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一　

は
じ
め
に

　

日
本
の
古
典
文
学
で
よ
く
描
か
れ
る
場
面
の
ひ
と
つ
に
「
垣
間
見
」
と
い
う

も
の
が
あ
る
。「
垣
間
見
（
か
い
ば
み
・
か
い
ま
み
）」
と
は
、「
物
の
す
き
ま

な
ど
か
ら
、
こ
っ
そ
り
の
ぞ
き
見
る
こ
と
（
１
）」
で
あ
る
が
、
こ
の
語
は
『
落
窪
物

語
』
内
で
三
例
使
わ
れ
て
い
る
。

　

①��

道
頼
が
落
窪
の
間
に
い
る
姫
君
を
垣
間
見
る
場
面
。「（
道
頼
ガ
）「
ま
づ

垣
間
見
を
せ
さ
せ
よ
」
と
の
た
ま
へ
ば
…
…
」（
上
三
六
～
三
七
頁
）

　

②��

一
一
月
二
三
日
の
昼
、
道
頼
が
継
母
を
垣
間
見
る
場
面
。「
少
将
（
道
頼
）、

つ
く
づ
く
と
垣
間
見
臥
し
た
り
。」（
上
九
〇
頁
）

　

③��

継
母
が
落
窪
の
間
を
覗
き
、
道
頼
を
見
る
場
面
。「（
継
母
ガ
）
例
の
、
垣

間
見
の
穴
よ
り
覗
け
ば
…
…
」（
上
一
〇
二
頁
）

ま
た
、「
垣
間
見
」
と
い
う
語
は
使
わ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、「
物
の
す
き
ま
な

ど
か
ら
、
こ
っ
そ
り
の
ぞ
き
見
る
こ
と
」
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
、
次
の
場
面

が
あ
る
。

　

④��

結
婚
四
日
目
の
昼
、
落
窪
の
間
を
訪
れ
た
継
母
を
、
道
頼
が
几
帳
の
綻
び

よ
り
覗
き
見
る
場
面
。「
少
将
（
道
頼
）、
い
か
が
あ
る
と
ゆ
か
し
う
て
、

几
帳
の
綻
び
よ
り
、
臥
し
な
が
ら
見
給
へ
ば
…
…
」（
上
七
六
頁
）

　

⑤��

一
一
月
二
三
日
の
夜
、
落
窪
の
間
を
訪
れ
た
少
納
言
を
、
道
頼
が
見
る
場

面
。「
少
将
（
道
頼
）
見
れ
ば
、
少
納
言
、
火
影
に
、
い
と
清
げ
な
り
と
、

よ
き
者
こ
そ
あ
り
け
れ
と
見
給
ふ
。」（
上
九
四
頁
）

　

⑥��

道
頼
が
越
前
守
（
姫
君
の
異
母
兄
）
と
対
面
し
て
い
る
様
子
を
、
姫
君
が

御
簾
の
中
か
ら
見
守
る
場
面
。「
女
君
（
姫
君
）
も
、
御
前
な
れ
ば
、（
越

前
守
ヲ
）
見
出
だ
し
給
ひ
て
、
あ
は
れ
と
思
す
。」（
下
二
六
頁
）

　

今
井
源
衛
氏
は
、『
落
窪
物
語
』
の
垣
間
見
を
五
例
と
し
た
う
え
で
、

『
落
窪
物
語
』
に
現
わ
れ
る
五
つ
の
か
い
ま
見
は
、
全
体
の
筋
の
上
で
無

意
味
な
、
単
な
る
そ
の
場
限
り
の
興
味
に
終
わ
る
挿
話
に
す
ぎ
ぬ
よ
う
な

も
の
は
一
つ
も
見
当
た
ら
な
い
、
す
べ
て
が
そ
れ
ぞ
れ
全
体
の
筋
の
上
に

も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
占
め
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

と
述
べ
、
う
ち
四
例
（
①
②
③
⑤
）
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
（
２
）。
確
か
に
『
落

窪
物
語
』
の
垣
間
見
は
、
全
体
の
筋
の
上
に
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
占
め
る
も

の
ば
か
り
で
あ
る
が
、
そ
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
ま
だ
ま
だ
深
く
掘
り
下
げ
る

余
地
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、『
落
窪
物
語
』
の
垣
間
見
が
い
か
に

重
要
で
あ
る
か
を
、
改
め
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
な
お
便
宜
上
、
こ
れ
よ
り

『
落
窪
物
語
』
の
垣
間
見

鹿

野

谷

有

希
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『
落
窪
物
語
』
の
垣
間
見
場
面
は
、
本
節
で
示
し
た
算
用
数
字
で
表
し
て
い
く
。

二　

最
初
の
垣
間
見

　

ま
ず
は
①
を
見
て
い
こ
う
。『
落
窪
物
語
』
で
最
も
有
名
な
垣
間
見
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。

君
見
給
へ
ば
、
消
え
ぬ
べ
く
火
灯
し
た
り
。
几
帳
・
屏
風
、
殊
に
な
け
れ

ば
、
よ
く
見
ゆ
。
向
か
ひ
居
た
る
は
、
あ
こ
き
な
め
り
と
見
ゆ
る
、
様

体
・
頭
つ
き
を
か
し
げ
に
て
、
白
き
衣
、
上
に
艶
や
か
な
る
掻
練
の
衵
着

た
り
。
添
ひ
臥
し
た
る
人
あ
り
。
君
な
る
べ
し
。
白
き
衣
の
萎
え
た
る
と

見
ゆ
る
着
て
、
掻
練
の
張
綿
な
る
べ
し
、
腰
よ
り
下
に
引
き
懸
け
て
、
側

み
て
あ
れ
ば
、
顔
は
見
え
ず
。
頭
つ
き
・
髪
の
懸
か
り
は
、
い
と
を
か
し

げ
な
り
と
見
る
ほ
ど
に
、
火
消
え
ぬ
。
く
ち
を
し
と
思
ほ
し
け
れ
ど
、
つ

ひ
に
は
と
思
し
な
す
。（
姫
君
ガ
）「
あ
な
暗
の
わ
ざ
や
。
人
あ
り
と
言
ひ

つ
る
を
、
は
や
往
ね
」
と
言
ふ
声
も
、
い
と
い
み
じ
く
あ
て
は
か
な
り
。

（
上
三
七
～
三
八
頁
）

　

は
じ
め
に
、
道
頼
が
何
を
ど
の
よ
う
な
順
で
見
て
い
る
の
か
、
確
認
し
て
い

こ
う
。
右
の
引
用
は
す
べ
て
、
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
語
り
手
に

よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
語
り
手
が
見
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、

「
あ
こ
き
な
め
り
」「
君
な
る
べ
し
」（
傍
線
部
）
と
推
測
し
て
お
り
、
あ
こ
き

も
姫
君
も
初
見
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
見
て
い
る
の
は
道
頼
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ

う
。

　

さ
て
、
道
頼
が
何
を
ど
の
よ
う
な
順
で
み
て
い
る
か
（
波
線
部
）
を
、
あ
こ

き
と
姫
君
に
分
け
て
整
理
す
る
と
、

（
あ
こ
き
）��【
全
体
】
様
体
→
【
頭
部
】
頭
つ
き
→
【
衣
装
】
白
き
衣
、
上
に
艶

や
か
な
る
掻
練
の
衵

（
姫
君
）��【
全
体
】
添
ひ
臥
し
た
る
→
【
衣
装
】
白
き
衣
の
萎
え
た
る
と
見
ゆ
る

着
て
、
掻
練
の
張
綿
な
る
べ
し
、
腰
よ
り
下
に
引
き
懸
け
て
→
【
頭

部
】
側
み
て
あ
れ
ば
、
顔
は
見
え
ず
。
→
頭
つ
き
・
髪
の
懸
か
り

と
な
る
。
道
頼
は
ま
ず
、
あ
こ
き
の
全
体
的
な
雰
囲
気
、
そ
し
て
頭
部
を
見
て

「
を
か
し
げ
」
と
思
っ
た
後
、
衣
装
に
視
線
を
移
し
て
い
る
。
初
め
に
あ
こ
き

を
見
た
の
は
、
あ
こ
き
が
こ
ち
ら
を
向
い
て
座
っ
て
い
る
た
め
、
思
わ
ず
目
を

引
か
れ
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。
そ
の
後
、
姫
君
の
寄
り
臥
す
姿
態
を
捉
え
た
後
、

