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作
中
歌
の
「
月
」

『
夜
の
寝
覚
』
は
、
そ
の
物
語
の
冒
頭
に
「
あ
さ
か
ら
ぬ
契
り
な
が
ら
、

（
�
）

世
に
こ
こ
ろ
づ
く
し
な
る
た
め
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
主
人
公
女
君
が
、
姉

の
夫
で
あ
る
男
君
と
の
恋
愛
に
苦
悩
し
て
い
く
悲
恋
物
語
で
あ
る
。
女
性
を

主
人
公
と
す
る
物
語
で
あ
る
と
い
う
特
徴
も
あ
り
、
女
君
に
関
し
て
は
、
そ

の
人
物
造
型
を
中
心
に
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
な
か
で
も
、
女
君

が
物
語
本
文
中
に
お
い
て
か
ぐ
や
姫
に
喩
え
ら
れ
る
こ
と
を
受
け
て
、
女
君

と
の
関
係
に
お
け
る
作
中
の
「
月
」
の
重
要
性
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
。特

に
作
中
の
「
月
」
の
描
写
そ
の
も
の
に
着
目
し
た
先
行
研
究
と
し
て
、

（
�
）

加
藤
史
子
氏
が
女
君
の
将
来
を
「
不
幸
な
中
の
君
の
将
来
を
不
吉
な
ま
で
に

美
し
く
光
輝
や
く
月
に
託
し
」
た
と
し
、
女
君
と
「
月
」
の
密
接
な
関
係
を

指
摘
し
て
て
い
る
。
さ
ら
に
、
作
中
歌
の
「
月
」
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
弘
道

（
�
）氏が
欠
巻
部
中
の
和
歌
を
含
め
た
百
十
三
首
の
う
ち
、「
月
」
を
詠
み
こ
ん

だ
和
歌
が
十
三
首
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
そ
の
作
者
が
よ
ほ
ど
「
月
」
に

対
し
て
感
受
性
が
強
か
つ
た
も
の
と
考
へ
て
よ
い
」
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
お
け
る
指
摘
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
現

存
部
分
の
「
月
」
を
詠
み
こ
ん
だ
和
歌
を
検
討
し
、
こ
の
物
語
に
お
い
て
女

君
が
作
中
歌
に
お
い
て
月
に
喩
え
ら
れ
る
こ
と
の
意
義
を
考
察
し
た
い
。
そ

の
中
で
女
君
と
誤
認
さ
れ
る
但
馬
守
三
女
と
の
関
係
に
着
目
し
、
そ
の
上

で
、
但
馬
守
三
女
の
人
物
造
型
が
女
君
に
継
承
さ
れ
、
そ
の
後
の
物
語
の
展

開
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
く
。

ま
ず
、
月
を
詠
む
作
中
歌
十
三
首
に
つ
い
て
、
贈
答
歌
の
割
合
を
調
査
す

る
と
、
こ
の
十
三
首
の
う
ち
十
二
首
が
互
い
に
贈
答
関
係
に
あ
る
こ
と
が
判

明
す
る
。
乾
澄
子
氏
が
、

『
寝
覚
』
の
作
中
詠
歌
に
お
け
る
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
成
立
し

な
い
贈
答
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
贈
答
歌
は
七
十
五
首
中
六

十
一
首
に
及
ぶ
が
、
そ
の
う
ち
成
立
す
る
贈
答
は
二
十
三
組
四
十
六

首
、
十
五
首
が
返
歌
な
し
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
心
中
思
惟
の
増
大

『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
女
君
の
人
物
造
型

│
│
作
中
歌
の
「
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し
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し
て
い
る
こ
の
物
語
の
特
徴
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
成
立
で
あ
り
、
そ
れ
が
心
の
す
れ
違
い
を
生

（
�
）

み
出
し
て
も
い
る
。

と
考
察
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、『
夜
の
寝
覚
』
全
体
に
お
い
て
は
、
贈
答
歌

が
成
立
し
な
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、「
月
」
を
詠
む
和
歌
に

お
い
て
は
、
贈
答
歌
と
し
て
詠
ま
れ
た
和
歌
が
す
べ
て
成
立
す
る
こ
と
は
一

つ
の
特
徴
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
十
三
首
の
和
歌
の
「
月
」
の
詠
ま
れ
方
を
確
認
す
る
と
、
単
純

な
自
然
描
写
は
な
く
、「
月
」
が
す
べ
て
登
場
人
物
を
指
し
示
し
て
お
り
、

さ
ら
に
そ
の
人
物
は
十
三
首
中
九
首
が
女
性
で
あ
り
、
そ
の
割
合
の
多
さ
が

指
摘
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
贈
答
歌
に
お
い
て
ま
ず
、
男
性
が
女
性
を

「
月
」
に
喩
え
、
男
性
が
喩
え
ら
れ
る
場
合
は
先
に
女
性
が
「
月
」
に
喩
え

ら
れ
た
そ
の
返
歌
に
当
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
、「
月
」
に
喩
え

ら
れ
る
女
性
は
、
物
語
冒
頭
に
お
い
て
女
君
と
誤
認
さ
れ
る
但
馬
守
三
女
と

女
君
の
二
人
し
か
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
注
意
を
要
す
る
。

『
夜
の
寝
覚
』
に
は
女
君
の
姉
大
君
や
女
君
の
女
房
で
あ
る
対
の
君
や
少

将
、
中
宮
や
石
山
の
姫
君
、
中
間
欠
巻
部
以
降
に
は
女
一
宮
、
大
皇
宮
、
老

関
白
の
娘
た
ち
な
ど
、
他
に
も
女
性
が
登
場
す
る
な
か
で
、「
月
」
に
喩
え

ら
れ
る
の
が
前
述
の
二
人
で
あ
る
こ
と
は
そ
の
意
味
を
考
え
る
必
要
性
が
あ

ろ
う
。
以
後
、「
月
」
を
詠
み
こ
む
作
中
歌
は
贈
答
歌
と
し
て
成
立
す
る
確

率
が
高
い
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
作
中
歌
に
お
い
て
「
月
」
に
喩
え
ら
れ
る
女

性
は
女
君
と
但
馬
守
三
女
の
二
人
の
み
で
あ
る
こ
と
、
の
二
点
の
問
題
点
を

念
頭
に
お
き
具
体
的
に
場
面
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

二

但
馬
守
三
女
と
作
中
歌
の
「
月
」

ま
ず
、
最
初
の
「
月
」
を
詠
む
作
中
歌
の
場
面
を
挙
げ
る
。
こ
の
場
面
は

男
女
の
出
会
い
の
場
面
で
あ
り
、
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
女
君
で
は
な
く
、

彼
女
と
誤
認
さ
れ
る
但
馬
守
三
女
が
「
月
」
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。

