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晴
彦

に
思
い
を
馳
せ
る
の
だ
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
明
石
入
道
と
い
う
特
異
な
人
物
を
取
り
上
げ
、
そ
の
人

物
像
と
造
型
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
き
た
い
。「
名
門
の
血
の
回
復
の
た
め
、

栄
光
の
座
の
鬼
と
な
っ
て
ゐ
る
人
物（
１
）」
な
ど
と
も
評
さ
れ
る
、
そ
の
強
烈
な

個
性
が
印
象
的
な
入
道
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
か
、
あ
ま
り
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ

こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
物
語
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占

め
る
、
い
わ
ゆ
る
明
石
一
族
の
物
語
は
、
入
道
の
凄
ま
じ
い
情
念
に
発
し
て

い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
源
氏
の
運
命
を
も
大
き
く
突
き
動
か
し
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
決
し
て
脇
役
と
し
て
軽
視
す
べ
き
で
は
な
い
。
し
ば
し
ば
「
ひ
が

も
の
」
と
の
形
容
が
繰
り
返
さ
れ
る
入
道
で
あ
る
が
、
そ
の
性
格
は
複
雑
で

一
筋
縄
に
は
ゆ
か
な
い
。
実
は
、
か
か
る
入
道
の
よ
き
理
解
者
が
、
他
な
ら

ぬ
源
氏
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
明
石
君
や
尼
君
と
の
関
連
で
論

じ
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
―
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
だ
が
―
入
道
を
、
源
氏
と
の

関
わ
り
か
ら
捉
え
直
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
　
　
は
じ
め
に

　

明
石
女
御
が
春
宮
の
第
一
皇
子
を
出
産
し
た
、
と
い
う
朗
報
は
、
明
石
の

地
に
直
ち
に
伝
え
ら
れ
た
。
間
も
な
く
明
石
君
と
尼
君
へ
の
入
道
の
手
紙
が

届
い
た
。
使
者
の
大
徳
に
よ
れ
ば
、
消
息
を
認
め
た
後
、
愛
用
の
琴
と
琵
琶

を
寺
に
奉
納
し
、
身
辺
の
整
理
を
済
ま
せ
た
入
道
は
、
わ
ず
か
の
供
を
連
れ

て
入
山
を
遂
げ
た
の
だ
と
い
う
。

　

娘
に
あ
て
た
手
紙
に
は
、
妻
が
明
石
君
を
懐
妊
し
た
時
に
見
た
夢
を
契
機

と
し
て
、
一
族
の
復
興
に
執
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
が
詳
細
に
綴
ら
れ

て
お
り
、
さ
ら
に
は
極
楽
で
の
再
会
が
約
束
さ
れ
て
あ
っ
た
。
一
方
、
妻
へ

の
手
紙
に
は
、
い
か
に
も
出
家
者
ら
し
く
簡
潔
に
、
や
は
り
来
世
で
の
再
会

を
記
し
て
あ
る
の
だ
っ
た
。
昔
、
入
道
の
見
た
夢
の
内
実
が
こ
こ
で
語
ら
れ

る
に
及
ん
で
、
よ
う
や
く
彼
の
奇
矯
な
言
動
の
根
拠
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

あ
ら
た
め
て
入
道
の
思
慮
深
さ
と
家
族
へ
の
愛
情
を
知
る
に
つ
け
て
も
、
妻

と
娘
は
感
涙
に
む
せ
ぶ
の
で
あ
っ
た
。

　

入
道
の
手
紙
を
眼
に
し
た
光
源
氏
も
ま
た
、
深
い
感
慨
を
抱
か
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
。
入
道
の
身
の
処
し
方
を
称
賛
し
、
か
つ
入
道
と
の
運
命
的
な
絆
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二

　
　
　
　
一

　

入
道
の
存
在
が
初
め
て
話
題
と
な
る
の
は
、
若
紫
巻
に
お
い
て
で
あ
る
。

源
氏
は
、
良
清
か
ら
、
明
石
に
住
む
「
ひ
が
も
の
」
の
入
道
の
噂
を
聞
く
。

良
清
が
入
道
の
消
息
に
明
る
い
の
は
、
播
磨
守
の
子
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

　

か
の
国
の
前
の
守
、
新
発
意
の
娘
か
し
づ
き
た
る
家
い
と
い
た
し
か

し
。
大
臣
の
後
に
て
、
出
で
立
ち
も
す
べ
か
り
け
る
人
の
、
世
の
ひ
が

も
の
に
て
、
ま
じ
ら
ひ
も
せ
ず
、
近
衛
中
将
を
棄
て
て
申
し
賜
れ
け
り

け
る
司
な
れ
ど
、
か
の
国
の
人
に
も
少
し
侮
ら
れ
て
、「
何
を
面
目
に

て
か
、
ま
た
都
に
も
帰
ら
む
」
と
言
ひ
て
頭
も
お
ろ
し
は
べ
り
に
け
る

を
（
中
略
）、
深
き
里
は
人
離
れ
心
す
ご
く
、
若
き
妻
子
の
思
ひ
わ
び

ぬ
べ
き
に
よ
り
、
か
つ
は
心
を
や
れ
る
住
ま
ひ
に
な
む
は
べ
る
。（
中

略
）
京
に
て
こ
そ
所
得
ぬ
や
う
な
り
け
れ
、
そ
こ
ら
遙
か
に
い
か
め
し

う
占
め
て
造
れ
る
さ
ま
、
さ
は
い
へ
ど
、
国
の
司
に
て
し
お
き
け
る
こ

と
な
れ
ば
、
残
り
の
齢
ゆ
た
か
に
経
べ
き
心
が
ま
へ
も
二
な
く
し
た
り

け
り
。
後
の
世
の
勤
め
も
い
と
よ
く
し
て
、
な
か
な
か
法
師
ま
さ
り
し

た
る
人
に
な
む
は
べ
り
け
る
。」	

（
①
二
〇
二
～
二
〇
三
）

既
に
こ
の
時
点
で
、
入
道
の
人
物
像
は
か
な
り
輪
郭
を
鮮
明
に
し
て
い
る
。

大
臣
の
子
息
で
あ
っ
た
彼
は
、
中
将
の
職
を
擲
っ
て
、
受
領
に
身
を
落
と
し
、

播
磨
へ
と
下
っ
た
。
元
来
、「
ひ
が
も
の
」
で
あ
る
彼
は
、
都
で
も
人
づ
き

あ
い
を
好
ま
な
か
っ
た
が
、
任
国
で
も
民
と
の
関
係
が
険
悪
で
あ
る
。
帰
京

し
て
も
人
々
か
ら
軽
蔑
さ
れ
る
だ
け
な
の
で
、
出
家
し
て
土
着
し
て
し
ま
っ

た
。
受
領
と
し
て
貯
え
た
財
に
よ
っ
て
豪
壮
な
邸
を
構
え
、
風
流
な
暮
ら
し

を
し
て
い
る
。
極
楽
往
生
を
め
ざ
し
て
仏
道
修
行
も
怠
り
な
い
と
い
う
。

　

源
氏
の
関
心
は
、
も
ち
ろ
ん
偏
屈
な
入
道
に
は
な
く
、
娘
の
ほ
う
に
向
い

て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
変
人
の
父
に
傅
か
れ
て
い
る
娘
と
は
、
い
か
な
る
も

の
だ
ろ
う
か
。
良
清
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

け
し
う
は
あ
ら
ず
、
容
貌
心
ば
せ
な
ど
は
べ
る
な
り
。
代
々
の
国
の

司
な
ど
、
用
意
こ
と
に
し
て
、
さ
る
心
ば
へ
見
す
な
れ
ど
、
さ
ら
に
う

け
ひ
か
ず
。「
我
が
身
の
か
く
い
た
づ
ら
に
沈
め
る
だ
に
あ
る
を
、
こ

の
人
一
人
に
こ
そ
あ
れ
、
思
ふ
さ
ま
こ
と
な
り
、
も
し
我
に
お
く
れ
て
、

そ
の
心
ざ
し
遂
げ
ず
、
こ
の
思
ひ
お
き
つ
る
宿
世
違
は
ば
、
海
に
入
り

ね
」
と
、
常
に
遺
言
し
お
き
て
は
べ
る
な
り
。

	

（
①
二
〇
三
～
二
〇
四
）

娘
を
め
ぐ
っ
て
、
国
司
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
求
婚
す
る
が
、
父
入
道
は
歯
牙
に

も
か
け
な
い
。
入
道
は
、
も
っ
と
高
貴
な
家
と
の
縁
組
み
を
企
図
し
て
お
り
、

そ
れ
が
果
た
せ
ぬ
な
ら
海
に
身
を
投
げ
よ
、
と
口
癖
の
よ
う
に
娘
に
言
っ

て
い
る
の
だ
と
い
う
。
従
来
、
こ
こ
は
、
明
石
君
の
年
齢
に
関
し
て
不
審
と

さ
れ
て
き
た
箇
所
で
あ
る
。
明
石
巻
の
「
住
吉
の
神
を
頼
み
は
じ
め
た
て
ま

つ
り
て
、
こ
の
十
八
年
に
な
り
は
べ
り
ぬ
」（
②
二
四
五
）
と
い
う
言
葉
を
、

明
石
君
の
年
齢
と
ほ
ぼ
等
し
い
と
考
え
る
と
、
若
紫
巻
で
は
九
歳
ほ
ど
に
な

り
、
国
司
た
ち
か
ら
求
婚
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
不
自
然
に
な
る
。
若
紫