衣
装
を
見
、
そ
れ
か
ら
頭
部
や
髪
の
懸
か
り
を
見
て
、
顔
は
見
え
な
い
け
れ
ど

も
「
い
と
を
か
し
げ
」
だ
と
感
じ
て
い
る
。

　

ま
ず
は
、
あ
こ
き
と
姫
君
の
【
頭
部
】
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
廣
田
收
氏
は

「
女
房
の
あ
こ
ぎ
と
女
君
と
は
身
分
に
お
い
て
は
対
等
で
な
い
が
、
対
照
的
に

描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
女
君
の
美
貌
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、

あ
こ
ぎ
が
対
照
的
に
配
置
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い

る（３
）。
道
頼
は
姫
君
の
顔
を
見
て
い
な
い
た
め
、「
美
貌
を
際
立
た
せ
る
た
め
」

と
ま
で
は
言
え
な
い
も
の
の
、
あ
こ
き
と
姫
君
の
頭
部
を
見
て
、
そ
れ
ぞ
れ

「
を
か
し
げ
」「
い
と
を
か
し
げ
」
と
思
っ
て
お
り
、
確
か
に
対
照
的
に
描
か
れ

て
い
る
。
頭
部
に
関
し
て
い
え
ば
、
あ
こ
き
よ
り
も
姫
君
の
ほ
う
を
、
よ
り
可

愛
ら
し
い
と
思
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

次
に
、
あ
こ
き
と
姫
君
の
【
衣
装
】
に
注
目
し
た
い
。
あ
こ
き
の
衣
装
は

「
白
き
衣
、
上
に
艶
や
か
な
る
掻
練
の
衵
」、
姫
君
の
衣
装
は
「
白
き
衣
の
萎
え

た
る
と
見
ゆ
る
着
て
、
掻
練
の
張
綿
」
と
言
及
さ
れ
て
い
る
。
あ
こ
き
の
衣
装
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は
「
艶
や
か
な
る
」
と
良
い
評
価
を
し
て
い
る
の
に
対
し
、
姫
君
の
衣
装
は

「
萎
え
た
る
と
見
ゆ
る
」
と
良
い
評
価
は
し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
、「
萎
え
た
る

（
萎
ゆ
）」
の
意
味
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。「
萎
ゆ
」
は
通
常
、
着
古
さ

れ
て
糊
気
が
な
く
な
っ
た
衣
装
の
状
態
を
指
し
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
悪
い
意
味

で
捉
え
ら
れ
る
が
、
例
え
ば
『
源
氏
物
語
』
帚
木
巻
の
「
萎
え
た
る
衣
ど
も
の

厚
肥
え
た
る
大
い
な
る
籠
に
う
ち
か
け
て
」
の
よ
う
に
（
４
）、

程
よ
く
糊
気
が
取
れ

て
柔
ら
か
な
状
態
を
表
し
、
良
い
意
味
で
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。『
落
窪

物
語
』
で
は
、
こ
の
他
に
「
萎
ゆ
」
が
４
例
使
わ
れ
て
い
る
が
（
５
）、
い
ず
れ
も
着

古
さ
れ
た
衣
装
の
意
味
で
使
わ
れ
て
お
り
、
当
該
「
萎
ゆ
」
も
悪
い
意
味
と
し

て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

道
頼
が
衣
装
を
見
た
感
想
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
し

か
し
、
姫
君
の
元
へ
忍
び
込
む
直
前
に
「
心
の
う
ち
に
は
、
衣
ど
も
ぞ
萎
え
た

め
る
、
恥
づ
か
し
と
思
は
む
も
の
ぞ
」（
上
三
八
頁
）
と
思
っ
て
い
る
。
や
は

り
、
姫
君
の
み
す
ぼ
ら
し
い
衣
装
が
気
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

姫
君
が
美
人
か
ど
う
か
を
気
に
し
て
垣
間
見
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
頭
部
よ
り

も
先
に
衣
装
に
目
を
引
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、

道
頼
は
衣
装
に
よ
っ
て
女
性
の
評
価
を
下
げ
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、

姫
君
が
恥
ず
か
し
い
思
い
を
す
る
の
で
は
な
い
か
と
、
姫
君
の
心
情
を
慮
っ
て

い
る
。
女
性
の
衣
装
を
気
に
す
る
よ
う
な
男
性
だ
か
ら
こ
そ
、
み
す
ぼ
ら
し
い

衣
装
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
姫
君
の
気
持
ち
も
分
か
る
の
だ
ろ
う
。

　

み
す
ぼ
ら
し
い
衣
装
を
気
に
す
る
も
の
の
、
そ
れ
に
よ
っ
て
姫
君
の
評
価
を

下
げ
る
こ
と
は
し
な
い
道
頼
と
、
み
す
ぼ
ら
し
い
衣
装
を
気
に
す
る
が
た
め
、

自
身
の
評
価
を
下
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
姫
君
。
こ
の
対
照
性
は
、
二
人
の
恋
愛

に
も
影
響
し
て
い
る
。
二
人
の
恋
愛
を
、
衣
装
に
注
目
し
て
思
い
起
こ
し
て
み

よ
う
。
こ
の
垣
間
見
の
直
後
に
、
道
頼
は
落
窪
の
間
に
侵
入
し
て
姫
君
に
添
い

臥
す
が
、
姫
君
は
「
誰
な
ら
む
と
思
ふ
よ
り
も
、
衣
ど
も
の
い
と
あ
や
し
う
、

袴
の
い
と
悪
び
過
ぎ
た
る
も
思
ふ
に
、
た
だ
今
も
死
ぬ
る
も
の
に
も
が
な
と
泣

く
」（
上
四
〇
頁
）
と
、
自
分
が
着
て
い
る
衣
装
を
気
に
し
て
泣
い
て
い
る
。

情
交
の
場
面
で
は
、「
単
衣
は
な
し
、
袴
一
つ
着
て
、
所
々
あ
ら
は
に
身
に
つ

き
た
る
を
思
ふ
に
、
い
と
い
み
じ
と
は
疎
か
な
り
。
涙
よ
り
も
汗
に
し
と
ど
な

り
」（
上
四
三
頁
）
と
、
恥
ず
か
し
さ
の
あ
ま
り
、
涙
よ
り
も
汗
で
ぐ
っ
し
ょ

り
濡
れ
て
い
る
。
道
頼
は
帰
る
際
に
、
姫
君
の
衣
を
着
せ
よ
う
と
す
る
が
、
ま

と
も
な
衣
が
ひ
と
つ
も
な
い
の
で
、
自
分
の
衣
を
置
い
て
い
く
。
こ
れ
を
姫
君

は
「
い
と
恥
づ
か
し
き
こ
と
限
り
な
し
」（
上
四
四
頁
）
と
感
じ
て
い
る
。
そ

の
後
参
上
し
た
あ
こ
き
に
「
い
と
い
み
じ
げ
な
る
袴
、
あ
り
さ
ま
に
て
見
え
ぬ

る
こ
そ
、
い
と
言
は
む
方
な
く
わ
び
し
け
れ
」（
上
四
六
頁
）
と
語
る
ほ
ど
、

姫
君
は
逢
瀬
の
衣
装
を
恥
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
道
頼
は
、
後
朝
の
文

