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『
夜
の
寝
覚
』
末
尾
欠
巻
部
分
を
め
ぐ
っ
て

　
　
―
最
新
の
二
断
簡
の
解
釈
を
中
心
に
―

大
槻
福
子

　
　
　

は
じ
め
に

　

中
間
・
末
尾
部
分
に
多
く
の
脱
落
を
有
す
る
『
夜
の
寝
覚
』
に
つ
い
て

は
、
改
作
本
・
絵
巻
詞
書
・
拾
遺
百
番
歌
合
・
風
葉
和
歌
集
な
ど
様
々
な

資
料
を
用
い
て
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
復
元
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
中
間

欠
巻
部
分
に
関
し
て
は
、
改
作
本
と
大
筋
で
同
じ
で
あ
る
と
の
推
定
で
諸

説
ほ
ぼ
一
致
す
る
も
の
の
、
改
作
本
と
筋
が
大
き
く
乖
離
す
る
末
尾
欠
巻

部
分
を
め
ぐ
っ
て
は
、
意
見
が
大
き
く
分
か
れ（

（
（

、
そ
の
復
元
は
ま
だ
緒
に

付
い
た
ば
か
り
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
近
年
多
く
そ
の

存
在
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
「
寝
覚
切（

（
（

」
に
つ
い
て
も
、
ど
こ
ま
で
そ
れ
を

『
夜
の
寝
覚
』
の
も
の
と
認
め
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
措
い
て
は
復
元

作
業
を
進
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
末
尾
欠
巻
部
分
復
元
を
め
ぐ
る
問

題
は
ま
す
ま
す
複
雑
化
し
つ
つ
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
全
体
を
失
っ
た
散
逸
物
語
と
は
異
な
り
、
こ
の
物
語
は
多
く

の
部
分
が
残
存
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
現
存
部
分
を
詳
細
に
再
検
討

す
る
こ
と
で
、
物
語
が
そ
の
終
末
部
分
に
向
け
て
ど
の
よ
う
に
進
も
う
と

し
て
い
る
の
か
を
、あ
る
程
度
は
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
も
あ
ろ
う
し
、

そ
の
作
業
無
く
し
て
新
出
の
「
寝
覚
切
」
を
筆
写
者
や
形
体
の
上
の
み
か

ら
機
械
的
に
『
夜
の
寝
覚
』
の
一
部
と
認
め
、
現
存
部
と
の
内
容
的
な
つ
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な
が
り
に
つ
い
て
の
検
討
が
不
十
分
な
ま
ま
、
当
該
切
部
分
の
み
の
、
あ

る
い
は
「
ツ
レ
」
と
さ
れ
る
他
の
切
と
の
間
の
み
で
の
復
元
作
業（

（
（

を
進
め

る
こ
と
は
、
一
つ
間
違
え
ば
物
語
の
全
体
像
を
見
誤
る
事
に
も
つ
な
が
り

か
ね
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

新
出
の
切
の
存
在
が
次
々
に
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
研
究
も
新
た
な
段
階

に
進
ん
だ
現
在
、
復
元
作
業
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
現
存
部
分
か
ら
窺

わ
れ
る
物
語
の
方
向
性
と
新
出
の
切
の
内
容
と
の
関
わ
り
を
ど
う
捉
え
る

の
か
、
さ
ら
に
は
風
葉
集
な
ど
、
寝
覚
の
欠
巻
部
資
料
で
あ
る
こ
と
が
確

実
な
資
料
の
内
容
と
新
出
切
の
内
容
と
が
ど
う
結
び
つ
く
の
か
を
見
極
め

る
こ
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、実
践
女
子
大
蔵
の
伝
後
光
厳
院
筆
切
、

及
び
一
昨
年
そ
の
存
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
伝
慈
円
筆
切
の
解
釈
を
中
心

に
、
物
語
現
存
部
や
他
の
資
料
と
の
関
わ
り
か
ら
、
末
尾
欠
巻
部
分
の
内

容
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

　
　
　

一
、�

末
尾
欠
巻
部
に
お
け
る
実
践
女
子
大
学
蔵
伝
後
光
厳
院

筆
切
の
位
置
付
け

　

横
井
氏
は
、「『
夜
の
寝
覚
』
末
尾
欠
巻
部
の
出
現
―
伝
後
光
厳
院
筆
物

語
切
の
正
体
―（

4
（

」
に
お
い
て
、
新
た
に
実
践
女
子
大
の
所
蔵
と
な
っ
た
切

（
以
下
実
践
女
子
大
切
）
に
つ
い
て
の
翻
刻
と
詳
細
な
紹
介
を
さ
れ
た
。

そ
の
翻
刻
を
以
下
に
引
用
さ
せ
て
戴
く
。

　
　
　
　

し
ら
さ
り
し
や
ま
ち
の
月
を
ひ
と
り
み
て

　
　

よ
に
な
き
身
と
や
思
ひ
い
つ
ら
ん
と
の
み
な
か
め

　
　

い
り
た
ま
ふ
に
女
三
宮
い
と
う
つ
く
し
う
も
の

　
　

お
も
ひ
し
り
お
よ
す
け
給
つ
ゝ
は
ゝ
の
女
御
の

　
　

御
こ
と
お
ほ
し
い
つ
る
な
め
り
お
ほ
と
か
に
う
ち
な
か

　
　

め
い
て
ゝ
つ
ゆ
け
ゝ
な
る
御
袖
の
気
色
も
い
み

　
　

し
く
ら
う
た
け
な
る
に
か
く
こ
そ
は
た
れ
も

　
　

お
ほ
し
い
つ
ら
め
と
思
ひ
や
る
に
さ
へ
い
と
ゝ
な
か
め

　
　

い
つ
る
に
つ
け
て
も
な
つ
か
し
く
う
ち
か
た
ら
ひ

　
　

か
ゝ
る
人
も
お
は
せ
さ
ら
ま
し
か
は
と
お
も
ふ
に
も

　

こ
の
切
に
つ
い
て
は
、
冒
頭
の
歌
が
『
拾
遺
百
番
歌
合
（
以
下
歌
合
）』

や
『
風
葉
和
歌
集
（
以
下
風
葉
集
）』、
さ
ら
に
『
夜
寝
覚
抜
書
（
以
下
抜

書
）』
所
載
の
和
歌
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、『
夜
の
寝
覚
』
の
も
の
で
あ

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
上
記
三
資
料
に
含
ま
れ
な
い
『
夜

の
寝
覚
』
原
文
を
も
有
す
る
と
い
う
点
で
、
極
め
て
価
値
の
高
い
も
の
で

あ
る
。
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こ
の
切
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
中
川
照
将
氏
が
座
談
会
「
夜
の
寝
覚
」

に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た（

（
（

よ
う
に
、
ま
さ
こ
が
北
山
に
籠
っ
た
こ
と
を
聞
い

た
寝
覚
上
が
、
我
が
子
の
母
を
思
う
気
持
ち
に
思
い
を
致
し
、
ま
た
目
の

前
に
い
る
女
三
宮
が
悩
ん
で
い
る
様
子
で
あ
る
の
を
見
て
、
こ
の
方
も
母

の
事
を
思
い
出
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
推
察
す
る
場
面
、
と
見
る
の
が
良

い
で
あ
ろ
う
が
、
他
の
資
料
の
内
容
と
の
関
連
も
含
め
、
今
少
し
詳
し
く

検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

　

当
該
切
と
同
一
の
歌
を
有
す
る
資
料
と
そ
の
本
文
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
。

・
歌
合（

（
（

　

①�

右
大
将
、
三
ゐ
の
中
将
と
き
こ
え
し
、
き
た
や
ま
に
こ
も
り
ゐ
ぬ
と

つ
た
へ
き
ゝ
て

　
　
　
　

�

し
ら
ざ
り
し
や
ま
べ
の
月
を
ひ
と
り
見
て
世
に
な
き
身
と
や
お

も
ひ
い
づ
ら
む
（
八
番
右
）

・
風
葉
集（

7
（

　