去
年
の
秋
ご
ろ
に
や
は
べ
り
け
む
、
石
山
に
忍
び
て
籠
り
合
ひ
て
は
べ

り
し
人
、
思
ふ
ほ
ど
よ
り
も
よ
し
な
か
ら
ず
、
局
な
ど
の
け
は
ひ
も
て

な
し
た
り
し
か
ど
も
、
心
に
も
と
め
ず
、
ひ
と
へ
に
行
ひ
は
べ
り
し

に
、
暁
に
か
か
る
月
の
谷
の
底
さ
へ
残
り
な
く
は
べ
り
し
か
ば
…
（
中

略
）
…
こ
と
ご
と
く
も
て
な
し
か
し
づ
き
て
、
あ
ま
た
は
べ
り
し
な
か

に
、
目
や
す
き
人
こ
そ
は
べ
り
し
か
。
月
の
桂
の
そ
ら
目
に
や
と
は
思

ひ
な
が
ら
、
過
ぐ
し
が
た
く
は
べ
り
て
、
下
り
ぬ
め
り
と
見
送
り
て
、

（
�
）①さ
や
か
に
も
み
つ
る
月
か
な
こ
と
な
ら
ば
影
を
な
ら
ぶ
る
契
り

と
も
が
な

と
言
は
せ
は
べ
り
し
か
ば
、
い
と
と
く
、

②
天
の
原
雲
居
は
る
か
に
ゆ
く
月
に
影
を
な
ら
ぶ
る
人
や
な
か
ら

む

と
こ
そ
言
は
せ
て
は
べ
り
し
か
」
と
語
る
を
（
巻
一

四
二
〜
四
三
）

和
歌
①
②
を
含
む
、
石
山
で
の
宮
中
将
と
但
馬
守
三
女
の
出
会
い
の
場
面

二
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で
あ
る
。
宮
中
将
か
ら
男
君
に
語
ら
れ
る
「
好
色
物
語
」
の
中
で
、
宮
中
将

か
ら
の
贈
歌
①
と
但
馬
守
三
女
の
返
歌
②
が
紹
介
さ
れ
る
。
当
該
場
面
で

は
、
ま
ず
、「
去
年
の
秋
ご
ろ
」
の
情
景
が
描
写
さ
れ
、
贈
答
歌
直
前
の
宮

中
将
の
語
り
に
お
い
て
、「
月
の
谷
さ
え
」
と
月
に
関
す
る
情
景
が
描
写
さ

れ
、「
月
の
桂
の
そ
ら
目
」
か
と
思
い
な
が
ら
も
但
馬
守
三
女
の
「
目
や
す

さ
」
に
惹
か
れ
て
宮
中
将
が
和
歌
を
詠
み
か
け
て
い
る
様
子
が
語
ら
れ
る
。

宮
中
将
は
石
山
で
目
を
と
め
た
女
が
下
山
す
る
折
に
「
さ
や
か
に
も
」
と

和
歌
を
贈
り
、
女
を
「
さ
や
か
」
に
見
え
る
「
月
」
に
喩
え
、「
影
を
な
ら
」

べ
た
い
、
つ
ま
り
、
契
り
を
結
び
た
い
と
伝
え
て
い
る
。
こ
の
女
の
返
歌
②

「
天
の
原
」
で
は
、
宮
中
将
の
和
歌
①
を
受
け
て
、
宮
中
将
を
「
月
」
に
喩

え
、
相
手
の
身
分
の
高
さ
を
指
摘
し
、「
影
を
な
ら
ぶ
る
」
こ
と
は
で
き
な

い
と
返
し
て
い
る
。

宮
中
将
が
か
つ
て
経
験
し
た
恋
愛
を
男
君
に
語
る
中
で
、「
月
」
の
描
写

が
な
さ
れ
、
最
後
に
二
人
の
贈
答
歌
を
以
っ
て
そ
の
出
会
を
象
徴
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
贈
答
歌
は
中
心
的
な
役
割
を
は
た
し
て
い

る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
宮
中
将
・
但
馬
守
三
女
の
恋
愛
譚
が
、

「
月
」
の
贈
答
歌
を
主
軸
と
し
て
、
物
語
の
主
流
で
あ
る
女
君
と
男
君
の
悲

恋
と
は
ま
た
別
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場

面
は
特
に
、『
新
全
集
』
の
頭
注
で
「
歌
語
り
の
土
壌
も
こ
う
し
た
場
で
あ

っ
た
ろ
う
」
と
「
歌
語
り
」
を
彷
彿
と
さ
せ
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘

さ
れ
、
場
面
構
成
上
の
和
歌
の
重
要
性
を
う
か
が
わ
せ
る
。
さ
ら
に
、
和
歌

①
②
に
共
通
す
る
「
影
を
な
ら
ぶ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
鈴
木
氏
が
「
あ
ま

（
�
）

り
例
が
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
希
少
な
表
現
が
贈
答
歌

に
共
有
さ
れ
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
着
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
出
会
い
の
場
面
に
お
い
て
、
月
に
喩
え
ら
れ
た
但
馬
守
三
女
は
そ
の

後
、「
好
色
物
語
」
の
後
日
談
の
中
で
、
宮
中
将
に
「
石
山
の
月
影
」
と
呼

ば
れ
、
宮
中
将
に
と
っ
て
月
は
但
馬
守
三
女
を
象
徴
す
る
言
葉
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
る
。
物
語
中
の
和
歌
で
は
な
い
散
文
部
分
の
本
文
に
お
い
て
は
、

こ
の
場
面
よ
り
前
に
女
君
が
「
月
」
に
喩
え
ら
れ
る
表
現
が
確
認
で
き
る

が
、
和
歌
と
い
う
表
現
技
法
の
中
で
は
、
但
馬
守
三
女
が
先
に
「
月
」
に
喩

え
ら
れ
る
そ
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

前
述
の
出
会
い
の
場
面
の
の
ち
、
宮
中
将
と
但
馬
守
三
女
は
恋
愛
関
係
に

あ
っ
た
も
の
の
、
宮
中
将
の
身
分
意
識
な
ど
が
原
因
で
疎
遠
に
な
る
。
婚
約

者
も
決
ま
り
、
結
婚
の
準
備
を
す
す
め
て
い
た
但
馬
守
三
女
は
、
男
君
に
よ

っ
て
女
君
と
誤
認
さ
れ
た
結
果
、
結
婚
を
と
り
や
め
、
中
宮
に
出
仕
す
る
こ

（
�
）

と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
宮
中
将
と
但
馬
守
三
女
の
二
人
が

再
会
す
る
。

雪
降
り
、
月
い
と
明
く
澄
み
た
る
夜
、
殿
上
人
あ
ま
た
参
り
て
、
…

（
中
略
）
…
居
た
る
東
面
に
さ
り
げ
な
く
尋
ね
寄
り
て
、

③
「
石
山
の
峰
に
隠
れ
し
月
影
を
雲
の
よ
そ
に
て
め
ぐ
り
あ
ひ
ぬ

る

な
ま
め
き
て
、
い
と
忍
び
や
か
に
言
ひ
た
る
に
、
え
聞
き
過
ぐ
さ
で
、

④
雲
居
に
は
す
む
空
ぞ
な
き
月
な
れ
ば
谷
に
隠
れ
し
影
ぞ
恋
し
き

と
て
、
や
を
ら
す
べ
り
入
り
て
、
局
に
紛
れ
お
り
て
、

お
ぼ
し
出
づ
や
。
あ
は
れ
な
り
」
と
、
け
は
ひ
も
様
も
、
人
よ
り
は
な

『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
女
君
の
人
物
造
型

二
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つ
か
し
く

（
巻
一

六
九
）

雪
が
降
り
、
月
が
明
る
い
冬
の
夜
、
宮
中
で
か
つ
て
恋
人
で
あ
っ
た
但
馬

守
三
女
を
見
つ
け
た
宮
中
将
は
、
石
山
で
の
出
会
い
を
思
い
出
し
、「
石
山

の
」
と
和
歌
③
を
詠
む
。
二
人
の
記
憶
に
あ
る
出
会
い
の
場
面
の
贈
答
歌
を

（
�
）

想
起
さ
せ
る
よ
う
に
、「
石
山
」
と
い
う
歌
枕
か
ら
は
じ
め
、
但
馬
守
三
女

を
「
峰
に
隠
れ
し
月
影
」
に
喩
え
、
そ
の
「
月
影
」
に
「
め
ぐ
り
あ
」
っ
た

感
慨
を
詠
み
か
け
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
但
馬
守
三
女
は
現
在
の
我
が

