
『
枕
草
子
』

「
大
納
言
殿
ま
ゐ
り
給
て
文
の
こ
と
な
ど
奏
し
給
に
…
…
」

　
『
枕
草
子
』
に
刻
ま
れ
る
時
間
の
二
重
構
造
に
つ
い
て
t

の
段
の
解
釈飯

　
島
　
裕
　
三

は
じ
め
に

『
枕
草
子
』
と
い
う
作
品
が
な
ぜ
世
に
現
わ
れ
た
の
か
と
い
う
ヒ
ン
ト
は
、
作
品
の
最
後
の
践
文
ら
し
き
も
の
の
な
か
に
見
出
せ
る
。

こ
の
草
子
、
目
に
見
え
心
に
思
ふ
事
を
、
人
や
は
見
ん
と
す
る
、
と
お
も
ひ
て
、
つ
れ
ぐ
な
る
里
居
の
ほ
ど
に
、
書
き
あ
つ
め
た
る
を
、
あ

ひ
な
う
、
人
の
た
め
に
び
ん
な
き
い
ひ
過
し
も
し
つ
べ
き
所
ぐ
も
あ
れ
ば
、
よ
う
隠
し
を
き
た
り
と
思
ひ
し
を
、
心
よ
り
ほ
か
に
こ
そ
漏
り
出

で
に
け
れ
。
　
　
　
　
　
　
（
松
尾
聰
・
永
井
和
子
校
注
・
訳
「
日
本
古
典
文
学
全
集
」
『
枕
草
子
』
・
小
学
館
・
一
九
九
七
年
版
・
四
六
七
百
ハ
）

（67）

こ
の
三
巻
本
の
本
文
を
作
者
の
本
音
を
表
現
し
た
も
の
と
信
じ
る
な
ら
ば
、
「
自
分
の
目
に
映
り
心
に
思
う
こ
と
を
書
き
集
め
た
雑
文
を
、
誰
も
関
心

を
持
た
な
い
と
思
う
し
、
他
人
を
傷
つ
け
る
箇
所
も
あ
る
の
で
秘
匿
し
て
き
た
。
そ
れ
が
思
い
が
け
な
く
も
外
部
に
漏
れ
出
て
し
ま
っ
た
」
の
だ
と
い

う
。
し
か
も
能
因
本
の
蹟
文
に
は
、

権
中
将
の
い
ま
だ
伊
勢
の
上
と
聞
え
し
時
に
お
は
し
た
る
に
、
端
の
方
な
る
畳
押
し
出
で
て
す
ゑ
た
て
ま
つ
り
し
に
、
に
く
き
物
と
は
、
草
子
な

が
ら
乗
り
て
出
で
に
け
り
。
ま
ど
ひ
て
取
ら
ん
と
す
る
ほ
ど
に
、
長
や
か
に
さ
し
出
で
む
か
ひ
な
つ
き
も
か
た
は
な
る
も
思
ふ
に
、
「
け
し
き
の

物
か
な
」
と
て
、
取
り
て
や
が
て
持
て
お
は
し
に
し
よ
り
、
あ
り
き
は
じ
め
て
、
済
政
の
式
部
の
君
な
ど
、
つ
ぎ
つ
ぎ
聞
き
て
あ
り
き
そ
め
て
、

か
く
笑
は
る
る
な
め
り
か
し
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
松
尾
聰
・
永
井
和
子
校
注
・
訳
「
日
本
古
典
文
学
全
集
」
『
枕
草
子
』
・
小
学
館
・
昭
和
4
9
年
版
・
四
六
八
頁
）
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と
い
う
一
文
が
あ
り
、
こ
れ
も
作
者
の
思
い
を
書
き
表
わ
し
た
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
漏
出
の
経
緯
に
は
む
し
ろ
自
分
か
ら
他
人
に
見
て
も
ら
お

う
と
す
る
意
志
さ
え
読
み
取
れ
る
。
し
か
も
作
品
中
に
は
中
宮
や
中
関
白
家
の
人
々
と
の
機
知
あ
ふ
れ
る
交
流
や
、
他
人
と
は
異
な
る
感
覚
で
切
り
取
っ
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た
世
界
の
諸
相
が
描
か
れ
、
そ
う
い
う
恵
ま
れ
た
立
場
や
自
分
の
独
特
な
才
能
を
積
極
的
に
第
三
者
に
知
ら
し
め
、

感
じ
て
い
た
に
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
渡
辺
実
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

羨
ま
し
が
ら
れ
る
こ
と
を
喜
び
と

「
春
は
曙
よ
」
と
い
う
発
言
は
、
い
ま
何
を
問
題
に
し
て
い
る
か
を
諒
解
し
合
っ
て
い
る
、
仲
間
の
存
在
を
前
提
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
書
く
こ
と

は
料
理
の
注
文
と
は
違
い
、
孤
独
な
営
為
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
清
少
納
言
の
場
合
、
ひ
と
り
筆
を
執
る
時
で
も
、
仲
間
と
の
通
じ
合
い
が
、
自
覚

す
る
必
要
も
な
い
前
提
と
し
て
は
た
ら
く
も
の
の
よ
う
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
渡
辺
実
校
注
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
『
枕
草
子
』
岩
波
書
店
・
二
頁
）

物
語
で
は
な
く
、
随
想
と
よ
ば
れ
る
よ
う
な
形
態
が
と
ら
れ
た
に
し
て
も
、
そ
こ
に
は
清
少
納
言
を
取
り
巻
く
仲
間
の
存
在
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
渡
辺
氏
の
考
え
方
で
は
ま
だ
『
枕
草
子
』
の
本
質
は
捕
ま
え
切
れ
て
い
な
い
と
考
え
る
。
『
枕
草
子
』
と
い
う
作
品
に

は
、
こ
の
国
で
最
初
に
読
者
を
意
識
し
、
し
か
も
そ
の
読
者
か
ら
の
羨
望
の
眼
差
し
を
向
け
ら
れ
る
こ
と
を
少
し
も
厭
わ
な
い
、
強
い
自
尊
心
の
働
い

た
随
想
的
作
品
で
あ
っ
た
と
捉
え
て
い
る
。
平
安
時
代
中
期
に
存
在
し
た
一
人
の
日
本
人
の
感
性
が
今
日
こ
れ
ほ
ど
評
価
さ
れ
る
理
由
は
、
作
者
の
強

烈
な
個
性
に
よ
っ
て
照
射
さ
れ
る
世
界
の
様
相
や
そ
の
感
覚
が
、
我
々
の
考
え
る
「
古
典
」
と
い
う
枠
組
み
か
ら
は
み
出
し
、
現
代
人
の
心
に
共
鳴
が

起
こ
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
日
記
的
な
章
段
や
「
も
の
は
づ
け
」
の
段
に
色
濃
く
作
者
の
感
性
は
表
出
さ
れ
て
い
る
。
先
に

挙
げ
た
蹟
文
の
続
き
に
、

（68）

　
宮
の
御
前
に
、
内
の
大
臣
の
奉
ら
せ
た
ま
へ
り
け
る
草
子
を
、
「
こ
れ
に
何
を
書
か
ま
し
」
と
、
「
う
え
の
御
前
に
は
、
史
記
と
い
ふ
文
を
な
む
、

一
部
書
か
せ
た
ま
ふ
な
り
。
古
今
を
や
書
か
ま
し
」
な
ど
の
た
ま
は
せ
し
を
、
「
こ
れ
給
ひ
て
、
枕
に
し
は
べ
ら
ば
や
」
と
啓
せ
し
か
ば
、
「
さ
ら

ば
、
得
よ
」
と
て
給
は
せ
た
り
し
を
、
持
ち
て
、
里
に
ま
か
り
出
で
て
、
御
前
わ
た
り
の
恋
し
く
思
ひ
出
で
ら
る
る
事
あ
や
し
き
を
、
こ
じ
や
何

や
と
、
つ
き
せ
ず
お
ほ
か
る
料
紙
を
書
き
つ
く
さ
む
と
せ
し
ほ
ど
に
、
い
と
ど
物
お
ぼ
え
ぬ
事
の
み
ぞ
お
ほ
か
る
や
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
日
本
古
典
文
学
全
集
」
『
枕
草
子
』
・
一
九
九
七
年
版
・
四
六
六
頁
）

こ
こ
に
記
さ
れ
る
紙
の
入
手
の
い
き
さ
つ
か
ら
推
定
す
れ
ば
、
そ
の
紙
に
何
を
書
く
か
は
清
少
納
言
の
自
由
に
ま
か
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
記
さ
れ
る
が
、

実
は
そ
こ
に
書
か
れ
る
べ
き
も
の
は
初
め
か
ら
決
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
ず
中
宮
定
子
の
歓
心
を
得
る
も
の
、
そ
し
て
中
関

白
家
と
命
運
を
共
に
し
、
そ
の
盛
衰
に
＝
暑
一
憂
す
る
人
々
を
も
魅
了
し
、
い
く
ら
か
で
も
厳
し
い
現
実
を
忘
れ
ら
れ
る
様
な
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら



な
い
。
こ
の
紙
の
束
に
は
そ
う
い
う
こ
と
が
書
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
約
束
だ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
清
少
納
言
は
そ
の
目
的
を
果
た
そ
う
と
し
て
、

自
分
が
道
化
に
な
る
こ
と
を
も
覚
悟
の
上
で
、
耳
目
を
驚
か
す
よ
う
な
内
容
を
あ
え
て
書
き
記
す
こ
と
に
な
っ
た
。
紫
式
部
は
清
少
納
言
に
つ
い
て
次

の
よ
う
な
批
評
を
加
え
て
い
る
。

清
少
納
言
こ
そ
、
し
た
り
顔
に
い
み
じ
う
は
べ
り
け
る
人
。
さ
ば
か
り
さ
か
し
だ
ち
、
真
名
書
き
散
ら
し
て
は
べ
る
ほ
ど
も
、
よ
く
見
れ
ば
、
ま

だ
い
と
た
ら
ぬ
こ
と
多
か
り
。
か
く
、
人
に
こ
と
な
ら
む
と
思
ひ
こ
の
め
る
人
は
、
か
な
ら
ず
見
劣
り
し
、
行
く
す
ゑ
う
た
て
の
み
は
べ
れ
ば
、

艶
に
な
り
ぬ
る
人
は
、
い
と
す
ご
う
す
ず
う
な
る
を
り
も
、
も
の
の
あ
は
れ
に
す
す
み
、
を
か
し
き
こ
と
も
見
す
ぐ
さ
ぬ
ほ
ど
に
、
お
の
つ
か
ら