②�

世
に
な
き
さ
ま
に
聞
え
て
の
ち
、
右
大
将
北
山
に
こ
も
れ
り
と
つ
た

へ
き
き
て
、
月
の
あ
か
か
り
け
る
夜
、
な
が
む
ら
ん
お
も
か
げ
も
み

る
こ
こ
ち
し
て
思
ひ
や
ら
れ
け
れ
ば

ね
ざ
め
の
広
沢
の
准
后　
　

　
　
　
　

�

し
ら
ざ
り
し
山
べ
の
月
を
ひ
と
り
み
て
世
に
な
き
身
と
や
思
ひ

い
づ
ら
む
（
一
二
七
〇
番
）

・
抜
書（

8
（

　

③�

あ
は
れ
我
を
思
い
づ
る
人
も
あ
ら
む
か
し
。
三
位
中
将
山
ふ
か
く
あ

と
を
た
ち
た
え
こ
も
り
た
る
ら
む
心
□
し
の
ほ
ど
よ
。
い
か
で
ゆ
め

□
う
ち
に
も
、
□
く
て
あ
る
ぞ
と
し
ら
せ
て
し
が
な
。
お
さ
な
き
人

の
さ
ま
〴
〵
恋
し
さ
な
ど
、
身
を
せ
む
る
や
う
に
、
い
と
た
へ
が
た

□
に
も
、
も
の
お
も
ふ
秋
は
あ
ま
た
へ
に
し
か
ど
、
い
と
か
く
し
も

は
、
お
ぼ
え
ざ
り
き
か
し
。

　
　
　
　

�

し
ほ
れ
わ
び
わ
が
ふ
る
さ
と
の
お
ぎ
の
葉
に
み
だ
る
と
つ
げ
よ

あ
き
の
ゆ
ふ
か
ぜ

　
　
　
　

�

し
ら
ざ
り
し
山
ぢ
の
月
を
ひ
と
り
み
て
世
に
な
き
身
と
や
お
も

ひ
い
づ
ら
む

　

実
践
女
子
大
切
も
含
め
、
四
資
料
に
収
載
さ
れ
る
「
し
ら
ざ
り
し
…
」

歌
に
つ
い
て
は
、
そ
の
詠
ま
れ
た
場
所
に
関
す
る
記
述
が
な
い
が
、
抜
書

に
お
い
て
そ
の
直
前
に
「
し
ほ
れ
わ
び
…
」
歌
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
手
掛
か
り
と
な
る
。「
し
ほ
れ
わ
び
…
」
歌
に
つ
い
て
は
、
歌
合
の
九

番
右
詞
書
に
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④�
し
ら
か
は
の
院
に
て
、
身
の
あ
り
さ
ま
お
ぼ
し
つ
ゞ
く
る
ゆ
ふ
ぐ
れ

に

と
あ
り
、
ま
た
風
葉
集
二
二
九
番
詞
書
に
も

　

⑤�

し
の
び
て
し
ら
か
は
の
院
に
侍
り
け
る
に
、
も
の
思
ふ
あ
き
は
あ
ま

た
あ
り
し
か
ど
、
い
と
か
く
は
あ
ら
ざ
り
き
か
し
と
な
が
め
わ
び
て

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
場
所
は
「
白
河
院
」
で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
て
お
り
、

抜
書
で
は
そ
れ
に
続
い
て
記
さ
れ
て
い
る
「
し
ら
ざ
り
し
…
」
歌
に
つ
い

て
も
、
同
じ
場
で
詠
ま
れ
た
も
の
と
考
え
て
良
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
横
井

氏
は
こ
の
事
に
つ
い
て
、「
従
来
の
『
白
河
院
』
の
位
置
づ
け
は
再
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
か
、
あ
る
い
は
風
葉
集
や
歌
合
に
「
我
々
に

は
捕
足
で
き
ぬ
省
略
」
が
あ
る
の
か
、
と
の
疑
問（

9
（

を
呈
し
て
お
ら
れ
る
。

白
河
院
の
詳
細
に
つ
い
て
は
次
節
で
詳
し
く
述
べ
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は

上
記
資
料
の
「
し
ほ
れ
わ
び
」
歌
と
「
し
ら
ざ
り
し
」
歌
と
の
間
に
時
間

的
・
状
況
的
懸
隔
が
存
在
す
る
か
否
か
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。
風
葉
集

⑤
で
は
、「
し
ほ
れ
わ
び
」
歌
の
詞
書
に
「
も
の
思
ふ
あ
き
は
～
あ
ら
ざ

り
き
か
し
」
と
い
う
寝
覚
上
の
思
い
が
記
さ
れ
て
お
り
、
抜
書
③
に
も
同

歌
の
直
前
に
「
も
の
お
も
ふ
秋
は
～
お
ぼ
え
ざ
り
き
か
し
」
と
類
似
の
表

現
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
抜
書
に
見
ら
れ
る
数
行
の
文
章
は
「
し
ほ
れ

わ
び
」
歌
の
直
前
に
あ
っ
た
物
語
本
文
と
の
推
測
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
抜
書
の
一
続
き
の
文
章
は
、
白
河
院
で
の
寝
覚
上
の
思

い
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
抜
書
で
は
「
し
ほ
れ
わ
び
」
歌
と
「
し
ら
ざ

り
し
」
歌
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
物
語
原
文
に
両
歌
が
続
け
て
記
さ
れ

て
い
た
と
は
考
え
に
く
く
、
間
に
幾
分
か
の
地
の
文
の
省
略
は
想
定
さ
れ

る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
抜
書
に
記
さ
れ
た
文
章
と
「
し
ら
ざ
り
し
」
歌

と
の
間
に
共
通
す
る
寝
覚
上
の
心
情
で
あ
ろ
う
。
抜
書
に
あ
る
「
あ
は
れ

我
を
思
い
づ
る
人
も
あ
ら
む
か
し
」と
の
寝
覚
上
の
思
い
は
、ま
さ
に「
し

ら
ざ
り
し
」
歌
の
下
の
句
「
世
に
な
き
身
と
や
お
も
ひ
い
づ
ら
む

4

4

4

4

4

4

4

（
傍
点

稿
者
、
以
下
同
然
）」
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、「
三
位
中
将
山
ふ
か
く
あ
と

を
た
ち
た
え
こ
も
り
た
る
ら
む
心
□
し
の
ほ
ど
よ
」
は
同
歌
の
上
の
句
の

心
情
へ
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
し
ほ
れ
わ
び
」「
し

ら
ざ
り
し
」
両
歌
の
詠
ま
れ
た
時
期
は
相
当
近
接
す
る
も
の
と
見
て
良
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
、
実
践
女
子
大
切
の
文
章
も
そ
の
手
掛
か
り
と
な
る
。
女
三
宮

が
母
女
御
を
思
い
涙
を
流
す
の
を
見
て
、「
か
く
こ
そ
は
た
れ
も

4

4

4

お
ほ
し

い
つ
ら
め
」
と
思
う
寝
覚
上
の
心
情
も
、
や
は
り
抜
書
に
見
え
る
「
あ
は

れ
我
を
思
い
づ
る
人
も
あ
ら
む
か
し
」
と
の
思
い
が
あ
れ
ば
こ
そ
の
「
た

れ
も
」
と
い
う
表
現
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
、
抜
書
に
記
さ
れ
た
文
章
と
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の
関
連
性
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
両
歌
の
詠
ま
れ
た
時
間

に
も
注
目
す
れ
ば
、
い
ず
れ
も
秋
で
、
前
者
は
「
ゆ
ふ
ぐ
れ
」（
歌
合
④
）

に
、
ま
た
後
者
は
「
月
の
あ
か
か
り
け
る
」（
風
葉
集
②
）
時
に
詠
ん
だ

も
の
で
あ
る
か
ら
、
前
述
の
心
情
的
な
共
通
性
も
併
せ
考
え
れ
ば
、
同
じ

日
の
夕
暮
か
ら
夜
に
か
け
て
の
時
間
で
あ
っ
た
と
考
え
て
も
、
矛
盾
は
な

い
よ
う
に
思
う
が
、
た
と
え
日
の
隔
た
り
が
あ
っ
て
も
数
日
の
こ
と
で
、

そ
の
間
に
寝
覚
上
の
心
情
や
環
境
に
変
化
が
あ
っ
た
も
の
と
は
考
え
に
く

く
、
両
歌
の
間
に
「
補
足
で
き
ぬ
省
略
」
が
あ
っ
た
痕
跡
も
認
め
ら
れ
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
実
践
女
子
大
切
の
場
面
も
、
白
河
院
に
お
け
る
も
の