巻
で
十
二
、
三
歳
く
ら
い
と
す
る
考
え
も
あ
る
が
、「
代
々
の
国
の
司
」
か

ら
求
婚
さ
れ
て
い
る
と
い
う
記
述
に
は
な
じ
ま
な
い
。
適
齢
期
に
な
る
前
か
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ら
縁
談
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
矛
盾
は
解
消
さ
れ
る
が
、
や
や
疑
問
は
残
る
。

と
り
あ
え
ず
明
石
君
の
年
齢
を
十
八
～
二
十
三
歳
と
仮
定
し
て
お
け
ば
支
障

あ
る
ま
い
。
そ
も
そ
も
物
語
は
、
明
石
君
の
実
年
齢
に
は
関
心
を
払
っ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
物
語
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
の
は
、
年
立
上
の
整
合
性
を

図
る
こ
と
で
な
く
て
、
若
紫
巻
で
明
石
君
を
登
場
さ
せ
て
お
く
こ
と
だ
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
明
石
君
は
、
紫
上
の
対
と
な
る
べ
き
人
物
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
紫
上
と
い
え
ば
、
娘
を
「
内
裏
に
奉
ら
む
な
ど
か

し
こ
う
い
つ
き
は
べ
り
し
を
、
そ
の
本
意
の
ご
と
く
も
も
の
し
は
べ
ら
で
過

ぎ
」（
①
二
一
二
～
二
一
三
）
て
し
ま
っ
た
故
按
察
使
大
納
言
の
孫
娘
で
あ
っ

た
。
若
紫
巻
で
は
、
二
つ
の
没
落
し
た
「
家
」
の
歴
史
が
語
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
結
節
点
に
位
置
す
る
の
が
光
源
氏
―
彼
自
身
、
故
按
察
使
大
納
言
の
裔

で
あ
っ
た
―
な
の
だ
っ
た
。
結
局
、
紫
上
の
按
察
使
大
納
言
の
「
家
」
の
物

語
は
、
主
題
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
。
な
お
、
明
石
巻
で
の
入
道

の
年
齢
は
「
年
は
六
十
ば
か
り
」（
②
二
三
八
）
と
あ
る
。
明
石
君
の
年
齢

を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
も
、
四
十
歳
前
後
の
、
高
齢
に
な
っ
て
よ
う
や
く
得

た
一
人
娘
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
明
石
君
は
、
神
仏
の
加
護
に
よ
っ

て
生
ま
れ
た
申
し
子
的
な
性
格
が
顕
著
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
入
道
は
、

こ
の
娘
に
一
族
の
命
運
を
託
す
こ
と
を
決
意
し
た
の
だ
っ
た
。

　

良
清
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、
入
道
は
、
大
臣
の
子
で
あ
り
な
が
ら
、
都

で
の
出
世
に
見
切
り
を
つ
け
、
受
領
と
し
て
明
石
に
下
る
こ
と
を
決
意
し
た
。

大
国
で
あ
る
明
石
は
、
農
業
・
漁
業
・
製
塩
・
交
易
な
ど
の
多
角
的
な
経
営

に
よ
っ
て
、
莫
大
な
利
益
の
見
込
め
る
土
地
で
あ
っ
た（
２
）。
名
門
の
子
息
が
受

領
に
身
を
落
と
す
こ
と
は
、
周
囲
の
蔑
視
も
あ
り
、
耐
え
難
い
屈
辱
で
あ
ろ

う
が
、
入
道
は
、
名
誉
を
棄
て
て
実
を
取
る
の
で
あ
る
。
入
道
の
か
か
る
決

意
が
、
き
わ
め
て
現
実
的
な
判
断
に
基
づ
く
と
は
い
え
、
異
例
で
あ
る
こ
と

は
、
当
時
の
貴
族
社
会
の
現
実
に
照
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。『
河
海
抄
』

は
、
左
中
将
か
ら
陸
奥
守
に
転
じ
た
藤
原
実
方
を
入
道
の
准
拠
と
し
て
掲
げ

て
い
る
（
ち
な
み
に
『
岷
江
入
楚
』
は
、
藤
原
山
蔭
の
例
を
挙
げ
る
が
、
中

将
か
ら
備
前
守
に
転
じ
た
と
す
る
の
は
誤
り
で
、
准
拠
と
は
認
め
ら
れ
な
い

と
す
る
阿
部
秋
生
氏
の
説（
３
）が
あ
る
）
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
希
有
な
例
と
い

う
し
か
あ
る
ま
い
。

　

物
語
に
眼
を
転
じ
る
と
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
い
わ
ゆ
る
三
奇
人
の
一
人
、

三
春
高
基
の
例
が
あ
る
。
高
基
は
素
性
卑
し
い
女
を
母
と
す
る
皇
子
で
あ
っ

た
が
、
若
い
頃
か
ら
諸
国
の
受
領
を
歴
任
し
、
そ
の
徹
底
し
た
倹
約
と
、
苛

斂
誅
求
と
に
よ
っ
て
膨
大
な
財
を
な
し
、
近
衛
中
将
・
中
納
言
、
さ
ら
に
は

大
臣
に
ま
で
昇
り
詰
め
た
。「
一
国
を
治
む
る
に
、
公
事
全
く
な
し
て
、
私

物
数
多
く
貯
ふ
」「
京
の
う
ち
に
謗
り
笑
ふ
こ
と
限
り
な
し
。
そ
れ
を
知
ら

ず
顔
に
て
、
交
じ
ら
ひ
た
ま
ふ
。
御
心
の
か
し
こ
く
、
政
を
さ
し
く
て
、
荒

る
る
軍
、
獣
も
こ
の
ぬ
し
に
は
静
ま
り
ぬ
。
さ
る
に
よ
り
て
な
む
、
朝
廷
も

捨
て
た
ま
は
ざ
り
け
る
」（
藤
原
の
君
・
八
五
～
八
六
）
な
ど
と
、
誇
張
を

加
え
な
が
ら
、
受
領
層
の
生
態
が
活
写
さ
れ
て
い
る
。

　

お
と
ど
、「
朝
廷
に
仕
う
ま
つ
れ
ば
こ
そ
、
人
の
な
き
も
苦
し
け
れ
。

畑
を
作
り
て
、
一
人
二
人
の
下
衆
を
使
ひ
て
あ
ら
む
」
と
て
、
位
を
返

し
奉
り
た
ま
ひ
、
例
な
き
こ
と
の
た
ま
ふ
、「
つ
き
な
き
身
に
て
、
高
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四

き
位
用
ゐ
る
べ
か
ら
ず
。
山
賤
ら
を
従
へ
て
、
田
畑
を
作
ら
む
。
こ
の

位
を
返
し
奉
り
て
、
人
国
一
つ
を
賜
ら
む
」
と
申
す
。「
さ
も
言
は
れ

た
り
」
と
て
、
大
臣
の
位
を
と
ど
め
ら
れ
て
、
美
濃
国
を
賜
ひ
つ
。	

	
	

（
同
・
八
九
）

高
基
の
吝
嗇
ぶ
り
は
常
軌
を
逸
し
て
お
り
、
大
臣
の
職
を
擲
っ
て
、
受
領
へ

と
転
じ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
「
例
な
き
こ
と
」
で
あ
る
。
物
語
史
に
お

い
て
、
入
道
の
先
蹤
が
も
う
一
人
い
る
。
同
じ
く
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
秘
琴