さ
る
ま
じ
く
あ
だ
な
る
さ
ま
に
も
な
る
に
は
は
べ
る
べ
し
。
そ
の
あ
だ
に
な
り
ぬ
る
人
の
は
て
、
い
か
で
か
は
よ
く
は
べ
ら
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
野
幸
一
校
注
・
訳
「
日
本
古
典
文
学
全
集
」
『
紫
式
部
日
記
』
二
三
八
頁
）
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さ
ん
ざ
ん
な
言
い
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
批
判
が
出
る
こ
と
は
清
少
納
言
に
と
っ
て
は
覚
悟
の
上
で
は
な
か
っ
た
か
。
何
故
な
ら
彼
女

の
発
言
は
当
時
の
常
識
的
な
感
覚
を
持
っ
た
人
か
ら
見
れ
ば
、
当
然
笑
わ
れ
て
し
か
る
べ
き
類
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
最
初
の

「
春
は
曙
」
と
い
う
章
段
か
ら
し
て
当
時
の
人
々
の
思
い
込
み
を
覆
そ
う
と
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
現
代
人
の
目
か
ら
見
れ
ば
称
賛
さ
れ
る
よ
う

な
彼
女
の
発
想
も
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
嘲
笑
す
べ
き
非
常
識
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
し
て
人
の
目
を
引
く
こ
と
が
彼
女
の
役
目
で
あ
っ

た
の
だ
。
で
は
ど
う
し
て
清
少
納
言
は
そ
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
彼
女
の
立
場
、
置
か
れ
て
い
た
環
境
を
再
確
認
し
な
け
れ
ば

明
ら
か
に
な
ら
な
い
。

　
彼
女
が
宮
仕
え
を
始
め
た
と
考
え
ら
れ
る
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
以
降
の
中
関
白
家
を
み
る
と
、
そ
の
年
の
三
月
に
は
道
隆
の
次
女
原
子
が
東
宮
に

入
内
、
四
月
に
は
道
隆
が
関
白
と
な
り
、
翌
五
年
に
は
華
や
か
な
諸
行
事
が
う
ち
続
く
中
で
長
男
の
伊
周
が
八
月
に
内
大
臣
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
中

関
白
家
は
そ
の
栄
華
が
極
ま
ろ
う
と
し
た
さ
な
か
に
、
十
↓
月
道
隆
が
病
に
倒
れ
、
翌
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
四
月
に
は
麗
去
す
る
と
い
う
、
山
の
頂

か
ら
谷
の
底
へ
転
落
す
る
よ
う
な
無
常
な
現
実
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
事
態
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
長
徳
二
年
（
九
九
六
）
に
は
花

山
院
に
対
す
る
不
敬
の
罪
で
伊
周
は
大
宰
府
へ
、
弟
隆
家
は
出
雲
へ
そ
れ
ぞ
れ
配
流
と
な
り
、
た
め
に
定
子
は
落
飾
す
る
と
い
う
不
孝
の
追
い
打
ち
を

か
け
ら
れ
る
事
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
激
変
す
る
世
の
中
に
中
関
白
家
に
つ
な
が
る
人
々
は
荘
然
自
失
の
態
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
清
少
納
言
が
中

関
白
家
の
女
房
と
し
て
『
枕
草
子
』
の
執
筆
を
開
始
し
た
時
期
に
は
、
一
族
の
衰
運
は
目
を
覆
う
ば
か
り
の
惨
状
を
呈
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
従

来
か
ら
言
及
さ
れ
て
い
る
通
り
、
清
少
納
言
は
目
の
ま
え
に
展
開
す
る
中
関
白
家
の
悲
惨
な
現
実
を
『
枕
草
子
』
の
中
に
は
持
ち
込
ま
ず
、
む
し
ろ
そ

の
よ
う
な
現
実
を
忘
れ
さ
せ
る
よ
う
に
か
つ
て
の
一
族
の
華
や
い
だ
繁
栄
を
再
現
す
る
。
そ
れ
は
過
ぎ
去
っ
た
栄
華
を
再
現
す
る
こ
と
で
、
厳
し
く
辛

（69）
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い
こ
の
世
を
一
瞬
で
も
忘
れ
て
も
ら
お
う
と
す
る
清
少
納
言
の
け
な
げ
な
「
行
為
」
で
は
な
か
っ
た
か
。
つ
ま
り
は
『
枕
草
子
』
と
い
う
作
品
は
中
宮

定
子
を
核
と
し
て
、
そ
の
過
酷
な
現
実
に
め
げ
そ
う
に
な
る
人
々
に
、
中
関
白
家
の
一
員
と
し
て
の
衿
持
を
保
ち
、
結
束
を
呼
び
か
け
る
作
品
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
の
作
品
は
人
々
の
目
に
つ
く
こ
と
を
避
け
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
表
に
出
る
こ
と
を
要
求
す
る
作
品
で
あ
っ

た
。
だ
が
そ
れ
は
『
紫
式
部
日
記
』
に
書
か
れ
る
よ
う
な
批
判
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
だ
が
。
前
述
の
渡
辺
氏
は
、

　
畢
寛
、
『
枕
草
子
』
は
、
ひ
と
り
に
な
る
こ
と
の
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
作
者
に
よ
る
、
み
ん
な
の
文
学
な
の
で
あ
る
。
中
宮
定
子
の

許
に
召
さ
れ
た
女
房
た
ち
が
、
中
関
白
家
の
醸
し
出
す
雰
囲
気
に
主
導
さ
れ
て
同
化
し
合
い
、
主
従
一
如
の
ご
と
き
空
気
が
作
り
出
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
、
宮
仕
え
女
房
集
団
の
リ
ー
ダ
i
格
と
し
て
振
舞
っ
た
の
が
清
少
納
言
で
あ
っ
て
、
そ
の
述
作
は
、
散
文
作
者
の
孤
独

な
文
章
行
為
の
軌
跡
と
見
る
べ
き
で
は
な
く
て
、
仲
間
み
ん
な
に
支
え
ら
れ
た
文
章
行
為
の
軌
跡
と
見
る
べ
き
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
掲
書
・
三
八
九
頁
）

渡
辺
氏
の
言
に
よ
れ
ば
『
枕
草
子
』
の
作
者
に
は
孤
独
感
が
欠
落
し
て
い
た
。
常
に
周
囲
と
同
化
す
る
中
で
作
品
は
生
み
だ
さ
れ
た
と
い
う
。
し
か
し

こ
の
考
え
方
で
は
先
に
述
べ
た
中
関
白
家
の
置
か
れ
た
当
時
の
状
況
を
認
識
し
、
清
少
納
言
の
心
理
へ
の
踏
み
込
み
が
甘
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
時
期
の
中
関
白
家
の
凋
落
は
、
彼
女
の
中
に
深
い
傷
を
負
わ
せ
、
屈
折
し
た
思
い
を
醸
成
さ
せ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
『
枕
草
子
』
を
読
む
と
い

う
作
業
は
、
揺
れ
動
く
時
代
の
中
で
、
人
か
ら
嘲
ら
れ
よ
う
と
も
大
切
な
人
を
守
る
と
い
う
強
い
信
念
の
存
在
に
気
付
き
、
そ
れ
を
掘
り
起
こ
そ
う
と

す
る
意
識
が
な
い
限
り
作
者
の
真
意
を
読
み
損
な
う
可
能
性
が
高
い
。
そ
し
て
そ
の
真
意
は
笑
い
に
紛
ら
わ
さ
れ
る
よ
う
な
何
で
も
な
い
記
述
の
中
に

隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
小
論
で
は
そ
の
真
意
を
掘
り
起
こ
す
作
業
の
足
場
づ
く
り
で
あ
り
、
従
来
見
逃
さ
れ
て
き
た
作
者
の
意
図
を
焙
り

出
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

（70）

「
大
納
一
三
口
殿
ま
ゐ
り
給
て
、
文
の
こ
と
な
ど
奏
し
給
に
」
の
段
の
背
景
に
あ
る
も
の

　
次
の
文
は
高
等
学
校
の
古
文
教
材
と
し
て
も
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
『
枕
草
子
』
の
章
段
で
あ
る
。
こ
の
段
に
つ
い
て
解
析
を
加
え
、
そ
の
背
景

に
あ
る
「
あ
る
感
覚
」
を
焙
り
出
し
て
み
た
い
。

大
納
言
殿
ま
ゐ
り
給
て
、
文
の
こ
と
な
ど
奏
し
給
に
、
例
の
、
夜
い
た
く
ふ
け
ぬ
れ
ば
、
御
前
な
る
人
ぐ
一
人
二
人
づ
こ
つ
せ
て
、
御
屏
風



み
き
丁
の
う
し
ろ
な
ど
に
み
な
か
く
れ
ふ
し
ぬ
れ
ば
、
①
只
ひ
と
り
、
ね
ぶ
た
き
を
念
じ
て
さ
ぶ
ら
ふ
に
、
②
「
丑
四
つ
」
と
奏
す
な
り
。
「
あ

け
侍
ぬ
な
り
」
と
ひ
と
り
ご
つ
を
、
大
納
言
殿
「
い
ま
さ
ら
に
、
な
お
お
ほ
と
の
こ
も
り
お
は
し
ま
し
そ
」
と
て
、
ぬ
べ
き
物
と
も
お
ぽ
い
た
ら

ぬ
を
、
う
た
て
な
に
し
に
さ
申
し
つ
ら
ん
、
と
思
へ
ど
、
又
ひ
と
の
あ
ら
ば
こ
そ
は
ま
ぎ
れ
も
臥
さ
め
。

　
上
の
御
前
の
、
柱
に
よ
り
か
・
ら
せ
給
て
、
す
こ
し
ね
ぶ
ら
せ
給
を
、
「
か
れ
見
た
て
ま
つ
ら
せ
給
へ
。
い
ま
は
あ
け
ぬ
る
に
、
か
う
お
ほ
と

の
こ
も
る
べ
き
か
は
」
と
申
さ
せ
給
へ
ば
、
「
げ
に
」
な
ど
宮
の
御
前
に
も
笑
ひ
き
こ
え
さ
せ
給
も
し
ら
せ
給
は
ぬ
ほ
ど
に
、
を
さ
め
が
童
の
、

に
は
と
り
を
と
ら
へ
持
て
き
て
、
「
あ
し
た
に
里
へ
持
て
い
か
ん
」
と
い
ひ
て
、
か
く
し
お
き
た
り
け
る
、
い
か
ゴ
し
け
ん
、
犬
み
つ
け
て
お
い

け
れ
ば
、
廊
の
ま
き
に
逃
げ
い
り
て
、
お
そ
ろ
し
う
鳴
き
の
・
し
る
に
、
み
な
人
お
き
な
ど
し
ぬ
な
り
。
上
も
う
ち
お
ど
ろ
か
せ
給
て
、
「
い
か

