
(5)

心
情

表

現

と
衣

裳

の
記
述

―
―
物
語

『夜
の
寝
覚
』
原
作
と
改
作
対
比
し
て
―
―

平
安
後
期
の
時
代
に
成
立
し
た
物
語

『夜
の
寝
覚
』
は
、
鎌
倉
時
代
末
期
も
し
く
は
室
町
初
期

に
な

っ
て
、
そ
の
改
作
本
を
見
る
に
至

っ
た
。
改
作
本
の
改
作
態
度
を
検
討
す
る
と
き
、
主
題
の

変
更

・
系
図
的
改
変
の
問
題
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
こ
に
は

一
般
的
に
見
ら
れ
る
原
作
本
の
簡

略
化

・
平
易
化
と
い
っ
た
現
象
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
複
雑
な
心
情
表
現
や
衣
裳
描
写
に
対
す
る

簡
略
化
及
び
省
略
に
つ
い
て
、
両
本
を
逐

一
対
照
し
な
が
ら
考
察
す
る
。
原
作
本
の
本
文
は
日
本

古
典
文
学
大
系
本
を
用
い
、
改
作
本
は
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
本
を
用
い
た
、
例
文
に
つ
い
て
は
上

段
に
原
作
本
、
下
段
に
は
該
当
す
る
部
分
の
改
作
本
を
掲
げ
る
。
傍
線
は
筆
者
の
附
し
た
も
の
で

あ
る
。

第

一
章
　

心ヽ
情
表
現

の
簡
略
化
と
省
略

ま
ず
複
雑
な
心
情
表
現
の
簡
略
化
及
び
省
略
に
つ
い
て
、
そ
の
例
を
挙
げ
ま
す
。
出
産
を
控
え

た
中
の
君
の
衰
弱
し
た
様
子
と
描
い
た
部
分
で
あ
る
が
。

①
あ
た
ら
し
く
惜
し
げ
な
る
さ
ま
は
、
鬼

神
、
武
士
と
い
ふ
と
も
、
涙
お
と
さ
ぬ

翁
改
作
本

・
巻

一
し

は
あ
る
ま
じ
き
を
、
ま
い
て
夢
の
や
う

に
て
、
た

ゞ
ひ
と
目
ほ
の
め
き
よ
り

て
、
月
比
を
経
て
、
か
ぎ
り
な
く
思
ひ

し
め
て
恋
ひ
思
す
中
の
、
か

ゝ
る
折
を

し
も
見
奉
り
給
御
心
地
、
な
の
め
な
ら

言己
載
な
し

ん
や
は
。
翁
原
作
本
・巻
二
」
〓
一五
頁
）

「
こ
の
ま
ま
死
な
せ
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
ま
こ
と
に
惜
し
い
中
の
君
の
ご
様
子
は
、

鬼
神
や
武
士
と
い
え
ど
も
、
同
情
の
涙
を
流
さ
な
い
者
は
な
い
だ
ろ
う
。」
下
段
に
は
該
当
す
る

部
分
が
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
見
舞
い
に
来
た
大
納
言
の
哀
切
な
心
情
表
現
の
部
分
が
、
改
作
本