の
一
族
の
祖
、
清
原
俊
蔭
で
あ
る
。
長
年
に
わ
た
る
異
国
で
の
漂
流
か
ら
帰

国
し
た
俊
蔭
は
、
時
の
帝
と
衝
突
し
、
宮
仕
え
を
辞
し
た
。
世
間
と
の
一
切

の
交
わ
り
を
絶
ち
、
ひ
た
す
ら
娘
へ
の
秘
琴
伝
授
に
専
念
す
る
の
だ
っ
た
。

「
娘
は
、
天
道
に
任
せ
奉
る
。
天
の
掟
あ
ら
ば
、
国
母
・
夫
人
と
も
な
れ
。

掟
な
く
は
山
賤
・
民
の
子
と
も
な
れ
」（
俊
蔭
・
二
二
）
と
、
帝
や
春
宮
を

は
じ
め
と
す
る
人
々
の
求
婚
を
厳
し
く
退
け
る
の
で
あ
っ
た
。
妻
を
亡
く
し

た
、
そ
の
失
意
の
せ
い
で
あ
ろ
う
か
、
病
を
得
た
俊
蔭
は
、
娘
に
遺
言
を
託

す
。　

「
我
、
あ
り
つ
る
世
に
は
、
我
が
子
に
高
き
交
じ
ら
ひ
も
せ
さ
せ
む

と
思
ひ
つ
れ
ど
も
、
若
く
て
は
知
ら
ぬ
国
に
渡
り
、
こ
の
国
に
帰
り
来

て
も
、
朝
廷
に
も
適
ひ
仕
う
ま
つ
ら
で
ほ
ど
経
に
け
れ
ば
、
貧
し
く
て
、

我
が
子
の
行
く
先
の
掟
せ
ず
な
り
ぬ
。
天
道
に
任
せ
奉
る
。
我
が
領
ず

る
荘
々
は
た
多
か
れ
ど
、
誰
か
は
言
ひ
分
く
人
あ
ら
む
。
あ
り
と
も
、

誰
か
言
ひ
ま
つ
は
し
知
ら
せ
む
。
た
だ
し
、
命
の
後
、
女
子
の
た
め
に

気
近
き
宝
と
な
ら
む
物
を
奉
ら
む
。」　	

（
同
・
二
二
）

美
し
い
娘
を
持
つ
当
時
の
貴
族
の
常
と
し
て
、
俊
蔭
も
ま
た
、
娘
の
入
内
を

志
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
貴
族
社
会
の
現
実
か
ら
す
れ

ば
、
仮
に
入
内
し
、
皇
子
が
生
ま
れ
た
と
て
、
そ
の
皇
子
の
即
位
の
可
能
性

は
、
ま
ず
な
い
。
自
身
の
死
後
、
荘
園
が
他
者
に
渡
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う

嘆
き
も
極
め
て
現
実
的
で
あ
る
（
松
風
巻
、
大
堰
の
邸
を
め
ぐ
る
入
道
と
宿

守
の
や
り
と
り
も
想
起
さ
れ
る
）。
か
か
る
閉
塞
し
た
現
状
を
し
っ
か
り
と

見
据
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
天
道
」
に
娘
の
命
運
を
託
し
、
秘
琴
の
加
護
を

願
う
の
で
あ
る
。「
掟
な
く
は
山
賤
・
民
の
子
と
も
な
れ
」
と
い
う
厳
し
い

言
葉
に
は
、「
そ
の
心
ざ
し
遂
げ
ず
、
こ
の
思
ひ
お
き
つ
る
宿
世
違
は
ば
、

海
に
入
り
ね
」
と
の
入
道
の
そ
れ
に
通
ず
る
響
き
が
あ
る
。
こ
の
後
、
こ
の

一
族
が
数
多
の
苦
難
を
経
て
、
栄
華
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と
は
周
知
の
通
り

で
あ
る
。
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
音
楽
伝
承
譚
・
一
族
の
繁
栄
譚

と
い
う
こ
と
で
、
俊
蔭
一
族
と
明
石
一
族
の
物
語
は
、
構
造
的
に
一
致
し
て

い
る（
４
）。
い
っ
た
ん
は
沈
淪
に
苦
し
み
つ
つ
も
天
や
神
仏
の
威
力
に
導
か
れ
て
、

運
命
を
大
き
く
切
り
開
い
て
い
く
と
い
う
構
造
が
、
見
事
に
重
な
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
俊
蔭
に
較
べ
、
入
道
の
姿
は
変
人
で
滑
稽
に
す
ら
見
え

る
。
入
道
に
お
い
て
は
、
当
初
は
奇
矯
な
言
動
の
根
拠
が
示
さ
れ
ず
、
後
の

若
菜
上
巻
に
は
じ
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
い
う
事
情
に
よ
っ
て
い
よ
う
。

対
し
て
、
俊
蔭
の
場
合
は
、
当
初
か
ら
「
こ
の
山
の
族
、
七
人
に
あ
た
る
人

を
、
三
代
の
孫
に
得
べ
し
…
…
そ
の
果
報
豊
か
な
る
べ
し
」（
同
・
一
八
）

と
い
う
天
人
の
予
言
が
読
者
に
知
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
都
を
離
れ
た
明
石
の
、
風
変
わ
り
な
父
娘
が
、
自
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五

分
の
人
生
と
大
き
く
関
わ
る
こ
と
に
な
る
と
は
、
北
山
の
光
源
氏
は
全
く
想

像
だ
に
し
て
い
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
。

　
　
　
　
二

　

光
源
氏
が
須
磨
に
下
っ
た
噂
は
、「
た
だ
這
ひ
渡
る
ほ
ど
」（
須
磨
②
二
〇

九
）
の
明
石
の
地
に
た
だ
ち
に
伝
わ
っ
た
。
入
道
の
悲
願
達
成
の
好
機
が
つ

い
に
到
来
し
た
の
で
あ
る
。

　

世
に
知
ら
ず
心
高
く
思
へ
る
に
、
国
の
内
は
、
守
の
ゆ
か
り
の
み
こ

そ
は
か
し
こ
き
こ
と
に
す
め
れ
ど
、
ひ
が
め
る
心
は
さ
ら
に
さ
も
思
は

で
年
月
を
経
け
る
に
、
こ
の
君
か
く
て
お
は
す
と
聞
き
て
、
母
君
に
語

ら
ふ
や
う
、「
桐
壺
更
衣
の
御
腹
の
源
氏
の
光
る
君
こ
そ
、
朝
廷
の
御

か
し
こ
ま
り
に
て
、
須
磨
の
浦
に
も
の
し
た
ま
ふ
な
れ
。
吾
子
の
御
宿

世
に
て
、
お
ぼ
え
ぬ
こ
と
の
あ
る
な
り
。
い
か
で
か
か
る
つ
い
で
に
、

こ
の
君
に
奉
ら
む
」
と
言
ふ
。
母
、「
あ
な
か
た
は
や
。
京
の
人
の
語

る
を
聞
け
ば
、
や
む
ご
と
な
き
御
妻
ど
も
い
と
多
く
を
持
ち
た
ま
ひ
て
、

そ
の
あ
ま
り
、
忍
び
忍
び
帝
の
御
妻
を
さ
へ
過
ち
た
ま
ひ
て
、
か
く
も

騒
が
れ
た
ま
ふ
な
る
人
は
、
ま
さ
に
か
く
あ
や
し
き
山
賤
を
心
と
ど
め

た
ま
ひ
て
む
や
」
と
言
ふ
。
腹
立
ち
て
、「
え
知
り
た
ま
は
じ
。
思
ふ

心
こ
と
な
り
。
さ
る
心
を
し
た
ま
へ
。
つ
い
で
し
て
、
こ
こ
に
も
お
は

し
ま
さ
せ
む
」
と
、
心
を
や
り
て
言
ふ
も
か
た
く
な
し
く
見
ゆ
。
ま
ば

ゆ
き
ま
で
し
つ
ら
ひ
か
し
づ
き
け
り
。
母
君
、「
な
ど
か
、
め
で
た
く

と
も
、
も
の
の
は
じ
め
に
、
罪
に
当
た
り
て
流
さ
れ
て
お
は
し
た
ら
む

人
を
し
も
思
ひ
か
け
む
。
さ
て
も
、
心
を
と
ど
め
た
ま
ふ
べ
く
は
こ
そ

は
あ
ら
め
、
戯
れ
に
て
も
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
り
」
と
言
ふ
を
、
い
と

い
た
く
つ
ぶ
や
く
。「
罪
に
当
た
る
こ
と
は
、
唐
土
に
も
我
が
朝
廷
に

も
、
か
く
世
に
す
ぐ
れ
、
何
ご
と
も
人
に
こ
と
に
な
り
ぬ
る
人
の
必
ず

あ
る
こ
と
な
り
。
い
か
に
も
の
し
た
ま
ふ
君
ぞ
。
故
母
御
息
所
は
、
お

の
が
を
ぢ
に
も
の
し
た
ま
ひ
し
按
察
大
納
言
の
御
娘
な
り
。
い
と
警
策

な
る
名
を
取
り
て
、
宮
仕
へ
に
出
だ
し
た
ま
へ
り
し
に
、
国
王
す
ぐ
れ

て
時
め
か
し
た
ま
ふ
こ
と
並
び
な
か
り
け
る
ほ
ど
に
、
人
の
そ
ね
み
重

く
て
失
せ
た
ま
ひ
に
し
か
ど
、
こ
の
君
の
と
ま
り
た
ま
へ
る
い
と
め
で

た
し
か
し
。
女
は
心
高
く
つ
か
ふ
べ
き
も
の
な
り
。
お
の
れ
か
か
る
田

舎
人
な
り
と
て
、
思
し
棄
て
じ
」
な
ど
言
ひ
ゐ
た
り
。

	

