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は
じ
め
に

従
来
、『
夜
の
寝
覚
』
は
、
精
神
面
、
ま
た
処
世
面
に
お
い
て
、
女
君
が
成
長
す
る

物
語
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
第
一
部
に
お
い
て
は
「
宿
命
に
も
て
あ

そ
ば
れ
る
、
全
く
無
気
力
な
、
消
極
的
人
物
と
し
て
描
か
れ①
」
る
と
指
摘
さ
れ
、
以

降
に
関
し
て
は
、「
女
君
の
心
は
物
語
が
進
む
に
つ
れ
て
成
長
し
つ
つ②
」、「
故
関
白
の

若
き
未
亡
人
と
し
て
再
登
場
し
て
か
ら
の
こ
の
人
は
、
何
事
も
自
ら
の
責
任
で
処
し

て
ゆ
こ
う
と
す
る
「
心
強
き
」
女
に
成
長
し
て
い
る③
」
と
指
摘
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

女
君
の
成
長
、
主
題
の
深
化
と
い
っ
た
、
物
語
に
お
け
る
変
化
に
焦
点
を
あ
て
、『
夜

の
寝
覚
』
は
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
女
君
の
人
物
造
型
を
考
え
る
時
、
そ
の
変
化
し

な
い
部
分
に
も
、
も
う
少
し
注
意
を
払
っ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
う
。

先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、『
夜
の
寝
覚
』
の
女
君
は
消
極
的
で
宿
命
に
も

て
あ
そ
ば
れ
る
少
女
か
ら
中
間
欠
巻
部
を
経
て
、
何
事
も
自
ら
の
能
力
で
対
処
で
き

る
よ
う
に
成
長
す
る
人
物
で
あ
る
一
方
で
、
彼
女
を
と
り
ま
く
噂
や
誤
解
に
よ
っ
て

作
り
上
げ
ら
れ
る
、〈
虚
像
〉
と
も
い
え
る
女
君
像
も
存
在
す
る
こ
と
を
提
唱
し
た

い
。そ

の
一
つ
と
し
て
、〈
卑
し
い
身
分
の
女
〉
と
い
う
側
面
に
焦
点
を
あ
て
る
。
女
君

自
身
は
太
政
大
臣
の
娘
で
あ
り
、
帝
の
后
に
も
成
り
得
る
身
分
で
は
あ
る
が
、
冒
頭

で
但
馬
守
三
女
と
誤
認
さ
れ
、又
第
三
部
に
お
い
て
は
女
一
宮
と
比
較
さ
れ
る
な
ど
、

現
存
物
語
を
通
し
て
〈
卑
し
い
身
分
の
女
〉
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
女
君
の
性
質
の

一
つ
と
し
て
一
貫
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。

本
稿
で
は
、
従
来
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
女
君
の
実
像
と
は
異

な
る
、
作
り
上
げ
ら
れ
た
〈
虚
像
〉
と
も
い
え
る
女
君
の
人
物
像
の
特
徴
と
重
要
性

に
つ
い
て
考
え
た
い
。

一　
「
下
﨟
」
の
女
と
し
て
の
女
君
―
第
一
部
の
女
君
像
―

男
君
と
、
女
君
の
姉
で
あ
る
大
君
が
婚
約
し
た
年
は
、
女
君
に
と
っ
て
、
大
厄
の

年
で
あ
っ
た
。
女
君
は
物
忌
の
た
め
に
訪
れ
た
九
条
の
邸
宅
で
、
そ
の
夜
来
あ
わ
せ

た
但
馬
守
三
女
ら
と
合
奏
す
る
。

男
君
は
折
し
も
そ
の
邸
宅
の
隣
に
位
置
す
る
乳
母
の
屋
敷
に
見
舞
い
に
来
て
い

る
。
そ
し
て
、
合
奏
の
音
色
に
引
き
寄
せ
ら
れ
、
隣
の
邸
宅
に
侵
入
し
、
強
引
に
女

君
と
契
り
を
結
ぶ
。
こ
の
際
、
男
君
は
逢
瀬
の
相
手
を
但
馬
守
三
女
と
誤
認
し
て
お

り
、か
つ
て
但
馬
守
三
女
と
恋
愛
の
噂
が
あ
っ
た
宮
中
将
に
な
り
す
ま
す
。
こ
の
後
、

女
君
は
男
君
に
そ
の
正
体
を
知
ら
れ
る
ま
で
但
馬
守
三
女
と
し
て
男
君
に
認
識
さ
れ

る
。当

時
、
権
中
納
言
の
位
に
あ
っ
た
男
君
に
と
っ
て
、
受
領
の
娘
で
あ
る
但
馬
守
三

女
は
身
分
の
低
い
女
で
あ
っ
た
。
す
で
に
、
男
君
の
身
分
意
識
に
つ
い
て
は
、
指
摘

さ
れ
て
い
る
所
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
改
め
て
、
男
君
か
ら
九
条
で
出
会
っ
た
女
へ

の
視
点
を
検
討
し
て
み
る
。

『
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

―

岸　

本　

悠　

子
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『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
女
君
の
人
物
造
型

579

男
君
は
行
頼
に
勧
め
ら
れ
、
竹
の
中
か
ら
音
色
が
聞
こ
え
て
く
る
邸
宅
を
垣
間
見

す
る
。
三
人
の
女
性
が
そ
れ
ぞ
れ
演
奏
す
る
様
子
が
目
に
映
る
が
、
筝
の
琴
の
人
を

見
る
と
「
む
ら
雲
の
な
か
よ
り
望
月
の
さ
や
か
な
る
光
を
見
つ
け
た
る
心
地
」（
巻
一

　

二
九④
）
が
す
る
。
こ
の
表
現
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

夜
の
寝
覚
』（
以

下
、『
新
全
集
』）
の
頭
注
に
「
中
の
君
の
比
較
を
絶
す
る
美
し
さ
の
強
調
」
と
指
摘
さ

れ
る
通
り
、男
君
の
美
し
さ
に
対
す
る
驚
嘆
の
心
情
を
表
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

男
君
は
こ
の
筝
の
琴
の
人
を
行
頼
か
ら
聞
い
て
い
た
但
馬
守
三
女
で
あ
る
と
判
断

し
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

①  

「
か
た
ち
は
、や
む
ご
と
な
き
に
も
よ
ら
ぬ
わ
ざ
ぞ
か
し
。竹
取
の
翁
の
家
に
こ

そ
か
ぐ
や
姫
は
あ
り
け
れ
」
と
見
る
に
も
、
こ
の
程
の
様
は
、
な
ほ
、
め
ず
ら

か
な
り
。 

（
巻
一　

二
九
〜
三
〇
）

姿
か
た
ち
と
い
う
も
の
は
「
や
む
ご
と
な
き
」
身
分
に
は
よ
ら
な
い
、
つ
ま
り
、

受
領
階
級
と
い
う
決
し
て
高
く
は
な
い
身
分
に
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
美
貌
で
あ
る

と
思
い
、
さ
ら
に
、
こ
の
筝
の
琴
の
人
を
「
か
ぐ
や
姫
」
に
、
九
条
の
邸
宅
を
「
竹

取
の
翁
の
家
」
に
喩
え
、
身
分
の
卑
し
さ
を
強
調
し
て
い
る
。

当
該
場
面
は
諸
注
釈
書
に
よ
っ
て
『
竹
取
物
語
』
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

