
川
上
弘
美

「
惜
夜
記
」
モ述、
白岡

ー
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
自
己
像
|

は
じ
め
に

一
九
九
四
年
に
「
神
様
」

で
第
一
回
パ
ス
カ
ル
短
編
文
学
賞
を
受
賞
し
て
デ
ピ

ュ
ー
し
た
川
上
弘
美
は
、
九
六
年
に
は
「
蛇
を
踏
む
」
で
第
百
十
五
回
芥
川
賞
を

受
賞
し
、
そ
の
後
も
二

O
O
O年
に
は
『
溺
レ
る
』
で
伊
藤
整
文
学
賞
、
女
流
文

学
賞
を
受
賞
、
翌
年
に
「
セ
ン
セ
イ
の
鞄
」
で
谷
崎
潤
一
郎
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

そ
の
中
で
も
『
神
様
』
所
収
の
作
品
を
始
め
と
し
て
、
先
に
挙
げ
た

「
蛇
を
踏

む
」
や
『
溺
レ
る
』
所
収
の
作
品
等
、
川
上
弘
美
の
作
品
に
は
現
実
か
ら
遊
離
す

る
か
の
よ
う
な
幻
想
性
を
特
徴
と
す
る
も
の
が
多
い
。
千
石
英
世
氏
は
川
上
作
品

の
特
徴
に
つ
い
て
、
「
童
話
の
よ
う
な
趣
が
あ
る
」
と
し
、
川
上
弘
美
を
「
夢
の

奥
を
書
く
作
家
と
し
て
、
読
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
読
者
を
受
け
入
れ
て
い
る
作

と
し
て
い
る
。
確
か
に
デ
ビ
ュ
ー
作
の

家
な
の
だ
ろ
う
。
」

「
神
様
」

は
「
く
ま

に
さ
そ
わ
れ
て
散
歩
に
出
る
。
川
原
に
行
く
の
で
あ
る
」

と
い
う
一
文
か
ら
始
ま

川上弘美「惜夜記」論

は
「
三
つ
隣
の

3
0
5
号
室
に
、

つ
い
最
近
越
し
て
き
」

る
。
「
く
ま
」

て
、
「
引

越
し
蕎
麦
を
同
じ
階
の
住
人
」
に
ふ
る
ま
う
「
昔
気
質
」

ヲ
く
ま
」

で
あ
り
、

の

と
の
交
流
が
始
ま
る
。

そ
の
他
に
も
「
河
童
玉
」

の
河
童
、
「
離
さ

「
わ
た
し
」の

人
魚
な
ど
が
現
れ
る
作
品
も
あ
る
。
擬
人
化
さ
れ
た
動
物
や
空
想
上
の

動
物
が
現
れ
る
こ
れ
ら
の
物
語
世
界
に
つ
い
て
、
松
浦
寿
輝
氏
は

な
い
」

「
あ
ま
た
の
動

宮

之

智

物
や
植
物
が
入
り
乱
れ
る
川
上
弘
美
の
物
語
世
界
で
は
、
種
と
穫
の
問
の
境
界
が

い
き
な
り
ど
ろ
り
と
溶
け
出
し
て
」
「
し
ま
い
に
は
生
物
と
無
生
物
と
の
境
界
も

消
え
去
っ
て
し
ま
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
様
に
幻
想
性
、
異
界
性
は
川
上
弘
美
の
物
語
世
界
の
特
徴
と
し
て
指
摘
さ

あ
た
ら
よ
き

そ
の
中
で
も
「
惜
夜
記
」
(
一
九
九
六
年
九
月
「
文

れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、

開
学
界
」
)
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に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
作
品
は
夜
や
閣
の
世
界

の
幻
想
需
と
し
て
作
ら
れ
て
お
り
、
川
上
弘
美
作
品
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
上

で
も
重
要
な
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
「
惜
夜
記
」
の
分
析
を
通
し
て
、

川
上
弘
美
の
物
語
世
界
の
特
色
に
つ
い
て
探
り
た
い
。

「
夜
」
と
「
夢
」
、
物
語
の
構
造

「
倍
夜
記
」

は
十
九
篇
の
短
篇
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
題
名
に
は
順
に
番
号

が
付
さ
れ
て
い
る
。
奇
数
番
号
を
付
さ
れ
て
い
る
短
篇
は
、
「
-

馬
」
「

3

紳

士
た
ち
」
「
5

一
ホ
ン
ザ
ル
」
「
7

ツ
カ
ツ
ク

泥
鮪
」
「
9

も
ぐ
ら
」
「
日

リ
」
「
日

象
」
「
山
口

キ
ウ
イ
」
「
打

獅
子
」
「
円

イ
モ
リ
」
と
な
っ
て
お
り
、

題
名
の
示
す
よ
う
に
動
物
の
現
れ
る
物
語
で
あ
る
。
偶
数
番
号
を
付
さ
れ
て
い
る

短
篇
の
題
名
は
、
「
2

カ
オ
ス
」
「

4

ビ
ッ
グ
・
ク
ラ
ン
チ
」
「
6

悲
運
多
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数
死
」
「
8

シ
ユ
レ
ジ
ン
ガ

l
の
猫
」
「
叩

ク
ロ

l
ニ
ン
グ
」
「
ロ

プ
ラ
ツ

ク
ホ

l
ル
」
「
M

ア
レ
ル
ギ
ー
一
「
M

フ
ラ
ク
タ
ル
」
「
印

ア
ポ
ト
l
シ
ス
」

で
あ
り
、
物
理
学
や
生
物
学
の
用
語
を
題
名
と
し
て
「
自
分
」
と
「
少
女
」

の
物

語
と
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
一
篇
ご
と
に
動
物
と
の
物
語
と
「
少
女
」