（
同
②
二
一
〇
～
二
一
一
）

入
道
が
国
司
ふ
ぜ
い
な
ど
一
顧
だ
に
せ
ぬ
こ
と
は
、
若
紫
巻
で
も
語
ら
れ
て

い
た
。
こ
の
前
文
に
は
良
清
の
求
婚
が
語
ら
れ
る
が
、
入
道
は
、
婿
と
な
る

べ
き
光
源
氏
へ
の
取
り
次
ぎ
役
と
し
か
思
っ
て
い
な
い
。
源
氏
が
須
磨
に
流

れ
着
い
た
の
も
、
娘
の
異
数
の
宿
世
ゆ
え
と
確
信
す
る
入
道
は
、
二
人
の
結

縁
に
つ
い
て
尼
君
に
相
談
す
る
。
し
か
し
、
尼
君
は
難
色
を
示
す
。
罪
人
で

あ
り
、
都
に
多
く
の
妻
妾
を
持
ち
、
妃
と
も
醜
聞
の
あ
っ
た
源
氏
が
、
田
舎

育
ち
の
娘
を
相
手
に
す
る
は
ず
も
な
い
、
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、
こ
の
尼
君
の
造
型
は
、
思
慮
分
別
に
富
む
良
識
人
と
し
て
一
貫

し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
入
道
の
言
動
の
非
常
識
ぶ
り
が
際
立
た
さ
れ
る
こ
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六

と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
対
話
は
そ
の
典
型
と
い
え
よ
う
。

　

入
道
は
「
罪
に
当
た
る
こ
と
は
、
唐
土
に
も
我
が
朝
廷
に
も
、
か
く
世
に

す
ぐ
れ
、
何
ご
と
も
人
に
こ
と
に
な
り
ぬ
る
人
の
必
ず
あ
る
こ
と
な
り
」、

源
氏
が
須
磨
に
下
っ
た
の
も
、
彼
が
格
別
に
抜
き
ん
出
た
存
在
で
あ
る
こ
と

の
証
し
で
あ
る
と
し
て
反
論
す
る
の
で
あ
る
。
周
公
旦
・
小
野
篁
・
菅
原
道

真
ら
、
不
遇
の
賢
才
た
ち
の
故
事
が
入
道
の
念
頭
に
あ
ろ
う
。
か
か
る
発
言

か
ら
、
漢
才
に
も
よ
く
通
じ
た
、
世
に
阿
る
こ
と
を
潔
し
と
し
な
い
、
硬
骨

の
政
治
家
と
し
て
の
入
道
像
が
浮
か
ん
で
も
こ
よ
う（
５
）。
さ
ら
に
こ
こ
で
、
入

道
の
父
大
臣
と
桐
壺
更
衣
の
父
按
察
大
納
言
が
兄
弟
で
あ
る
と
い
う
血
縁

が
、
は
じ
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
父
大
臣
・
叔
父
の
大
納
言
が
没
し
、
家

運
が
衰
退
し
て
い
く
な
か
、
更
衣
の
不
遇
の
死
を
、
中
将
で
あ
っ
た
入
道
は
、

ど
の
よ
う
な
思
い
で
見
つ
め
て
い
た
か
、
そ
の
苦
衷
は
察
す
る
に
余
り
あ
る
。

更
衣
の
死
も
、
播
磨
下
向
を
決
断
さ
せ
た
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

さ
て
、
三
月
上
巳
の
祓
の
日
、
源
氏
は
突
然
の
嵐
に
襲
わ
れ
た
。
十
三
日

の
夜
、
よ
う
や
く
暴
風
雨
が
鎮
ま
り
、
ま
ど
ろ
み
か
け
た
源
氏
の
夢
に
故
桐

壺
院
が
現
れ
、「
住
吉
の
神
の
導
き
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
は
や
舟
出
し
て
こ
の

浦
を
去
り
ね
」
と
命
ず
る
（
明
石
②
二
二
九
）。
翌
朝
、
渚
に
は
入
道
の
迎

え
の
舟
が
あ
っ
た
。
入
道
は
「
朔
日
の
夢
に
、
さ
ま
こ
と
な
る
物
の
告
げ
知

ら
す
る
こ
と
」（
同
②
二
三
一
）
が
あ
っ
て
、
源
氏
を
迎
え
に
き
た
の
だ
と

い
う
。「
近
き
所
に
は
、
播
磨
の
明
石
の
浦
こ
そ
な
ほ
こ
と
に
は
べ
れ
」（
若

紫
①
二
〇
二
）
と
の
良
清
の
言
葉
通
り
、
明
石
の
浜
は
風
光
明
媚
の
地
で

あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
入
道
の
邸
は
、
民
俗
学
的
に
は
竜
宮
と
の
関
連

が
説
か
れ（
６
）、
ま
た
物
語
史
に
お
け
る
先
蹤
と
し
て
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
吹

上
の
長
者
、
神
南
備
種
松
の
豪
邸
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

　

入
道
の
領
じ
め
た
る
所
々
、
海
の
つ
ら
に
も
山
隠
れ
に
も
、
時
々
に

つ
け
て
、（
Ａ
）
興
を
さ
か
す
べ
き
渚
の
苫
屋
、（
Ｂ
）
行
ひ
を
し
て
後

の
世
の
こ
と
を
思
ひ
す
ま
し
つ
べ
き
山
水
の
つ
ら
に
、
い
か
め
し
き
堂

を
建
て
て
三
昧
を
行
ひ
、（
Ｃ
）
こ
の
世
の
設
け
に
、
秋
の
田
の
実
を

刈
り
収
め
残
り
の
齢
積
む
べ
き
稲
の
倉
町
ど
も
な
ど
、
を
り
を
り
所
に

つ
け
た
る
見
所
あ
り
て
し
集
め
た
り
。	

（
明
石
②
二
三
三
～
二
三
四
）

右
は
入
道
の
住
ま
い
の
描
写
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
叙
述
は
、

入
道
の
複
雑
で
多
面
的
な
人
物
像
に
対
応
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
（
Ａ
）
で
は
、
四
季
折
々
の
興
趣
を
楽
し
む
風
流
人
、（
Ｂ
）
は
、
極
楽

往
生
を
願
っ
て
修
行
に
励
む
敬
虔
な
仏
弟
子
、（
Ｃ
）
は
、
娘
の
将
来
の
た

め
、
蓄
財
に
勤
し
む
卑
俗
で
現
実
的
な
受
領
、
と
い
う
入
道
の
さ
ま
ざ
ま
な

側
面
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
に
も
「
い
と
き
よ
げ
に
、

あ
ら
ま
ほ
し
う
、
行
ひ
さ
ら
ぼ
ひ
て
、
人
の
ほ
ど
の
あ
て
は
か
な
れ
ば
に
や

あ
ら
む
、
う
ち
ひ
が
み
ほ
れ
ぼ
れ
し
き
こ
と
は
あ
れ
ど
、
古
昔
の
も
の
を
も

見
知
り
て
、
も
の
き
た
な
か
ら
ず
よ
し
づ
き
た
る
こ
と
も
ま
じ
れ
ば
」（
同

②
二
三
八
）
と
あ
り
、
老
耄
ゆ
え
の
偏
屈
さ
な
ど
も
あ
る
が
、
名
門
の
出
身

に
ふ
さ
わ
し
い
品
格
も
備
え
た
人
物
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

　

源
氏
を
迎
え
入
れ
た
も
の
の
、
そ
の
「
い
と
気
高
う
心
恥
づ
か
し
き
御
あ

り
さ
ま
」
に
接
す
る
と
、
さ
す
が
の
入
道
も
気
後
れ
が
し
て
、
な
か
な
か
娘

の
こ
と
を
切
り
出
せ
な
い
。
そ
う
し
た
二
人
の
距
離
を
縮
め
た
の
が
、
音
楽
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七

談
義
で
あ
っ
た
。
望
郷
の
念
抑
え
が
た
い
源
氏
は
、
琴
の
琴
を
手
に
し
、
広

陵
散
を
演
奏
す
る
。「
入
道
も
え
た
へ
で
、
供
養
法
た
ゆ
み
て
急
ぎ
参
」
る

の
だ
っ
た
（
同
②
二
四
〇
）。

　

入
道
は
「
延
喜
の
御
手
よ
り
弾
き
伝
へ
た
る
こ
と
三
代
」（
同
②
二
四
二
）

と
い
う
琵
琶
と
箏
の
名
手
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
「
あ
や
し
う
ま
ね
ぶ
者
」
が

い
る
の
で
、
君
に
ぜ
ひ
と
も
お
聴
か
せ
申
し
上
げ
た
い
、
と
思
わ
せ
ぶ
り
な

こ
と
を
言
う
。『
白
氏
文
集
』「
琵
琶
引
」
な
ど
を
踏
ま
え
た
軽
妙
で
機
知
的

な
会
話
が
続
く
こ
と
に
な
る
が
、
果
た
し
て
入
道
の
演
奏
は
、「
今
の
世
に

聞
こ
え
ぬ
筋
弾
き
つ
け
て
、
手
づ
か
ひ
い
と
い
た
う
唐
め
き
、
揺
の
音
深
う

澄
ま
し
た
り
」（
同
②
二
四
三
）
と
い
う
見
事
な
も
の
で
あ
っ
た（
７
）。
源
氏
に

よ
れ
ば
、
箏
の
琴
は
、
嵯
峨
の
皇
女
五
宮
が
名
手
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
伝