か
ぐ
や
姫
に
喩
え
ら
れ
る
女
君
の
超
人
的
な
美
し
さ
と
と
も
に
、「
竹
取
の
翁
の
家
」

と
い
う
身
分
的
に
は
最
下
層
の
人
物
を
比
喩
的
に
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
男
君
の
身

分
意
識
、
つ
ま
り
筝
の
琴
の
人
へ
の
侮
蔑
し
た
心
情
が
読
み
取
れ
る
。

こ
の
時
点
で
は
、男
君
は
筝
の
琴
の
人
を
但
馬
守
三
女
で
あ
る
と
誤
認
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
女
君
自
身
は
知
ら
な
い
な
が
ら
も
、
受
領
階
級
の
娘
と
し
て
の
視
線
を
女

君
は
受
け
、
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
の
記
事
も
男
君
の
但
馬
守
三
女
へ
の
評
価
が
う
か
が
え
る
場
面
で
あ
る
。

②  

「
げ
に
こ
と
わ
り
な
れ
ど
、直
々
し
き
あ
た
り（
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
。以
下
同
様
。）

に
我
ま
だ
き
に
知
ら
れ
じ
。
見
で
は
片
時
あ
る
べ
く
も
あ
ら
ぬ
を
、
お
の
づ
か

ら
、
我
が
た
め
、
世
の
音
聞
き
、
見
苦
し
く
も
ど
き
な
か
る
べ
き
さ
ま
に
て
こ

そ
」
と
、
堪
へ
ぬ
心
を
鎮
め
て
、
名
の
り
も
し
た
ま
は
ず
。 

（
巻
一　

三
三
）

男
君
は
、
①
の
場
面
で
垣
間
見
し
た
後
、
筝
の
琴
の
人
が
い
る
邸
宅
に
押
し
入
り
、

強
引
に
契
り
を
結
ぶ
。
帰
る
際
に
、「
直
々
し
き
あ
た
り
」、
つ
ま
り
並
々
の
身
分
の

者
に
自
分
の
名
が
知
れ
て
は
「
世
の
音
聞
き
」
が
悪
く
、
外
聞
が
憚
ら
れ
る
と
し
、

自
ら
の
名
は
伏
せ
、
宮
中
将
の
ふ
り
を
し
て
帰
っ
て
行
く
。

こ
の
際
、
男
君
は
筝
の
琴
の
人
を
但
馬
守
三
女
と
認
識
し
て
い
る
が
、
実
は
女
君

で
あ
る
人
物
を
「
直
々
し
き
」
身
分
の
者
と
し
、
名
を
明
か
す
に
足
る
人
間
と
認
め

て
い
な
い
。

①
の
場
面
以
降
、
男
君
は
女
君
を
但
馬
守
三
女
と
誤
認
し
て
い
る
の
で
、
但
馬
守

三
女
の
社
会
的
評
価
を
男
君
が
下
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
実
際
に
逢
瀬

を
交
わ
し
た
の
も
、
名
を
隠
さ
れ
た
の
も
、
女
君
で
あ
り
、
男
君
は
女
君
の
姿
、
声
、

容
姿
を
脳
裡
に
描
き
な
が
ら
、但
馬
守
三
女
と
し
て
の
評
価
を
女
君
に
下
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
男
君
の
姿
勢
は
、
今
後
の
展
開
に
も
影
響
す
る
。

男
君
は
逢
瀬
の
相
手
を
誤
認
し
た
ま
ま
帰
り
、但
馬
守
三
女
（
実
は
女
君
）
と
の
今

後
関
係
の
在
り
方
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
す
。
も
し
男
君
が
通
っ
て
い
る
と
知
れ

た
ら
、
但
馬
守
三
女
側
が
男
君
と
の
関
係
に
つ
い
て
「
明
け
暮
れ
出
だ
し
入
れ
て
見

つ
べ
か
ら
む
人
に
は
な
か
な
か
劣
」（
巻
一　

三
六
）
る
、「
思
ひ
の
ほ
か
に
高
き
宿
世
」

（
巻
一　

三
六
）
と
し
、
身
分
差
に
つ
い
て
騒
ぎ
立
る
こ
と
を
心
配
し
、
対
処
方
法
を

考
え
る
。

③  

「
…
死
ぬ
ば
か
り
お
ぼ
ゆ
と
も
、な
ほ
し
ば
し
思
ひ
念
じ
て
、中
宮
に
申
し
て
召

し
取
ら
せ
た
て
ま
つ
り
て
、宮
仕
ひ
ざ
ま
に
て
見
む
。
さ
だ
に
出
で
離
れ
な
ば
、

ほ
か
に
誘
ひ
出
で
な
ど
し
て
、
ま
た
思
ひ
増
す
か
た
な
き
心
の
と
ま
り
に
て
、

さ
る
私
物
に
忍
び
て
見
む
。
さ
て
は
人
の
耳
立
つ
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ず
。
采

女
を
召
す
帝
は
、
な
く
や
は
あ
り
け
る
。
こ
れ
は
ま
し
て
、
宮
仕
へ
人
を
限
り

な
く
も
て
な
し
思
は
む
、
咎
に
も
あ
ら
ず
。
さ
の
み
こ
そ
は
あ
れ
。
た
だ
女
に

て
は
、
く
だ
れ
る
窓
の
う
ち
に
忍
び
て
通
は
む
こ
そ
、
い
と
見
苦
し
か
る
べ
け
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れ
」
と
、
お
ぼ
し
な
り
ぬ
。 

（
巻
一　

三
七
）

③
の
記
事
に
見
え
る
よ
う
に
、
結
局
男
君
は
九
条
で
出
会
っ
た
女
と
結
婚
す
る
こ

と
で
は
な
く
、
中
宮
付
の
女
房
と
し
て
「
思
ひ
増
す
か
た
な
き
」
恋
人
に
す
る
こ
と

を
決
意
す
る
。
そ
う
す
る
と
「
人
の
耳
立
つ
」
こ
と
は
避
け
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
九
条
で
出
会
っ
た
女
を
采
女
に
、
自
ら
を
帝
に
喩
え
、
自
ら
を
正
当
化
し
た
上

で
、
相
手
の
女
を
「
た
だ
女
」
と
し
、
そ
の
女
が
住
む
場
所
を
「
く
だ
れ
る
窓
の
う

ち
」
と
評
価
し
て
、「
見
苦
し
」
さ
を
避
け
る
手
段
を
見
つ
け
る
。

場
面
②
、
③
に
お
い
て
、
男
君
が
身
分
の
低
い
女
と
恋
愛
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
う

世
間
に
知
れ
る
こ
と
を
「
見
苦
し
」
と
思
う
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
高
橋
由
記
氏⑤
は

平
安
後
期
の
摂
関
家
嫡
子
の
結
婚
の
在
り
方
を
史
実
に
基
づ
い
て
検
討
さ
れ
た
上

で
、「
但
馬
守
女
と
の
関
係
を
公
に
し
よ
う
と
し
な
い
男
君
の
身
分
意
識
」
が
「
大
君

と
の
結
婚
以
前
の
男
君
の
積
極
的
な
行
動
を
妨
げ
、
事
態
を
複
雑
に
し
た
」
こ
と
を

指
摘
し
、
さ
ら
に

男
君
が
但
馬
守
女
と
の
結
婚
を
あ
く
ま
で
も
避
け
た
の
は
、
源
太
政
大
臣
家
の

大
君
と
の
結
婚
が
決
ま
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
摂
関
家
嫡
子
に
と
っ
て

