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夜
が
明
け
て
陽
の
光
が
山
の
峰
か
ら
凍
て
つ
く
大
地
に
降
り
そ
そ
ぎ
は
じ
め
る
と
、
氷
の
張
っ
て
い
た
小
川
の
表
面

が
少
し
ず
つ
溶
け
て
き
ら
き
ら
と
輝
き
な
が
ら
流
れ
だ
し
た
。
土
の
中
で
眠
っ
て
い
た
植
物
の
種
子
が
目
醒
め
、
光
を

求
め
て
小
さ
な
芽
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。
長
い
冬
が
終
わ
り
、
春
が
訪
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

　

小
作
人
の
金
基
洙
は
鶏
の
啼
き
声
と
と
も
に
目
を
醒
ま
し
た
が
、
暖
か
い
布
団
か
ら
抜
け
出
せ
ず
に
い
た
。
し
か

し
、
板
戸
の
隙
間
か
ら
洩
れ
て
く
る
光
が
部
屋
の
奥
の
布
団
に
ま
で
射
し
込
ん
で
き
た
の
で
、
思
い
き
っ
て
起
き
上
が

っ
た
。
板
戸
の
隙
間
か
ら
洩
れ
て
く
る
光
は
、
い
わ
ば
日
時
計
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
隣
の
布
団
に
は
八
歳
に
な
る

娘
の
淳
花
が
ま
だ
ぐ
っ
す
り
眠
っ
て
い
る
。

　

金
基
洙
は
ぶ
る
ぶ
る
っ
と
身
ぶ
る
い
を
し
て
素
足
で
土
間
に
下
り
る
と
、
甕か

め
に
溜
め
て
あ
る
水
を
杓
で
汲
み
、
ひ
と

口
ふ
く
ん
で
う
が
い
を
し
た
。
そ
れ
か
ら
人
差
し
指
に
塩
を
つ
け
て
歯
を
磨
き
、
板
戸
を
開
け
て
外
に
出
る
と
、
朝
の

す
が
す
が
し
い
空
気
を
吸
い
な
が
ら
、
目
の
前
に
ひ
ろ
が
る
畑
と
遠
く
の
山
を
眺
め
た
。
そ
の
山
の
中
腹
あ
た
り
か

ら
、
澄
み
き
っ
た
青
空
に
煙
が
た
な
び
い
て
い
る
。
火か

田で
ん

民み
ん

は
旧
暦
の
二
月
下
旬
頃
か
ら
木
を
切
り
倒
し
、
火
入
れ
を

し
て
畑
を
耕
す
の
で
あ
る
。

　

一
九
二
九
年
に
施
行
さ
れ
た
「
朝
鮮
総
督
府
農
事
試
験
場
」
の
規
定
に
よ
り
焼
き
畑
耕
作
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
、

火
田
民
た
ち
は
監
視
の
目
を
逃
れ
て
あ
ち
こ
ち
の
山
の
木
を
切
り
倒
し
て
焼
き
畑
耕
作
を
し
て
い
た
。
特
に
寒
冷
地
帯

で
あ
る
平
安
南
道
の
山
間
部
で
は
焼
き
畑
農
業
が
多
か
っ
た
。

　

金
基
洙
は
山
の
中
腹
あ
た
り
か
ら
立
ち
昇
る
煙
を
苦
々
し
く
眺
め
て
い
た
。
粟
、
大
豆
、
稗ひ

え
く
ら
い
し
か
育
た
な
い
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寒
冷
地
帯
の
痩
せ
た
土
地
に
縛
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
金
基
洙
に
と
っ
て
火
田
民
は
羨
ま
し
く
も
あ
り
、
憎
ら
し
く
も
あ

っ
た
。

　

一
九
一
〇
年
、
朝
鮮
は
日
本
に
併
合
さ
れ
て
植
民
地
と
な
っ
た
が
、
そ
の
年
の
三
月
か
ら
土
地
調
査
事
業
は
始
ま
っ

た
。
そ
し
て
「
朝
鮮
総
督
府
」
は
一
九
一
八
年
ま
で
の
八
年
間
に
、
朝
鮮
の
全
耕
地
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
を
両ヤ

