
蜻
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は
じ
め
に

『

夜

の

寝

覚

』

に

お

け

、

太

政

大

臣

邸

や

石
山
、
広
沢
と
い
っ
た
一
と
の
悶
わ
灯
[
I

二
口
い
て
は
、
先
行
研

究
に
お
い
て
様
々
な
指
蟷
な
さ
れ
て
ぎ
た
打
。
石
山

に
つ
い
て
、
永
井
相
子
氏
は
、
平
安
京
以
外
0
空
間
A

と
定
義
し
、
か
つ
霊
要
な
敗
定
が
な
さ
れ
て
い
る
と

悶
本
稿
で
は
、
「
周
辺
部
」
と
し
て
•
石

J
l
.

上
げ
、
「
場
」
の
持
つ
役
割
に
つ
い

を
御
覧
い
た
だ
き
だ
い
。
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•
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嵯
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「
土
地
の
背
景

「
場
」
と
人
物
の
関
係
を
見
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
『
夜
の
寝
覚
』

に
お
け
る
九
条
、
石
山
・
広
沢
の
描
か
れ
方
、
ま
た
、
そ
の
土
地
の

背
景
と
も
呼
ぶ
べ
き
歴
史
的
常
識
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

九
条
は
、
『
夜
の
寝
覚
』
の
初
め
に
見
え
る
天
人
降
臨
事
件
の
後

に
描
か
れ
る
。
九
条
に
は
、
中
の
君
の
従
兄
に
あ
た
る
法
性
寺
の
僧

都
が
持
つ
別
邸
が
あ
り
、
中
の
君
は
、
物
I口

ぃ

い

し

八

い

あ

る
対
の
君
と
共
に
別
邸
に
渡
る
。
物
語
内
l
わ
い

}
-
｝

0

-

)

'ヽ

，
 

,Ir．
ぇ
？
し
力
う
‘
な

峨
。
西
山
古
の
語
彙
の
使
用
例
数
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
平
安
期
の
散

文
作
品
の
傾
向
を
概
括
す
る
た
め
に
和
歌
を
省
い
た
冗
。
単
純
な
語

彙
の
使
用
例
数
を
見
て
も
、
『
夜
の
寝
覚
』
は
、
長
篇
物
語
で
あ
る
『
う

つ
ほ
物
語
』
や
『
源
氏
物
語
』
と
比
べ
、
明
ら
か
に
「
周
辺
部
」
を

重
視
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
本
稿
は
、
「
場
」
の
新
た
な
意
味
と
、

V

中
の
君
と
男
君
の
闘
闊
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

な
お
、
『
夜
の
寝
覚
』
は
登
場
人
物
も
多
く
、
巻
一
か
ら
巻
五
に

か
け
て
呼
称
が
変
化
す
る
。
そ
の
た
め
、
本
論
に
お
い
て
は
、
以
後
、

中
の
君
は
「
中
の
君
」
、
姉
大
君
は
「
大
君
」
五
源
氏
太
政
大
臣
は
「
父

入
道
」
、
左
衛
門
督
中
納
言
は
「
左
衛
門
督
」
、
右
宰
相
中
将
は
「
宰

相
中
将
」
、
権
中
納
言
は
「
男
君
」
、
姫
君
は
「
石
山
の
姫
君
」
と
統

一
し
表
記
す
る
。

こ
な
た
も
か
な
た
も
竹
の
み
し
げ
り
あ
ひ
て
、
隔
て
つ
き
づ
き

し
く
も
固
め
ず
、
し
ど
け
な
き
に
、
（
中
略
）
こ
な
た
も
竹
多

く
し
け
り
て
‘
桐
た
は
れ
広
こ
り
た
る
松
の
木
の
陰
に
て
、
人

見
つ
く
べ
く
｀
も
あ
ら
ず
。
厨
近
き
透
垣
の
も
と
に
し
げ
れ
る
荻

の
も
と
に
伝
ひ
寄
り
て
見
た
ま
へ
ば
、
池
、
遣
水
の
流
れ
、
庭

の
を
か
し
げ
な
る
に
（
巻
一
。
五
二
頁
）

7

の
よ
う
に
、
邸
の
周
り
に
は
手
入
れ
の
さ
れ
て
い
な
い
竹

い
っ
て
お
り
、
九
条
は
、
必
ず
し
も
完
璧
な
風
雅
の
地
と
は

い
帷
い
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
描
写
の
あ
る
九
条
と
は
ど
う
い
っ

た
土
地
で
あ
る
の
か
。
凰
谷
寿
氏
は
「
地
価
の
安
い
四
条
以
南
に
比

較
的
に
住
人
が
少
な
か
っ
た
」
「
以
北
の
よ
う
に
高
級
貴
族
の
集
住

が
な
か
っ
た
」
「
馬
や
牛
の
放
牧
場
の
よ
う
な
観
を
呈
し
、
夜
と
も

な
れ
ば
盗
賊
の
た
む
ろ
す
る
場
と
化
し
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
、
九

条
が
貴
族
生
活
の
中
心
凱
か
ら
外
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

f
,
]
口
土
1
,／
[
げ
~
！
刷
の
九
条
と
い
え
ば
、
九
条
大
路
、
つ
ま
り

の
蟷
ー
'
‘
，
わ
り
，
尻
れ
寂
れ
て
い
る
「
場
」
で
あ
っ
た
，
。
『
夜

に
お
い
ぢ
九
条
も
、
同
様
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ

の

別
邸
は
、
「
い
と
を
か
し
き
所
」
（
四
九
頁
）
「
山
里
め
か
し
く
お
も

し
ろ
き
所
」
（
五

0
頁
）
と
揺
写
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
他
に
も
次

の
よ
う
な
掠
写
が
あ
る
。
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に
は
、
石
山
詣
が
盛
ん
に
な
In)＼

採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
ー
。
『
夜
の
寝
覚
』

つ
つ
物
語
を
識
り
な
し
て
い
る
こ
と
は
言

l

と
浮
舟
の
間
係
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
門
。
そ
の

山
は
、
『
夜
の
寝
覚
』
に
わ
い
の

が
あ
は
れ
な
る
な
り
。
石
山
。

る。

、Y
O＇り

~
 

る 2
 

志
賀
。
(
-
九
四
段
）

q

壺
坂
。

つふ

う
な
「
竹
の
み
し
げ
り
」
「
山
里
め
か
し
／
い
っ
も
し
ろ
さ
所
」
て
あ

る

九

条

は

、

し

汎

こ

は

一

言

い

帷

い

。

永

井

氏

た

所

以

で

あ

ろ

。
ー

~
ヽ゚

ぷ
ノ

/
f

次
に
石
，
Ili[
に
つ
い
て
砧
認
し
よ
う
。
石
山
は
、
主
に

m'