に
対
し
て
姫
君
か
ら
返
事
が
な
い
こ
と
に
「（
姫
君
ガ
）
我
を
、
い
と
も
の
し

と
思
は
む
や
は
、
た
だ
、
か
の
衣
ど
も
を
、
い
と
い
み
じ
と
思
ひ
た
り
つ
る
名

残
り
な
ら
む
と
、
あ
は
れ
に
思
」（
上
四
八
～
四
九
頁
）
う
ほ
ど
で
、
相
変
わ

ら
ず
姫
君
の
心
情
を
慮
っ
て
い
る
。
結
婚
第
二
夜
の
姫
君
は
、
あ
こ
き
が
奔
走

し
て
集
め
調
え
た
衣
装
を
身
に
着
け
た
こ
と
か
ら
、「
袴
も
衣
も
単
衣
も
あ
れ

ば
、
例
の
人
心
地
」（
上
五
四
頁
）
に
な
っ
て
い
る
。
姫
君
が
道
頼
と
ま
と
も

に
向
か
い
合
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
き
ち
ん
と
し
た
衣
装
の
お
か

げ
な
の
だ
。
み
す
ぼ
ら
し
い
衣
装
は
、
姫
君
の
最
大
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
で
あ

り
、
姫
君
に
恋
愛
を
諦
め
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
道
頼
の
姫
君
に
対
す
る
評
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価
を
下
げ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
道
頼
を
姫
君
の
気
持
に
寄
り
添
わ
せ
る
。

み
す
ぼ
ら
し
い
衣
装
は
、
二
人
の
恋
愛
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
。
①
の

場
面
の
衣
装
描
写
は
、
二
人
の
恋
愛
に
お
い
て
、
衣
装
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に

な
っ
て
い
く
こ
と
を
示
す
役
割
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
、
な
ぜ
作
者
は
姫
君
の
顔
が
見
え
な
い
設
定
に
し
た
の
か
、
考
え
て

お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
読
者
に
緊
張
感
を
与
え
る
た
め
で
は
な
い
か
。
こ
の
時

点
に
お
い
て
、
読
者
の
一
番
の
関
心
事
は
、
姫
君
を
見
た
と
き
に
道
頼
は
ど
ん

な
印
象
を
抱
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
食
い
入
る
よ
う
に
姫
君
を
見
て

い
た
道
頼
だ
が
、
結
局
顔
は
見
え
ず
、
し
か
も
明
か
り
が
消
え
た
た
め
に
、
声

だ
け
が
姫
君
の
人
と
な
り
を
知
る
頼
り
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
場
面
の
直
前

で
、
帯
刀
が
「
物
忌
み
の
姫
君
の
や
う
な
ら
ば
」（
上
三
七
頁
）、
つ
ま
り
、
も

し
醜
い
女
で
あ
っ
た
ら
、
と
語
っ
た
の
に
対
し
、
道
頼
は
「
笠
も
取
り
あ
へ
で
、

袖
を
被
き
て
帰
る
ば
か
り
」（
上
三
七
頁
）
と
、
笑
い
な
が
ら
答
え
て
い
る
。

そ
の
た
め
読
者
は
、
道
頼
が
姫
君
を
醜
い
女
だ
と
思
っ
た
場
合
、
こ
の
恋
愛
が

終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
気
が
気
で
は
な
い
。
こ
の
垣
間
見
で
道
頼

が
姫
君
の
顔
を
見
て
、
可
愛
い
と
思
っ
て
く
れ
れ
ば
、
読
者
は
安
心
し
て
物
語

を
読
み
進
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
安
心
感
を
得
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
緊
張
感

は
持
続
し
て
い
く
。
道
頼
が
姫
君
に
ど
ん
な
印
象
を
抱
き
、
物
語
は
こ
れ
か
ら

ど
の
よ
う
な
展
開
を
辿
る
の
か
、
読
者
は
ハ
ラ
ハ
ラ
し
な
が
ら
物
語
に
夢
中
に

な
る
の
で
あ
る
。

三　

継
母
の
垣
間
見

　

次
に
、
③
を
見
て
み
よ
う
。
こ
ち
ら
も
①
と
同
様
、『
落
窪
物
語
』
の
中
で

最
も
有
名
な
垣
間
見
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

下
襲
は
縫
ひ
出
で
て
、
袍
折
ら
む
と
て
、（
姫
君
ガ
）「
い
か
で
、
あ
こ

き
起
こ
さ
む
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
少
将
（
道
頼
）、「
引
か
へ
む
」
と
の
た

ま
へ
ば
、
女
君
、「
見
苦
し
か
ら
む
」
と
の
た
ま
へ
ど
、（
道
頼
ハ
）
几
帳

を
戸
の
方
に
立
て
て
、
起
き
居
て
、「
な
ほ
引
か
へ
さ
せ
給
へ
。
い
み
じ

き
事
の
師
ぞ
。
ま
づ
は
」
と
て
、
向
か
ひ
て
折
ら
せ
給
ふ
。
い
と
つ
れ
な

げ
な
る
も
の
か
ら
、
心
し
ら
ひ
の
用
意
過
ぎ
て
、
い
と
さ
か
し
ら
か
な
り
。

女
君
、
笑
ふ
笑
ふ
、
折
る
。（
姫
君
ガ
）「
四
の
君
の
こ
と
は
、
ま
こ
と
に

こ
そ
あ
り
け
れ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、「
御
許
さ
れ
あ
る
を
、
知
ら
ず
顔
な

り
や
」
と
の
た
ま
へ
ば
、（
道
頼
ハ
）「
も
の
狂
ほ
し
。
交
野
の
少
将
の
私

も
の
設
け
む
時
は
し
も
、
公
々
し
く
て
取
ら
れ
む
」
と
笑
ふ
。

　
（
道
頼
ガ
）「
夜
、
い
た
う
更
け
ぬ
。
多
し
。
寝
給
ひ
ね
」
と
責
む
れ
ば
、

（
姫
君
ハ
）「
い
ま
少
し
な
め
り
。
早
う
寝
給
ひ
ね
。
縫
ひ
果
て
て
む
よ
」

と
言
へ
ば
、（
道
頼
ハ
）「
一
人
起
き
給
へ
る
よ
」
と
て
寝
給
へ
る
ほ
ど
に
、

北
の
方
、
縫
は
で
寝
や
し
ぬ
ら
む
と
て
後
ろ
め
た
う
て
、
寝
静
ま
り
た
る

心
地
に
、
例
の
、
垣
間
見
の
穴
よ
り
覗
け
ば
、
少
納
言
は
な
し
。
こ
な
た

に
几
帳
立
て
た
れ
ど
、
側
の
方
よ
り
見
入
る
れ
ば
、
女
、
こ
な
た
の
方
に

後
ろ
を
向
け
て
、
持
た
る
物
を
折
る
。
向
か
ひ
て
引
か
へ
た
る
男
あ
り
。

な
ま
眠
た
か
り
つ
る
目
も
覚
め
、
驚
き
て
見
れ
ば
、（
道
頼
ハ
）
白
き
袿

の
い
と
清
げ
な
る
、
掻
練
の
い
と
艶
や
か
な
る
一
襲
、
山
吹
な
る
、
ま
た

衣
の
あ
る
は
、
女
の
裳
着
た
る
や
う
に
、
腰
よ
り
下
に
引
き
懸
け
た
り
。

火
の
い
と
明
か
き
火
影
に
、
い
と
見
ま
ほ
し
う
清
げ
に
、
愛
敬
づ
き
を
か

し
げ
な
り
。
ま
た
な
く
思
ひ
い
た
は
る
蔵
人
の
少
将
よ
り
も
ま
さ
り
て
、
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い
と
清
げ
な
れ
ば
、（
継
母
ハ
）
心
惑
ひ
ぬ
。
男
し
た
る
気
色
は
見
れ
ど
、