と
解
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

二
、
白
河
院
に
お
け
る
寝
覚
上

　

で
は
、
末
尾
欠
巻
部
分
に
お
い
て
、「
白
河
院
」
は
ど
の
よ
う
な
場
所

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
夜
の
寝
覚
』
現
存
部
分
に
は
白
河
院
に
関
す

る
記
述
が
一
切
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
欠
巻
部
分
諸
資
料
に
頼
る
し
か

な
い
の
だ
が
、
前
掲
部
分
以
外
で
は
、

・
拾
遺
百
番
歌
合

　

⑥�

し
ら
か
は
の
院
よ
り
、
あ
な
が
ち
に
の
が
れ
い
で
た
ま
へ
る
を
、
は

じ
め
て
き
か
せ
給
て
、
つ
か
は
し
け
る
御
ふ
み
に
（
傍
線
稿
者
、
以

下
同
然
）

中
宮　
　

　
　
　
　

�

見
し
ま
ゝ
の
ゆ
め
の
う
ち
に
ぞ
ま
ど
は
る
ゝ
た
ち
を
く
れ
に
し

み
を
う
ら
み
つ
ゝ
（
一
五
番
右
）

　

⑦�

院
の
御
け
し
き
よ
ろ
し
か
ら
で
、
女
宮
ぐ
し
た
て
ま
つ
り
て
、
れ
ぜ

い
院
に
わ
た
ら
せ
た
ま
ひ
に
け
る
の
ち
、
右
大
将
し
ら
か
は
の
院
に

ま
い
り
て
、
む
な
し
く
た
ち
か
へ
る
と
て
、「
わ
た
く
し
に
だ
に
わ

す
れ
た
ま
ふ
な
よ
」
と
侍
け
れ
ば　
　
　
　
　
　

女
三
宮
の
中
納
言

　
　
　
　

�

あ
ら
し
ふ
く
あ
さ
ぢ
が
す
ゑ
の
し
ら
つ
ゆ
の
き
え
か
へ
り
て
も

い
つ
か
わ
す
れ
む
（
一
三
番
右
）

・
伝
慈
円
筆
寝
覚
物
語（
（1
（

切
（
以
下
、
物
語
切
）

　

⑧�

…
し
□
か
は
の
院
に
わ
か
れ
い
で
し
ゆ
ふ
べ
に
、「
あ
さ
ぢ
が
す
ゑ

に
」
と
い
ひ
し
中
納
言
の
き
み
、
さ
と
に
い
で
た
り
と
き
ゝ
給
て
、

う
ち
し
の
び
た
づ
ね
お
は
し
た
る
を
…

の
三
箇
所
に
白
河
院
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
歌
合
⑦
・
物

語
切
⑧
、
お
よ
び
従
来
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
『
寝
覚
物
語
絵
巻
』
詞
書
第

二
段
を
も
含
め
た
諸
資
料
か
ら
は
、
寝
覚
上
の
幽
閉
だ
け
で
な
く
、
女
三

宮
が
一
時
白
河
院
に
住
ま
い
、
そ
の
折
ま
さ
こ
（
右
大
将
）
と
の
恋
愛
関
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係
が
あ
り
、
何
ら
か
の
原
因
で
女
三
宮
の
父
・
冷
泉
院
の
怒
り
を
買
っ
て

引
き
離
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
推
定
さ
れ
て
お
り
、「
ま
さ

こ
勘
当
事
件
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
歌
合
④
・
風
葉
集
⑤
の
詞
書
か
ら
は
、

前
述
の
よ
う
に
寝
覚
上
が
一
時
白
河
院
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ

る
の
だ
が
、
諸
説
の
多
く
は
白
河
院
に
寝
覚
上
が
幽
閉
さ
れ
て
い
た
と
の

推
定
は
行
い
つ
つ
も
、
同
じ
白
河
院
に
居
た
女
三
宮
や
、
そ
こ
に
通
っ
て

い
た
は
ず
の
ま
さ
こ
と
の
接
点
を
ど
う
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い

な
い
。
稿
者
は
、
か
つ
て
女
三
宮
の
許
に
通
っ
て
い
た
ま
さ
こ
が
、
白
河

院
で
偶
然
母
を
発
見
し
、
寝
覚
上
の
脱
出
に
協
力
し
た
可
能
性
に
言
及
し

た（
（（
（

が
、
そ
の
時
点
で
は
女
三
宮
が
白
河
院
に
住
ん
で
い
た
時
期
と
寝
覚
上

幽
閉
の
時
期
と
が
重
な
る
こ
と
を
示
す
資
料
が
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
か

し
実
践
女
子
大
切
の
発
見
に
よ
り
、
そ
の
時
期
が
重
な
っ
て
い
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
当
該
切
の
内
容
を
よ
り
詳
細
に
検
討
す
る

た
め
、
現
代
語
訳
を
付
す
こ
と
に
す
る
。

　
　

�　

し
ら
ざ
り
し
…
（
我
が
子
は
、
ま
だ
経
験
し
た
こ
と
の
な
か
っ
た

山
住
み
を
し
な
が
ら
一
人
月
を
眺
め
、
私
の
こ
と
を
、
も
う
こ
の
世

に
い
な
い
も
の
と
し
て
思
い
出
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
）
と
ば
か

り
（
寝
覚
上
は
）
詠
ん
で
、
月
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
お
ら
れ
る
が
、

（
目
の
前
に
い
る
）
女
三
宮
は
た
い
そ
う
愛
ら
し
く
、
次
第
に
大
人

に
な
っ
て
物
事
に
つ
い
て
の
理
解
も
深
ま
っ
て
こ
ら
れ
た
様
子
で
、

母
で
あ
る
女
御
の
御
事
を
思
い
出
し
て
お
い
で
な
の
だ
ろ
う
、
お
っ

と
り
と
空
の
月
を
見
つ
め
て
、
涙
に
濡
れ
た
御
袖
の
様
子
も
た
い
そ

う
可
憐
な
の
で
、
寝
覚
上
は
「
こ
ん
な
ふ
う
に
、
誰
も
母
親
を
思
い

出
し
て
お
ら
れ
る
の
だ
な
あ
」
と
（
我
が
子
に
も
）
思
い
を
は
せ
る

に
つ
け
、
ま
す
ま
す
月
を
見
つ
め
て
物
思
い
に
沈
む
の
だ
が
、
そ
れ

に
し
て
も
、
こ
う
し
て
心
通
わ
せ
て
話
の
出
来
る
人
も
お
い
で
に
な

ら
な
か
っ
た
と
し
た
ら
（
私
は
ど
ん
な
に
苦
し
い
こ
と
だ
ろ
う
）」

と
思
う
に
つ
け
て
…

右
の
内
容
か
ら
ま
ず
分
か
る
の
は
、
白
河
院
で
幽
閉
さ
れ
て
い
た
寝
覚
上

と
、
院
の
愛
娘
で
あ
る
女
三
宮
と
の
間
に
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

女
三
宮
の
母
で
あ
る
承
香
殿
の
女
御
は
、
当
初
帝
（
冷
泉
院
）
か
ら
「
私

物
に
心
苦
し
う
お
ぼ
し
と
ど
め
ら
れ
（
巻
一
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

