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１
】
は
じ
め
に

『
夢
十
夜
』
（
『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
八
年
七
月
二
十
五
日
～
八
月
五
日
）
は

第
一
夜
か
ら
第
十
夜
ま
で
の
十
篇
で
構
成
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。『
夢
十
夜
』
と
い
う

名
の
通
り
、
登
場
人
物
で
あ
る
「
自
分
」
の
見
た
十
の
夢
の
内
容
が
語
ら
れ
る
作
り

に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
作
品
自
体
を
作
者
で
あ
る
漱
石
の
見
た
夢
と
し

て
捉
え
、
漱
石
に
つ
い
て
の
精
神
分
析
や
心
理
分
析
を
行
お
う
と
す
る
研
究
が
数
多

く
存
在
す
る
。
作
者
漱
石
の
心
理
を
推
し
量
る
た
め
に
は
、
夢
と
い
う
暗
示
的
な
内

容
を
描
い
た
こ
の
作
品
は
格
好
の
題
材
で
あ
っ
た
の
だ
。

し
か
し
、
『
夢
十
夜
』
は
あ
く
ま
で
夢
と
い
う
も
の
を
仮
構
し
た
小
説
で
あ
る
。
本

稿
で
は
、
あ
え
て
作
者
で
あ
る
漱
石
の
存
在
を
括
弧
で
く
く
り
本
文
読
解
を
行
う
。

ま
ず
『
夢
十
夜
』
研
究
の
全
体
の
流
れ
に
つ
い
て
確
認
す
る

。
発
表
当
時
、
『
夢

(1)

十
夜
』
の
文
壇
に
お
け
る
注
目
度
は
、
決
し
て
高
く
な
か
っ
た
。
こ
の
作
品
を
最
初

に
評
価
し
た
の
は
伊
藤
整
で
あ
り
、
伊
藤

は
「
原
罪
的
な
不
安
」
が
『
夢
十
夜
』
の

(2)

根
底
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
荒
正
人

は
精
神
分
析
を
用
い
て
第
三
夜
を
読

(3)

み
解
き
、
漱
石
自
身
の
過
去
と
結
び
つ
け
た
論
を
展
開
し
た
。
こ
こ
か
ら
漱
石
の
心

理
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
作
品
と
し
て
『
夢
十
夜
』
に
注
目
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
始
め
は
そ
れ
ぞ
れ
の
篇
ご
と
に
個
別
に
読
み
解
く
も
の
が
多

か
っ
た
が
、
次
第
に
全
十
篇
を
統
一
体
と
し
て
読
み
解
こ
う
と
す
る
論
が
増
え
て
き

た
。
そ
の
場
合
、
夢
に
現
れ
て
い
る
何
か
し
ら
の
モ
チ
ー
フ
や
テ
ー
マ
が
、
全
十
夜

を
貫
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
が
多
い
。

伊
藤
や
荒
に
よ
る
指
摘
が
影
響
を
与
え
た
こ
と
や
、
夢
と
い
う
虚
構
空
間
の
極
地

と
も
い
え
る
も
の
が
舞
台
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
作
者
で
あ
る
漱
石
の
そ
れ
ま
で

の
経
験
や
思
想
と
結
び
つ
け
て
『
夢
十
夜
』
を
読
み
解
く
論
は
い
ま
だ
に
多
い
。
し

か
し
、
近
年
で
は
、
作
家
論
か
ら
次
第
に
作
品
論
的
な
読
み
解
き
（
文
体
、
表
現
方

法
に
注
目
す
る
も
の
や
、
夢
分
析
・
精
神
分
析
を
行
う
も
の
）
へ
と
移
行
し
て
き
た
。

こ
の
動
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
篇
ご
と
に
個
別
に
読
み
解
く
論
に
も
、
十
篇
を
統
一
体

と
し
て
読
み
解
く
論
に
も
見
ら
れ
る
。
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こ
れ
ま
で
の
研
究
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
篇
ご
と
に
個
別
に
読
み
解
く
方
法
と
、

十
篇
を
統
一
体
と
し
て
読
み
解
く
方
法
の
二
通
り
の
読
解
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
は

先
ほ
ど
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
個
別
の
読
み
解
き
と
、
統
一
体
と
し
て
の

読
み
解
き
の
両
方
と
も
い
ま
だ
に
安
定
し
た
見
解
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。

十
篇
を
統
一
体
と
み
な
す
研
究
の
不
安
定
さ
に
つ
い
て
、
『
夢
十
夜
』
は
十
篇
が
そ

れ
ぞ
れ
で
独
立
し
て
い
る
話
で
あ
る
か
ら
だ
と
す
る
意
見
も
あ
る
。
た
と
え
ば
笹
渕

友
一

は
「
内
容
が
夢
と
い
う
暗
示
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
揣
摩
臆
測
に
わ
た
る
こ

(4)

と
が
多
い
。
勢
い
評
者
自
身
の
思
想
に
引
き
つ
け
ら
れ
る
結
果
を
生
む
」
と
指
摘
し
、

あ
る
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
が
全
篇
を
貫
い
て
い
る
と
い
う
意
見
に
懐
疑
的
で
あ
る
。
こ

の
指
摘
の
通
り
、
夢
の
意
味
を
探
る
こ
と
の
み
に
頼
り
十
夜
を
統
一
体
と
し
て
把
握

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
夢
の
内
と
外
に
注
目
し
、『
夢
十
夜
』
と
い
う
作
品
を
読
解
し

て
い
き
た
い
。
松
元
季
久
代

は
「
語
り
手
は
ま
ず
「
こ
ん
な
夢
を
見
た
」
と
、
夢
の

(5)

外
か
ら
夢
の
記
憶
を
語
ろ
う
と
す
る
の
だ
が
、
次
に
現
れ
る
「
自
分
」
と
い
う
主
格

を
顕
示
し
た
語
り
手
は
、
す
で
に
夢
の
世
界
の
住
人
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
指
摘
を
手
が
か
り
に
し
、
語
り
手
で
あ
る
「
自
分
」
が
夢
の
内
と
外
に
ど
の

よ
う
に
現
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
夢
の
中
で
起
き
る
出
来
事
と
ど
う
関
わ
り

を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
、
十
夜
全
体
を
統
一
体
と
し
て
読
み
解

き
た
い
。
ま
た
、
本
稿
で
は
個
別
の
読
解
と
全
体
の
読
解
を
併
せ
て
行
う
。
そ
う
す

る
こ
と
で
、
各
篇
を
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
作
品
と
し
て
読
む
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
十

篇
を
統
一
体
と
し
て
読
む
べ
き
か
と
い
う
疑
問
に
も
、
お
の
ず
と
こ
た
え
が
導
き
出

さ
れ
る
だ
ろ
う
。

【
２
】
個
別
読
解

ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
篇
を
形
式
と
内
容
の
二
つ
の
面
か
ら
個
別
に
読
解
す
る
。
形

式
に
つ
い
て
は
主
に
語
り
の
特
徴
に
注
目
し
、
内
容
に
つ
い
て
は
夢
内
部
の
様
子
に

注
目
し
て
読
み
解
く
。

第
一
夜

女
が
、
「
も
う
死
に
ま
す
」
と
言
っ
た
。
「
自
分
」
は
そ
の
言
葉
を
疑
う
が
、
女
は

死
後
再
会
す
る
た
め
に
百
年
待
つ
こ
と
を
「
自
分
」
に
約
束
さ
せ
た
あ
と
、
間
も
な

く
死
ん
で
し
ま
う
。「
自
分
」
は
女
の
言
葉
に
従
い
、
墓
の
前
で
待
ち
続
け
る
。
女
に

騙
さ
れ
た
の
で
は
と
疑
い
は
じ
め
た
と
き
、
目
の
前
に
百
合
の
茎
が
伸
び
て
き
て
つ

ぼ
み
が
開
い
た
。
そ
し
て
遠
い
空
に
暁
の
星
が
瞬
い
て
い
る
の
を
見
た
「
自
分
」
は
、

「
百
年
は
も
う
来
て
ゐ
た
ん
だ
な
」
と
気
が
つ
い
た
。

第
一
夜
は
「
こ
ん
な
夢
を
見
た
」
と
い
う
一
文
か
ら
始
ま
る
。
こ
れ
は
既
に
目
覚

め
て
い
る
「
自
分
」、
つ
ま
り
夢
の
中
で
は
な
く
外
側
に
い
る
「
自
分
」
の
言
葉
だ
と

い
う
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
こ
の
言
葉
の
あ
と
夢
の
内
容
に
つ
い
て
詳
し
く
語