と
の
物
語

が
交
互
に
配
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

以
下
、
「
惜
夜
記
」

の
構
成
と
構
造
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

「
惜
夜
記
」

の
最
初
の
篇
で
あ
る
「
1

馬
」
の
冒
頭
は
「
背
中
が
痔
い
と
思

っ
た
ら
、
夜
が
少
し
ば
か
り
食
い
込
ん
で
い
る
の
だ
っ
た
」

と
い
う
語
り
で
始
ま

る
。
こ
こ
で
の
語
り
は
一
人
称
体
で
あ
る
が
、
主
語
と
な
る
「
自
分
」
や
「
私
」

と
い
っ
た
自
分
自
身
を
指
す
語
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。

日
本
語
の
一
人
称
体
の

語
り
の
中
で

「
自
分
」
や
「
私
」
と
い
っ
た
自
分
自
身
を
示
す
言
葉
が
な
い
、
あ

る
い
は
省
略
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
特
に
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
「
借

夜
記
」
で
は
ど
の
様
な
語
り
と
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
続
き
は
次
の
様
に
あ
る
。

ま
だ
黄
昏
時
な
の
だ
が
、
背
中
の
あ
た
り
に
暗
が
り
が
集
ま
っ
て
し
ま
っ

た
ら
し
く
、
密
度
が
濃
く
な
っ
た
そ
の
暗
が
り
の
塊
が
、
背
中
に
接
着
し
、

接
着
面
の
一
部
が
食
い
込
ん
で
い
る
の
だ
っ
た
。

振
っ
た
り
揺
ら
し
た
り
し
た
が
、
夜
は
離
れ
な
い
。
手
で
剥
が
そ
う
と
し

て
も
、
実
体
を
持
た
な
い
ふ
ら
ふ
ら
し
た
も
の
な
の
で
、
掴
み
所
が
な
く
て

困
る
。

い
ち
ば
ん
濃
い
暗
が
り
の
部
分
を
捕
ら
え
た
、
と
思
っ
て
も
、
見
る

聞
に
暗
が
り
は
拡
散
し
て
い
き
、
違
う
部
分
が
こ
ん
ど
は
濃
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
り
す
る
。

そ
の
う
ち
に
痔
く
て
た
ま
ら
な
く
な
っ
て
き
た
。
ぱ
り
ぱ
り
と
背
中
を
掻

い
た
。
掻
け
ば
掻
く
ほ
ど
、
暗
が
り
は
背
中
に
食
い
込
み
、
食
い
込
め
ば
食

い
込
む
ほ
ど
浮
く
な
る
。
堪
ら
な
く
な
っ
て
駆
け
だ
し
た
。

こ
こ
で
の
語
り
手
は
「
夜
」
や
「
暗
が
り
」
に
つ
い
て
、
今
現
前
に
あ
る
こ
と
、

あ
る
い
は
自
身
に
起
っ
て
い
る
事
を
現
在
進
行
と
い
う
形
で
し
か
語
ら
な
い
。
こ

こ
で
の
現
在
進
行
と
い
う
語
り
は
、
い
ま
、
こ
こ
で
、
起
き
て
い
る
出
来
事
と
し

て
の
不
可
逆
的
な
時
間
に
即
し
た
語
り
で
あ
り
、
時
間
を
可
逆
的
に
操
作
し
て
語

る
回
想
と
い
う
語
り
を
排
除
し
た
語
り
で
も
あ
る
。
回
想
と
い
う
語
り
に
お
い
て

は
、
過
去
の
「
自
分
」
を
、
現
在
の
「
自
分
」
が
対
象
化
し
、
説
明
す
る
こ
と
が

つ
ま
り
回
想
と
い
う
語
り
に
お
い
て
は
、
現
在
進
行
の
語
り
に
比
べ
、

で
き
る
。

現
在
の
語
り
手
で
あ
る
一
自
分
」
が
過
去
に
起
こ
っ
た

「
自
分
」
に
つ
い
て
の
出

来
事
を
、

そ
の
認
識
が
及
ぶ
限
り
、
過
去
の
自
分
以
上
の
情
報
を
持
ち
、
そ
の
上

で
語
る
こ
と
が
出
来
る
事
に
な
る
。
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す
る
と
、
こ
こ
で
「
自
分
」
と
い
う
主
語
が
文
中
に
現
れ
た
場
合
は
ど
う
な
る

だ
ろ
う
か
。
「
自
分
」

と
い
う
主
語
を
、

一
人
称
の
語
り
の
中
で
使
用
し
た
場
合

に
は
、
既
に
語
ら
れ
る
「
自
分
」
を
見
て
い
る
、
対
象
化
し
て
い
る
「
自
分
」
の

し
か
し
、
そ
れ
は
「
夢
」
の
物

存
在
が
規
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

語
を
「
夢
」
の
「
中
」
か
ら
描
く
際
に
は
、
構
造
的
な
破
綻
に
繋
が
り
か
ね
な
い
。

な
ぜ
な
ら
「
夢
」

の
「
中
」
に
い
る
「
自
分
」
を
対
象
化
し
、
説
明
す
る
語
り
手

の
「
外
」
に
出
て
い
る
語
り
手
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら

の
「
自
分
」
と
は
「
夢
」

で
あ
る
。
そ
れ
で
は
語
り
手
が

「夢」

「
申
a
」

の
、
い
ま
、

で
起
こ
っ

の

て
い
る
出
来
事
に
直
面
し
て
い
る
登
場
人
物
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は

「
夢
」
と
い
う
物
語
世
界
を
、
説
明
不
能
な
「
謎
」
と
し

て
描
く
た
め
に
、

一
人
称
で
主
語
の
な
い
現
在
進
行
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
「
惜
夜
記
」