で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。

引
き
続
き
、
中
の
君
を
か
き
く
ど
く
大
納
言
の
言
葉
部
分
で
あ
る
が
。

み
じ
き
契
は
お
は
し
け
る
。
も
の
覚
え
　
　
き
た
ち
と
ま
り
て
あ
る
べ
き
に
も
侍
ら
ず
。

て
の
ち
、
め
ぐ
ら
ひ
侍
に
、
心
に
の
こ
　
　
よ
し
、
た
れ
も
見
き

ゝ
給

へ
。
は
か
な
き
よ

る
事
も
な
く
、
思
な
や
む
事
な
か
り
　
　
を
、
と
て
も
か
く
て
も
侍
り
な
ん
。
た
づ
ね

つ
。
い
か
な
る
契
に
か
あ
り
け
む
、
ひ
　
　
き

ゝ
い
だ
し
て
の
ち
、
な
に
と
て
つ
ゝ
み

と
目
見
奉
り
て
し
の
ち
、
心
魂
も
し
づ
　
　
は
ゞ
か
り
す
ご
し
つ
ら
ん
。
心
の
ま

ゝ
に
こ

ま
る
と
き
な
く
、
夜
は
、
つ
ゆ
ま
ど
ろ
　
　
そ
、
い
て
か
く
し

つ
べ
か
り
け
れ
」
。
翁
改

む
時
な
く
な
げ
き
明
か
し
、
昼
は
、
ひ
　
　
作
本

・
巻

〓

〓
五
六
頁
）

ぐ
ら
し
思
ひ
く
ら
す
よ
り
ほ
か
の
事
も

お
ぼ
え
ざ
り

つ
る
に
、
終
に
例
の
さ
ま

に
て
、
い
ま
ひ
と
た
び
対
面
せ
で
わ
か

れ
奉
り
な
ば
、
か
た
と
き
、
た
ち
後
れ

て
あ
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。
よ
し
、
人

も
見
聞
き
給

へ
。
わ
れ
も
人
も
、
は
か

②

い
|

か

く
て
い

か
に
も
な
り
給
な
|ゴ

か
た
と

力]`
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な
か
り
け
る
世
を
、
た
づ
ね
聞
き
奉
り