身
を
「
月
」
に
、
昔
の
我
が
身
を
「
谷
に
隠
れ
し
影
」
に
喩
え
、
昔
の
我
が

身
を
「
恋
し
」
く
思
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
、「
や
を
ら
す
べ
り
入
り
」、
返

歌
は
す
る
も
の
の
、
宮
中
将
に
靡
く
様
子
を
み
せ
な
い
。
つ
ま
り
、
一
度
疎

遠
に
な
っ
た
二
人
が
再
会
す
る
場
面
は
、
出
会
い
の
場
面
の
和
歌
①
②
を
意

識
し
た
二
人
の
贈
答
歌
を
中
心
に
描
か
れ
て
お
り
、
一
連
の
恋
愛
譚
が
成
立

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
再
会
の
場
面
の
和
歌
④
の
「
雲
居
に
は
」
の
直
後
に
は
次
に
挙

げ
る
但
馬
守
三
女
の
独
詠
歌
が
確
認
で
き
る
。

「
…
『
峰
に
隠
れ
し
』
と
い
言
ひ
つ
る
返
り
事
を
、
い
か
で
答
へ
出
で

つ
る
ぞ
」
と
、
う
と
ま
し
く
思
ひ
つ
づ
け
て
、

「
知
ら
ざ
り
し
雲
の
上
に
も
ゆ
き
ま
じ
り
思
ひ
の
ほ
か
に
す
め
ば

す
み
け
り

か
な
は
ざ
り
け
る
」
と
、
忍
び
や
か
に
な
が
め
出
で
て
居
た
れ
ば

（
巻
一

七
〇
）

「
知
ら
ざ
り
し
」
の
和
歌
は
、
④
の
返
歌
後
、
但
馬
守
三
女
が
局
に
戻
り
、

宮
仕
え
と
い
う
思
い
が
け
な
い
我
が
身
に
思
い
を
馳
せ
、
物
慣
れ
て
④
の
返

歌
を
し
た
こ
と
を
「
う
と
ま
し
く
」
思
う
感
慨
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
今
ま
で

知
ら
な
か
っ
た
宮
中
に
意
外
に
も
慣
れ
て
し
ま
っ
た
自
分
自
身
に
あ
き
れ
る

心
情
を
詠
ん
だ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
独
詠
歌
で
は
、「
月
」
や
「
月

影
」
等
の
直
接
的
な
表
現
は
確
認
で
き
な
い
が
、
宮
中
に
「
住
む
」
の
意
味

（
�
）

に
加
え
て
月
が
「
澄
む
」
の
意
を
掛
け
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
り
、
但
馬

守
三
女
が
詠
ん
だ
和
歌
④
に
続
く
感
慨
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
月
」

の
イ
メ
ー
ジ
を
含
む
和
歌
と
考
え
る
こ
と
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
直
接

的
に
詠
ま
れ
ず
、
連
想
さ
せ
る
こ
と
よ
っ
て
、
二
人
の
恋
愛
譚
で
あ
る
こ
と

を
示
し
な
が
ら
、
宮
中
将
と
の
関
係
か
ら
脱
し
た
但
馬
守
三
女
の
姿
を
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
再
会
の
場
面
の
結
び
と
も
な
り
、
ま
た
、
宮
中
将
・
但
馬

守
三
女
恋
愛
譚
の
終
結
を
意
味
す
る
「
知
ら
ざ
り
し
」
の
和
歌
に
は
も
う
一

つ
の
趣
向
が
確
認
で
き
る
。
和
歌
直
後
の
「
か
な
は
ざ
り
け
る
」
と
い
う
表

（

）

現
は
、
伊
井
春
樹
氏
に
よ
っ
て
引
歌
形
態
の
一
種
で
あ
る
「
添
え
句
」
で
あ

（

）

る
と
指
摘
さ
れ
、『
小
町
集
』
の
「
心
に
も
か
な
は
ざ
り
け
る
世
の
中
を
う

き
身
は
み
じ
と
思
ひ
け
る
か
な
」
の
表
現
を
用
い
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
「
和
歌
に
古
歌
の
一
句
を
添
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
中
人
物
の
心

内
を
さ
ら
に
深
め
、
展
開
す
る
方
法
」
と
指
摘
さ
れ
、
こ
れ
が
独
詠
歌
に
添

え
ら
れ
る
場
合
は
「
物
語
史
に
お
け
る
独
詠
歌
の
最
も
高
度
に
発
達
し
た
方

法
」
と
さ
れ
る
。

こ
の
「
か
な
は
ざ
り
け
る
」
は
、
自
ら
が
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
現
実
に
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対
し
て
「
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
だ
っ
た
」
と
い
う
あ
き
ら
め
の
感
情
を

表
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
が
、『
小
町
集
』
の
「
心
に
も
」
の
和
歌
を
視

野
に
い
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
出
仕
に
対
し
て
の
み
で
は
な
く
、
世
の
中
、

つ
ま
り
、
宮
中
将
と
の
恋
愛
に
対
す
る
感
慨
と
も
解
釈
で
き
る
こ
と
に
な

る
。
実
際
、「
知
ら
ざ
り
し
」
は
宮
中
将
へ
の
返
歌
を
し
た
こ
と
を
「
う
と

ま
し
く
」
思
っ
て
詠
ん
だ
和
歌
で
あ
り
、
但
馬
守
三
女
の
心
理
と
呼
応
す
る
。

よ
っ
て
、
但
馬
守
三
女
の
独
詠
歌
の
場
面
か
ら
は
重
要
な
点
が
三
つ
指
摘

で
き
る
。
一
つ
目
は
直
接
的
に
は
詠
ま
れ
な
い
も
の
の
、「
月
」
を
連
想
さ

せ
る
和
歌
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
二
つ
目
は
、
贈
答
歌
で
は
な
く
独
詠
歌
と

し
て
、
但
馬
守
三
女
自
身
の
境
遇
を
嘆
き
、
宮
中
将
と
の
恋
愛
の
終
結
を
予

感
さ
せ
る
こ
と
、
三
つ
目
が
「
添
え
句
」
と
い
う
技
法
に
よ
り
独
詠
歌
の
内

容
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
宮
中
将
と
の
関
係
に
対
す
る
言
及
と
と
ら
え
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
独
詠
歌
の
場
面
も
含

め
て
、
宮
中
将
と
但
馬
守
三
女
の
出
会
い
、
再
会
の
場
面
に
よ
っ
て
、
和
歌

を
主
軸
と
し
て
「
歌
語
り
」
を
思
わ
せ
る
方
法
で
構
成
さ
れ
、
但
馬
守
三
女

は
宮
中
将
と
の
関
係
性
の
中
で
「
月
」
喩
え
ら
れ
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

