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夕
方
か
ら
空
が
晴
れ
上
つ
て
、
夜
は
月
が
明
る
か
つ
た
。
Ｎ
君
を
訪
ね
る
つ
も
り
で
ひ
と
り
ブ
ラ
〳
〵

と
公
園
の
な
か
を
歩
い
て
行
つ
た
が
、
あ
の
広
い
芝
生
の
上
に
は
、
人
も
見
え
ず
鹿
も
見
え
ず
、
た
ゞ
白

白
と
月
の
光
の
み
が
輝
い
て
ゐ
た
。

　
南
大
門
の
大
き
い
姿
に
驚
異
の
目
を
見
張
つ
た
の
も
こ
の
宵
で
あ
つ
た
。
ほ
の
黒
い
二
層
の
屋
根
が
明

る
い
空
に
喰
ひ
入
つ
た
や
う
に
聳
え
て
ゐ
る
下
に
は
、
高
い
門
柱
の
間
か
ら
、
月
明
に
輝
く
朧
ろ
な
空
間

が
、
仕
切
ら
れ
て
ゐ
る
だ
け
に
ま
た
特
殊
な
大
い
さ
を
も
つ
て
見
え
て
ゐ
る
。
そ
れ
が
い
か
に
も
門
と
い

ふ
感
じ
に
ふ
さ
は
し
か
つ
た
。
わ
た
く
し
は
あ
の
高
い
屋
根
を
見
上
げ
な
が
ら
、
今
更
の
や
う
に
「
偉
大

な
門
」
だ
と
思
つ
た
。
そ
こ
に
自
分
が
た
ゞ
ひ
と
り
で
小
さ
い
影
を
地
上
に
印
し
て
ゐ
る
こ
と
も
強
く
意

識
に
上
つ
て
き
た
。
石
段
を
の
ぼ
つ
て
門
柱
に
近
づ
い
て
行
く
時
に
は
、
例
へ
ば
舞
台
へ
で
も
出
て
ゐ
る

や
う
な
、
一
種
あ
ら
た
ま
つ
た
、
緊
張
し
た
気
分
に
な
つ
た
。

　
門
の
壇
上
に
立
つ
て
大
仏
殿
を
望
ん
だ
と
き
に
は
、
ま
た
新
し
い
驚
き
に
襲
は
れ
た
。
大
仏
殿
の
屋
根

は
空
と
同
じ
蒼
い
色
で
、
た
ゞ
こ
ゝ
ろ
も
ち
錆
が
あ
る
。
そ
れ
が
朧
ろ
に
、
空
に
融
け
入
る
や
う
に
、
ふ

う
は
り
と
浮
ん
で
ゐ
る
。
幸
に
も
あ
の
醜
い
正
面
の
明
り
取
り
は
中
門
の
蔭
に
な
つ
て
見
え
な
か
つ
た
。

見
え
る
の
は
た
ゞ
異
常
に
高
く
感
ぜ
ら
れ
る
屋
根
の
上
部
の
み
で
あ
つ
た
。
ひ
ど
く
寸
の
つ
ま
つ
て
ゐ
る
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大
棟
も
、
こ
の
夜
は
気
に
な
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
の
両
端
の
鴟
尾
の
、
ほ
の
か
に
、
実
に
ほ
の
か
に
、
淡
い

金
色
を
放
つ
て
ゐ
る
の
が
、
拝
み
た
い
ほ
ど
有
難
く
感
じ
ら
れ
た
。
そ
の
蒼
と
金
と
の
、
互
に
融
け
去
つ

て
も
行
き
さ
う
な
淡
い
諧
調
は
、
月
の
光
が
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
月
光
の
力
を
か
り
る
に

も
せ
よ
、
と
に
か
く
こ
れ
ほ
ど
の
印
象
を
与
へ
得
る
大
仏
殿
は
、
や
は
り
偉
大
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
と

思
は
ず
に
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。
そ
の
偉
大
性
の
根
本
は
、
空
間
的
な
大
き
さ
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
が

空
間
的
な
大
き
さ
も
ま
た
芸
術
品
に
と
つ
て
有
力
な
契
機
と
な
り
得
る
で
あ
ら
う
。
少
く
と
も
そ
こ
に
現

は
れ
た
多
量
の
人
力
は
、
一
種
の
強
さ
を
印
象
せ
ず
に
は
ゐ
な
い
で
あ
ら
う
。

　
わ
た
く
し
は
そ
こ
に
佇
ん
で
当
初
の
東
大
寺
伽
藍
を
空
想
し
た
。
ま
づ
南
大
門
は
、
広
漠
と
し
た
空
地

を
周
囲
に
持
た
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
今
の
や
う
に
狭
隘
な
と
こ
ろ
に
立
つ
て
ゐ
て
は
、
そ
の
大
き
さ
は
ほ