て
も
、
あ
ぢ
き
な
く
人
目
を
つ
ゝ
み
は

か
り
て
、
な
ど
て
す
ご
し
つ
ら
む
。
心

の
ま

ゝ
に
乱
れ
た
ち
て
こ
そ
、
い
づ
く

へ
も
率
て
奉
る
べ
か
り
け
れ
」
。
（「原

作
本

・
巻
二
」

一
二
六
頁
）

「わ
が
君
よ
、
ど
う
し
て
こ
う

つ
ら
く
悲
し
い
ご
縁
で
い
ら

っ
し
ゃ
る
の
か
。
私
は
、
物
心

つ
い

て
後
、
世
を
過
し
て
来
た
今
日
ま
で
、
何

一
つ
心
残
り
な
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
思
い
悩
む
こ
と
も

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
な
た
に

一
日
お
目
に
か
か

っ
て
以
来
、
心
も
魂
も
休
ま
る
時
が
な
く
、

夜
は
、　
一
睡
と
て
す
る
時
な
く
嘆
き
明
か
し
、
昼
は
、
日
が
な

一
日
あ
な
た
の
こ
と
を
思
い
暮
ら

す
こ
と
以
外
に
、
ほ
か
の
事
は
考
え
も
し
な
か

っ
た
の
に
。
」
最
初
の
縁
を
結
ん
で
以
来
、
こ
れ

ま
で
大
納
言
が
ど
れ
ほ
ど
思
い
悩
ん
で
き
た
か
、
そ
の
心
中
の
苦
し
み
を
こ
ま
や
か
に
述
べ
る
個

所
だ
が
、
そ
の
前
半
部
分

（傍
線
の
個
所
）
が
改
作
本
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。

引
き
続
き
、
関
白
邸
で
成
長
す
る
石
山
の
姫
君
に
対
す
る
大
納
言
北
の
方
の
嫉
妬
、
そ
れ
に
対

す
る
大
納
言
の
反
発
す
る
心
中
を
描
く
個
所
で
あ
る
が
。

③
あ
な
た
う
ち
見
や
ら
れ
て
、
ま
づ
物
ぞ
　
　
記
載
な
し
。
（「改
作
本

・
巻

圧
）

あ
は
れ
な
る
。
か
く
の
み
や
す
げ
な
く

思
し
う
ら
み
た
る
気
色
な
れ
ど
、
「
な

ど
か
く
お
ぼ
す
べ
き
。
あ
ま
た
か

ゝ
づ

ら
ひ
通
ふ
は
、
世
の
つ
ね
の
男
の
、
さ

る
な
を
ノ
ヽ
し
き
際
こ
そ
、
か

ゝ
る
筋

を
か
く
思
な
れ
、
ふ
さ
は
し
か
ら
ず
」

な
ど
思
せ
ば
。
年
原
作
本

・
巻
二
」

一
四

八
頁
）

石
山
の
姫
君
が
大
納
言
の
両
親
の
も
と
に
引
き
取
ら
れ
る
と
、
彼
の
気
持
ち
は
ど
う
し
よ
う
も
な

く
ヒ
ロ
イ
ン
中
の
君
に
向
け
ら
れ
、
ま
た
初
孫
を
得
た
関
白
家
の
喜
び
も
大
き
く
、
五
十
日
の
祝

宴
が
盛
大
に
催
さ
れ
る
。
妻
の
大
君
と
し
て
は
、
今
ま
で
も
夫
の
様
子
に
不
安
を
拭

い
き
れ
な
か

っ
た
の
が
、
い
よ
い
よ
疑
心
が
募
り
、
身
の
宿
世
の
つ
ら
さ
へ
の
嘆
き
と
な
り
、
夫

へ
の
態
度
も

お
の
ず
か
ら
す
げ
な
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
大
納
言
は
、
弁
解
か
た
が
た
の

慰
め
の
言
葉
を
繰
り
返
す
が
、
内
心
で
は
、

「ど
う
し
て
そ
う
お
考
え
な
の
だ
ろ
う
。
何
人
も
の
女
に
関
係
し
て
通
う
の
は
、
男
な
ら

世
間
普
通
の
こ
と
、
身
分
の
低
い
女
た
ち
こ
そ
こ
う
し
た
筋
の
こ
と
を
嫉
妬
す
る
も
の
な
の

だ
。
大
君
の
ご
身
分
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
」

と
、
相
手
を
非
難
し
て
、
自
分
の
行
動
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
た
大
納
言
の
心
理
分

析
に
重
要
な
個
所
が
改
作
本
で
は
完
全
に
省
略
さ
れ
て
い
る
。

引
き
続
き
、
中
の
君
の
心
根
を
讃
え
る
大
納
言
が
、
妻
大
君
を
手
厳
し
く
批
判
す
る
長
文
の
個

所
で
あ
る
が
。

④

「女

は
、
見

な

れ
ぬ
か
ぎ

り

こ
そ
あ

れ
、

い
ふ
か
ひ
な
く
な
り
ぬ
れ
ば
、

い

か
ゞ
は
せ
ん
に
思
な
り
、
あ
る
ま
じ
く

便
な
き

こ
と
に
て
も
、
し
の
び
て
心
を

か
は
す
、
み
な
世

の

つ
ね

の
こ
と
な

り
。
さ
れ
ど
、
わ
が
た
づ
ね
出
で
た
り

し
に
、
も

て
隠
さ
む
か
た
な
く
、
わ
り

な
か
り
け
る
に
し
の
び
か
ね
、
姫
君
の

御
事
ば
か
り
こ
そ
言
ひ
し
ら
せ
、
ゆ
づ

り
と
ら
せ
た
れ
、
そ
の
程
ば
か
り

の
言

の
葉
、
か
よ
ふ
こ
と
に
て
あ
り
け
む
。

そ
れ
よ
り
ほ
か
の
世
の
つ
ね
の
筋
は
、

さ
り
ぬ
べ
き
お
り
／
ヽ
、
も

の
情
な
く

も
て
な
し
、
か
け
は
な
れ
て
の
み
こ
そ

あ
れ
。
う

つ
た
え
に
、
わ
れ
を

『見
ず

聞

か

じ
』
と

は
、
よ

も

思

は

じ

を

『た
ゞ
、
か
く
え
さ
ら
ず
、
聞
き
に
く

「わ
が
心
の
、
あ
ま
り
に
人
に
に
ず
し

て
、
こ

ゝ
ろ
ざ
し
に
ま
か
せ
て

一
す
ぢ

に
み
だ
れ
な
ば
、
を
ん
な
の
御
た
め
い

と
ふ
び
ん
な
り
。
よ
に
と
か
く
い
ふ
と

も
、
お
ほ
と
の
は
、
と
が
に
お
ぼ
す
べ

き
に
あ
ら
ず
。
子
あ
る
か
た
に
こ
そ
つ

き
給
べ
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
の
な
さ
け

の
ゆ
へ
に
、
こ

ゝ
ろ
か
ら
か

ヽ
る
事
を

も
き
く
ぞ
」
と
お
ぼ
し

つ
ゞ
け
て
。

翁
改
作
本

。
巻

一
」
三
七

一
頁
）
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き
筋
を
い
み
じ
く
は
ゞ
か
り
、
つ
ゝ
む