よ
ろ
し
き
者
に
や
あ
ら
む
と
こ
そ
思
ひ
つ
れ
、
さ
ら
に
、
こ
れ
は
た
だ
者

に
は
あ
ら
ず
、
か
く
ば
か
り
添
ひ
居
て
、
女
々
し
く
、
も
ろ
と
も
に
す
る

は
、
お
ぼ
ろ
け
の
心
ざ
し
に
は
あ
ら
じ
、
い
と
い
み
じ
き
わ
ざ
か
な
、
よ

く
な
り
て
、
わ
が
進
退
に
は
か
な
ふ
ま
じ
き
な
め
り
な
ど
思
ふ
に
、
物
縫

ひ
の
こ
と
も
お
ぼ
え
ず
、
ね
た
う
て
、
な
ほ
、
し
ば
し
立
て
れ
ば
、（
道

頼
ガ
）「
知
ら
ぬ
わ
ざ
し
て
、
ま
ろ
も
極
じ
に
た
り
。
そ
こ
も
、
眠
た
げ

に
思
ほ
し
た
め
り
。
な
ほ
、
縫
ひ
さ
し
て
、
臥
し
給
ひ
て
、
北
の
方
、
例

の
腹
立
て
給
へ
」
と
言
へ
ば
、（
姫
君
ガ
）「
腹
立
ち
給
ふ
を
見
る
が
、
い

と
苦
し
き
な
り
」
と
て
、
な
ほ
縫
ふ
に
、（
道
頼
ハ
）
あ
や
に
く
が
り
て
、

火
を
扇
ぎ
消
ち
つ
。
女
君
、「
い
と
わ
り
な
き
わ
ざ
か
な
。
取
り
だ
に
置

か
で
」
と
、
い
と
苦
し
が
れ
ば
、（
道
頼
ハ
）「
た
だ
、
几
帳
に
懸
け
給

へ
」
と
て
、
手
づ
か
ら
わ
ぐ
み
懸
け
て
、
掻
き
抱
き
て
臥
し
ぬ
。

　

北
の
方
、
聞
き
果
て
て
、
い
と
ね
た
し
と
思
ふ
。「
例
の
腹
立
て
よ
」

と
言
ひ
つ
る
は
、
さ
き
ざ
き
わ
が
腹
立
つ
を
聞
き
た
る
に
や
あ
ら
む
、
語

り
に
け
る
に
や
あ
ら
む
、
い
と
ね
た
し
。（
上
一
〇
一
～
一
〇
四
頁
）

道
頼
の
存
在
が
継
母
に
知
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
、
読
者
に
と
っ
て
思
い
が
け

な
い
出
来
事
が
起
こ
る
場
面
で
あ
り
、
最
も
目
を
離
せ
な
く
な
る
場
面
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
垣
間
見
が
持
つ
性
格
及
び
構
造
に
つ
い
て
確
認
し
て
み

た
い
。
今
井
源
衛
氏
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
か
い
ま
見
は
「
か
い
ま
見
る
者
」
と
「
か
い
ま
見
ら
れ

る
者
」
と
の
両
者
か
ら
成
り
立
つ
行
為
で
あ
り
、
し
か
も
作
品
に
現
わ
れ

る
場
合
に
は
、
読
者
は
そ
の
文
章
を
通
し
て
、
一
方
に
は
「
見
る
者
」
の

目
を
借
り
て
「
見
ら
れ
る
者
」
の
容
姿
を
眺
め
つ
つ
、
他
方
で
は
作
者
の

解
説
に
よ
っ
て
、
直
接
「
見
る
者
」
の
動
き
と
心
理
と
を
知
り
得
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
素
材
と
し
て
の
か
い
ま
見
の
興
味
は
、
こ
れ
を
分
析
す

れ
ば
「
見
る
者
」
を
見
る
興
味
と
、「
見
ら
れ
る
者
」
を
見
る
興
味
と
の

二
面
か
ら
成
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
述
べ
て
い
る
が
（
６
）、

③
は
ま
さ
に
、「
見
る
者
」
を
見
る
興
味
と
「
見
ら
れ
る

者
」
を
見
る
興
味
の
両
方
を
堪
能
で
き
る
場
面
と
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

継
母
の
目
を
通
し
て
「
見
ら
れ
る
者
」（
姫
君
・
道
頼
）
の
仲
睦
ま
じ
い
姿
を

眺
め
つ
つ
、「
見
る
者
」（
継
母
）
が
動
揺
し
怒
り
に
震
え
る
心
理
を
知
り
得
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
作
者
は
、「
見
ら
れ
る
者
」
を
見
る
読
者
の
行
為

に
か
ん
し
て
、
一
工
夫
を
施
し
て
い
る
。
い
っ
た
ん
読
者
に
「
見
る
者
」
の
目

を
通
さ
ず
「
見
ら
れ
る
者
」
の
姿
を
見
せ
た
あ
と
、
今
度
は
「
見
る
者
」
の
目

を
通
し
て
「
見
ら
れ
る
者
」
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
工
夫
に
つ
い
て
、

「
と
て
寝
給
へ
る
ほ
ど
に
」（
波
線
部
）
に
注
目
し
な
が
ら
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。

　
「
と
て
寝
給
へ
る
ほ
ど
に
」
以
前
で
は
、
普
通
は
男
性
が
し
な
い
縫
物
を
、

共
同
で
仲
睦
ま
じ
く
行
な
い
、
お
互
い
に
軽
い
嫉
妬
を
見
せ
な
が
ら
談
笑
す
る

姿
を
描
い
て
い
る
。「
見
る
者
」
す
な
わ
ち
継
母
の
目
を
通
さ
ず
に
描
く
こ
と

で
、
読
者
は
よ
う
や
く
結
ば
れ
た
二
人
の
幸
せ
な
姿
を
、
温
か
く
見
守
る
こ
と

が
で
き
る
。
姫
君
と
道
頼
だ
け
で
は
な
く
、
読
者
も
多
幸
感
に
包
ま
れ
る
こ
と

だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、「
と
て
寝
給
へ
る
ほ
ど
に
、
北
の
方
…
…
」
と
継
母
が

登
場
す
る
こ
と
で
、
状
況
は
一
変
す
る
。
一
番
見
ら
れ
て
は
い
け
な
い
人
物
に
、

二
人
の
幸
せ
な
姿
を
見
ら
れ
る
こ
と
で
、
二
人
の
恋
愛
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
可

能
性
が
高
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
読
者
は
驚
き
と
と
も
に
、
今
度
は
継
母
の
目
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を
通
し
て
二
人
の
様
子
を
眺
め
る
こ
と
に
な
る
。

　

継
母
は
落
窪
の
間
を
覗
い
て
ま
ず
、
男
が
い
る
こ
と
に
仰
天
す
る
。
帯
刀
が

姫
君
の
返
事
を
落
と
し
た
一
件
に
よ
り
、
姫
君
に
男
が
い
る
こ
と
を
感
じ
て
い

る
継
母
が
確
認
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
男
の
格
と
姫
君
へ
の
愛
情
で
あ
ろ
う
。

初
め
に
男
の
格
だ
が
、「
火
の
い
と
明
か
き
火
影
に
、
い
と
見
ま
ほ
し
う
清
げ

に
、
愛
敬
づ
き
を
か
し
げ
」
に
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
姿
を
見
て
、「
ま
た
な