『
夜
の
寝
覚
』
で
は
、
但
馬
守
三
女
と
宮
中
将
の
恋
愛
を
、
月
を
詠
み
こ

む
贈
答
歌
を
中
心
に
描
く
こ
と
で
、
但
馬
守
三
女
を
「
月
」
に
喩
え
ら
れ
る

べ
き
女
性
、
す
な
わ
ち
、
女
君
に
誤
認
さ
れ
る
べ
き
人
物
と
し
て
造
型
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
但
馬
守
三
女
は
、
男
君
と
女
君
の
恋
愛
と
は
ま
た
別

の
、『
夜
の
寝
覚
』
が
内
包
す
る
も
う
一
つ
の
物
語
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
の

役
割
を
与
え
ら
れ
、
誤
認
問
題
の
発
生
・
終
結
に
関
し
て
物
語
構
想
上
の
重

大
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
物
語
の
悲
恋
の
原
因

と
も
さ
れ
る
誤
認
問
題
は
、
供
の
行
頼
が
男
君
に
但
馬
守
三
女
の
情
報
を
伝

え
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
発
生
し
、
宮
中
将
・
但
馬
守
三
女
恋
愛
譚
を
内
包

し
つ
つ
、
こ
の
恋
愛
譚
が
終
結
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
誤
認
問
題
も
終
結
で
き

る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

第
二
章
で
は
作
中
歌
の
①
か
ら
④
を
含
む
場
面
を
取
り
上
げ
、「
月
」
の

和
歌
を
通
し
て
但
馬
守
三
女
の
こ
の
物
語
に
お
け
る
役
割
を
指
摘
し
て
き

た
。「
月
」
を
詠
む
十
三
首
の
う
ち
最
初
の
四
首
が
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き

た
宮
中
将
・
但
馬
守
三
女
恋
愛
譚
の
な
か
の
贈
答
歌
で
あ
っ
た
こ
と
は
重
要

で
あ
る
。
こ
の
但
馬
守
三
女
と
月
の
問
題
は
誤
認
問
題
の
み
な
ら
ず
、
問
題

解
消
後
の
女
君
に
も
影
響
を
与
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

第
三
章
で
は
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
但
馬
守
三
女
の
退
場
後
の
作
中
歌
に

お
い
て
「
月
」
に
喩
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
女
君
に
関
す
る
場
面
を
検
討
す

る
。

三

中
間
欠
巻
部
以
前
の
女
君
と
作
中
歌
の
「
月
」

男
君
が
九
条
で
出
会
っ
た
女
性
が
但
馬
守
三
女
で
は
な
く
女
君
で
あ
る
と

知
っ
た
の
は
、
す
で
に
女
君
の
姉
で
あ
る
大
君
と
結
婚
し
た
後
で
あ
っ
た
。

同
じ
屋
敷
内
に
暮
ら
す
義
理
の
妹
が
恋
焦
が
れ
て
き
た
女
性
だ
と
知
り
、
男

君
は
苦
悩
す
る
。
九
条
に
お
け
る
男
君
と
の
一
夜
以
来
、
病
床
に
あ
っ
た
女

君
も
男
が
姉
の
夫
で
あ
る
こ
と
、
女
君
自
身
が
妊
娠
し
て
い
る
こ
と
を
知

り
、
嘆
き
の
日
々
が
続
く
。
女
君
は
石
山
で
男
君
の
子
で
あ
る
姫
君
を
出
産

『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
女
君
の
人
物
造
型

二
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し
、
姫
君
は
男
君
の
実
家
に
引
き
取
ら
れ
る
。
男
君
は
女
君
に
対
し
て
ま
す

ま
す
思
い
を
募
ら
せ
、
女
君
の
部
屋
の
あ
た
り
を
訪
ね
る
日
も
あ
り
、
つ
い

に
、
二
人
の
関
係
が
男
君
の
正
妻
大
君
側
の
人
々
の
噂
に
の
ぼ
る
よ
う
に
な

る
。
こ
の
噂
に
耐
え
か
ね
、
女
君
は
父
の
い
る
広
沢
に
身
を
寄
せ
る
こ
と
に

な
る
。さ

す
が
に
、
姨
捨
山
の
月
は
、
夜
更
く
る
ま
ま
に
澄
み
ま
さ
る
を
、
め

づ
ら
し
く
、
つ
く
づ
く
見
出
だ
し
た
ま
ひ
て
、
な
が
め
入
り
た
ま
ふ
。

⑤
あ
り
し
に
も
あ
ら
ず
憂
き
世
に
す
む
月
の
影
こ
そ
見
し
に
か
は

ら
ざ
り
け
れ

（
巻
二

二
〇
五
頁
）

こ
の
広
沢
の
場
面
で
は
、
女
君
は
月
の
様
子
に
心
が
惹
か
れ
、
心
境
を
独

詠
歌
の
形
で
吐
露
す
る
。
和
歌
の
直
前
に
は
「
姨
捨
山
の
月
」
と
い
う
表
現

が
あ
り
、
古
歌
「
わ
が
心
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
さ
ら
し
な
や
を
ば
す
て
山
に
て

（

）

る
月
を
見
て
」
か
ら
「
な
ぐ
さ
め
か
ね
」
る
心
情
を
表
し
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
女
君
は
自
身
の
身
の
上
を
「
あ
り
し
に
も
」
と
独
詠
し
、「
憂
き
世
に

す
む
月
」
に
喩
え
、
変
わ
ら
ぬ
「
月
」
に
対
し
て
、
わ
が
身
の
変
化
を
嘆
い

て
い
る
。

和
歌
⑤
に
は
、
前
章
で
検
討
し
た
但
馬
守
三
女
の
返
歌
、
④
「
雲
居
に

は
」
と
の
類
似
点
が
確
認
で
き
る
。
和
歌
の
内
容
と
と
も
に
、
表
現
に
着
目

す
る
と
、
和
歌
④
⑤
と
も
に
詠
み
手
の
女
性
自
身
が
我
が
身
を
「
月
」
に
喩

え
て
お
り
、
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
の
連
体
形
で
あ
る
「
し
」、
掛
詞
と
な

っ
て
い
る
「
す
む
」、「
月
」、「
影
」
な
ど
類
似
点
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
表
現
の
類
似
と
あ
わ
せ
て
、
詠
み
手
の
心
情
に
も
着
目
す
る

と
、
和
歌
④
で
但
馬
守
三
女
は
宮
中
に
い
る
現
在
と
比
較
し
、
家
に
い
た
こ

ろ
の
自
分
を
「
恋
し
く
」
思
う
一
方
で
、
和
歌
⑤
で
は
、
昔
あ
っ
た
状
態
と

は
異
な
る
現
状
の
女
君
自
身
を
「
憂
き
世
」
に
住
む
と
い
い
、
九
条
で
の
一

見
以
来
の
自
分
と
そ
れ
以
前
の
自
分
を
比
較
す
る
。
現
在
の
自
分
と
昔
の
自

分
を
「
月
」
を
媒
体
に
し
て
比
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
状
を
嘆
い
て
い
る
の