二
一
頁
。
以
下
現
存
部
か
ら
の
引
用
は
同
書
に
よ
る
）」
る
存
在
で
あ
っ

た
が
、内
侍
督
入
内
後
に
寵
愛
の
衰
え
を
を
恨
ん
だ
文
を
帝
に
送
っ
て（
巻

三
・
二
四
六
頁
）
後
、
実
家
に
下
が
っ
た
（
三
〇
九
頁
）
由
で
、
そ
の
後

少
な
く
と
も
現
存
部
で
は
宮
中
に
戻
っ
た
記
述
が
無
い
。
現
存
部
分
で
わ

ず
か
に
触
れ
ら
れ
て
い
た
程
度
の
、
読
者
の
印
象
に
さ
し
て
残
ら
な
か
っ

た
と
お
ぼ
し
き
出
来
事
が
、
実
は
こ
の
場
面
の
伏
線
と
も
な
っ
て
い
た
こ
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と
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
し
女
三
宮
が
、
こ
う
し
た
母
を
恋
い

慕
う
思
い
を
抱
い
て
い
な
け
れ
ば
、
寝
覚
上
と
宮
と
の
交
流
は
上
辺
だ
け

の
も
の
で
終
わ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
母
を
思
い
出
し
て
悲
し
む
女
三

宮
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
母
を
慕
い
続
け
て
い
る
に
違
い
な
い
我
が
息
子
を
思

う
寝
覚
上
と
の
心
が
、
真
実
通
じ
合
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
の
が
こ

の
場
面
な
の
で
あ
る
。「
な
つ
か
し
く
う
ち
か
た
ら
ひ
」
以
下
か
ら
は
、

幽
閉
中
の
寝
覚
上
の
心
を
慰
め
る
唯
一
の
存
在
が
こ
の
女
三
宮
で
あ
っ
た

こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
資
料
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
そ
れ

ば
か
り
で
は
な
い
。

　

前
掲
風
葉
集
②
の
「
し
ら
ざ
り
し
」
歌
に
つ
い
て
の
詞
書
に
、「
世
に

な
き
さ
ま
に
聞
え
て
の
ち
」
と
あ
る
こ
と
と
併
せ
考
え
れ
ば
、
こ
の
切
に

書
か
れ
た
文
章
は
所
謂
「
寝
覚
上
偽
死
事
件
」
が
起
き
て
か
ら
の
出
来
事

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、「
偽
死
事
件
」
後
の
寝
覚
上
が

白
河
院
に
「
し
の
び
て
」（
風
葉
集
⑤
）
住
ん
で
お
り
、
息
子
に
も
自
ら

の
生
存
を
知
ら
せ
る
こ
と
が
出
来
ず
に
い
た
の
に
、
冷
泉
院
鍾
愛
の
女
三

宮
は
彼
女
の
生
存
を
知
っ
て
い
た
ば
か
り
か
、
寝
覚
上
と
親
し
く
交
流
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
ど
う
考
え
れ
ば
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

従
来
の
復
元
の
多
く
は
、「
寝
覚
上
偽
死
事
件
」
に
つ
い
て
、
幽
閉
さ

れ
て
い
た
白
河
院
脱
出
の
た
め
に
寝
覚
上
が
死
を
装
っ
た
も
の
と
解
し
て

い
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
抜
書
③
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
る
以
前
の
資
料
を

基
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
前
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
③
に
記
さ
れ
た

和
歌
二
首
を
手
掛
か
り
に
、歌
合
①
④
、風
葉
集
②
⑤
を
併
せ
考
え
れ
ば
、

寝
覚
上
偽
死
事
件
は
少
な
く
と
も
白
河
院
脱
出
の
た
め
で
な
か
っ
た
も
の

と
判
断
し
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
実
践
女
子
大
切
に
は
前
述
の

よ
う
に
女
三
宮
と
の
交
流
が
あ
る
こ
と
や
、
歌
合
⑥
に
「
し
ら
か
は
の
院

よ
り
、
あ
な
が
ち
に
の
が
れ
い
で
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
ど
こ
か

別
の
場
所
で
幽
閉
さ
れ
て
い
た
寝
覚
上
が
、
死
を
装
っ
て
脱
出
後
に
、
自

ら
進
ん
で
白
河
院
に
身
を
隠
し
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

稿
者
は
以
前
、
冷
泉
院
が
寝
覚
上
の
死
を
装
う
こ
と
で
周
囲
を
騙
し
、

彼
女
を
幽
閉
し
た
の
が「
寝
覚
上
偽
死
事
件
」で
あ
ろ
う
と
推
定
し
た（
（1
（

が
、

こ
の
新
出
の
切
の
内
容
か
ら
も
そ
う
し
た
推
定
に
沿
っ
て
考
え
れ
ば
、
説

明
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
寝
覚
上
は
世
間
に
は
死
亡
と
思
わ
れ
な
が
ら
、
白
河

院
で
生
存
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
を
世
間
は
お
ろ
か
、
我
が
子
に
も
知

ら
せ
る
こ
と
が
叶
わ
な
か
っ
た
。
寝
覚
上
が
何
と
か
我
が
子
に
だ
け
は
生

存
を
知
ら
せ
た
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と
は
、
前
節
で
検
討
し
た
諸
資
料
か

ら
明
ら
か
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
阻
む
も
の
は
何
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
白
河
院
は
無
人
の
廃
屋
な
ど
で
は
な
く
、
女
三
宮
も
住
ん
で
い

る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
ま
さ
に
冷
泉
院
の
管
理
下
に
あ
る
建
物
で
あ
っ

た
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
院
鍾
愛
の
女
三
宮
が
住
む
以
上
、
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そ
の
世
話
を
す
る
乳
母
や
女
房
た
ち
も
大
勢
仕
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

皇
女
が
、
そ
こ
に
い
る
誰
だ
か
わ
か
ら
ぬ
女
性
と
親
し
く
交
流
を
持
つ
こ

と
を
、周
囲
の
女
房
た
ち
が
認
め
る
は
ず
は
な
い
。女
三
宮
に
対
し
て
は
、

一
時
的
に
は
例
え
ば
乳
母
の
遠
縁
の
女
性
で
あ
る
と
か
、
適
当
に
言
い
繕

う
こ
と
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
主
だ
っ
た
女
房
達
は
、
寝
覚
上

の
素
性
を
知
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
事
を
考
え
れ
ば
、寝
覚
上
が
生
存
し
て
白
河
院
に
居
る
こ
と
を
、

冷
泉
院
が
知
ら
な
い
と
考
え
る
方
が
む
し
ろ
不
自
然
で
あ
り
、
院
が
寝
覚

上
を
こ
こ
に
幽
閉
し
て
い
た
の
だ
と
考
え
る
の
が
合
理
的
で
は
あ
る
ま
い

か
。
寝
覚
上
が
生
存
を
知
ら
せ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て

も
、
幽
閉
中
で
あ
る
な
ら
外
部
と
の
連
絡
は
絶
た
れ
て
い
る
の
が
当
然
で

あ
り
、
彼
女
が
「
死
亡
」
と
さ
れ
た
原
因
に
つ
い
て
も
、
院
の
関
与
が
強

く
疑
わ
れ
る
。

　

院
が
寝
覚
上
を
幽
閉
し
た
の
は
、
彼
女
と
「
い
ま
一
度
の
逢
瀬
を
、
い

か
で
か
な
ら
ず（
巻
五
・
五
一
五
頁
）」と
の
思
い
が
昂
じ
た
も
の
だ
ろ
う
。

現
存
部
巻
四
で
、
寝
覚
上
と
の
逢
瀬
を
内
大
臣
に
阻
ま
れ
た
冷
泉
院
は
、

寝
覚
上
と
暮
ら
す
た
め
に
は
寝
覚
上
を
世
間
か
ら
、
と
り
わ
け
内
大
臣
の

目
か
ら
隠
す
必
要
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
内
大
臣
は
現
存
部
巻
五
で
、
寝

覚
上
を
広
沢
ま
で
追
い
か
け
、
そ
の
出
家
を
阻
止
す
る
な
ど
、
冷
泉
院
に

劣
ら
な
い
寝
覚
上
へ
の
執
着
を
見
せ
て
お
り
、
院
に
対
す
る
警
戒
心
も
隠

さ
な
か
っ
た
。
並
大
抵
の
手
段
で
は
内
大
臣
の
追
跡
を
振
り
切
る
事
が
困

難
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
寝
覚
上
が
あ
る
日
突
然
失
踪
す

れ
ば
、
内
大
臣
だ
け
で
な
く
、
成
長
し
た
ま
さ
こ
も
、
何
と
し
て
で
も
寝

覚
上
を
探
し
出
そ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
一
番
に
疑
わ
れ
る
の
は
冷
泉