で
あ
り
つ
る
鶏
ぞ
」
な
ど
た
つ
ね
さ
せ
給
に
、
大
納
言
殿
の
「
声
、
明
王
の
ね
ぶ
り
を
お
ど
ろ
か
す
」
と
い
ふ
こ
と
を
、
た
か
う
う
ち
い
だ
し
給

へ
る
、
め
で
た
う
を
か
し
き
に
、
た
ゴ
人
の
ね
ぶ
た
か
り
つ
る
目
も
い
と
お
ほ
き
に
な
り
ぬ
。
「
い
み
じ
き
を
り
の
こ
と
か
な
」
と
、
上
も
宮
も

興
ぜ
さ
せ
給
。
猶
か
・
る
こ
と
こ
そ
め
で
た
け
れ
。

　
又
の
夜
は
、
夜
の
お
と
“
に
ま
ゐ
ら
せ
給
ぬ
。
夜
中
ば
か
り
に
、
廊
に
い
で
・
人
よ
べ
ば
、
「
下
る
・
か
。
い
で
お
く
ら
ん
」
と
の
給
へ
ば
、

裳
、
唐
衣
は
屏
風
に
う
ち
か
け
て
い
く
に
、
月
の
い
み
じ
う
あ
か
く
、
御
直
衣
の
い
と
白
う
み
ゆ
る
に
、
指
貫
を
長
う
ふ
み
し
だ
き
て
、
袖
を
ひ

か
へ
て
、
「
た
ふ
る
な
」
と
い
ひ
て
、
お
は
す
る
ま
・
に
、
「
遊
子
、
猶
残
の
月
に
行
」
と
訥
し
給
へ
る
、
又
い
み
じ
う
め
で
た
し
。

　
「
か
や
う
の
事
め
で
給
」
と
て
は
笑
ひ
給
へ
ど
、
い
か
で
か
、
猶
を
か
し
き
も
の
を
ば
。

　
　
　
（
「
日
本
古
典
文
学
全
集
『
枕
草
子
』
二
九
三
段
「
大
納
言
殿
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て
」
四
四
六
頁
　
数
字
は
整
理
の
た
め
筆
者
が
記
入
し
た
。
）

（71）
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従
来
こ
の
章
段
の
テ
ー
マ
は
、
一
条
天
皇
、
中
宮
定
子
の
面
前
で
、
伊
周
が
披
歴
し
た
当
意
即
妙
の
漢
学
の
素
養
や
、
自
房
に
下
ろ
う
と
す
る
清
少
納

言
を
送
り
が
て
ら
、
見
事
な
漢
学
の
素
養
を
示
す
伊
周
を
称
賛
し
た
段
と
い
う
の
が
一
般
的
な
見
解
で
あ
る
。
伊
周
の
漢
学
の
才
を
褒
め
称
え
る
記
述

は
「
御
仏
名
の
ま
た
の
日
」
（
七
七
段
）
に
も
見
え
る
の
で
、
］
見
す
れ
ば
清
少
納
言
の
伊
周
に
対
す
る
憧
憬
課
の
一
つ
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ

で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
現
在
の
研
究
で
は
清
少
納
言
が
宮
仕
え
を
始
め
た
の
は
正
暦
四
年
の
初
春
、
ま
た
は
初
冬
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事

は
伊
周
が
大
納
言
任
官
中
（
正
暦
三
年
八
月
二
十
八
日
～
正
暦
五
年
八
月
二
十
八
日
）
の
出
来
事
で
あ
る
か
ら
、
正
暦
四
年
の
初
冬
に
宮
仕
え
を
始
め

た
と
考
え
る
と
、
こ
の
内
容
は
正
暦
五
年
五
月
六
日
の
夏
至
か
ら
六
月
二
十
二
日
の
立
秋
ま
で
の
間
の
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
清
少
納
言
が
宮
仕
え
を

始
め
て
長
く
て
十
箇
月
、
短
け
れ
ば
せ
い
ぜ
い
六
箇
月
の
頃
の
出
来
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
冒
頭
個
所
の
記
述
「
例
の
、
夜
い
た
く
ふ
け
ぬ

れ
ば
、
御
前
な
る
人
ぐ
一
人
二
人
づ
こ
つ
せ
て
、
御
屏
風
み
き
丁
う
し
ろ
な
ど
に
み
な
か
く
れ
ふ
し
ぬ
れ
ば
、
只
ひ
と
り
、
ね
ぶ
た
き
を
念
じ
て
さ

ぶ
ら
ふ
に
」
と
い
う
記
述
に
疑
問
が
生
じ
る
。
半
年
そ
こ
そ
こ
の
宮
仕
え
人
に
過
ぎ
な
い
の
に
「
例
の
」
と
い
う
発
言
は
不
自
然
で
は
な
い
か
と
い
う



佛
　
　
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
萩
谷
氏
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

正
暦
五
年
夏
と
い
え
ば
、
清
少
納
言
が
出
仕
し
て
、
ま
だ
一
年
に
満
た
な
い
。
夜
が
更
け
て
、
他
の
女
房
が
要
領
よ
く
、
そ
こ
ご
こ
に
隠
れ
臥
し

て
も
、
ひ
と
り
我
慢
し
て
起
き
て
い
る
事
情
も
、
新
参
な
れ
ば
こ
そ
と
う
な
、
、
つ
か
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
萩
谷
朴
校
注
　
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
枕
草
子
』
下
　
二
四
六
頁
頭
注
・
　
傍
線
筆
者
）

ま
た
松
尾
聡
・
永
井
和
子
の
両
氏
も
「
作
者
の
新
参
意
識
の
た
め
に
、
寝
ず
に
出
仕
し
て
い
た
こ
ろ
、
」
と
萩
谷
氏
と
同
様
の
考
え
方
を
示
し
て
い
る

（
校
注
・
訳
　
日
本
古
典
文
学
全
集
『
枕
草
子
』
四
四
八
頁
・
頭
注
）
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
一
般
的
な
解
釈
と
思
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

だ
が
本
当
に
清
少
納
言
は
新
参
の
た
め
に
そ
の
場
に
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
文
に
は
「
御
屏
風
み
き
丁
の
う
し
ろ
な
ど
に
み
な
か

く
れ
ふ
し
ぬ
れ
ば
、
只
ひ
と
り
、
ね
ぶ
た
き
を
念
じ
て
さ
ぶ
ら
ふ
に
」
と
記
さ
れ
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
彼
女
が
新
参
意
識
を
持
ち
、
一
瞬
で
も
は
や
く

そ
の
場
を
逃
れ
去
り
た
い
と
思
う
よ
う
な
心
境
で
あ
っ
た
な
ら
、
む
し
ろ
他
の
女
房
に
同
調
し
て
、
几
帳
の
後
ろ
に
隠
れ
臥
す
ほ
う
が
自
然
な
気
が
す

る
。
「
念
じ
て
さ
ぶ
ら
ふ
」
つ
ま
り
「
我
慢
し
て
お
仕
え
す
る
」
と
い
う
書
き
方
は
、
む
し
ろ
作
者
の
そ
の
場
に
踏
み
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
意
志
を
読

み
取
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
ま
た
清
少
納
言
が
自
房
に
下
が
る
際
、
伊
周
に
付
き
添
わ
れ
る
場
面
で
は
、
作
者
が
明
る
い
月
の
光
の
中
で
も
緊
張
す
る

こ
と
も
な
く
、
極
め
て
自
然
に
ふ
る
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
て
、
到
底
新
参
の
女
房
と
は
思
わ
れ
な
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
『
栄
華
物
語
』

に
よ
れ
ば
伊
周
と
い
う
人
物
は
「
見
奉
れ
ば
御
年
は
廿
二
三
ば
か
り
に
て
、
御
か
た
ち
と
と
の
ほ
り
、
ふ
と
り
き
よ
げ
に
、
色
合
ま
こ
と
に
白
く
め
で

た
し
。
か
の
光
源
氏
も
か
く
や
有
け
む
と
見
奉
る
。
」
（
松
村
博
『
栄
華
物
語
全
注
釈
』
二
「
浦
浦
の
別
」
三
九
頁
）
と
あ
る
よ
う
な
、
当
時
理
想
的
な

貴
族
と
し
て
人
々
に
注
目
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
あ
ま
り
に
も
冷
静
な
作
者
の
姿
に
は
、
す
で
に
長
年
内
裏
生
活
に
馴
れ
親
し
ん
だ
よ
う
な
風
格
さ
え

漂
う
。
『
紫
式
部
日
記
』
な
ど
を
み
る
と
、
彰
子
に
仕
え
て
か
ら
三
年
目
く
ら
い
に
式
部
は
日
記
を
書
き
始
め
て
い
る
が
、
そ
れ
く
ら
い
の
経
験
が
な

け
れ
ば
中
宮
の
出
産
の
場
面
に
お
け
る
人
々
の
様
子
を
、
あ
れ
ほ
ど
克
明
に
は
描
写
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
こ
の
章
段
は
宮

仕
え
後
何
年
か
経
っ
て
、
昔
を
思
い
起
こ
し
て
再
構
成
さ
れ
た
章
段
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
そ
こ
に
作
者
の
隠
さ
れ
た
意
図
や
、
そ
の

た
め
の
虚
構
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
解
釈
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
②
の
個
所
で
清
少
納
言
は
何
故
「
丑
四
つ
」
と
聞
い
て
、
「
あ
け
侍
ぬ
な
り
」
と
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
こ
で
「
独
り
言
」
と

い
い
な
が
ら
も
伊
周
に
は
こ
の
言
葉
が
は
っ
き
り
と
聞
こ
え
て
い
た
こ
と
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
は
こ
の
一
節
を
理
解
す
る
に
は
当
時

の
時
刻
制
度
の
理
解
が
前
提
と
な
る
。
平
安
時
代
に
お
い
て
は
一
日
の
境
界
の
時
刻
が
、
現
在
の
よ
う
に
午
前
零
時
で
は
な
く
、
別
の
考
え
が
存
在
し

た
。
そ
れ
は
平
安
時
代
に
は
定
時
法
（
制
度
時
報
）
と
不
定
時
法
（
自
然
時
報
）
の
二
種
類
の
時
刻
制
度
が
併
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
出

（72）



来
事
の
起
き
た
日
時
を
記
録
す
る
場
合
に
不
都
合
を
生
じ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
定
時
法
で
は
夜
明
け
に
最
も
近
く
、
か
つ
混
乱
が
起
こ
ら
な
い