に
こ
そ
あ
め
れ
』
と
思

へ
ば
、
げ
に
つ

ら
か
り
け
る
契
の
ほ
ど
を
、
お
な
じ
く

は
ひ
と
筋
な
ら
ざ
り
け
る
を
う
ら
み

つ
ゝ
も
、
堪
え
が
た
く
、
し
づ
め
が
た

き
心
を
、
あ
な
が
ち
に
思
ひ
け
ち
、
も

て
し
づ
め
て
、
人
目
や
す
き
ほ
ど
に
、

な
だ
ら
か
に
も
て
な
し
て
こ
そ
、
我
も

し
の
び
す
ぐ
せ
。
言
ひ
の
ゝ
じ
る
ば
か

り
の
ふ
し
や
は
あ
る
。
わ
が
忍
び
あ
ま

る
寝
覚

の
お
り
／
ヽ
の
気
色
ば
か
り

は
、
『
さ
な

め
り
』
と
心
得

給

ふ
と

も
、
な
だ
ら
か
に
も
て
け
ち
て
、
人
目

の
た
め
に
も
、
聞
き
に
く
か
る
べ
き
こ

と
は
制
し
聞
き
い
れ
給
は
で
、
し
の
び

て
我
を
う
ら
み
給
は
む
こ
そ
、
世
の
つ

ね
の
事
な
れ
。
男
な
ら
ん
か
ら
に
、
聞

き
に
く
き
名
を
、
は
ゞ
か
ら
ぬ
様
や
あ

る
。
あ
き
た
く
、
心
憂
げ

に
も
言
ひ

の
ゝ
し
り
た
る
、
か
く
め
づ
ら
か
に
も

あ
る
か
な
。
我
な
れ
ば
こ
そ
、
い
と
あ

な
が
ち
に
思
し
の
び
て
、
人
し
れ
ぬ
心

を
も
く
だ
け
、
お
も
ひ
の
ま

ゝ
な
ら
む

人
は
、
か
く
も
し
の
ぶ
ま
じ
き
を
、
え

絶
ゆ
ま
じ
き
契
も
あ
る
を
、
も
て
出
で

て
た
づ
ね
よ
り
、
た
ゞ
あ
ら
は
し
に
あ

ら
は
れ
ま
し
か
ば
、
い
か

ゞ
は
せ
ま

し
。
こ
の
御
身
こ
そ
い
と
を
し
く
、
中

空
に
な
ら
ま
し
か
。
か
し
こ
き
人
も
、

女
の
す
ぢ
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
世
の
も
ど

き
た
ど
り
思
は
ず
。
大
殿
も
、
か
く
聞

き
給
ひ
て
は
、
『子
あ
る
宿
世
こ
そ
』

と
て
、
い
か
ば
か
り
か
、
も
て
さ
は
ぎ

給
は
ま
し
。
あ
な
が
ち
に
、
『あ
し
き

こ
と
』
と
も
、
よ
も
制
す
る
人
も
あ
る

ま
じ
け
れ
ど
、
げ
に
た
ゞ
見
そ
め
し
あ

り
さ
ま
、
ゆ
く
り
な
く
、
あ
は
つ
け
き

や
う
な
れ
ば
、
そ
の
も
と
の
心
を
し
の

び

つ

ゝ
、
女
方

の
、
い
み
じ
く
怖
ぢ

は
ゞ
か
り
給
て
あ
と
を
絶
つ
に
、
わ
れ

も
く
る
し
く
お
ぼ
え
て
、
あ
な
が
ち
に

忍
び
す
ぐ
す
こ
そ
、
我
な
が
ら
、
あ
り

が
た
き
こ
と
な
れ
。
か
く
し
の
び
ノ
ヽ

の
は
て
、
あ
の
御
た
め
こ
そ
、
一面
ひ
ノ
ヽ

て
は
、
あ
ぢ
き
な
け
れ
、
こ
の
御
身

は
、
な
ぞ
憂
は
し
き
ふ
し
な
る
ぞ
。
わ

れ
も
人
も
、
い
み
じ
く
所
を
置
き
て
、

つ
ゝ
み
は
ゞ
か
る
、
本
意
な
く
」
と
思

し
つ
ゞ
け
て
。
翁
原
作
本

ｏ
巻
一
正
　
一
五

九
頁
）

「
一
度
関
係
を
持
て
ば
、
道
に
は
ず
れ
た
恋
で
も
、
男
と
交
際
を
続
け
る
の
が
世