院
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
何
ら
か
の
手
段
で
、
内
大
臣
達
に
寝
覚
上
死
亡
と

信
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
院
が
自
ら
の
許
に
寝
覚
上
を
と
ど
め
お

く
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
帝
が
、
夫
の
あ
る
女
性
を
自
ら
の
も
の
に
す
る

た
め
に
幽
閉
と
い
う
手
段
を
用
い
た
例
が
『
石
清
水
』『
し
の
び
ね
』
等

の
中
世
王
朝
物
語
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
は
以
前
に
も
述
べ
た
が
、
そ
う
し

た
例
の
嚆
矢
と
し
て
、
こ
の
『
夜
の
寝
覚
』
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。
院
が
退
位
後
の
住
ま
い
と
し
た
冷
泉
院
に
で
は
な
く
、
白
河

院
に
幽
閉
し
た
の
は
、
よ
り
人
目
の
少
な
い
で
あ
ろ
う
白
河
院
に
隠
す
こ

と
で
、
寝
覚
上
の
生
存
を
完
全
に
秘
し
た
い
と
の
思
惑
に
よ
る
も
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
た
だ
、
常
の
住
ま
い
で
な
い
筈
の
白
河
院
に
、
冷
泉
院
が

頻
繁
に
出
入
り
し
た
り
、
滞
在
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
な
り
の
口
実

が
必
要
に
な
る
。
女
三
宮
の
白
河
院
滞
在
は
、
そ
う
し
た
口
実
と
し
て
使

わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
「
死
亡
」と
さ
れ
、外
界
と
の
連
絡
手
段
を
断
た
れ
た
寝
覚
上
の
寂
し
さ
・

辛
さ
を
紛
ら
わ
す
に
は
、
話
し
相
手
が
必
要
で
あ
っ
た
ろ
う
。
折
し
も
、

白
河
院
に
は
女
三
宮
が
い
た
。
か
つ
て
寝
覚
上
と
再
会
し
た
石
山
の
姫
君
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が
「
親
な
ど
は
お
ぼ
え
た
ま
は
ず
、
思
ふ
さ
ま
に
、
う
つ
く
し
き
御
遊
び

が
た
き
と
さ
へ
思
ひ
睦
れ
馴
れ
き
こ
え（
巻
四
・
四
〇
一
頁
）」た
よ
う
に
、

女
三
宮
に
と
っ
て
も
「
遊
び
が
た
き
」
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
冷

泉
院
の
寵
愛
を
失
っ
て
内
裏
を
去
っ
た
母
に
会
え
ぬ
寂
し
さ
を
紛
ら
わ
す

た
め
の
相
手
を
求
め
る
の
は
、
む
し
ろ
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
寝
覚
上

も
女
三
宮
も
、
冷
泉
院
の
自
分
勝
手
な
行
動
に
振
り
回
さ
れ
、
恋
し
い
肉

親
に
逢
う
こ
と
が
叶
わ
な
い
と
い
う
点
で
、
ま
さ
に
類
似
の
境
遇
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
二
人
の
間
に
は
、
た
だ
同
じ
場
所
に
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う

だ
け
で
は
な
い
、
よ
り
深
い
心
の
通
じ
合
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
実
践
女

子
大
切
か
ら
は
読
み
取
り
得
る
が
、
そ
こ
に
寝
覚
上
脱
出
の
契
機
を
見
出

す
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
寝
覚
上
は
協
力
者
が
い
な
い
ま

ま
で
は
、
白
河
院
か
ら
の
脱
出
は
お
ろ
か
、
外
界
と
の
接
触
も
断
た
れ
た

状
態
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
周
囲
は
す
べ

て
院
の
息
の
か
か
っ
た
人
ば
か
り
で
あ
ろ
う
か
ら
、
秘
密
が
洩
れ
る
は
ず

も
な
い
の
だ
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
ま
さ
こ
が
通
っ
て
い
た
女
三
宮
は
、

寝
覚
上
の
身
内
と
の
唯
一
の
接
点
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
新
出
切
の
内
容

か
ら
は
、
こ
の
時
点
で
既
に
女
三
宮
と
ま
さ
こ
と
の
間
に
交
際
が
あ
っ
た

か
は
不
明
で
あ
る
が
、
最
終
的
に
は
女
三
宮
が
ま
さ
こ
に
協
力
す
る
こ
と

で
、
寝
覚
上
と
の
再
会
が
叶
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　

三
、�

新
出
伝
慈
円
筆
切
の
解
釈
―
寝
覚
上
の
白
河
院
脱
出
事

件
と
女
三
宮
と
の
接
点

　

な
お
稿
者
は
、
女
三
宮
が
寝
覚
上
に
関
す
る
情
報
を
ま
さ
こ
へ
の
愛
情

ゆ
え
に
進
ん
で
も
た
ら
し
た
も
の
か
と
想
像
し
て
い
た
の
だ
が
、
一
昨
年

田
中
登
氏
に
よ
り
そ
の
存
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
た（
（1
（

最
新
の
伝
慈
円
筆
切
を

見
る
と
、
ま
さ
こ
が
寝
覚
上
ら
し
き
女
性
の
姿
を
発
見
し
た
方
が
先
で
あ

る
ら
し
く
、
そ
の
人
の
こ
と
を
女
三
宮
に
尋
ね
て
い
る
場
面
と
思
し
き
内

容
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
文
章
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

申
さ
む
か
た
な
け
れ
は
御
心
も
ゆ
る
さ
れ
て
ふ
と
申

　
　

い
て
ん
も
い
と
ゝ
は
ゝ
か
り
あ
れ
は
心
は
た
れ
か
侍
ら
む
こ

　
　

と
〳
〵
し
き
ゝ
は
の
人
は
お
も
ふ
に
よ
に
侍
ら
し
と
こ
た
へ

　
　

申
給
へ
は
か
の
も
や
に
あ
や
し
う
そ
ら
め
に
や
あ
ら
む

　
　

め
つ
ら
し
き
さ
ま
し
た
る
人
の
ふ
と
見
え
つ
る
は
と
の

　
　

給
ま
ゝ
に
な
み
た
の
さ
し
く
み
給
を
さ
れ
は
よ
と
い
み

　
　

し
う
い
と
を
し
け
れ
は
こ
と
〳
〵
に
き
こ
え
ま
き
ら
は

　
　

し
て
や
み
た
ま
ひ
ぬ
と
の
は
せ
む
さ
い
く
う
に
御
た
い
め

　
　

む
あ
り
て
心
よ
り
ほ
か
に
な
か
ら
へ
す
こ
す
や
う
に
侍
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れ
と
ゝ
を
さ
か
り
ま
か
る
ま
ゝ
に
も
い
ふ
か
ひ
な
う
な
く

　
　

�
さ
め
ら
る
ゝ
時
の
さ
（
私
注
「
ま
」
の
誤
写
か
）
も
な
く
い
よ
〳
〵

心
に
も
の
ゝ
お
ほ

　
　

え
ま
さ
ら
れ
侍
れ
は
か
く
て
も
い
と
な
か
ら
へ
に
く
ゝ

　
　

の
と
や
か
に
を
こ
な
ひ
の
か
た
に
お
も
ふ
き
ぬ
へ
く
お
も
ひ

　

田
中
氏
は
こ
の
前
半
に
つ
い
て
、
真
砂（
（1
（

が
「
寝
覚
上
に
面
会
を
申
し
入

れ
た
」
も
の
の
、
寝
覚
上
か
ら
は
「
し
か
る
べ
き
身
分
の
人
は
、
こ
こ
に

は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
」
と
否
定
さ
れ
、
真
砂
は
な
お
も
「
あ
の
母
屋