は
当
然
の
決
断
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
史
実
に
照
ら
し
て
み
る
と
「
当
然
の
決
断
」
な

の
で
あ
ろ
う
が
、
女
君
の
人
物
造
型
を
考
え
る
時
、
男
君
の
決
断
そ
の
も
の
と
は
別

に
、
繰
り
返
し
物
語
の
中
で
表
現
さ
れ
る
男
君
の
視
線
の
在
り
方
に
注
目
す
る
と
、

ま
た
異
な
る
考
え
方
も
で
き
る
。

次
の
記
事
を
確
認
し
よ
う
。

④  

「
そ
の
品
な
ら
ず
、い
と
い
み
じ
く
優
に
う
ち
見
え
さ
ぶ
ら
ひ
し
が
、さ
や
う
の

下
﨟
の
よ
ろ
し
き
が
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ふ
こ
そ
、
心
に
く
く
さ
ぶ
ら
へ
。
召
し
出

で
さ
せ
た
ま
へ
」 

（
巻
一　

四
〇
）

男
君
は
③
に
見
え
る
「
見
苦
し
」
さ
を
避
け
る
た
め
の
計
画
を
実
行
に
移
し
、
中

宮
に
但
馬
守
三
女
を
女
房
と
し
て
召
す
こ
と
を
勧
め
る
。
男
君
が
但
馬
守
三
女
を
紹

介
す
る
際
に
「
下
﨟
」
の
女
房
と
し
て
い
る
。
④
の
場
面
に
至
っ
て
、
女
君
は
「
下

﨟
」
の
女
房
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

以
上
、
検
討
し
て
き
た
通
り
、
物
語
冒
頭
の
出
会
い
の
場
面
か
ら
誤
解
は
続
き
、

男
君
視
点
の
但
馬
守
三
女
の
身
分
の
低
さ
に
関
す
る
言
及
は
多
い
。
①
で
は
「
や
む

ご
と
な
き
に
も
よ
ら
ぬ
」、
②
で
は
「
直
々
し
き
あ
た
り
」、
③
で
は
「
た
だ
女
」、
④

で
は
「
下
﨟
」
と
い
う
よ
う
に
、
男
君
の
但
馬
守
三
女
へ
の
評
価
の
低
さ
が
繰
り
返

し
物
語
の
中
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
男
君
が
見
て
、
関
係
を
結
ん
だ
の

は
女
君
で
あ
り
、
女
君
の
様
子
を
頭
に
思
い
浮
か
べ
、
但
馬
守
三
女
へ
の
評
価
を
下

し
て
い
る
。
女
君
は
男
君
の
視
線
を
通
し
て
「
下
﨟
」
の
女
房
と
ま
で
評
価
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
男
君
の
計
画
は
遂
行
さ
れ
、
中
宮
の
女
房
と
し
て
参
内
し
た
但
馬
守
三

女
を
見
て
別
人
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
但
馬
守
三
女
を「
思
ひ
お
し
む
る
方
ざ
ま
」

（
巻
一　

六
五
）
と
見
下
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
恋
情
も
紛
ら
わ
せ
た
も
の
を
、
と
男

君
は
さ
ら
に
混
乱
す
る
。
但
馬
守
三
女
は
男
君
に
女
君
の
正
体
を
明
か
し
た
以
降
は

物
語
中
に
描
か
れ
な
く
な
り
、
男
君
の
視
線
は
女
君
自
身
へ
と
注
が
れ
て
い
く
。

但
馬
守
三
女
の
物
語
中
の
役
割
は
、男
君
の
誤
解
が
解
か
れ
る
と
と
も
に
終
わ
る
。

女
君
自
身
が
本
来
持
っ
て
い
る
性
質
、
特
徴
だ
け
で
は
付
さ
れ
る
は
ず
の
な
か
っ
た

イ
メ
ー
ジ
を
、
男
君
の
視
線
を
通
し
て
女
君
は
背
負
う
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
但
馬

守
三
女
と
し
て
受
け
た
被
害
に
よ
っ
て
女
君
は
懐
妊
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
女
君
は
誤
解
が
解
か
れ
た
あ
と
に
も
「
身
分
の
低
い

女
」
と
し
て
の
運
命
を
実
質
的
に
背
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
通
り
、
第
一
部
に
お
け
る
、
女
君
の
〈
卑
し
い
身
分
の
女
〉
と
し
て
の
側

面
を
検
討
し
て
き
た
が
、こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
男
君
の
誤
解
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
誤
解
が
解
け
た
後
に
は
、
女
君
に
は
〈
卑
し
い
身
分
の
女
〉
と
し
て

物
語
中
に
お
い
て
描
か
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
章
に
お
い

て
検
討
す
る
。
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二　

第
三
部
へ
の
〈
卑
し
い
身
分
の
女
〉
イ
メ
ー
ジ
の
継
承

第
三
部
に
次
の
よ
う
な
贈
答
が
あ
る
。

①
ひ
き
そ
ふ
る
松
見
て
も
な
ほ
思
ふ
か
な
同
じ
尾
の
上
に
生
ひ
ぬ
契
り
を

 

　
　
（
巻
三　

二
三
二
）

②
ひ
き
わ
か
れ
ふ
た
ば
の
松
は
は
つ
ね
に
も
思
ひ
知
り
け
る
こ
と
ぞ
か
な
し
き

 

（
巻
三　

二
三
四
）

①
は
、
女
君
が
秘
密
裏
に
石
山
で
出
産
し
た
姫
君
か
ら
、
新
年
の
挨
拶
と
し
て
女

君
へ
と
送
ら
れ
た
和
歌
で
あ
る
。
①
に
対
し
て
、
女
君
が
②
の
返
歌
を
し
て
い
る
。

こ
の
贈
答
は
、「『
源
氏
物
語
』
初
音
巻
の
明
石
の
君
と
姫
君
の
贈
答
を
踏
ま
え
る

か⑥
」
と
指
摘
さ
れ
る
。
初
音
巻
で
は

年
月
を
ま
つ
に
ひ
か
れ
て
経
る
人
に
け
ふ
鶯
の
初
音
き
か
せ
よ

 

（
巻
三　

一
四
六⑦
）

と
明
石
の
君
が
娘
に
送
り

ひ
き
わ
か
れ
年
は
経
れ
ど
も
鶯
の
巣
だ
ち
し
松
の
根
を
忘
れ
め
や

 

　
　
　
　
　
（
巻
三　

一
四
六
）

と
明
石
姫
君
が
返
歌
を
し
て
い
る
。『
夜
の
寝
覚
』
で
は
娘
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
で

は
母
か
ら
ま
ず
和
歌
が
送
ら
れ
て
い
る
点
、
さ
ら
に
、
石
山
の
姫
君
の
和
歌
は
褒
め

ら
れ
、
明
石
の
姫
君
の
和
歌
は
評
価
が
低
い
こ
と
な
ど
の
相
違
点
は
あ
る
も
の
の
、

新
年
に
お
け
る
母
子
の
「
松
」
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
和
歌
の
贈
答
と
い
う
構
図
に
関