く
思
ひ
い
た
は
る
蔵
人
の
少
将
よ
り
も
ま
さ
り
て
、
い
と
清
げ
な
れ
ば
」
と

思
っ
て
お
り
、
自
分
が
大
事
に
し
て
い
る
蔵
人
の
少
将
よ
り
も
格
上
で
は
な
い

か
と
危
ぶ
ん
で
い
る
。
そ
し
て
姫
君
へ
の
愛
情
だ
が
、
共
同
で
縫
物
を
す
る
姿

を
見
て
「
か
く
ば
か
り
添
ひ
居
て
、
女
々
し
く
、
も
ろ
と
も
に
す
る
は
、
お
ぼ

ろ
け
の
心
ざ
し
に
は
あ
ら
じ
」
と
、
並
み
の
愛
情
で
は
な
い
と
感
じ
て
い
る
。

男
の
格
や
姫
君
へ
の
愛
情
が
並
み
以
下
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
継
母
が
そ
れ
ほ
ど

怒
る
こ
と
は
な
く
、
姫
君
を
物
置
の
よ
う
な
部
屋
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
も
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
読
者
は
継
母
の
目
を
通
し
て
二
人
の
様
子
を
眺
め
つ

つ
、
こ
の
よ
う
な
継
母
の
心
理
も
知
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
継
母
の
心
理
を

知
っ
た
読
者
は
、
継
母
の
今
後
の
行
動
を
警
戒
し
な
が
ら
物
語
を
読
み
進
め
る

こ
と
に
な
る
の
だ
。

　

作
者
が
ま
ず
継
母
の
目
を
通
さ
ず
に
二
人
の
様
子
を
見
せ
た
の
は
、
姫
君
と

道
頼
の
幸
せ
な
姿
を
、
た
だ
純
粋
に
見
つ
め
て
ほ
し
い
と
い
う
思
惑
の
た
め
だ

ろ
う
。
一
方
で
、
あ
ら
か
じ
め
幸
せ
な
様
子
を
見
せ
て
お
く
こ
と
で
、
継
母
登

場
の
衝
撃
を
さ
ら
に
大
き
く
す
る
効
果
も
期
待
で
き
る
。
物
語
に
お
い
て
重
要

な
垣
間
見
場
面
が
、
い
っ
た
ん
読
者
に
「
見
る
者
」
の
目
を
通
さ
ず
「
見
ら
れ

る
者
」
の
姿
を
見
せ
た
あ
と
、
今
度
は
「
見
る
者
」
の
目
を
通
し
て
「
見
ら
れ

る
者
」
を
見
せ
る
と
い
う
工
夫
に
よ
り
、
さ
ら
に
お
も
し
ろ
い
も
の
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

四　

一
一
月
二
三
日
の
垣
間
見

　
『
落
窪
物
語
』
で
は
落
窪
の
間
の
、
あ
る
一
日
の
様
子
が
細
か
に
描
写
さ
れ

て
い
る
。
あ
る
一
日
と
は
、
帯
刀
が
姫
君
の
手
紙
を
落
と
し
、
蔵
人
の
少
将
に

取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
そ
の
翌
日
、
一
一
月
二
三
日
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
描
写

は
、
テ
キ
ス
ト
で
実
に
約
二
〇
頁
に
も
渡
っ
て
お
り
、
物
語
に
お
け
る
重
要
な

局
面
、
及
び
情
報
が
、
い
く
つ
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
、
順
番
に
整
理
し

て
み
よ
う
。

　

Ａ��

道
頼
、
落
窪
の
間
に
一
晩
逗
留
し
朝
を
迎
え
る
が
、
帰
り
そ
び
れ
て
落
窪

の
間
に
戻
る
。
四
の
君
と
の
縁
談
が
あ
る
こ
と
を
姫
君
に
伝
え
、
姫
君
を

別
の
邸
へ
移
そ
う
と
話
し
、
姫
君
も
承
諾
す
る
。（
上
八
六
～
八
七
頁
）

　

Ｂ��

蔵
人
の
少
将
、
急
遽
、
賀
茂
の
臨
時
祭
の
舞
人
に
選
ば
れ
る
。
継
母
、
姫

君
に
蔵
人
の
少
将
の
上
の
袴
を
縫
わ
せ
る
た
め
、
使
い
を
送
る
。（
上
八

八
～
八
九
頁
）

　

Ｃ��

継
母
、
追
加
の
下
襲
を
自
ら
落
窪
の
間
に
持
っ
て
い
く
。
道
頼
、
継
母
を

垣
間
見
る
。
＝
②
（
上
八
九
～
九
一
頁
）

　

Ｄ��

日
が
暮
れ
て
、
継
母
、
こ
っ
そ
り
と
落
窪
の
間
を
訪
れ
、
縫
い
物
が
終

わ
っ
て
い
な
い
こ
と
に
腹
を
立
て
る
。
さ
ら
に
袍
を
追
加
で
送
り
、
姫
君

を
叱
り
に
行
く
よ
う
中
納
言
を
責
め
立
て
る
。
道
頼
、
中
納
言
の
𠮟
責
の

言
葉
か
ら
、「
落
窪
の
君
」
が
姫
君
の
こ
と
だ
と
知
る
。
姫
君
は
号
泣
、

道
頼
は
復
讐
を
誓
う
。（
上
九
一
～
九
四
頁
）
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Ｅ��
継
母
、
落
窪
の
間
へ
少
納
言
を
手
伝
い
に
行
か
せ
る
。
道
頼
、
少
納
言
を

垣
間
見
る
。
＝
⑤
（
上
九
四
頁
）

　

Ｆ��

少
納
言
、
道
頼
と
四
の
君
の
縁
談
を
姫
君
に
語
る
。
ま
た
、
交
野
の
少
将

の
こ
と
も
語
る
。
そ
の
後
、
使
い
の
者
が
少
納
言
を
呼
び
に
来
た
た
め
、

曹
司
に
下
が
る
。（
上
九
五
～
九
九
頁
）

　

Ｇ��

道
頼
、
姫
君
相
手
に
交
野
の
少
将
の
こ
と
を
語
り
、
嫉
妬
す
る
。（
上
一

〇
〇
～
一
〇
一
頁
）

　

Ｈ��

道
頼
、
姫
君
の
縫
い
物
を
手
伝
う
。
継
母
、
落
窪
の
間
を
覗
き
、
道
頼
を

見
る
。
＝
③
（
上
一
〇
一
～
一
〇
四
頁
）

　

Ｉ��

怒
り
に
燃
え
る
継
母
、
姫
君
と
典
薬
助
を
逢
わ
せ
る
謀
を
、
一
晩
中
思
い

め
ぐ
ら
す
。
何
も
知
ら
な
い
道
頼
、
姫
君
と
語
ら
い
、
翌
朝
落
窪
の
間
を

出
る
。（
上
一
〇
四
～
一
〇
五
頁
）

継
母
に
道
頼
の
存
在
が
知
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
復
讐
の
契
機
と
な
る
「
落
窪

の
君
」
名
の
露
顕
や
、
後
に
姫
君
に
仕
え
る
少
納
言
の
登
場
な
ど
、
物
語
の
今

後
に
繋
が
る
場
面
が
数
多
あ
る
こ
と
に
目
が
行
き
が
ち
だ
が
、
垣
間
見
場
面
が

複
数
あ
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
Ｂ
か
ら
Ｆ
ま
で
の
間
、
道
頼
は
几
帳
の
後
ろ

で
ず
っ
と
盗
み
聞
き
を
し
て
い
た
し
、
も
し
か
し
た
ら
几
帳
の
隙
間
か
ら
覗
き

見
を
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
②
と
⑤
は
、
道
頼
の
垣
間
見
が
改
め
て
強
調

さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
③
場
面
も
併
せ
れ
ば
、
一
一
月
二
三
日
の
描
写
の