の
と
こ
ろ
で
、
不
思
議
な
こ
と
に
私
の
見
間
違
い
で
し
ょ
う
か
、
尼
姿
の

方
を
お
見
か
け
し
ま
し
た
が
」と
食
い
下
が
っ
た
も
の
の
、寝
覚
上
は「
言

葉
を
濁
し
て
そ
の
場
を
済
ま
し
た
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
と
解
さ
れ（
（1
（

て
い

る
。

　

こ
の
切
の
時
間
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
田
中
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ

る
通
り
、「
け
だ
か
く
、
し
う
と
く
な
る
さ
ま
し
た
り
」
で
始
ま
る
物
語

切（
（1
（

か
ら
「
い
く
ほ
ど
も
経
ず
し
て
」
の
こ
と
―
す
な
わ
ち
、
ま
さ
こ
が
寝

覚
上
と
思
し
き
女
性
を
偶
然
見
か
け
た
場
面
の
後
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ

う
が
、
当
該
部
分
の
田
中
氏
の
解
釈
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
疑
問
が

残
る
。

　

①　

�

寝
覚
上
が
あ
く
ま
で
ま
さ
こ
に
自
身
の
存
在
を
秘
匿
す
る
つ
も
り

な
ら
、
ま
さ
こ
が
「
面
会
を
申
し
入
れ
た
」
折
に
、
な
ぜ
寝
覚
上

自
身
が
（
人
を
介
し
た
に
せ
よ
）
発
覚
の
リ
ス
ク
を
冒
し
て
ま
で

わ
ざ
わ
ざ
対
応
し
、
存
在
を
否
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
初
か

ら
周
囲
の
女
房
の
み
で
対
応
し
、
否
定
さ
せ
れ
ば
済
む
こ
と
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

②　

�「
め
づ
ら
し
き
さ
ま
」
を
「
尼
姿
」
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
稿
者

が
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
収
載
さ
れ
る
中
古
・
中
世
の
作
品

に
お
け
る
用
例
を
調
べ
た（
（1
（

と
こ
ろ
で
は
、「
め
づ
ら
し
き
さ
ま
」

は
「
め
っ
た
に
な
い
ほ
ど
美
し
い
、
素
晴
ら
し
い
、
喜
ば
し
い
」

あ
る
い
は
「
め
っ
た
に
な
い
・
珍
し
い
」
人
や
物
の
形
容
と
し
て
、

あ
る
い
は
妊
娠
中
の
女
性
（
め
っ
た
に
な
い
ほ
ど
の
慶
事
、
と
い

う
意
味
で
あ
ろ
う
）
等
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
表
現
で
あ
っ
て
、

出
家
姿
や
尼
姿
に
つ
い
て
の
用
例
は
認
め
ら
れ
な
い
。
念
の
た
め

「
め
づ
ら
し
き
人
」「
め
づ
ら
し
き
姿
」
等
に
つ
い
て
も
調
査
し
た

が
、
同
様
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
尼
姿
は
本
来
「
め
づ
ら
し
」
と

い
っ
た
肯
定
的
な
捉
え
方
を
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
む
し
ろ
そ
の
人
が
尼
姿
で
は
な
か
っ
た
故
に
、
ま
さ
こ
は

こ
う
し
た
表
現
を
用
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

稿
者
は
、
こ
の
前
半
の
文
章
は
女
三
宮
の
許
に
通
っ
て
い
た
ま
さ
こ
が

寝
覚
上
ら
し
き
人
を
目
撃
し
て
後
、
女
三
宮
に
そ
の
女
性
が
寝
覚
上
か
ど
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う
か
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
も
の
の
、
宮
は
真
実
を
告
げ
得
ず
に
は
ぐ
ら

か
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
内
容
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
以
下

に
当
該
文
章
の
私
解
を
示
す
。

　
　

�（
女
三
宮
は
）
申
し
上
げ
よ
う
も
な
い
の
で
、（
ま
さ
こ
が
相
手
で
は
）

御
心
が
ゆ
る
ん
で
、
つ
い
（
真
実
を
）
口
に
出
し
て
し
ま
う
よ
う
な

こ
と
が
あ
る
と
、
ひ
ど
く
差
し
障
り
が
あ
る
の
で
、「
こ
こ（
（1
（

に
い
っ

た
い
ど
な
た
が
お
り
ま
し
ょ
う
、
身
分
の
高
い
人
は
、
私
が
思
い
ま

す
に
は
、
け
っ
し
て
こ
こ
に
は
お
り
ま
す
ま
い
」
と
お
答
え
申
し
上

げ
な
さ
る
と
、（
ま
さ
こ
は
）「
あ
の
母
屋
で
、
私
の
妙
な
見
間
違
い

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
珍
し
い
様
子
の
人
が
、
不
意
に
見
え
た
の

は
」
と
お
っ
し
ゃ
る
や
、
涙
ぐ
ま
れ
た
の
を
、（
女
三
宮
は
）「
や
は

り
そ
う
だ
っ
た
の
か
（
お
気
づ
き
に
な
っ
た
の
か
）」
と
ひ
ど
く
困
っ

た
の
で
、
別
の
話
に
そ
ら
し
て
紛
ら
わ
し
、
そ
の
話
を
終
え
て
し
ま

わ
れ
た
。
一
方
、
殿
（
男
君
）
は
前
斎
宮
に
お
目
に
か
か
り
、「（
私

は
）
不
本
意
な
が
ら
も
俗
世
で
生
き
な
が
ら
え
て
い
る
よ
う
で
は
ご

ざ
い
ま
す
が
、（
寝
覚
上
が
）亡
く
な
っ
て
月
日
が
経
つ
に
つ
れ
て
も
、

不
甲
斐
な
い
こ
と
に
、
心
の
慰
め
ら
れ
る
折
と
て
な
く
、
ま
す
ま
す

わ
が
心
に
は
恋
し
さ
が
つ
の
る
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
こ
の

ま
ま
こ
の
世
で
な
が
ら
え
る
の
も
難
し
く
、
心
安
ら
か
に
仏
道
に

入
っ
て
し
ま
い
た
い
と
も
思
い
…

　

こ
の
対
面
の
場
所
は
、
寝
覚
上
が
幽
閉
さ
れ
、
か
つ
女
三
宮
が
滞
在
し

て
い
た
白
河
院
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
訳
中
の
「
珍
し
い
様
子
の
人
」

と
は
、「（
珍
し
い
ほ
ど
）
美
し
い
」
の
意
味
に
加
え
、
長
く
会
え
な
い
で

い
た
こ
と
を
響
か
せ
た
表
現
で
、
母
・
寝
覚
上
の
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
あ
る
い
は
こ
の
時
既
に
懐
妊
中
で

あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
続
い
て
後
半
の
「
と
の
は
せ
む
さ
い
く

う
」
以
下
の
部
分
に
は
、
こ
の
院
に
内
大
臣
、
す
な
わ
ち
ま
さ
こ
の
父
も

来
て
お
り
、
前
斎
宮
に
対
面
し
た
上
で
、
寝
覚
上
死
後
の
自
ら
の
苦
衷
を

語
る
と
思
し
き
様
子
が
描
か
れ
る
。
述
べ
た
よ
う
に
、
白
河
院
で
幽
閉
中

の
寝
覚
上
を
ま
さ
こ
が
発
見
し
た
条
が
「
け
だ
か
く
、
し
う
と
く
な
る
さ

ま
し
た
り
」
に
始
ま
る
物
語
切
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
ま
さ
こ
は
早
速
そ

の
事
を
内
大
臣
に
告
げ
、
と
も
に
確
認
の
た
め
白
河
院
を
訪
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
内
大
臣
も
、
自
ら
の
苦
衷
を
訴
え
る
の
が
真
の
目
的
で
は
な
く
、

寝
覚
上
が
本
当
は
生
き
て
こ
こ
に
い
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
を
探
る
た

め
に
前
斎
宮
に
面
会
し
た
可
能
性
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
残
念
な
が

ら
、
前
斎
宮
が
ど
の
よ
う
に
応
対
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
年
若
い
女