丑
刻
の
境
で
日
付
け
を
変
え
る
こ
と
に
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
日
月
蝕
の
起
こ
っ
た
記
事
の
中
で
確
認
さ
れ
、
『
三
代
実
録
』
等
の
中
に
も
記
録
が

あ
る
。
そ
し
て
橋
本
万
平
氏
は
『
枕
草
子
』
の
こ
の
部
分
の
記
述
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
意
見
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

日
蝕
、
月
蝕
は
宮
中
行
事
の
停
止
等
に
関
連
す
る
の
で
、
そ
れ
が
い
つ
起
き
た
か
は
極
め
て
重
要
な
事
な
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
こ
の
時
代
の
時
刻

制
度
は
、
「
延
喜
式
」
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
丑
四
つ
は
現
代
時
刻
で
午
前
二
時
半
頃
に
相
当
し
て
い
る
。
そ
の
一
刻
前
が
い
わ
ゆ
る

丑
三
つ
で
真
夜
中
の
午
前
二
時
で
あ
る
。
如
何
に
明
け
や
す
い
夏
で
あ
っ
て
も
、
丑
四
つ
は
真
暗
で
あ
り
、
夜
明
け
ま
で
に
か
な
り
の
時
間
が
あ

る
。
そ
れ
に
あ
け
侍
り
ぬ
な
り
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
も
丑
四
刻
で
昨
日
が
終
わ
り
、
次
の
刻
の
寅
の
一
刻
か
ら
新
し
い
日

が
始
ま
る
と
い
う
意
味
で
、
あ
け
侍
り
ぬ
を
使
用
し
た
と
考
え
る
と
、
了
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
橋
本
万
平
『
日
本
の
時
刻
制
度
』
一
＝
二
頁
）
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定
時
法
（
時
計
時
間
）
は
時
刻
を
正
確
に
計
測
で
き
る
機
器
（
漏
剋
）
を
備
え
た
宮
中
と
い
う
特
殊
な
環
境
で
の
み
存
在
し
、
適
用
さ
れ
る
時
刻
制

度
で
あ
る
。
つ
ま
り
清
少
納
言
は
、
一
般
社
会
で
通
用
し
て
い
た
不
定
時
法
（
自
然
時
間
）
で
は
な
く
、
宮
中
と
い
う
狭
い
空
間
で
の
み
使
用
さ
れ
る

定
時
法
を
念
頭
に
置
き
、
「
丑
四
つ
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
、
「
『
あ
け
侍
ぬ
な
り
』
と
ひ
と
り
」
ご
と
を
つ
ぶ
や
い
た
の
で
あ
る
。
実
は
こ
の
独
り

言
に
こ
の
章
段
に
お
け
る
清
少
納
言
の
思
い
が
集
約
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
宮
中
が
不
定
時
法
に
よ
っ
て
運
行
さ
れ
る
一
般
社

会
と
は
隔
絶
さ
れ
た
空
間
で
あ
る
こ
と
を
伊
周
に
再
認
識
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
伊
周
も
自
分
の
邸
に
帰
れ
ば
そ
こ
は
不
定
時
に
よ
っ
て
支
配

さ
れ
る
空
間
で
あ
る
。
だ
か
ら
清
少
納
言
の
独
り
言
に
よ
っ
て
自
分
の
置
か
れ
た
場
所
を
再
認
識
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
発
言
が
帝
や
中
宮
定
子
、
特

に
伊
周
と
い
う
当
時
最
高
の
貴
人
に
新
参
者
の
自
分
を
認
知
さ
せ
る
「
お
手
柄
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
宮
廷
と
い
う
場
に
刻
ま
れ
る
時
刻
の
特
殊
性

に
言
及
す
る
こ
と
で
、
帝
に
対
す
る
伊
周
の
発
言
に
力
を
添
え
、
か
つ
帝
・
中
宮
・
伊
周
の
置
か
れ
た
特
別
な
立
場
を
言
い
表
わ
す
こ
の
「
ひ
と
り
ご

つ
」
は
、
必
ず
伊
周
の
耳
に
届
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
背
景
に
気
付
か
な
け
れ
ば
こ
の
章
段
の
理
解
は
不
完
全
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
た
．
・
人
の
ね
ぶ
た
か
り
つ
る
目
も
い
と
お
ほ
き
に
な
り
ぬ
」
と
い
う
一
文
は
、
宮
中
と
い
う
特
別
な
時
間
の
流
れ
る
場
で
あ
り
、
か
つ
清
少

納
言
自
身
も
そ
の
中
に
身
を
置
く
栄
光
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
定
時
法
と
い
う
時
刻
制
度
に
包
ま
れ
る
内
裏
は
、
正
確
な
時
刻
制
度
よ
っ
て
二
十
四

時
間
統
御
さ
れ
た
空
間
で
、
宮
廷
に
関
与
す
る
人
以
外
に
は
窺
い
知
れ
な
い
特
殊
な
場
で
あ
る
が
、
政
権
を
維
持
す
る
公
卿
た
ち
で
さ
え
も
ひ
と
た
び

宮
中
を
離
れ
、
自
邸
に
戻
れ
ば
不
定
時
法
と
い
う
感
覚
的
な
時
間
に
支
配
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
当
時
の
社
会
に
は
二
つ
の
異

な
る
時
空
が
存
在
し
て
い
た
の
だ
と
言
え
よ
う
か
。
一
つ
は
科
学
的
な
計
測
機
器
に
よ
っ
て
律
せ
ら
れ
る
公
の
空
間
。
も
う
一
つ
は
、
「
日
の
出
」
、

（73）
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「
日
の
入
り
」
を
基
と
す
る
大
ま
か
な
時
間
感
覚
に
支
配
さ
れ
る
私
的
な
空
間
。
清
少
納
言
は
、
伊
周
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
す
こ
と
で
、
宮
廷
を
支

配
す
る
定
時
法
と
い
う
時
刻
制
度
を
人
々
に
再
確
認
さ
せ
る
こ
と
を
も
目
論
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
自
分
た
ち
の
置
か
れ
て
い
る
宮
中
と
い
う

空
間
の
高
貴
さ
を
証
明
す
る
重
要
な
要
素
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
節
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
よ
り
詳
し
く
次
章
で
検
証
し
て
み
よ
う
。

二
　
『
枕
草
子
』
に
表
れ
る
時
間
の
重
層
感
覚

『
枕
草
子
』
に
は
前
節
で
も
述
べ
た
以
外
に
次
の
よ
う
な
時
刻
に
関
連
す
る
記
事
が
見
出
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

故
殿
の
御
服
の
こ
ろ
、
六
月
の
つ
ご
も
り
の
日
、
大
祓
と
い
ふ
事
に
て
、
宮
の
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
べ
き
を
、
職
の
御
曹
司
を
方
あ
し
と
て
、
官
の

司
の
朝
所
に
わ
た
ら
せ
た
ま
へ
り
。
…
…

　
時
司
な
ど
は
、
た
だ
か
た
は
ら
に
て
、
鼓
の
音
も
例
に
は
似
ず
ぞ
聞
ゆ
る
を
ゆ
か
し
が
り
て
、
若
き
人
々
二
十
人
ば
か
り
そ
な
た
に
行
き
て
、

梯
（
は
し
）
よ
り
高
き
屋
に
の
ぼ
り
た
る
を
、
こ
れ
よ
り
見
上
ぐ
れ
ば
、
あ
る
限
り
薄
鈍
の
裳
、
唐
衣
、
同
じ
色
の
単
襲
、
紅
の
袴
ど
も
を
着
て

の
ぼ
り
た
る
は
、
い
と
天
人
な
ど
こ
そ
え
言
ふ
ま
じ
け
れ
ど
、
空
よ
り
お
り
た
る
に
や
と
そ
見
ゆ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
学
館
「
日
本
古
典
文
学
全
集
『
枕
草
子
』
・
一
五
五
段
「
故
殿
の
御
服
の
こ
ろ
」
二
八
二
百
ハ
）

（74）

こ
こ
で
「
故
殿
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
四
月
十
日
に
亡
く
な
っ
た
関
白
道
隆
の
こ
と
で
、
こ
こ
は
そ
の
二
ヶ
月
後
の
六
月
の
記

事
で
あ
る
。
中
宮
定
子
は
父
の
服
喪
中
と
い
う
こ
と
で
、
神
事
で
あ
る
「
大
祓
」
に
は
内
裏
か
ら
退
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
退
出
先
と
考

え
て
い
た
「
職
の
御
曹
司
」
の
方
角
が
悪
く
、
「
官
の
司
の
朝
所
（
あ
い
た
ど
こ
ろ
）
」
に
移
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
す
ぐ
傍
に
、
「
時
司
」

つ
ま
り
陰
陽
寮
に
所
属
す
る
時
刻
を
管
理
す
る
役
所
が
あ
っ
た
。
中
宮
に
随
行
し
た
女
房
た
ち
は
中
関
白
家
の
中
核
を
喪
い
、
悲
し
み
に
打
ち
ひ
し
が

れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
悲
し
み
を
一
時
癒
そ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
女
房
達
は
時
を
知
ら
せ
る
た
め
の
高
楼
に
登
っ
た
。
そ
の
姿
を
見
上

げ
て
「
あ
る
限
り
薄
鈍
の
裳
、
唐
衣
、
同
じ
色
の
単
襲
、
紅
の
袴
ど
も
を
着
て
の
ぼ
り
た
る
は
、
い
と
天
人
な
ど
こ
そ
え
言
ふ
ま
じ
け
れ
ど
、
空
よ
り

お
り
た
る
に
や
と
そ
見
ゆ
る
」
と
清
少
納
言
は
感
想
を
も
ら
す
。
あ
ま
り
の
華
麗
な
姿
に
一
時
現
実
の
辛
さ
も
癒
え
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
こ
は
道

隆
の
麗
去
二
ヶ
月
後
と
い
う
時
点
と
、
女
房
達
は
本
来
足
を
踏
み
入
れ
な
い
よ
う
な
「
時
司
」
と
い
う
、
日
時
と
場
所
と
の
遭
遇
が
逆
に
一
層
の
寂
し

さ
と
悲
し
み
を
呼
び
起
こ
す
場
面
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
漏
刻
（
水
時
計
）
が
設
置
し
て
あ
り
、
宮
中
の
日
常
生
活
と
諸
行
事
の
統
御
さ
れ

て
い
く
時
刻
が
生
み
だ
さ
れ
る
基
点
で
も
あ
っ
た
。
漏
刻
自
体
の
記
述
に
筆
が
及
ん
で
い
な
い
の
が
き
わ
め
て
残
念
だ
が
、
し
か
し
偶
然
に
し
て
も
平