で
の
現
在
進
行
の
語
り
に
お
い
て
、
語
り
手
は
物
語
世



界
に
対
し
て
、
完
全
に
そ
の
世
界
の
中
に
い
る
等
質
な
語
り
手
な
の
で
あ
る
。

今
一
度
前
掲
の
例
を
見
れ
ば
、
語
り
手
は
こ
こ
に
あ
る
「
夜
」
、
あ
る
い
は
「
暗

が
り
」
に
つ
い
て
、
そ
の
状
態
を
実
に
鏡
舌
に
語
っ
て
い
る
。
語
り
手
が
語
る
「
夜
」

と
「
暗
が
り
」

は
「
密
度
が
濃
く
」
な
り
、
「
塊
」

に
な
り
、
「
背
中
に
接
着
」

「
振
っ
た
り
揺
ら
し
た
り
し
」

て
も
離
れ
ず
「
実
体
を
持
た
な
い
ふ
ら
ふ
ら
し
た

し
か
し
、
そ
れ
が

も
の
」

で
捕
ら
え
よ
う
と
し
て
も
「
拡
散
」
す
る
の
で
あ
る
。

何
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
語
り
は
な
く
、
説
明
す
る
こ
と
が
出
来

な
い
。
そ
も
そ
も
こ
こ
で
の
語
り
手
は
説
明
と
し
て
の
語
り
を
し
な
い
の
で
は
な

く
、
説
明
と
し
て
の
語
り
が
不
可
能
な
構
造
と
し
て
あ
る
現
在
進
行
の
語
り
で
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
語
り
手
が
直
接
に
説
明
し
な
い

「
夜
」
や
「
暗
が
り
」

と
は
い
っ
た
い

何
か
。
「
1

語
り
手
は

「
暗
が
り
は
背
中
に
食
い
込
み
」
「
堪

馬
」
に
お
い
て
、

ら
な
く
な
っ
て
駆
け
だ
」
す
訳
だ
が
、
そ
の
直
後
「
駆
け
て
み
る
と
、
馬
の
よ
う

な
速
さ
で
あ
る
。
夜
が
食
い
込
む
と
、
な
る
ほ
ど
こ
の
よ
う
に
速
く
な
る
の
か
と

感
心
し
な
が
ら
駆
け
」
る
。
結
局
の
所
、
語
り
手
の
声
は
「
馬
の
い
な
な
き
」
と

な
り
、
最
後
に
は
「
か
ら
だ
も
馬
に
な
り
、
全
身
は
黒
い
毛
に
覆
わ
れ
」
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

「
夜
」
と
「
暗
が
り
」

は
、
語
り
手
に
「
食
い
込
ん
で
」

「
鼻
息
の
中
に
も
」
混
じ
る
に
従
い
、
「
馬
の
よ
う
な
」

と
い
う
比
輸
と
し
て
の

言
葉
は
、
実
体
と
し
て
の

「
夜
の
馬
」
を
示
す
言
葉
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。

つ
ま

川上弘美「借夜記」論

り
「
夜
」
や
「
暗
が
り
」

は
、
「
惜
夜
記
」
と
い
う
物
語
に
お
い
て
、
語
ら
れ
た

言
葉
を
比
冷
か
ら
実
体
へ
と
移
行
さ
せ
て
い
く
際
の
印
と
し
て
現
れ
て
お
り
、
ま

飛
び
越
え
て
行
く
「
夢
」

の
物
語
の
深
度
を
も
示

た
そ
の
様
に
境
界
を
脱
化
し
、

し
て
い
る
。

の
推
移
に
つ
い
て
見
る
。
「
2

カ
オ
ス
」

で
は
、
「
黄
昏
よ
り

さ
ら
に
「
夜
」

も
も
う
少
し
夜
に
近
い
時
刻
」
に
少
女
と
出
会
い
並
ん
で
歩
い
て
行
く
。

「
ど
こ
に
行
く
の
」
聞
く
と
、
少
女
は
気
持
ち
よ
さ
そ
う
に
目
を
閉
じ
た
ま

し

ま
、
何
回
か
額
い
た
。

「
ど
こ
な
の
」

「
夜
よ
」

答
え
た
と
た
ん
に
、
少
女
は
が
っ
く
り
と
首
を
折
っ
て
、
深
い
眠
り
に
落

ち
て
し
ま
っ
た
。

眠
っ
た
ま
ま
、
流
さ
れ
て
い
く
。

少
女
と
並
ん
で
、
混
沌
の
一
部
と
な
っ
た
ま
ま
、
夜
に
入
っ
て
い
っ
た
。

「
惜
夜
記
」
に
は
、
二
つ
の
物
語
が
軸
と
な
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
事
は
先
に

述
べ
た
が
、
少
女
と
の
物
語
の
始
ま
り
の
篇
に
あ
た
る
「
2
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カ
オ
ス
」

で
も
、

こ
こ
か
ら
「
夜
」
、

「夢」

の
物
語
の
奥
へ
と
進
ん
で
い
く
こ
と
が

つ
ま
り
こ
の

示
さ
れ
る
。
続
く
「
3

紳
士
た
ち
」
で
は
「
夜
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
」
で
あ
り
、

で
も
、
語
り
手
は
少
女
か
ら
「
ま
だ
お
は
よ
う
じ

ゃ
な
い
わ
よ
、
ま
だ
夜
な
の
よ
」
と
告
げ
ら
れ
る
。
「
5

4 

ビ
ッ
グ
・
ク
ラ
ン
チ
」

ニ
ホ
ン
ザ
ル
」
で
も
、

「夜」

は
「
コ
ー
ヒ
ー
だ
っ
た
は
ず
の
液
体
」
に
と
っ
て
か
わ
り
「
い
く
ら
こ
ぼ

し
で
も
果
て
が
な
い
」
「
夜
は
ぜ
ん
ぜ
ん
尽
き
な
い
」
と
語
ら
れ
る
。

書
き
手
で
あ
る
作
者
川
上
弘
美
は
、
「
何
か
を
書
く
の
は
大
好
き
な
の
で
す
が
、

ほ
ん
と
う
に
あ
っ
た
こ
と
を
書
こ
う
と
す
る
と
、
手
が
こ
お
り
つ
い
た
よ
う
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。