産
す
る
地
と
し
て
措
か
れ
る
。
『
夜
の
寝
覚
』
に
盗
場
す
る
石
山
は
｝

t

石
山
寺
ま
た
は
石
臼
守
に
閲
條
す
る
「
場
」
で
あ
る
。
平
安
期
に
お

け
る
石
山
菩
に
つ
い
て
、
徳
竹
出
明
氏
は
「
本
尊
如
冠
輪
観
音
の
霊

験
あ
ら
た
か
な
霊
場
と
し
て
中
古
よ
り
名
高
く
、
~
四
国
一
二
十
三
ヶ
所

の
第
十
三
香
札
所
に
も
数
え
ら
れ
る
乞
利
で
あ
る
」
と
述
べ
て
ち
ら

れ
る
口
。
立
た
、
『
枕
草
子
』
に
、
石
山
が
霊
山
と
し
て

ら
れ
て
い
る
こ
と
の
指
摘
も
さ
れ
て
い
る
。

ヽ

り
と
も

ず
お
も
し

の
わ
た
り
し
智
い
ず
る
所
に
、
と
か
し
き
小
家
造
り

そ
の
寺
の
別
当
に
て
あ
け
け
孔
ば
、
こ
の
二
年
ば

に
な
り
デ
三
こ
’
て
居
た
る
が
家
こ
そ
、
い
か
な

よ
け
礼
（
巻
―
―
二
五

0
頁）

の
別
当
だ
と
い
う
。
石
山
寺
で

u
汎
、
寺
の
近
く
に
あ
る
「
家
」

れ
て
い
る
。
石
山
は
中
の
君

。
広
沢
は
、
中
の
君
の
父
源
氏
太
政
大

ん
だ
「
場
」
で
あ
る
。
巻
―
一
に
わ
い
て

の
本
意
お
は
し
て
、
終
の
御
す
み
か
に
心
と
ど
め

へ
り
げ
る
、
広
沢
の
池
の
わ
た
り
に
、
言
ひ
知
ら

に
、
恢
り
た
ま
ひ
ぬ
。
ニ
・
一
四
九
頁
）

、
こ
の
他
ぞ
出
家
し
、
ヰ
の
君
は
、
ご
と
に
父

の
地
を
訪
れ
る
。
こ
の
広
沢
は
、
物
語
内
で
多
く
の
呼

歯
蛾
や
西
山
と
も
称
さ
礼
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は

し

て

明

確

な

「

広

沢

池

」

と

「

嵯

峨

」

て

お

き

た

に
よ
る
と
、

て

｀
 

勺
し
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と
あ
る
。

『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
「
広
沢
」
は
、
広
沢
池

m
み
を

指
す
の
で
は
な
く
、
嵯
峨
や
西
山
を
包
括
し
ア
い

~
9
:

以
上
、
九
条
•
石
山
・
広
沢
に
つ
い

りヽ

広
沢
池

山
城
国
葛
野
群
の
う
ち
。
（
中
略
）
宇
多
天
皇
の
孫
寛
朝
僧
正

が
広
沢
池
を
造
っ
た
と
す
る
伝
説
も
あ
る
（
拾
芥
抄
）
。
（
中
略
）

古
来
、
観
月
の
名
所
で
あ
り
、
広
沢
池
の
月
を
詠
ん
だ
歌
は
多

い
。
永
詐
元
年
1
0
月
、
広
沢
池
の
北
西
に
寛
朝
僧
正
が
遍
照

寺
を
開
き
（
小
右
記
。
百
紳
抄
）
、
東
密
事
相
を
興
隆
し
い
わ

ゆ
る
広
沢
流
の
基
を
築
い
た
。

嵯
峨

山
城
国
葛
野
群
の
う
ち
。
（
中
略
）
そ
の
地
域
は
、
「
和
各
抄
」

様
原
郷
の
地
に
該
当
し
、
天
皇
・
貴
族
の
山
荘
景
勝
地
、
開
し

嵯
峨
天
皇
家
の
ゆ
か
り
の
地
で
あ
る
。
「
枕
草
子
」
に
「
嵯
峨

野
は
さ
ら
な
り
」
と
あ
り
、
大
堰
川
（
大
井
川
）
の
舟
遊
ひ
、

嵐
山
の
紅
葉
と
な
ら
ぶ
秋
草
花
と
虫
の
名
所
と
し
て
名
高
く

（
栄
花
物
語
）
、
天
皇
・
貴
族
の
閑
居
・
遊
楽
の
地
と
し
て
詩
歌

に
詠
ま
れ
、
「
源
氏
物
語
」
「
狭
衣
物
語
」
な
ど
物
語
文
学
の
舞

台
と
も
な
っ
て
い
る
。

ア そ
れ
ぞ
れ
の
「
場
」
と
人
物
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と

と
す
る
。

二
、
中
の
君
と
「
場
」

九
条
に
お
い
て
、
中
の
君
は
男
君
と
出
会
い
、
そ
こ
で
契
り
を
交

ゎ
す
。
中
の
君
は
、
九
条
邸
に
突
如
と
し
て
現
れ
た
男
君
に
反
抗
す

る
術
も
な
く
、
男
君
と
通
じ
て
し
ま
う
。
次
の
本
文
が
そ
の
場
面
で

あ
る
。

人
気
に
お
ど
ろ
き
て
見
返
り
た
る
ほ
ど
に
、
や
が
て
紛
れ
て
、

姫
社
を
奥
の
か
た
に
引
き
入
れ
た
て
ま
つ
る
。
人
心
地
お
ぽ
え

む
く
つ
け
く
恐
ろ
し
き
に
、
も
の
も
お
ぼ
え
ず
。

（
巻
一
・
五
五
頁
）

や
む
な
く
契
り
を
交
わ
し
た
中
の
君
だ
が
、
そ
の
相
手
は
、
姉
の

夫
と
な
る
人
物
だ
っ
た
。
こ
の
出
来
事
に
よ
っ
て
、
中
の
君
の
苦
悩

の
人
生
が
始
ま
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
中
の
君
は
、
望
ま
な
い
「
恋

人
」
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
舞
台
と
な
っ
た
九
条
は
、

中
の
君
に
苦
悩
と
「
恋
人
」
を
も
た
ら
す
「
場
」
と
し
て
描
か
れ
る
。

つ
ま
り
九
条
は
、
二
人
の
関
係
の
起
点
と
な
る
「
場
」
な
の
で
あ
る
。

次
に
、
石
山
は
、
中
の
君
が
出
産
す
る
地
と
し
て
登
場
す
る
。
出

-4-



ゥど げ
か
ら
す
も
あ
ら
」
ぬ

た
が
た
め
に
、

て
、
こ
の
一

ウ
の
ご
と

ィー

乳
母
、
石
山
の
わ
た

て、
ヽふ

Iv

り

ヽ

打
と
も

に
つ
い

そ
の
寺
の
別
塁
に
て
あ
り
け
れ
ば
、
'