安
時
代
の
「
時
司
」
の
様
子
を
こ
こ
ま
で
記
録
し
た
仮
名
作
品
は
他
に
存
在
し
な
い
。
定
時
法
と
い
う
時
刻
制
度
に
人
一
倍
の
関
心
が
あ
っ
た
清
少
納

言
だ
か
ら
こ
そ
こ
こ
ま
で
書
き
残
し
て
く
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
と
こ
ろ
で
、
清
少
納
言
は
二
つ
の
時
刻
制
度
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い

た
の
か
。
こ
こ
以
外
に
『
枕
草
子
』
に
記
さ
れ
る
時
刻
に
関
す
る
記
述
を
抜
き
出
し
、
そ
れ
ら
が
定
時
法
に
よ
る
も
の
か
不
定
時
法
に
よ
っ
て
い
る
も

の
か
を
場
面
ご
と
に
判
定
し
つ
つ
、
作
者
が
二
つ
の
時
刻
制
度
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
思
い
を
抱
い
て
い
た
の
か
を
探
っ
て
み
よ
う
。

1
　
未
の
時
ば
か
り
に
、

　
　
へ
ば
、

「
錘
道

（
貴
人
の
通
行
時
に
道
に
敷
く
薄
縁
）
ま
ゐ
る
」
な
ど
言
ふ
ほ
ど
も
な
く
う
ち
そ
よ
め
き
て
（
帝
が
）
入
ら
せ
た
ま

　
　
（
同
書
・
一
〇
〇
段
「
淑
景
舎
、
春
宮
に
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
ほ
ど
の
事
な
ど
」
二
〇
六
頁
傍
線
筆
者
、
以
下
同
）

こ
の
段
は
中
宮
定
子
の
い
る
後
宮
の
登
華
殿
で
の
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
帝
（
一
条
天
皇
）
が
「
入
ら
せ
た
ま
」
う
て
、
お
二
人
が
こ
れ
か
ら
御
帳

の
な
か
に
入
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
内
裏
の
中
で
の
こ
と
で
あ
り
、
当
然
定
時
法
に
よ
る
時
刻
に
よ
る
表
現
の
は
ず
な
の
に
「
ば
か
り
」
と
い
う
副

助
詞
が
使
わ
れ
て
時
刻
が
ぼ
か
さ
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
帝
・
中
宮
と
い
う
公
式
人
と
し
て
の
行
動
か
ら
離
れ
、
男
と
女
と
し
て
の
私
的
な

場
面
だ
か
ら
で
あ
る
。
時
司
の
打
ち
鳴
ら
す
鉦
鼓
の
鐘
に
よ
る
定
時
法
に
裏
打
ち
さ
れ
て
は
い
る
が
、
公
的
な
場
と
・
私
的
な
場
面
に
は
流
れ
る
時
間

も
変
化
す
る
と
当
時
の
人
々
に
は
受
け
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
時
刻
制
度
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

（75）

2

わ
び
し
げ
に
見
ゆ
る
も
の
、
六
、
七
月
の
午
未
の
時
ば
か
り
に
、

き
た
な
げ
な
る
車
に
え
せ
牛
か
け
て
ゆ
る
が
し
行
く
者
。

　
　
　
　
　
　
（
同
書
・
一
一
八
段
「
わ
び
し
げ
に
見
ゆ
る
も
の
」

二
二
八
頁
）

こ
こ
は
高
貴
な
場
か
ら
隔
絶
し
た
俗
世
で
の
見
聞
で
あ
り
、
当
然
民
間
で
通
行
し
て
い
る
不
定
時
法
を
用
い
た
記
述
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

が
「
午
未
の
時
ば
か
り
」
と
い
う
お
お
ま
か
な
描
写
に
つ
な
が
り
、
「
き
た
な
げ
な
る
車
に
え
せ
牛
」
を
描
く
時
の
作
者
の
感
覚
の
根
底
に
あ
る
時
間

感
覚
と
い
え
よ
う
。

3

頭
弁
の
職
に
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て
、
物
語
な
ど
し
た
ま
ひ
し
に
、
夜
い
た
う
ふ
け
ぬ
。
「
明
日
御
物
忌
な
る
に
籠
る
べ
け
れ
ば
、
丑
に
な
り
な
ば
あ

し
か
り
な
む
」
と
て
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
書
・
＝
二
〇
段
「
頭
弁
の
、
職
に
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て
」
二
四
四
頁
）

90
@
　
「
頭
弁
」
と
は
藤
原
行
成
の
こ
と
で
あ
る
。
「
職
」
と
は
「
職
御
曹
司
」
の
こ
と
で
、
明
日
は
主
上
が
物
忌
な
の
で
参
内
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
丑

1
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に
な
り
な
ば
あ
し
か
り
な
む
」
と
言
う
の
は
、
二
九
三
段
「
大
納
言
殿
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
丑
と
寅
の
刻
の
境
で
当
時
は
日
付
が

変
わ
る
の
で
寅
の
刻
に
な
っ
て
し
ま
う
と
翌
日
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
明
日
は
清
涼
殿
に
詰
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
今
日

中
に
宮
中
に
参
上
し
た
」
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
才
人
行
成
と
の
や
り
と
り
は
、
二
九
三
段
で
の
伊
周
と
の
会
話
の
よ
う
に
、
清
少
納
言
に
と
っ
て

は
誇
ら
し
い
一
時
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
時
に
は
宮
中
で
の
特
別
な
時
間
の
流
れ
が
背
景
に
あ
り
、
登
場
人
物
が
当
代
一
流
の
す
ぐ
れ
た
男
性

貴
族
と
い
う
共
通
し
た
設
定
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
行
成
は
こ
こ
で
は
私
人
で
は
な
く
一
官
僚
と
し
て
宮
中
に
仕
え
る
の
で

あ
り
、
そ
の
時
に
は
公
的
な
時
刻
の
な
か
で
の
行
動
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

4

二
月
の
午
の
日
の
暁
に
、
い
そ
ぎ
し
か
ど
、
坂
の
な
か
ら
ば
か
り
歩
み
し
か
ば
、
巳
の
時
ば
か
り
に
な
り
に
け
り
。
や
う
や
く
暑
く
さ
へ
な
り
て
、

ま
こ
と
に
わ
び
し
く
て
「
な
ど
、
か
か
ら
で
よ
き
日
も
あ
ら
む
も
の
を
、
何
し
に
詣
で
つ
ら
む
」
と
ま
で
、
涙
も
落
ち
て
や
す
み
困
ず
る
に
、
四

十
余
ば
か
り
な
る
女
の
、
壺
装
束
な
ど
に
は
あ
ら
で
、
た
だ
引
き
は
こ
え
た
る
が
、
「
ま
ろ
は
七
度
詣
で
し
は
べ
る
ぞ
。
三
度
は
詣
で
ぬ
。
い
ま

四
度
は
こ
と
に
も
あ
ら
ず
。
ま
だ
未
に
下
向
し
ぬ
べ
し
。
」
と
、
道
に
会
ひ
た
る
人
に
う
ち
い
ひ
て
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
書
・
一
五
二
段
「
う
ら
や
ま
し
げ
な
る
も
の
」
二
七
七
頁
）

（76）

こ
こ
は
伏
見
稲
荷
に
参
詣
し
た
時
の
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
清
少
納
言
は
当
日
の
気
候
の
状
態
や
体
力
の
関
係
で
、
や
っ
と
の
思
い
で
坂
を
登
っ

て
い
く
の
に
、
あ
ま
り
身
分
の
高
く
な
い
と
も
わ
れ
る
四
〇
歳
が
ら
み
の
女
が
軽
々
と
登
坂
し
て
行
く
の
を
見
て
、
う
ら
や
ま
し
い
と
感
じ
た
場
面
で

あ
る
。
涙
も
出
そ
う
な
ほ
ど
辛
い
状
況
は
彼
女
に
と
っ
て
は
俗
悪
な
現
実
の
世
界
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
世
俗
の
「
巳
の
時
ば
か
り
」
と
い
う
時
間
が
流

れ
る
。
ま
た
後
の
「
未
」
は
女
の
自
慢
げ
に
聞
こ
え
る
発
言
で
あ
り
、
こ
の
不
快
な
ひ
と
と
き
に
相
応
し
い
時
刻
は
当
然
不
定
時
法
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
未
の
間
に
四
度
の
参
詣
を
成
し
遂
げ
る
と
い
う
「
四
十
余
ば
か
り
な
る
女
」
の
言
葉
を
「
う
ら
や
ま
し
げ
な
る
も
の
」
の
な
か
に
入
れ
て
は
い
る

が
、
作
者
と
同
年
輩
か
そ
れ
以
上
の
歳
と
思
わ
れ
る
こ
の
女
に
対
し
作
者
が
下
賎
の
も
の
と
い
う
認
識
を
強
く
持
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。
階
層

と
時
刻
制
度
と
い
う
も
の
の
関
連
を
知
る
上
で
興
味
深
い
。

5

「
寅
の
時
に
な
む
わ
た
ら
せ
た
ま
ふ
べ
か
な
る
。
な
ど
か
今
ま
で
ま
ゐ
り
た
ま
は
ざ
り
つ
る
。
扇
持
た
せ
て
、
求
め
き
こ
ゆ
る
人
あ
り
つ
」
と
告

ぐ
。
さ
て
、
ま
こ
と
に
寅
の
時
か
と
、
装
束
き
た
ち
て
あ
る
に
、
明
け
果
て
、
日
も
さ
し
出
で
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
書
・
二
六
〇
段
「
関
白
殿
、
二
月
二
十
一
日
に
、
法
興
院
の
」
四
〇
五
頁
）



こ
の
場
面
は
中
宮
が
積
善
寺
に
御
経
供
養
の
た
め
に
渡
ら
れ
る
時
の
こ
と
を
描
い
た
一
節
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
は
宮
中
で
は
な
く
、
関
白
道
隆
の
邸
で

あ
る
二
条
院
で
の
こ
と
で
あ
り
、
日
付
の
変
わ
る
「
寅
の
時
」
に
中
宮
が
二
条
院
か
ら
寺
に
向
け
て
出
発
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
二
条
院
と
は
、
道

隆
が
中
宮
の
た
め
に
東
三
条
院
の
東
の
町
に
造
営
し
た
新
邸
で
あ
る
か
ら
、
内
裏
か
ら
距
離
も
あ
る
の
で
寅
の
時
を
知
ら
せ
る
鐘
の
音
が
聞
こ
え
た
か

ど
う
か
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
「
寅
の
時
」
と
限
定
し
て
い
る
以
上
何
ら
か
の
方
法
に
よ
っ
て
内
裏
の
正
確
な
時
刻
を
知
る
事
が
出
来
た
と
思
わ
れ