間

一
般
の
女

だ
と
い
う
の
に
、
つ
れ
な
く
振
舞
う
中
の
君
だ
が
、
私
も
見
苦
し
く
な
く
思
い
し
つ
め
て
我
慢
し

な
が
ら
過
し
て
い
る
。
あ
ま
り
に
大
君
が
い
い
騒
ぐ
の
な
ら
ば
、
す
べ
て
を
明
る
み
に
出
し
て
し

ま
お
う
か
。
父
関
白
も
子
の
生
ま
れ
た
縁
こ
そ
大
切
に
な
さ
る
だ
ろ
う
。」
と
、
大
君
を
批
判
す

る
大
納
言
だ
が
、
そ
の
内
容
は
巧
み
な
自
己
弁
護
と
も
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
こ
に
こ

そ
大
納
言
と
い
う
人
物
造
型
に
対
す
る
作
者
の
苦
心
の
跡
が
み
ら
れ
る
の
だ
が
、
改
作
本
で
は
、
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あ
ま
り
に
記
述
が
短
く
、
切
角
の
原
作
の
味
わ
い
が
大
幅
に
減
じ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
四
点
か
ら
も
、
原
作
に
お
け
る
大
納
言
の
人
物
造
型
、
つ
ま
り
中
の
君
と
の
道
な
ら
ぬ

恋
を
正
当
化
す
べ
く
、
ま
た
強
烈
な
嫉
妬
に
身
を
こ
が
す
大
君

へ
の
嫌
悪
感
な
ど
、
微
に
入
り
細

に
入
っ
て
そ
の
心
理
分
析
に
徹
し
よ
う
と
す
る
原
作
者
の
意
図
が
、
改
作
本
で
は
大
き
く
減
殺
さ

れ
、
あ
り
き
た
り
な
平
板
な
描
写
に
変
え
ら
れ
て
し
ま

つ
て
い
る
。
心
理
分
析
の
よ
く
い
き
と
ど

い
た

「女
の

一
生
の
物
語
」
と
い
う
大
前
提
に
立
つ
と
き
、
改
作
本
の
記
述
は
余
り
に
平
凡
な
描

写
に
な

っ
た
。

第

二
章

　
衣
裳
描

写

に
対
す

る
簡

略

化

と
省
略

続
い
て
衣
裳
描
写
の
簡
略
化
及
び
省
略
に
つ
い
て
、
そ
の
例
を
挙
げ
ま
す
。
こ
う
し
た
中
で
も

時
は
流
れ
、
新
春
が
巡

っ
て
来
る
。
華
や
か
な
装
い
を
こ
ら
し
た
家
内

一
同
が
集

っ
て
、
賀
詞
が

交
換
さ
れ
る
が
、
そ
の
場
面
で
衣
裳
の
描
写
が
著
し
く
記
し
た
部
分
で
す
が
。

①
御
帳

・
御
几
帳
、
み
な
紅
梅
の
織
物
に

て
、
女
房
も
、
そ
の
い
ろ
ノ
ヽ
各
か
ず
　
　
御
方
の
し
つ
ら
ひ
。
翁
改
作
本
」
三
四
三
頁
）

し
ら
ず
か
さ
ね
着
て
、
表
衣
も
各
お
な

五
重
襲

の
唐

じ

い
ろ
の
織
物
な
る
、

衣
、
萌
黄
の
三
重
の
裳
、
童
、
掻
練
の

に
、
賑
々
し
く
見
え
た
。
女
房
た
ち
も
、
そ
の
同
じ
紅
梅
襲
の
社
を
濃
い
色
薄
い
色
お
の
お
の
数

知
ら
ず
重
ね
着
し
て
、
表
着
も
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
色
の
織
物
で
、
五
重
襲
の
唐
衣
、
萌
黄
色
の
三
重