で
あ
る
。
自
分
が
本
来
あ
る
べ
き
場
所
に
あ
ら
ず
、
現
在
の
自
ら
の
状
態
を

昔
と
比
較
し
て
嘆
く
と
い
う
点
が
一
致
し
て
お
り
、
異
な
る
境
遇
に
あ
り
な

が
ら
、
女
君
は
但
馬
守
三
女
と
歎
き
を
共
有
す
る
よ
う
に
物
語
が
設
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
女
君
自
身
で
は
な
く
、
周
囲
の
人
々
に
よ
っ
て
女
君
が
「
月
」
に
喩

え
ら
れ
て
い
る
例
を
検
討
す
る
。

心
弱
く
、
う
ち
忍
ば
れ
で
、

⑥
め
ぐ
り
あ
は
む
を
り
を
も
待
た
ず
限
り
と
や
思
ひ
果
つ
べ
き
冬

の
夜
の
月

い
と
さ
や
か
に
、
様
体
を
か
し
げ
な
る
人
の
、
白
き
衣
ど
も
の
う
へ
に

濃
き
掻
練
着
て
、
あ
ざ
や
か
な
る
裳
ひ
き
か
け
て
、
わ
ざ
と
言
ふ
と
も

な
く
う
り
紛
ら
は
し
て
、
い
み
じ
う
心
苦
し
う
思
ひ
入
り
、
な
が
め
出

で
た
る
、
月
影
の
け
は
ひ
な
つ
か
し
く
…
（
中
略
）
…
え
乗
り
も
や
ら

れ
た
ま
は
ず
。

⑦
こ
よ
ひ
だ
に
か
け
離
れ
た
る
月
を
見
て
な
ほ
や
頼
ま
む
め
ぐ
り

あ
ふ
夜
を

（
巻
二

二
一
五
〜
二
一
六
）
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広
沢
に
男
君
が
雪
の
な
か
を
訪
ね
て
く
る
も
、
女
君
付
の
女
房
が
会
わ
せ

な
い
よ
う
に
は
か
ら
う
な
か
で
、
女
君
に
会
え
な
い
ま
ま
朝
に
な
っ
て
帰
る

男
君
を
見
て
、
女
君
の
女
房
で
あ
る
少
将
が
再
会
の
機
会
を
ほ
の
め
か
し
て

「
め
ぐ
り
あ
は
む
」
と
和
歌
⑥
を
詠
む
。
こ
こ
で
は
女
君
を
「
冬
の
夜
の
月
」

に
喩
え
、
男
君
が
女
君
に
「
め
ぐ
り
あ
」
う
機
会
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
男
君
は
和
歌
⑦
で
女
君
を
「
か
け
離
れ
た
る
月
」
に
喩

え
、
再
会
の
機
会
を
頼
み
し
て
い
る
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
⑤
か
ら
⑦
の
場
面
か
ら
、
作
中
歌
に
着
目
し
た
場
合
、
女
君
は
広

沢
に
お
い
て
ま
ず
「
月
」
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
和
歌
以
外

の
本
文
も
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
広
沢
以
前
に
も
関
白
邸
、
九
条
の
屋
敷
等

で
も
「
月
」
と
女
君
と
の
関
係
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
和
歌
と
い

う
文
体
に
焦
点
を
あ
て
た
場
合
、
別
の
意
義
が
浮
か
び
あ
が
る
。
中
間
欠
巻

部
以
前
の
女
君
に
関
し
す
る
検
討
を
通
し
て
、
女
君
の
独
詠
歌
⑤
、
男
君
と

少
将
の
贈
答
歌
⑥
⑦
か
ら
は
、男
君
と
女
君
の
贈
答
歌
は
成
立
し
な
い
こ
と
、

そ
し
て
、
三
首
と
も
女
君
を
「
月
」
に
喩
え
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

女
君
自
身
に
よ
っ
て
も
、
他
人
に
よ
っ
て
も
「
月
」
に
喩
え
ら
れ
る
女
君

は
、
物
語
作
者
に
よ
っ
て
但
馬
守
三
女
と
の
類
似
性
を
そ
の
和
歌
の
表
現
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
が
、
欠
巻
部
以
降
は
ど
の
よ
う
に
人
物
造
型
さ
れ
て

い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

四

中
間
欠
巻
部
以
降
の
女
君
と
作
中
歌
の
「
月
」

中
間
欠
巻
部
以
降
に
は
、
帝
闖
入
事
件
や
生
霊
事
件
な
ど
、
女
君
を
追
い

詰
め
る
事
件
が
立
て
続
け
に
発
生
す
る
が
、
次
に
挙
げ
る
の
は
こ
の
う
ち
帝

闖
入
事
件
に
関
す
る
場
面
で
あ
る
。

な
ほ
、「
い
み
じ
の
わ
ざ
や
」
と
、
御
涙
を
尽
く
さ
せ
た
ま
ひ
つ
つ
、

⑧
雲
の
う
へ
に
す
み
は
つ
ま
じ
き
月
を
見
て
心
の
そ
ら
に
な
り
は

つ
る
か
な

御
供
の
人
々
の
聞
く
ら
む
ほ
ど
も
、
い
と
わ
り
な
く
苦
し
き
に
、
き
こ

え
さ
せ
む
か
た
な
け
れ
ど
、
た
だ
、
疾
く
の
が
れ
出
で
な
む
と
お
ぼ
す

に
、
心
を
の
べ
て
、

⑨
雲
居
に
は
お
よ
ば
ざ
り
け
る
身
を
知
れ
ば
し
ば
し
も
す
む
に
影

ぞ
ま
ば
ゆ
き

言
ひ
も
果
て
ぬ
や
う
に
て
、
せ
め
て
、
す
べ
り
出
で
た
ま
ひ
ぬ
る
名

残
、
と
ば
か
り
見
送
ら
せ
た
ま
ひ
て

（
巻
三

二
八
六
〜
二
八
七
）

中
間
欠
巻
部
中
に
、
女
君
に
思
い
を
寄
せ
て
い
た
帝
は
女
君
に
入
内
を
要

請
す
る
も
、
女
君
は
代
わ
り
に
老
関
白
の
娘
で
あ
る
督
の
君
を
入
内
さ
せ
、

女
君
も
そ
の
母
親
役
と
し
て
宮
中
に
滞
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
帝
を
避
け

続
け
て
き
た
女
君
が
、
宮
中
で
帝
に
と
ら
え
ら
れ
、
お
い
つ
め
ら
れ
た
状
況

で
男
君
へ
の
愛
を
自
覚
す
る
場
面
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
帝
闖
入
事
件
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
帝
か
ら
逃
れ
る
直
前
の
和
歌
に
お
い
て
、
帝
が
女
君
を