尼
に
な
い
て
そ
こ
に
入
り
居
た
る

見
る
人
あ
る
ま
じ
，
く
、
よ

こ
の
二,'4

、4

よ

L"

＂，刀、ア

二
≫
一
五

っく
マ', --i 

し］＼
ま目
っし

q

ヽ
'
,
'
門
。

T

-
丘
り
も
も
う
，
’

，＂ 

所

さ

り

た

る

人

／

目

し

ー

介

．

r
-

ー、ピ
f
,

ー

、

）

}

-

t

.

j

-

,

}
，
r
'
 

、4

師
も
男
も
、
に
は
あ
り
な
そ
。
入

l
Jし
．
J
9
>」
~
t
T
d
r
·
グ
6

た

ま

へ

ば

、

る

に

，

場

な

か
4

い
と
騒
が
し
。
左
術
門

督

、

ひ

ぎ

な

く

通

ひ

歩

こ

た

ま

ふ

し

と

お

ぼ

し

咎

め

て

む

。

一

丁

一

五

0
頁）

工

ト
'
•
こ
：
，
玄
2
り

じ
、
ア
’
-
（

r

I

（
巻
二
'
-
五
二

は
、
中
の
君

rこ
｝
ヽ
，
卜

i_

-
l
i
r
L
 

る
。
こt

-ヽ

-

i

 

ド
乃
言
乃

仁

ー

「

7
1
-

•
5
)

，
っ
こ
。r、9

：キ＞＇’ー、
i

t

ヽ

/
 

7
 

な
い
」
こ
と
の

人
の
で
あ
る
。

ア

1

ヽ

キ
5

、アハ

r
 

一

ー

＞

石

リ

、
「
こ
こ
に
は
宰
相
さ
ぶ
ら
ひ
た

お
ほ
し
の
た
ま
ふ
め
れ
は
、
大
納
言
の
上
一

は
、
お
のみ

取
れ
る
。
そ
れ
は
、

ば
い
よ
う
に
す
る
た
め

し
て
、
「
人
目
に
つ
か

い
」
こ
と
が
必
要
だ
っ

ろ
し
か
る
べ
け
れ
ば
、
お
は
す

さ
る
べ
ぎ
女
房
待
は
、
｀
み
な
さ
ぶ
ら
は

せ
て
、
間
万
は
ガ
り
、
や
を
ら
か
の
尼
君
の
家
に
率
て
た
て

ま
つ
り

□

針

乳

。

二

'

-

五

二

頁

）

の
ご
と
t,＼

こ
て

~9: 

、
"
＂
た
だ
き
た
い
。

9. 

の
こ
お
り
に

f

中。

の

「
見
る
人
‘
あ
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傍
線
部
、
人
々
を
「
お
は
す
る
顔
に
し
置
」
＜
行
動
は
、
二
重
傍

線
部
の
よ
う
に
、
中
の
君
が
出
産
す
る
地
へ
移
動
す
る
こ
と
を
誰
に

も
悟
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
、
い
わ
ゆ
る
、
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ

な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
中
の
君
は
、
人
に
知
ら
れ
る
こ
と
な

く
「
家
」
へ
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
、
無
事
出
産
に
至
っ
た
。
ま
た
、

石
山
寺
が
あ
る
お
か
げ
で
、
中
の
君
の
安
産
を
祈
っ
て
修
法
を
も
行

う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
中
の
君
が
姫
君
（
石
山
の
姫
君
）
を

産
ん
だ
後
、
中
の
君
は
、
石
山
に
長
く
滞
在
す
る
こ
と
な
く
一
条
邸

に
戻
る
。
一
条
邸
に
戻
る
際
、
中
の
君
は
、
石
山
の
姫
君
と
別
の
車

に
乗
り
、
姫
君
が
乗
る
車
を
遅
く
出
立
さ
せ
る
。
そ
の
お
か
げ
で
、

逢
坂
の
関
で
中
の
君
を
待
っ
て
い
た
左
衛
門
督
は
、
先
に
出
立
し
た
、

中
の
君
が
乗
る
車
と
共
に
一
条
邸
へ
と
戻
り
、
中
の
君
一
行
は
、
姫

君
の
存
在
を
、
左
衛
門
督
に
知
ら
れ
る
事
な
く
一
条
邸
へ
と
運
ぶ
こ

と
が
で
き
た
。
こ
の
状
況
は
、
「
人
目
に
つ
か
な
い
」
か
つ
二
左
衛

門
督
が
来
な
い
」
石
山
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
作
る
こ
と
が
で
き
た

の
だ
。こ

の
よ
う
に
、
石
山
は
、
姉
の
夫
と
契
っ
て
し
ま
っ
た
が
た
め
に
、

人
目
を
忍
ん
で
出
産
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
中
の
君
に
と
っ
て
、
ま
た
、
娘

を
隠
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
中
の
君
に
と
っ
て
、
非
霞
に
都
合
の
良
い
二
竺

で
あ
っ
た
。
言
う
な
れ
ば
、
中
の
打
旦
、
二
の
「
石
山
」
が
あ
っ
た

た
め
に
出
産
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
石
山
げ
一
般
と

八
山
と
い
う
「
場
」
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
中
の
君
は
、
「
母
」

と
い
う
屈
性
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
石
山
で
得
た
「
母
」

の
属
社
員
、
中
の
君
の
人
生
に
お
い
て
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
中

の
碁
は
、
自
身
の
娘
達
の
た
め
、
オ
の
ご
と
く
「
母
」
と
い
う
役
割

を
果
た
し
続
け
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
石
山
は
、
中
の
君
の
、
「
母
」

と
い
う
人
生
の
始
ま
り
の
「
場
」
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

続
い
て
広
沢
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
中
の
君
が
初
め
て
広
沢
に

赴
く
の
は
、
太
政
大
臣
邸
で
男
訂
と
中
の
打
の
嗚
が
流
れ
、
父
入
道

が
彼
女
を
広
沢
に
呼
び
寄
せ
る
場
面
で
あ
る
り
）
の
広
沢
で
、
父
入

州
い
，
に
い
た
時
よ
り
も
心
を
尽
く
し
て
中
の
君

オ る
特
別
な
「
場
」
な
の
で
あ
る
。

中
の
君
は
、
こ
の
特
別
な
「
場
」
で
の
出
産
を
経
て
、
「
母
」
と
な
っ

た
。
姫
君
を
出
産
し
た
後
の
中
の
君
は
、
「
母
」
と
し
て
、
亡
き
夫
（
故

関
白
）
の
娘
た
ち
の
た
め
に
心
を
砕
く
よ
う
に
な
る
。
次
の
一
文
で

あ
る
。

の
上
の
、
思
ひ
い
た
り
深
く
か
し
づ
き
、
御
心
に
入
れ
て
、

身
こ
そ
か
く
御
垣
の
ほ
か
に
か
け
離
れ
た
ま
ひ
し
か
ど
、
こ
ま

か
に
言
ひ
て
、
あ
ま
た
の
御
目
移
し
に
た
ち
並
ぶ
べ
う
も
、
よ

八
，
、
な
べ
て
な
ら
ず
、
思
ひ
扱
ひ
た
ま
へ
る
さ
ま
の
な
の
め

（
巻
四
ニ
ニ
八
九
頁
）
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は
か
な
き
こ
と
に
つ
け
て
も
も
て
な
し
お
ぽ
し
た
る
を
見
る

