く
後
深
草
院
の
異
母
弟
性
助
法
親
王
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
と
め
と
し
て

以
上
は
な
は
だ
羅
列
的
で
あ
る
が
、　
認
ヨ
の
曙
」
と

「有
明
の
月
」
の

造
型
に

『夜
の
寝
覚
』
が
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
み

た
。こ

れ
ま
で
も
、
諸
研
究
者
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
女
性
を
主
人

公
と
し
、
そ
の
生
き
ざ
ま
を
描
い
た
物
語
と
い
う
の
は
、
少
な
く
と
も
現

存
作
品
中
で
は

『夜
の
寝
覚
』
以
前
に
見
当
ら
ず
、
そ
う
し
た
意
味
で
こ

の
物
語
は
独
特
の
位
置
を
占
め
る
存
在
で
あ
る
。

『夜
の
寝
覚
』
の
際
立

っ
た
特
徴
は
心
理
小
説
的
と
評
さ
れ
る
程
の
、
心
中
描
写
の
長
大
さ
、
深

遠
さ
に
あ
る
。
ま
さ
に

「女
君
の
心
や
自
省
の
詳
密
な
描
写
は
、
物
語
と

い
う
よ
り
、
む
し
ろ
女
流
日
記
的
で
あ
り
、
自
照
的

。
自
己
凝
視
的
で
あ

る
」

（８
）
と
評
さ
れ
る
べ
き
作
品
で
あ

っ
て
、
二
条
が
こ
の
物
語
に
造

詣
が
深
か
っ
た
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。

『
と
は
ず
が
た
り
』
を
執
筆
し

て
い
く
上
で
参
考
に
す
る
こ
と
が
度
々
あ
っ
た
と
考
え
て
も
、
そ
れ
が
単

な
る
臆
測
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

「雪
の
曙
」
と

「有
明
の
月
」
の
造
型
に
は

『夜
の
寝
覚
』
に

一
致
す

る
事
象
が
多
分
に
存
在
し
、
そ
こ
に

「影
響
」
や

「
摂
取
」
と
い
っ
た
語

が
適
合
可
能
か
ど
う
か
疑
間
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

『と
は
ず
が

た
り
』
研
究
で
た
び
た
び
議
論
さ
れ
る
、
事
実
か
虚
構
か
と
い
う
問
題
が

生
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
重
要
で
あ
る
の
は
そ
の
よ
う
な
範
囲

や
境
界
の
問
題
で
は
な
く
、
作
者
が
ど
の
よ
う
に
人
物
を
構
築
し
、
表
現

し
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
我
々
が
言
う
と
こ
ろ
の
虚
構
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
作
者
二
条
の
内
的
世
界
に
お
い
て
そ
れ
は
事
実
で
あ
る
。
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『夜
の
寝
覚
』
の
摂
取
利
用
に
よ
っ
て

「
雪
の
曙
」

「有
明
の
月
」
は
、

ま
さ
し
く
血
の
流
れ
る
存
在
と
し
て
構
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま

り

「事
実
」
は
、
こ
の
場
合

『夜
の
寝
覚
』
と
い
う
取
捨
選
択
の
基
準
を

通
過
し
脚
色
さ
れ
る
こ
と
で
、
作
者
に
と

っ
て
の

「
真
実
」
と
な
り
、

『と
は
ず
が
た
り
』
に
結
晶
し
た
の
で
あ
る
。

『と
は
ず
が
た
り
』
は
、
現
実
と
は
異
な
っ
た
次
元
の
、
虚
と
実
の
狭

間
に
漂
う
か
の
如
き
特
異
な
世
界
、
事
実
に
基
づ
く
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世

界
で
あ

っ
て
、
あ
る
程
度
事
実
と
は
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
そ
う
し
た
認
識
を
踏
ま
え
て
解
釈
し
て
い
く
よ
う
に
我
々
は
努
め
ね

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

冒
頭
に
も
触
れ
た
如
く
、

『夜
の
寝
覚
』
は
、
本
稿
に
取
り
上
げ
た
二

人
物
の
造
型
の
み
な
ら
ず
、
他
の
重
要
な
登
場
人
物
に
も
か
な
り
の
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
松
本
氏
の
論
文
に
も