の
裳
を
つ
け
て
晴
姿
、
童
は
、
掻
練
の
相
に
、
紅
梅
の
織
物
の
五
重
の
汗
杉
、
萌
黄
色
の
織
物
の

上
袴
と
い
う
衣
装
で
、
何
の
屈
託
も
な
く
楽
し
げ
に
振
る
舞

っ
て
い
る
の
も
、
一麗
々
し
さ
を
写
し

た
も
の
で
あ
る
。
改
作
本
で
は
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
と
て
も
惜
し
い
で
す
。

②
女
房
た
ち
、
童
の
、
色
ど
も
も
と

ゝ
の
　
　
女
房
た
ち
も
何
も
う
れ
し
さ
に
か
。
翁
改
作

は
ず
、
紅
梅

・
梅

・
柳

ｏ
桜

・
山
吹

・
　

本
」
一一面
一一一頁
）

薄
色

・
蘇
芳

・
紅
な
ど
を
う
ち
ま
ぜ
て

ひ
と
色
づ

ゝ
、
裳

ｏ
唐
衣
と
こ
ろ
ハ
ヽ

を
か
し
う
仕
立
て
て
、
あ
ま
た
参
り
た

れ
ど
、
か
く
の
み
お
は
し
ま
す
御
あ
り

さ
ま
な
れ
ば
、
け
ふ
と
て
も
心
地
よ
げ

な
ら
ず
。
翁
原
作
本
」
八
九
頁
）

原
作
本
は
、
中
の
君
の
御
方
で
は
、
女
房
や
童
が
、
衣
装
の
色
も
揃
わ
ず
、
紅
梅
、
梅
、
柳
、

桜
、
山
吹
、
薄
色
、
蘇
芳
、
紅
な
ど
を
取
り
交
ぜ
て
、　
一
色
ず

つ
、
裳
、
唐
衣
な
ど

一
人

一
人
気

の
き

い
た
さ
ま
に
装

っ
て
、
大
勢
集

っ
て
は
い
た
が
。
改
作
本
で
は
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
以

上
の
二
つ
例
を
比
較
す
る
と
、
物
語
は
第
五
年
に
入
る
。
中
の
君
十
七
歳
、
大
君
二
十
二
歳
。
め

で
た
き
婿
君
を
得
て
明
る
く
。
賑
わ
う
大
君
の
周
辺
、
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
姫
君
の
病
臥
に
閑
散

と
静
ま
り
か
え
る
中
の
君
側
。
大
君
方
が
新
春
ら
し
く
衣
装
や
調
度
の
色
を
揃
え
て
装

っ
て
い
る

の
に
、
中
の
君
方
は
女
房
や
童
の
装
束
が
、
春
の
色
で
は
あ
る
が
不
揃
い
で
あ
る
な
ど
、
対
照
的

に
描
か
れ
て
い
る
。

③
紅
の
御
衣
八
ば
か
り
、
か
げ
見
ゆ
ば
か

り
な
る
う

へ
に
、
桜

の
五
重
な
る
御

衣
、
萌
黄
の
小
社
、
物
よ
り
こ
と
に
け

高
く
、
あ
て
に
、
き
よ
げ
に
、
御
髪
、

い
ろ
な
る
か
た
に
よ
り
て
、
こ
ま
ハ
ヽ

と
さ
は
ら
か
に
清
ら
に
て
、
社
の
裾
に

ゆ
る
ノ
ヽ
と
お
は
す
。
で
」
れ
こ
そ
は
、

紅
梅
の
織
物
の
五
重
の
汗
杉
、

萌
黄
の
織
物
の
上
の
袴
、
思
ふ
こ
と
な

く
心
地
よ
げ
に
も
て
な
す
も
、
こ
と
は

り
な
り
。
か
ぎ
り
な
く
か
し
づ
き
た
て

ら
れ
て
出
で
給
ふ
男
君
の
め
で
た
き
、

き
よ
げ
な
る
に
ほ
ひ
、
も
の
思
ひ
わ
す

れ
、
老
も
し
ぞ
く
ば
か
り
な
る
を
、
大

臣
君
も

「見
る
か
ひ
あ
り
。
う
れ
し
」

と
、
見
奉
り
給
ふ
。
（「原
作
本
」
八
八
頁
）

原
作
本
は
、
正
月

一
日
に
、
中
納
言
の
御
方
で
は
、
内
外
に
人
々
が
寄
り
集
う
て
、
華
や
か

中
な
ご
ん
ど
の
ゝ
う

へ
、
御
す
が
た
あ
り
さ

ま
、
こ
れ
に
す
ぐ
る
人
は
あ
り
が
た
く
見
え

た
ま
ふ
に
。
翁
改
作
本

・
巻

一
」
三
四
三
頁
）
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か
ぎ
り
な
き
人
の
御
さ
ま
な
れ
」
と
、