に
、
い
み
じ
く
あ
は
れ
な
れ
ば
、
我
も
憂
か
り
し
古
里
よ
り
は
、

す
こ
し
世
の
つ
ね
に
は
れ
ば
れ
し
く
も
て
な
し
た
ま
ひ
た
れ
ば

（
巻
ニ
・
ニ
二
六
頁
）

と
、
気
持
ち
を
軽
く
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
広
沢
で
の
中
の
君
に

つ
い
て
、
野
口
元
大
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
q°

彼
女
（
中
の
君
[
引
用
者
注
）
が
父
の
全
面
的
な
保
護
を
得
る

た
め
に
は
、
十
五
、
六
歳
の
こ
ろ
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

汚
れ
を
知
ら
な
い
純
真
さ
の
ま
ま
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

（
中
略
）
ヒ
ロ
イ
ン
の
性
行
を
評
す
る
に
、
し
き
り
に
「
心
幼
し
」

と
か
「
若
の
御
心
や
」
と
か
い
う
言
葉
が
重
ね
ら
れ
る
。
こ
れ

は
、
広
沢
に
籠
っ
て
い
る
と
き
の
彼
女
の
特
徴
な
の
で
あ
っ
て
、

彼
女
が
再
び
京
中
の
生
活
に
戻
っ
て
か
ら
は
、
一
度
と
し
て
こ

の
評
語
は
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。

つ
ま
り
、
中
の
君
は
広
沢
で
、
父
入
道
の
庇
護
の
も
と
、
父
の
「
娘
」

た
る
自
分
を
取
り
戻
す
の
だ
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
広
沢
で
の

中
の
君
の
態
度
や
考
え
か
ら
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
の
文
は
、

中
の
君
も
、
次
の
力
の
よ
う
に
、

ケ と
、
父
の
評
価
を
気
に
し
、
男
君
と
距
離
を
取
ろ
う
と
す
る
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
都
で
の
中
の
君
の
描
写
を
見
た
い
。

ク
ま
た
、
男
君
が
中
の
君
に
会
う
た
め
広
沢
へ
参
上
す
る
場
面
で
も
、

キ 中
の
君
が
、
男
君
と
の
関
係
を
父
に
知
ら
れ
る
事
を
ひ
ど
く
恐
れ
て

い
る
場
面
で
あ
る
。

姫
君
、
「
力
忍

5
い
か
な
る
事
を
お
ぼ
す
ら
む
」
と
お
ぽ
す
に
、

恥
か
し
く
わ
り
な
く
て
、
涙
落
ち
添
ひ
た
ま
ひ
ぬ
る
気
色
、
い

と

い

と

ら

う

た

げ

な

り

。

（

巻

ニ

・

ニ

ニ

五

頁

）

つ
と
（
男
君
が
）
添
ひ
た
ま
へ
る
も
、
恥
か
し
う
、
つ
つ
ま
し
う
、

「
入
道
殿
は
い
か
か
見
聞
き
た
ま
ふ
ら
む
」
と
思
ふ
も
、
わ
び

し
け
れ
ば
、
「
な
ほ
、
こ
こ
に
て
は
さ
ら
ぬ
顔
に
。
端
の
か
た

に
を
」
と
き
こ
え
た
ま
へ
ど
、
聞
き
入
る
べ
う
も
あ
ら
ず
。

（
巻
五
•
四
七
六
頁
）

「
…
い
み
じ
か
り
つ
る
心
地
の
ま
ど
ひ
の
な
か
に
も
、
ま
づ
、
口
5

な
い
み
じ
。
内
の
大
臣
、
い
か
に
聞
き
お
ほ
さ
む
』
と
、
う
ち

お
ぼ
ゆ
る
こ
と
の
み
、
先
に
立
ち
つ
る
も
…
」（

巻
三
・
三
一
三
頁
）
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中
の
君
は
、
帝
か
ら
の
求
愛
に
対
し
て
ケ
の
傍
線
部
の
ご
と
く
考

え
る
。
広
沢
で
は
、
男
君
と
距
離
を
取
ろ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
都
で
は
、
男
君
が
ど
う
思
う
か
を
気
に
し
て
い
る
の
だ
。
中
の

君
は
、
父
入
道
が
住
ま
う
広
沢
に
お
い
て
は
、
キ
ク
の
傍
線
部
の
ご

と
く
、
男
君
よ
り
も
父
入
道
を
優
先
す
る
。
し
か
し
、
父
入
道
の
い

な
い
都
で
の
場
面
に
な
る
と
、
中
の
君
の
心
は
、
ケ
の
よ
う
に
男
君

へ
と
向
か
っ
て
行
く
。
広
沢
に
、
父
入
道
が
仔
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、

中
の
君
の
気
持
ち
は
、
父
へ
と
向
け
ら
九
、
男
丑
へ
の
気
特
且
羅
汎

て
い
く
。
こ
れ
は
中
の
君
が
、
男
君
と
の
関
係
を
父
に
知
ら
れ
る
こ

と
を
恐
れ
、
自
ら
男
君
と
距
離
を
と
ろ
う
と
す
る
か
ら
、
と
考
え
ら

れ
る
。こ

の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
広
沢
は
、
中
の
君
が
父
入
道
の
了
~

つ
ま
り
「
娘
」
と
い
う
属
性
が
強
調
さ
れ
る
「
場
」
で
あ
り
、
よ

た
、
中
の
君
の
、
男
君
に
対
す
る
気
持
ち
が
遠
の
く
こ
と
を
弧
濯
'
~

る
「
場
」
な
の
で
あ
る
。

以
上
、
中
の
君
と
「
場
」
の
関
係
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
中
の
君
は
、

九
条
に
お
い
て
、
男
君
の
「
恋
人
」
と
い
う
属
性
を
獲
得
し
た
。
九

条
は
、
二
人
の
関
係
の
起
点
と
な
る
「
場
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
石