る
部
分
で
は
「
自
分
」
は
今
ま
さ
に
夢
を
体
験
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
語
っ
て
も
い

る
。こ

こ
で
の
女
は
未
来
を
見
通
す
よ
う
な
言
葉
を
何
度
も
「
自
分
」
に
告
げ
て
お
り
、

「
自
分
」
は
そ
の
言
葉
を
疑
い
な
が
ら
も
言
わ
れ
た
と
お
り
に
行
動
す
る
。
第
一
夜

に
お
け
る
女
は
「
自
分
」
を
「
自
分
」
の
望
む
方
向
へ
導
く
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

第
二
夜

お
前
に
悟
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
和
尚
に
言
わ
れ
た
「
自
分
」
は
、
武
士
の
意

地
に
か
け
て
も
悟
り
を
開
い
て
や
ろ
う
と
躍
起
に
な
る
。
も
し
次
の
刻
ま
で
に
悟
れ

た
ら
こ
の
短
刀
で
和
尚
を
殺
し
、
悟
れ
な
け
れ
ば
こ
の
短
刀
で
自
刃
し
よ
う
と
覚
悟

を
決
め
た
。
必
死
に
な
り
す
ぎ
て
意
識
が
朦
朧
と
し
て
き
た
頃
、
時
計
の
音
が
刻
限
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の
来
た
こ
と
を
告
げ
「
自
分
」
は
は
っ
と
し
て
短
刀
を
手
に
し
た
。

第
一
夜
と
同
じ
く
、
「
こ
ん
な
夢
を
見
た
」
と
い
う
〝
目
覚
め
て
い
る
「
自
分
」
〟

の
言
葉
の
あ
と
は
、
〝
夢
を
体
験
し
て
い
る
「
自
分
」
〟
が
夢
の
内
容
に
つ
い
て
語

っ
て
い
る
。

和
尚
は
「
自
分
」
に
対
し
、
侍
で
あ
れ
ば
悟
れ
る
は
ず
だ
、
悟
れ
な
い
と
こ
ろ
を

見
る
と
お
前
は
侍
で
は
あ
る
ま
い
、
と
述
べ
る
。
そ
の
言
葉
を
受
け
た
「
自
分
」
は

怒
り
、
「
ど
う
し
て
も
悟
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
分
は
侍
で
あ
る
。
」
と
考
え
る
。
悟

り
を
得
る
た
め
に
は
自
意
識
を
捨
て
る
こ
と
が
必
要
だ
が
、
和
尚
の
「
御
前
は
侍
で

あ
る
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
「
自
分
は
侍
で
あ
る
」
と
い
う
意
識
を
強
く
し
て
し

ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
和
尚
は
「
自
分
」
に
悟
る
こ
と
を
促
し
な
が
ら
も
、
そ
の

言
葉
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
「
自
分
」
が
悟
れ
な
く
な
る
状
況
を
作
り
出
し
て
い
る
の

だ
。
和
尚
は
、
悟
る
と
い
う
こ
と
を
「
自
分
」
に
課
し
な
が
ら
も
決
し
て
悟
ら
せ
よ

う
と
し
な
い
と
い
う
点
で
、
夢
の
中
に
お
い
て
主
導
権
を
握
っ
て
い
る
。

第
三
夜

「
自
分
」
は
六
歳
に
な
る
子
を
背
負
っ
て
い
る
。
な
ぜ
か
子
供
は
盲
目
に
な
っ
て

い
て
、
謎
め
い
た
こ
と
ば
か
り
話
す
。
不
気
味
な
こ
の
小
僧
を
捨
て
る
た
め
に
森
へ

入
る
と
、
小
僧
が
「
御
前
が
俺
を
殺
し
た
の
は
今
か
ら
丁
度
百
年
前
だ
な
」
と
言
っ

た
。
途
端
に
、「
自
分
」
は
百
年
前
に
そ
の
場
所
で
盲
人
を
殺
害
し
た
こ
と
を
思
い
出

し
た
の
だ
っ
た
。

第
一
夜
・
第
二
夜
と
同
じ
で
、「
こ
ん
な
夢
を
見
た
」
と
い
う
一
文
の
あ
と
は
、
〝

夢
を
体
験
し
て
い
る
「
自
分
」
〟
の
視
点
に
沿
っ
て
夢
の
内
容
が
語
ら
れ
る
。

小
僧
は
目
が
見
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
起
き
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
次
に

起
き
る
こ
と
を
正
し
く
把
握
し
て
い
る
。
田
圃
へ
差
し
掛
か
る
と
「
田
圃
へ
掛
つ
た

ね
」
と
言
い
、
「
ど
う
し
て
解
る
」
と
「
自
分
」
が
聞
く
と
、
「
だ
つ
て
鷺
が
鳴
く
ぢ

や
な
い
か
」
と
い
う
言
葉
の
あ
と
で
鷺
が
鳴
く
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
何
が
つ
て
、
知
つ
て
る
ぢ
や
な
い
か
」
と
小
僧
が
言
う
と
、
「
自
分
」
は

「
す
る
と
何
だ
か
知
つ
て
る
様
な
気
が
」
し
だ
す
。
「
文
化
五
年
辰
年
だ
ら
う
」
と
言

わ
れ
る
と
「
成
程
文
化
五
年
辰
年
ら
し
く
」
思
っ
て
し
ま
う
。
最
後
に
は
「
御
前
が

お
れ
を
殺
し
た
の
は
今
か
ら
丁
度
百
年
前
だ
ね
」
と
言
わ
れ
、「
自
分
は
此
の
言
葉
を

聞
く
や
否
や
、
今
か
ら
百
年
前
文
化
五
年
の
辰
年
の
こ
ん
な
闇
の
晩
に
、
此
の
杉
の

根
で
、
一
人
の
盲
目
を
殺
し
た
と
云
ふ
自
覚
が
、
忽
然
と
し
て
頭
の
中
に
起
つ
た
。
」

と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
小
僧
の
言
葉
が
「
自
分
」
の
記
憶
を
導
い
て
い
る
の
で
あ

る
。
小
僧
は
未
来
・
過
去
を
把
握
し
、
「
自
分
」
の
行
動
や
記
憶
を
導
く
存
在
だ
と
い

え
る
。

第
四
夜

「
自
分
」
は
子
供
の
姿
に
な
っ
て
い
て
、
爺
さ
ん
が
酒
を
飲
む
の
を
見
て
い
る
。

爺
さ
ん
の
あ
と
を
つ
い
て
い
く
と
、
爺
さ
ん
は
子
供
た
ち
に
、「
今
に
其
の
手
拭
が
蛇

に
な
る
か
ら
、
見
て
居
ら
う
。
見
て
居
ら
う
。」
と
言
い
笛
を
吹
き
は
じ
め
た
が
、
何

も
起
こ
ら
な
い
。
今
度
は
、
今
に
な
る
、
蛇
に
な
る
、
と
歌
い
な
が
ら
川
の
中
を
ど

ん
ど
ん
進
ん
で
い
く
。
「
自
分
」
は
爺
さ
ん
が
向
こ
う
岸
に
上
が
っ
て
蛇
を
見
せ
て
く

れ
る
の
を
待
ち
続
け
た
が
、
爺
さ
ん
は
川
か
ら
上
が
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

第
四
夜
に
は
「
こ
ん
な
夢
を
見
た
」
と
い
う
一
文
が
な
い
。
第
一
夜
か
ら
第
三
夜

ま
で
続
い
て
い
た
〝
目
覚
め
て
い
る
「
自
分
」
〟
に
よ
る
冒
頭
の
語
り
は
な
く
な
る

の
で
あ
る
。

「
自
分
」
は
爺
さ
ん
に
対
し
興
味
を
抱
き
、
爺
さ
ん
の
奇
妙
な
言
動
を
観
察
し
て

い
る
が
、
最
後
ま
で
爺
さ
ん
と
言
葉
を
交
わ
さ
な
い
。「
自
分
」
は
爺
さ
ん
に
興
味
を

持
ち
、
手
拭
が
蛇
に
変
わ
る
と
い
う
奇
跡
を
待
ち
望
ん
で
い
る
が
、
直
接
接
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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第
五
夜

「
自
分
」
は
戦
に
負
け
、
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
死
ぬ
前
に
一
目
女
に
会
い
た
い

と
願
っ
た
の
で
、
一
晩
だ
け
猶
予
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
女
は
「
自
分
」
に
会
う
た

め
に
馬
に
乗
り
、
夜
の
中
を
必
死
に
駆
け
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
途
中
で
天
探
女
が
鶏