え
る
者
が
絶
え
て
な
い
の
だ
と
い
う
。
都
で
は
聞
け
な
く
な
っ
た
楽
の
音
が
、

明
石
の
地
に
こ
っ
そ
り
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
都
を
離
れ
た
地
で
、

「
み
や
び
」
が
発
見
さ
れ
た
、
と
い
う
一
種
の
逆
説
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
都

を
放
逐
さ
れ
た
二
人
に
は
、
い
わ
ば
風
雅
の
友
と
い
う
趣
が
あ
る
。

　

か
か
る
や
り
と
り
を
経
て
、
源
氏
の
入
道
に
対
す
る
関
心
は
深
ま
っ
て
い

く
。
入
道
も
「
問
は
ず
語
り
」
に
娘
の
こ
と
、
あ
る
い
は
自
身
の
半
生
を
語

り
始
め
る
。

　
「
い
と
取
り
申
し
が
た
き
こ
と
な
れ
ど
、
我
が
君
、
か
う
お
ぼ
え
な

き
世
界
に
、
仮
に
て
も
移
ろ
ひ
お
は
し
ま
し
た
る
は
、
も
し
、
年
ご
ろ

老
法
師
の
祈
り
申
し
は
べ
る
神
仏
の
憐
れ
び
お
は
し
ま
し
て
、
し
ば
し

の
ほ
ど
御
心
を
も
悩
ま
し
た
て
ま
つ
る
に
や
と
な
む
思
う
た
ま
ふ
る
。

そ
の
ゆ
ゑ
は
、
住
吉
の
神
を
頼
み
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
、
こ
の
十
八

年
に
な
り
は
べ
り
ぬ
。
女
の
童
の
い
と
き
な
う
は
べ
り
し
よ
り
思
ふ
心

は
べ
り
て
、
年
ご
と
の
春
秋
ご
と
に
必
ず
か
の
御
社
に
参
る
こ
と
な
む

は
べ
る
。
昼
夜
の
六
時
の
勤
め
に
、
み
づ
か
ら
の
蓮
の
上
の
願
ひ
を
ば

さ
る
も
の
に
て
、
た
だ
こ
の
人
を
高
き
本
意
か
な
へ
た
ま
へ
と
な
む
念

じ
は
べ
る
。
前
の
世
の
契
り
つ
た
な
く
て
こ
そ
か
く
口
惜
し
き
山
賤
と

な
り
は
べ
り
け
め
、
親
、
大
臣
の
位
を
保
ち
た
ま
へ
り
き
。
み
づ
か
ら

か
く
田
舎
の
民
と
な
り
に
て
は
べ
り
。
次
々
さ
の
み
劣
り
ま
か
ら
ば
、

何
の
身
に
か
な
り
は
べ
ら
む
と
悲
し
く
思
ひ
は
べ
る
を
、
こ
れ
は
生
ま

れ
し
時
よ
り
頼
む
と
こ
ろ
な
む
は
べ
る
。
い
か
に
し
て
都
の
高
き
人
に

奉
ら
む
と
思
ふ
心
深
き
に
よ
り
、
ほ
ど
ほ
ど
に
つ
け
て
、
あ
ま
た
の
人

の
そ
ね
み
を
負
ひ
、
身
の
た
め
か
ら
き
目
を
見
る
を
り
を
り
も
多
く
は

べ
れ
ど
、
さ
ら
に
苦
し
み
と
思
ひ
は
べ
ら
ず
。
命
の
限
り
は
せ
ば
き
衣

に
も
は
ぐ
く
み
は
べ
り
な
む
、
か
く
な
が
ら
見
捨
て
は
べ
り
な
ば
、
浪

の
中
に
も
ま
じ
り
失
せ
ね
、
と
な
む
掟
て
は
べ
る
」
な
ど
、
す
べ
て
ま

ね
ぶ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
こ
と
ど
も
を
、
う
ち
泣
き
う
ち
泣
き
聞
こ
ゆ
。　

		
	

（
同
②
二
四
四
～
二
四
六
）

こ
う
し
て
源
氏
が
明
石
に
身
を
寄
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
神
仏
の
導
き

に
よ
る
、
と
い
う
不
可
解
な
こ
と
を
言
い
始
め
る
入
道
で
あ
る
。
娘
を
都
の

貴
人
と
結
縁
さ
せ
る
べ
く
、
住
吉
の
神
を
十
八
年
に
わ
た
っ
て
祈
り
続
け
て

き
た
、
そ
の
験
は
あ
ら
た
か
で
、
こ
う
し
て
君
を
お
迎
え
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
か
つ
て
は
大
臣
を
輩
出
し
た
我
が
家
も
、
宿
世
拙
く
て
い
ま
や
土
豪
に
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八

ま
で
落
ち
ぶ
れ
て
い
る
が
、
娘
に
は
期
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
。「
仮

に
て
も
移
ろ
ひ
」
と
は
、
源
氏
を
前
に
し
て
の
言
葉
だ
か
ら
当
然
で
は
あ
る

が
、
源
氏
の
赦
免
、
帰
京
を
強
く
意
識
し
て
い
る
発
言
で
あ
る
。
史
実
に
照

ら
せ
ば
、
罪
に
問
わ
れ
た
者
が
召
還
さ
れ
て
本
官
に
復
す
例
は
見
ら
れ
ず
、

非
現
実
的
・
楽
観
的
と
い
え
る
。
し
か
し
、
入
道
に
は
、
源
氏
の
輝
か
し
い

将
来
が
予
見
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
あ
ま
た
の
人
の
そ
ね
み
を
負

ひ
…
…
」
と
は
、
貪
欲
・
強
引
な
搾
取
が
、
民
か
ら
の
反
抗
に
あ
っ
た
、
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
も
娘
の
将
来
、
一

族
の
未
来
を
思
え
ば
、
苦
で
も
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
族
の
復
興
の

た
め
に
は
手
段
を
選
ば
ぬ
、
す
さ
ま
じ
い
執
念
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
と
同
時

に
「
う
ち
泣
き
う
ち
泣
き
」、
あ
る
い
は
「
う
ち
わ
な
な
き
て
涙
落
と
す
べ

か
め
り
」（
同
②
二
四
二
）、「
う
ち
わ
な
な
き
た
れ
ど
」（
同
②
二
四
七
）
と

あ
る
よ
う
に
、
娘
の
幸
運
を
祈
る
親
心
が
、
見
苦
し
い
ま
で
に
語
ら
れ
て
い

る
の
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　

と
う
て
い
信
じ
が
た
い
入
道
の
話
も
、
数
奇
な
経
験
を
繰
り
返
し
て
き
た

源
氏
に
と
っ
て
は
、
思
い
合
わ
せ
ら
れ
る
節
々
が
多
い
の
だ
っ
た
。
し
だ

い
に
源
氏
は
入
道
の
不
思
議
な
魅
力
に
吸
い
寄
せ
ら
れ
て
い
く
。
か
か
る
宿

世
を
背
負
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
娘
に
対
す
る
関
心
も
並
々
で
な
い
。
こ
う
し

て
源
氏
は
入
道
の
申
し
出
を
了
承
す
る
こ
と
に
な
る
。
入
道
は
「
限
り
な
く

う
れ
し
」（
同
②
二
四
七
）、「
思
ふ
こ
と
か
つ
が
つ
か
な
ひ
ぬ
る
心
地
し
て
、

涼
し
」
く
思
う
の
だ
っ
た
（
同
②
二
四
八
）。
源
氏
は
、
岡
辺
の
家
に
求
婚

の
手
紙
を
送
る
が
、「
人
の
御
ほ
ど
我
が
身
の
ほ
ど
」
を
強
く
意
識
す
る
明

石
君
は
返
事
を
し
な
い
。

　

言
ひ
わ
び
て
入
道
ぞ
書
く
。「
い
と
か
し
こ
き
は
、
田
舎
び
て
は
べ

る
袂
に
つ
つ
み
あ
ま
り
ぬ
る
に
や
、
さ
ら
に
見
た
ま
へ
も
お
よ
ば
ぬ
か

し
こ
さ
に
な
む
。
さ
る
は
、

　

な
が
む
ら
む
同
じ
雲
居
を
な
が
む
る
は
思
ひ
も
同
じ
思
ひ
な
る
ら
む

と
な
む
見
た
ま
ふ
る
、
い
と
す
き
ず
き
し
や
」
と
聞
こ
え
た
り
。
陸
奥

国
紙
に
、
い
た
う
古
め
き
た
れ
ど
、
書
き
ざ
ま
よ
し
ば
み
た
り
。
げ
に

も
す
き
た
る
か
な
と
、
め
ざ
ま
し
う
見
た
ま
ふ
。

	