山
に
お
い
て
、
中
の
君
は
、
男
君
の
子
を
廂
み
、

9

月」

l
i

ふ
ば
り
た
。

石
山
は
、
中
の
君
の
「
母
」
と
い
う
人
生
の
始
ま
り
ぃ
｀
竺
・
ぐ
あ
っ

た
。
広
沢
に
お
い
て
、
そ
こ
に
は
中
の
君
の
ゲ
＇
い
、
中
の
君

男
君
は
、
中
の
君
の
姉
大
君
を
妻
に
迎
え
て
い
た
た
め
、
一
度
は

中
の
君
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
で
も
中
の
君
を
忘
れ
る
こ
と

が
で
き
ず
、
中
の
君
に
迫
ろ
う
と
す
る
の
だ
が
、
中
の
君
側
は
、
男

君
の
気
持
ち
に
応
え
な
い
。
男
君
の
、
中
の
君
に
対
す
る
恋
情
は
募

る
一
方
だ
が
、
二
人
の
縁
は
そ
れ
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
男
君
に
と
っ
て
も
、
九
条
は
、
苦
悩
に
満
ち
た
「
恋
人
」
と

A
 

}~, , __ は
、
広
沢
で
父
の
娘
と
し
て
振
る
舞
う
。
広
沢
は
、
中
の
君
の
「
娘
」

と
し
て
の
属
性
を
強
調
す
る
「
場
」
で
あ
り
、
中
の
君
と
男
君
の
距

離
が
離
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る
「
場
」
で
あ
る
と
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

次
節
よ
り
男
君
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

三
t

「湯」

已
は
、
男
君
と
「
場
」
の
関
わ
り
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
九

応
を
考
え
よ
う
。
男
君
は
、
九
条
で
出
会
っ
た
中
の
君
を
、
但
馬
守

の
一
・
女
と
誤
詔
し
て
い
た
。
契
っ
た
相
手
が
、
自
分
の
婚
約
者
の
妹

っ
た
の
で
あ
る
。

我
も
人
も
、
あ
い
な
か
り
け
る
人
違
に
、

へ
つ
つ
、
は
か
な
く
空
に
た
だ
よ
ひ
て
、

り
の
、
前
の
世
ま
で
恨
め
し
き
に

あ
ら
ぬ
名
の
り
を
変

た
が
ひ
に
か
か
る
契

（巻一

°
1
0
二
頁
）
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fノnッ
ドrL 

め

cし し
て
の
始
ま
り
の

次
に
石
山
に
つ
い
て
見
よ
う
。

「
父
」
と
な
る
。

で
だ
る
や
う
な
る
冒
g

¥

ふ
と
思
い
出
で
ら
る
る
に
（
巻
三
，
i

-

五

の
、
一
父
」
と
な
る
も
、

へ
の
思
い
は
、
消
え
る
こ
と

の

姫

君

を

見

て

、

さ

ら

に

中

の

息

い

る
の
だ
。
つ
ま
り
、
石
山
は
、
男
百
に
「
又
」
と
し
て
の

え
た
「
場
」
で
あ
り
、
「
恋
人
」
と
し
て

f

中
の
君
へ
の
息
い
を
隣
｝

ら
に
深
め
て
い
く
「
場
」
と
し
て
仇
詑
す
る
の
だ
と
言
え
る
。

ま
た
、
石
山
そ
れ
だ
け
に
と
ど
祖
ら
な
い
。
次
の
本
文

ふ

一
工
f

J
,
1
1
 

レ，ー一

B

姫
君
の

ひ
つ
つ

r

と
、
な
る
。

、
石
山
で
、
石
止
の
姫
君

、
石
山
の
湘
君
を
自
邸
（
関

て
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
~
そ

の

後

、

，

石

山

の

姫

君

を

見

る

と

、

ご

と

に

中

の

を
思
い
畠
し
て
し
ま
う
。

`
]
だ
立

、

)

[

：

 

＼

ヽ

ふ
を
見
た
ま
り
て
う
こ
，
1
；

汀
山
塁
に
、
（
中
は
）
い
か
に
隠
ふ
こ

？
ー
；
し

し
兌

V

じ）

に
、
中
宮
の
御
光
の
み
、
い

し
ま
言
べ
か
め
り
。
我
は
な
に
ば
か
り
の

見
れ
ば
、
男
は
口
惜
し
ぐ
、
女
は
か
し
こ
き
も
の
、

＼、も
1
,ゴ-

-
9

、し

J
A
`
!＼

こ
て
さ

＂ 

•
}
、

i

寺
よ
‘
.

生一
f
I
i

ぅ．
i
＇

り
ノ

．
男
よ
り
も
中
宮
に
な
り
得
る
女
の
方
か
、

て
l
>

た
。
男
君
は
．
こ
の
「
か
し

る
。
役
に
も
、
男
君
は
、
将

て
お
灼
、
＇
そ
う
な
る
と
、

で
あ
ろ
う
。
男
君

i、,¥

v' 
゜

閲
臼
の

て
お
は

こ
れ
を

と
息
う
筋

（
巻
―
―
二
六
五
頁
）

で
あ
る
。
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F
 

E
 

r)) 

「
き
び
し
き
憂
き
世
の
あ
た
り
を
も
飽
き
果
て
て
、
籠
り
居
た

ま
ひ
た
れ
ば
、
つ
ゆ
ば
か
り
の
言
の
通
ひ
、
絶
え
果
て
ぬ
る
な

め
り
」
と
お
ぼ
す
に
、
心
細
く
、
胸
い
た
く
て（

巻
ニ
・
ニ
二
六
頁
）

E
と
考
え
た
後
、
男
君
は
、
足
繁
く
広
沢
へ
と
通
う
。
も
ち
ろ
ん
、

公
務
に
よ
っ
て
、
忙
し
く
広
沢
へ
赴
く
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
も
多

く
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
男
君
の
、
中
の
向
か
う
心
が

変
わ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

暇
な
く
事
繁
き
御
身
に
、
里
遠
き
御
す
み
か
の
程

f

い
み
じ
く

お
ぼ
つ
か
な
く
の
み
お
ぱ
ゆ
る
を
、
「
今
は
出
で
さ
せ
た
ま
ひ

ね
」
と
の
み
き
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
ど
（
巻
五
•
五
ニ
ニ
頁
）

る

そ
れ
ど
こ
ろ
か
男
君
は
、
F
の
ご
と
く
、
中
の
君
を
思
う
余
灼
＼

自
邸
に
呼
び
寄
せ
よ
う
と
酉
策
す
る
。
離
れ
れ
ば
こ
そ
、
思
い
が
弱

ま
る
ど
こ
ろ
か
、
中
の
君
を
恋
い
慕
う
心
は
さ
ら
に
強
く
な
る
の
で

あ
る
。
広
沢
は
、
こ
の
よ
う
な
、
男
君
の
、
中
の
君
を
「
妻
」
あ
る

い
は
「
恋
人
」
と
し
て
追
い
求
め
る
気
持
ち
を
、
強
く
刃
唸

「
場
」
な
の
だ
。
石
山
同
様
、
広
沢
も
、
男
村
に
し
□

[

¥

へ
の
思
い
を
深
め
る
「
場
」
と
な
っ
て
い
る
c

ま
た
、
広
沢
に
お
い
て
、
男
君
は
政
治
的
'

I
j
 

ー
）
．

、一

f

.