ン

班バ
ン

（
特
権
的
な
官
僚
階
級
）
地
主
に
所
有
さ
せ
、
全
農
民
の
八
割
近
く
が
小
作
人
に
な
っ
た
。
日
本
人
地
主
や
日
本
の
土

地
会
社
の
所
有
地
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
日
本
人
の
土
地
所
有
者
は
七
千
人
、
そ
の
所
有
面
積
は
五
倍
に
膨
れ
あ

が
っ
た
。
特
に
東
洋
拓
殖
株
式
会
社
の
所
有
地
は
朝
鮮
最
大
と
な
っ
た
。

　

金
基
洙
が
耕
し
て
い
る
土
地
も
三
年
前
ま
で
は
、
こ
の
地
域
の
両
班
の
所
有
地
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
土
地
調
査
事
業

に
よ
っ
て
所
有
地
の
面
積
に
比
例
し
た
地
税
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
現
金
収
入
の

少
な
い
地
主
は
、
仕
方
な
く
日
本
の
土
地
会
社
か
ら
借
金
を
し
て
納
税
し
て
い
た
の
だ
が
、
一
ヶ
月
に
二
割
か
ら
三
割

と
い
う
高
利
に
追
わ
れ
、
そ
の
う
ち
物
納
す
る
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
土
地
を
借
金
の
か
た
に
没
収
さ
れ
た
の
だ
っ

た
。
昔
か
ら
、
前
方
の
山
の
麓
か
ら
右
の
川
の
畔ほ

と
りあ
た
り
ま
で
自
分
の
所
有
地
で
あ
る
と
信
じ
、
土
地
の
測
量
な
ど
行

っ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
朝
鮮
の
地
主
た
ち
は
、
近
代
農
地
改
革
と
い
う
名
の
土
地
調
査
事
業
に
よ
っ
て
所
有
地
の
面
積

を
測
量
し
、「
朝
鮮
総
督
府
」
に
申
告
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
、
期
限
ま
で
に
申
告
さ
れ
な
か
っ
た
土
地
は
容
赦

な
く
没
収
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
土
地
を
奪
わ
れ
た
没
落
両
班
は
朝
鮮
全
土
に
ひ
ろ
が
っ
た
。

　

金
基
洙
は
わ
け
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
地
主
の
両
班
が
追
放
さ
れ
、
日
本
人
が
地
主
に
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
ま

で
収
穫
の
五
割
程
度
だ
っ
た
借
地
料
が
日
本
人
地
主
に
な
っ
て
か
ら
六
割
、
七
割
に
跳
ね
上
が
り
、
一
年
間
、
食
い
つ

な
ぐ
の
が
や
っ
と
だ
っ
た
。
今
年
も
残
り
少
な
い
食
糧
で
収
穫
の
日
ま
で
食
い
つ
な
げ
る
の
か
不
安
だ
っ
た
。
噂
で
は

小
作
人
た
ち
が
夜
逃
げ
し
て
い
る
と
聞
く
。
実
際
、
金
基
洙
も
夜
逃
げ
し
た
い
心
境
だ
っ
た
。
だ
が
、
夜
逃
げ
し
て
ど
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こ
へ
行
く
の
か
、
ま
っ
た
く
当
て
が
な
い
。
一
年
前
、
妻
は
娘
を
残
し
て
他
界
し
て
い
る
。
妻
が
健
在
な
と
き
は
農
作

業
を
手
伝
っ
て
く
れ
た
が
、
い
ま
で
は
す
べ
て
を
一
人
で
や
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
大
き
な
負
担
だ
っ
た
。

　

金
基
洙
は
鶏
舎
の
扉
に
掛
け
て
あ
る
錠
前
を
は
ず
し
て
鶏
を
外
に
出
し
、
餌
の
粟
を
地
面
に
ま
い
た
。
そ
の
粟
を
鶏

た
ち
は
一
粒
一
粒
を
嘴

く
ち
ば
しで

突
っ
つ
い
て
食
べ
て
い
る
。
続
い
て
金
基
洙
は
牛
舎
に
行
き
、
一
頭
し
か
い
な
い
牛
に
干

し
草
を
与
え
た
。
そ
れ
か
ら
一
頭
曳
用
犂す

き
の
手
入
れ
を
し
た
。
二
頭
曳
用
犂
で
土
地
を
耕
せ
ば
労
力
が
半
分
で
す
む
わ

け
だ
が
、
牛
は
地
主
か
ら
一
頭
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。

　