ほ
ん
と
う
に
あ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
こ
と
、
自
分
の
頭
の
中

で
あ
れ
こ
れ
想
像
し
て
考
え
た
こ
と
な
ら
、

い
く
ら
で
も
つ
る
つ
る
と
出
て
く
る

の
で
す
が
。
自
分
の
番
く
小
説
を
、
わ
た
し
は
ひ
そ
か
に
「
う
そ
ぱ
な
し
」
と
呼

ん
で
い
ま
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の

「
果
て
」

の
な
さ
、
「
ぜ
ん
ぜ
ん
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尽
き
な
い
」

で
「
い
く
ら
で
も
つ
る
つ
る
と
出
て
く
る
」
様
子
は
、
果
て
し
な
く

生
じ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
物
語
性
が

夜
」
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
れ
、

重
ね
あ
わ
さ
れ
る
様
に
も
思
わ
れ
る
。

続
く
篇
に
も
「
夜
」
と
い
う
語
は
入
っ
て
い
る
。
「
6

悲
運
多
数
死
」
に
は

「
夜
空
の
一
角
か
ら
光
は
射
し
て
い
た
。
そ
の
部
分
だ
け
夜
を
は
ぎ
取
っ
た
よ
う

で
は
「
夜
な
の
で
暗
い
の
か
、
暗
い
た
ち
の
水
た

に
」
と
あ
り
、
「

7

泥
鮪
」

ま
り
な
の
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
」
、
「
8

シ
ユ
レ
ジ
ン
ガ

l
の
猫
」

で
は

「
地
面

の
上
に
は
夜
の
植
物
の
影
が
薄
い
月
明
か
り
に
照
ら
さ
れ
て
ぼ
ん
や
り
と
映
っ
て

い
る
」
、
「
9

も
ぐ
ら
」
で
は
「
も
ぐ
ら
た
ち
の
た
て
る
密
や
か
な
ざ
わ
め
き
が
、

夜
を
満
た
す
」
と
あ
り
、
「
夜
」

の
深
ま
り
と
物
語
世
界
の
深
化
と
が
並
行
す
る

は
「
惜
夜
記
」
の

構
成
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
の
考
察
に
お
い
て
、
「
夜
」

語
り
の
中
に
お
い
て
、
語
ら
れ
た
言
葉
を
比
愉
か
ら
実
体
へ
と
移
行
さ
せ
て
い
く

際
の
印
と
し
て
、
ま
ず
は
現
れ
、
ま
た

「夢」

の
物
語
の
深
度
を
表
す
も
の
と
し

た
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
「
夜
」
が

「
惜
夜
記
」

の
物
語
全
体
の
構
成

と
そ
の
物
語
世
界
の
様
相
と
も
関
わ
っ
て
い
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
さ
ら
に
続
く
「
叩

ク
ロ

l
ニ
ン
グ
」
に
は
次
の
様
に
あ
る
。

か
き
回
さ
れ
た
夜
は
い
っ
た
ん
ゆ
る
や
か
な
流
れ
を
作
り
、
そ
れ
か
ら
固

ま
っ
て
い
く
。
も
う
夜
も
半
ば
に
差
し
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
夜
の
体
積
の

半
分
近
く
が
固
め
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
夜
の
中
を
歩
い
て
も
、
夜
の
始
ま
り

の
頃
の
浮
遊
感
は
な
か
っ
た
。
代
わ
り
に
、
み
し
み
し
い
う
感
じ
の
確
固
と

し
た
も
の
が
あ
っ
て
、

そ
れ
は
そ
れ
で
ま
さ
に
夜
ら
し
い
感
じ
な
の
で
は
あ

っ
た
。

全
十
九
篇
の
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
に
位
置
す
る
「
叩

て
、
「
夜
も
半
ば
に
差
し
か
か
」
り
、
「
体
積
の
半
分
以
上
が
固
め
ら
れ
」

ク
ロ

l
ニ
ン
グ
」
に
お
い

て
い
く

様
子
と
は
、
ま
さ
に
「
惜
夜
記
」

と
い
う
物
語
が
語
ら
れ
る
中
で
形
作
ら
れ
て
い

く
状
況
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
時
に
こ
こ
が
物
語
の
「
半
ば
」
で
あ
る
こ
と
、

つ
ま
り
作
品
全
体
の
構
成
を
把
握
し
た
者
で
し
か
判
ら
な
い
情
報
を
含
ん
だ
上
で

の
語
り
で
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
上
で
引
用
部
の
後
半
を
見
る
と
、
「
始

ま
り
の
頃
の
浮
遊
感
」

は
な
く
な
り
、
「
確
固
と
し
た
も
の
」
が
あ
る
と
い
う
。

さ
ら
に
「
そ
れ
は
そ
れ
で
ま
さ
に
夜
ら
し
い
感
じ
な
の
で
は
あ
る
」
と
い
う
語
り

は
、
語
り
手
の
メ
タ
レ
ベ
ル
に
あ
る
書
き
手
の
実
感
、
こ
の
作
品
が

「夜」

の
物

語
と
し
て
成
立
し
て
い
く
手
応
え
と
し
て
も
読
め
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
語
り
手

の
レ
ベ
ル
か
ら
見
れ
ば
、
「
夜
」
の
物
語
世
界
が

「
夜
ら
し
く
」
固
ま
っ
て
き
た

こ
と
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
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続
く
「
日