ー

，

F
と
に，
 

ー

I
9
.，
 

•• 

広
沢

i
且、
L

に
び
た
び
父
入
道
の
息
子
や
娘
、
そ
の
近
し
い
者
た

が
集
士
5

る
。
父
入
道
に
会
う
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
な
く
、
中
の

0
恥
気
を
見
舞
っ
た
り
、
管
弦
の
演
奏
を
し
た
り
と
、
多
く
の
人
々

功
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
集
ま
る
人
物
は
、

G
H
の
傍
線
部
、
「
上

「
建
部
や
殿
上
人
」
と
い
っ
た
、
男
君
の
家
族
で
は
な
い
政
界
の
実
力

者
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
広
沢
と
い
う
父
入
道
の
住
ま
う
「
場
」
が
、

一
転
し
て
政
治
交
流
の
「
場
」
と
な
る
の
だ
。
「
上
達
部
や
殿
上
人
」

が
男
君
に
付
き
従
っ
て
や
っ
て
来
る
こ
と
は
、
男
君
の
地
位
の
大
き

さ
を
示
す
事
に
も
な
る
。
男
君
は
、
こ
の
都
か
ら
離
れ
た
広
沢
の
地

で
も
、
政
界
に
お
け
る
多
く
の
実
力
者
を
付
き
従
え
る
は
ど
の
人
物

u 
l 1 G

 
い
と
ど
御
心
地
も
か
き
乱
る
る
や
う
に
な
り
ま
さ
り
て
、
い
み

じ
く
苦
し
げ
に
し
た
ま
へ
ば
（
中
略
）
上
達
部
、
殿
上
人
参
り

込
み
て
、
い
と
も
の
騒
が
し
き
に
、
今
日
ぞ
新
中
納
言
も
参
り

た
ま
へ
る
。
〈
中
略
）
大
納
言
、
宰
相
中
将
の
御
方
々
も
お
ど

八

さ

訊

り

集

り

た

ま

ふ

。

（

巻

五

・

四

九

七

頁

）

殿
の
お
は
し
ま
す
あ
と
を
尋
ね
、
権
大
納
言
、
新
大
納
言
、
宰

柑
中
将
を
は
じ
め
と
し
て
、
上
達
部
、
殿
上
人
ひ
き
連
れ
競
ひ

る

に

（

巻

五

・

五

一

八

頁

）

次
の
本
文
か
ら
確
認
し
た
い
。
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こ
の
よ
う
に
、
広
沢
は
、
男
君
の
、
中
の
君
へ
の
思
い
を
深
め
る

と
評
価
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

男
君
の
正
妻
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
男
君
の
正
妻
女

一
宮
は
、
朱
雀
院
を
父
に
持
つ
。
そ
れ
だ
け
で
も
男
君
に
と
っ
て
政

治
的
な
利
点
は
大
き
い
。
子
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
さ
ら
に
盤
石
な
も

の
と
な
ろ
う
。
次
に
引
く
本
文
は
、
男
君
が
、
院
の
動
向
を
気
に
し

て
、
療
養
の
た
め
朱
雀
院
へ
と
移
っ
て
い
た
女
一
宮
を
自
邸
へ
と
戻

す
場
面
で
あ
る
。

院
の
御
覧
ぜ
む
と
こ
ろ
を
、
あ
な
が
ち
に
つ
く
ろ
ふ
も
苦
し
け

れ
ば
、
「
わ
づ
ら
ひ
し
所
と
て
も
、
か
な
ら
ず
、
か
く
や
は
離

れ
さ
せ
た
ま
ふ
。
お
は
し
ま
す
所
近
く
さ
ぶ
ら
ふ
も
、
い
と
か

し
こ
き
を
。
渡
ら
せ
た
ま
は
む
」
と
勧
め
て
、
渡
い
た
て
ま
つ

ら

せ

た

ま

ひ

つ

。

（

巻

四

・

四

四

七

頁

）

本
文
ー
の
ご
と
く
、
男
君
は
、
強
力
な
後
見
を
持
つ
女
一
宮
を
無

下
に
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
男
君
は
、
都
か
ら
距
離

の
あ
る
広
沢
へ
思
う
よ
う
に
向
か
え
ず
、
自
然
と
女
一
宮
と
過
ご
す

時
間
は
増
え
、
御
子
誕
生
の
可
能
性
が
高
ま
る
。
こ
れ
は
、
中
の
君

が
広
沢
に
い
な
け
れ
ば
為
し
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
広
沢

が
あ
れ
ば
こ
そ
、
男
君
は
女
一
宮
と
の
時
間
を
増
や
す
に
至
っ
た
の

ミ
J
O

t
 

「
場
」
で
あ
る
一
方
、
男
君
の
、
政
治
的
メ
リ
ッ
ト
を
作
る
「
場
」

と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
男
君
と
「
場
」
の
関
わ
り
を
確
認
し
た
。
九
条
で
は
、
男

君
も
中
の
君
同
様
、
中
の
君
の
「
恋
人
」
と
し
て
の
人
生
が
始
ま
っ

た
。
石
山
で
は
、
男
君
は
、
「
父
」
と
な
る
も
、
表
立
っ
て
妻
に
は

で
き
な
い
中
の
君
、
「
恋
人
」
で
あ
る
中
の
君
へ
の
思
い
が
消
え
る

こ
と
が
な
く
、
さ
ら
に
中
の
君
に
拘
泥
し
て
い
く
。
広
沢
で
は
、
「
恋

人
」
ま
た
は
「
妻
」
で
あ
る
中
の
君
を
恋
い
慕
う
心
を
強
く
認
識
し

て
い
る
。
九
条
か
ら
始
ま
っ
た
、
男
君
が
中
の
君
を
求
め
る
心
は
、

石
山
や
広
沢
を
経
て
さ
ら
に
強
ま
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
だ
け

で
は
な
く
、
石
山
は
、
政
治
の
駒
と
な
る
女
児
を
獲
得
し
た
「
場
」
、

広
沢
は
、
男
君
の
政
治
的
メ
リ
ッ
ト
を
作
る
「
場
」
と
し
て
も
機
能

し
て
い
る
の
だ
。

四
、
中
の
君
と
男
君
に
お
け
る
「
場
」
の
影
響

さ
て
、
こ
こ
ま
で
、
中
の
君
や
男
君
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
場
」
の

関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
九
条
・
石
山
・
広
沢
と
い
う
「
周
辺