畦あ
ぜ

道み
ち

を
一
人
の
男
が
こ
ち
ら
に
向
っ
て
歩
い
て
く
る
。
日
本
人
地
主
に
雇
わ
れ
て
い
る
見
回
り
役
の
高
炳
生
だ
っ

た
。
髭
も
じ
ゃ
の
顔
と
威
圧
的
な
態
度
で
小
作
人
の
間
で
は
日
本
人
の
手
先
と
陰
口
を
た
た
か
れ
て
い
る
嫌
わ
れ
者
だ

っ
た
。

「
お
早
よ
う
ご
ぜ
え
ま
す
」

　

金
基
洙
が
頭
を
下
げ
て
挨
拶
す
る
と
、
返
事
も
せ
ず
に
鶏
舎
に
入
っ
て
雌
鶏
が
産
ん
だ
卵
を
籠
に
入
れ
て
数
え
た
。

鶏
は
雄
鶏
が
二
羽
、
雌
鶏
が
十
羽
い
る
。

「
五
個
し
か
な
い
の
か
」

　

高
炳
生
は
猜
疑
の
眼
差
を
金
基
洙
に
向
け
て
睨
ん
だ
。
金
基
洙
が
卵
を
猫
ば
ば
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て

い
る
の
だ
。

「
冬
は
あ
ま
り
産
ま
ね
え
で
す
だ
」

　

金
基
洙
が
弁
明
す
る
と
、

「
洪
学
一
の
雌
鶏
は
八
羽
だ
が
、
毎
日
、
八
個
の
卵
を
産
ん
で
る
。
季
節
と
は
あ
ま
り
関
係
な
い
。
足
り
な
い
分
は
穀

物
か
ら
差
し
引
く
か
ら
、
そ
の
つ
も
り
で
お
れ
」
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と
高
炳
生
は
怒
鳴
っ
た
。

　

弁
明
を
許
さ
れ
な
い
金
基
洙
は
頭
を
垂
れ
て
ち
ぢ
こ
ま
っ
た
。
な
ん
だ
か
ん
だ
と
難
癖
を
つ
け
ら
れ
て
穀
物
を
削
り

取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
削
り
取
っ
た
穀
物
を
高
炳
生
が
懐
に
し
て
い
る
の
を
小
作
人
た
ち
は
知
っ
て
い
た
が
、
居

丈
高
な
高
炳
生
を
恐
れ
て
文
句
を
言
え
な
か
っ
た
。

　

高
炳
生
は
手
を
後
ろ
に
組
み
、
牛
舎
の
前
の
板
の
上
に
並
べ
て
あ
る
牛
糞
の
乾
燥
具
合
を
目
で
確
認
し
て
家
の
中
に

入
っ
た
。
乾
燥
し
た
牛
糞
は
オ
ン
ド
ル
の
燃
料
に
な
る
。
高
炳
生
は
乾
燥
し
た
牛
糞
を
オ
ン
ド
ル
に
使
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
確
か
め
る
た
め
に
家
の
中
に
入
っ
た
が
、
薄
暗
い
家
の
中
は
冷
え
び
え
と
し
て
い
た
。

　

物
色
す
る
よ
う
に
薄
暗
い
家
の
中
を
見
回
し
て
い
た
高
炳
生
は
、
布
団
に
く
る
ま
っ
て
寝
て
い
る
淳
花
を
見
て
、

「
娘
は
ま
だ
寝
て
い
る
の
か
。
早
く
起
し
て
仕
事
を
さ
せ
ろ
」

　

と
言
っ
た
。

　

金
基
洙
は
あ
わ
て
て
眠
っ
て
い
る
娘
の
淳
花
に
、

「
早
く
起
き
な
さ
い
。
高
炳
生
さ
ま
が
き
て
る
だ
」

　

と
淳
花
を
ゆ
り
動
か
し
た
。

　

目
を
醒
ま
し
た
淳
花
は
、
し
か
し
ぐ
ず
っ
て
起
き
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。

「
淳
花
、
起
き
な
さ
い
」

　