ツ
カ
ツ
ク
リ
」

で
は
「
夜
は
い
よ
い
よ
更
け
に
更
け
聞
は
真
の
も

の
と
な
っ
て
ゆ
く
」
と
あ
り
、
「
夢
」

の
物
語
性

の
深
度
、

つ
ま
り
「
惜
夜
記
」

が
よ
り
深
ま
っ
て
行
く
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「
ロ

ブ
ラ
ッ
ク
ホ

l
ル
」
に

お
い
て

「
最
後
に
夜
よ
り
も
さ
ら
に
暗
い
場
所
に
辿
り
着
い
た
。
」
と
あ
る
の
も

そ
の
事
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
「

M

そ
れ
ま
で

ア
レ
ル
ギ
ー
」
に
な
る
と
、

あ
っ
た
「
夜
」
の
語
は
消
え
、
「
闇
」
と
い
う
語
の
み
に
な
る
。
こ
こ
ま
で
「
夢
」

の
物
語
と
し
て
の

「
惜
夜
記
」

の
物
語
世
界
の
性
格
を
表
す
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て

「
夜
」
と
い
う
語
を
捉
え
て
き
た
が
、
「
惜
夜
記
」
の
中
盤
を
越
え
る
段
に
至
り
、

は
、
よ
り
純
化
さ
れ
た
暗
さ
を
示
す
た
め
に
「
闇
」

こ
の
移
行
は
物
語
世
界
の
変
化
を
示
し
、
「
惜
夜
記
」
の
物
語
性
が
深
ま
っ
て
い

「夜」

へ
と
移
り
変
わ
る
。

く
こ
と
を
示
す
指
標
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

15 

キ
ウ
イ
」
に
な
る
と
「
夜
の
空
気
が
こ
と
り
と
変
わ
る
の
が
わ
か
っ
た
。



夜
明
け
が
少
し
ず
つ
近
づ
い
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
全
十

九
篇
の

「
惜
夜
記
」
も
半
ば
を
過
ぎ
、
結
末
部
へ
移
っ
て
い
く
と
い
う
事
が
語
り

手
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
続
く
「
同

フ
ラ
ク
タ
ル
」

で
は
「
明
け
の
明
星

が
光
り
」
、
「
打

で
「
も
う
す
ぐ
夜
明
け
が
来
る
と
い
う
の
で
祝
宴
」
と

獅
子
」

な
り
、
「
夜
が
明
け
は
じ
め
」

る
。
こ
こ
で
奇
数
番
号
を
付
さ
れ
た
篇
の
物
語
は

ひ
と
ま
ず
閉
じ
ら
れ
る
。
「
同

ア
ポ
ト

l
シ
ス
」

で
も
、
夜
明
け
と
共
に
現
れ

た
「
獅
子
」
が
、
偶
数
番
号
を
付
さ
れ
た
篇
の

「
自
分
」

と
「
少
女
」

の
物
語
の

終
わ
り
を
告
げ
る
者
と
し
て
現
れ
、
同
様
に
物
語
を
閉
じ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
二
つ
の
物
語
が
閉
じ
ら
れ
た
後
に
据
え
ら
れ
て
い
る
の
が
「
円

イ
モ

リ
」
で
あ
る
。
こ
の
篇
は
奇
数
番
号
が
付
さ
れ
た
物
語
の
特
徴
で
あ
る
動
物
名
の

題
名
を
持
つ
た
め
、
連
続
性
を
持
つ
同
様
の
物
語
世
界
に
あ
る
篇
と
も
見
え
る
が
、

実
は
そ
う
で
は
な
い
。

こ
こ
で
は
「
1

馬
」
に
は
な
か
っ
た

「
わ
た
し
」
と
い
う
語
り
手
が
現
わ
れ

る
。
「
わ
た
し
」
に
は
自
分
が
「
イ
モ
リ
」

で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
り
、
「
昼
寝

を
し
て
い
る
人
々
の
顔
に
乗
っ
た
り
、
塔
に
は
り
つ
い
た
り
弁
当
の
残
り
浮
を
あ

さ
っ
た
り
」
す
る
。
そ
れ
ま
で
の
物
語
と
違
い
、
こ
こ
は
「
夜
」

で
は
な
い
。

ま
り
直
前
ま
で
の
十
八
篇
と
は
別
の
位
相
に
あ
る
物
語
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

「
わ
た
し
」

は
「
抱
の
よ
う
な
い
く
つ
も
の
夢
を
、
夜
の
聞
に
見
る
た
め
に
、
深

い
眠
り
に
つ
い
た
J

と
あ
る
事
か
ら
考
え
れ
ば
、

そ
れ
ま
で
の
十
八
篇
は
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の
よ
う
な
い
く
つ
も
の
夢
」
に
な
ぞ
ら
え
て
語
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

ぅ
。
す
る
と
、
こ
の
「
イ
モ
リ
」
と
い
う
最
後
の
篇
に
お
い
て
、
こ
こ
ま
で
語
ら

れ
て
き
た
「
惜
夜
記
」
と
い
う
「
夢
」

の
物
語
は
、
「
わ
た
し
」
が
こ
れ
か
ら
見

つ
ま
り
、
こ
こ
で
語
り
手
「
わ
た
し
」

は
、
語
ら
れ
て

る
べ
き
「
夢
」
と
な
る
。

き
た
物
語
、
即
ち
《
既
に
見
た
夢
》
が
《
こ
れ
か
ら
見
る
夢
》

へ
と
転
換
す
る
場

に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で

「
惜
夜
記
」

そ
の
物
語
内
容

の
構
成
と
構
造
に
つ
い
て
概
括
す
れ
ば
、

は
い
か
に
も
夢
と
し
て
の
混
沌
を
感
じ
さ
せ
る
物
語
で
あ
り
な
が
ら
、
構
成
意
識

は
秩
序
だ
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

つ
ま
り
「
惜
夜
記
」
と
い
う
物
語
世
界
全
体
は

「夜」

で
満
た
さ
れ
た
、
夢
の
世
界
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の

物
語
世
界
の
中
に
別
々
の
二
つ
の
物
語
が
交
互
に
配
さ
れ
、
展
開
さ
れ
る
。
二
つ

の
物
語
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
も
の
と
し
て
進
行
し
て
い
く
が
、
夜
明
け
を
告
げ
る