見
る
に

（
「原
作
本
ｏ巻

一
」
八
九
頁
）

原
作
本
は
、
紅
の
御
衣
を
八
枚
ほ
ど
重
ね
て
輝
く
ば
か
り
の
上
に
、
桜
の
五
重
の
御
衣
、
萌
黄

の
小
社
を
お
召
し
に
な
っ
た
北
の
方
の
姿
は
、
際
立

っ
て
気
高
く
、
薦
た
け
て
、
美
し
く
、
御
髪

は
艶
や
か
な
漆
黒
で
、
毛
筋
は
細
か
く
さ
ら
さ
ら
と
美
し
く
、
社
の
裾
の
方
に
ゆ
っ
た
り
と
か
か

っ
て
い
る
。
改
作
本
で
は
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。

④
姫
君
の
、
床
よ
り
お
り
て
、
ひ
き

つ
く
　
　
お
と

ゝ
君
の
さ
ば
か
り
し
づ
み
て
、
を
や
せ

ろ
ふ
と
も
な
く
う
ち
と
け
て
、
御
衣
ば
　
　
た
ま

へ
る
が
、
ひ
き
も

つ
く
ろ
い
給
は
ぬ

か
り
奉
り
か
へ
た
る
、
紅
梅
の
八
つ
ば
　
　
は
、
い
ひ
く
ら
ぶ
べ
く
も
な
く
。
翁
改
作
本

か
り
、
萌
黄
の
小
社
、
袖
口

ｏ
裾
の
つ
　
　
・
巻

〓

〓
函
三
頁
）

ま
ま
で
、
た
を
ノ
ヽ
と
な
ま
め
か
し
く

着
な
し
給
て
、
は
な
ハ
ヽ
と
に
ほ
ひ
み

ち
た
り
し
御
か
た
ち
の
か
は
る
ま
で
、

面
や
せ
給
に
た
れ
ば
。
あ
て
に
、
心
ぐ

る
し
げ
な
る
を
。
翁
原
作
本

・
巻

〓

八

九
頁
）

原
作
本
は
、
紅
梅
襲
の
社
を
八
枚
ほ
ど
に
、
萌
黄
の
小
社
を
、
袖
日
、
裾
の
棲
ま
で
、
た
お
や

か
に
品
よ
く
着
こ
な
さ
れ
て
、
こ
れ
ま
で
で
艶
や
か
に
匂
い
こ
ぼ
れ
る
ば
か
り
で
あ

つ
た
美
し
い

お
顔
が
見
違
え
る
ま
で
に
、
面
痩
せ
て
お
し
ま

い
に
な

っ
た
。
改
作
本
で
は
省
略
さ
れ
て
い
ま

す
。
姉
と
妹

の
対
照
は
、
当
然
そ

の
容
姿

に
及
ぶ
。
大
君
は

「気
高
く
」
「あ

て
に
」
「き
よ

げ
」
、
中
の
君
は

「は
な
ば
な
と
に
ほ
ひ
み
ち
た
り
し
」
平
生
の
美
が
病
苦
に
面
痩
せ
な
が
ら
、

な
お

「あ
て
に
」
「ら
う
た
げ
さ
」
が
添
う
と
し
る
さ
れ
る
。
「
に
ほ
ひ
」
「ら
う
た
さ
」
が
女
主

人
公
の
理
想
美
の
基
本
で
あ
る
。

引
き
続
き
、
大
納
言
が
姫
君
の
引
き
取
り
に
対
す
る
準
備
を
調
え
る
個
所
で
あ
る
。

⑤
姫
君
の
御
む
つ
き

・
御
お
し
く

ゝ
み
な
　
　
ひ
め
君
の
御
ぞ
、
御
ま
も
り
、
御
む
つ
き
に

ど
、
な

べ
て
な
ら
ず
清
げ

に
し
た
て
　
　
い
た
る
ま
で
い
と
な
み
給
ふ
。
せ
う
将
に
、

て
、
薫
物
た
き
じ
め
て
、
姫
君
に
湯
な
　
　
御
を
く
り
に
ま
い
ら
せ
給
ふ
べ
し
と
て
、
い

ど
あ
む
せ
奉
る
。
中
将
君
も
、
人
し
れ
　
　
で
た
つ
。
翁
改
作
本

ｏ
巻

〓

〓
一六
二
頁
）

ず
さ

ゝ
め
き

い
と
な
み
給
。
藤
の
衣
六

ば
か
り
に
、
紅
の
う
ち
た
る
、
青
朽
葉

の
織
物
の
社
、
撫
子
の
唐
衣
、
薄
色
の

裳
、
宿
直
物
に
し
ろ
き
唐
綾
の
社
五
、

女
房
二
人
、
童

一
人
、
下
仕

・
は
し
た

も
の
清