三
宮
で
す
ら
隠
し
通
そ
う
と
し
た
こ
の
件
に
つ
い
て
、
そ
う
簡
単
に
真
実

を
告
げ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

中
世
王
朝
物
語
「
む
ぐ
ら
」
の
例（
（1
（

等
か
ら
考
え
れ
ば
、
仮
に
女
三
宮
が
、

最
初
か
ら
冷
泉
院
に
よ
る
寝
覚
上
取
り
籠
め
を
知
っ
て
い
た
、
或
い
は
気
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づ
い
て
い
た
に
し
て
も
、
そ
れ
を
ま
さ
こ
に
告
げ
る
こ
と
は
相
当
勇
気
の

要
る
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
こ
で
ま
さ
こ
か
ら
尋
ね
ら
れ
て
、
す
ぐ
に

真
実
を
教
え
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

一
方
で
、
宮
は
寝
覚
上
の
心
も
理
解
し
、
交
際
相
手
で
あ
る
ま
さ
こ
の
思

い
も
痛
い
ほ
ど
分
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
ま
ま
い
つ
ま
で

も
隠
し
通
し
た
と
も
考
え
難
い
。
ま
た
、
内
大
臣
に
も
ま
さ
こ
か
ら
寝
覚

上
目
撃
情
報
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
隠
し
通
す
に
も
自
ず
と
限

界
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
最
新
の
伝
慈
円
筆
切
の
内
容
も
踏
ま
え
て
、
寝
覚
上
の
白
河
院
幽

閉
か
ら
脱
出
へ
の
お
お
よ
そ
の
流
れ
を
推
定
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ

う
か
。

　
　

�

死
亡
と
さ
れ
、
白
河
院
に
幽
閉
さ
れ
て
い
た
寝
覚
上
だ
が
、
我
が
子

に
生
存
を
知
ら
せ
る
術
も
な
く
、
そ
こ
に
住
む
女
三
宮
と
の
交
流
を

通
じ
て
、
か
ろ
う
じ
て
心
を
慰
め
て
い
た
。
や
が
て
女
三
宮
の
許
に

通
い
出
し
た
ま
さ
こ
が
、
母
の
姿
を
偶
然
見
か
け
、
女
三
宮
に
母
と

思
し
き
そ
の
女
性
に
つ
い
て
尋
ね
る
も
、一
旦
は
は
ぐ
ら
か
さ
れ
る
。

し
か
し
や
が
て
女
三
宮
が
隠
し
き
れ
ず
に
ま
さ
こ
に
真
実
を
告
げ
、

再
会
が
叶
っ
た
。
ま
さ
こ
は
白
河
院
脱
出
を
助
け
る
―
。

ま
さ
こ
と
女
三
宮
の
仲
を
知
っ
た
冷
泉
院
が
激
怒
し
、
二
人
の
仲
を
裂
い

た
こ
と
は
既
に
資
料
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
怒
り
の

背
景
が
ま
さ
こ
と
女
三
宮
の
恋
愛
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
白
河
院
か
ら
の

脱
出
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
稿
者
は
以
前
に
推
定（
11
（

し
た
の
だ
が
、
実

践
女
子
大
蔵
の
切
に
加
え
、
田
中
氏
の
新
出
の
伝
慈
円
筆
切
が
相
次
い
で

紹
介
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て

き
た
よ
う
に
思
う
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

実
践
女
子
大
切
に
は
、
白
河
院
幽
閉
中
の
寝
覚
上
が
院
鍾
愛
の
女
三
宮

と
親
し
く
対
面
し
、
宮
が
母
を
恋
う
思
い
に
、
我
が
子
ら
の
思
い
を
重
ね

る
姿
が
描
か
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
宮
と
の
交
流
が
、
幽
閉
中
の

寝
覚
上
の
唯
一
の
慰
め
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
も
綴
ら
れ
て
い
る
。

　

従
来
の
復
元
で
は
、
ま
さ
こ
・
女
三
宮
の
恋
と
寝
覚
上
幽
閉
は
切
り
離

し
て
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
実
践
女
子
大
切
か
ら
は
女
三
宮
が
単

な
る
「
ま
さ
こ
の
恋
人
」
と
し
て
の
位
置
付
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分

か
る
。そ
う
し
た
女
三
宮
と
寝
覚
上
と
の
関
わ
り
は
、ひ
い
て
は
後
の「
ま

さ
こ
勘
当
事
件
」
が
や
は
り
寝
覚
上
と
無
関
係
に
起
き
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
こ
と
を
も
示
唆
し
て
お
り
、
従
来
は
独
立
し
て
い
る
よ
う
に
考
え

ら
れ
て
き
た
個
々
の
事
件
が
、
実
は
深
い
関
連
性
を
持
っ
て
末
尾
欠
巻
部

分
の
内
容
を
構
成
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。



― （9 ― 『夜の寝覚』末尾欠巻部分をめぐって

ま
た
、
物
語
現
存
部
中
に
さ
り
げ
な
く
僅
か
に
触
れ
ら
れ
て
い
た
、
女
三

宮
の
母
・
承
香
殿
の
女
御
が
帝
（
冷
泉
院
）
の
厚
き
寵
愛
を
失
っ
て
失
意

の
う
ち
に
宮
中
を
去
っ
た
と
い
う
出
来
事
は
、
実
は
こ
の
切
に
描
か
れ
た

場
面
の
伏
線
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
最
新
の
伝
慈
円
筆
物
語
切
に
は
、
寝
覚
上
だ
と
思
わ
れ
る
姿

を
目
撃
し
た
ま
さ
こ
が
、
女
三
宮
に
確
か
め
よ
う
と
す
る
も
、
宮
は
自
身

が
真
実
を
漏
ら
し
た
場
合
の
影
響
を
考
え
、
辛
い
な
が
ら
も
何
と
か
は
ぐ

ら
か
す
、
と
思
し
き
場
面
が
描
か
れ
る
。

　

従
来
、
と
も
す
れ
ば
途
中
か
ら
の
主
題
変
更
で
あ
る
と
か
、
書
き
進
め

て
行
く
う
ち
の
物
語
と
し
て
の
破
綻
、
と
い
っ
た
捉
え
方
が
な
さ
れ
て
き

た
こ
の
物
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
見
る
限
り
で
は
、
む
し
ろ
逆
に
作
者

の
緊
密
な
構
成
意
識
が
窺
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
意
識
が
こ
こ
だ
け
に
と
ど

ま
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
以
前
の
拙
稿
で
述
べ
た（
1（
（

通
り
で
あ
る
。『
夜

の
寝
覚
』
は
、
発
端
部
の
予
言
に
始
ま
り
、
そ
の
最
終
部
に
到
る
ま
で
周

到
に
構
成
を
練
っ
た
上
で
書
か
れ
た
物
語
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
―

我
々
は
こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
今
一
度
現
存
部
分
を
、
さ
ら
に
は
欠
巻
部

分
の
資
料
と
の
関
係
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
う
し
た
見

直
し
が
、
末
尾
欠
巻
部
分
を
含
め
た
『
夜
の
寝
覚
』
の
全
体
像
把
握
へ
と

つ
な
が
る
も
の
と
な
る
に
違
い
な
い
。

注（
（
）�

伝
慈
円
筆
切
・
伝
後
光
厳
院
切
・
夜
寝
覚
抜
書
等
の
資
料
の
存
在
が
明
ら
か
に
な

る
以
前
に
は
『
寝
覚
物
語
全
釈
』・
岩
波
古
典
大
系
『
夜
の
寝
覚
』・
日
本
古
典
文

学
全
集
『
夜
の
寝
覚
』・
校
注
『
夜
半
の
寝
覚
』（
一
九
八
一
年�

武
蔵
野
書
院
）

な
ど
に
末
尾
欠
巻
部
分
の
内
容
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
以
後
の
も

の
と
し
て
は
田
中
登
氏
に
よ
る
復
元（『
寝
覚
物
語
欠
巻
部
資
料
集
成
』
二
〇
〇
二

年�

風
間
書
房
）
な
ど
多
く
の
論
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
諸
論
の
詳
細
に
つ
い
て