一
部
触
れ
ら
れ

て
い
る
が
、
特
に
二
条
の
自
己
造
型
に
関
し
て
い
え
ば
、
精
読
す
る
と
そ

の
外
的
資
質
や
内
面
造
型
に

『夜
の
寝
覚
』
が
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
後

稿
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。

注（１
）

「
『夜
の
寝
覚
』
の

『
と
は
ず
が
た
り
』
へ
の
影
響
」

（
『古
代

文
化
』
昭
和
五
五
年

一
一
月
。
後
に

『中
世
女
流
日
記
文
学
の
研
究
』

（明
治
書
院
　
昭
和
五
八
年
）
に
再
録
）
。
な
お
、
松
本
氏
は

『中

世
宮
廷
女
性
の
日
記

『と
は
ず
が
た
り
』
の
世
界
』

（中
公
新
書

昭
和
六

一
年
）
の
中
で
、
再
び

『夜
の
寝
覚
』
の
影
響
に
つ
い
て
触

れ
て
お
ら
れ
る
が
、
特
に
新
た
な
見
解
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

（２
）
そ
の
他
の
例
証
と
し
て
、
小
沢
良
衛
氏
が

「
『と
は
ず
が
た
り
』

に
お
け
る
雪
の
曙
」

（
『と
は
ず
が
た
り

。
中
世
女
流
日
記
文
学
の

世
界

（女
流
日
記
文
学
講
座
第
五
巻
）
』
勉
誠
社
　
平
成
二
年
）
に

お
い
て
、
二
条
の

「雪
の
曙
」
に
対
す
る
意
識
の
流
れ
と
彼
の
呼
称

の
変
化
が
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

（
３
）
本
稿
に
お
い
て
は
公
人
と
し
て
の

「
雪
の
曙
」
は
考
慮
に
入
れ
な

い
。
総
合
的
な
人
物
造
型
を
考
察
す
る
た
め
に
は
分
離
し
て
は
な
ら

な
い
が
、
本
稿
の
主
眼
は

『夜
の
寝
覚
』
の
摂
取
の
様
相
を
解
明
す

る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
あ
え
て
範
囲
を
限
定
す
る
。

（
４
）
室
町
時
代
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
、

『夜
の
寝
覚
』
の
改
作

本

『夜
寝
覚
物
語
』
に
は
、
中
間
欠
巻
部
に
位
置
す
る
部
分
に
男
主

人
公
が
女
主
人
公
の
懐
妊
の
予
知
夢
を
見
る
と
い
う
左
の
場
面
が
あ

り
、
お
そ
ら
く

『夜
の
寝
覚
』
に
も
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
見

な
さ
れ
て
い
る
。
老
左
大
将
に
嫁
ぐ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
女
君
が
男