（
同
②
二
四
八
～
二
四
九
）

し
び
れ
を
切
ら
せ
た
入
道
が
代
筆
を
す
る
。
本
来
、
母
親
や
女
房
が
す
べ
き

も
の
を
、
男
親
で
、
し
か
も
出
家
者
の
入
道
が
代
筆
す
る
と
こ
ろ
が
滑
稽

で
あ
る
。
陸
奥
国
紙
に
書
き
付
け
た
と
い
う
の
も
不
調
和
で
あ
る
。
娘
の
結

婚
の
た
め
に
は
、
な
り
ふ
り
構
わ
ぬ
入
道
の
変
人
ぶ
り
が
、
笑
い
と
驚
き
を

も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
振
る
舞
い
を
「
い
と
す
き
ず
き
し
や
」

と
自
認
し
、
源
氏
も
「
げ
に
も
す
き
た
る
か
な
」
と
思
う
。
こ
の
「
す
き
ず

き
し
」「
す
く
」
と
い
う
の
が
、
入
道
を
特
徴
づ
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ

で
あ
る
。
無
骨
で
狷
介
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
名
門
の
裔
と
し
て
、
都
の
洗

練
さ
れ
た
雰
囲
気
を
失
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

忍
び
て
よ
き
日
見
て
、
母
君
の
と
か
く
思
ひ
わ
づ
ら
ふ
を
聞
き
入
れ

ず
、
弟
子
ど
も
な
ど
に
だ
に
知
ら
せ
ず
、
心
一
つ
に
立
ち
ゐ
、
輝
く
ば

か
り
し
つ
ら
ひ
て
、
十
二
三
日
の
月
の
は
な
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
に
、

た
だ
「
あ
た
ら
夜
の
」
と
聞
こ
え
た
り
。
君
は
す
き
の
さ
ま
や
と
思
せ
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九

ど
、
御
直
衣
奉
り
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
て
夜
更
か
し
て
出
で
た
ま
ふ
。

	

（
同
②
二
五
五
）

尼
君
の
反
対
も
押
し
切
っ
て
、
入
道
は
娘
と
源
氏
を
結
婚
さ
せ
る
。
用
意
周

到
に
準
備
を
進
め
、
風
情
を
凝
ら
し
た
演
出
も
ぬ
か
り
な
い
。
源
氏
は
や
は

り
「
す
き
の
さ
ま
」
と
思
う
の
だ
が
、
洒
脱
な
風
流
人
と
し
て
の
入
道
の
面

目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
入
道
の
風
変
わ
り
さ
は
、
そ
れ

が
源
氏
を
も
ひ
き
つ
け
る
大
き
な
魅
力
に
さ
え
な
っ
て
い
る
と
お
ぼ
し
い
。

そ
の
人
物
像
に
つ
い
て
、
次
節
で
さ
ら
に
検
討
を
加
え
よ
う
。

　
　
　
　
三

　

そ
の
頃
、
都
で
は
「
物
の
さ
と
し
」（
同
②
二
五
一
、
二
六
二
）
が
頻
繁

に
起
こ
り
、
朱
雀
帝
も
弘
徽
殿
大
后
も
病
に
煩
っ
て
い
た
。
太
政
大
臣
も
薨

去
し
た
。
母
后
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
、
帝
は
春
宮
へ
の
譲
位
と
、
朝
廷
の

後
見
た
る
源
氏
の
召
還
を
決
意
す
る
。
帝
が
退
位
を
考
え
た
理
由
の
一
つ
に
、

二
歳
に
な
る
承
香
殿
女
御
腹
の
皇
子
が
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
折
し

も
、
明
石
の
地
で
は
、
六
月
頃
か
ら
明
石
君
の
懐
妊
の
兆
候
が
見
え
始
め
た
。

明
石
君
が
や
が
て
女
児
を
産
ん
で
、
い
ず
れ
春
宮
と
な
る
こ
の
皇
子
に
入
内

す
る
、
と
い
う
以
後
の
展
開
は
容
易
に
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
源
氏

の
赦
免
・
明
石
君
の
懐
妊
と
い
う
慶
事
が
う
ち
続
く
な
か
、
入
道
は
「
さ
る

べ
き
こ
と
と
思
ひ
な
が
ら
、
う
ち
聞
く
よ
り
胸
ふ
た
が
り
て
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、

思
ひ
の
ご
と
栄
え
た
ま
は
ば
こ
そ
は
、
我
が
思
ひ
の
か
な
ふ
に
は
あ
ら
め
」

と
「
思
ひ
直
」
す
の
だ
っ
た
（
同
②
二
六
二
）。
源
氏
が
帰
京
し
、
そ
の
ま

ま
娘
が
顧
み
ら
れ
な
く
な
る
虞
れ
も
あ
る
。
し
か
し
、
源
氏
の
愛
情
と
、
子

ま
で
儲
け
た
幸
運
に
、
一
族
の
運
命
を
賭
け
る
の
で
あ
っ
た
。
入
道
は
、
源

氏
と
の
別
れ
を
惜
し
み
つ
つ
、
娘
へ
の
愛
顧
を
訴
え
る
。

か
ひ
を
つ
く
る
も
い
と
ほ
し
な
が
ら
、
若
き
人
は
笑
ひ
ぬ
べ
し
。

　
「
世
を
う
み
に
こ
こ
ら
し
ほ
じ
む
身
と
な
り
て
な
ほ
こ
の
岸
を
え
こ

そ
離
れ
ね

心
の
闇
は
い
と
ど
ま
ど
ひ
ぬ
べ
く
は
べ
れ
ば
、
境
ま
で
だ
に
」
と
聞
こ

え
て
、「
す
き
ず
き
し
き
さ
ま
な
れ
ど
、
思
し
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
を
り

は
べ
ら
ば
」
な
ど
御
気
色
た
ま
は
る
。	

（
同
②
二
六
九
）

偏
屈
で
尊
大
な
入
道
が
べ
そ
を
か
く
の
は
滑
稽
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に

痛
々
し
い
。
入
道
の
歌
は
、
遁
世
者
で
あ
り
な
が
ら
、
現
世
へ
の
強
い
執
着

に
と
ら
わ
れ
た
自
身
の
至
ら
な
さ
を
言
う
。「
心
の
闇
」
は
、
子
ゆ
え
の
迷

妄
を
詠
ん
だ
「
人
の
親
の
心
は
闇
に
あ
ら
ね
ど
も
子
を
思
ふ
道
に
ま
ど
ひ
ぬ

る
か
な
」（
後
撰
集
・
雑
一
・
藤
原
兼
輔
）
を
踏
ま
え
て
い
る
。
明
石
に
と

り
残
さ
れ
る
娘
を
思
い
や
る
と
心
が
激
し
く
乱
れ
る
、
そ
う
し
た
愛
情
深
い

父
親
と
し
て
入
道
が
造
型
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
で
は
、
道

心
と
、
肉
親
へ
の
愛
情
、
現
世
へ
の
執
着
と
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
の
か
、

次
に
考
え
て
み
た
い
。

　
「
世
の
中
を
棄
て
は
じ
め
し
に
、
か
か
る
他
の
国
に
思
ひ
下
り
は
べ

り
し
こ
と
も
、
た
だ
君
の
御
た
め
と
、
思
ふ
や
う
に
、
明
け
暮
れ
の
御

か
し
づ
き
も
心
に
か
な
ふ
や
う
も
や
と
思
ひ
た
ま
へ
た
ち
し
か
ど
、
身
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十

の
つ
た
な
か
り
け
る
際
の
思
ひ
知
ら
る
る
こ
と
多
か
り
し
か
ば
（
中
略
）

君
の
や
う
や
う
大
人
び
た
ま
ひ
も
の
思
ほ
し
知
る
べ
き
に
そ
へ
て
は
、

な
ど
か
う
口
惜
し
き
世
界
に
て
錦
を
隠
し
聞
こ
ゆ
ら
む
と
、
心
の
闇
晴

れ
間
な
く
嘆
き
わ
た
り
は
べ
り
し
ま
ま
に
、
仏
神
を
頼
み
き
こ
え
て

（
中
略
）
若
君
の
か
う
出
で
お
は
し
ま
し
た
る
御
宿
世
の
頼
も
し
さ
に
、

か
か
る
渚
に
月
日
を
過
ぐ
し
た
ま
は
む
も
い
と
か
た
じ
け
な
う
、
契
り

こ
と
に
お
ぼ
え
た
ま
へ
ば
、
見
た
て
ま
つ
ら
ざ
む
心
ま
ど
ひ
は
し
づ
め

が
た
け
れ
ど
、
こ
の
身
は
長
く
世
を
棄
て
し
心
は
べ
り
、
君
た
ち
は
世

を
照
ら
し
た
ま
ふ
べ
き
光
し
る
け
れ
ば
、
し
ば
し
か
か
る
山
賤
の
心
を

乱
り
た
ま
ふ
ば
か
り
の
御
契
り
こ
そ
は
あ
り
け
め
、
天
に
生
ま
る
る
人

の
、
あ
や
し
き
三
つ
の
途
に
帰
る
ら
む
一
時
に
思
ひ
な
ず
ら
へ
て
、
今

日
長
く
別
れ
た
て
ま
つ
り
ぬ
。
命
尽
き
ぬ
と
聞
こ
し
召
す
と
も
、
後
の

こ
と
思
し
い
と
な
む
な
。
避
ら
ぬ
別
れ
に
御
心
動
か
し
た
ま
ふ
な
」
と

言
ひ
放
つ
も
の
か
ら
、「
煙
と
も
な
ら
む
夕
べ
ま
で
、
若
君
の
御
こ
と

を
な
む
、
六
時
の
勤
め
に
も
な
ほ
心
き
た
な
く
う
ち
ま
ぜ
は
べ
り
ぬ
べ

き
」
と
て
、
こ
れ
に
ぞ
う
ち
ひ
そ
み
ぬ
る
。

	