の
鳴
き
声
を
ま
ね
て
鳴
き
、
夜
が
明
け
た
か
の
よ
う
に
み
せ
か
け
た
た
め
、
驚
い
た

女
は
淵
に
落
ち
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

冒
頭
に
は
「
こ
ん
な
夢
を
見
た
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
第
一
夜
か
ら
第
三
夜
ま

で
と
同
じ
よ
う
に
「
こ
ん
な
夢
を
見
た
」
と
語
っ
て
い
る
〝
目
覚
め
て
い
る
「
自
分
」

〟
は
、
夢
の
内
容
部
分
に
入
る
と
、
〝
夢
を
体
験
し
て
い
る
「
自
分
」
〟
の
視
点
に

沿
っ
て
夢
の
内
容
を
語
り
始
め
る
。
さ
ら
に
、
後
半
か
ら
は
こ
の
視
点
を
も
離
れ
、「
自

分
」
に
は
見
え
な
い
場
所
に
い
る
は
ず
の
女
の
様
子
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
最
後

に
は
「
蹄
の
跡
は
い
ま
だ
に
岩
の
上
に
残
つ
て
居
る
」
こ
と
と
「
此
の
蹄
の
痕
の
岩

に
刻
み
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
間
、
天
探
女
は
自
分
の
敵
で
あ
る
」
こ
と
を
述
べ
る
。
こ

の
後
半
部
（
女
の
様
子
に
つ
い
て
語
る
部
分
か
ら
最
後
ま
で
）
に
お
け
る
全
知
視
点

の
語
り
手
は
、
明
ら
か
に
〝
夢
を
体
験
し
て
い
る
「
自
分
」
〟
で
も
〝
目
覚
め
て
い

る
「
自
分
」
〟
で
も
な
い
。
い
ま
だ
夢
の
中
に
留
ま
っ
た
ま
ま
、
夢
の
中
で
の
「
自

分
」
の
経
験
を
持
ち
続
け
て
い
る
語
り
手
だ
と
言
え
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
第
五
夜
で
は
冒
頭
に
は
夢
か
ら
覚
め
た
語
り
手
が
、
そ
し
て
最
後

に
は
夢
か
ら
覚
め
て
い
な
い
、
し
か
し
「
自
分
」
と
し
て
の
意
識
を
持
ち
続
け
て
い

る
語
り
手
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
六
夜

仏
師
運
慶
が
仁
王
像
を
刻
ん
で
い
る
。「
自
分
」
は
、
こ
こ
は
鎌
倉
時
代
か
と
思
っ

た
が
見
物
人
は
明
治
の
人
間
ば
か
り
で
あ
る
。
運
慶
の
仕
事
ぶ
り
に
感
心
し
て
い
る

と
見
物
人
の
一
人
が
、
彫
刻
と
は
像
を
作
る
の
で
は
な
く
掘
り
出
す
も
の
だ
と
言
っ

た
。
な
る
ほ
ど
と
思
い
、
自
宅
へ
戻
っ
て
彫
刻
を
や
っ
て
み
た
が
、
上
手
く
い
か
な

い
。
明
治
の
木
に
は
仁
王
は
埋
ま
っ
て
い
な
い
の
だ
と
分
か
っ
た
。

「
こ
ん
な
夢
を
見
た
」
と
い
う
一
文
が
冒
頭
か
ら
消
え
る
。
語
り
か
ら
は
〝
目
覚

め
て
い
る
「
自
分
」
〟
の
姿
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
夢
が
夢
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い

う
こ
と
は
内
容
か
ら
判
断
す
る
し
か
な
い
。
夢
ら
し
さ
は
語
り
で
は
な
く
、
内
容
の

不
思
議
さ
（
生
き
て
い
る
は
ず
の
無
い
運
慶
が
目
の
前
で
仁
王
像
を
刻
ん
で
い
る
、

と
い
う
不
可
解
な
状
況
）
に
現
れ
て
い
る
。

「
自
分
」
が
運
慶
の
仕
事
ぶ
り
を
見
て
感
心
し
て
い
る
と
、
見
物
人
の
一
人
で
あ

る
若
い
男
が
「
な
に
、
あ
れ
は
眉
や
鼻
を
鑿
で
作
る
ん
ぢ
や
な
い
。
あ
の
通
り
の
眉

や
鼻
が
木
の
中
に
埋
つ
て
ゐ
る
の
を
、
鑿
と
槌
の
力
で
掘
り
出
す
迄
だ
。
」
と
答
え
る
。

こ
の
言
葉
を
受
け
て
、
「
自
分
」
は
行
動
を
起
こ
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
若
い
男
の
言
葉

が
「
自
分
」
の
行
動
を
促
し
、
最
終
的
に
第
六
夜
に
お
け
る
「
自
分
」
の
疑
問
を
解

決
さ
せ
た
と
言
え
る
。
若
い
男
は
こ
の
夢
の
中
に
お
い
て
「
自
分
」
を
悟
り
へ
と
導

く
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
。

第
七
夜

「
自
分
」
は
乗
っ
て
い
る
船
が
ど
こ
へ
向
か
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
。
不
安

が
募
り
、
死
の
う
と
思
い
つ
め
た
「
自
分
」
は
あ
る
晩
つ
い
に
船
か
ら
飛
び
降
り
て

し
ま
う
。
し
か
し
、
足
が
離
れ
た
と
た
ん
、
す
ぐ
に
後
悔
し
は
じ
め
た
。
行
き
先
の

分
か
ら
な
い
船
で
も
乗
っ
て
い
る
ほ
う
が
ま
し
だ
っ
た
の
だ
と
後
悔
し
な
が
ら
、
真

っ
暗
な
海
へ
と
落
ち
て
い
く
。

第
七
夜
に
も
、
「
こ
ん
な
夢
を
見
た
」
と
い
う
一
文
は
な
い
。

登
場
人
物
は
、
「
自
分
」
・
船
の
男
・
水
夫
・
乗
合
た
ち
で
あ
り
、
他
の
篇
に
比
べ

て
か
な
り
多
い
。
「
此
の
船
は
西
に
行
く
ん
で
す
か
」
と
い
う
「
自
分
」
の
疑
問
に
対

し
、
船
乗
り
の
男
は
「
怪
訝
な
顔
」
を
す
る
。
問
い
に
対
す
る
答
え
は
用
意
さ
れ
ず
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「
自
分
」
の
疑
問
は
宙
づ
り
に
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
し
て
水
夫
た
ち
は
「
自
分
」

の
よ
う
な
疑
問
を
抱
く
こ
と
な
く
、
帆
綱
を
手
繰
り
、
船
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
自
分
た
ち
の
行
き
先
を
気
に
す
る
「
自
分
」
と
、
そ
ん
な
疑
問
や
不
安

を
少
し
も
抱
く
こ
と
が
な
い
船
の
男
・
水
夫
た
ち
の
様
子
が
現
れ
て
い
る
。
他
の
乗

客
た
ち
と
も
意
思
の
疎
通
を
図
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
自
分
」
の
孤
独
感
は
強
く
な

り
、
最
後
に
は
船
か
ら
飛
び
降
り
て
し
ま
う
の
だ
。

第
七
夜
で
は
、「
自
分
」
は
悟
り
を
得
な
が
ら
も
、
も
は
や
そ
れ
を
活
か
せ
な
い
と

い
う
状
況
に
陥
る
の
で
あ
る
。

第
八
夜

「
自
分
」
は
床
屋
に
入
っ
た
。「
自
分
」
の
目
の
前
に
あ
る
鏡
に
は
、
背
後
の
往
来

の
様
子
が
映
っ
て
い
る
。「
自
分
」
は
次
々
移
り
変
わ
る
そ
の
光
景
に
見
入
っ
た
。
床

屋
の
帳
簿
で
女
が
札
束
を
数
え
て
い
る
姿
が
見
え
る
の
だ
が
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も

そ
の
札
束
は
尽
き
な
い
。
驚
い
て
振
り
返
っ
て
み
た
が
、
女
も
札
束
も
見
え
な
か
っ

た
。こ

こ
で
も
、
「
こ
ん
な
夢
を
見
た
」
と
い
う
言
葉
は
な
く
、
「
自
分
」
は
こ
の
夢
を

今
ま
さ
に
経
験
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
語
り
始
め
て
い
る
。

床
屋
の
鏡
越
し
に
往
来
の
様
子
を
眺
め
る
「
自
分
」
は
、
見
た
い
と
思
っ
た
も
の

を
自
分
自
身
の
眼
で
直
接
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
「
自
分
」
が
振
り
返
っ
て