し
て
は
、『
夜
の
寝
覚
』
は
『
源
氏
物
語
』
の
当
該
場
面
を
想
起
さ
せ
る
つ
も
り
で
描

い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
明
石
の
君
の
人
物
像
と
し
て
は
、

結
局
明
石
の
君
は
、
身
の
程
意
識
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
源
氏
の
愛
情

で
さ
え
も
自
ら
の
低
い
身
の
程
を
口
実
と
し
て
捉
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、と
。

「
わ
が
宿
世
は
い
と
た
け
く
ぞ
」と
明
石
の
君
が
自
ら
の
宿
世
を
捉
え
返
せ
る
の

は
、
明
石
の
君
を
苛
ん
だ
身
の
程
意
識
の
お
か
げ
な
の
で
あ
る⑧
。

と
説
明
さ
れ
る
人
で
あ
り
、『
夜
の
寝
覚
』
の
女
君
が
こ
の
よ
う
な
「
身
の
程
意
識
」

に
苛
ま
れ
た
明
石
の
君
に
よ
そ
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。『
源
氏

物
語
』
の
明
石
一
族
と
『
夜
の
寝
覚
』
の
影
響
関
係
を
指
摘
し
た
坂
本
信
道
氏⑨
は
、

受
領
に
ま
で
な
り
下
が
っ
て
い
る
が
、
大
臣
家
の
末
裔
で
あ
り
、
娘
を
か
し
ず

い
て
い
る
。「
再
び
昔
日
の
権
勢
を
取
り
戻
そ
う
と
、
激
し
い
願
い
に
燃
え
る
、

い
わ
ば
新
没
落
貴
族
と
も
い
う
べ
き
人
」
と
言
わ
れ
る
ご
と
く
、
須
磨
・
明
石

の
両
巻
に
描
か
れ
た
明
石
入
道
は
、
将
来
娘
が
都
の
貴
顕
と
結
ば
れ
、
失
な
わ

れ
た
一
族
の
地
位
を
回
復
し
て
く
れ
る
こ
と
を
夢
み
て
い
る
人
物
で
あ
る
。

と
し
、
さ
ら
に

明
石
姫
君
と
石
山
姫
君
は
、
生
涯
の
閲
歴
や
一
族
の
楽
才
の
伝
承
者
と
し
て
の

造
型
な
ど
、
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。
石
山
姫
君
の
人
物
造
型
の
先
蹤
と
し
て

は
、
明
石
姫
君
を
ま
ず
、
第
一
に
挙
げ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

と
指
摘
し
て
い
る
。
坂
本
氏
は
、
明
石
入
道
が
現
在
は
没
落
し
て
い
る
と
は
い
え
、

も
と
は
大
臣
家
の
末
裔
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、「
入
道
」
と
な
っ
て
物
語
を
展
開
さ

せ
る
こ
と
に
つ
い
て
『
夜
の
寝
覚
』
の
父
入
道
へ
の
影
響
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

し
か
し
、
明
石
入
道
が
「
受
領
階
級
」
で
あ
っ
た
こ
と
そ
の
も
の
が
、『
夜
の
寝
覚
』

で
は
重
要
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
女
君
の
苦
悩
の
物
語
は
但
馬
守
三
女

と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
始
ま
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
但
馬
守
と
受
領
で
あ
っ
た
明

石
入
道
と
の
関
係
も
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
ま
た
『
夜
の
寝
覚
』
の
但
馬
守
も

③  

さ
る
は
、
賤
し
き
際
に
も
あ
ら
ず
、
上
達
部
の
族
に
て
、
し
ば
し
は
公
達
ま
じ

ら
ひ
も
し
け
る
を
、
う
ち
つ
づ
き
た
る
田
舎
の
け
に
、
か
く
な
り
に
け
る
な
る

べ
し
。 

（
巻
一　

五
二
）

と
あ
る
よ
う
に
、も
と
も
と
は
「
上
達
部
の
族
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。『
夜

の
寝
覚
』
の
入
道
は
、
出
家
は
し
て
も
、
受
領
階
級
に
落
ち
ぶ
れ
る
こ
と
は
決
し
て

な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
但
馬
守
の
人
物
造
型
に
も
影
響
が
あ
る
と
み
る
べ
き
だ
。

『
源
氏
物
語
』
の
中
で
「
身
の
程
」
を
憂
い
続
け
た
受
領
の
娘
で
あ
る
明
石
の
君
に
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『
夜
の
寝
覚
』
の
女
君
が
、自
身
の
身
分
は
決
し
て
低
く
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
第
三
部
に
お
い
て
喩
え
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
女
君
は

第
三
部
に
お
い
て
、
自
身
の
身
分
の
低
さ
を
嘆
き
続
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。

『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
女
君
が
身
分
差
を
苦
慮
す
る
の
は
、中
間
欠
巻
部
で
男
君

の
正
妻
と
な
っ
た
女
一
宮
に
対
す
る
思
い
の
中
に
縷
々
み
ら
れ
る
。

④  

「『
あ
ま
り
わ
づ
ら
は
し
げ
な
る
世
に
、心
置
か
れ
た
て
ま
つ
ら
じ
』
と
お
ぼ
し

た
る
に
こ
そ
は
」
と
、
心
得
た
ま
ひ
て 

（
巻
三　

二
三
六
）

巻
三
冒
頭
、
女
君
の
義
娘
の
参
内
が
決
ま
り
、
女
君
は
準
備
に
忙
し
く
、
男
君
と

の
関
係
も
疎
遠
に
な
っ
た
。
男
君
と
の
関
係
が
疎
遠
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
女
君

は
、
男
君
の
心
情
を
「
あ
ま
り
わ
づ
ら
は
し
げ
な
る
世
に
、
心
置
か
れ
た
て
ま
つ
ら

じ
」
と
女
一
宮
へ
の
配
慮
を
想
像
し
て
い
る
。
そ
し
て
恨
む
こ
と
も
な
く
義
娘
の
参

内
の
準
備
に
邁
進
す
る
。

女
君
は
、
男
君
が
寄
り
付
か
な
く
な
っ
た
理
由
を
、
女
君
自
身
や
男
君
と
女
君
の

関
係
の
中
に
見
出
す
の
で
は
な
く
、
男
君
と
女
一
宮
と
の
関
係
の
中
に
見
出
し
て
い

る
。
④
の
場
面
で
は
、
女
君
に
身
分
に
対
す
る
劣
等
感
は
確
認
で
き
な
い
が
、
女
君

が
男
君
と
の
関
係
を
考
え
る
と
き
、
ま
ず
、
女
一
宮
の
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い

状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
巻
三
の
冒
頭
に
お
い
て
す
で
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
次
の
記
事
も
確
認
し
て
み
よ
う
。