（
松
風
②
四
〇
四
～
四
〇
六
）

い
よ
い
よ
明
石
を
発
つ
娘
に
入
道
は
、
こ
の
よ
う
に
言
う
。
こ
の
世
で
の
再

会
は
あ
る
ま
い
と
覚
悟
す
る
だ
け
に
、
い
つ
に
な
く
長
大
な
も
の
と
な
っ
て

い
る
。「
心
の
闇
」
は
前
出
だ
が
、
後
の
「
心
ま
ど
ひ
」
も
兼
輔
詠
を
踏
ま

え
て
い
よ
う
。「
避
ら
ぬ
別
れ
」
は
、「
世
の
中
に
避
ら
ぬ
別
れ
の
な
く
も
が

な
千
代
も
と
祈
る
人
の
子
の
た
め
」（
古
今
集
・
雑
上
・
在
原
業
平
、
伊
勢

物
語
・
八
十
四
段
）
に
よ
る
。「
君
た
ち
は
世
を
照
ら
し
た
ま
ふ
べ
き
光
し

る
け
れ
ば
、
…
…
今
日
長
く
別
れ
た
て
ま
つ
り
ぬ
」
の
あ
た
り
、『
竹
取
物

語
』
の
か
ぐ
や
姫
の
月
へ
の
帰
還
を
彷
彿
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
若
菜
上
巻

に
は
「
変
化
の
も
の
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
か
ぐ
や
姫
を
想
起
さ
せ
る
キ
ー

ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
。
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
明
石
君
の
出
生
に
は
、
申
し

子
譚
の
発
想
が
透
け
て
見
え
る
が
、
入
道
は
、
そ
う
し
た
娘
を
神
仏
か
ら
の

授
か
り
も
の
の
ご
と
く
、
大
事
に
傅
い
て
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
我
が
身

が
煙
に
な
る
ま
で
、
若
君
の
将
来
の
栄
え
を
祈
り
続
け
て
い
よ
う
と
の
決
意

を
示
す
の
だ
が
、
か
か
る
現
世
執
着
の
さ
ま
を
出
家
者
の
立
場
か
ら
「
心
き

た
な
く
」
と
自
省
し
て
い
る
の
も
注
意
さ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
一
族
の
将
来
へ

の
大
望
を
抱
く
反
面
、「
こ
の
身
は
長
く
世
を
棄
て
し
心
は
べ
り
」「
命
尽
き

ぬ
と
聞
こ
し
召
す
と
も
、
後
の
こ
と
思
し
い
と
な
む
な
」
と
自
身
の
栄
華
に

は
拘
泥
し
て
い
な
い
の
も
特
徴
的
で
あ
る（
８
）。
こ
う
し
た
入
道
の
思
考
は
、
次

の
、
妻
子
に
宛
て
ら
れ
た
最
後
の
手
紙
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

　
「
若
君
は
、
春
宮
に
参
り
た
ま
ひ
て
、
男
宮
生
ま
れ
た
ま
へ
る
よ
し

を
な
む
、
深
く
よ
ろ
こ
び
申
し
は
べ
る
。
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
み
づ
か
ら
か

く
つ
た
な
き
山
伏
の
身
に
、
今
さ
ら
に
こ
の
世
の
栄
え
を
思
ふ
に
も
は

べ
ら
ず
、
過
ぎ
に
し
方
の
年
ご
ろ
、
心
き
た
な
く
、
六
時
の
勤
め
に
も
、

た
だ
御
こ
と
を
心
に
か
け
て
、
蓮
の
上
の
露
の
願
ひ
を
ば
さ
し
お
き
て

な
む
、
念
じ
た
て
ま
つ
り
し
。
我
が
お
も
と
生
ま
れ
た
ま
は
む
と
せ
し

そ
の
年
の
二
月
の
そ
の
夜
の
夢
に
見
し
や
う
、
み
づ
か
ら
須
弥
の
山
を

右
の
手
に
捧
げ
た
り
。
山
の
左
右
よ
り
、
月
日
の
光
さ
や
か
に
さ
し
出
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で
て
世
を
照
ら
す
。
み
づ
か
ら
は
、
山
の
下
の
蔭
に
隠
れ
て
、
そ
の
光

に
あ
た
ら
ず
、
山
を
ば
広
き
海
に
浮
か
べ
お
き
て
、
小
さ
き
舟
に
乗
り

て
、
西
の
方
を
さ
し
て
漕
ぎ
ゆ
く
と
な
む
見
は
べ
し
。（
中
略
）
さ
ら

に
何
ご
と
を
か
疑
ひ
は
べ
ら
む
。
こ
の
一
つ
の
思
ひ
、
近
き
世
に
か
な

ひ
は
べ
り
ぬ
れ
ば
、
遙
か
に
西
の
方
、
十
万
億
の
国
隔
て
た
る
九
品
の

上
の
望
み
疑
ひ
な
く
な
り
は
べ
り
ぬ
れ
ば
、
今
は
、
た
だ
、
迎
ふ
る
蓮

を
待
ち
は
べ
る
ほ
ど
、
そ
の
夕
べ
ま
で
、
水
草
清
き
山
の
末
に
て
勤
め

は
べ
ら
む
と
て
な
む
ま
か
り
入
り
ぬ
る

　

光
出
で
む
暁
近
く
な
り
に
け
り
今
ぞ
見
し
世
の
夢
語
り
す
る

（
中
略
）
い
に
し
へ
よ
り
人
の
染
め
お
き
け
る
藤
衣
に
も
何
か
や
つ
れ

た
ま
ふ
。
た
だ
我
が
身
は
変
化
の
も
の
と
思
し
な
し
て
、
老
法
師
の
た

め
に
は
功
徳
を
つ
く
り
た
ま
へ
。
こ
の
世
の
楽
し
み
に
そ
へ
て
も
、
後

の
世
を
忘
れ
た
ま
ふ
な
。
願
ひ
は
べ
る
所
に
だ
に
至
り
は
べ
り
な
ば
、

必
ず
ま
た
対
面
は
は
べ
り
な
む
。
娑
婆
の
外
の
岸
に
至
り
て
、
と
く
あ

ひ
見
む
と
を
思
せ
。」	

（
若
菜
上
④
一
一
三
～
一
一
五
）

明
石
女
御
が
皇
子
を
出
産
し
た
現
在
、
一
族
の
将
来
に
つ
い
て
何
の
疑
い
も

な
く
な
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
自
身
の
極
楽
往
生
も
確
実
な
も
の
と
な
っ

た
、
と
い
う
。
い
さ
さ
か
の
飛
躍
が
感
じ
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
入
道
に
お

い
て
は
、
子
孫
の
繁
栄
の
延
長
線
上
に
自
身
の
往
生
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
自
身
「
心
き
た
な
し
」
と
思
い
な
が
ら
も
、
一
族
の
栄
華
追

求
と
い
う
世
俗
的
野
心
と
、
心
穏
や
か
に
極
楽
往
生
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
、

崇
高
な
信
仰
心
と
が
、
さ
ほ
ど
矛
盾
な
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼

の
世
俗
的
野
心
と
信
仰
心
を
繋
ぎ
止
め
て
い
る
の
が
、
神
仏
か
ら
授
か
っ
た

夢
で
あ
り
、
そ
れ
を
ひ
た
す
ら
信
じ
従
う
こ
と
で
、
彼
の
異
数
の
運
命
が
切

り
拓
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
む
す
び

　

源
氏
は
、
入
道
と
い
う
特
異
な
人
物
の
数
少
な
い
理
解
者
で
あ
っ
た
。

　
「
い
か
に
行
ひ
ま
し
て
住
み
た
ま
ひ
に
た
ら
む
。
命
長
く
て
、
こ
こ

ら
の
年
ご
ろ
勤
む
る
積
み
も
こ
よ
な
か
ら
む
か
し
。
世
の
中
に
よ
し
あ

り
さ
か
し
き
方
々
の
人
と
て
、
見
る
に
も
、
こ
の
世
に
染
み
た
る
ほ
ど

の
濁
り
深
き
に
や
あ
ら
む
、
賢
き
方
こ
そ
あ
れ
、
い
と
限
り
あ
り
つ
つ

及
ば
ざ
り
け
る
や
。
さ
も
至
り
深
く
、
さ
す
が
に
気
色
あ
り
し
人
の
あ

り
さ
ま
か
な
。
聖
だ
ち
こ
の
世
離
れ
顔
に
も
あ
ら
ぬ
も
の
か
ら
、
下
の

心
は
み
な
あ
ら
ぬ
世
に
通
ひ
住
み
に
た
る
と
こ
そ
見
え
し
か
、
ま
し
て
、

今
は
、
心
苦
し
き
絆
も
な
く
思
ひ
離
れ
に
た
ら
む
を
や
。
か
や
す
き
身

な
ら
ば
、
忍
び
て
い
と
逢
は
ま
ほ
し
く
こ
そ
」

	