と
ん
ど
殺
さ
れ
て
ゐ
る
と
同
様
で
あ
る
。
南
大
門
の
右
方
に
あ
る
運
動
場
か
ら
こ
の
門
を
望
ん
だ
人
は
、

或
る
距
離
を
置
い
て
見
た
と
き
に
現
は
れ
て
く
る
異
様
な
生
気
に
気
づ
い
て
ゐ
る
だ
ら
う
。

　
こ
の
門
と
中
門
と
の
間
は
、
一
望
坦
々
た
る
広
場
で
あ
つ
て
、
左
と
右
と
に
お
よ
そ
三
百
二
十
尺
の
七

重
高
塔
が
聳
え
て
ゐ
る
。
そ
の
大
き
さ
は
一
寸
想
像
し
に
く
い
が
、
高
さ
は
ま
づ
興
福
寺
五
重
塔
の
二
倍
、

法
隆
寺
五
重
塔
の
三
倍
。
面
積
も
そ
れ
に
従
つ
て
広
く
、
少
く
と
も
法
隆
寺
塔
の
十
倍
は
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
塔
の
周
囲
に
は
四
門
の
つ
い
た
歩
廊
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
居
り
、
そ
の
歩
廊
内
の
面
積
は
今
の
大
仏
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殿
よ
り
も
広
か
つ
た
ら
し
い
。
こ
れ
ら
の
高
塔
や
そ
れ
を
生
か
せ
る
に
十
分
な
広
場
な
ど
を
眼
中
に
置
く

と
、
今
は
た
ゞ
一
の
建
物
と
し
て
孤
立
し
て
聳
え
て
ゐ
る
大
仏
殿
が
、
も
と
は
伽
藍
全
体
の
一
小
部
分
に

過
ぎ
な
か
つ
た
こ
と
も
解
つ
て
く
る
。
し
か
し
こ
の
大
仏
殿
も
、
今
の
は
高
さ
と
奥
行
と
が
元
の
ま
ゝ
で

あ
つ
て
、
間
口
が
約
三
分
の
二
に
減
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
従
つ
て
そ
の
美
し
さ
が
当
初
の
も
の
と
比
較

に
な
ら
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
大
き
さ
も
ま
た
ほ
と
ん
ど
比
較
に
な
ら
な
い
。
試
み
に
当
初
の
大
仏
殿
の

略
図
を
画
い
て
今
の
と
比
べ
て
見
る
と
、
今
の
大
仏
殿
の
感
じ
は
半
分
よ
り
も
小
さ
い
。
当
初
の
も
の
は

屋
根
が
横
に
長
い
の
で
、
全
体
の
感
じ
が
実
に
堂
々
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
屋
根
の
縦
横
の
釣
合

は
唐
招
提
寺
金
堂
の
屋
根
の
や
う
だ
と
思
へ
ば
よ
い
。
周
囲
の
歩
廊
が
ま
た
今
日
の
や
う
に
単
廊
で
は
な

く
て
複
廊
で
あ
る
。
な
ほ
大
仏
殿
の
う
し
ろ
に
は
、
大
講
堂
を
初
め
、
三
面
僧
房
、
経
蔵
、
鐘
楼
、 

食  

じ
き
だ

堂 う
の
類
が
立
ち
並
ん
で
ゐ
る
。
講
堂
、
食
堂
な
ど
は
、
十
一
間
六
面
の
大
建
築
で
あ
る
。

　
そ
こ
に
は
恐
ら
く
幾
千
か
の
僧
侶
が
住
ん
で
ゐ
た
で
あ
ら
う
。
そ
の
な
か
に
は
講
師
が
あ
り
、
学
生
が

あ
り
、
導
師
が
あ
り
求
道
者
が
あ
つ
た
。
彫
刻
、
絵
画
、
音
楽
、
舞
踏
、
劇
、
詩
歌
　
　
さ
う
し
て
宗
教
、