⑤  

な
に
し
、
や
む
ご
と
な
き
基
を
見
な
が
ら
、
我
は
こ
よ
な
き
劣
り
ざ
ま
に
て
、

交
じ
ら
む
か
た
を
こ
そ
、
す
べ
て
あ
る
ま
じ
き
こ
と
に
も
、
あ
な
が
ち
に
も
か

け
離
れ
つ
つ
、
恨
み
ら
る
れ
。 

（
巻
三　

二
七
三
）

女
君
は
大
皇
宮
の
策
略
に
よ
っ
て
、
帝
に
捕
え
ら
れ
た
時
、
男
君
と
の
関
係
を
ふ

り
返
る
。
女
一
宮
を
「
や
む
ご
と
な
き
基
」
と
し
、
女
君
自
身
の
こ
と
を
「
こ
よ
な

き
劣
り
ざ
ま
」
と
表
現
し
て
い
る
。
男
君
の
妻
と
し
て
身
分
の
高
い
女
一
宮
よ
り
は

る
か
に
劣
っ
た
愛
人
と
し
て
関
係
を
持
つ
こ
と
は
よ
く
な
い
と
、
こ
れ
ま
で
男
君
を

遠
ざ
け
て
き
た
理
由
を
思
い
返
し
て
い
る
。

「
劣
り
ざ
ま
」
は
正
妻
と
愛
人
と
い
う
立
場
の
意
味
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、女
一
宮
を

「
や
む
ご
と
な
き
」
と
対
比
的
に
形
容
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、こ
こ
で
は
身
分
意
識
も

読
み
取
る
べ
き
で
あ
る
。

当
該
場
面
は
第
三
部
の
大
き
い
山
場
の
一
つ
で
あ
る
帝
闖
入
事
件
中
の
こ
と
、
女

君
が
男
君
へ
の
想
い
を
自
覚
す
る
場
面
と
し
て
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
女
君

は
男
君
の
恋
情
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
理
由
と
し
て
、
女
君
自
身
よ
り
は
る
か
に
身

分
の
高
い
女
一
宮
と
い
う
正
妻
の
存
在
を
挙
げ
、
劣
等
感
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

⑥  

今
と
な
り
て
、
は
た
、
い
と
や
ん
ご
と
な
く
、
さ
ば
か
り
恐
ろ
し
き
さ
ま
に
定

ま
り
た
ま
ひ
た
る
を
、
我
は
な
に
の
頼
も
し
げ
あ
る
身
の
際
に
て
も
あ
ら
で
、

今
さ
ら
に
靡
き
寄
り 

（
巻
三　

二
八
九
）

帝
の
も
と
か
ら
逃
れ
出
て
、
義
娘
の
い
る
登
花
殿
に
帰
る
と
、
女
君
は
こ
れ
ま
で

の
自
ら
の
人
生
を
内
省
す
る
。
ま
ず
、
帝
に
捕
え
ら
れ
た
こ
と
が
世
間
に
伝
え
ら
れ

た
時
の
親
兄
弟
の
視
線
を
恐
れ
、
夫
で
あ
っ
た
故
関
白
に
申
し
訳
な
く
思
い
、
近
親

者
の
嘆
き
を
思
う
。
ま
た
、
捕
え
ら
れ
た
時
に
、
男
君
の
こ
と
を
意
識
し
た
こ
と
を
、

疑
問
視
す
る
。
男
君
と
の
関
係
に
対
す
る
嘆
き
と
し
て
、
ま
ず
、「
い
と
や
ん
ご
と
な

く
、
さ
ば
か
り
恐
ろ
し
き
さ
ま
」
で
あ
る
正
妻
女
一
宮
の
存
在
を
挙
げ
、
そ
れ
に
対

し
て
、女
君
自
身
は
「
な
に
の
頼
も
し
げ
あ
る
身
の
際
に
て
も
あ
ら
で
」
と
比
較
し
、

正
妻
の
存
在
と
と
も
に
、
そ
の
「
身
の
際
」
を
意
識
し
て
い
る
。

⑥
は
⑤
の
場
面
と
同
様
に
、
女
君
自
身
に
よ
っ
て
、
女
一
宮
と
対
比
さ
れ
、
女
君

の
劣
等
感
を
強
調
す
る
文
章
と
な
っ
て
い
る
。

⑤
、
⑥
は
宮
下
雅
恵
氏⑩
に
よ
っ
て

男
主
人
公
に
は
既
に
し
っ
か
り
と
定
ま
っ
た
、
こ
の
上
な
く
高
貴
な
身
分
の
妻

が
い
る
、
そ
れ
に
対
し
て
自
分
の
頼
も
し
げ
な
き
身
の
際
を
思
う
、
と
い
う
記

述
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、「
偽
生
霊
」
の
発
言
を
全
肯
定
は
し
な
い
ま

で
も
一
部
を
保
証
す
る
根
拠
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。
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と
、
生
霊
事
件
に
結
び
つ
く
人
物
関
係
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
。
帝
闖
入
事
件
に

関
す
る
女
君
の
自
己
評
価
は
生
霊
事
件
へ
と
つ
な
が
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

以
上
、
④
か
ら
⑥
は
、
巻
三
に
お
け
る
女
君
自
身
に
よ
る
比
較
で
あ
り
、
身
分
差

に
対
す
る
劣
等
感
の
表
れ
で
あ
っ
た
が
、
巻
四
の
生
霊
事
件
を
契
機
に
、
二
人
は
男

君
に
よ
っ
て
比
較
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
第
三
章
で
検
討
し
た
い
。

三　

男
君
に
よ
る
比
較
と
女
君
の
苦
悩

⑦  

「
…
い
み
じ
き
帝
の
御
女
か
し
こ
し
と
て
も
、『
こ
の
人
に
絶
え
む
よ
』
な
ど
」

か
け
て
も
聞
く
に
は
、
胸
ふ
た
が
り
て
、
ゆ
ゆ
し
う
涙
の
こ
ぼ
れ
ぬ
べ
き
を
、

念
じ
て
、
ま
た
と
も
か
く
も
き
こ
え
た
ま
は
ず
。 

（
巻
四　

三
八
六
）

生
霊
事
件
に
際
し
て
、
大
皇
宮
は
、
女
一
宮
の
看
病
の
合
間
を
見
つ
け
て
は
女
君

の
も
と
へ
通
う
男
君
を
見
咎
め
、
女
君
の
と
こ
ろ
へ
決
し
て
通
わ
な
い
よ
う
に
言
い

渡
す
。
男
君
は
「
い
み
じ
き
帝
の
御
女
か
し
こ
し
と
て
も
」
と
、
女
一
宮
を
「
か
し

こ
」
い
存
在
で
あ
る
と
認
め
た
上
で
、
女
君
と
の
関
係
を
断
つ
こ
と
は
で
き
な
い
と

嘆
く
。
し
か
し
、
男
君
は
大
皇
宮
に
反
論
で
き
ず
、
た
だ
、「
念
じ
て
」
耐
え
る
だ
け

で
あ
る
。
男
君
は
直
前
に
女
君
の
生
霊
の
存
在
に
つ
い
て
大
皇
宮
に
反
論
す
る
場
面

も
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
男
君
が
口
を
つ
ぐ
ん
で
し
ま
っ
た
の
は
、
大
皇
宮
の
言

い
分
に
男
君
も
納
得
せ
ざ
る
を
得
な
い
部
分
が
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。ま
た
、