「
す
み
は
つ
ま
じ
き
月
」
に
喩
え
て
、
女
君
の
つ
れ
な
さ
を
怨
み
、
女
君
は

帝
を
和
歌
⑨
で
「
月
影
」
に
た
と
え
、
宮
中
に
お
け
る
自
ら
の
き
ま
り
悪
さ

を
伝
え
て
い
る
。

『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
女
君
の
人
物
造
型

二
九



こ
の
場
面
の
和
歌
⑧
⑨
に
は
、
す
で
に
検
討
し
た
和
歌
③
④
と
の
類
似
点

が
指
摘
で
き
る
。
中
間
欠
巻
部
以
前
の
場
面
は
宮
中
将
と
但
馬
守
三
女
の
贈

答
、
こ
の
場
面
で
は
帝
と
女
君
の
贈
答
と
な
っ
て
い
る
が
詳
し
く
検
討
し
て

み
よ
う
。
ま
ず
、
対
応
す
る
場
面
の
和
歌
④
、
和
歌
⑨
の
女
性
の
返
歌
に
注

目
す
る
。
両
者
と
も
に
、「
雲
居
に
は
」
で
始
ま
る
が
、「
雲
居
に
は
」
で
始

ま
る
和
歌
は
『
夜
の
寝
覚
』
中
こ
の
二
首
の
み
で
あ
り
、
他
の
王
朝
物
語
や

八
代
集
に
も
な
い
こ
と
か
ら
、
物
語
作
者
が
意
図
的
に
用
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
さ
ら
に
、
和
歌
④
⑨
の
表
現
を
確
認
す
る
と
、「
ば
」「
す
む
」「
か
げ

ぞ
」
と
い
う
表
現
が
共
通
し
て
い
る
。
表
現
上
の
類
似
の
み
な
ら
ず
、
和
歌

④
で
は
但
馬
守
三
女
が
宮
中
で
の
住
み
に
く
さ
を
詠
ん
で
お
り
、
同
様
に
和

歌
⑨
で
は
、
女
君
は
宮
中
に
そ
ぐ
わ
な
い
女
君
自
身
の
立
場
を
帝
に
訴
え
て

い
る
。

ま
た
、
男
性
側
の
贈
歌
③
⑧
に
着
目
す
る
と
、
和
歌
③
で
は
相
手
の
女
性

を
「
峰
に
隠
れ
し
月
」、
和
歌
⑧
で
は
「
す
み
は
つ
ま
じ
き
月
」
に
喩
え
て

女
性
の
つ
れ
な
さ
を
恨
む
表
現
を
用
い
、
さ
ら
に
和
歌
③
の
「
雲
の
よ
そ
」

は
和
歌
⑧
の
「
雲
の
う
へ
」
に
対
応
し
て
い
る
。
宮
中
将
の
和
歌
③
は
か
つ

て
関
係
が
あ
っ
た
但
馬
守
三
女
に
再
会
で
き
た
こ
と
の
喜
び
を
詠
み
、
帝
の

和
歌
⑧
は
ど
ん
な
に
心
を
つ
く
し
て
も
自
分
に
靡
か
な
い
女
君
の
つ
れ
な
さ

を
嘆
く
和
歌
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
和
歌
の
主
題
と
し
て
は
異
な
る
も
の

の
、
二
つ
の
場
面
の
表
現
上
の
類
似
は
注
意
を
要
す
る
。

こ
れ
ら
の
場
面
の
類
似
点
を
指
摘
す
る
上
で
重
要
な
こ
と
は
、
和
歌
一
首

の
み
で
は
な
く
、
贈
答
歌
と
し
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
中
間
欠
巻
部
以
前

の
宮
中
将
・
但
馬
守
三
女
恋
愛
譚
と
、
中
間
欠
巻
部
以
降
の
帝
と
女
君
に
関

係
は
、
と
も
に
身
分
の
高
い
男
性
が
身
分
の
低
い
女
性
に
和
歌
を
詠
み
か
け

る
と
い
う
構
図
に
な
っ
て
お
り
、
宮
中
将
と
但
馬
守
三
女
の
関
係
性
が
帝
と

女
君
と
の
関
係
性
に
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

次
に
『
夜
の
寝
覚
』
の
重
大
な
事
件
の
一
つ
で
あ
る
生
霊
事
件
に
関
す
る

場
面
を
検
討
す
る
。

「
す
み
果
つ
ま
じ
き
契
り
な
り
け
む
」
と
な
が
め
わ
び
別
れ
し
暁
な
ど
、

所
も
変
は
ら
ず
、
空
の
気
色
な
ど
も
同
じ
な
が
ら
な
る
に
、
そ
の
折
の

心
尽
く
し
、
今
さ
へ
胸
ふ
た
が
り
つ
つ
、
泣
き
み
笑
ひ
み
と
か
い
ふ
に

も
尽
き
せ
ぬ
御
仲
あ
は
れ
な
り
。

⑩
古
里
に
面
変
は
り
せ
で
め
ぐ
り
あ
へ
る
契
り
う
れ
し
き
山
の
端

の
月

（
中
略
）

亡
き
昔
の
み
恋
し
く
、「
我
は
我
」
と
う
ち
な
が
め
ら
れ
て
、

⑪
山
の
端
の
心
ぞ
つ
ら
き
め
ぐ
り
あ
へ
ど
か
く
て
の
ど
か
に
す
ま

じ
と
思
へ
ば

（
巻
五

四
八
七
〜
四
八
九
頁
）

女
君
は
、
中
間
欠
巻
部
以
降
、
亡
き
老
関
白
の
北
の
方
と
し
て
一
家
の
采

配
を
ふ
る
う
身
と
な
っ
た
。
一
方
、
男
君
に
も
正
妻
女
一
宮
が
お
り
、
そ
れ

ぞ
れ
に
家
庭
を
持
つ
身
と
な
っ
て
い
る
。
女
一
宮
が
病
臥
し
た
際
、
女
君
が

生
霊
と
化
し
て
憑
り
つ
い
た
と
い
う
噂
が
流
れ
、
そ
の
後
、
精
神
的
苦
痛
に

よ
っ
て
都
を
去
り
、
女
君
は
父
が
隠
棲
し
て
い
た
広
沢
に
身
を
寄
せ
る
。
生

霊
事
件
を
契
機
に
物
語
冒
頭
以
来
の
様
々
な
苦
難
に
思
い
を
馳
せ
、
厭
世
観

三
〇



を
募
ら
せ
て
、
出
家
を
決
意
す
る
に
至
る
。
そ
の
出
家
を
止
め
に
や
っ
て
来

た
男
君
と
、
女
君
が
久
々
に
面
会
し
、
男
君
と
女
君
が
二
人
寄
り
添
っ
て
昔

を
思
い
出
し
、
和
歌
を
詠
み
あ
う
場
面
で
あ
る
。

男
君
と
女
君
の
和
歌
の
贈
答
歌
に
よ
り
、
双
方
の
心
情
が
対
照
的
に
描
き

出
さ
れ
て
お
り
、
帝
と
の
関
係
に
嫉
妬
し
、
帝
の
手
紙
が
あ
る
た
び
に
女
君

を
責
め
た
て
る
男
君
に
対
し
て
、
女
君
は
「
恨
め
し
き
節
多
く
、
心
劣
り
し

た
ま
ふ
べ
き
人
」
と
そ
の
短
所
を
指
摘
し
、「
亡
き
昔
の
み
恋
し
く
」
と
亡

く
な
っ
た
老
関
白
を
思
い
出
す
。
生
霊
事
件
以
後
、
女
君
の
心
は
男
君
か
ら

離
れ
て
い
き
、
生
霊
の
噂
に
苦
し
み
、
人
生
を
内
省
し
た
女
君
は
、
老
関
白

と
の
思
い
出
に
救
い
を
求
め
、
女
君
は
「
我
は
我
」
と
男
君
か
ら
精
神
的
に

離
れ
よ
う
と
す
る
。

ま
た
、
男
君
の
贈
歌
⑩
「
古
里
に
」
で
は
女
君
と
共
に
あ
る
現
在
を
「
契

り
う
れ
し
き
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
女
君
は
返
歌
⑪
で
男
君