る
。
こ
こ
は
行
事
の
内
容
か
ら
も
ま
た
そ
の
中
心
人
物
（
関
白
道
隆
）
の
立
場
か
ら
も
、
定
時
法
と
考
え
る
べ
き
場
面
に
な
る
が
、
問
題
は
定
時
法
に

よ
る
時
刻
を
知
る
手
段
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
が
明
ら
か
に
で
き
な
い
。
宮
中
の
時
刻
を
知
ら
せ
る
鐘
の
音
が
ど
の
く
ら
い
ま
で

届
い
た
の
か
は
次
の
用
例
と
も
関
連
し
て
興
味
あ
る
事
項
で
あ
る
。

6

時
奏
す
る
い
み
じ
う
を
か
し
。
い
み
じ
う
寒
き
夜
中
ば
か
り
な
ど
、
こ
ほ
こ
ほ
と
こ
ほ
め
き
、
沓
す
り
来
て
、
弦
う
ち
鳴
ら
し
て
、
「
何
の
な
に

が
し
。
時
丑
三
つ
、
子
四
つ
」
な
ど
は
る
か
な
る
声
に
言
ひ
て
、
時
の
杭
さ
す
音
な
ど
、
い
み
じ
う
を
か
し
。
「
子
九
つ
、
丑
四
つ
」
な
ど
ぞ
、

里
び
た
る
人
は
言
う
。
す
べ
て
、
何
も
何
も
、
た
だ
四
つ
の
み
ぞ
杭
に
は
さ
し
け
る
。
　
　
（
同
書
・
二
七
一
段
「
時
奏
す
る
い
み
じ
う
を
か
し
」
）

こ
こ
に
は
『
春
曙
抄
』
に
次
の
よ
う
な
注
が
つ
い
て
い
る
。

（77）

是
よ
の
つ
ね
の
時
を
う
つ
数
子
（
ね
）
は
九
丑
は
八
時
な
れ
ば
里
人
は
さ
や
う
に
い
へ
ど
、
禁
中
に
時
を
奏
し
、
時
の
杭
を
さ
す
は
、
漏
刻
に
従

ひ
て
何
時
も
四
つ
・
ば
か
り
也
と
清
少
ま
さ
し
く
后
宮
に
み
や
、
、
つ
か
へ
し
て
見
き
・
た
り
し
所
を
い
へ
る
詞
也
。
里
び
た
る
と
は
里
め
き
た
る
也
。

平
人
を
里
び
た
る
人
と
い
ふ
也
。
延
喜
式
陰
陽
寮
云
諸
時
撃
鼓
子
午
各
九
、
丑
未
八
、
寅
申
七
、
卯
酉
六
、
辰
戌
五
、
巳
亥
四
云
々
　
（
春
曙
抄
）
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『
春
曙
抄
』
も
言
う
よ
う
に
、
こ
こ
は
清
少
納
言
が
宮
仕
え
を
し
て
知
っ
た
、
宮
中
と
民
間
で
の
時
間
が
異
な
っ
た
時
空
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
を
鮮
明
に
述
べ
た
場
面
で
あ
る
。
「
子
九
つ
、
丑
八
つ
な
ど
ぞ
里
び
た
る
人
は
い
ふ
。
」
と
あ
り
、
詳
細
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
恐
ら
く
は
宮
城
か
ら

離
れ
た
人
々
に
は
鼓
の
音
が
聞
こ
え
る
は
ず
も
な
く
、
そ
の
よ
う
に
言
い
習
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
節
は
、
清
少

納
言
の
時
刻
の
捉
え
方
を
知
る
上
で
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
宮
中
を
律
す
る
定
時
法
は
帝
の
行
動
と
と
も
に
あ
る
時
間
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
日
の

出
と
日
没
を
基
と
し
、
大
ま
か
な
自
然
の
運
行
に
依
る
時
間
で
暮
ら
す
人
び
と
と
は
住
む
世
界
が
異
な
る
と
い
う
清
少
納
言
の
信
念
を
表
し
、
ま
た
宮

中
と
い
う
限
定
さ
れ
た
空
間
に
流
れ
る
特
殊
な
時
間
に
包
ま
れ
て
い
る
感
覚
は
、
厳
し
い
現
実
を
遮
蔽
す
る
効
果
を
生
み
だ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
感
覚
を
読
み
と
る
こ
と
が
、
い
く
つ
か
の
章
段
ひ
い
て
は
『
枕
草
子
』
全
体
の
理
解
を
深
め
る
と
考
え
ら
れ
る
。
『
枕
草
子
』
と
い
う
作
品
の
存
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在
意
義
に
お
い
て
時
刻
制
度
と
い
う
も
の
は
想
像
以
上
に
重
要
な
装
置
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
こ
と
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
「
『
子
九
つ
、

丑
四
つ
』
な
ど
ぞ
、
里
び
た
る
人
は
言
う
。
」
の
一
節
の
「
里
び
た
る
人
」
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
三
巻
本
『
枕
草
子
』
に
は
「
里
ぶ
」
と
い
う
動
詞

は
こ
こ
一
例
だ
け
だ
が
、
能
因
本
に
は
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

見
知
ら
ぬ
里
び
心
地
に
は
、
い
か
が
は
か
か
る
人
こ
そ
世
に
お
は
し
ま
し
け
れ
と
、

お
ど
ろ
か
る
る
ま
で
く
宮
に
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
る
頃
）

　
　
（
昭
和
四
十
九
年
版
「
日
本
古
典
文
学
全
集
」
小
学
館
）

意
味
は
ま
だ
宮
仕
え
に
馴
れ
な
い
作
者
が
、
定
子
に
初
め
て
お
目
に
か
か
っ
た
折
り
の
感
想
を
述
べ
た
箇
所
で
あ
る
が
、
高
貴
な
場
所
に
は
似
つ
か
わ

し
く
な
い
自
分
自
身
を
卑
下
し
て
表
現
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
三
巻
本
で
は
こ
こ
は
「
里
人
心
地
」
と
な
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
が
原
意
な
の
か
、
ま
た

は
作
者
自
身
に
よ
る
書
き
換
え
な
の
か
簡
単
に
判
断
を
下
せ
な
い
が
、
「
里
人
」
で
も
意
味
は
そ
れ
ほ
ど
異
な
ら
な
い
。
し
か
し
「
里
び
た
る
人
」
と

な
っ
て
も
意
味
に
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
「
里
人
」
と
言
う
言
葉
は
「
宮
仕
え
を
し
て
い
な
い
人
」
、
ま
た
は
実
家
の
人
と
言
う
意
味

で
使
用
さ
れ
る
が
、
「
里
ぶ
」
と
い
う
動
詞
と
な
る
と
意
味
は
変
わ
る
よ
う
に
思
う
。
例
え
ば
『
源
氏
物
語
』
を
見
る
と
、
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る

も
の
に
次
の
三
例
が
見
出
せ
る
。

1

母
君
は
、
た
“
い
と
若
や
か
に
お
ほ
ど
か
に
て
、
や
は
く
と
そ
た
を
や
ぎ
給
へ
り
し
、
こ
れ
は
け
高
く
、
も
て
な
し
な
ど
は
は
つ
か
し
げ
に
、

よ
し
め
き
給
へ
り
。
筑
紫
を
心
に
く
・
思
な
す
に
、
み
な
見
し
人
は
さ
と
び
た
る
に
心
得
が
た
く
な
む
、
暮
る
れ
ば
、
御
堂
に
上
り
て
、
ま
た
の

日
も
お
こ
な
ひ
暮
ら
し
給
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』
二
「
玉
髪
」
・
三
五
四
～
三
五
五
頁
）

「
母
君
」
と
は
夕
顔
の
こ
と
で
、
筑
紫
に
育
ち
な
が
ら
母
君
に
優
る
娘
と
し
て
育
っ
て
い
る
玉
鍵
の
こ
と
を
褒
め
称
え
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
そ
れ
に

反
し
て
都
人
で
あ
っ
た
は
ず
の
玉
璽
の
乳
母
た
ち
が
あ
ま
り
に
も
「
さ
と
び
た
る
」
、
つ
ま
り
田
舎
び
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
の
念
を
表
明
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

2

（
薫
）
「
佐
野
の
わ
た
り
に
い
ゑ
も
あ
ら
な
く
に
」
な
ど
口
ず
さ
び
て
、
里
び
た
る
養
子
の
端
つ
方
に
ゐ
給
へ
り
。
　
（
同
五
「
東
屋
」
・
一
七
七
頁
）

こ
こ
は
薫
が
浮
舟
の
隠
れ
屋
を
訪
れ
る
場
面
で
、
「
里
び
た
る
貴
子
」
に
対
し
て
『
細
流
抄
』
は
「
た
ゾ
山
里
び
た
る
か
り
な
る
す
の
こ
な
る
べ
し
」

（78）



と
注
を
付
け
て
い
る
。
都
で
は
見
ら
れ
ぬ
よ
う
な
粗
末
な
「
篶
子
」
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。

3

宮
（
匂
宮
）
は
、
御
馬
に
て
す
ひ
し
と
ほ
く
立
ち
た
ま
へ
る
に
、
里
び
た
る
声
し
た
る
犬
ど
も
の
出
で
来
て
の
・
し
る
も
い
と
お
そ
ろ
し
く
、
人

少
な
に
、
い
ろ
あ
や
し
き
御
あ
り
き
な
れ
ば
、
す
．
・
う
な
ら
む
物
の
走
り
出
で
来
た
ら
む
も
い
か
さ
ま
に
と
、
さ
ぶ
ら
ふ
か
ぎ
り
心
を
ぞ
ま
ど
は

し
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
五
「
浮
舟
」
二
五
二
頁
）

こ
こ
は
匂
宮
が
浮
舟
に
会
う
た
め
に
宇
治
に
赴
く
場
面
で
あ
り
、
屋
敷
の
番
犬
に
匂
宮
が
吠
え
た
て
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
お
供
は
少
数
の
お

付
き
の
者
だ
け
で
あ
り
、
ひ
ど
く
怯
え
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
「
犬
」
は
『
源
氏
物
語
』
中
に

こ
の
「
浮
舟
」
の
二
例
だ
け
し
か
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
「
里
び
た
る
声
」
と
い
う
の
は
、
都
人
が
知
る
家
畜
化
し
た
犬
で
は
な
く
、
い
ま
だ
野
生
味

を
失
っ
て
い
な
い
檸
猛
な
野
太
い
吠
え
声
で
あ
っ
た
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
三
例
の
用
例
を
見
る
限
り
、
都
に
対
す
る
鄙
の
も
の
、
一
段
劣
っ
た
も
の
、
野
卑
な
も
の
と
い
う
意
味
合
い
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
ほ