部
」
は
、
中
の
君
に
は
「
恋
人
」
・
「
母
」
・
「
娘
」
と
い
う
属
性
を
与

え
、
中
の
君
の
生
き
方
に
多
面
的
な
光
を
当
て
た
。
男
君
に
は
「
恋

人
」
や
「
父
」
と
い
う
属
性
を
与
え
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
「
場
」
が
、

政
治
的
地
位
を
向
上
さ
せ
る
き
っ
か
け
の
一
っ
と
な
り
、
新
た
な
変
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化
も
与
え
た
。
こ
の
よ
う
な
、
人
物
を
あ
る
三
場
」
へ
移
動
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
物
語
を
展
開
す
る
方
法
は
、
既
に
『
源
氏
物
語
』
に
お

い
て
試
み
ら
れ
て
い
た
。
加
燥
昌
嘉
氏
は
、
「
薫
や
匂
官
、
中
君
や

浮
舟
、
浮
舟
の
母
君
や
乳
母
、
右
近
や
侍
従
、
家
司
や
随
身
た
ち
は
、

物
語
の
要
請
に
応
じ
て
、
そ
の
つ
ど
、
各
所
へ
移
動
せ
し
め
ら
れ
る
。
」

汀
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
『
夜
の
寝
覚
』
も
、
『
源
氏
物
語
』

同
様
、
物
語
が
次
の
段
階
へ
進
む
た
め
に
「
場
」
が
利
用
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
ま
ぞ
凰
た
、
ー
場
」
が
二
人
に

与
え
た
属
性
、
ま
た
は
「
場
」
の
持
つ
褐
能
け
、
中
の
月
と
男
門
い

関
係
に
、
い
か
な
る
影
響
を
与
え
て
い
る
の
て
あ
巧
う
か
。

ま
ず
九
条
よ
り
確
認
し
て
い
こ
う
。
中
の
罪
し
（
男
祖
は
、
九
了
ぐ

「
恋
人
」
と
な
っ
た
が
、
二
人
は
、
心
を
通
わ
せ
た
わ
け
で
は
な
い
。

九
条
で
契
り
を
交
わ
し
た
こ
と
は
、
ア
の
ご
と
く
、
中
の
君
に
と
っ

て
、
恐
怖
に
身
が
す
く
ん
だ
状
況
下
で
の
出
来
事
で
あ
り
、
そ
の
後

も
、
中
の
君
は
、
起
き
上
が
れ
ぬ
ほ
ど
憔
悴
し
て
し
ま
う
。
お
互
い

の
正
体
が
露
見
し
、
男
君
が
中
の
君
へ
情
を
寄
せ
て
も
、
中
の
君
げ
、

男
君
に
怯
え
る
一
方
で
あ
っ
た
。
一
一
人
は
、
契
り
を
交
わ
し
た
「
恋
人
」

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
は
、
中
の
君
と
男
君
の
、
互
い

に
対
す
る
思
い
の
違
い
、
即
ち
魁
輛
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
石
山
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
中
の
君
は
、
石
山
い
姫
且
い
を

出
産
し
た
こ
と
に
よ
り
「
母
」
と
な
っ
た
。
そ
れ
旦
開
も
オ
い
ご

と
く
、
自
分
の
娘
た
ち
の
た
め
に
親
と
し
て
心
を
砕
い
＼
い
I
3
り

｛

、

、

こ
と
く

{
9
)
f
,
 

9
,
 

,' 

,

9

 

，
ヽ
＼

り,~ 

中
の
君
は
、
「
場
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
属

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
男
君
は
、
与
え
ら
れ
た

で
き
ず
ぶ
ェ
の
君
に
拘
泥
す
る
。
こ
の
よ
う
な
男
君
は
、

変
化
の
き
っ
か
け
を
与
え
ら
れ
て
も
変
化
を
し
な
い
人
物
の
ご
と
く

捉
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
通
り
、
男
君
の
政
治
的
地
位
は
向

上
し
て
い
る
。
政
治
的
地
位
の
向
上
に
よ
っ
て
、
男
屈
は
、
尚
更
強

力
な
後
ろ
盾
を
持
つ
正
妻
を
無
下
に
は
出
来
な
く
な
る
。
そ
う
な
る

と
、
当
然
、
中
の
君
を
追
い
か
け
る
こ
と
は
困
雌
と
な
っ
て
こ
よ
う
。

ど＇こ
で
あ
る
。

方
、
男
君
は
、
石
山
の
姫
君
の
「
父
」
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
「
父
」

で
あ
る
男
君
は
、
子
を
見
る
と
中
の
君
を
思
い
出
し
、
中
の
君
へ
の

思
い
を
募
ら
せ
る
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
が

B

C
か
ら
読
み
取
れ
る
。

こ
こ
に
、
「
母
」
と
し
て
生
き
る
中
の
君
と
、
中
の
君
の
「
恋
人
」

で
あ
ろ
う
と
す
る
男
君
と
い
う
、
二
人
の
考
え
方
に
乖
推
が
見
ら
れ

る。

い
r
広
沢
も
確
認
す
る
。
広
沢
に
お
け
る
中
の
君
は
、
キ
ク
の

ご
と
く
、
男
君
と
の
関
係
を
父
に
知
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
父
入
道

い
「
加
[
L

で
，
あ
ろ
う
と
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
の
君
に
対
し
、
男
君
は
、

祁
か
ら
遠
く
離
れ
た
広
沢
へ
足
を
運
ぶ
ほ
ど
中
の
君
を
思
慕
し
、
ま

た
、
都
に
い
る
間
も
中
の
君
へ
の
思
い
を
募
ら
せ
続
け
る

(
E
F
)
。

.

）

j

に
も
、
男
君
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
中
の
君
と
、
中
の
君
に
近

い
う
、
二
人
の
考
え
の
泥
離
が
見
ら
れ
る
の
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お
わ
り
に

こ

こ

に

も

、

の

、

中

の

治
的
地
位
が
向
上
し
て
い
く

が
州
来
な
く
な
る
と
い
う
現

す
る
に
、
「
場
」
が
中
の
君
と

の
持
つ
拭
能
に
よ
っ
て
、
二
人
の
間
の
、

る
の
で
あ
る
。

『

s

ヽ

し
と
し

一

て

中

環
境
に
よ
っ
て
政
冶
的
地
位
が
向
上
し
て
い
く
こ
と
で
、

下
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
中
の
君
を
喪
立
っ
一

と
が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
。
二
人
の
関
だ
け
で
は
な
く
、
＇