再
度
の
父
の
声
に
う
っ
す
ら
と
瞼ま

ぶ
たを

開
け
た
淳
花
は
、
両
手
を
後
ろ
に
組
ん
で
仁
王
立
ち
し
て
い
る
高
炳
生
を
見
て

驚
き
、
跳
ね
起
き
た
。

「
い
つ
ま
で
寝
て
い
る
つ
も
り
だ
。
そ
ん
な
こ
と
で
飯
が
食
え
る
と
思
っ
て
る
の
か
。
洪
学
一
の
七
歳
に
な
る
娘
は
、

と
っ
く
に
起
き
て
仕
事
を
し
て
お
る
」
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高
炳
生
は
何
か
に
つ
け
て
洪
学
一
の
家
族
を
引
き
合
い
に
出
し
て
金
基
洙
の
家
族
を
批
難
す
る
の
だ
っ
た
。

「
今
日
の
昼
過
ぎ
、
地
主
の
木
村
信
次
さ
ま
が
見
回
り
に
く
る
。
落
度
の
な
い
よ
う
に
し
ろ
。
お
ま
え
た
ち
の
落
度

は
、
わ
し
の
落
度
に
な
る
。
わ
か
っ
た
な
」

　

春
か
ら
農
繁
期
に
か
け
て
、
週
に
一
度
、
地
主
の
木
村
信
次
は
高
炳
生
と
二
人
の
下
僕
を
し
た
が
え
、
馬
に
乗
っ

て
、
十
五
人
い
る
小
作
人
の
仕
事
ぶ
り
と
畑
の
様
子
を
見
て
回
る
の
だ
っ
た
。
と
き
に
は
小
作
人
を
威
圧
す
る
た
め
、

日
本
人
の
官
憲
と
一
緒
に
巡
察
す
る
こ
と
も
あ
る
。
去
年
の
冬
、
平
南
地
域
の
あ
る
村
で
、
日
本
人
地
主
の
穀
物
倉
庫

が
十
数
人
の
小
作
人
に
襲
撃
さ
れ
、
穀
物
を
奪
わ
れ
る
事
件
が
あ
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
日
本
人
地
主
は
、
と
き
ど
き
日

本
人
の
官
憲
を
と
も
な
っ
て
畑
を
巡
察
し
て
い
た
。

　

高
炳
生
は
土
間
の
隅
に
置
い
て
あ
る
籠
に
視
線
を
転
じ
た
。
粟
、
稗
、
大
豆
、
大
麦
な
ど
の
種
子
を
保
管
し
て
い
る

籠
だ
っ
た
。
高
炳
生
は
、
そ
の
種
子
を
手
で
す
く
い
、
量
を
確
認
し
て
い
た
。
小
作
人
の
中
に
は
食
糧
が
底
を
つ
き
、

冬
を
越
せ
な
く
な
っ
て
、
種
子
ま
で
食
べ
つ
く
し
て
耕
作
が
で
き
な
く
な
る
と
、
夜
逃
げ
す
る
者
も
い
た
。

「
あ
の
山
を
見
ろ
」

　

高
炳
生
の
指
差
す
山
の
中
腹
あ
た
り
が
、
茶
色
に
な
っ
て
い
る
。

「
火
田
民
の
奴
ら
は
山
を
焼
い
て
畑
を
耕
し
て
い
る
が
、
夜
逃
げ
し
た
連
中
も
火
田
民
と
一
緒
に
な
っ
て
山
を
焼
い
て

る
。
そ
の
う
ち
朝
鮮
の
山
は
焼
き
つ
く
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
水
害
が
起
こ
る
の
だ
。
奴
ら
は
朝
鮮
を
亡
ぼ
す

気
だ
。
総
督
府
が
奴
ら
を
取
締
る
の
は
当
然
の
こ
と
だ
。
く
そ
い
ま
い
ま
し
い
奴
ら
め
」

　

高
炳
生
の
言
葉
は
金
基
洙
に
警
告
し
て
い
る
の
だ
っ
た
。

　

寝
床
を
離
れ
た
淳
花
は
素
足
で
土
間
に
下
り
た
。
厳
寒
の
冬
に
は
零
下
十
五
度
ま
で
下
が
る
大
地
は
、
春
が
近
い
と

は
い
え
、
さ
す
が
に
冷
た
か
っ
た
。