ぼ
間
違
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
し
て
み
る
と
、
『
枕
草
子
』
の
用
例
も
＝
段
劣
っ
た
人
」
と
い
う
見
下
す
意
味
合
い
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え

て
よ
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
宮
廷
に
流
れ
る
定
時
法
の
中
で
暮
ら
す
人
間
か
ら
、
大
ま
か
な
自
然
時
間
で
あ
る
不
定
時
法
の
中
に
暮
ら
す
「
里
び
た
る
人
」

へ
の
優
越
感
を
見
て
取
る
こ
と
は
間
違
い
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
じ
時
間
の
な
か
で
暮
ら
す
人
々
の
自
尊
心
と
一
体
感
を
生
み
出
す
こ
と
に
も

な
っ
た
の
だ
。

（79）

三
　
　
「
不
定
時
法
」
と
「
定
時
法
」
に
つ
い
て
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こ
こ
で
「
不
定
時
法
」
と
「
定
時
法
」
に
つ
い
て
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
。
「
不
定
時
法
（
自
然
時
間
）
」
は
測
時
器
機
の
な
か
っ
た
時
代
に
お
い
て

お
お
ま
か
な
活
動
の
目
安
と
し
て
採
用
さ
れ
る
自
然
時
刻
法
で
あ
る
。
人
は
明
る
い
間
は
働
き
、
夜
に
な
れ
ば
休
息
の
た
め
に
眠
る
。
そ
こ
で
日
の
出

が
活
動
を
開
始
し
、
日
没
が
活
動
を
終
息
さ
せ
る
目
安
と
な
る
。
し
か
し
夏
と
冬
で
昼
夜
の
長
さ
が
三
時
間
以
上
の
差
が
存
在
す
る
。
そ
こ
で
「
不
定

時
法
」
は
、
世
の
中
の
仕
組
み
が
整
う
に
つ
れ
て
不
具
合
が
生
じ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
定
時
法
（
時
計
時
間
）
」
は
季
節
に
関
わ
ら
ず
時
間
が
一
定

に
整
え
ら
れ
る
こ
と
で
政
治
の
効
率
化
・
能
率
化
が
計
ら
れ
、
社
会
を
管
理
・
統
治
し
て
い
く
う
え
で
も
重
要
な
制
度
の
一
つ
と
な
っ
た
。
そ
の
う
え

権
力
の
普
遍
性
を
演
出
す
る
に
は
ま
こ
と
に
都
合
の
よ
い
も
の
で
も
あ
っ
た
。
祭
事
の
厳
格
さ
を
象
徴
す
る
大
内
裏
の
門
の
開
閉
の
時
間
厳
守
に
よ
り
、

一
年
を
通
し
規
律
正
し
く
政
治
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
し
、
そ
の
こ
と
で
朝
廷
の
権
威
は
一
層
高
め
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
時
刻



商
　
　
制
度
は
『
養
老
令
』
の
注
釈
書
で
あ
る
『
令
義
解
』
や
『
令
集
解
』
な
ど
を
見
れ
ば
よ
り
明
確
に
な
る
。

漏
剋
博
士
二
人
。
掌
ら
む
こ
と
、
守
辰
丁
を
率
ゐ
て
、
漏
剋
の
節
を
伺
ふ
を
掌
る
。
守
辰
丁
二
十
人
。
漏
剋
の
節
を
伺
ひ
、
時
を
以
て
鐘
鼓
を
撃

た
む
こ
と
を
掌
る
。
使
部
二
十
人
。
直
丁
三
人
。
　
　
　
　
（
「
令
　
巻
第
二
　
職
員
令
第
二
　
陰
陽
寮
」
日
本
思
想
大
系
『
律
令
』
　
岩
波
書
店
）

と
あ
り
、
漏
剋
に
よ
っ
て
時
刻
を
知
り
、
鐘
鼓
を
鳴
ら
し
て
時
を
知
ら
せ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
が
、
測
時
器
機
と
し
て
発
明
さ
れ
た
漏
剋
は
、
当

時
の
最
先
端
の
科
学
技
術
で
も
あ
り
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
定
時
法
は
権
力
を
支
え
る
強
力
な
呪
術
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
事
実
が
背
景
に
あ
っ
て
、

『
枕
草
子
』
の
作
者
の
時
刻
制
度
に
対
す
る
感
覚
も
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
作
品
中
に
表
さ
れ
た
時
刻
が
定
時
法
で
あ
る
か
不
定
時
法

で
あ
る
か
を
見
抜
く
こ
と
は
、
実
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
『
万
葉
集
』
に
、

時
守
（
と
き
も
り
）
の
打
ち
鳴
す
鼓
（
つ
づ
み
）

訳
・
時
守
の
打
ち
鳴
ら
す
鼓
を
数
え
て
み
る
と
、

時
守
ー
－
陰
陽
寮
の
役
人
。
守
辰
丁
。

数
（
よ
）
み
み
れ
ば
時
に
は
な
り
ぬ
逢
は
な
く
も
怪
し
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
一
　
二
六
四
一
）

あ
な
た
が
や
っ
て
来
る
時
刻
に
な
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
逢
わ
な
い
の
も
不
思
議
な
こ
と
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
多
田
一
臣
・
訳
注
『
万
葉
集
全
解
』
4
）

右
の
歌
の
注
に
、
「
当
時
は
定
時
法
で
、
漏
刻
に
よ
っ
て
時
を
計
り
、
一
日
を
十
二
時
に
分
か
ち
、
一
時
を
四
刻
に
等
分
し
た
。
時
は
「
鼓
」
（
太
鼓
）

で
、
時
刻
は
鐘
で
刻
限
を
告
げ
た
。
」
と
あ
る
。
し
か
し
現
代
の
よ
う
に
全
て
の
人
が
時
計
を
所
持
し
、
時
間
を
共
有
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
鐘
や

鼓
の
音
響
は
そ
の
届
く
範
囲
に
限
り
が
あ
り
、
そ
れ
が
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
は
不
定
時
法
を
採
用
す
る
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
今
ま
で
述
べ
て
き
た

と
お
り
で
あ
る
。

　
ま
た
同
歌
に
対
し
て
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
で
は
「
延
喜
式
に
は
「
諸
時
に
鼓
を
撃
つ
こ
と
、
子
午
は
各
九
下
り
、
丑
未
は
八
下
り
、
寅
申
は

七
下
り
、
卯
酉
は
六
さ
が
り
、
辰
戌
は
五
下
が
り
、
巳
亥
は
四
さ
が
り
。
並
び
に
平
声
。
鐘
は
刻
数
に
依
る
（
陰
陽
寮
）
」
と
頭
注
に
記
さ
れ
る
。

皆
人
を
寝
よ
と
の
鐘
は
打
つ
な
れ
ど
君
を
し
思
へ
ば
寝
ね
か
て
ぬ
か
も

訳
・
「
皆
の
者
よ
、
寝
よ
」
と
告
げ
る
鐘
は
打
つ
よ
う
だ
が
、
あ
な
た
を
思
う
と
眠
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
だ
。

（
巻
四
　
六
〇
七
）

（
多
田
・
同
書
2
）

多
田
氏
は
「
『
鐘
』
は
時
の
鐘
で
あ
り
、
陰
陽
寮
の
時
守
の
打
つ
亥
の
刻
の
四
つ
鐘
。
」
と
述
べ
る
が
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
万
葉
集
一
』
は
、
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「
鐘
で
時
を
知
ら
せ
る
の
は
寺
院
の
鐘
で
、
一
日
を
六
時
に
分
け
る
が
、
昼
を
日
辰
朝
・
日
中
・
日
没
、
夜
を
初
夜
・
中
夜
・
後
夜
に
分
け
る
。
昼
と
夜

に
分
け
る
の
で
不
定
時
法
で
あ
り
、
四
季
に
よ
り
間
隔
は
異
な
る
。
日
葡
辞
書
に
「
ネ
ヨ
ト
ノ
カ
ネ
　
初
夜
に
打
ち
鳴
ら
す
鐘
」
と
あ
る
。
奈
良
時
代

の
「
寝
よ
と
の
鐘
」
の
正
確
な
時
は
不
明
。
）
と
あ
る
。
つ
ま
り
歌
の
解
釈
に
当
た
っ
て
両
者
は
定
時
法
と
不
定
時
法
で
対
立
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

奈
良
時
代
と
平
安
時
代
で
は
必
ず
し
も
同
じ
よ
う
な
時
刻
制
度
が
維
持
さ
れ
て
い
た
か
今
日
で
は
は
っ
き
り
し
な
い
点
も
あ
る
が
、
「
定
時
法
」
を
維

持
す
る
こ
と
は
測
時
器
機
の
精
度
を
維
持
す
る
と
い
う
困
難
さ
が
付
き
ま
と
う
こ
と
か
ら
、
中
世
以
降
「
定
時
法
」
は
行
わ
れ
な
く
な
り
、
「
不
定
時

法
」
の
簡
便
さ
が
広
く
世
に
行
わ
れ
て
い
た
。
逆
に
平
安
時
代
に
お
い
て
「
定
時
法
」
は
宮
廷
の
特
殊
性
、
権
力
を
構
築
す
る
う
え
で
重
要
な
装
置
に

な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
帝
、
中
宮
を
中
心
と
す
る
ご
く
限
定
さ
れ
た
空
間
に
は
世
俗
の
場
と
は
異
な
る
時
間
が
流
れ
、
そ
の
よ
う
な
時

刻
制
度
に
支
え
ら
れ
て
中
国
文
化
も
一
層
輝
き
を
増
し
た
。
そ
こ
は
彼
女
の
生
ま
れ
育
っ
た
「
里
」
、
つ
ま
り
生
家
と
は
当
然
に
別
次
元
の
場
で
あ
り
、

宮
仕
え
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
運
遁
出
来
た
驚
嘆
す
べ
き
空
間
で
あ
っ
た
。
こ
の
宮
廷
と
い
う
空
間
に
清
少
納
言
が
関
わ
る
こ
と
は
、
一
面
彼

女
の
持
っ
て
生
れ
た
自
尊
心
を
大
い
に
満
足
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
も
中
宮
定
子
へ
の
忠
誠
の
心
と
し
て
、
過
去
の
栄
光
の
日
々
を
再

構
成
し
、
こ
の
現
実
世
界
を
再
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
彼
女
に
と
っ
て
の
重
要
な
使
命
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
中
関
白
家
の
衰
退
と
い
う
厳
し
い
現

実
か
ら
逃
避
し
、
栄
光
の
日
々
を
永
遠
に
持
続
さ
せ
る
装
置
こ
そ
が
『
枕
草
子
』
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
彼
女
の
意
識
に
依
る
世