す
べ
て
欠
く
る
と
こ
ろ
が
な
か
つ
た
。

　
わ
た
く
し
は
中
門
前
の
池
の
傍
を
通
つ
て
、
二
月
堂
へ
の
細
い
樹
間
の
道
を
伝
ひ
な
が
ら
、
古
昔
の
精

神
的
事
業
を
思
つ
た
。
さ
う
し
て
そ
れ
が
ど
う
開
展
し
た
か
を
考
へ
た
。
後
世
に
現
は
れ
た
東
大
寺
の
勢
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力
は
「
僧
兵
」
に
よ
つ
て
表
現
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
偉
大
な
伽
藍
が
焼
き
払
は
れ
た
の
も
、
さ
う
い
ふ

地
上
的
な
勢
力
が
自
ら
招
い
た
結
果
で
あ
る
。
何
故
こ
の
大
学
が
大
学
と
し
て
開
展
を
続
け
な
か
つ
た
の

で
あ
ら
う
か
。
何
故
こ
の
精
神
的
事
業
の
伝
統
が
力
強
く
生
き
つ
ゞ
け
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
「
僧

兵
」
を
研
究
し
た
知
人
の
結
論
が
、
そ
ゞ
ろ
に
心
に
浮
ん
で
来
る
、
　
　
「
日
本
人
は
堕
落
し
易
い
。
」

　
三
月
堂
前
の
石
段
を
上
り
き
る
と
、
樹
間
の
幽
暗
に
慣
れ
て
ゐ
た
目
が
、
ま
た
月
光
に
驚
か
さ
れ
た
。

三
月
堂
は
今
あ
か
る
く
月
明
に
輝
い
て
ゐ
る
。
何
と
い
ふ
鮮
か
さ
だ
ら
う
。
清
朗
で
軽
妙
な
あ
の
屋
根
は

ほ
の
か
な
銀
色
に
光
つ
て
ゐ
た
。
そ
の
銀
色
の
面
を
区
ぎ
る
軒
の
線
の
美
し
さ
。
左
半
分
が
天
平
時
代
の

線
で
、
右
半
分
が
鎌
倉
時
代
の
線
で
あ
る
が
、
そ
の
相
違
も
今
は
調
和
の
あ
る
変
化
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ

の
線
を
う
け
る
軒
端
に
は
古
色
の
な
つ
か
し
い
灰
ば
む
だ
朱
が
、
ほ
の
か
に
白
く
か
す
れ
て
、
夢
の
や
う

に
淡
か
つ
た
。
そ
の
間
に
壁
の
白
色
が
、
澄
み
切
つ
た
明
ら
か
さ
で
、
寂
然
と
、
沈
黙
の
響
を
響
か
せ
て

ゐ
た
。
こ
れ
こ
そ
芸
術
で
あ
る
。
魂
を
清
め
る
芸
術
で
あ
る
。

　
Ｎ
君
の
泊
つ
て
ゐ
る
家
は
こ
の
芸
術
に
浸
り
込
ん
だ
や
う
な
形
勝
の
地
に
あ
つ
た
。
門
を
一
歩
出
れ
ば

三
月
堂
は
自
分
の
も
の
で
あ
る
。
三
日
月
の
光
で
、
或
は
闇
夜
の
星
の
光
で
、
或
は
暁
の
空
の
輝
き
で
、
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朝
霧
の
う
ち
に
、
夕
靄
の
う
ち
に
、
黒
闇
の
う
ち
に
、
自
由
に
こ
の
堂
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
雨

に
う
た
れ
風
に
吹
か
れ
る
こ
の
堂
の
姿
さ
へ
も
、
見
洩
さ
ず
に
ゐ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

　
家
の
人
が
活
動
写
真
を
見
に
行
つ
た
留
守
を
頼
ま
れ
て
、
Ｎ
君
は
茶
の
間
ら
し
い
と
こ
ろ
に
ゐ
た
。
ペ

ン
と
手
帳
と
案
内
記
と
が
座
右
に
あ
つ
た
。
当
麻
寺
へ
行
つ
て
来
た
こ
と
を
話
す
と
、
君
は
あ
の
塔
の
風

鐸
を
ど
う
思
ひ
ま
す
、
と
き
く
。
わ
た
く
し
は
風
鐸
に
ま
で
注
意
し
て
ゐ
な
か
つ
た
の
で
、
逆
に
そ
の
わ

け
を
尋
ね
た
。
　
　
い
や
、
あ
の
形
が
お
好
き
か
ど
う
か
、
き
ゝ
た
か
つ
た
の
で
す
。
僕
は
ど
う
し
て
も

法
隆
寺
の
方
が
す
き
で
す
ね
。
中
に
ぶ
ら
下
つ
て
ゐ
る
か
ね
も
恰
好
が
違
つ
て
ゐ
ま
す
よ
。
下
か
ら
見
る

と
十
文
字
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
　
　
わ
た
く
し
は
頓
首
し
て
、
出
か
ゝ
つ
て
ゐ
た
気
焔
を
引
込
め
る
ほ
か