「
獅
子
」

の
訪
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

「夜」

の
物
語
は
「
夜
明
け
」

の
斗
別

に
閉
じ
ら
れ
る
「
夢
」

の
物
語
と
し
て
収
束
す
る
こ
と
で
、
終
わ
り
を
迎
え
る
と

い
う
構
成
が
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
最
後
の
篇
に
現
れ
る
語
り
手
に
よ
っ
て
、

そ

れ
ま
で
語
ら
れ
て
来
た
夢
が
こ
れ
か
ら
見
る
夢
へ
と
転
換
す
る
こ
と
で
、
反
転
す

る
時
間
構
造
を
持
つ
物
語
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

唱
目
ム

'
E
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噌

E
ム

動
物
と
の
物
語
/
「
他
者
」
と
の
物
語

Jコ

こ
こ
ま
で
「
惜
夜
記
」

の
構
成
と
構
造
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
続
い
て
は
交

互
に
配
置
さ
れ
て
い
た
二
つ
の
物
語
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

ま
ず
、
題
に
奇
数
番

号
を
付
さ
れ
て
い
る
物
語
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
す
る
。

t包

既
に
述
べ
た
様
に
奇
数
番
号
を
付
さ
れ
て
い
る
篇
は
、
「
-

紳
士

馬
」
「
3

た
ち
」
「
5

一
ホ
ン
ザ
ル
」
「
7

泥
描
」
「
9

も
ぐ
ら
」
「
日

ツ
カ
ツ
ク
リ
」

13 

獅
子
」
「
円

イ
モ
リ
」
と
な
っ
て
い
る
。

キ
ウ
イ
」
「
口

象
」
「
日

題
名
の
示
す
よ
う
に
動
物
の
現
れ
る
物
語
で
あ
る
。
偶
数
番
号
を
付
さ
れ
た
物
語

が
「
少
女
」
と
の
物
語
と
し
て
一
貫
し
た
物
語
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
奇

数
番
号
の
付
さ
れ
た
物
語
は
一
貫
し
た
物
語
と
は
考
え
に
く
い
。

む
し
ろ
物
語
世
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界
の
中
の
語
り
手
が
次
々
と
物
語
世
界
の
中
を
通
過
し
て
い
く
、

と
い
っ
た
形
を

採
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

例
え
ば
、
「
1

馬
」
で
見
た
語
り
手
は
、
先
に
見
た
様
に
「
夜
」
の
始
ま
り
、

物
語
の
始
ま
り
を
告
げ
る
「
夜
の
馬
」

へ
と
変
身
す
る
が
、
次
の

3 

紳
士
た

ち
」
で
は
、
語
り
手
は
も
は
や
「
夜
の
馬
」

で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
降

の
物
語
に
も
内
容
と
し
て
の
連
続
性
を
見
い
だ
す
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
殊
に

偶
数
番
号
の
付
い
た

「
少
女
」
と
の
物
語
と
比
較
す
れ
ば
、

そ
の
事
は
よ
り
明
確

と
な
る
。
つ
ま
り
偶
数
番
号
の
付
さ
れ
た
「
少
女
」
と
の
物
語
は
、
語
り
手
の
「
自

分
」
と
「
少
女
」
が
続
け
て
登
場
す
る
、

と
い
う
点
で
語
り
手
と
登
場
人
物
の
連

続
性
、
物
語
世
界
の
連
続
が
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
「
-

馬」

か
ら
「
口

獅
子
」
ま
で
の
物
語
に
は
そ
こ
ま
で
の
連
続
性
は
認
め
ら
れ
な
い
だ

ろ・フ。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
物
語
に
つ
い
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
関
連
性
や
共
通
点

な
ど
が
全
く
な
い
と
も
思
わ
れ
な
い
。
先
に
提
示
し
て
し
ま
え
ば
、
こ
れ
ら
の
物

{
4
)
 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
能
、
ま
た
は
そ
れ
ら
に
対
す
る
恐
怖
が

語
群
に
は
、

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

先
述
の
様
に
「
1

馬
」
は
、
語
り
手
が
「
夜
の
馬
」

へ
変
身
す
る
事
で
、
物

語
世
界
の
始
ま
り
と
言
葉
の
境
界
が
脱
化
し
て
い
く
様
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
同

時
に
「
見
物
人
」

た
ち
と
の
言
葉
が
通
じ
な
く
な
る
瞬
間
で
も
あ
っ
た
。

突
然
腹
が
た
つ
た
。
こ
ら
、
と
叫
ぼ
う
と
し
た
。

叫
ぼ
う
と
し
て
声
が
出
な
い
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
こ
ら
、

の
、
こ
、
が
出

な
い
。
鼻
息
を
荒
く
し
て
、
こ
、
こ
、
と
い
き
む
が
、
鼻
息
が
ま
す
ま
す
荒

く
な
る
ば
か
り
で
あ
る
。
見
物
人
は
喜
び
さ
ら
に
手
を
叩
く
。

こ
こ
に
あ
る
様
な
、
語
り
手
と
未
知
の
他
者
、
時
に
多
数
の
他
者
と
の
コ
ミ
ユ

ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
が
全
く
の
不
能
に
終
わ
る
の
が
、
こ
の
物
語
群
に
お
け
る
あ
り
よ

う
な
の
で
あ
る
。
続
く
「
3

紳
士
た
ち
」
と
い
う
篇
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

紳

士
」
た
ち
は
、
語
り
手
に
次
々
と
珍
味
を
勧
め
る
一
方
、
そ
れ
ら
を
食
べ
る
こ
と

を
語
り
手
に
拒
否
さ
せ
な
い
威
圧
感
を
持
っ
て
い
る
。

「
客
は
果
報
者
で
す
な
」

「
こ
の
よ
う
な
珍
味
佳
肴
を
味
わ
え
る
と
は
」

「
夜
明
け
ま
で
、

い
く
ら
で
も
好
き
な
だ
け
食
べ
ら
れ
る
の
で
す
な
」

「
え
え
、
夜
が
明
け
る
ま
で
は
食
べ
つ
づ
け
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
」