確
認
し
て
み
る
と
鏡
に
映
っ
て
い
た
は
ず
の
女
が
い
な
か
っ
た
よ
う
に
、
鏡
に
映
る

も
の
が
実
際
に
存
在
す
る
も
の
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
鏡
に
映
る
自
分
や
他
人

の
姿
形
に
気
を
取
ら
れ
て
い
た
「
自
分
」
は
、
鏡
に
見
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
し
か
見

ら
れ
ず
、
自
分
の
眼
で
直
接
見
て
正
し
い
評
価
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

第
九
夜

世
の
中
が
な
ん
と
な
く
ざ
わ
つ
き
始
め
た
。
家
に
は
若
い
母
と
三
つ
に
な
る
子
供

が
お
り
、
侍
で
あ
る
父
親
は
不
在
だ
。
母
親
は
夫
の
無
事
を
祈
る
た
め
に
、
夜
に
な

る
と
神
社
へ
行
き
、
幼
い
わ
が
子
を
あ
や
し
つ
つ
お
百
度
を
踏
む
。
し
か
し
、
夫
は

と
う
の
昔
に
浪
士
に
殺
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
悲
し
い
話
を
、
夢
の
中
で

母
か
ら
聞
い
た
。

こ
こ
に
も
、「
こ
ん
な
夢
を
見
た
」
と
い
う
一
文
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
り
、

夢
の
中
に
出
て
く
る
登
場
人
物
の
う
ち
誰
が
「
自
分
」
か
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り

示
さ
れ
ず
に
物
語
が
進
む
。
最
後
に
「
こ
ん
な
悲
し
い
話
を
、
夢
の
中
で
母
か
ら
聞

い
た
。
」
と
述
べ
ら
れ
、
今
ま
で
の
話
が
、
夢
の
中
で
語
り
手
が
そ
の
母
か
ら
聞
い
た

内
容
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
こ
こ
で
〝
目
覚
め
て
い
る
「
自
分
」
〟
の
存

在
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
第
九
夜
に
お
い
て
夢
の
主
体
と
し
て
の
「
自
分
」
は
登

場
し
な
い
。「
子
供
は
何
と
も
云
は
な
か
つ
た
」
、「
け
れ
ど
も
縛
つ
た
子
に
ひ
い
ひ
い

泣
か
れ
る
と
、
母
は
気
が
気
で
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
子
供
」
「
子
」
と
い
う
表

現
を
す
る
だ
け
で
、「
自
分
」
と
い
う
人
物
は
現
れ
な
い
。
こ
れ
は
語
り
手
で
あ
る
「
自

分
」
と
重
な
る
人
物
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
理
由
は
、
こ
の
夢
が
「
夢
の
中
で
母
か
ら
聞
い
た
」
夢

で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
の
夢
に
お
い
て
、
語
り
手
が
「
子
供
」
で
あ
る
こ
と
は
ほ

ぼ
間
違
い
な
い
が
、
夢
の
中
で
中
心
と
な
っ
て
行
動
す
る
の
は
母
で
あ
る
。
そ
の
母

の
話
を
語
り
手
が
話
し
て
い
る
た
め
、
中
心
と
な
る
人
物
「
自
分
」
は
消
え
、
父
を

待
つ
母
と
子
供
の
物
語
を
、
全
知
視
点
か
ら
語
る
語
り
手
だ
け
が
残
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
最
後
の
一
文
に
よ
っ
て
全
知
視
点
で
語
ら
れ
て
い
た
物
語
が
、
よ
う

や
く
「
自
分
＝
子
」
の
物
語
と
な
る
。

第
九
夜
は
、
夢
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
母
が
語
っ
た
物
語
を
、
さ
ら
に
夢
か
ら
覚

め
た
「
自
分
」
が
語
っ
て
み
せ
る
、
と
い
う
入
れ
子
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

。
(6)
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ま
た
、
「
今
に
も
戦
争
が
起
り
さ
う
に
見
え
る
」
時
代
に
、
父
の
帰
り
を
待
ち
続
け

る
母
と
子
の
姿
が
描
か
れ
て
お
り
、
第
六
夜
か
ら
第
八
夜
ま
で
に
漂
っ
て
い
た
〝
今

生
き
て
い
る
場
所
に
対
す
る
不
安
や
不
信
感
〟
と
い
う
も
の
が
第
九
夜
か
ら
も
見
受

け
ら
れ
る
。

第
十
夜

「
庄
太
郎
が
女
に
攫
は
れ
て
か
ら
七
日
目
の
晩
に
ふ
ら
り
と
帰
つ
て
来
て
、
急
に

熱
が
出
て
ど
つ
と
、
床
に
就
い
て
ゐ
る
と
云
つ
て
健
さ
ん
が
知
ら
せ
に
来
た
。
」
と
い

う
語
り
か
ら
始
ま
る
。
ま
た
、
第
四
夜
・
第
六
夜
・
第
七
夜
・
第
八
夜
と
同
じ
く
、「
こ

ん
な
夢
を
見
た
」
と
い
う
一
文
が
な
い
。
第
十
夜
の
場
合
は
「
庄
太
郎
」
の
身
に
起

き
た
出
来
事
を
「
健
さ
ん
」
が
語
り
、
さ
ら
に
そ
の
話
を
「
庄
太
郎
」
の
視
点
に
沿

っ
て
「
自
分
」
が
語
り
直
す
、
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。
母
が
「
自
分
」
へ

語
る
だ
け
だ
っ
た
第
九
夜
よ
り
、
さ
ら
に
一
段
階
増
え
、「
庄
太
郎
」
か
ら
「
健
さ
ん
」
、

さ
ら
に
「
自
分
」
へ
と
い
う
三
段
階
の
伝
聞
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

。
(7)

女
に
連
れ
ら
れ
て
い
っ
た
先
で
、
「
庄
太
郎
」
は
豚
の
大
群
に
襲
わ
れ
る
。
「
庄
太

郎
」
の
も
と
へ
と
押
し
寄
せ
た
豚
は
、
見
目
の
良
さ
を
気
に
し
て
汗
水
流
し
て
働
く

こ
と
を
よ
し
と
し
な
い
「
庄
太
郎
」
を
非
難
す
る
も
の
で
あ
る
。
水
菓
子
や
女
を
眺

め
る
こ
と
が
好
き
で
、
い
つ
も
パ
ナ
マ
帽
を
被
っ
て
い
る
「
庄
太
郎
」
は
、
醜
い
豚

に
嫌
悪
感
を
抱
く
。
し
か
し
最
終
的
に
は
、
そ
の
豚
に
舐
め
ら
れ
て
倒
れ
て
し
ま
う

の
だ
。
女
は
「
庄
太
郎
」
に
、
物
事
の
本
質
を
知
ら
な
け
れ
ば
見
た
目
の
立
派
さ
な

ど
無
意
味
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
庄
太
郎
に
つ
い
て
の
話
を
「
健
さ
ん
」
か
ら
聞
い
て
も
、「
自
分
」
は
少
し

も
不
思
議
に
感
じ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、「
庄
太
郎
」
の
身
に
起
き
た
こ
と
を
語
っ
た

あ
と
に
述
べ
ら
れ
た
「
だ
か
ら
余
り
女
を
見
る
の
は
善
く
な
い
よ
」
と
い
う
「
健
さ

ん
」
の
言
葉
に
対
し
「
尤
も
」
だ
と
感
じ
、
「
庄
太
郎
は
助
か
る
ま
い
。
パ
ナ
マ
は
健

さ
ん
の
も
の
だ
ら
う
。
」
と
淡
々
と
予
想
す
る
。
こ
こ
で
の
「
自
分
」
は
、
客
観
的
に

「
庄
太
郎
」
の
物
語
を
見
つ
め
、
そ
れ
を
語
る
だ
け
の
存
在
な
の
で
あ
る
。

ま
と
め

十
篇
を
確
認
し
た
結
果
、
次
の
こ
と
が
分
か
っ
た
。

ま
ず
形
式
に
つ
い
て
は
、
一
つ
の
篇
の
中
で
〝
目
覚
め
て
い
る
「
自
分
」
〟
が
語

る
と
き
と
〝
夢
を
体
験
し
て
い
る
「
自
分
」
〟
が
語
る
と
き
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が

分
か
っ
た
。

第
一
文
で
〝
目
覚
め
て
い
る
「
自
分
」
〟
の
語
り
が
あ
り
、
そ
の
あ
と
〝
夢
を
体

験
し
て
い
る
「
自
分
」
〟
が
夢
の
内
容
に
つ
い
て
語
り
は
じ
め
る
、
と
い
う
形
式
は

第
一
夜
・
第
二
夜
・
第
三
夜
・
第
五
夜
に
お
い
て
見
受
け
ら
れ
る
。
類
似
す
る
篇
と

し
て
第
九
夜
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
第
九
夜
の
場
合
、
冒
頭
に
「
こ
ん
な
夢
を
見
た
」

と
い
う
一
文
は
な
く
、
母
と
子
の
よ
う
す
が
全
知
視
点
か
ら
語
ら
れ
続
け
る
。
そ
し

て
、
結
末
に
お
い
て
「
こ
ん
な
悲
し
い
話
を
、
夢
の
中
で
母
か
ら
聞
い
た
」
と
述
べ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
第
九
夜
の
場
合
、
冒
頭
で
は
な
く
、
結
末
に
お
い
て
〝
目
覚
め

て
い
る
「
自
分
」
〟
の
存
在
が
示
さ
れ
る
の
だ
。

ま
た
、
第
五
夜
は
「
こ
ん
な
夢
を
見
た
」
と
い
う
一
文
で
〝
目
覚
め
て
い
る
「
自

分
」
〟
の
存
在
が
示
さ
れ
る
が
、
こ
の
篇
も
第
一
夜
・
第
二
夜
・
第
三
夜
と
は
大
き

く
異
な
る
点
が
あ
る
。
第
五
夜
で
は
夢
の
内
容
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
途
中
で
〝
夢
を

体
験
し
て
い
る
「
自
分
」
〟
の
視
点
か
ら
は
見
え
な
い
は
ず
の
女
の
様
子
が
語
ら
れ

て
い
る
の
だ
。
松
元
季
久
代

は
、
「
自
分
」
の
位
置
か
ら
見
え
る
は
ず
の
な
い
も
の

(8)

（
駆
け
つ
け
る
女
）
が
語
ら
れ
る
と
い
う
こ
の
状
況
に
つ
い
て
「
視
点
の
分
裂
が
起

き
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
第
五
夜
の
途
中
か
ら
は
、
そ
れ
ま
で
の
篇
で
は
存

在
し
な
か
っ
た
〝
全
知
視
点
で
夢
を
捉
え
る
「
自
分
」
〟
が
語
り
始
め
て
い
る
の
だ

。
(9)

第
四
夜
・
第
六
夜
・
第
七
夜
・
第
八
夜
・
第
十
夜
に
は
「
こ
ん
な
夢
を
見
た
」
な
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ど
の
一
文
が
な
く
、
自
然
に
夢
が
始
ま
っ
て
い
る
。
「
こ
ん
な
夢
を
見
た
」
や
「
こ
ん

な
話
を
～
聞
い
た
」
な
ど
の
よ
う
に
、
〝
目
覚
め
て
い
る
「
自
分
」
〟
の
存
在
が
見

受
け
ら
れ
な
い
た
め
、
夢
は
夢
な
の
か
ど
う
か
も
怪
し
く
、
そ
し
て
「
自
分
」
が
夢

か
ら
目
覚
め
ら
れ
た
の
か
ど
う
か
も
分
か
ら
な
い
。

ま
た
、
内
容
に
つ
い
て
は
次
の
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
多
く
の
場
合
「
自
分
」
は

夢
の
中
で
叶
え
た
い
願
い
が
あ
り
、
疑
問
に
対
す
る
答
え
を
得
た
い
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
き
っ
か
け
と
な
る
の
が
夢
の
中
の
登
場
人
物
た
ち
で
あ
る
。
ま
た
、
夢
の
中
の

登
場
人
物
た
ち
は
、
あ
る
時
は
「
自
分
」
を
願
い
の
成
就
か
ら
遠
ざ
け
、
あ
る
時
は

「
自
分
」
を
翻
弄
す
る
よ
う
な
こ
と
を
言
い
、
ま
た
あ
る
時
は
「
自
分
」
が
取
る
べ

き
行
動
を
教
え
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
「
自
分
」
は
自
分
の
願
い
を
思
わ
ぬ
形
で
叶

え
る
こ
と
と
な
っ
た
り
、
逆
に
決
し
て
叶
わ
ぬ
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
り
す
る
。
つ

ま
り
、『
夢
十
夜
』
で
は
、
夢
の
中
の
登
場
人
物
の
発
言
や
行
動
に
よ
っ
て
、「
自
分
」

の
行
動
、
ひ
い
て
は
夢
の
結
末
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
夢
の
中
の
登
場
人
物
た

ち
は
、「
自
分
」
に
大
き
な
変
化
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
は
第
九
夜
・
第
十
夜
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
第
九
夜
・
第
十
夜

で
は
、
も
は
や
「
自
分
」
は
内
容
的
主
役
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
九
夜
で
は
「
母
」

が
、
第
十
夜
で
は
「
庄
太
郎
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
内
容
的
な
主
役
を
担
っ
て
い
る
。
そ

こ
で
の
「
自
分
」
は
夢
の
内
で
起
き
る
事
柄
を
見
つ
め
る
だ
け
で
あ
る
。

【
３
】
統
一
体
と
し
て
の
読
解
①

こ
こ
か
ら
は
、
全
十
夜
を
統
一
体
と
し
て
読
み
解
い
て
い
く
。

室
井
尚

は
「
こ
ん
な
夢
を
見
た
」
と
い
う
文
に
つ
い
て
、
「
と
り
わ
け
全
体
の
構

(10)

造
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
。
そ
の
理
由
は
、「
実

際
に
は
第
五
夜
以
降
消
失
す
る
こ
の
文
が
、
あ
た
か
も
す
べ
て
の
夜
に
冠
せ
ら
れ
て

い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
読
者
に
与
え
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
「
こ
ん
な
夢

を
見
た
」
と
い
う
一
文
に
つ
い
て
「
各
夜
が
等
質
で
か
つ
非
連
続
だ
と
い
う
錯
覚
を

作
り
出
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
各
夜
の
夢
は
串
に
さ
し
た
団
子
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ

の
閉
域
を
作
る
と
同
時
に
、
同
一
主
体
の
夢
の
提
示
と
い
う
性
格
を
付
与
さ
れ
る
」

と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
指
摘
の
通
り
、
「
こ
ん
な
夢
を
見
た
」
で
始
ま
る
夢
は
過
去
の
夢
と
し
て
完
結

し
て
い
る
の
だ
。
ま
ず
は
「
こ
ん
な
夢
を
見
た
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
、
形
式
の

面
か
ら
全
十
夜
の
連
続
性
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

第
一
夜
・
第
二
夜
・
第
三
夜
は
、「
こ
ん
な
夢
を
見
た
」
と
い
う
一
文
で
〝
目
覚
め

て
い
る
「
自
分
」
〟
の
存
在
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
あ
と
は
、
〝
夢
を
体
験
し
て
い
る

「
自
分
」
〟
の
視
点
か
ら
夢
の
内
容
が
語
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
〝
夢
を
体
験
し
て
い

る
「
自
分
」
〟
の
視
点
を
離
れ
た
語
り
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

第
一
夜
か
ら
第
三
夜
ま
で
続
い
た
、
こ
の
安
定
し
た
流
れ
を
断
ち
切
る
の
は
第
四

夜
で
あ
る

。
第
四
夜
で
は
「
こ
ん
な
夢
を
見
た
」
と
い
う
一
文
が
消
え
、
〝
夢
を
体

(11)

験
し
て
い
る
「
自
分
」
〟
に
よ
る
語
り
で
突
然
夢
が
始
ま
る
。
こ
こ
で
も
〝
夢
を
体

験
し
て
い
る
「
自
分
」
〟
の
視
点
を
離
れ
て
物
事
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

第
四
夜
と
は
反
対
に
、
「
こ
ん
な
夢
を
見
た
」
と
い
う
〝
目
覚
め
て
い
る
「
自
分
」

〟
の
語
り
が
あ
り
、
〝
夢
を
体
験
し
て
い
る
「
自
分
」
〟
の
語
り
も
あ
り
、
さ
ら
に

は
〝
全
知
視
点
で
夢
を
捉
え
る
「
自
分
」
〟
の
語
り
（
〝
夢
を
体
験
し
て
い
る
「
自

分
」
〟
の
視
点
を
離
れ
た
語
り
）
も
あ
る
の
が
第
五
夜
で
あ
る
。
全
十
夜
の
う
ち
こ

れ
ら
全
て
の
語
り
が
揃
う
の
は
第
五
夜
だ
け
で
あ
る

。
こ
こ
で
現
れ
た
〝
全
知
視
点

(12)

で
夢
を
捉
え
る
「
自
分
」
〟
は
、
〝
目
覚
め
て
い
る
「
自
分
」
〟
と
〝
夢
を
体
験
し

て
い
る
「
自
分
」
〟
と
が
融
合
し
た
語
り
手
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
〝
新

し
い
語
り
手
〟
だ
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
五
夜
で
は
〝
目
覚
め
て
い
る
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「
自
分
」
〟
と
〝
夢
を
体
験
し
て
い
る
「
自
分
」
〟
と
の
区
別
が
な
く
な
り
、
全
て

を
知
る
立
場
か
ら
夢
の
内
容
が
語
ら
れ
始
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
の
後
の
第
六
夜
か
ら
第
八
夜
ま
で
は
〝
夢
を
体
験
し
て
い
る
「
自
分
」
〟
に
よ

る
語
り
だ
け
で
進
行
す
る
。
こ
の
流
れ
が
変
化
す
る
の
は
第
九
夜
で
あ
る
。

第
九
夜
で
は
〝
目
覚
め
て
い
る
「
自
分
」
〟
の
存
在
が
確
認
で
き
る
が
、
そ
れ
は

こ
れ
ま
で
見
ら
れ
た
「
こ
ん
な
夢
を
見
た
」
と
い
う
言
葉
で
は
な
く
、
「
こ
ん
な
悲
し

い
話
を
、
夢
の
中
で
母
か
ら
聞
い
た
」
と
い
う
言
葉
で
示
さ
れ
る
。
し
か
も
、
こ
れ

は
冒
頭
で
述
べ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
第
九
夜
の
結
末
で
述
べ
ら
れ
る
。
第
六
夜
か

ら
第
八
夜
ま
で
は
〝
目
覚
め
て
い
る
「
自
分
」
〟
の
存
在
が
は
っ
き
り
と
は
確
認
で

き
な
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら
は
始
ま
り
も
終
わ
り
も
曖
昧
な
〝
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
の

な
い
夢
〟
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
第
九
夜
の
最
後
の
一
文
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
夢
は
夢

と
し
て
閉
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

第
十
夜
で
は
〝
目
覚
め
て
い
る
「
自
分
」
〟
の
語
り
は
な
く
、
〝
夢
を
体
験
し
て

い
る
「
自
分
」
〟
の
語
り
と
、
そ
の
「
自
分
」
の
視
点
を
離
れ
た
〝
全
知
視
点
で
夢

を
捉
え
る
「
自
分
」
〟
の
語
り
が
見
ら
れ
る
。
第
九
夜
と
同
じ
く
、
人
か
ら
聞
い
た

話
を
語
り
手
が
語
る
、
と
い
う
形
だ
が
、
第
九
夜
と
異
な
る
の
は
「
庄
太
郎
」
と
い

う
人
物
か
ら
聞
い
た
話
を
、
「
健
さ
ん
」
と
い
う
人
物
が
「
自
分
」
に
話
し
、
さ
ら
に

「
自
分
」
が
そ
の
話
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
伝
聞
の
段
階
が
一
つ
多
く

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
語
り
手
で
あ
る
〝
夢
を
体
験
し
て
い
る
「
自
分
」
〟
は
、

夢
の
内
容
か
ら
遠
ざ
か
り
、
ほ
と
ん
ど
語
る
こ
と
だ
け
を
行
う
存
在
に
変
化
し
た
と

言
え
る
。

〝
全
知
視
点
で
夢
を
捉
え
る
「
自
分
」
〟
の
語
り
、
つ
ま
り
〝
新
し
い
語
り
手
〟

が
登
場
す
る
の
は
第
五
夜
・
第
九
夜
・
第
十
夜
で
あ
る
。
主
人
公
に
分
か
る
は
ず
の

な
い
、
他
人
の
感
情
や
行
動
を
客
観
的
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
こ
の
〝

新
し
い
語
り
手
〟
の
特
徴
で
あ
る
が
、
同
時
に
こ
の
語
り
手
は
「
自
分
」
の
感
情
も

語
り
の
中
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
第
五
夜
で
は
「
天
探
女
は
自
分
の

敵
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
そ
し
て
第
九
夜
で
は
「
八
の
字
が
、
鳩
が
二
羽
向
ひ

あ
つ
た
様
な
書
体
に
出
来
て
ゐ
る
の
が
面
白
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
第
十
夜
で
は
「
パ

ナ
マ
は
健
さ
ん
の
も
の
だ
ら
う
」
と
も
意
見
を
述
べ
て
お
り
、
〝
夢
を
体
験
し
て
い

る
「
自
分
」
〟
と
し
て
の
感
情
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
〝
新

し
い
語
り
手
〟
は
夢
内
部
を
自
由
に
把
握
し
、
そ
し
て
〝
夢
を
体
験
し
て
い
る
「
自

分
」
〟
と
し
て
の
感
情
も
持
つ
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
個
別
読
解
の
成
果
に
即
し
て
全
篇
を
読
み
直
す
と
、
十
夜
全
体
に

連
続
性
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

【
４
】
統
一
体
と
し
て
の
読
解
②

形
式
の
特
徴
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
が
、
あ
る
疑
問
が
残
っ
た
。

第
六
夜
か
ら
第
八
夜
ま
で
の
〝
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
夢
〟
を
ま
と
め
て
閉
じ

る
役
割
を
果
た
す
の
が
第
九
夜
だ
と
し
て
、
そ
の
あ
と
に
あ
る
夢
、
つ
ま
り
第
十
夜

は
ど
の
よ
う
な
夢
だ
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
先
ほ
ど
見
た
形
式
の
特
徴
に
加
え
、
内
容
の
面
か
ら
も
考
え

た
い
。

内
容
的
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
夢
の
中
に
出
て
く
る
「
自
分
」
は
何
か

し
ら
分
か
ら
な
い
状
態
に
あ
り
、
そ
の
導
き
手
と
し
て
現
れ
る
の
が
他
の
登
場
人
物

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
夜
、
第
二
夜
、
第
三
夜
で
は
「
自
分
」
が
夢
の
登
場

人
物
か
ら
受
け
る
影
響
が
大
き
く
、
ま
た
そ
れ
に
よ
る
「
自
分
」
の
変
化
も
大
き
い
。

ま
た
こ
の
三
篇
は
「
こ
ん
な
夢
を
見
た
」
と
い
う
言
葉
で
始
ま
る
夢
で
あ
る
。
特
に

百
年
間
待
ち
続
け
る
と
い
う
行
為
（
第
一
夜
）
や
、
百
年
前
の
罪
の
記
憶
を
実
感
と
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し
て
得
る
（
第
三
夜
）
な
ど
、
通
常
の
時
間
感
覚
を
超
越
し
た
展
開
が
特
徴
的
で
あ

る
。
ま
た
、
第
二
夜
で
は
和
尚
が
「
自
分
」
に
対
し
て
侍
な
ら
ば
悟
れ
る
は
ず
だ
と

執
拗
に
迫
っ
た
た
め
、
「
自
分
」
は
余
計
に
悟
り
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た
。
登
場

人
物
か
ら
受
け
た
強
い
影
響
が
、
そ
の
夢
の
結
果
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
。

第
四
夜
は
「
こ
ん
な
夢
を
見
た
」
と
い
う
言
葉
が
な
く
、
突
然
夢
の
状
況
描
写
か

ら
始
ま
る
。
そ
し
て
子
供
で
あ
る
「
自
分
」
は
爺
さ
ん
と
言
葉
も
交
わ
せ
な
い
な
か
、

ひ
た
す
ら
あ
と
を
つ
い
て
行
く
が
、
最
後
ま
で
爺
さ
ん
が
「
自
分
」
に
変
化
を
も
た

ら
す
こ
と
は
な
い
。
「
自
分
」
は
爺
さ
ん
が
手
拭
い
を
蛇
に
変
え
る
と
い
う
奇
跡
を
見

た
い
と
願
う
が
、
そ
の
願
い
は
叶
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
三
つ
の
夜

に
お
い
て
、
「
自
分
」
は
他
者
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
て
変
化
を
向
か
え
る
な
か
、
こ

の
第
四
夜
で
は
他
者
と
関
わ
れ
ず
、
全
く
変
化
し
な
い
「
自
分
」
の
姿
が
描
か
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
一
、
二
、
三
夜
と
は
異
な
る
夢
の
形
を
示
し
た
夜
だ
と
言
え
よ
う
。

こ
の
、
傍
観
者
と
し
て
し
か
関
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
「
自
分
」
の
様
子
は

後
の
第
九
夜
、
第
十
夜
に
も
つ
な
が
る
。

変
化
し
な
い
「
自
分
」
が
描
か
れ
た
あ
と
に
は
、
対
照
的
に
大
き
な
変
化
を
描
く

夜
が
続
く
。
第
五
夜
で
は
、
女
と
の
再
会
が
叶
わ
ず
命
を
落
と
し
た
は
ず
の
「
自
分
」

が
、
生
死
を
超
え
、
語
り
手
と
い
う
立
場
か
ら
天
探
女
へ
の
恨
み
を
告
げ
て
い
る
。

そ
の
恨
み
は
〝
目
覚
め
て
い
る
「
自
分
」
〟
と
〝
夢
を
体
験
し
て
い
る
「
自
分
」
〟

と
い
う
別
々
の
意
識
を
一
つ
に
し
、
〝
全
知
視
点
で
夢
を
捉
え
る
「
自
分
」
〟
と
い

う
〝
新
し
い
語
り
手
〟
を
生
み
出
し
た
。

続
く
第
六
夜
か
ら
第
八
夜
ま
で
は
〝
目
覚
め
て
い
る
「
自
分
」
〟
を
意
識
さ
せ
る

言
葉
が
消
え
る
。
第
五
夜
で
〝
目
覚
め
て
い
る
「
自
分
」
〟
と
〝
夢
を
体
験
し
て
い

る
「
自
分
」
〟
の
意
識
が
一
致
し
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
第
六
夜
か
ら
第
八
夜
ま
で

の
夢
も
、
〝
目
覚
め
て
い
る
「
自
分
」
〟
と
〝
夢
を
体
験
し
て
い
る
「
自
分
」
〟
と

を
は
っ
き
り
分
け
る
よ
う
な
言
葉
が
消
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
内
容
も
前
半
部

（
第
一
夜
か
ら
第
五
夜
）
ま
で
に
比
べ
る
と
時
間
の
飛
躍
や
他
者
に
よ
る
暗
示
的
な

発
言
が
減
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
夢
で
時
代
・
場
所
・
評
価
と
い
う
テ
ー
マ
が
あ
り
、
「
自

分
」
は
夢
の
中
で
他
者
と
対
話
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
か
し
ら
悟
り
を
得
た
り
、
ま

た
そ
れ
ま
で
の
考
え
を
改
め
た
り
と
い
っ
た
変
化
を
し
て
い
く
。

第
九
夜
で
は
再
び
こ
の
流
れ
が
断
ち
切
ら
れ
る
。
全
知
視
点
か
ら
の
語
り
で
、
夫

の
帰
り
を
待
つ
母
と
子
供
の
姿
が
語
ら
れ
る
が
、
最
後
に
な
っ
て
こ
の
語
り
手
こ
そ

〝
目
覚
め
て
い
る
「
自
分
」
〟
で
あ
り
、
夢
の
中
に
お
け
る
子
供
で
あ
っ
た
の
だ
と

い
う
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
第
六
夜
か
ら
第
八
夜
ま
で
に
漂
っ
て
い
た
、
生
き
て

い
る
場
所
に
対
す
る
不
安
や
不
信
感
と
い
う
も
の
が
第
九
夜
で
も
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
と
異
な
る
の
は
、
語
っ
て
い
る
「
自
分
」
は
「
夢
の
中
で
母
か
ら
聞
い
た
」

話
を
、
再
度
語
り
手
の
立
場
か
ら
語
り
直
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で

の
「
自
分
」
は
夢
を
体
験
し
て
い
る
子
供
で
あ
り
、
同
時
に
夢
の
中
で
母
か
ら
昔
話

を
聞
い
て
い
る
「
自
分
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
〝
目
覚
め
て
い
る
「
自
分
」
〟
と
し

て
夢
を
語
っ
て
い
る
の
だ
。
第
五
夜
と
同
じ
く
、
「
自
分
」
は
こ
こ
で
も
大
き
な
変
化

を
遂
げ
て
い
る
。
第
九
夜
で
は
「
自
分
」
は
他
者
か
ら
影
響
を
受
け
ず
、
母
を
見
つ

め
る
子
供
の
視
線
と
し
て
の
み
存
在
す
る
。
こ
れ
は
第
四
夜
の
「
自
分
」
と
同
じ
で
、

他
者
と
関
わ
れ
ず
影
響
を
受
け
る
こ
と
も
変
化
す
る
こ
と
も
な
い
、
と
い
う
状
態
で

あ
る
。
た
だ
し
、
第
九
夜
の
場
合
は
語
り
の
変
化
と
い
う
形
で
「
自
分
」
の
変
化
が

示
さ
れ
た
の
だ
。
〝
夢
を
体
験
し
て
い
る
「
自
分
」
〟
と
〝
目
覚
め
て
い
る
「
自
分
」

〟
の
意
識
が
一
致
し
た
語
り
で
あ
り
な
が
ら
、
夢
の
最
後
に
は
〝
目
覚
め
て
い
る
「
自

分
」
〟
の
存
在
が
確
か
に
示
さ
れ
る
。
他
者
と
の
関
係
の
中
で
変
化
し
続
け
た
「
自

分
」
は
、
第
九
夜
で
遂
に
目
覚
め
る
の
で
あ
る
。

〝
目
覚
め
て
い
る
「
自
分
」
〟
と
〝
夢
を
体
験
し
て
い
る
「
自
分
」
〟
の
意
識
が



28

一
致
し
た
こ
と
で
形
作
ら
れ
て
い
っ
た
、
こ
れ
ま
で
（
第
六
夜
か
ら
第
八
夜
）
の
夢

は
、
第
九
夜
に
て
終
結
し
た
。
第
十
夜
で
は
語
る
だ
け
と
な
っ
た
「
自
分
」
の
姿
が

見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
自
分
」
は
夢
の
中
で
主
体
と
し
て
動
く
こ
と
も
な
く
、
他

者
か
ら
影
響
を
受
け
る
こ
と
も
な
い
。
こ
の
姿
は
、
変
化
し
尽
く
し
た
「
自
分
」
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
十
夜
で
は
「
庄
太
郎
は
助
か
る
ま
い
。
パ
ナ
マ
は
健
さ

ん
の
も
の
だ
ら
う
」
と
い
う
、
未
来
を
見
通
す
よ
う
な
言
葉
を
「
自
分
」
が
述
べ
る
。

も
は
や
「
自
分
」
は
主
体
的
に
動
く
こ
と
は
無
い
が
、
夢
の
中
で
起
こ
る
こ
と
を
把

握
し
、
次
に
ど
う
な
る
か
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
夢
の
中
で
他

者
か
ら
多
く
の
影
響
を
受
け
、
変
化
を
遂
げ
て
き
た
「
自
分
」
は
、
第
十
夜
に
至
り
、

他
者
か
ら
影
響
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
、
完
全
な
語
り
手
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

統
一
体
と
し
て
読
み
解
い
た
結
果
、
『
夢
十
夜
』
は
、
「
自
分
」
の
見
た
連
続
す
る
十

の
夢
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。

第
一
夜
・
第
二
夜
・
第
三
夜
の
よ
う
に
〝
目
覚
め
て
い
る
「
自
分
」
〟
と
〝
夢
を

体
験
し
て
い
る
「
自
分
」
〟
に
よ
っ
て
夢
の
内
と
外
が
は
っ
き
り
分
け
て
語
ら
れ
る

夢
は
四
夜
で
終
わ
り
を
迎
え
、
五
夜
で
の
「
自
分
」
の
変
化
以
降
、
夢
の
中
の
「
自

分
」
と
現
実
の
「
自
分
」
の
境
は
曖
昧
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
示
さ
れ
る
の
が
第
六
夜

・
第
七
夜
・
第
八
夜
で
あ
り
、
こ
の
流
れ
を
終
了
さ
せ
る
の
が
第
九
夜
で
あ
る
。
そ

の
あ
と
第
十
夜
で
は
、
完
全
に
夢
の
世
界
に
入
り
込
ん
だ
、
語
り
に
徹
す
る
「
自
分
」

の
姿
が
現
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
『
夢
十
夜
』
の
十
篇
を
統
一
体
と
し
て
捉
え
る
と
、
第
一
夜
か
ら
第

十
夜
ま
で
の
夢
が
「
自
分
」
の
変
化
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

【
５
】
お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
『
夢
十
夜
』
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
「
自
分
」
の
視

線

に
注
目
し
、
夢
の
内
容
の
変
化
と
合
わ
せ
て
分
析
す
る
こ
と
で
、
『
夢
十
夜
』
を

(13)
統
一
体
と
し
て
論
じ
た
。

最
後
に
、『
夢
十
夜
』
の
十
篇
を
通
し
て
描
か
れ
た
「
自
分
」
の
変
化
は
何
を
示
す

の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
い
。
「
自
分
」
は
他
者
と
の
関
わ
り
を
求
め
、
そ
の
中
で

影
響
を
受
け
続
け
て
き
た
。
夢
の
舞
台
は
次
第
に
現
実
味
を
帯
び
て
い
き
、
「
自
分
」

は
よ
り
多
く
の
登
場
人
物
と
関
わ
っ
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
第
七
夜
で
船
に
乗
っ
て

い
る
人
々
に
共
感
で
き
な
い
こ
と
を
辛
く
感
じ
、
第
八
夜
で
「
自
分
」
が
他
者
の
評

価
を
気
に
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
た
。
第
三
夜
で
は
強
烈
な
自
意
識
が
悟
り
の
邪

魔
を
し
、
第
四
夜
で
は
つ
な
が
り
た
く
て
も
他
者
と
つ
な
が
れ
な
い
姿
が
描
か
れ
た
。

第
十
夜
で
は
つ
い
に
「
自
分
」
対
「
他
者
」
で
は
な
く
、
「
他
者
」
対
「
他
者
」
の
物

語
が
描
か
れ
る
。
そ
こ
で
の
「
自
分
」
は
他
者
を
見
つ
め
る
一
人
の
語
り
手
で
し
か

な
い
。
最
終
的
に
は
他
者
か
ら
関
与
さ
れ
る
こ
と
な
く
「
自
分
」
と
い
う
行
動
主
体

を
も
影
を
潜
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
夢
十
夜
』
は
十
篇
の
夢
を
通
し
て
、「
自
分
」
と
い
う
意
識
が
な
く

な
っ
て
い
く
様
子
、
つ
ま
り
一
人
の
人
間
が
〝
自
意
識
か
ら
解
放
さ
れ
る
様
子
〟
が

描
か
れ
て
い
る
の
だ
。

注（
１
）
『
夢
十
夜
』
研
究
動
向
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、
松
元
季
久
代
「
『
夢
十
夜
』
研
究
の

現
在
」
（
『
国
文
学
』
一
九
九
四
年
一
月
）
、
生
方
智
子
「
夢
十
夜
論
ベ
ス
ト

」（
『
漱
石
研

30

究
８
』
翰
林
書
房
、
一
九
九
七
年
）
参
照
。

（
２
）
伊
藤
整
「
夏
目
漱
石
」
（
『
明
治
文
学
全
集
五
五

夏
目
漱
石
集
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
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一
年
）

（
３
）
荒
正
人
「
漱
石
の
暗
い
部
分
」（
『
近
代
文
学
』
一
九
五
三
年
十
二
月
）

（
４
）
笹
渕
友
一
「
夢
十
夜
」
（
『
漾
虚
集
・
夢
十
夜

漱
石
作
品
論
集
成
四
巻
』
桜
楓
社
、
一

九
九
一
年
）

（
５
）
松
元
季
久
代
「
『
夢
十
夜
』
に
お
け
る
「
自
分
」
の
転
位

─
漱
石
の
キ
ュ
ー
ビ
ズ
ム
」

（
『
国
文
学
』
一
九
九
四
年
一
月
）

（
６
）
松
元
季
久
代
は
前
掲
論
文
・
注
（
５
）
で
、
第
九
夜
は
「
夢
の
中
で
」「
母
か
ら
聞
い
た
」

と
い
う
「
夢
中
夢
」
の
形
式
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
宮
澤
恒
太
は
「
『
夢
十
夜
』
の

編
集
方
法
」

─
小
品
即
章
構
成
の
テ
ク
ス
ト

─
」
（
『
金
沢
大
学
国
語
国
文
』
二
〇
一

一
年
三
月
）
で
、
第
九
夜
で
は
、
語
り
手
が
母
か
ら
聞
い
た
物
語
を
語
り
な
お
す
と
い
う

二
重
構
造
が
起
き
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

（
７
）
宮
沢
恒
太
は
前
掲
論
文
・
注
（
６
）
で
、
第
十
夜
の
語
り
手
は
、
「
庄
太
郎
」
と
「
健
さ

ん
」
と
い
う
二
人
の
他
者
を
挟
ん
だ
三
重
構
造
の
中
で
生
起
し
て
い
る
、
と
指
摘
し
て
い

る
。

（
８
）
注
（
５
）
に
同
じ

（
９
）
ま
た
、
藤
森
清
は
「
夢
の
言
説

─
「
夢
十
夜
」
の
語
り
」（
『
語
り
の
近
代
』
有
精
堂
、

一
九
九
六
年
）
に
お
い
て
、
第
五
夜
に
は
登
場
人
物
と
し
て
の
「
自
分
」
と
、
語
り
手
と

し
て
の
「
自
分
」
と
い
う
二
つ
の
語
り
手
が
い
る
と
述
べ
、
「
視
点
の
分
裂
」
が
起
き
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（

）
室
井
尚
「
漱
石
『
夢
十
夜
』
論

─
テ
ク
ス
ト
分
析
の
試
み

─
」
（
『
文
学
理
論
の
ポ

10
リ
テ
ィ
ー
ク
』
勁
草
書
房
、
一
九
八
五
年
）

（

）
室
井
は
前
掲
書
・
注
（
８
）
で
、
第
一
夜
か
ら
第
三
夜
ま
で
で
示
さ
れ
る
安
定
し
た
構

11
造
（
語
り
手
は
夢
の
外
側
に
い
て
、
夢
の
内
容
を
語
る
段
に
な
る
と
視
点
は
夢
内
部
の
「
自

分
」
の
目
を
離
れ
な
い
、
と
い
う
形
）
が
第
四
夜
で
崩
れ
、
第
五
夜
・
第
九
夜
・
第
十
夜

に
は
「
明
白
な
壊
乱
」
が
起
き
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（

）
松
元
は
前
掲
論
文
・
注
（
５
）
で
、
第
五
夜
の
「
自
分
」
の
位
置
か
ら
見
え
る
は
ず
の

12
な
い
も
の
（
駆
け
つ
け
る
女
）
を
、
第
三
者
の
眼
が
上
空
か
ら
語
る
と
い
う
視
点
の
分
裂

に
つ
い
て
、
行
為
か
傍
観
か
と
い
う
主
人
公
に
課
せ
ら
れ
た
主
題
の
強
い
構
成
力
が
、
語

り
に
お
け
る
一
人
称
的
視
点
と
非
人
称
的
視
点
と
の
混
在
を
招
い
た
の
で
は
な
い
か
と
述

べ
て
い
る
。

（

）「
自
分
」
の
視
線
と
は
、
①
夢
か
ら
覚
め
て
い
る
「
自
分
」
の
視
線
、
②
夢
を
体
験
し
て

13
い
る
「
自
分
」
の
視
線
、
③
第
五
夜
の
途
中
か
ら
現
れ
た
全
知
視
点
で
夢
を
捉
え
る
「
自

分
」
の
視
線
、
の
三
つ
で
あ
る
。
「
自
分
」
と
い
う
主
体
に
注
目
し
、
こ
の
三
種
類
の
語
り

が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
の
が
室
井
前
掲
書
・
注
（
８
）
と
松
元
前
掲
論
文
・
注

（
５
）
で
あ
る
。
室
井
は
語
り
の
形
態
に
注
目
し
、
十
夜
を
通
し
て
「
自
分
」
が
非
人
称

的
な
視
線
を
獲
得
し
て
い
く
様
子
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
松
元
は
語
り
の
形
態
そ
の
も
の

で
は
な
く
、「
自
分
」
の
具
体
的
状
況
と
体
験
に
重
点
を
置
き
十
夜
全
体
の
方
向
性
を
示
し

た
。
ま
た
、
藤
森
清
は
前
掲
書
・
注
（
９
）
で
、
語
り
の
機
能
に
注
目
し
、「
自
分
」
の
視

点
（
視
線
）
の
分
裂
が
、『
夢
十
夜
』
に
「
〈
夢
ら
し
さ
〉
」
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

た
。

※
本
文
引
用
は
、『
漱
石
全
集

第
十
二
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）
に
よ
る
。