界
の
構
築
が
『
枕
草
子
』
の
重
要
な
役
目
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
凋
落
し
て
い
く
定
子
の
一
族
の
悲
惨
さ
を
彼
女
が
描
か
な
か
っ
た
こ
と
も
、

彼
女
自
身
に
よ
る
世
界
の
再
構
成
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
世
界
を
清
少
納
言
の
意
識
の
ま
ま
に
表
現
し
直
し
、
過
去
の
栄
華
の
日
々
を
よ
り
一
層
華
や

か
に
紙
面
に
留
め
る
こ
と
が
こ
の
作
品
の
使
命
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
『
枕
草
子
』
と
い
う
作
品
の
成
立
へ
の
新
た
な
解
釈
が
開
か
れ
る

の
で
は
な
い
か
。
一
刻
で
も
現
実
の
厳
し
さ
を
忘
れ
さ
せ
楽
し
ま
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
し
か
し
書
く
人
間
に
と
っ
て
は
地
獄
の
苦
し
み
が
伴
っ
た
行

為
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
『
枕
草
子
』
と
い
う
作
品
を
底
の
浅
い
人
間
の
書
き
あ
げ
た
も
の
と
い
う
紫
式
部
の
評
は
、
か
な
り
的
外
れ
な
も
の
で

あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
し
て
も
う
一
度
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
当
時
の
時
刻
制
度
は
清
涼
殿
を
中
心
と
し
た
朝
廷
と
言
う
限
定
さ

れ
た
次
元
に
だ
け
存
在
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
大
納
言
殿
ま
ゐ
り
給
て
、
文
の
こ
と
な
ど
奏
し
給
に
」
の
章
段
の
話
は
、
ま
ず
こ
の
特
殊
な
時
間
が

流
れ
る
空
間
で
起
こ
っ
た
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
の
他
の
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
「
時
空
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
一
条
天
皇
、

中
宮
定
子
、
伊
周
と
い
う
当
代
最
高
の
人
物
が
揃
い
、
中
国
文
化
が
横
溢
す
る
空
間
を
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
演
出
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
も
の
で

あ
っ
た
。
最
初
の
話
に
戻
る
な
ら
、
彼
女
は
決
し
て
新
参
で
あ
る
が
故
に
こ
の
場
に
取
り
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
そ
れ
は
中
関
白
家
に
つ

な
が
る
者
に
し
か
許
さ
れ
な
い
奇
跡
的
な
「
時
空
」
に
遭
遇
で
き
た
幸
運
を
、
彼
女
の
感
覚
で
切
り
取
っ
た
一
瞬
で
あ
り
、
中
関
白
家
の
輝
か
し
い
日
々

を
記
録
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
現
実
を
描
い
て
い
る
よ
う
に
見
せ
か
け
な
が
ら
い
つ
も
「
清
少
納
言
」
と
い
う
き
わ
め
て
個
性
的
な
人
格
が
、
新
た
に

再
編
集
し
た
虚
構
の
世
界
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
営
為
の
内
に
生
み
出
さ
れ
た
作
品
が
『
枕
草
子
』
と
い
う
作
品
で
あ
る
。
当
然
そ
れ
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鵬
　
　
は
随
想
と
い
う
よ
り
も
、
創
作
に
つ
な
が
る
行
為
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

四
　
最
後
に

　
前
節
ま
で
に
延
べ
て
き
た
こ
と
で
、
「
大
納
言
殿
ま
ゐ
り
給
て
、
文
の
こ
と
な
ど
奏
し
給
に
」
の
段
の
登
場
人
物
、
帝
・
中
宮
・
伊
周
と
い
う
当
代

最
高
の
人
々
が
存
在
す
る
至
高
の
空
間
、
そ
の
場
に
生
き
生
き
と
や
り
取
り
さ
れ
る
中
国
文
化
と
い
う
教
養
、
そ
し
て
そ
の
す
べ
て
は
宮
中
に
の
み
流

れ
る
特
殊
な
時
刻
制
度
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
、
一
層
輝
き
を
増
す
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
実
は
こ
の
論
考
の
論
証
の

た
め
に
平
安
朝
期
の
作
品
『
竹
取
物
語
』
『
伊
勢
物
語
』
『
大
和
物
語
』
『
宇
津
保
物
語
』
『
蜻
蛉
日
記
』
『
紫
式
部
日
記
』
『
更
級
日
記
』
『
源
氏
物
語
』

『
栄
華
物
語
』
『
大
鏡
』
『
狭
衣
物
語
』
の
十
一
作
品
中
に
現
わ
れ
る
、
全
一
四
五
例
の
時
刻
に
関
す
る
記
述
を
調
査
し
、
そ
れ
が
定
時
法
と
不
定
時
法

の
ど
ち
ら
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を
分
析
を
し
て
み
た
。
そ
の
調
査
内
容
に
つ
い
て
は
紙
数
が
あ
ま
り
に
膨
大
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
詳
細
に
つ

い
て
は
機
会
を
改
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
た
だ
そ
の
調
査
の
過
程
で
、
『
源
氏
物
語
』
に
あ
る
十
五
例
の
時
刻
に
関
す
る
記
述
は
な
か
な
か
興
味
深

い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
そ
の
十
五
例
が
ほ
と
ん
ど
宮
中
・
六
条
院
・
須
磨
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
定
時
法
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
区

別
さ
れ
る
「
空
間
」
が
は
っ
き
り
と
限
定
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
特
に
印
象
的
な
例
が
あ
り
、
そ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
の
次
の
一
節
で
あ
る
。
場
面
は

「
夕
顔
」
巻
で
光
源
氏
が
物
の
怪
に
襲
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
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こ
の
か
う
申
す
物
は
、
滝
口
な
り
け
れ
ば
、
弓
弦
い
と
つ
き
ぐ
し
く
打
ち
鳴
ら
し
て
、
「
火
あ
や
ふ
し
」
と
言
う
く
預
り
が
曹
司
の
方
に
往

ぬ
な
り
。
内
を
お
ぼ
し
や
り
て
、
名
対
面
は
過
ぎ
ぬ
ら
ん
、
滝
口
の
宿
直
申
し
い
ま
こ
そ
、
と
お
し
は
か
り
給
は
、
ま
だ
い
た
う
更
け
ぬ
に
こ
そ

は
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
井
貞
和
校
注
　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』
一
「
夕
顔
」
一
二
一
二
頁
）

源
氏
が
「
な
に
が
し
の
院
」
に
夕
顔
を
伴
い
、
物
の
怪
に
襲
わ
れ
心
細
く
な
っ
て
宮
中
を
想
起
す
る
場
面
で
あ
る
。
源
氏
は
特
殊
な
時
間
に
よ
っ
て
規

律
あ
る
運
営
が
行
わ
れ
る
宮
中
と
、
大
ま
か
な
非
文
化
的
な
時
間
の
流
れ
の
中
に
身
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
な
に
が
し
の
院
」
と
い
う
異
な
る

「
時
空
」
を
す
る
ど
く
認
識
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
作
者
の
意
識
は
、
不
定
時
法
の
な
か
で
こ
そ
魑
魅
魍
魎
の
蹟
雇
す
る
空
間
が
存
在
し
、
そ
こ
で

は
霊
が
力
を
持
つ
こ
と
が
可
能
な
エ
リ
ア
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
六
条
近
辺
に
あ
る
「
な
に
が
し
の
院
」
と
い
う
、
宮
中
の
威
光
（
定
時

法
）
の
及
ば
ぬ
場
に
孤
立
し
た
源
氏
は
、
制
度
的
な
時
刻
制
度
が
実
効
支
配
す
る
空
間
を
激
し
く
渇
望
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
思
想
こ
そ
『
枕
草

子
』
の
根
底
に
流
れ
る
時
間
感
覚
と
同
質
か
そ
れ
以
上
に
精
選
さ
れ
た
感
覚
と
い
え
よ
う
。
清
少
納
言
の
描
き
た
か
っ
た
も
の
は
、
目
に
は
見
え
な
い



な
が
ら
明
ら
か
に
時
間
の
恩
寵
に
浴
す
る
優
越
感
で
あ
っ
た
。
『
源
氏
物
語
』
に
内
在
す
る
時
間
の
観
念
と
『
枕
草
子
』
に
描
き
出
さ
れ
る
時
間
の
観

念
に
両
者
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
時
間
に
よ
っ
て
裁
然
と
仕
切
ら
れ
る
貴
の
世
界
と
、
お
お
ま
か
な
感
覚
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

俗
の
世
界
と
を
は
っ
き
り
区
別
す
る
感
覚
で
あ
る
。
た
だ
し
清
少
納
言
は
そ
れ
が
中
関
白
家
の
人
々
と
自
分
が
共
有
で
き
る
至
福
の
感
覚
で
あ
り
、
一

般
の
人
々
に
対
す
る
優
越
感
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
一
方
紫
式
部
に
と
っ
て
は
理
知
的
で
合
理
的
な
世
界
の
証
し
と
し
て
こ
の
時
間
感
覚
を
捉
え
て
い

た
よ
う
に
思
え
る
。
こ
れ
は
両
者
の
立
つ
環
境
や
資
質
が
そ
う
い
う
違
い
を
生
み
だ
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
平
安
朝
の
作
品
群
を
時
間

の
観
点
か
ら
捉
え
な
お
す
と
、
作
品
の
内
容
に
大
き
く
関
係
し
な
が
ら
定
時
法
・
不
定
時
法
が
そ
の
時
々
で
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
る
。
し
か
し
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
中
世
に
入
る
と
定
時
法
は
宮
廷
世
界
か
ら
消
滅
し
て
い
く
。
こ
れ
は
測
時
器
機
の
維
持
が
こ
と
の
ほ
か
困
難
で

あ
っ
た
こ
と
が
原
因
だ
と
も
い
わ
れ
る
が
、
中
世
と
い
う
時
代
を
考
え
る
上
で
不
定
時
法
を
の
み
を
採
用
し
た
こ
と
が
人
々
の
内
面
世
界
に
も
影
響
を

与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

　
現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
同
一
の
時
間
の
中
で
生
を
送
り
そ
れ
を
当
然
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
が
原
因
で
平
安
時
代
の
人
々
が
意
識
し
て
い
た
時

間
の
二
重
性
に
つ
い
て
見
落
と
し
が
ち
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
枕
草
子
』
や
『
源
氏
物
語
』
以
外
に
も
時
刻
制
度
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
な

影
響
を
与
え
て
い
た
の
か
、
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
今
回
は
一
応
こ
こ
ま
で
で
こ
の
小
論
を
終
え
る
こ
と
に
す
る
。
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