な
か
つ
た
。

　
Ｎ
君
は
大
和
の
古
い
寺
々
を
ほ
と
ん
ど
見
つ
く
し
て
ゐ
た
。
残
つ
て
ゐ
る
の
は
た
ゞ
室
生
寺
だ
け
で
あ

つ
た
。
だ
か
ら
わ
た
く
し
が
名
前
さ
へ
知
ら
な
い
寺
々
の
こ
と
も
詳
し
く
知
つ
て
ゐ
た
。
　
　
そ
の
代
り

大
和
か
ら
は
一
歩
も
踏
み
出
さ
な
い
こ
と
に
き
め
て
ゐ
る
ん
で
す
。
範
囲
を
広
め
て
ゆ
く
と
き
り
が
あ
り

ま
せ
ん
か
ら
ね
。
　
　
そ
ん
な
に
詳
し
く
見
て
ゐ
て
、
印
象
記
で
も
書
く
気
は
な
い
か
と
き
く
と
、
手
帳

に
は
書
き
と
め
て
ゐ
る
が
、
と
て
も
惜
し
く
つ
て
印
象
記
な
ど
に
は
出
来
な
い
と
い
ふ
。
そ
の
話
の
模
様

で
は
、
古
美
術
の
印
象
か
ら
得
た
幻
想
が
作
品
と
し
て
結
晶
し
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
ら
し
か
つ
た
。
　
　
法
隆
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寺
に
い
ら
つ
し
や
る
の
な
ら
、
夢
殿
の
な
か
を
よ
く
見
て
来
て
く
れ
ま
せ
ん
か
。
僕
は
あ
ん
ま
り
我
儘
を

や
つ
た
も
の
で
、
お
坊
さ
ん
の
感
情
を
害
し
た
ら
し
い
ん
で
す
。
そ
れ
で
ど
う
も
具
合
が
わ
る
く
て
、
も

う
一
度
見
た
い
の
を
辛
抱
し
て
ゐ
る
ん
で
す
。
夢
殿
の
天
井
だ
の
柱
だ
の
の
具
合
を
。
　
　

　
帰
る
と
き
に
Ｎ
君
は
南
大
門
ま
で
送
つ
て
く
れ
た
。
途
々
現
在
の
僧
侶
の
内
生
活
の
話
を
き
い
た
。
叡

山
に
な
が
く
ゐ
た
こ
と
の
あ
る
Ｎ
君
は
、
さ
う
い
ふ
方
面
に
も
明
る
か
つ
た
。
の
み
な
ら
ず
君
自
身
に
も

出
家
め
い
た
単
純
生
活
に
落
ち
つ
い
て
す
ま
し
て
ゐ
ら
れ
る
一
種
の
悟
り
が
開
け
て
ゐ
た
。
だ
か
ら
出
家

の
心
持
に
は
か
な
り
同
情
が
あ
る
ら
し
く
、
妻
子
を
す
て
て
寺
に
入
つ
た
人
の
話
な
ど
を
す
る
に
も
、
ど

こ
か
力
が
こ
も
つ
て
ゐ
た
。
叡
山
で
発
狂
し
た
修
道
者
の
話
な
ど
は
凄
味
さ
へ
あ
つ
た
。

　
こ
ゝ
の
寺
に
も
一
人
ゐ
ま
す
よ
。
時
々
草
む
ら
の
な
か
か
ら
ヌ
ッ
と
出
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
　
　
か

う
云
つ
て
Ｎ
君
は
わ
た
く
し
の
顔
を
見
た
。
　
　
だ
が
夜
は
大
丈
夫
で
す
。
鹿
の
や
う
に
時
刻
が
来
れ
ば

家
へ
帰
つ
て
行
く
さ
う
で
す
。

　
や
が
て
二
人
は
南
大
門
の
石
段
の
上
で
別
れ
た
。
石
段
を
下
り
て
か
ら
振
り
返
つ
て
見
上
げ
な
が
ら
、

暇
が
あ
つ
た
ら
ま
た
お
訪
ね
し
ま
せ
う
と
い
ふ
と
、
Ｎ
君
は
こ
の
「
門
」
の
唯
中
に
立
つ
て
、
月
の
光
を

浴
び
な
が
ら
、
　
　
え
ゝ
、
御
縁
が
あ
つ
た
ら
、
ま
た
。
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