の
「
心
」
が
「
つ
ら
い
」
と
し
て
お
り
、
同
じ
く
「
山
の
端
の
月
」
を
詠
ん

で
い
る
も
の
の
、
二
人
の
心
情
は
相
反
し
て
い
る
。
和
歌
⑩
、
⑪
は
男
君
と

女
君
は
互
い
を
月
に
喩
え
合
う
贈
答
歌
の
形
式
を
と
る
こ
と
で
、
二
人
の
心

理
的
な
乖
離
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。

こ
の
和
歌
⑩
⑪
に
お
い
て
、
互
い
を
「
山
の
端
の
月
」
に
喩
え
る
背
景
に

は
、
中
間
欠
巻
部
の
男
君
の
和
歌
「
あ
は
れ
な
ど
か
げ
を
な
ら
べ
て
山
の
は

（

）

に
す
み
は
つ
ま
じ
き
契
り
な
り
け
ん
」
が
あ
る
。
こ
の
和
歌
は
、
中
間
欠
巻

部
に
お
い
て
、
老
関
白
に
嫁
ぐ
直
前
に
男
君
と
心
が
通
じ
て
逢
瀬
が
あ
り
、

そ
の
際
に
詠
ん
だ
女
君
の
和
歌
で
、
周
囲
の
状
況
か
ら
引
き
裂
か
れ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
心
情
を
詠
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
和
歌
は
中
間
欠
巻

部
中
で
女
君
が
老
関
白
に
嫁
い
だ
後
に
も
欠
巻
部
中
に
「
い
し
山
に
て
す
み

（

）

は
つ
ま
じ
き
ち
ぎ
り
な
り
け
む
と
き
こ
え
し
」
と
男
君
に
よ
っ
て
思
い
返
さ

れ
て
い
る
。

こ
の
欠
巻
部
中
の
「
あ
は
れ
な
ど
」
の
下
の
句
の
「
す
み
は
つ
ま
じ
き
」

を
引
用
す
る
こ
と
で
、
和
歌
⑩
⑪
の
山
の
端
の
月
は
、
中
間
欠
巻
部
の
和
歌

を
連
想
さ
せ
、
和
歌
⑩
⑪
は
中
間
欠
巻
部
以
来
の
来
し
方
の
経
験
も
含
め
た

感
慨
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
登
場
人
物
の
心
情
の
問
題
と
と
も
に
物
語
の

構
成
の
問
題
と
し
て
も
注
目
さ
れ
よ
う
。

中
間
欠
巻
部
中
の
「
あ
は
れ
な
ど
」
の
和
歌
は
物
語
中
に
お
い
て
回
想
さ

れ
る
場
合
に
は
そ
の
下
の
句
の
「
す
み
は
つ
ま
じ
き
」
が
本
文
中
に
引
用
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
上
の
句
に
着
目
す
る
と
「
か
げ
を
な
ら
べ
て
」
と
い
う

表
現
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
表
現
は
第
二
章
で
検
討
し
た
宮
中
将
と
但
馬
守

三
女
の
出
会
い
の
場
面
に
お
け
る
贈
答
歌
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
は
、
巻
五
の
秋
の
石
山
の
里
で
男
君
と
女
君
が
和
歌
を
詠
み
か
わ

す
こ
と
の
背
景
に
和
歌
①
②
が
あ
り
、
宮
中
将
・
但
馬
守
三
女
の
恋
愛
譚
と

女
君
と
男
君
の
恋
愛
と
和
歌
①
②
と
の
関
係
性
を
う
か
が
わ
せ
る
。

次
に
、
物
語
現
存
部
分
最
後
の
和
歌
で
あ
り
、
月
を
詠
ん
だ
和
歌
を
含
む

場
面
を
検
討
す
る
。

「
さ
も
こ
そ
あ
ら
め
、
ひ
き
か
へ
し
、
い
さ
さ
か
も
御
心
の
直
ら
で
、

御
覧
じ
捨
て
て
引
き
入
ら
せ
た
ま
ひ
し
つ
ら
さ
」
を
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ

し
く
書
き
た
ま
ひ
て
、

⑫
か
き
く
ら
し
昔
を
恋
ひ
し
月
影
に
我
中
空
に
泣
く
泣
く
ぞ
来
し

『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
女
君
の
人
物
造
型

三
一



と
あ
る
を
、「
今
め
か
し
の
さ
ま
や
」
と
見
た
ま
ひ
て
、

⑬
な
か
な
か
に
見
る
に
つ
け
て
も
身
の
憂
さ
の
思
ひ
知
ら
れ
し
夜

半
の
月
影

と
の
み
あ
る
を
、
う
ち
も
置
か
ず
見
居
た
ま
へ
り
。

（
巻
五

五
四
二
〜
五
四
三
）

女
君
は
広
沢
で
男
君
の
子
の
妊
娠
が
発
覚
し
た
後
、
洛
中
の
男
君
の
邸
宅

に
迎
え
ら
れ
る
。
女
君
は
世
間
か
ら
も
男
君
の
妻
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
一
方
で
、
そ
の
屋
敷
に
は
男
君
の
正
妻
女
一
宮
も
住
ん
で
お
り
、
女
君
の

悩
み
は
深
ま
る
。
そ
の
よ
う
な
日
々
の
中
で
帝
か
ら
女
君
に
対
し
て
手
紙
が

届
け
ら
れ
、
男
君
が
嫉
妬
の
あ
ま
り
、
女
君
を
追
い
詰
め
る
。
度
重
な
る
男

君
の
嫉
妬
に
あ
い
、
思
慮
の
あ
っ
た
老
関
白
の
態
度
が
思
い
出
さ
れ
、
女
君

の
心
は
老
関
白
に
移
る
。
女
君
へ
の
反
省
と
恨
み
の
手
紙
に
書
か
れ
た
和
歌

が
⑫
で
あ
る
。

老
関
白
の
こ
と
ば
か
り
思
い
返
し
て
い
る
女
君
を
「
昔
を
恋
し
月
影
」
に

喩
え
、
自
ら
の
心
細
さ
を
訴
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
女
君
は
男
君
が
訪
れ
て

き
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
身
の
憂
さ
」
を
知
っ
た
と
訴
え
、
夜
分
に
訪
れ
来
た

男
君
を
「
夜
半
の
月
影
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
場
面
は
前
述
し
た
巻
五

の
場
面
と
同
様
に
女
君
の
心
が
今
は
亡
き
老
関
白
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
中
で

贈
答
さ
れ
、
男
君
と
の
贈
答
歌
を
か
わ
す
も
の
の
、
そ
の
心
が
満
た
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
。

以
上
、
検
討
し
て
き
た
通
り
、
中
間
欠
巻
部
以
降
で
は
、
⑧
か
ら
⑬
の
六

首
の
和
歌
が
あ
り
、
帝
闖
入
事
件
、
生
霊
事
件
と
と
も
に
「
月
」
の
和
歌
が

詠
ま
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
す
べ
て
が
女
君
の
贈
答
歌
と
し
て
成
立
し
て