女
一
宮
の
身
分
が
高
い
こ
と
に
対
し
て
女
君
の
身
分
が
比
較
的
に
し
て
も
低
い
こ
と

は
男
君
も
自
覚
的
で
あ
り
、
女
一
宮
側
に
対
し
て
、
引
け
目
に
思
っ
て
い
る
こ
と
で

も
あ
っ
た
の
だ
。

次
の
記
事
で
は
、
よ
り
明
確
に
男
君
に
よ
っ
て
女
君
と
女
一
宮
が
対
比
さ
れ
て
い

る
。⑧  

「
世
に
苦
し
か
る
べ
き
こ
と
は
、二
方
に
心
分
く
る
に
増
す
こ
と
こ
そ
な
か
り
け

れ
。
い
づ
れ
も
、
い
と
深
く
は
あ
ら
ず
、
な
の
め
な
る
を
、
目
や
す
く
も
て
な

す
こ
そ
心
の
中
は
や
す
ら
か
な
り
し
か
。
こ
な
た
は
、
人
の
御
程
い
と
や
ん
ご

と
な
く
、
か
た
じ
け
な
き
も
、
お
ろ
か
な
ら
ず
、
か
れ
は
た
、
年
ご
ろ
思
ひ
ま

ど
ひ
、
心
を
尽
く
し
し
に
、
に
は
か
に
暇
あ
る
と
き
の
、
い
か
で
よ
ろ
し
か
ら

ざ
ら
む
。
さ
も
苦
し
き
心
の
う
ち
か
な
」
と
う
ち
嘆
か
れ
つ
つ
、

 

（
巻
四　

三
九
六
）

男
君
は
女
一
宮
の
看
病
を
し
な
が
ら
女
君
に
想
い
を
馳
せ
、「
二
方
に
心
分
く
る
」

こ
と
の
苦
し
さ
を
嘆
い
て
い
る
。
正
妻
の
女
一
宮
は
「
や
ん
ご
と
な
く
、
か
た
じ
け

な
き
」
相
手
で
あ
り
、「
お
ろ
か
」
に
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
一
方
で
女
君
は
長
年

想
い
を
か
け
た
相
手
で
あ
り
、
よ
う
や
く
会
え
る
よ
う
に
な
っ
た
人
で
あ
る
。

女
一
宮
に
心
を
分
け
て
い
る
理
由
と
し
て
の
そ
の
身
分
の
高
さ
を
挙
げ
、
対
比
的

に
女
君
に
対
し
て
は
想
い
の
深
さ
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
場
面
は
、
⑦
の
場
面
と
同

様
に
、
男
君
に
よ
っ
て
女
君
と
女
一
宮
が
比
較
さ
れ
る
場
面
で
あ
り
、
身
分
の
高
い

女
一
宮
と
、
身
分
的
に
は
劣
る
が
愛
情
の
上
で
は
よ
り
深
い
女
君
と
を
比
較
す
る
。

こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、「
い
づ
れ
も
、
い
と
深
く
は
あ
ら
ず
」
と
い
う
表
現
で

あ
る
。
か
つ
て
大
君
と
女
一
宮
の
「
心
分
」
け
た
時
は
双
方
に
対
し
て
そ
れ
ほ
ど
深

い
気
持
ち
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
今
ほ
ど
苦
し
く
な
か
っ
た
と
い
う
。
つ
ま

り
、『
新
全
集
』
頭
注
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
男
君
は
身
分
の
問
題
の
他
に

「
女
一
の
宮
を
も
純
粋
に
愛
し
て
い
る
」の
で
あ
る
。
こ
の
男
君
の
心
情
を
女
の
立
場

か
ら
考
え
る
と
、
女
一
宮
に
は
身
分
と
い
う
後
ろ
盾
と
男
君
の
愛
情
が
あ
り
、
女
君

に
は
男
君
の
愛
情
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

女
一
宮
降
嫁
に
関
し
て
は
、『
源
氏
物
語
』
若
菜
上
下
巻
に
描
か
れ
る
女
三
宮
降
嫁

の
影
響
が
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
紫
の
上
の
苦
悩
が
深
く
な
っ
た
と
は
い

え
、
光
源
氏
の
女
三
宮
自
身
に
対
す
る
評
価
は
低
く
、「
紫
は
、
苦
悩
に
堪
え
て
光
の

期
待
に
応
え
、
光
の
紫
理
解
を
深
め
、
病
床
に
倒
れ
て
も
二
人
の
愛
を
絶
対
化
す
る

に
至
っ
た⑪
」
と
い
う
考
え
方
も
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、光
源
氏
と
『
夜
の
寝
覚
』

の
男
君
の
「
心
」
の
「
分
」
け
方
は
異
な
る
と
い
え
る
。
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『
夜
の
寝
覚
』
の
女
君
は
愛
情
の
上
に
お
い
て
も
、女
一
宮
と
近
似
し
た
基
準
で
比

較
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
強
く
自
分
の
身
分
の
低
さ
を
意
識
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
の
記
事
は
男
君
が
女
君
と
女
一
宮
を
共
に
妻
に
し
た
こ
と
に
対
し
て
罪
悪
感
を

抱
く
場
面
で
あ
る
。

⑨  

「
…
我
が
世
に
は
た
、内
々
こ
そ
つ
ゆ
分
く
る
か
た
な
く
し
み
返
り
た
れ
ど
、た

ち
ま
さ
り
、
や
む
ご
と
な
き
人
を
並
べ
て
、
様
よ
き
ほ
ど
に
も
て
な
し
た
る
、

う
ち
見
る
に
、
我
に
て
い
み
じ
く
心
苦
し
く
、
罪
や
得
ら
む
と
お
ぼ
ゆ
る
に
代

へ
て
、
命
は
さ
り
と
も
延
び
も
す
ら
む
」
と
お
ぼ
し
や
ら
る
る
ぞ

 

（
巻
五　

五
二
七
）

女
君
の
第
三
子
出
産
に
伴
っ
て
各
方
面
か
ら
産
養
の
祝
い
が
あ
る
。
中
宮
か
ら
送

ら
れ
た
祝
い
へ
の
女
君
が
詠
ん
だ
返
歌
の
素
晴
ら
し
さ
に
感
銘
を
受
け
た
男
君
が
、

「
命
や
、
え
長
か
ら
ざ
ら
む
」（
巻
五　

五
二
七
）
と
涙
を
こ
ぼ
し
た
後
の
男
君
の
回
想

部
分
が
⑨
で
あ
る
。
こ
の
不
吉
な
ま
で
の
女
君
の
美
質
に
つ
い
て
男
君
が
思
い
を
め

ぐ
ら
し
て
い
る
。

男
君
は
、
内
心
で
は
「
つ
ゆ
分
く
る
か
た
な
く
」
女
君
を
愛
し
続
け
て
き
た
が
、

外
面
的
に
は
「
や
む
ご
と
な
き
」
女
一
宮
を
、「
様
よ
き
ほ
ど
に
も
て
な
し
」
て
き
た

こ
と
に
対
し
て
「
心
苦
し
く
」
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
⑧
の
場
面
で
確
認
し
た
通

り
、男
君
は
女
一
宮
を
愛
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
つ
ゆ
分
く
る
か
た
な
く
」
と
い
う

思
い
は
事
実
と
異
な
っ
て
い
る
。

⑨
の
場
面
の
直
前
に
、
女
君
の
美
質
を
考
え
れ
ば
后
の
位
に
つ
い
て
も
お
か
し
く

な
く
、
当
世
一
の
権
力
者
に
愛
さ
れ
て
も
大
し
た
問
題
に
な
ら
な
い
こ
と
が
男
君
の

心
中
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
貴
族
で
あ
り
、
し
か
も
身
分
の
高