も
う
一
か
け
ら
の
食
物
も
入
ら
な
い
と
思
っ
た
が
、
紳
士
た
ち
は
に
こ

や
か
に
き
び
し
く
眺
め
て
い
る
。
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窓
の
外
で
夜
鳴
烏
が
鋭
く
鳴
い
た
。
も
う
食
べ
ら
れ
ま
せ
ん
、
勘
弁
し

て
く
だ
さ
い
、

そ
う
言
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
言
い
だ
せ
な
い
。

こ
こ
に
出
て
く
る
「
紳
士
」

し
か
し
、
語
り
手

は
動
物
と
い
う
訳
で
は
な
い
。

と
の
関
係
性
、

つ
ま
り
不
能
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
に
あ
る
関
係
と
い
う

あ
り
ょ
う
は
以
降
の
物
語
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
「
5

一
ホ
ン
ザ
ル
」

で
は
、

相
対
し
た
ニ
ホ
ン
ザ
ル
に
は
「
謝
ろ
う
と
思
っ
て
も
、
舌
の
つ
け
根
が
乾
い
た
よ

う
に
な
っ
て
、
芦
に
な
ら
な
い
。
」
謝
り
た
い
気
持
が
伝
わ
ら
な
い
ま
ま
に
逃
げ

だ
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
「
9

で
も
、
ァ
も
ぐ
ら
そ
の
も
の
」

も
ぐ
ら
」

の
男

が
、
語
り
手
を
「
激
し
い
口
調
で
罵
倒
」

し
た
後
に
、
ど
ん
な
理
由
で
罵
倒
さ
れ

た
か
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
、
「
百
八
十
度
の
変
わ
り
ょ
う
」

で
、
語
り
手
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
ろ
う
と
す
る
。
が
、
も
は
や
語
り
手
に
と
っ
て
、
相



手
は
「
モ
グ
ラ
モ
チ
」

で
あ
り
、
自
分
と
は
異
類
の
者
と
し
て
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ

l

シ
ヨ
ン
不
能
、
も
し
く
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
が
恐
怖
と
な
る
関
係

性
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
「
日

象
」
に
お
い
て
も
、
来
た
道
を
帰
ろ
う
と
す

る
語
り
手
に
対
し
て
、
象
使
い
た
ち
が
引
き
留
め
に
か
か
る
が
、
「
か
な
わ
な
い

の
で
、
も
の
も
言
わ
ず
に
逃
げ
だ
し
」
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
も
多
数
の
他
者
か
ら
、

一
方
的
な
言
葉
が
投
げ
か
け
ら
れ
た
後
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
な

い
ま
ま
に
逃
げ
だ
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

15 

で
は
、
こ
れ
ま
で
受
け
身
だ
っ
た
語
り
手
に
も
変
化
が
起
こ

キ
ウ
イ
」

る
。
五
十
匹
ほ
ど
の
キ
ウ
イ
に
固
ま
れ
な
が
ら
質
問
攻
め
に
遭
う
語
り
手
は
、
こ

れ
ま
で
と
閉
じ
様
な
境
遇
に
立
た
さ
れ
る
。
が
、
質
問
に
全
て
答
え
た
語
り
手
は

キ
ウ
イ
に
対
し
て
「
聞
く
か
ら
答
え
た
だ
け
だ
よ
」
と
答
え
る
。
こ
れ
ま
で
、
他

者
に
対
し
、

口
を
喋
ん
で
い
た
様
子
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
さ
ら
に
、

キ
ウ
イ

が
次
の
様
に
叫
ん
で
も
動
じ
な
い
。

そ
う
答
え
る
と
、
キ
ウ
イ
た
ち
は
「
と
ん
で
も
な
い
よ
」
「
ま
っ
た
く
こ

れ
だ
か
ら
」
「
も
う
こ
う
な
っ
た
ら
」
な
ど
と
黄
色
い
声
で
叫
び
返
す
。
黙

っ
て
聞
い
て
い
る
と
、
調
子
に
の
っ
て
い
く
ら
で
も
叫
ん
だ
。

「
そ
ん
な
に
言
う
な
ら
き
み
ら
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
密
輸
業
者
に
売
っ
ぱ
ら

っ
ち
ゃ
う
よ
」

川上弘美「惜夜記」論

一
喝
す
る
と
急
に
静
か
に
な
っ
た
。

こ
の
様
に
語
り
手
か
ら
の
言
葉
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
が
、

キ
ウ
イ
た
ち
と
の
コ

ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
が
始
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
語
り
手
は
さ
ら
に
「
も
う
き
み

ら
の
よ
う
な
も
の
た
ち
に
夜
の
時
間
を
左
右
さ
れ
る
の
に
は
飽
き
飽
き
し
た
ん

だ
」
と
「
大
き
な
芦
」

キ
ウ
イ
た
ち
は
萎
縮
し
、
隠
れ
て
し
ま
う
。

で
言
う
と
、

そ
し
て

「
ぼ
く
ら
も
悪
気
は
な
か
っ
た
ん
で
す
」
「
さ
よ
う
な
ら
」

と
い
っ
て
消

え
て
し
ま
っ
た
キ
ウ
イ
た
ち
に
、
語
り
手
は
「
悪
か
っ
た
、
ち
ょ
っ
と
短
気
だ
っ

た
」
と
呼
び
か
け
て
も
、
も
う
キ
ウ
イ
た
ち
は
現
れ
な
い
。
受
動
的
だ
っ
た
語
り

手
が
能
動
的
に
な
れ
ば
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
始
ま
る
か
と
思
い
き
や
、

そ
れ

も
ま
た
不
能
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
様
な
語
り
手
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
能
が
描
か
れ
る
と
と