（
若
菜
上
④
一
二
六
～
一
二
七
）

「
世
の
中
に
よ
し
あ
り
さ
か
し
き
方
々
の
人
」
が
、
一
皮
む
け
ば
「
こ
の
世

に
染
み
た
る
ほ
ど
の
濁
り
深
」
い
の
に
対
し
、
我
執
の
権
化
の
よ
う
な
入
道

が
、
実
は
、
深
い
悟
り
を
得
た
、
極
楽
浄
土
に
心
を
寄
せ
た
高
徳
の
人
で
あ

る
と
、
源
氏
は
称
賛
を
惜
し
ま
な
い
。
明
石
君
を
前
に
し
て
の
発
言
で
あ
る

か
ら
、
い
さ
さ
か
割
り
引
く
必
要
は
あ
る
に
せ
よ
、
か
な
り
源
氏
の
本
心
を
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語
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
源
氏
自
身
、
敬
虔
な
信
仰
心
の
持
ち

主
で
あ
る
だ
け
に
、
入
道
の
生
き
方
に
深
く
共
感
し
、
畏
敬
の
念
を
抱
く
の

で
あ
ろ
う
。
か
か
る
二
人
の
姿
を
「
法
の
友
」
と
称
し
て
も
よ
い
か
も
し
れ

な
い
。
い
ず
れ
別
稿
を
用
意
し
た
い
が
、
源
氏
と
入
道
の
関
係
は
、
薫
と
宇

治
八
宮
の
そ
れ
に
通
ず
る
点
が
多
々
あ
り
、
一
種
の
変
奏
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

か
の
箱
あ
け
て
御
覧
ず
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
の
い
か
め
し
き
こ
と
多
か

り
。
年
ご
と
の
春
秋
の
神
楽
に
、
必
ず
長
き
世
の
祈
り
を
加
へ
た
る
願

ど
も
、
げ
に
か
か
る
御
勢
ひ
な
ら
で
は
、
果
た
し
た
ま
ふ
べ
き
こ
と
と

も
思
ひ
お
き
て
ざ
り
け
り
。
た
だ
走
り
書
き
た
る
お
も
む
き
の
、
才
々

し
く
は
か
ば
か
し
く
、
仏
神
も
聞
き
入
れ
た
ま
ふ
べ
き
言
の
葉
明
ら
か

な
り
。
い
か
で
さ
る
山
伏
の
聖
心
に
、
か
か
る
こ
と
ど
も
を
思
ひ
よ
り

け
む
と
、
あ
は
れ
に
お
ほ
け
な
く
も
御
覧
ず
。
さ
る
べ
き
に
て
、
し
ば

し
か
り
そ
め
に
身
を
や
つ
し
け
る
昔
の
世
の
行
ひ
人
に
や
あ
り
け
む
な

ど
思
し
め
ぐ
ら
す
に
、
い
と
ど
軽
々
し
く
も
思
さ
れ
ざ
り
け
り
。

	

（
若
菜
下
④
一
六
八
）

入
道
の
願
文
を
目
に
し
た
源
氏
は
、
そ
の
漢
才
の
す
ば
ら
し
さ
に
感
心
す
る

一
方
、
並
外
れ
た
大
望
に
驚
き
も
す
る
。
や
は
り
源
氏
を
し
て
も
充
分
に
理

解
し
が
た
い
不
思
議
な
魅
力
を
た
た
え
た
入
道
で
あ
っ
た
。
こ
の
世
に
か
り

そ
め
に
現
れ
た
昔
の
聖
人
で
あ
ろ
う
か
と
思
っ
た
り
も
す
る
が
、
そ
の
よ
う

に
思
わ
せ
る
ほ
ど
、
入
道
の
情
念
は
、
源
氏
の
人
生
に
深
く
食
い
込
ん
で
い

た
の
で
あ
っ
た
。
源
氏
は
「
横
さ
ま
に
い
み
じ
き
目
を
見
、
漂
ひ
し
も
、
こ

の
人
一
人
の
た
め
に
こ
そ
あ
り
け
れ
」（
若
菜
上
④
一
二
八
）
と
も
奇
し
き

宿
世
を
思
っ
て
い
た
。

【
注
】

（
１
）	

阿
部
秋
生
『
源
氏
物
語
研
究
序
説
』（
昭
和
34
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）

（
２
）	

注
（
１
）
阿
部
氏
前
掲
書
、
お
よ
び
秋
山
虔
「
播
磨
前
司
、
明
石
入
道
」（『
源
氏
物
語

の
論
』
平
成
23
年
、
笠
間
書
院
）
な
ど
参
照
。

（
３
）	

注
（
１
）
に
同
じ
。

（
４
）	

島
津
久
基
「
明
石
入
道
と
明
石
上
の
モ
デ
ル
に
関
し
て
」（『
紫
式
部
の
芸
術
を
憶
ふ
』

昭
和
24
年
、
要
書
房
）、
石
川
徹
「
宇
津
保
物
語
の
人
間
像
」（『
平
安
時
代
物
語
文
学

論
』
昭
和
54
年
、
笠
間
書
院
）。

（
５
）	

藤
原
克
己
「
明
石
入
道
の
人
物
造
型
」（
森
一
郎
編
『
源
氏
物
語
作
中
人
物
論
集
』
平

成
５
年
、
勉
誠
社
）
は
、
入
道
の
か
か
る
側
面
を
重
視
し
、
前
掲
阿
部
論
文
な
ど
に
見

ら
れ
る
「
没
落
貴
族
の
野
望
」「
家
の
再
興
の
物
語
」
と
い
っ
た
従
来
の
理
解
を
「
ス

テ
レ
オ
タ
イ
プ
」
と
し
て
批
判
す
る
。
し
か
し
、
氏
は
、
入
道
の
あ
る
一
面
だ
け
を
強

調
し
、
こ
と
さ
ら
に
美
化
し
過
ぎ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
入
道
の
卑
俗
な
面
や
尋
常

な
ら
ざ
る
執
念
を
切
り
捨
て
て
し
ま
う
こ
と
で
、
か
え
っ
て
入
道
の
人
物
像
が
平
板
で

魅
力
の
乏
し
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
６
）	

石
川
徹
「
光
源
氏
須
磨
流
謫
の
構
想
の
源
泉
」（
注
４
前
掲
書
）、
東
原
伸
明
「
源
氏
物

語
と
〈
明
石
〉
の
力
」『
物
語
文
学
史
の
論
理
』（
平
成
12
年
、
新
典
社
）
な
ど
参
照
。

（
７
）	

入
道
の
音
楽
に
つ
い
て
は
、
森
野
正
弘
「
明
石
入
道
と
琵
琶
法
師
」（「
中
古
文
学
」
62

号
、
平
成
10
年
11
月
）
に
詳
し
い
。

（
８
）	

か
か
る
記
述
か
ら
、
丸
山
キ
ヨ
子
「
明
石
の
入
道
の
造
型
に
つ
い
て
」（『
源
氏
物
語
の

仏
教
』
昭
和
60
年
、
創
文
社
）
が
入
道
の
振
る
舞
い
を
、「
入
道
と
は
別
個
の
生
の
、

予
め
暗
示
さ
れ
、
か
つ
隠
さ
れ
た
め
で
た
き
宿
世
を
、
親
と
し
て
実
現
さ
せ
て
や
る
た

め
の
、
た
だ
そ
れ
だ
け
一
筋
の
世
俗
的
行
為
」
と
す
る
の
は
示
唆
に
富
む
が
、「
一
家



115

明
石
入
道
論（
大
井
田
）	

十
三

を
興
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
」
と
評
す
る
の
は
、
い
か
が
か
。
や
は
り
前
掲
藤

原
論
文
と
同
様
に
、
入
道
を
美
化
し
過
ぎ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
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Abstract

The Akashi Novice (Akashi no Nyudo)

Haruhiko Oida

 In many characters of The Tale of Genji, the Akashi Novice (Akashi no Nyudo) has intense 

personality.His father was minister,but his family was impoverished by misfortune.The pride 

of his social standing made him withdrew from capital to Akashi,to revive his family.

 He was a typical avarisious prefectural governor, a devout Buddist,an intelligent and 

conscienence statesman,and he loved his wife and daugter.Thus he is a wonderful person,it 

is very difficult to understand him.His imcompatible and complicated personality makes him 

attractive.The relation between Akashi no Nyudo and Hikaru Genji is very important. Genji 

was sure that Nyudo’s prayer led him to Akashi.Genji also considered him a saint. Genji 

understood Nyudo quite well.
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