入
に
お
い
て
も
、
中
の
君
を
得
た
い
か
得
ら
れ
な
い
と
い

現

実

の

が

見

ら

れ

る

の

で

あ

る

{
3

つ

ぎ

灯

、

の

の
で
あ
る
。

の
さ
ま
ざ
ま
な
乖
濯
を
強
調
す

り

鈴

木

弘

適

氏

（

塙

書

房

、

一

九

七

三

年

）

＇

永
共
和
子
氏
「
女
主
人
公
は
何
処
に
住
む
か
ー
寝
凰
物
語
中
の
君
の
居
所

ー
」
（
『
読
喜
冥
物
記
の
研
究
』
、
笠
間
書
院
、
一
几
九

0
年
）
、
野
口
元

内
式
『
夜
の
寝
鶯
研
究
』
（
笠
間
讐
院
一
九
九

0
年
）
、
永
井
和
子
氏

「
夜
半
の
碧
覚
論
ー
~
国
去
の
女
性
と
し
て
の
中
の
君
ー
」
（
『
平
安
時
代
の

作
家
と
作
品
』
、
凪
凰
野
書
院
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
。

的
、
江
1
の
永
芥
氏
「
女
、
主
人
公
は
何
処
に
住
舒
か
ー
寝
覚
物
語
中
の
君
の

后
所
ー
」
に
同
じ
。

り
人
物
呼
紘
て
あ
る
「
九
条
殿
」
を
百
む
。

門

注

3
に
同
じ
。
＿

朽
永
井
氏
は
〈
注
ー
の
永
井
氏
「
夜
半
の
寝
覚
諭
ー
山
里
の
女
性
と
し
て

の
中
の
言
ー
」
に
同
じ
）
に
お
＇
い
て
，
『
夜
の
寝
覚
』
で
は
「
西
山
」
「
隧

鯰
ぶ
[
)
」
が
広
沢
の
別
祢
で
あ
る
こ
と
を
近
べ
て
お
ら
れ
る
か
、
他
作

品
で
は
必
ず
し
も
「
広
沢
」
と
「
四
山
」
「
嵯
峨
」
が
同
じ
土
地
と
し
て

襦
か
れ
一
、
こ
わ
げ
て
は
な
、
11

た
め
、
本
宝
己
で
は
、

9

そ
れ
そ
れ
区
別
し
て

掲
出
し
て
い
る
。

唸
宝
竺
一
に
掲
出
し
た
作
品
い
外
で
、
調
査
に
用
い
た
も
の
は
以
下
の
通

り
。
『
竹
取
物
語
』
『
土
佐
日
記
』
『
伊
嗅
物
語
』
『
平
中
物
琵
』
『
讀
岐
具

焉
日
記
一
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
。
こ
礼
ら
に
は
「
九
条
」
「
石
山
」
「
広

沢
」
「
尻
峨
」
「
匹
山
」
の
語
蒙
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
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吋
本
文
の
引
用
お
よ
び
頁
数
は
、
島
原
本
を
底
本
と
し
、
前
田
本
を
校

ilT

に
用
い
る
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
（
小
学
館
）
に
拠
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
す
べ
て
の
引
用
文
中
の
傍
線
は
稿
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
以

下
同
断
。

唸
朧
谷
寿
氏
「
平
安
京
ー
王
朝
の
風
景
ー
」
（
『
平
安
貴
族
の
環
境
』
、
至

文
堂
、
一
九
九
四
年
）

吟
注
8
朧
谷
氏
「
平
安
京
ー
エ
朝
の
風
景
ー
」
に
同
じ
、
池
田
亀
鑑
氏
『
平

安
時
代
の
文
学
と
生
活
』
ぶ
古
唸
阜
‘
-
J
L
L
八
年
）
、
古
橋
信
孝
氏
『
平

安
京
の
都
市
生
活
と
郊
外
』
工
口
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）
を
参
照
。

爪
九
条
に
つ
い
て
、
当
時
の
認
識
を
整
理
す
る
便
宜
の
た
め
に
、
あ
く
ま

で
一
参
考
と
し
て
『
古
代
地
名
大
辞
典
』
を
一
瞥
し
て
お
さ
た
い
と
思
う
。

以
下
本
文
で
あ
る
。

[
＜
じ
ょ
う
九
条
〈
京
都
府
京
都
市
〉

平
安
期
に
見
え
る
地
名
。
狭
義
に
は
現
在
の
京
都
市
南
区
の
う
丸

T
安

京
の
九
条
大
路
を
中
心
と
す
る
地
域
を
い
う
。
」

□

徳
竹
由
明
氏
「
石
山
寺
開
基
伝
承
の
形
成
」
（
『
日
本
文
学
』
五
二
巻
三

号
、
二

0
0
三
年
）

〗
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
（
岩
波
書
店
）
に
拠
る
。

□

石
山
に
つ
い
て
も
、
当
時
の
認
識
を
整
理
す
る
便
宜
の
た
め
に
、
あ
く

ま
で
一
参
考
と
し
て
『
古
代
地
名
大
辞
典
』
を
一
瞥
し
て
お
き
た
い
と
思

う
。
以
下
本
文
で
あ
る
。

「
石
山

近
江
口
滋
賀
郡
の
う
ち
。
（
中
略
）
平
安
期
に
入
っ

rた
日

111
か
か
m
万

道
場
に
転
ず
る
と
、
翌
時
の
密
教
崇
敬
の
風
潮
と
も
克
い
斗
・9

二
（
•
い
机
か

は
し
め
都
城
貴
顕
の
石
山
詣
で
が
盛
ん
と
な
り
、
石
山
且
し
げ
し
ば
叫
鉗

や
文
学
作
品
に
採
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
周
辺
の
風
光
明
媚
な

る
こ
と
は
古
来
よ
り
著
名
で
あ
り
（
後
略
）
」

叫
永
井
和
子
氏
「
字
治
十
帖
と
寝
覚
物
語
ー
作
者
と
読
者
の
問
題
ー
」
（
『
続

寝
覚
物
語
の
研
究
』
、
笠
間
書
院
、
一
九
九

0
年
）
そ
の
他
多
数
の
方
々

に
よ
り
『
夜
の
寝
覚
』
の
は
じ
め
は
宇
治
十
帖
に
似
て
い
る
が
、
そ
の
後

は
宇
治
十
帖
と
重
ね
た
り
ず
ら
し
た
り
す
る
こ
と
で
物
語
を
展
開
し
て
い

る
と
指
摘
が
さ
れ
る
。

[
山
田
刹
博
氏
「
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
初
瀬
と
石
山
ー
玉
箋
物
語
と

浮
舟
物
語
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
国
文
学
研
究
』
八
七
号
、
一
九
八
五
年
十
月
）

囁

野

11
元
大
氏
「
第
三
部
に
お
け
る
人
間
の
認
識
」
（
『
夜
の
寝
覚
研
究
』
、

偉
旧
書
院
、
一
九
九

0
年）

丁
加
贔
昌
嘉
氏
「
情
況
設
定
と
人
物
布
置
ー
早
蕨
。
宿
木
。
東
屋
・
浮
舟
．

蛸
蛤
巻
ー
」
（
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
、
至
文
堂
、
―

1
0
0
三
年
）
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