い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
贈
答
歌
は
宮
中
将
と
但
馬
守
三
女

の
贈
答
歌
が
投
影
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
帝
の
み
で
は
な
く
、
男
君
の
関
係

に
お
い
て
も
指
摘
で
き
る
。
従
来
、
但
馬
守
三
女
は
、
第
一
部
の
誤
認
問
題

の
た
め
設
定
さ
れ
た
人
物
と
考
え
ら
れ
、
実
際
、
誤
認
問
題
の
終
了
と
と
も

に
彼
女
は
物
語
上
か
ら
姿
を
消
す
。
し
か
し
、
但
馬
守
三
女
が
物
語
か
ら
退

場
し
た
の
ち
も
、
女
君
の
心
情
、
も
し
く
は
物
語
展
開
に
影
響
を
与
え
て
い

く
こ
と
が
指
摘
で
き
、
そ
の
こ
と
は
作
中
歌
の
「
月
」
に
よ
っ
て
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

女
君
は
そ
の
美
貌
、
も
し
く
は
出
自
の
上
か
ら
本
来
こ
う
む
る
は
ず
の
な

か
っ
た
苦
難
も
し
く
は
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
物
語
全

（

）

体
を
支
配
し
て
い
く
と
は
す
で
に
拙
考
で
も
指
摘
し
た
。
物
語
中
女
君
の
苦

悩
は
続
く
が
「
苦
悩
し
つ
づ
け
る
女
君
」
と
い
う
人
物
造
型
は
、
但
馬
守
三

女
の
人
物
像
が
投
影
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
「
月
」
を
題
材
に
す
る
和
歌
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
で
、『
夜

の
寝
覚
』
の
和
歌
に
よ
る
物
語
の
構
想
を
指
摘
し
て
き
た
。
そ
れ
は
物
語
の

生
成
の
在
り
方
と
も
関
係
し
、
歌
物
語
と
は
ま
た
異
な
る
形
で
和
歌
を
主
軸

と
し
た
物
語
の
生
成
の
在
り
方
を
す
る
中
世
王
朝
物
語
の
構
想
に
つ
な
が
る

発
想
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

＊
本
稿
は
、
二
〇
一
四
年
九
月
十
三
日
（
土
）
の
第
三
十
八
回
中
古
文
学

会
関
西
部
会
例
会
（
大
阪
教
育
大
学
天
王
寺
キ
ャ
ン
パ
ス
）
の
口
頭
発

表
を
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
会
場
で
ご
教
示
い
た
だ
い
た
先
生
方

三
二



に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

注（
１
）『
夜
の
寝
覚
』
の
本
文
等
は
す
べ
て
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』

（
小
学
館
）
に
よ
る
。
以
下
、
同
書
を
『
新
全
集
』
と
す
る
。

（
２
）「『
寝
覚
』
と
自
然
描
写
│
月
を
中
心
に
」（「
高
野
山
大
学
国
語
国

文
」
十
五
・
十
六
号

一
九
八
九
年
十
二
月
）。
ほ
か
に
、
渡
辺
純

子
氏
「『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
「
月
影
」「
火
影
」」（「
古
代
文
学

研
究
」（
第
二
次
）
九
号

二
〇
〇
〇
年
十
月
）、
木
原
範
子
氏

「『
夜
の
寝
覚
』
研
究
│
寝
覚
の
上
に
と
っ
て
の
月
の
存
在
」（「
広
島

女
学
院
大
学
国
語
国
文
学
誌
」
十
七
号

一
九
八
七
年
十
二
月
）
等

も
あ
る
。

（
３
）「
寝
覚
・
浜
松
の
歌
と
菅
原
孝
標
女
の
歌
と
の
比
較
」『
寝
覚
物
語

の
基
礎
的
研
究
』
一
九
六
五
年

塙
書
房
。

（
４
）「
夜
の
寝
覚
│
作
中
詠
歌
の
行
方
│
」『
物
語
の
方
法

語
り
の
意

味
論
』
糸
井
通
浩
・
高
橋
亨
氏
編

一
九
九
二
年

世
界
思
想
社
。

（
５
）
便
宜
上
、
筆
者
が
『
夜
の
寝
覚
』
の
「
月
」
を
詠
む
作
中
歌
に
番

号
を
付
し
た
。
以
後
の
番
号
も
同
じ
。

（
６
）
注
（
３
）
に
同
じ
。

（
７
）
こ
れ
以
降
は
女
房
名
の
新
少
将
と
呼
称
を
改
め
る
べ
き
だ
が
、
便

宜
上
但
馬
守
三
女
と
し
て
統
一
す
る
。

（
８
）「
石
山
」
は
歌
枕
で
あ
る
が
、「
石
山
」
自
体
が
和
歌
に
詠
ま
れ
る

こ
と
は
少
な
く
、
勅
撰
和
歌
集
に
お
い
て
は
『
新
古
今
和
歌
集
』
が

初
出
で
あ
り
、『
夜
の
寝
覚
』
以
前
の
和
歌
は
『
公
任
集
』
に
一
首

確
認
で
き
る
程
度
で
あ
る
。

（
９
）「
月
が
「
雲
の
上
」
に
「
澄
む
」
意
を
掛
け
る
。」（『
日
本
古
典
文

学
大
系
』）、「
雲
の
上
に
禁
中
を
、「
雪
ま
じ
り
」
に
「
行
き
ま
じ

り
」
を
、「
住
む
」
に
「
澄
む
」
を
か
け
る
。」（『
増
訂
寝
覚
物
語
全

釈
』）、「
月
が
「
雲
の
上
」
に
「
澄
む
」
意
を
か
け
る
」（『
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
』）
な
ど
の
指
摘
が
あ
る
。

（

）
伊
井
春
樹
氏
「
物
語
に
お
け
る
和
歌
│
独
詠
歌
の
展
開
│
」
伊
井

春
樹
氏
『
物
語
の
展
開
と
和
歌
資
料
』
二
〇
〇
三
年

風
間
書
房

（

）『
新
続
古
今
和
歌
集
』
恋
歌
五

一
五
〇
四
番
に
も
所
収
。
物
語
以

外
の
歌
集
の
本
文
は
す
べ
て
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。

（

）『
古
今
和
歌
集
』
雑
歌
上
、
よ
み
人
知
ら
ず
。

（

）「
夜
の
寝
覚
抜
書
」『
寝
覚
物
語
欠
巻
部
資
料
集
成
』（
二
〇
〇
二
年

風
間
書
房
）
に
よ
る
。

（

）『
拾
遺
百
番
歌
合
』
十
番
。

（

）「『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
女
君
の
人
物
造
型
│
「
浮
名
を
流
す
」

女
君
│
」（『
平
安
文
学
研
究

衣
笠
編
』
四
号

二
〇
一
三
年
三

月
）、「『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
女
君
の
人
物
造
型
│
〈
卑
し
い
身

分
の
女
〉
と
し
て
の
女
君
│
」（『
立
命
館
文
学
』
六
三
〇
号

二
〇

一
三
年
三
月
）

（
た
か
い
・
ゆ
う
こ

芭
蕉
翁
記
念
館
学
芸
員
）

『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
女
君
の
人
物
造
型

三
三