大
半
が
垣
間
見
場
面
で
占
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
、
②
と
⑤
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
ど
ち
ら
も
人
物
の
容
貌
説

明
を
、
登
場
人
物
（
道
頼
）
の
視
点
で
行
っ
て
い
る
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
。

ま
ず
は
②
を
見
て
い
こ
う
。
②
は
継
母
の
容
貌
説
明
だ
が
、
実
は
継
母
の
容
貌

説
明
は
二
度
目
で
あ
る
。
一
度
目
は
④
場
面
で
、
道
頼
は
垣
間
見
な
が
ら
「
白

き
綾
、
掻
練
な
ど
、
よ
か
ら
ね
ど
、
重
ね
着
て
、
面
平
ら
か
に
て
、
北
の
方

（
継
母
）
と
見
た
り
。
口
つ
き
愛
敬
づ
き
て
、
少
し
匂
ひ
た
る
気
つ
き
た
り
、

清
げ
な
り
け
り
、
た
だ
、
眉
の
ほ
ど
に
ぞ
、
お
よ
す
げ
、
悪
し
げ
さ
も
、
少
し

出
で
居
た
り
」（
上
七
六
頁
）
と
思
っ
て
い
る
。「
た
だ
、
眉
の
ほ
ど
に
ぞ

…
…
」
と
低
評
価
を
下
し
て
い
る
も
の
の
、
良
い
と
思
っ
た
と
こ
ろ
は
褒
め
て

お
り
、
そ
れ
な
り
に
客
観
的
に
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
継
母
の
姿
を
見
る
の

は
初
め
て
で
あ
り
、
性
格
に
つ
い
て
も
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

け
れ
ど
も
、
二
度
目
で
あ
る
②
で
は
、「
子
多
く
生
み
た
る
に
落
ち
て
、
わ
ず

か
に
十
筋
ば
か
り
に
て
、
居
丈
な
り
。
う
ち
ふ
く
れ
て
、
い
と
を
こ
が
ま
し
」

（
上
九
〇
頁
）
と
、
か
な
り
の
低
評
価
で
あ
り
、
ひ
と
つ
も
褒
め
て
い
な
い
。

姫
君
の
鏡
箱
を
持
ち
帰
り
、
代
わ
り
に
自
分
の
古
び
た
鏡
箱
を
よ
こ
し
た
り
、

姫
君
を
罵
り
、
上
の
袴
と
下
襲
を
無
理
や
り
縫
わ
せ
よ
う
と
す
る
、
継
母
の
意

地
悪
な
性
格
を
肌
で
感
じ
、
姫
君
に
対
す
る
虐
待
を
知
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
道
頼
の
主
観
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
相
手
の
容
貌
が
ど
の
よ
う
に
見
え
る
か
は
、
相
手
に
対
す
る
印
象
に
よ
っ

て
大
き
く
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
、
二
つ
の
垣
間
見
場
面
を
使
っ
て
う
ま
く
表
現

し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

一
方
の
⑤
は
、
少
納
言
の
容
貌
を
評
価
し
て
お
り
、
す
ば
ら
し
い
と
褒
め
て

い
る
。
⑤
に
つ
い
て
今
井
源
衛
氏
は
、「
少
将
が
北
の
方
や
あ
る
い
は
女
房
の

少
納
言
を
隙
見
す
る
の
は
、（
中
略
）
後
者
で
は
そ
れ
に
よ
っ
て
少
納
言
の
善

良
な
心
を
知
り
、
後
に
彼
女
を
自
分
の
邸
に
迎
え
て
重
用
す
る
と
い
う
結
末
の

伏
線
と
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
７
）。
確
か
に
そ
の
よ
う
な
面
は
あ
る
が
、
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Ｇ
で
道
頼
が
語
る
「（
少
納
言
ハ
）
を
か
し
く
、
も
の
、
聞
き
よ
く
言
ひ
つ
る

人
か
な
。
か
た
ち
も
清
げ
な
り
と
見
つ
る
ほ
ど
に
、
交
野
の
少
将
を
、
か
た
ち

よ
し
と
褒
め
聞
か
せ
奉
り
つ
る
に
こ
そ
、（
少
納
言
ヲ
）
見
ま
う
く
な
り
ぬ
れ
」

（
上
一
〇
〇
頁
）
に
繋
げ
る
側
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
道
頼
は
少
納
言
を

見
て
、
初
め
は
良
い
印
象
を
抱
く
が
、
道
頼
と
四
の
君
の
縁
談
に
関
す
る
話
で

「
少
将
（
道
頼
）、「
そ
ら
ご
と
」
と
い
ら
へ
ま
ほ
し
け
れ
ど
、
念
じ
返
し
て
臥

し
給
へ
り
」（
上
九
六
～
九
七
頁
）
と
や
き
も
き
し
た
り
、
交
野
の
少
将
の
話

を
聞
い
て
嫉
妬
す
る
な
ど
、
少
納
言
の
話
に
ど
ん
ど
ん
翻
弄
さ
れ
て
い
く
。
⑤

の
垣
間
見
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
を
か
し
く
、
も
の
、
聞
き
よ
く
言
ひ
つ
る
人

か
な
…
…
」
と
い
う
語
り
が
際
立
つ
の
だ
。
少
納
言
の
話
に
翻
弄
さ
れ
て
い
く

道
頼
を
、
読
者
は
微
笑
ま
し
く
見
守
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

意
図
せ
ず
道
頼
を
翻
弄
し
た
少
納
言
だ
が
、
物
語
に
お
け
る
少
納
言
の
役
割

は
何
だ
ろ
う
か
。
少
納
言
登
場
の
直
前
、
姫
君
と
道
頼
を
取
り
巻
く
雰
囲
気
は

最
悪
で
あ
っ
た
。「
落
窪
の
君
」
が
姫
君
の
こ
と
で
あ
る
と
、
道
頼
に
知
ら
れ

て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
姫
君
は
「
た
だ
今
死
ぬ
る
も
の
に
も

が
な
と
、
縫
ひ
物
は
し
ば
し
押
し
や
り
て
、
火
の
暗
き
方
に
向
き
て
、
い
み
じ

う
泣
」（
上
九
三
頁
）
い
て
し
ま
う
。
そ
し
て
道
頼
は
、
共
に
泣
き
な
が
ら
姫

君
を
慰
め
、「
い
か
で
、
よ
く
て
見
返
し
て
し
か
な
」（
上
九
三
～
九
四
頁
）
と

復
讐
を
誓
う
。
そ
こ
に
少
納
言
が
登
場
し
て
、
姫
君
の
味
方
だ
と
告
げ
る
。
す

る
と
、
姫
君
は
珍
し
く
「
う
れ
し
く
も
思
ひ
給
へ
け
る
か
な
」（
上
九
五
頁
）

と
喜
び
の
感
情
を
露
に
し
、
少
納
言
と
会
話
を
し
て
い
く
う
ち
に
、
笑
顔
を
取

り
戻
し
て
い
く
。
少
納
言
は
、
姫
君
に
対
す
る
中
納
言
邸
の
虐
待
を
緩
和
し
、

嘆
く
姫
君
と
怒
る
道
頼
の
雰
囲
気
を
変
え
る
の
で
あ
る
。

　