い
正
妻
を
持
つ
男
君
が
実
質
的
に
「
心
」
を
「
分
」
け
て
い
る
状
態
で
あ
る
の
を
「
罪

や
得
ら
む
」
と
男
君
が
考
え
て
い
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
優
れ
た
女
君
を
手
に
入
れ
、
男
君
の
「
命
は
さ
り
と
も
延
び
も
す
ら

む
」
と
い
う
思
い
で
い
る
の
だ
か
ら
、心
の
内
だ
け
で
も
「
つ
ゆ
分
く
る
か
た
な
く
」

と
し
な
け
れ
ば
、
申
し
訳
が
立
た
な
い
と
い
う
男
君
の
心
情
な
の
で
あ
ろ
う
。

「
や
む
ご
と
な
」
い
妻
が
い
て
も
な
お
、
女
君
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
て
、
男

君
は
「
得
意
満
足⑫
」
な
の
で
あ
り
、
男
君
に
と
っ
て
女
一
宮
を
正
妻
と
し
て
い
る
こ

と
は
確
固
た
る
事
実
で
あ
り
、
女
君
と
の
関
係
を
考
え
る
時
の
前
提
で
す
ら
あ
る
。

男
君
は
も
は
や
女
一
宮
を
手
放
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
証
拠
に
次
の
⑩
の
場
面

で
は
女
君
の
産
後
、
容
体
が
落
ち
着
き
次
第
早
々
に
女
一
宮
の
と
こ
ろ
へ
通
っ
て
い

く
。⑩  

「
人
の
御
心
は
か
ば
か
り
こ
そ
は
あ
ら
め
。
恨
め
し
き
節
や
は
、
つ
ゆ
も
ま
じ

る
。
や
む
ご
と
な
き
片
つ
か
た
の
立
ち
並
び
、
や
す
げ
な
き
は
、
我
が
身
の
契

り
の
憂
き
が
お
こ
た
り
に
こ
そ
あ
れ
」
な
ど
、
日
ご
ろ
立
ち
去
り
せ
ず
扱
は
れ

つ
る
な
ら
ひ
、
心
細
く
つ
れ
づ
れ
な
る
に
、 

（
巻
五　

五
三
〇
〜
五
三
一
）

女
君
の
産
後
、
女
一
宮
の
所
に
渡
る
際
に
、
生
ま
れ
て
き
た
子
へ
の
思
い
を
男
君

が
語
る
。女
君
が
そ
の
よ
う
な
男
君
に
対
し
て
感
謝
の
気
持
ち
を
抱
く
場
面
で
あ
る
。

女
君
は
今
ま
で
男
君
が
「
や
む
ご
と
な
き
片
つ
か
た
」
で
あ
る
女
一
宮
に
心
を
分

け
て
い
た
こ
と
を
苦
し
く
思
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
も
「
我
が
身
の
契
り
の
憂
き
が
お

こ
た
り
」
の
た
め
だ
っ
た
と
反
省
す
る
。
当
該
場
面
は
「
夫
を
こ
よ
な
く
理
解
す
る
、

ま
さ
に
「
殿
の
上
」
の
心
と
い
え
る⑬
」
と
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

女
一
宮
の
存
在
に
対
し
て
男
君
を
「
恨
め
し
」
く
思
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
、

男
君
の
接
し
方
に
感
謝
で
き
る
今
と
な
っ
て
も
「
や
す
げ
な
き
」
気
持
ち
で
あ
る
こ

と
も
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
責
任
の
所
在
を
男
君
か
ら
女
君
自
身
に
引
き

受
け
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。『
新
全
集
』
に
お
い
て
「「
殿
の
上
」
の
立
場
に
安
住

す
る
に
い
た
っ
た
か
」
と
指
摘
さ
れ
る
が
、
む
し
ろ
、
男
君
に
対
し
て
父
親
と
し
て

の
役
割
を
求
め
、
夫
と
し
て
の
役
割
へ
の
希
望
を
捨
て
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

責
任
を
わ
が
身
に
引
き
受
け
た
と
こ
ろ
で
、「
心
細
く
つ
れ
づ
れ
」
で
あ
る
こ
と
は

避
け
ら
れ
な
い
。
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『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
女
君
の
人
物
造
型
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男
君
の
第
三
子
を
出
産
し
て
ま
も
な
く
、
男
君
が
「
や
む
ご
と
な
き
方
つ
か
た
」

へ
渡
る
の
を
「
心
細
く
」
見
守
る
こ
と
に
な
る
女
君
の
姿
に
「
や
む
ご
と
な
き
」
女

一
宮
へ
の
〈
卑
し
い
身
分
の
女
〉
と
し
て
の
あ
き
ら
め
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ

ろ
う
か
。
男
君
を
見
送
っ
た
直
後
に
そ
れ
ぞ
れ
身
分
が
定
ま
っ
て
い
る
故
関
白
の
遺

児
た
ち
が
そ
ろ
っ
て
見
舞
い
に
来
た
様
子
が
描
か
れ
、
そ
の
様
子
を
「
頼
も
し
げ
な

り
」（
巻
五　

五
三
一
）
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
女
君
は
男
君
と
の
関
係
に
お
か
れ

た
と
き
に
〈
卑
し
い
身
分
の
女
〉
と
し
て
扱
わ
れ
、
そ
の
苦
し
み
を
味
わ
う
こ
と
に

な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
卑
し
い
身
分
の
女
」
と
し
て
の
女
君
の
人
物
造

型
は
あ
く
ま
で
も
男
君
と
の
関
係
性
の
中
で
、
男
君
の
視
点
に
よ
っ
て
作
り
あ
げ
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。

以
上
、
⑦
か
ら
⑩
の
記
事
を
挙
げ
て
、
男
君
に
よ
る
女
一
宮
と
の
比
較
に
つ
い
て

検
討
し
て
き
た
。

⑦
〜
⑨
は
男
君
に
よ
る
、
⑩
は
女
君
に
よ
る
比
較
で
あ
る
が
、
生
霊
事
件
以
後
、

女
一
宮
に
比
べ
て
〈
卑
し
い
身
分
の
女
〉
と
し
て
扱
わ
れ
、〈
卑
し
い
身
分
の
女
〉
と

し
て
の
苦
し
み
を
女
君
は
受
け
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
は
本

来
な
ら
ば
、
但
馬
守
三
女
と
し
て
の
誤
解
が
解
け
た
時
点
で
、
女
君
か
ら
払
拭
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
女
一
宮
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と

も
巻
五
の
末
尾
ま
で
は
女
君
は
自
ら
の
身
分
の
低
さ
を
嘆
か
な
く
て
は
な
ら
ず
、
ま

た
男
君
も
女
君
の
身
分
の
低
さ
を
意
識
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

お
わ
り
に

第
一
章
で
は
但
馬
守
三
女
と
誤
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
女
君
に
〈
卑
し
い
身
分