は
栗
山
元
子
氏
「『
夜
の
寝
覚
』・『
巣
守
』
の
古
筆
切
を
巡
る
研
究
史
」（『
考
え

る
シ
リ
ー
ズ
Ⅱ
①
知
の
発
見　

王
朝
文
学
の
古
筆
切
を
考
え
る
―
残
欠
の
触
発
』

所
収
・
二
〇
一
四
年�

武
蔵
野
書
院
刊
）
参
照
。

（
（
）�

横
井
孝
氏
「『
夜
の
寝
覚
』
末
尾
欠
巻
部
の
出
現
―
伝
後
光
厳
院
筆
物
語
切
の
正

体
―
」（
注
１
『
王
朝
物
語
の
古
筆
切
を
考
え
る
』
所
収
）
に
寝
覚
切
に
つ
い
て

ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
後
久
保
木
秀
夫
氏
（『
武
蔵
野
文
学
』
二
〇
一
四
増

刊
春
号
『
寝
覚
め
る
古
筆
切
』
所
収
「
座
談
会　

夜
の
寝
覚
」）
に
よ
り
、
伝
後

光
厳
院
筆
切
の
「
ツ
レ
」
と
さ
れ
る
切
の
存
在
も
示
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）�

筆
跡
・
紙
の
質
・
字
数
・
行
数
の
一
致
或
い
は
類
似
の
み
を
根
拠
と
し
て
、
複
数

の
切
を
「
ツ
レ
」
と
認
め
る
こ
と
の
危
険
性
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
夜
の
寝
覚
』

末
尾
欠
巻
部
分
と
伝
後
光
厳
院
筆
切
」（
注
１
『
王
朝
物
語
の
古
筆
切
を
考
え
る
』

所
収
）
に
お
い
て
述
べ
た
。

（
4
）�

注
２
参
照
。

（
（
）�

以
下
、
注
２
『
寝
覚
め
る
古
筆
切
』
所
収
座
談
会
一
九
頁
に
お
け
る
中
川
氏
の
発

言
を
稿
者
が
要
約
し
た
。

（
（
）�『
拾
遺
百
番
歌
合
』か
ら
の
引
用
は『
日
本
古
典
文
学
影
印
叢
刊
』に
よ
る
。な
お
、

句
読
点
濁
点
等
は
稿
者
。
以
下
同
然
。

（
7
）�
以
下
『
風
葉
和
歌
集
』
か
ら
の
引
用
はCD

-RO
M

版
『
新
編
国
歌
大
観
』
所
収
本

文
に
よ
る
。

（
8
）�『
寝
覚
物
語
欠
巻
部
資
料
集
成
』（
注
１
参
照
）
一
九
四
頁
。
以
下
『
抜
書
』
か
ら
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の
引
用
は
同
書
に
よ
る
。

（
9
）�
注
２
論
二
五
頁
。

（
（0
）�
注
８
書
二
〇
二
頁
。

（
（（
）�

拙
著
『『
夜
の
寝
覚
』
の
構
造
と
方
法
』（
二
〇
一
一
年
笠
間
書
院
刊
）
五
六
頁
。

（
（（
）�

注
（（
書
五
四
頁
他
。

（
（（
）�

田
中
登
氏
は
、
二
〇
一
七
年
九
月
、
神
戸
松
蔭
女
子
大
学
に
お
い
て
「
伝
慈
円
筆

『
寝
覚
物
語
』
切
の
出
現
」
と
題
す
る
口
頭
発
表
で
新
出
の
物
語
切
に
つ
い
て
の

報
告
を
行
わ
れ
て
後
、
当
該
切
に
関
す
る
論
文
「
伝
慈
円
筆
『
寝
覚
物
語
』
切
の

出
現
―
「
斎
宮
」
再
考
―
」（『
国
文
学
』
一
〇
二
号
、
二
〇
一
八
年
三
月
）
を
発

表
さ
れ
て
い
る

（
（4
）�

田
中
登
氏
は
寝
覚
上
の
第
二
子
に
つ
い
て
一
貫
し
て
「
真
砂
」
の
表
記
を
使
用
さ

れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
も
田
中
氏
の
論
か
ら
の
引
用
お
よ
び
要
約
に
関

す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、「
真
砂
」
の
表
記
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

（
（（
）�

注
（（
論
文
八
四
頁
。

（
（（
）�

注
８
書
二
〇
一
頁
。
但
し
稿
者
は
前
稿
ま
で
に
述
べ
た
通
り
、
こ
の
時
点
で
寝
覚

上
は
在
俗
で
、
場
所
は
白
河
院
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
田
中
氏
は
注
（（
論
文

八
三
頁
に
お
い
て
、
こ
こ
で
の
寝
覚
上
を
尼
姿
で
あ
る
と
す
る
根
拠
の
一
つ
と
し

て
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
尼
姫
君
に
つ
い
て
の
描
写
の
類
似
性
を
指
摘
し
、「
う

つ
く
し
げ
」「
う
ち
そ
ば
み
て
」「
つ
ら
つ
き
」「
か
た
は
ら
め
」
等
の
用
語
の
共

通
性
を
新
た
に
挙
げ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
尼
姿
で
な
く
と
も
女
性
の
美
し
さ
を

表
現
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
常
套
的
な
表
現
で
あ
り
、
特
に
『
浜
松
中
納
言
物
語
』

の
こ
の
場
面
に
限
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
で
「
ゆ

ら
ゆ
ら
と
そ
ぎ
か
け
ら
れ
て
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
尼
姫
君
の
髪
は
、「
額
髪
」

で
は
な
い
。「
ゆ
ら
ゆ
ら
」
す
る
長
さ
の
額
髪
は
、
む
し
ろ
在
俗
の
場
合
で
あ
る

こ
と
は
、
以
前
拙
稿
（
注
（（
書
）
で
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
従
っ
て
、『
浜
松

中
納
言
物
語
』
と
の
類
似
性
を
根
拠
に
、
こ
こ
で
の
寝
覚
上
を
尼
姿
と
判
断
す
る

に
は
や
は
り
無
理
が
あ
る
と
考
え
る
。

（
（7
）�Japan�K

now
ledge

に
お
け
る
「
日
本
古
典
文
学
全
集
」
の
検
索
機
能
を
使
用
。

（
（8
）�

物
語
切
の「
心
は
」に
当
た
る
部
分
で
あ
る
が
、「
心
は
」で
は
意
味
が
通
じ
な
い
。

元
は
「
こ
こ
に
は
」
と
あ
っ
た
も
の
が
、「
に
（「
耳
」
の
字
の
崩
し
）」
が
「
ろ
」

と
誤
写
さ
れ
、
そ
れ
に
「
心
」
の
字
が
当
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
仮
に
「
こ

こ
に
は
」
と
し
て
解
釈
す
る
。
な
お
、
田
中
氏
は
注
（（
論
文
に
お
い
て
「『
こ
ゝ
は
』

と
あ
っ
た
も
の
が
、『
こ
ゝ
ろ
は
』
と
誤
写
を
し
、
そ
し
て
あ
る
段
階
で
『
心
は
』

と
漢
字
が
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
し
て
お
ら
れ
る
。

（
（9
）�『
む
ぐ
ら
』
で
は
、
妹
で
あ
る
春
宮
御
息
所
を
訪
問
中
の
女
君
が
、
雪
に
よ
り
足

止
め
さ
れ
た
所
へ
帝
が
闖
入
し
、
そ
の
ま
ま
取
り
籠
め
る
と
い
う
事
件
が
描
か
れ

る
が
、
本
来
な
ら
姉
を
助
け
る
べ
き
春
宮
女
御
は
帝
の
意
を
汲
み
、
こ
の
こ
と
が

男
君
に
知
れ
ぬ
よ
う
に
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
注
（（
書
の
七
三

～
七
五
頁
参
照
。

（
（0
）�

注
（（
書
五
五
～
五
九
頁
。

（
（（
）�

注
（（
書
第
七
章
「
寝
覚
上
の
宿
命
」
参
照
。��


