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「
夢
十
夜
」

は
じ
め
に

「
夢
十
夜
」
(
明
治
四
十
一
年
七
月

1
八
月
、
『
東
京
朝
日
新
聞
』
『
大
阪
朝

日
新
聞
』
)
は
十
の
短
編
か
ら
な
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
作
家
激
石

の
実
体
験
を
踏
ま
え
た
読
み
(
注
1
)
や
、
比
較
文
学
、
比
較
文
化
の
視
点
か

ら
批
評
を
試
み
た
も
の
(
注
2
)
な
ど
、
様
々
な
読
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
総

じ
て
そ
れ
ら
は
、
十
の
短
編
の
意
味
を
探
る
動
き
の
現
れ
で
あ
り
、
「
夢
十
夜
」

の
一
側
面
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
し
か
し
、
従
来
の
研
究
は
、
語
ら
れ
た
〈
夢
〉

の
内
実
を
探
る
こ
と
を
特
に
意
識
し
て
い
た
よ
う
に
も
思
え
る
。
各
話
を
読
み

解
き
つ
つ
、
「
や
は
り
夢
と
幻
と
現
に
つ
い
て
考
察
さ
せ
る
作
品
で
あ
っ
て
、

そ
の
中
で
は
や
は
り
非
日
常
性
と
非
日
常
性
と
の
時
空
間
が
あ
い
交
錯
し
、
肱

量
が
す
る
薄
明
の
世
界
が
現
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
い
っ
た
論
評
(
注

3
)

に
、
そ
れ
が
う
か
が
え
る
。

「夢十夜j論

私
は
、
「
夢
十
夜
」
の
解
読
に
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
別
の
側
面
で
あ
る
〈
夢
〉

の
語
ら
れ
方
も
考
察
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
に
注
目
し
た

と
き
、
テ
ク
ス
ト
に
存
す
る
複
数
の
人
称
の
描
出
か
ら
、
「
自
分
」
に
よ
る
語
り

一
人
称
か
ら
三
人
称
へ
の
移
行
、
語
り
手
に
よ
る
物
語
の
距
離
化
が
指
摘

σコ

山

下

航

正

で
き
る
。
こ
れ
は
、
「
坑
夫
」
か
ら
「
道
草
」
に
見
ら
れ
る
語
り
手
の
深
化
と
同

質
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
「
夢
十
夜
」
に
も
〈
激
石
の
写
生
文
〉

が
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
「
夢
十
夜
」
に
お
け
る
語
り
に
注
目
し
て
、
「
自
分
」
が
ど
の
よ

う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
そ
こ
に
う
か
が
え
る
問
題
は
何
か
に
つ
い

て
考
察
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
激
石
文
学
に
お
け
る
「
夢
十
夜
」
の
位
置
に
つ

い
て
も
検
討
す
る
。
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一
、
「
夢
十
夜
」
に
お
け
る
人
称

「
夢
十
夜
」
で
は
、
語
り
手
が

る
。
そ
し
て
そ
こ
で
の

「
自
分
」
と
し
て
物
語
の
中
に
登
場
し
て
い

は
、
語
ら
れ
る
物
語
の
登
場
人
物
、
あ
る
い

は
他
の
登
場
人
物
か
ら
聞
い
た
話
を
そ
の
ま
ま
読
者
に
提
示
す
る
ス
ト
ー
リ
ー

テ
ラ
ー
と
い
っ
た
よ
う
に
、
二
つ
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
性
格
の
現
れ

の
度
合
い
に
よ
っ
て
人
称
が
左
右
さ
れ
、
語
り
手
が
登
場
人
物
を
兼
ね
て
物
語

の
進
行
に
並
行
し
て
語
る
場
合
は
一
人
称
を
、
語
り
手
が
物
語
の
外
部
に
い
て

登
場
人
物
と
一
致
し
な
い
場
合
は
三
人
称
を
用
い
た
語
り
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
自
分
」
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テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
一
人
称
に
よ
る
語
り
が
展
開
さ
れ
る
の
は
、
第
一
夜
か

ら
第
八
夜
で
あ
る
。

自
分
は
透
き
徹
る
程
深
く
見
え
る
比
の
黒
眼
の
色
沢
を
眺
め
て
、
是
で

も
死
ぬ
の
か
と
思
っ
た
。
そ
れ
で
、
ね
ん
ご
ろ
に
枕
の
傍
へ
口
を
附
け
て
、

死
ぬ
ん
ぢ
ゃ
な
か
ら
う
ね
、
大
丈
夫
だ
ら
う
ね
、
と
文
聞
き
返
し
た
。

(
第
一
夜
)

和
尚
の
室
を
退
が
っ
て
、
廊
下
伝
ひ
に
自
分
の
部
屋
へ
帰
る
と
行
燈
が

ぼ
ん
や
り
点
っ
て
ゐ
る
。
片
膝
を
座
布
団
の
上
に
突
い
て
、
燈
心
を
掻
き

立
て
た
と
き
、
花
の
様
な
丁
字
が
ぽ
た
り
と
朱
塗
の
台
に
落
ち
た
。
同
時

に
部
屋
が
ぱ
っ
と
明
か
る
く
な
っ
た
。

(
第
二
夜
)

六
つ
に
な
る
子
供
を
負
っ
て
ゐ
る
。
憧
に
自
分
の
子
で
あ
る
。
只
不
思

議
な
事
に
は
何
時
の
間
に
か
眼
が
潰
れ
て
、
青
坊
主
に
な
っ
て
ゐ
る
。
自

分
が
、
御
前
の
眼
は
何
時
慣
れ
た
の
か
い
と
聞
く
と
、
な
に
昔
か
ら
さ
と

答
へ
た
。
声
は
子
供
の
芦
に
相
違
な
い
が
、
言
葉
っ
き
は
丸
で
大
人
で
あ

る
。
し
か
も
対
等
だ
。

(
第
三
夜
)

「
か
う
し
て
置
く
と
、
箱
の
中
で
蛇
に
な
る
。
今
に
見
せ
て
や
る
。
今

に
見
せ
て
や
る
」
と
云
ひ
な
が
ら
、
爺
さ
ん
が
真
直
に
歩
き
出
し
た
。
柳

の
下
を
抜
け
て
、
細
い
路
を
真
直
に
下
て
行
っ
た
。
自
分
は
蛇
が
見
た
い

か
ら
、
細
い
道
を
何
処
迄
も
追
い
て
行
っ
た
。

(
第
四
夜
)

其
の
頃
で
も
恋
は
あ
っ
た
。
自
分
は
死
ぬ
前
に
一
目
思
ふ
女
に
逢
ひ
た

い
と
云
っ
た
。
大
将
は
夜
が
明
け
て
鶏
が
鳴
く
迄
な
ら
待
つ
と
云
っ
た
。

鶏
が
鳴
く
迄
に
女
を
此
所
へ
呼
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鶏
が
鳴
い
て
も

女
が
来
な
け
れ
ば
、
自
分
は
逢
は
ず
に
殺
さ
れ
て
仕
舞
ふ
。
(
第
五
夜
)

自
分
は
比
の
時
始
め
て
彫
刻
と
は
そ
ん
な
も
の
か
と
思
ひ
出
し
た
。
果

し
て
さ
う
な
ら
誰
に
で
も
出
来
る
事
だ
と
思
ひ
出
し
た
。
そ
れ
で
急
に
自

分
も
仁
王
が
彫
っ
て
見
た
く
な
っ
た
か
ら
見
物
を
や
め
て
早
速
家
へ
帰
っ

た

。

(

第

六

夜

)

自
分
は
大
変
心
細
く
な
っ
た
。
何
時
陸
へ
上
が
れ
る
事
か
分
ら
な
い
。

さ
う
し
て
何
所
へ
行
く
の
だ
か
知
れ
な
い
。
只
黒
い
煙
を
吐
い
て
波
を
切

っ
て
行
く
事
丈
は
儲
か
で
あ
る
。
其
の
波
は
頗
る
広
い
も
の
で
あ
っ
た
。
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(
第
七
夜
)

自
分
は
其
一
つ
の
前
へ
来
て
腰
を
卸
し
た
。
す
る
と
御
尻
が
ぶ
く
り
と

云
っ
た
。
余
程
坐
り
心
地
が
好
く
出
来
た
椅
子
で
あ
る
。
鏡
に
は
自
分
の

顔
が
立
派
に
映
っ
た
。
顔
の
後
に
は
窓
が
見
え
た
。
そ
れ
か
ら
帳
場
格
子

が
斜
に
見
え
た
。

(
第
八
夜
)

は
、
他
の
登
場
人
物
や
周
囲
の
光
景
だ
け
で
は
な
く
、

「
自
分
」
の
行
為
や
思
考
も
語
っ
て
い
る
。
登
場
人
物
と
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー

と
い
う
こ
つ
の
性
格
を
兼
ね
備
え
た
語
り
手
で
あ
る
。

そ
し
て
、
三
人
称
に
よ
る
語
り
は
、
第
九
夜
と
第
十
夜
に
見
ら
れ
る
。

こ
こ
で
の

「
自
分
」



か
う
云
ふ
風
に
、
幾
晩
と
な
く
母
が
気
を
探
ん
で
、
夜
の
目
も
寝
ず
に

心
配
し
て
ゐ
た
父
は
、
と
く
の
昔
に
浪
士
の
為
に
殺
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ

甲

Q

。こ
ん
な
悲
し
い
話
を
、
夢
の
中
で
母
か
ら
聞
い
た
。

(
第
九
夜
)

健
さ
ん
は
、
庄
太
郎
の
話
を
此
処
迄
し
て
、
だ
か
ら
余
り
女
を
見
る
の

は
善
く
な
い
よ
と
云
っ
た
。
自
分
も
尤
も
だ
と
思
っ
た
。
け
れ
ど
も
健
さ

ん
は
庄
太
郎
の
パ
ナ
マ
の
帽
子
が
貰
ひ
た
い
と
云
っ
て
ゐ
た
。
(
第
十
夜
)

こ
の
二
夜
で
は
、
「
自
分
」
は
、
「
母
」
あ
る
い
は
「
健
さ
ん
」
か
ら
聞
い
た

話
を
、
そ
の
ま
ま
読
者
に
提
示
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
自
分
自
身
に
つ
い
て

の
、
「
こ
ん
な
悲
し
い
話
を
、
夢
の
中
で
母
か
ら
聞
い
た
。
」
、
あ
る
い
は
「
自

分
も
尤
も
だ
と
思
っ
た
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
自
身
の
言
動
や
思
考
が
挿
入
さ
れ

て
い
る
。
一
人
称
に
よ
る
第
一
夜
か
ら
第
八
夜
に
比
し
て
、
登
場
人
物
と
し
て

の
性
格
が
薄
く
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
に
見
た
「
夢
十
夜
」
に
お
け
る
二
つ
の
人
称
と
読
者
が
受
け
取
る
物
語

と
の
関
係
を
図
示
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
図
式
に
お
い
て
、
線
で
固
ま

れ
た
領
域
は
語
ら
れ
る
物
語
を
指
し
、
矢
印
は
物
語
が
示
さ
れ
る
方
向
、
そ
の

物
語
が
誰
に
示
さ
れ
る
の
か
を
表
し
て
い
る
。

「夢十夜」論

『
夢
十
夜
」
に
お
け
る
読
者
の
物
語
把
握
の
様
態
(
1
)

図
式
I

一
人
称
に
よ
る
語
り
の
場
合

登;
:自…小和女場-
F分僧向」人:
:」、物:
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自
分

語
り
手

図
式
E

二
人
称
に
よ
る
語
り
の
場
合

読
者

|
|
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登

自
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会郎」物

口

読
者

語
ら
れ
る
物
語

物
語
が
示
さ
れ
る
方
向
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ど
ち
ら
の
場
合
も
、
様
々
な
登
場
人
物
が
織
り
な
す
物
語
が
、
語
り
手
で
あ

る
「
自
分
」
に
よ
っ
て
読
者
に
示
さ
れ
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
が
、
読

者
が
物
語
と
し
て
受
け
取
る
領
域
に
相
違
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
人
称

で
あ
る
第
一
夜
か
ら
第
八
夜
で
は
、
物
語
の
中
に
語
り
手
で
あ
る
「
自
分
」
も

登
場
人
物
と
し
て
参
加
し
て
い
る
た
め
に
、
読
者
は
示
さ
れ
る
物
語
を
実
線
の

領
域
の
よ
う
に
受
け
取
り
、
三
人
称
で
あ
る
第
九
夜
と
第
十
夜
で
は
、
「
母
と
子
」

あ
る
い
は
「
庄
太
郎
」
の
物
語
を
、
語
り
手
の
「
自
分
」
を
媒
介
と
し
て
受
け

取
る
の
で
あ
る
。

二
、
人
称
の

「
逸
脱
」

今
見
た
よ
う
に
、
「
夢
十
夜
」
は
人
称
に
よ
っ
て
第
一
夜
か
ら
第
八
夜
ま
で
と
、

第
九
夜
並
び
に
第
十
夜
と
に
、
人
称
に
お
い
て
二
分
で
き
る
こ
と
が
分
か
る
。

だ
が
、
「
夢
十
夜
」
の
中
に
は
、
厳
密
な
一
人
称
あ
る
い
は
三
人
称
の
語
り
に
な
っ

て
い
な
い
物
語
、
第
五
夜
と
第
九
夜
も
存
す
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

第
五
夜
は
、
武
将
で
あ
る
「
自
分
」
が
戦
に
負
け
て
捕
ら
え
ら
れ
、
敵
の
大

将
に
よ
っ
て
許
さ
れ
た
「
女
」
の
来
訪
を
期
待
す
る
の
だ
が
、
「
天
探
女
」
に
阻

ま
れ
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
一
人
称
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
の
だ
が
、

そ
の
一
方
で
、
「
何
で
も
余
程
古
い
事
で
、
神
代
に
近
い
昔
か
と
思
は
れ
る
が
」

や
「
其
の
頃
の
人
は
み
ん
な
脊
が
高
か
っ
た
。
」
、
「
其
の
頃
で
も
恋
は
あ
っ
た
。
」

な
ど
の
、
語
り
手
の
時
代
比
較
に
基
づ
い
た
視
点
や
、
「
此
の
時
女
は
、
裏
の
楢

の
木
に
繋
い
で
あ
る
、
白
い
馬
を
引
き
出
し
た
。
」
、
「
鶏
の
鳴
く
真
似
を
し
た

も
の
は
天
探
女
で
あ
る
。
」
と
い
っ
た
、
捕
ま
っ
て
い
る
は
ず
の
「
自
分
」
が
本

来
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
三
人
称
的
な
視
点
も
語
ら
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、

三
人
称
的
一
人
称
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
第
九
夜
は
、
父
の
帰
り
と
無
事
を
祈
り
お
百
度
を
踏
む
母
と
子
の
話

を
、
「
自
分
」
が
「
夢
の
中
で
母
か
ら
聞
」
く
と
い
う
話
で
あ
る
。
お
百
度
を
踏

む
母
と
子
の
物
語
と
、
「
自
分
」
が
夢
の
中
で
「
母
」
か
ら
聞
く
物
語
と
は
別
の

レ
ベ
ル
の
も
の
で
、
言
わ
ば
第
九
夜
は
二
重
構
造
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、

末
尾
で
、
「
こ
ん
な
悲
し
い
話
を
、
夢
の
中
で
母
か
ら
聞
い
た
。
」
と
一
人
称
で

語
ら
れ
る
た
め
に
、
「
自
分
」
と
「
子
供
」
が
同
一
視
さ
れ
、
「
母
」

の
語
る
物

語
が

「
母
」
と
「
自
分
」
と
の
過
去
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
の
で

一
人
称
的
三
人
称
に
よ
る
語
り
で
あ
る
。

あ
る
。
第
五
夜
と
は
逆
の
、

こ
れ
に
関
し
て
、
藤
森
清
氏
に
よ
る
言
及
が
あ
る
(
注
4
)
。
氏
は
テ
ク
ス
ト

の
〈
夢
ら
し
さ
〉
を
解
く
に
当
た
っ
て
人
称
か
ら
分
析
を
試
み
、
第
五
夜
と
第

九
夜
を
「
『
夢
十
夜
』
の
物
語
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
ほ
こ
ろ
び
目
」
と
位
置
づ

け
る
。
そ
し
て
、
先
ほ
ど
指
摘
し
た
第
五
夜
に
つ
い
て
、
「
こ
れ
ら
は
『
自
分
』

と
い
う
一
人
称
の
視
点
と
は
別
に
、
も
う
一
人
の
語
り
手
の
存
在
を
考
え
な
い

か
ぎ
り
、
不
可
能
な
記
述
で
あ
」
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
昔
守
フ
。

つ
ま
り
、
第
五
夜
の
よ
う
な
話
は
本
来
神
話
や
昔
話
と
し
て
、
例
え
ば

こ
の
場
合
な
ら
馬
の
蹄
の
跡
の
よ
う
な
窪
み
を
も
っ
た
岩
の
由
来
を
説
明

ハ
u

q
J
 

す
る
縁
起
請
と
し
て
語
ら
れ
る
の
が
自
然
な
の
だ
が
、
そ
の
中
に
「
自
分
」

と
い
う
一
人
称
を
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
奇
妙
な
印
象
を
生
み
出
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
(
中
略
)

更
に
一
人
称
の
導
入
が
生
み
出
す
よ
り
顕
著
な
印
象
と
し
て
、
視
点
の

分
裂
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
第
五
夜
は
一
方
で
全
能
の
話
者
の
視

点
か
ら
語
ら
れ
な
が
ら
(
中
略
)
同
時
に
話
の
な
か
に
「
自
分
」
と
い
う



視
点
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
読
者
は
話
の
外
側
に
い
な
が
ら
同
時

に
内
側
に
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
こ
ん

と、

ーー、

自
分
'-

ぷ1 rJ?
.，占

主|事
告I~
分 1~
安 !I
玄|自
吾|分
、・ E ー

フ|、..I -{'i' 

~I あ
も1る
~ ，、、、ー

き|と
る|を
は|考
ず|え
で|あ
あ|わ
るI-ttl 

01 る

な
夢
を
見
た
」

こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
本
来
神
話
や
昔
話
と
し
て
」
「
縁
起
謂
と
し

て
語
ら
れ
る
の
が
自
然
」
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
第
五
夜
は
三
人
称
で
語
ら
れ
る

の
が
自
然
だ
が
、
一
人
称
を
持
ち
込
ん
で
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
視
点
の
分
裂
」

「
『
自
分
』
と
い
う
主
体
の
分
裂
」
が
生
じ
て
い
る
の
だ
と
い
う
見
解
で
あ
る
。

ま
た
、
藤
森
氏
は
第
九
夜
に
つ
い
て
も
考
察
し
、
「
最
後
に
姿
を
現
す
語
り
手
」

は
、
第
五
夜
と
同
様
の
、
「
語
る
物
語
内
容
に
対
し
て
全
能
な
絶
対
的
な
カ
を
行

使
し
う
る
者
と
し
て
の
語
り
手
で
あ
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
先
ほ
ど
触
れ
た
、

語
り
手
で
あ
る
「
自
分
」
と
語
ら
れ
る
「
子
供
」
が
同
一
視
さ
れ
る
問
題
も
視

野
に
入
れ
、
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

「夢十夜」論

こ
の
問
題
に
つ
い
て
結
論
か
ら
先
に
言
う
と
、
こ
の
第
九
夜
に
も
第
五

夜
で
み
ら
れ
た
の
と
同
様
な
「
自
分
」
の
分
裂
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
(
中
略
)
第
九
夜
の
場
合
は
読
者
に
よ
る
読
む
と
い
う
働
き
か
け

の
中
に
初
め
て
分
裂
を
指
摘
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
読
者
の

視
点
と
し
て
の
「
自
分
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の

視
点
の
分
裂
を
分
析
す
る
た
め
に
は
、
通
常
わ
れ
わ
れ
が
三
人
称
の
記
述

を
読
む
場
合
に
も
、
視
点
を
ど
こ
と
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て

も
三
人
称
の
ど
こ
か
に
視
点
を
置
い
て
読
む
こ
と
を
習
わ
し
と
し
て
い
る

と
い
う
事
実
を
改
め
て
思
い
起
こ
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
こ

の
こ
と
は
天
沢
氏
の
「
こ
の
作
中
世
界
の
視
座
は
、

お
お
む
ね
、
『
母
』
の

背
に
負
わ
れ
た
頑
是
な
い
『
子
』
の
そ
れ
に
す
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ

う
」
と
い
う
指
摘
(
注
5
)
に
よ
く
現
れ
て
い
る
。
第
九
夜
の
場
合
に
、

天
沢
氏
の
一
一
=
一
口
う
よ
う
な
「
子
」
の
視
点
が
成
立
す
る
こ
と
は
、
「
夢
十
夜
」

到
倒
州
割
引
制
刈
↓
副
剣
叶
叶
川
引
到
倒
計
制
引
司
剖
州
引
制
刻
司
副
然

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
視
点
は
、
話
の
最
後
に
明
か
さ
れ
る

二
重
構
造
に
よ
っ
て
母
と
子
の
関
係
が
投
影
さ
れ
る
こ
と
で
強
化
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、
「
読
者
に
よ
る
読
む
と
い
う
働
き
か
け
の
中

に
」
指
摘
で
き
る
「
『
自
分
』
の
分
裂
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
読
者
が
「
三
人
称
の

ど
こ
か
に
視
点
を
置
い
て
読
む
こ
と
を
習
わ
し
と
し
て
い
る
」
た
め
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
夜
か
ら
第
八
夜
ま
で
の
〈
こ
ん
な
夢
を
見
た
〉
と

い
う
一
人
称
に
よ
る
語
り
の
力
学
に
読
者
が
染
ま
っ
て
い
る
た
め
に
、
本
来
三

人
称
で
語
ら
れ
て
い
る
第
九
夜
も
、
一
人
称
の
物
語
に
読
め
て
し
ま
う
と
い
う

の
で
あ
る
。
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〈
夢
〉
を
語
る
に
際
し
、
語
り
手
は
一
人
称
と
三
人
称
だ
け
で
は
な
く
、
第

五
夜
や
第
九
夜
の
よ
う
に
、
三
人
称
的
一
人
称
や
一
人
称
的
三
人
称
も
駆
使
し

て
い
る
。
こ
れ
を
、
基
本
的
に
は
一
人
称
あ
る
い
は
三
人
称
に
拠
っ
て
い
た
語

り
手
が
、
物
語
に
〈
夢
ら
し
さ
〉
を
付
加
す
る
た
め
に
、
三
人
称
的
一
人
称
あ

る
い
は
一
人
称
的
三
人
称
を
無
意
識
の
う
ち
に
導
入
し
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
の
と
き
、
三
人
称
的
一
人
称
あ
る
い
は
一
人
称
的
三
人
称
は
、
以

前
の
人
称
か
ら
の

「
逸
脱
」
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、

そ
れ
が

「
逸
脱
」

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
氏
の
い
う
よ
う
な
「
『
自
分
』
の
分
裂
」
が
テ
ク

ス
ト
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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三
、
移
行
す
る
人
称

第
五
夜
と
第
九
夜
と
に
お
け
る
語
り
に
「
視
点
の
分
裂
」
「
『
自
分
』
の
分
裂
」

が
う
か
が
え
、
そ
れ
を
「
物
語
の
規
則
か
ら
の
逸
脱
」
と
し
て
捉
え
る
と
い
う

の
が
藤
森
氏
の
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
関
谷
由
美
子
氏
も
触
れ
て

お
り
、
「
語
り
手
の
位
置
」
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
の
「
夢
ら
し
さ
」
が
醸
し
出
さ

れ
、
「
『
夢
十
夜
』
の
語
り
手
は
、
い
ず
れ
も
そ
こ
に
起
き
て
い
る
、
不
思
議
な

事
件
や
現
象
に
対
す
る
〈
適
当
な
距
離
〉
を
欠
く
者
達
な
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ

て
い
る
(
注
6
)
。

両
氏
の
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
の
〈
夢
ら
し
さ
〉
の
要
因
を
追
求
す
る
こ
と
は
、

語
り
の
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
場
合
に
不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
私

は
、
そ
の
〈
夢
ら
し
さ
〉
の
必
然
も
問
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
な
ぜ
テ
ク
ス
ト
に
〈
夢
ら
し
さ
〉
が
付
加
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た

の
か
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
第
五
夜
と
第
九
夜
に
お
い
て
、
三
人
称
的
一
人
称
、

一
人
称
的
三
人
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
課
題
設
定
で
あ
る
。
こ

の
と
き
、
こ
れ
ら
の
人
称
の
存
在
は
、
よ
り
大
き
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
思
え

る
ま
ず
、
語
り
手
と
人
称
の
関
連
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
一
人
称
で
は
、
語

り
手
は
物
語
の
登
場
人
物
を
兼
ね
、
物
語
の
進
行
に
並
行
し
て
語
っ
て
い
く
。

そ
し
て
三
人
称
の
場
合
、
語
り
手
は
語
る
べ
き
物
語
の
外
部
に
い
て
、
基
本
的

に
ど
の
登
場
人
物
の
側
に
も
立
た
な
い
存
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
人
称
と
三

人
称
と
の
相
違
は
、
語
り
手
「
自
分
」
と
彼
が
語
る
物
語
と
の
距
離
に
あ
り
、

三
人
称
の
方
が
物
語
と
の
距
離
が
遠
く
、
物
語
を
よ
り
客
観
化
で
き
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
、
第
五
夜
で
は
一
人
称
で
の
語

り
手
が
三
人
称
的
な
視
点
を
、
ま
た
第
九
夜
で
は
三
人
称
で
の
語
り
手
が
一
人

称
的
な
視
点
を
持
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
第
一
夜
か
ら
第
八
夜
ま
で
の
一
人
称
、
第
九
夜
並
び
に
第
十
夜
で

の
三
人
称
と
い
っ
た
よ
う
に
、
大
括
り
で
見
た
場
合
の
「
夢
十
夜
」
で
の
人
称

は
、
決
し
て
不
規
則
な
配
列
で
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
「
夢
十
夜
」
で
の
語
り
を
、

一
人
称
か
ら
三
人
称
へ
の
移
行
と
捉
え
る
見
方
が
可
能
で
は
な
い
か
、
と
考
え

る
の
で
あ
る
。
語
り
手
で
あ
る
「
自
分
」
は
、
前
半
の
一
人
称
に
お
い
て
は
物

語
内
部
の
当
事
者
で
あ
っ
た
が
、
後
半
で
は
物
語
の
外
部
に
存
在
す
る
。
つ
ま

り
、
物
語
を
一
人
称
で
語
る
こ
と
を
止
め
、
最
終
的
に
三
人
称
で
語
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
物
語
を
客
観
的
に
見
て
語
る
こ
と
へ
と
移
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
見
方
の
場
合
、
「
夢
十
夜
」
の
語
り
は
、
語
り
手
の
無
意
識
か
ら
生
じ
た
も

の
と
し
て
認
識
で
き
る
。
関
谷
氏
の
言
う
「
〈
適
当
な
距
離
〉
を
欠
く
」
と
は
、

語
り
手
の
無
意
識
の
う
ち
に
行
わ
れ
た
物
語
の
距
離
化
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
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る
今
述
べ
た
よ
う
な
視
点
で
「
夢
十
夜
」
を
見
る
と
き
、
先
に
示
し
た
図
式
の

意
味
合
い
が
多
少
異
な
っ
て
く
る
。



『
夢
十
夜
」
に
お
け
る
読
者
の
物
語
把
握
の
様
態

(
2
)

図
式
田
一
人
称
に
よ
る
語
り
の
場
合
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「
自
分
」
を
距
離
化
す
る
視
点

ま
ず
図
式
皿
で
は
、
第
五
夜
に
見
ら
れ
た
三
人
称
的
一
人
称
が
、
上
向
き
の

破
線
で
示
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
「
視
点
の
分
裂
」
に
よ
っ
て
、
語
り
手
の
中
に
「
自

分
」
を
眺
め
る
視
点
、
す
な
わ
ち
「
自
分
」
を
距
離
化
す
る
視
点
が
生
じ
つ
つ

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
図
式
W
で
の
上
向
き
の
渡
線
は
、
一
人
称
的

三
人
称
に
よ
っ
て
登
場
人
物
で
あ
る
「
自
分
」
を
距
離
化
す
る
視
点
を
表
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
図
式
I
と
図
式
E
、
図
式
E
と
図
式
W
の
決
定
的
な
違
い
は
、

語
り
手
に
よ
る
「
自
分
」
を
距
離
化
す
る
視
点
、
上
向
き
の
波
線
の
有
無
に
あ

る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
図
式
W
で
は
、
「
自
分
」
を
距
離
化
す
る
視
点
が
生

じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
語
と
語
り
手
と
の
区
別
が
明
確
化
す
る
反
面
、
物
語
全

体
と
語
り
手
と
の
両
方
か
ら
物
語
が
読
者
に
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
語
り
手
「
自

分
」
の
位
置
が
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
夢
十
夜
」
に
お
け
る
語
り
を
一
人
称
か
ら
三
人
称
へ
の
移
行
と
、
大
括
り

に
で
は
あ
る
が
捉
え
た
と
き
、
そ
こ
に
は
語
り
手
に
よ
る
「
自
分
」
の
距
離
化

が
指
摘
で
き
る
。
た
だ
し
、
三
人
称
に
よ
る
第
九
夜
と
第
十
夜
の
場
合
に
は
、
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語
り
手
に
よ
っ
て
距
離
化
さ
れ
る
対
象
は
「
自
分
」

で
は
な
く
、
「
子
供
」
も
し

く
は
「
庄
太
郎
」
で
あ
る
。
既
に
自
己
を
距
離
化
し
た
た
め
に
、
も
は
や
「
自

分
」
と
し
て
物
語
の
中
に
登
場
さ
せ
て
い
な
い
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

四
、
〈
糊
代
〉
と
し
て
の
「
夢
十
夜
」

以
上
の
考
察
を
も
と
に
、
「
夢
十
夜
」
の
激
石
文
学
の
中
で
の
位
置
づ
け
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。
先
行
研
究
で
は
、
「
坑
夫
」
(
明
治
四
十
一
年
一
月

l
四

月
、
『
東
京
朝
日
新
聞
』
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
)
や
「
三
四
郎
」
(
明
治
四
十
一
年
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九
月

i
十
二
月
、
『
東
京
朝
日
新
聞
』
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
)

と
の
関
連
を
説
く

も
の
が
圧
倒
的
に
多
く
、
他
に
は
『
潔
虚
集
』
(
明
治
三
十
九
年
五
月
、
大
倉
書

居
・
服
部
書
居
)
や
「
草
枕
」
(
明
治
三
十
九
年
九
月
、
『
新
小
説
』
)
、
「
文
鳥
」

(
明
治
四
十
一
年
六
月
、
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
)
、
「
永
田
小
品
」
(
明
治
四
十
二

年
一
月

1
三
月
、
『
東
京
朝
日
新
聞
』
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
)
、
「
道
草
」
(
大
正
四

年
六
月

1
九
月
、
『
東
京
朝
日
新
聞
』
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
)
な
ど
と
の
指
摘
が

あ
る
(
注
7
)
。
し
か
し
、
先
ほ
ど
の
一
人
称
か
ら
三
人
称
へ
の
語
り
の
移
行
と

い
う
観
点
か
ら
見
た
と
き
に
は
、
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
だ
け
で
は
な
く
、
激
石

文
学
全
体
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

激
石
文
学
で
の
一
人
称
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
は
、

比
較
的
前
期
に
集
中
し
て
い

る
。
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
(
明
治
三
十
八
年
一
月

1
同
三
十
九
年
八
月
、
『
ホ

ト
ト
ギ
ス
』
)
や
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
(
明
治
三
十
九
年
四
月
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
)
、

「
草
枕
」
、
「
坑
夫
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
「
坑
夫
」
と
で
の

一
人
称
は
、
厳
密
に
言
え
ば
一
人
称
回
想
で
、
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
や
「
草
枕
」

と
の
相
違
が
あ
る
(
注
8
)
。
だ
が
、
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
か
ら
「
坑
夫
」
に

至
る
過
程
で
、

と
考
え
る

一
人
称
か
ら
一
人
称
回
想
へ
と
深
化
し
て
い
っ
た

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

こ
の
根
拠
は
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
以
後
に
撤
石
の
「
客
観
」
や
「
主
観
」
と
い
っ

た
概
念
が
整
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
撤
石
が
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
お
け

る
創
作
態
度
に
つ
い
て
述
べ
た
「
文
学
談
」
(
明
治
三
十
九
年
九
月
、
『
文
芸
界
』
)

で
は
、
「
客
観
」
と
「
作
者
の
人
世
観
」
日
「
主
観
」
と
が
区
別
さ
れ
ず
、
併
存

し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
文
学
論
」
(
明
治
四
十
年
五
月
、
大
倉
書
庖
)
中
の
「
間

で
は
、
〈
登
場
人
物
|
作
者
|
読
者
〉
の
図
式
の
も
と
に
、
作
家
の
作
品

隔
論
」

と
の
位
置
(
登
場
人
物
と
の
距
離
)
に
よ
っ
て
異
な
る
「
批
評
的
作
物
」
と
「
同

情
的
作
物
」
と
を
提
示
し
、
そ
れ
を
左
右
す
る
の
が
「
作
家
の
態
度
」
、
「
(
作

家
の
)
心
的
状
況
」
、
「
(
作
家
の
)
主
義
」
、
「
(
作
家
の
)
人
生
観
」
で
あ
る
と

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
「
批
評
的
作
物
」
と
「
同
情
的
作
物
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
文

学
談
」
で
の
「
客
観
」
と
「
作
者
の
人
世
観
」
と
に
対
応
し
、
「
文
学
談
」
で
は

明
確
で
な
か
っ
た
「
客
観
」
と
「
作
者
の
人
世
観
」
と
の
区
別
が
、
「
文
学
論
」

に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
「
文
章
一
口
話
」
(
明
治
三
十
九
年

十
一
月
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
)
や
「
写
生
文
」
(
明
治
四
十
年
一
月
二
十
日
付
『
読

売
新
聞
』
)
と
い
っ
た
〈
激
石
の
写
生
文
〉
論
が
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
「
文
学
論
」

の
間
に
位
置
す
る
こ
と
や
、
こ
れ
ら
の
語
論
に
「
作
者
の
態
度
」
「
(
作
家
の
)

心
的
態
度
」
と
い
っ
た
共
通
語
繋
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
右
の
考
察
の
証
左
と

な
ろ
う
(
注
9
)
。
同
様
に
、
「
草
枕
」
が
回
想
形
式
を
採
ら
な
い
一
人
称
で
あ
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る
こ
と
も
、
「
草
枕
」
が

「
文
学
談
」
と
写
生
文
論
と
の
間
に
位
置
す
る
こ
と
か

ら
う
な
ず
け
よ
う
。

へ
と
至
る
過
程
で
深
化
し
た
一
人
称
回
想
は
、
「
心
」
(
大

正
三
年
四
月

1
八
月
、
『
東
京
朝
日
新
聞
』
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
)
や
「
道
草
」

へ
と
進
む
に
従
っ
て
、
三
人
称
へ
と
近
づ
い
て
い
く
。
「
坑
夫
」
は
、
「
自
分
」

が
自
身
の
過
去
を
振
り
返
り
な
が
ら
語
る
と
い
う
、
言
わ
ば
酔
給
な
一
人
称
回

そ
し
て
「
坑
夫
」

想
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
「
先
生
」

の
過
去
を
入
れ
込
む
形
で
「
先
生
」
と
自
分
の

過
去
を
語
る
語
り
手
「
自
分
」
に
よ
る
「
心
」
で
の
二
重
の
一
人
称
回
想
、
さ

ら
に
、
主
人
公
健
三
の
過
去
を
彼
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
し
か
し
健
三
に
対
し

て
の
批
判
的
立
場
も
忘
れ
な
い
語
り
手
に
よ
る
「
道
草
」
の
三
人
称
と
い
う
よ

う
に
、
一
人
称
回
想
に
よ
る
語
り
が
重
層
化
し
つ
つ
、
三
人
称
へ
と
移
行
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
「
『
坑
夫
』
の
作
意
と
自
然
派
伝
奇
派
の
交
渉
」



(
明
治
四
十
一
年
四
月
、
『
文
章
世
界
』
)
で
の
「
昔
の
事
を
回
顧
し
て
る
と
公

平
に
書
け
る
。
そ
れ
か
ら
昔
の
事
を
批
評
し
な
が
ら
書
け
る
。
善
い
所
も
悪
い

所
も
同
じ
や
う
な
眼
を
以
て
見
て
書
け
る
。
」
と
い
う
、
語
る
対
象
と
の
距
離
化
、

客
観
化
の
意
識
が
強
く
働
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
(
注
叩
)
。

以
上
、
激
石
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
一
人
称
か
ら
三
人
称
へ
の
移
行
を
追
っ
て

き
た
。
こ
こ
で
看
過
で
き
な
い
の
は
、
人
称
の
移
行
の
中
に
、
語
り
手
と
物
語

と
の
距
離
化
と
い
う
、
激
石
の
一
貫
し
た
問
題
意
識
の
現
れ
が
見
て
取
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
か
ら
「
坑
夫
」
へ
、
そ
し
て
「
坑
夫
」
か
ら
「
心
」

や
「
道
草
」
へ
と
い
う
過
程
で
、
激
石
は
「
文
学
談
」
や
「
文
章
一
口
話
」
、
「
写

生
文
」
、
「
文
学
論
」
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
幾
度
も
「
客
観
」
と
「
主
観
」

を
意
識
し
、
「
客
観
」
の
実
現
の
た
め
の
距
離
化
を
試
み
て
い
る
。
そ
れ
は
、
正

岡
子
規
が
「
叙
事
文
」
(
明
治
三
十
三
年
一
月
二
十
九
日
、
『
日
本
』
付
録
週
報
)

で
示
し
た
「
言
葉
を
飾
る
べ
か
ら
ず
、
誇
張
を
加
ふ
べ
か
ら
ず
只
あ
り
の
ま
』

見
た
る
ま
与
に
其
事
物
を
模
写
す
る
を
可
と
す
。
」
と
い
う
写
生
文
の
概
念
か
ら

発
し
た
、
〈
撤
石
の
写
生
文
〉
実
現
の
た
め
の
動
き
で
あ
る
。

こ
の
問
題
を
「
夢
十
夜
」
に
お
い
て
み
た
場
合
に
も
、
同
じ
よ
う
な
激
石
の

意
識
が
う
か
が
え
る
。
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
は
後
半
に
か
け
て
三

人
称
に
よ
る
語
り
へ
と
移
行
し
て
お
り
、
そ
こ
に
語
り
手
に
よ
る
「
自
分
」
の

距
離
化
が
指
摘
で
き
る
。
そ
の
動
き
が
、
撤
石
文
学
全
体
の
一
人
称
か
ら
三
人

称
へ
の
移
行
と
、
重
な
っ
て
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
「
夢
十
夜
」
は
、
「
坑
夫
」

「夢十夜」論

の
連
載
が
終
わ
っ
て
間
も
な
く
書
か
れ
て
い
る
。
「
坑
夫
」
に
至
る
ま
で
の
一
人

称
と
、
こ
れ
ま
で
の
自
己
の
写
生
文
を
意
識
し
、
次
へ
の
模
索
が
試
み
ら
れ
た

と
考
え
る
の
は
決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
(
注
日
)
。

私
は
、
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
か
ら
「
坑
夫
」
に
至
る
ま
で
を
激
石
の
前
期
写

生
文
、
ま
た
、
「
坑
夫
」
以
降
の
「
心
」
や
「
道
草
」
を
後
期
写
生
文
と
位
置
づ

け
る
。
そ
し
て
前
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
ら
に
通
底
す
る
も
の
が
、
「
客
観
」
を
実

現
す
る
た
め
の
距
離
化
と
い
う
方
法
を
も
っ
て
模
索
さ
れ
続
け
た
〈
激
石
の
写

生
文
〉
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
時
、
「
夢
十
夜
」
は
、
激
石
の
前
期
写
生

文
と
後
期
写
生
文
と
の
重
要
な
架
け
橋
で
あ
り
、
〈
激
石
の
写
生
文
〉
の
変
遷
に

お
い
て
〈
糊
代
〉
の
形
で
機
能
し
て
い
た
と
一
言
守
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
(
注

ロ)。

お
わ
り
に

今
回
、
「
夢
十
夜
」
に
お
け
る
〈
激
石
の
写
生
文
〉
と
し
て
の
側
面
を
論
じ
る

た
め
に
、
特
に
語
り
に
注
目
し
て
考
察
を
行
っ
た
。
そ
の
た
め
、
語
ら
れ
た
〈
夢
〉

P

ヘu
q
J
 

の
内
実
を
考
察
す
る
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
し
か
し
、
他
の
激
石
に
よ
る
テ
ク

ス
ト
と
関
わ
ら
せ
て
そ
れ
を
探
る
考
究
で
の
、
「
以
後
激
石
の
作
品
の
為
の
ス
プ

リ
ン
グ
ボ
l
ド
と
な
り
得
た
事
は
疑
い
な
い
。
」
(
注
目
)
、
「
後
期
の
作
品
に
お

い
て
よ
り
深
く
、
重
い
意
味
を
持
っ
て
発
展
し
て
行
く
問
題
を
は
ら
ん
だ
作
品

で
あ
る
」
(
注
M
)
と
い
っ
た
指
摘
が
示
唆
に
富
む
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
今

後
は
、
語
り
と
〈
夢
〉

の
内
実
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
追
求
し
、
「
夢
十
夜
」

か
ら
後
期
テ
ク
ス
ト
へ
の
方
法
的
、
内
容
的
な
脈
理
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考

え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
夢
十
夜
」

の
、
さ
ら
に
は
激
右
文
学
全
体
の
、
方
法
と

内
容
と
の
関
わ
り
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
で
も
あ
る
だ
ろ
う
(
注
目
)
。
従
来
の

研
究
を
検
証
す
る
た
め
に
も
必
要
な
作
業
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
は
次
の
機
会

に
譲
り
た
い
。



「夢十夜j論

注
(
1
)
例
え
ば
、
桶
谷
秀
昭
「
『
夢
と
追
憶
』
|
『
夢
十
夜
』
・
『
永
日
小
品
』
」

(
『
夏
目
散
石
論
』
〈
昭
和
四
十
七
年
四
月
、
河
出
書
房
新
社
〉
所
収
)
、

宮
井
一
郎
「
夢
十
夜
」
(
『
敵
石
文
学
の
全
貌

上
巻
』
〈
昭
和
五
十
九

年
五
月
、
国
書
刊
行
会
〉
所
収
)
な
ど
。

(
2
)
外
国
文
学
と
の
関
連
で
は
、
ポ
ー
や
テ
ニ
ス
ン
、

キ
ー
ツ
と
の
類
似
を

説
く
三
上
公
子
「
『
第
一
夜
』
考

ー
激
石
『
夢
十
夜
』
論
へ
の
序
|
」

(
昭
和
五
十
二
牛
二
月
、
『
国
文
目
白
』
第
十
五
号
)
、
キ
ル
ケ
|
の
「
オ

デ
ッ
セ
イ
」
と
比
較
す
る
石
井
和
夫
「
『
夢
十
夜
』
の
方
法

ー
置
き
ざ

り
に
さ
れ
た
子
供
l
」
(
平
成
元
年
五
月
、
『
国
語
と
国
文
学
』
)
、
ポ
ー

に
つ
い
て
詳
解
す
る
久
保
田
芳
太
郎
「
『
夢
十
夜
』

1

夢
幻
に
つ
い
て

|
」
(
平
成
三
年
三
月
、
『
東
横
国
文
学
』
第
幻
号
)
が
、
民
話
や
戯
曲

と
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
平
川
祐
弘
「
子
供
を
捨
て
た
父
|
ハ
|
ン

の
民
話
と
激
石
の
『
夢
十
夜
』
|
」
(
昭
和
五
十
一
年
十
月
、
『
新
潮
』
)

ゃ
、
相
原
和
邦
「
『
夢
十
夜
』
試
論
|
第
三
夜
の
背
景
|
」
(
昭
和
五

十
一
年
十
月
、
『
日
本
近
代
文
学
』
第
お
集
。
『
激
石
文
学
の
研
究
|

表
現
を
軸
と
し
て
|
』
〈
平
成
元
年
二
月
、
明
治
書
院
〉
所
収
)
が
挙
げ

ら
れ
る
。
ま
た
、
絵
画
と
の
通
路
を
見
出
す
安
相
仁
「
絵
画
と
想
像
力

l

『
夢
十
夜
』
の
場
合
l
」
(
原
題
「
『
夢
十
夜
』
第
十
夜
の
豚
の
モ
テ

ィ
i
フ
に
つ
い
て
|
絵
画
体
験
と
創
作
の
間
」
、
平
成
元
年
五
月
、
『
比

較
文
学
研
究
』
第
五
十
五
号
。
『
世
紀
末
と
激
石
』
〈
平
成
六
年
二
月
、

岩
波
書
居
〉
所
収
)
、
新
聞
公
子
『
『
激
石
の
美
術
愛
』
推
理
ノ

l
ト』

(
平
成
十
年
六
月
、
平
凡
社
)
な
ど
が
あ
る
。

(
3
)
久
保
田
芳
太
郎
(
前
掲
注

2
)

(
4
)
藤
森
清
「
夢
の
言
説

(
5
)
 

『
夢
十
夜
』
の
語
り
」
(
昭
和
六
十
二
年
十

二
月
、
「
名
古
屋
近
代
文
学
研
究
」

5
)

天
沢
退
二
郎
「
『
夢
十
夜
』
を
め
ぐ
っ
て
」
(
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
、

『
国
文
学
』
)

(
6
)
関
谷
由
美
子
「
『
夢
十
夜
』
の
構
造

ー
〈
意
識
〉

の
寓
話
|
」
(
平
成

十
年
六
月
、
『
日
本
文
学
』
)

(
7
)
今
回
注
目
し
た
論
考
の
う
ち
、

そ
の
論
考
が

「
夢
十
夜
」
と
他
作
品
と

の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
を
挙
げ
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
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供|井手口
~JII 月戸 十』中 号後井 現近原

大悦 」悦 学 孝 年フZ敬 、f青 七を文 ~J. 哲夫 を代和
学」子 伝子

論続色=純「
」 夫 官高 号中「 軸文邦

紀白「 手口 「 前「 月、蚕 本「
)心夏

昭「 と学「

主 和 彦 六夢
第 ー夢『

喜彦
文激 に目 手口激 し試写『目
芸石 |激 石 て論十

第六十 十十 一十 国激 五小ニ夜 2 十 研『 ニ 石 &= |』夜
22士E 二夜 十』 )夜 文石

究夢 昭 『 十品 第』年』
五第

色= 学
和夢 四考

き手 を 四を b 夢
』十 〈十の

号)夜十
。コ

第夜 五十
年

平六世
士読 月読 方 夜十

ー(
十色夜= 

ノ、
唾号界'-'-"- 月)ーむ ー米『、む 試 f去 十の 五 7c -0 

月
読 年の 年『自

=.1 主 六世 ー『
沢|

」
三イ 女| 二 激 和

題 巻界
山『 語t主~ ~第『 平 置 第」 月メ 子『 月石五
形第 成 き イじ 一( 大夢

、文

県六 国二
年フE

ざ す 一昭 ー実『 シ、e 国十 明学士

立』夜= 文夜 り る き手口

首|
色文=夜"- 1台の平

米 "-色目
十

時 五 書研十
沢仁 第短 さ 間 十

語-V~第『 第と 院究ー」
女王 十万 月 れ

平
九 八そ

所|月、子と 四と 、 た 年 色=ーー 十の

かあ「 「 四「弱『
草

「 「 」迄ら、 」品、 烏」、 潔虚『
ー『 「

らる吾 行 郎草 j紫 坑

深虚集品ー

そ
」、輩 人 」枕z虚 枕 夫 四 れ」 」 」 es 道~ ~ ~集 カミ
~I土 」二や集 」 草彼そ永』、 ら
そ猫 「ん』 」岸れ日「 」

れで
一」

過 か 小 文一、

五 激 佐 成小 化|仲 成モ仲
号 石 藤

年十谷千
研」秀 三 チ 秀

~I 泰 究(手口 年 | 和
正 三津 』第成平 長 十フ「

成平面
月 子 ーー 、ー夢『

「 6 四石
ベ イ 十

a村花z正、 ー五夢『 号年の十 第 )十生 『メ夜
ーを 日 l』
一ど 月 涯 本シ論
年一読ぅ 日 "-

文
、の 文と

警E創l 
権『 題主

全=士、，、
ベむ

』学石激主『か
蔭女 | 日 晴主 作家

空2会本文寒| 子『
ハと 短夢

学い きし 期十 十涯一

研激 て
大色夜-

八 の 的

究石 の 学 き 主 な
"-. 試 紀論 題ア一

第夢 み 要(
三み

」
下 マ

十る 平 文) 平

力主四 「
「門

暗~か四「 「か小四「
ら郎坑 道」 」道行彼ら郎坑 心 ら 品 郎 文

、夫 草 、 草企岸」、穴夫 」、」、」、鳥
~ ~ 」

行
」、過」 」

「、 、，「迄門「 門~ ~ 

そ「 人 「む~ ~そ「 」そ永「
れ三

」 明」、、、れ三 、れ日三、
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(
8
)
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」

に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
「
是
が
人
間
の
飲
む
畑
草

「
其
時
に

と
い
ふ
も
の
で
あ
る
事
は
漸
く
此
頃
知
っ
た
。
」
(
一
)
や
、

お
さ
ん
と
云
ふ
者
は
つ
く
ぐ
い
や
に
な
っ
た
。
此
間
お
さ
ん
の
三
馬
を

像
ん
で
比
返
報
を
し
て
や
っ
て
か
ら
や
っ
と
胸
の
癌
が
下
り
た
。
」
(
同
)

と
い
う
よ
う
に
、
「
吾
輩
」
の
こ
れ
ま
で
の
経
験
な
ど
を
語
る
際
に
は
、

回
想
に
よ
る
語
り
が
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
右
の
例
は
経
験
な
ど

を
語
る
際
限
り
の
も
の
で
あ
っ
て
、
基
本
的
に
は
一
人
称
現
在
形
に
よ
っ

て
語
ら
れ
て
い
る
た
め
、
今
回
は
特
に
対
象
と
し
な
い
。
別
の
機
会
で

考
察
を
行
い
た
い
。



「夢十夜J論

(
9
)
拙
稿
「
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
論
|
写
生
文
、
あ
る
い
は
一
人
称
回
想
へ
の

眼
差
し
|
」
(
平
成
十
二
年
九
月
、
『
国
文
学
孜
』
第
一
六
七
号
)
。

(
叩
)
拙
稿
「
『
回
想
』
と
『
写
生
文
』
!
後
期
激
右
文
学
試
論
|
」
(
平
成

十
年
十
二
月
、
『
近
代
文
学
試
論
』
第
三
十
六
号
)
。
な
お
、
こ
の
拙
論

で
触
れ
た
、
「
道
草
」
に
お
け
る
語
り
を
指
し
て
金
子
明
雄
氏
の
い
う
「
潜

在
的
一
人
称
」
(
「
三
人
称
回
想
小
説
と
し
て
の
『
道
草
』
」
〈
平
成
七
年

五
月
二
十
日
、
『
激
石
研
究
』
第
4
号
、
翰
林
書
房
〉
)
は
、
本
稿
で
の

一
人
称
的
三
人
称
と
密
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

(
日
)
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
藤
森
氏
は
第
五
夜
の
語
り
に
つ
い
て
、
「
恐
ろ
し

く
射
程
の
長
い
回
想
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
し
、
敵
の
大
将
の

前
に
引
き
据
え
ら
れ
た
自
分
に
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
の
、
裸

馬
で
駆
け
つ
け
る
女
が
、
天
探
女
の
つ
く
る
鶏
の
と
き
の
声
に
揺
さ
れ

て
深
い
淵
に
落
ち
て
ゆ
く
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
点
は
「
ど
う
し
て

も
解
決
さ
れ
な
い
」
が
、
「
少
々
無
理
を
す
れ
ば
、
こ
れ
を
回
想
の
形
式

と
読
む
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
」
と
、
「
夢
十
夜
」
の
語
り
の

中
に
回
想
と
の
類
似
点
を
見
て
い
る
(
前
掲
注
4
)
。

(
ロ
)
小
谷
千
津
子
「
『
夢
十
夜
』
創
作
家
と
し
て
の
試
み
」
(
前
掲
注
7
)

も
、
「
創
作
家
の
態
度
」
(
講
演
、
明
治
四
十
一
年
二
月
)
に
註
目
し
つ

つ
、
「
夢
十
夜
」
を
「
転
換
期
に
於
け
る
激
石
の
分
岐
点
」
と
位
置
づ
け
、

「
客
観
的
態
度
」
の
試
み
と
そ
の
実
践
を
説
く
。
す
な
わ
ち
、
氏
は
「
創

作
家
の
態
度
」
に
「
写
生
文
」
(
明
治
四
十
年
一
月
二
十
日
付
『
読
売
新

聞
』
)
と
の
関
連
を
見
て
お
り
、
本
稿
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
だ
が
、

小
谷
氏
は
写
生
文
と
こ
れ
ら
の
激
石
に
よ
る
論
評
に
つ
い
て
言
及
に
乏

し
く
、
「
夢
十
夜
」
を
写
生
文
と
は
明
言
し
て
い
な
い
。
後
期
と
の
関
連

も
、
内
容
の
面
に
お
い
て
で
あ
る
。
本
稿
は
、
氏
の
言
う
「
客
観
的
態

度
」
を
語
り
手
の
物
語
の
距
離
化
に
見
出
し
、
〈
激
石
の
写
生
文
〉
と
名

付
け
る
と
共
に
、
そ
れ
が
撤
石
の
文
学
活
動
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
た

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
で
あ
る
。
氏
の
見
解
と
は
ア
プ
ロ
ー
チ
が

異
な
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。
ま
た
、
〈
激
石
の
写
生
文
〉
と
「
創
作

家
の
態
度
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
激
石
の
写
生
文
と
同
時
代

1

虚

子
と
自
然
主
義
、
そ
の
様
相
|
」
(
平
成
十
一
年
十
二
月
、
『
近
代
文
学

で
触
れ
て
い
る
。

試
論
』
第
三
十
七
号
)

(
日
)
金
戸
清
高
「
激
石
『
夢
十
夜
』
の
世
界
」
(
前
掲
注
7
)

(
凶
)
越
智
悦
子
「
『
夢
十
夜
』
を
読
む
|
『
第
二
夜
』
短
刀
と
侍
|
」
(
前

掲
注
7
)

(
日
)
現
時
点
で
は
、
松
寿
敬
氏
「
『
夢
十
夜
』
に
関
す
る
覚
書

l
主
に
第
七

夜
に
お
け
る
個
と
外
界
に
つ
い
て
1

」
(
平
成
元
年
三
月
、
『
国
学
院
大

学
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
』
第
十
六
号
)
の
「
激
石
は
、
濃
度
の
濃

い
自
己
表
白
に
際
し
て
夢
を
持
ち
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
」
と
い
う
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指
摘
に
表
れ
て
い
る
よ
う
な
、
激
石
の
内
実
の
写
生
、
そ
の
た
め
に
加

速
さ
れ
た
距
離
化
と
い
う
方
向
で
、
〈
歎
石
の
写
生
文
〉
の
必
然
を
考
え

て
い
る
が
、
さ
ら
な
る
考
察
を
要
す
る
。

〔
付
記
〕テ

ク
ス
ト
及
び
激
石
の
評
論
は
全
て
『
激
石
全
集
』
(
平
成
五
年
十
二
月

i
十
一
年
三
月
、
岩
波
書
居
)
に
、
ま
た
子
規
「
叙
事
文
」
の
引
用
は
『
子

規
全
集
』
第
十
四
巻
(
昭
和
五
十
二
牛
一
月
、
講
談
社
)
に
拠
る
。

(
や
ま
し
た

こ
・
フ
せ
い
)