げ
な
る
な
ど
、
め
や
す
き
程
に

し
た
て
て
、
わ
た
し
給
ふ
。
少
将
君
は

御
送
り
に
参
る
。
唐
撫
子
の
衣
五
ば
か

り
、
藤
の
織
物
の
社

・
若
楓
の
唐
衣
、

裳
は
お
な
じ
薄
色
、
扇
な
ど
も
心
あ
る

さ
ま
也
。
中
将
君
用
意
せ
さ
せ
た
り
。

翁
原
作
本

ｏ
巻
二
」

一
三
九
頁
）

原
作
本
は
、
姫
君
の
御
産
着
や
お
く
る
み
な
ど
、
ひ
と
か
た
な
ら
ず
美
し
く
調
え
て
、
香
を
た

き
込
み
、
姫
君
に
お
湯
な
ど
つ
か
わ
せ
る
。
乳
母
の
衣
裳
は
、
藤
襲
の
着
物
六
枚
ば
か
り
に
、
紅

色
の
打

っ
て
艶
を
出
し
た
打
衣
、
青
朽
葉
の
織
物
の
表
着
、
撫
子
の
唐
衣
、
そ
れ
に
薄
紫
の
裳
と

い
う
い
で
た
ち
、
宿
直
用
に
は
白

い
唐
綾
の
社
を
五
枚
用
意
し
、
女
房
二
人
、
童

一
人
、
下
仕

え
、
召
使
の
こ
ぎ
れ
い
な
者
な
ど
、
ま
た
、
少
将

の
君
の
衣
裳
は
唐
撫
子
の
着
物
五
枚
ば
か
り

に
、
藤
の
織
物
の
社
、
若
楓
の
唐
衣
を
つ
け
、
裳
は
乳
母
と
同
じ
薄
紫
で
、
扇
な
ど
も
気
が
き
い

て
い
る
。
衣
裳
の
描
写
が
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
改
作
本
作
者
の
簡
略
化
し
よ
う
と
す

る
意
図
が
見
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
、
原
作
と
改
作
対
照
し
な
が
ら
心
情
表
現
や
衣
裳
描
写
に
対
す
る
簡
略
化
及
び
省
略
に
つ

い
て
考
察
し
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
結
果
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
物
語
に
は
、
全

体
的
に
簡
略
化

ｏ
平
易
化
を
は
か
る
た
め
の
改
変
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
、
こ
と
に
複
雑
な

心
情
表
現
や
衣
裳
描
写
の
削
除

・
圧
縮
は
い
ち
じ
る
し
い
。
ま
た
、
原
作
本
の
悲
恋
物
語
が
改
作

本
で
は
幸
福
な
結
末
を
持
つ
短
い
物
語
へ
と
か
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
こ
う
し
た
傾
向
が
ど
の

よ
う
に
関
連
づ
け
得
る
の
か
、
今
後
さ
ら
に
詳
し
く
分
析
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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注０
　
原
作
本

『夜
の
寝
覚
』
本
文
の
引
用
は
、

一
九
九
六
年
九
月
発
行
。

②
　
改
作
本

『夜
の
寝
覚
』
本
文
の
引
用
は
、

間
書
院
、　
一
九
九
三
年
五
月
発
行
。

鈴
木

一
雄
校
注
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
、

市
古
貞
次
、
三
角
洋

一
校
注
。
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
、
笠