少
納
言
の
登
場
場
面
と
、
姫
君
と
道
頼
が
共
同
で
裁
縫
を
お
こ
な
う
場
面
は
、

姫
君
と
道
頼
の
仲
睦
ま
じ
さ
を
色
濃
く
表
現
し
て
い
る
。
姫
君
と
道
頼
の
親
密

さ
を
描
く
う
え
で
、
少
納
言
は
必
要
な
人
物
な
の
だ
。
一
一
月
二
三
日
の
登
場

と
な
っ
た
の
は
、
親
密
な
二
人
の
微
笑
ま
し
い
場
面
を
作
り
出
し
、
継
母
垣
間

見
後
の
暗
転
と
対
比
さ
せ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
読

者
の
頭
を
継
母
の
存
在
か
ら
、
い
っ
た
ん
逸
ら
す
と
い
う
役
割
も
あ
る
の
で
は

な
い
か
。
思
い
起
こ
し
て
み
る
と
、
Ａ
の
前
で
帯
刀
が
、
姫
君
の
手
紙
（
道
頼

へ
の
返
事
）
を
落
と
す
と
い
う
ハ
プ
ニ
ン
グ
を
起
こ
し
て
お
り
、
読
者
は
継
母

が
ど
う
い
う
行
動
に
出
る
の
か
、
警
戒
し
て
い
た
。
そ
の
日
、
継
母
は
何
も
行

動
を
起
こ
さ
な
か
っ
た
も
の
の
、
翌
日
、
姫
君
に
縫
物
を
さ
せ
る
た
め
に
落
窪

の
間
を
訪
れ
、
中
を
覗
き
見
る
な
ど
し
て
お
り
、
読
者
の
警
戒
は
続
い
て
い
た

は
ず
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
少
納
言
が
登
場
し
、
道
頼
と
四
の
君
の
縁
談
や
交

野
の
少
将
の
話
を
す
る
こ
と
で
、
読
者
の
意
識
は
姫
君
と
道
頼
の
恋
愛
に
シ
フ

ト
し
て
し
ま
う
。
少
納
言
の
二
つ
の
話
は
、
テ
キ
ス
ト
で
は
約
五
頁
に
渡
っ
て

お
り
、
か
な
り
の
紙
面
を
割
い
て
い
る
。
道
頼
と
四
の
君
の
縁
談
は
、
後
の
復

讐
に
繋
が
る
た
め
、
詳
し
く
語
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
す
で

に
道
頼
自
身
が
こ
の
縁
談
を
語
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
ま
で
詳
述
す
る
必
要
は

な
い
は
ず
だ
。
あ
え
て
詳
し
く
描
く
こ
と
で
、
読
者
の
意
識
を
こ
ち
ら
に
集
中

さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
少
納
言
の
話
を
じ
っ
く
り
聞
い
た
読
者
は
、

続
く
道
頼
の
嫉
妬
や
、
仲
睦
ま
じ
い
裁
縫
の
様
子
を
見
る
こ
と
で
、
継
母
の
存

在
を
忘
れ
、
二
人
の
恋
愛
に
没
頭
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
と
て
寝
給
へ
る

ほ
ど
に
、
北
の
方
、
縫
は
で
寝
や
し
ぬ
ら
む
と
て
後
ろ
め
た
う
て
」
と
い
う
よ

う
に
、
い
き
な
り
継
母
が
登
場
す
る
と
、
読
者
は
か
な
り
の
衝
撃
を
受
け
る
だ
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ろ
う
。
ま
た
、
垣
間
見
に
お
い
て
は
ふ
つ
う
、
垣
間
見
す
る
ほ
う
が
優
位
に
立

つ
。
一
一
月
二
三
日
の
場
面
は
ず
っ
と
道
頼
が
垣
間
見
し
て
お
り
、
道
頼
優
位

の
状
況
で
物
語
が
進
行
す
る
た
め
、
読
者
は
安
心
し
て
読
み
進
め
る
こ
と
が
で

き
た
。
し
か
し
、
最
後
に
継
母
が
垣
間
見
す
る
こ
と
で
、
あ
っ
と
い
う
間
に
継

母
優
位
へ
と
逆
転
し
て
し
ま
う
。
た
い
へ
ん
良
く
で
き
た
構
成
で
あ
る
。
垣
間

見
場
面
が
多
用
さ
れ
た
一
一
月
二
三
日
以
降
、
物
語
は
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
へ
と

突
き
進
ん
で
行
く
。

五　

お
わ
り
に

　

な
ぜ
、『
落
窪
物
語
』
で
は
六
例
も
の
垣
間
見
が
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
こ
の
物
語
が
、「
秘
密
」
を
巧
み
に
利
用
し
て
い
る
物
語
で
あ
り
、

垣
間
見
は
秘
密
と
そ
の
露
見
を
描
く
の
に
適
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『
落
窪

物
語
』
に
お
け
る
主
要
な
秘
密
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
中
納
言
邸
に
お

け
る
姫
君
の
存
在
と
彼
女
に
対
す
る
虐
待
は
、
世
間
の
目
か
ら
隠
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
姫
君
と
道
頼
の
結
婚
は
、
中
納
言
一
家
に
け
っ
し
て
知
ら
れ
て
は
い
け

な
い
秘
密
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
姫
君
が
道
頼
の
屋
敷
へ
逃
が
れ
た
こ
と
は
、
し

ば
ら
く
の
間
中
納
言
一
家
に
対
し
て
秘
密
に
さ
れ
る
。

　

一
般
に
垣
間
見
に
お
い
て
、
見
ら
れ
て
い
る
人
は
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気

付
い
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
少
な
く
と
も
『
落
窪
物
語
』
の
垣
間
見
で
は
、

見
ら
れ
て
い
る
人
が
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
な
い
。
垣
間
見
す
る

と
い
う
行
為
は
、
秘
密
を
暴
く
行
為
で
あ
り
、
垣
間
見
さ
れ
る
側
に
と
っ
て
は
、

秘
密
の
露
見
に
な
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
①
④
②
⑤
は
「
中
納
言
邸
に
お
け

る
姫
君
の
存
在
と
彼
女
に
対
す
る
虐
待
」
と
い
う
秘
密
、
③
は
「
姫
君
と
道
頼

の
結
婚
」
と
い
う
秘
密
、
⑥
は
「
姫
君
が
道
頼
の
屋
敷
へ
逃
が
れ
た
」
と
い
う

秘
密
と
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
改
め
て
『
落
窪
物

語
』
の
垣
間
見
場
面
を
見
て
み
よ
う
。

　

先
述
し
た
と
お
り
、
中
納
言
家
に
姫
君
と
い
う
娘
が
い
て
虐
げ
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
、
秘
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
姫
君
が
、
初
め
て
外
部
（
道
頼
）
の
目
に
晒

さ
れ
た
の
が
①
で
あ
る
。
た
だ
し
、
姫
君
の
存
在
と
い
う
秘
密
は
、
す
で
に
あ

こ
き
と
帯
刀
に
よ
っ
て
外
部
（
道
頼
）
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
垣
間
見
で

は
む
し
ろ
、
み
す
ぼ
ら
し
い
衣
装
を
纏
っ
た
姫
君
の
姿
が
晒
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
が
、
重
要
だ
ろ
う
。
侍
女
階
級
の
あ
こ
き
よ
り
も
み
す
ぼ
ら
し
い
衣
装
を

纏
っ
た
姫
君
が
、
そ
の
あ
こ
き
と
見
比
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
侍
女
以
下
の

扱
い
を
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
姫
君
に
と
っ
て
恥
ず
か
し
い
秘
密
が
、
初
め
て

外
部
の
目
に
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

④
と
②
は
、
道
頼
が
継
母
を
垣
間
見
る
場
面
で
あ
る
が
、
姫
君
虐
待
と
い
う

秘
密
の
露
見
と
関
わ
っ
て
い
る
。
第
四
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
道
頼
に
よ
る
継

母
の
容
姿
の
描
写
は
、
④
と
②
で
大
い
に
異
な
る
。
こ
れ
は
、
継
母
の
姫
君
に

対
す
る
虐
待
を
知
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
道
頼
の
見
方
が
変
わ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