君
の
胤
を
宿
す
こ
と
を
暗
示
し
た
も
の
で
、
話
の
展
開
、
夢
の
具
体

的
な
内
容
と
も
に
、

『と
は
ず
が
た
り
』
⑥
の
場
面
に
類
似
し
て
お

り
、
こ
の
事
例
も

一
つ
の
傍
証
と
な
り
得
る
だ
ろ
う
。

あ
か
つ
き
が
た
に
ち
と
ま
ど
ろ
み
給
ふ
御
夢
に
、
い
と
う
る
は

し
く
び
ん
づ
ら
ゆ
ひ
た
る
わ
ら
は
の
、
こ
が
ね
の
し
き
し
に
つ

ら

（
ゝ
力
）
め
る
物
を
と
り
い
だ
し
て
、

「
」れ
は
御
も
と
な

る
た
ま
の
た
ぐ
ひ
な
り
」
と
て
た
て
ま
つ
り
た
る
を
、
ひ
き
あ



け
て
見
給

へ
ば
、
し
き
の
一
の
ま
き
の
、
た
ま
の
ぢ
く
し
た
る

な
り
け
り
。
め
で
た
き
ふ
み
の
さ
ま
か
な
と
見
給
ふ
に
、
こ
の

を
ん
な
君
、

「
」れ
こ
そ
ほ
う
ら
い
の
山
の
た
ま
の
え
だ
よ
。

一
え
だ
は
御
も
と
に
あ
り
。
こ
れ
は
ま
ろ
が
に
せ
ん
」
と
て
と

り
給
ふ
を
、
わ
が
も
と
な
る
に
な
ら
べ
て
こ
そ
も
た
め
と
思
て
、

と
ら
ん
と
す
れ
ば
、

「
し
ば
し
な
を
こ
れ
は
、
を
き
て
み
ん
。

つ
ゐ
に
は
た
て
ま
つ
ら
ん
」
と
て
、
ふ
と
こ
ろ
に
ひ
き
い
れ
給

ふ
。

（
５
）

「
雪
の
曙
」
を
西
園
寺
実
兼
と
す
れ
ば
、
史
実
上
の
昇
官
の
類
似

も
指
摘
で
き
る
。

『夜
の
寝
覚
』
の
始
ま
り
に
、
男
主
人
公
は
権
中

納
言
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
の
後
、
大
納
言
、
大
将
、
内
大
臣
、
右

大
臣
を
経
て
、
末
尾
欠
巻
部
に
お
い
て
は
関
白
に
ま
で
昇
り
つ
め
て

い
る
。　
一
方
、
西
園
寺
実
兼
は

『と
は
ず
が
た
り
』
の
最
初
の
年
、

文
永
三
年
に
、
同
じ
く
権
中
納
言
と
し
て
現
れ
る
。

『公
卿
補
任
』

に
よ
れ
ば
、
兼
左
衛
門
督

（同
六
年
）
、
権
大
納
言

（同
八
年
）
、

兼
春
宮
大
夫

（建
治
元
年
）
、
大
納
言
兼
右
大
将

（正
応
元
年
）
、

内
大
臣

（同
二
年
）
、
太
政
大
臣

（同
四
年
）
と
あ
っ
て
、

『夜
の

寝
覚
』
の
男
主
人
公
と
類
似
し
た
経
歴
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
両

者
の
出
世
コ
ー
ス
が
特
色
あ
る
も
の
と
は
言
え
ず
、
単
な
る
偶
然
の

一
致
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
事
実
も
き
っ
か

け
と
な
っ
て
、

『夜
の
寝
覚
』
の
男
主
人
公
を
基
準
と
し
た

「雪
の

曙
」
の
造
型
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（６
）
大
半
の
研
究
者
は
性
助
を
支
持
す
る
が
、
宮
内
三
二
郎
氏
、
最
近

で
は
松
本
寧
至
氏
が
法
助
説
を
唱
え
て
お
ら
れ
る
。

（
７
）
佐
藤
育
氏

「
『
間
は
ず
語
り
』
の
物
語
性
―

『
源
氏
物
語
』
の
女

性
達
と
二
条
―
」

（
『広
島
女
学
院
大
学
国
語
国
文
学
誌
』
昭
和
五

六
年
十
二
月
）
に
、
こ
の
場
面
が

『源
氏
物
語
』
若
菜
下
巻
の
一
場

面
を
踏
襲
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
が
、
心
情
面
、
女
君
の
行
動
、

ま
た
後
の
展
開
を
考
え
る
と
、

『夜
の
寝
覚
』
と
の
関
係
は
無
視
で

き
な
い
。

（８
）
関
根
慶
子
氏

「
寝
覚
物
語
に
お
け
る

「帝
間
入
事
件
」
を
考
え
る
」

（
『源
氏
物
語
及
び
以
後
の
物
語
　
研
究
と
資
料

（古
代
文
学
論
叢

第
七
輯
）
』
武
蔵
野
書
院
　
昭
和
五
四
年
）

引
用
は
、

『と
は
ず
が
た
り
』
は
新
潮
日
本
古
典
集
成

（新
潮
社
）
、

『夜
の
寝
覚
』
は
日
本
古
典
文
学
全
集

（小
学
館
）
、
改
作
本

『夜

寝
覚
物
語
』
は

『物
語
文
学
の
研
究
―
本
文
と
論
考
―
』

（金
子
武

雄
著
　
笠
間
書
院
　
昭
和
四
九
年
）
に
拠
る
。

（あ
ぺ
。
ま
ゆ
み
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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