の
女
〉
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
第
二
章
で
は
、
女

一
宮
と
の
比
較
の
中
で
〈
卑
し
い
身
分
の
女
〉
と
女
君
自
身
が
劣
等
感
を
抱
い
て
い

る
こ
と
を
確
認
し
、
第
三
章
で
は
男
君
に
よ
る
比
較
に
よ
り
、
女
一
宮
と
女
君
の
比

較
が
よ
り
鮮
や
か
に
為
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

こ
の
よ
う
な
身
分
意
識
は
当
人
の
間
だ
け
で
は
な
く
、
父
入
道
や
女
一
宮
の
母
大

皇
宮
に
よ
っ
て
も
物
語
中
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
女
君
は
作
り
上
げ
ら
れ
た
〈
虚
像
〉
の
中
で
苦
し
む
こ
と
に
な
る

の
だ
が
、
女
君
自
身
の
身
分
に
対
す
る
自
負
も
決
し
て
低
く
は
な
か
っ
た
。

⑪  

「
を
か
し
と
も
あ
は
れ
と
も
、見
て
は
な
に
に
す
べ
き
。
そ
は
、か
ば
か
り
に
な

り
ぬ
る
人
の
、
ひ
と
を
、
か
く
色
を
尽
し
て
、
あ
ま
た
か
か
る
名
を
流
す
、
よ

ろ
し
き
人
の
上
だ
に
、さ
る
類
あ
ら
じ
か
な
」「
さ
り
き
や
」
と
も
問
ふ
べ
き
類

な
き
心
地
す
る
に 

（
巻
四　

四
〇
八
）

女
君
が
生
霊
事
件
の
噂
を
聞
き
、
西
山
の
移
る
準
備
を
し
て
い
る
時
、
帝
か
ら
の

手
紙
を
ま
さ
こ
君
が
手
渡
す
。帝
の
懸
想
が
な
け
れ
ば
、生
霊
事
件
も
起
こ
ら
な
か
っ

た
こ
と
を
思
い
、
女
君
は
つ
ら
く
思
う
。
浮
名
を
流
す
の
は
「
よ
ろ
し
き
人
」
の
身

の
上
に
も
な
い
の
に
、
女
君
ほ
ど
の
身
分
に
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
醜
聞
を
さ

ら
す
の
は
め
っ
た
に
な
い
こ
と
、
と
嘆
い
て
い
る
。
女
君
が
自
ら
の
身
分
に
似
つ
か

わ
し
い
生
き
方
を
し
た
い
と
い
う
考
え
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
記
事
か
ら
も

う
か
が
え
る
。

⑫  

「
す
こ
し
物
思
ひ
知
ら
れ
し
よ
り
、『
何
事
も
人
に
す
ぐ
れ
て
、
心
に
く
く
、
世

に
も
、
い
み
じ
く
有
心
に
、
深
き
も
の
に
思
は
れ
て
、
な
に
と
な
く
を
か
し
く

て
あ
ら
ば
や
』
と
、
身
を
立
て
思
ひ
上
が
り
し
に
、
世
と
と
も
に
は
、
い
み
じ

と
も
の
を
思
ひ
く
だ
け
、
あ
は
つ
け
う
よ
か
ら
ぬ
名
を
の
み
流
し
て
…
」

 

（
巻
五　

四
三
一
〜
四
三
二
）

女
君
が
西
山
へ
移
り
、
自
ら
の
出
家
の
意
志
を
固
め
る
場
面
で
あ
る
。
物
ご
こ
ろ

つ
い
た
時
か
ら
自
ら
の
生
き
方
の
理
想
を
胸
に
生
き
て
き
た
が
、
そ
れ
と
は
裏
腹
な

人
生
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。

女
君
自
身
、
自
ら
の
身
分
に
対
し
て
、
自
負
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
生
き
方
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
は
、
自
分
の
理
想
と
は
程
遠
い
〈
虚
像
〉
に
苦
し
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む
大
き
な
原
因
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
検
討
し
て
き
た
と
お
り
、『
夜
の
寝
覚
』
は
女
君
が
「
成
長
」
す
る
物
語
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
一
貫
し
て
変
化
し
な
い
女
君
像
が
あ
り
、
そ
れ

が
ま
た
、
女
君
自
身
の
本
来
の
姿
で
は
な
く
、
誤
解
や
周
囲
の
視
点
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。

『
夜
の
寝
覚
』
と
い
う
物
語
は
冒
頭
の
誤
認
に
は
じ
ま
り
、さ
ま
ざ
ま
な
誤
解
や
す

れ
ち
が
い
の
中
で
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
考
え
る
と
、
女
君
の
こ
の
よ
う
な
〈
虚

像
〉
が
物
語
を
展
開
さ
せ
る
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

注①　
『
日
本
古
典
文
学
大
系　

夜
の
寝
覚
』　

岩
波
書
店　

一
九
六
四
年　

解
説

②　

加
藤
史
子
氏
「『
無
名
草
子
』
物
語
論
批
評
の
方
法
―
「
心
上
衆
」
を
手
が
か
り
と

し
て
」「
高
野
山
大
学
国
語
国
文
」
一
四
巻
一
九
八
七
年
一
二
月

③　

鈴
木
一
雄
氏
「
紫
の
上
と
寝
覚
の
上
―
成
長
す
る
女
主
人
公
に
つ
い
て
―
」『
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集　

夜
の
寝
覚
』　

小
学
館　

一
九
九
六
年

④　
『
夜
の
寝
覚
』
の
本
文
、
頁
は
す
べ
て
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

夜
の
寝
覚
』

に
よ
る
。

⑤　
「
摂
関
家
嫡
子
の
結
婚
と
『
夜
の
寝
覚
』
の
男
君
―
但
馬
守
三
女
へ
の
対
応
に
関
連

し
て
―
」「
国
語
国
文
」
七
三
巻
九
号
二
〇
〇
四
年
九
月

⑥　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

夜
の
寝
覚
』
頭
注

⑦　
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
、
頁
は
す
べ
て
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

源
氏
物
語
』

に
よ
る
。

⑧　

八
島
由
香
氏
「
人
物
フ
ァ
イ
ル
」「「
わ
が
宿
世
」
へ
の
思
い
」（
上
原
作
和
氏
編
『
人

物
で
読
む
源
氏
物
語　

明
石
の
君
』
勉
誠
出
版　

二
〇
〇
六
年
所
収
）
の
項
目
に
よ

る
。

⑨　
「
音
楽
伝
承
譚
の
系
譜
―
『
源
氏
物
語
』
明
石
一
族
か
ら
『
夜
の
寝
覚
』
へ
―
」「
文

学
」
五
六
巻
一
九
八
八
年
四
月

⑩　
「
病
と
孕
み
、隠
蔽
と
疎
外
―
〈
女
〉
の
身
体
と
〈
男
〉
の
ま
な
ざ
し
を
め
ぐ
っ
て
」

『
夜
の
寝
覚
論　
〈
奉
仕
〉
す
る
源
氏
物
語
』
青

舎　

二
〇
一
一
年

⑪　

 

望
月
郁
子
氏
「
女
三
宮
の
六
条
院
入
り
―
光
・
紫
の
上
の
対
応
と
苦
悩
―
」「
二
松

学
舎
大
学
人
文
論
叢
」
七
〇
号
二
〇
〇
三
年
三
月

⑫　
『
新
全
集
』
当
該
場
面
頭
注

⑬　
『
新
全
集
』
当
該
場
面
頭
注

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