ま
た
②
の
直
後
に
、
道
頼
は
「
落
窪
の
君
」
と
い
う
名
を
耳
に
し
、
そ
れ
が
姫

君
の
こ
と
で
あ
る
と
知
る
。「
落
窪
の
君
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
、
姫
君

に
と
っ
て
最
も
恥
ず
か
し
い
秘
密
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
こ
の
秘
密
も
露
見
し

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

姫
君
を
「
た
だ
今
死
ぬ
る
も
の
に
も
が
な
」（
上
九
三
頁
）
と
ま
で
悲
嘆
さ

せ
た
こ
の
露
見
を
、
緩
和
し
て
く
れ
る
の
が
⑤
で
あ
る
。
道
頼
が
垣
間
見
る
な

か
、
少
納
言
は
「
え
避
ら
ず
候
ひ
侍
る
御
方
よ
り
も
、
こ
の
年
ご
ろ
、（
姫
君
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ノ
）
御
心
ば
へ
も
見
参
ら
す
る
に
、（
姫
君
ニ
）
仕
ま
つ
ら
ま
ほ
し
う
侍
れ
ど
、

世
の
中
の
う
た
て
わ
づ
ら
は
し
う
侍
れ
ば
、
慎
ま
し
う
て
な
む
、
人
知
れ
ぬ
宮

仕
へ
も
、
え
仕
う
ま
つ
ら
ぬ
」（
上
九
五
頁
）
と
語
る
。
あ
こ
き
の
他
に
も
中

納
言
邸
に
姫
君
の
味
方
が
い
た
こ
と
が
、
姫
君
と
道
頼
に
、
そ
し
て
読
者
に
も

明
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
嘆
く
姫
君
と
怒
る
道
頼
の
雰
囲
気

が
明
る
く
変
わ
っ
て
い
き
、
親
密
な
二
人
の
微
笑
ま
し
い
場
面
へ
と
続
く
こ
と

に
な
る
。

　

③
で
は
、
第
三
節
で
詳
述
し
た
通
り
、
姫
君
と
道
頼
の
結
婚
と
い
う
最
大
の

秘
密
が
継
母
に
知
ら
れ
て
し
ま
う
。

　

最
後
に
⑥
だ
が
、
こ
れ
は
姫
君
が
御
簾
の
中
か
ら
、
道
頼
と
越
前
守
を
見
る

場
面
で
あ
る
。
中
納
言
家
に
対
す
る
道
頼
の
最
後
の
復
讐
と
な
る
、
三
条
殿
移

転
の
妨
害
を
、
姫
君
は
は
っ
き
り
と
知
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
⑥
は
、
姫

君
が
道
頼
の
屋
敷
へ
逃
が
れ
た
と
い
う
秘
密
を
暴
く
垣
間
見
で
は
な
い
。
こ
の

秘
密
を
保
持
す
る
か
解
除
す
る
か
は
、
道
頼
が
し
っ
か
り
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

て
お
り
、
中
納
言
一
家
が
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
破
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。

⑥
で
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ま
で
見
ら
れ
る
側
だ
っ
た
姫
君
が
、
見
る
側
へ
と
シ

フ
ト
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
中
納
言
邸
に
い
た
こ
ろ
の
姫
君
は
継
母
に
よ
っ

て
、
存
在
そ
の
も
の
を
隠
さ
れ
、
行
動
を
随
時
監
視
さ
れ
て
い
た
。
見
る
側
へ

の
シ
フ
ト
は
、
姫
君
が
継
母
の
監
視
と
い
う
呪
縛
か
ら
逃
れ
、
自
由
の
身
に

な
っ
た
こ
と
の
証
左
な
の
だ
ろ
う
。

　

本
節
で
、『
落
窪
物
語
』
は
秘
密
が
巧
み
に
利
用
さ
れ
て
い
る
物
語
だ
と
述

べ
て
き
た
が
、
秘
密
が
暴
か
れ
る
の
か
暴
か
れ
な
い
の
か
、
ま
た
、
暴
か
れ
る

と
す
れ
ば
い
つ
ど
の
よ
う
に
暴
か
れ
る
の
か
を
楽
し
む
物
語
だ
と
も
言
え
よ
う
。

読
者
が
自
分
で
秘
密
を
解
き
明
か
し
て
い
く
ス
リ
ル
が
ミ
ス
テ
リ
ー
の
醍
醐
味

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
ミ
ス
テ
リ
ー
と
は
違
う
種
類
の
ス
リ
ル
を
味
わ
え
る
の
が

『
落
窪
物
語
』
だ
ろ
う
。
こ
の
ス
リ
ル
を
支
え
て
い
る
も
の
の
ひ
と
つ
が
、
垣

間
見
な
の
で
あ
る
。

注
１��　
『
全
訳
全
解
古
語
辞
典
』（
山
口
堯
二
・
鈴
木
日
出
男
編
、
文
英
堂
、
二
〇
〇
四
年

一
〇
月
）「
か
い
ま
み
」
項
よ
り
引
用
し
た
。

２　

今
井
源
衛
『
今
井
源
衛
著
作
集　

第
1
巻　

王
朝
文
学
と
源
氏
物
語
』「
王
朝
物
語

構
成
上
の
一
手
法

─
か
い
ま
見
に
つ
い
て
」（
今
西
祐
一
郎
・
坂
本
信
道
編
、
笠
間

書
院
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）
九
八
頁
。　

初
出
：「
古
代
小
説
創
作
上
の
一
手
法

─

垣
間
見
に
就
い
て

─
」（『
国
語
と
国
文
学
』
25
巻
3
号
、
一
九
四
八
年
三
月
）

３　

廣
田
收
「『
源
氏
物
語
』「
垣
間
見
」
再
考
」（『
人
文
學
』
191
号
、
二
〇
一
三
年
三

月
）
一
五
九
頁
。

４　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

源
氏
物
語
①
』（
阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
他
校
注
・
訳
、

小
学
館
、
一
九
九
四
年
三
月
）
七
五
頁
。

５　

四
例
と
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

・��「
北
の
方
（
継
母
）、
よ
し
と
思
ひ
て
、
お
の
が
着
た
る
綾
の
張
綿
の
萎
え
た
る
を

（
姫
君
ニ
）
着
せ
さ
せ
給
へ
ば
…
…
」（
上
二
六
頁
）

　

・��「（
道
頼
ハ
）
心
の
う
ち
に
は
、
衣
ど
も
ぞ
萎
え
た
め
る
、（
姫
君
ガ
）
恥
づ
か
し

と
思
は
む
も
の
ぞ
と
思
ほ
し
け
れ
ど
…
…
」（
上
三
八
頁
）

　

・��「（
姫
君
ハ
）
御
供
の
人
々
、
萎
え
た
る
は
、
装
束
一
具
づ
つ
賜
ふ
。」（
下
一
一
九

頁
）

　

・��「（
継
母
ハ
）「
…
…
こ
の
子
（
四
の
君
の
子
供
）
の
な
り
の
萎
え
た
り
つ
る
を
思

ひ
つ
る
に
、
限
り
な
く
も
う
れ
し
く
も
あ
る
か
な
」
と
（
言
ッ
テ
）
…
…
」（
下
一

三
三
頁
）

６　

注
２
論
文　

八
二
頁
。

７　

注
２
論
文　

九
八
頁
。
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※　
『
落
窪
物
語
』
原
文
の
引
用
は
、『
新
版　

落
窪
物
語　

上
下　

現
代
語
訳
付
き
』（
室

城
秀
之
訳
注
、
角
川
書
店
、
二
〇
〇
四
年
二
月
）
に
拠
り
、
そ
の
上
下
と
頁
数
を
記
し

た
。

（
し
か
の
や
・
ゆ
う
き　

本
学
文
学
部
助
手
）