も
に
、
「
3

紳
士
た
ち
」

に
始
ま
る
物
語
中
の
特
徴
的
な
行
動
と
し
て
、
食
ベ

る
と
い
う
行
為
が
見
ら
れ
る
。
前
掲
の

3 

紳
士
た
ち
」

の
引
用
に
も
見
ら
れ

る
が
、
周
囲
の

「
紳
士
た
ち
」
が
会
話
文
の
形
式
で
口
々
に
言
葉
を
投
げ
か
け
る

が
、
語
り
手
は
何
も
言
い
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
「
い
た
た
ま
れ
な
く
な
っ
て
、

食
べ
つ
づ
け
」

内。
唱

E
A

'
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る
の
で
あ
る
。
「
紳
士
た
ち
」

に
対
し
て
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
l
シ
ヨ

ン
が
行
わ
れ
な
い
、
言
葉
を
発
す
る
事
が
で
き
な
い
聞
は
食
べ
つ
づ
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
語
り
手
の
行
動
の
意
味
す
る
も
の
と
は
何
か
。

そ
れ
は
、
言
葉

を
発
す
る
為
の
口
を
働
か
せ
て
も
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
不
能
と
な
っ
て
し

ま
う
代
償
と
し
て
の
口
の
働
き
で
あ
ろ
う
。
即
ち
食
べ
る
と
い
う
行
為
が
コ
ミ
ユ

ニ
ケ

l
シ
ヨ
ン
の
隙
聞
を
埋
め
る
為
に
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

で
は
、
「
柳
川
」
を
食
べ
る
か
否
か
で
、
「
子
供
」
と
会
話
が

る
。
「
7

泥
鮪
」

な
さ
れ
る
が
、
語
り
手
が
「
子
供
」

の
申
し
出
を
拒
否
し
た
直
後
に
、
姿
を
泥
鮪

へ
と
変
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
語
り
手
は
「
柳
川
」
を
食
べ
る
こ
と
を
了
承
し
て
、

元
の
姿
に
戻
り
、
「
柳
川
」
を
「
む
さ
ぼ
り
食
」
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
「

3

紳
士
た
ち
」
と
同
様
に
、
語
り
手
が
一
方
的
に
何
か
を
押
し
つ
け
ら
れ
る
と
い

う
関
係
が
あ
り
、

そ
の
関
係
の
内
に
あ
る
た
め
に
語
り
手
は
何
か
を
食
べ
な
く
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
構
図
が
見
ら
れ
る
。
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ま
た
、
食
べ
る
、
と
い
う
行
為
が
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
「

3

紳
士
た

ち
」
と
「
打

獅
子
」
が
対
応
す
る
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

「
始
ま
っ
た
ば
か
り
」

で
あ
る
。
「
夜
」
が

3 

紳
士
た
ち
」

の

「
宴
会
」

の

と
、
「
も
う
す
ぐ
夜
明
け
が
来
る
と
い
う
の
で
」
聞
か
れ
た
「
打

獅
子
」
の
「
祝

宴
」
と
は
明
ら
か
に
対
応
し
て
い
る
。

そ
こ
に
現
れ
た

「影」

は
「
客
」

の
昔
臼
か

ら
上
を
く
わ
え
「
す
べ
て
を
平
ら
げ
」

て
し
ま
う
。
語
り
手
が
全
う
で
き
な
か
っ

た
、
食
べ
る
と
い
う
行
為
を
「
影
」

は
全
う
し
て
し
ま
う
。
「
影
」
が

「
獅
子
」

と
な
る
の
は
、
「
自
分
の
成
分
が
す
べ
て
影
に
飲
み
尽
く
さ
れ
た
頃
」
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
獅
子
」
は
「
走
り
な
が
ら
、
夜
の
中
で
出
会
っ
た
あ
ま
た
の
生
き
も
の

た
ち
を
喰
ら
っ
て
」
行
く
。
そ
し
て
「
す
べ
て
の
生
き
も
の
が
喰
ら
い
尽
く
さ
れ
、

獅
子
が
東
の
空
の
彼
方
に
消
え
て
し
ま
う
」
と
「
夜
が
明
け
は
じ
め
て
」
く
る
の

で
あ
る
。

こ
こ
で
の

「
獅
子
」

は
、
夜
明
け
、

つ
ま
り
「
惜
夜
記
」

の
物
語
世
界
の
終
駕

を
示
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「
獅
子
」
と
な
る
「
影
」

の
食

そ
し
て

ベ
る
行
為
は
、
語
り
手
の
そ
れ
と
比
較
し
た
場
合
、
全
く
の
逆
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
特
に
「

3

紳
士
た
ち
」

で
見
せ
た
語
り
手
が
、
言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ユ
ニ

ケ

i
シ
ヨ
ン
が
果
た
せ
ぬ
ま
ま
に
、
受
動
的
に
食
べ
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
全
う
す

る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
「
獅
子
」
は
言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
元
か
ら
眠
中
に
な
く
、
能
動
的
に
食
べ
、
そ
し
て
全
て
を
喰
ら
い
尽

く
す
の
で
あ
る
。

し
か
も
語
り
手
で
あ
る
「
自
分
」

と
な
る
「
影
」

は
「
獅
子
」

に
喰
わ
れ
、
吸
わ
れ
て
な
お
、
心
地
よ
さ
を
感
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い

る
の
は
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
全
て
が
同
化
し

て
し
ま
う
心
地
よ
さ
で
あ
ろ
う
。
「
獅
子
」

と
な
る
「
影
」

は
、
そ
れ
ま
で
形
も

わ
か
ら
ず
、
言
葉
も
発
し
な
い
。

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
語
り
手
と
一
体
感
を
感
じ

る
こ
と
が
出
来
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
に
登
場
し
た
、
言
葉
を
投
げ
か

け
な
が
ら
、
全
く
通
じ
合
う
こ
と
の
出
来
な
い
他
者
と
は
全
く
正
反
対
の
存
在
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
様
な
「
獅
子
」

の
存
在
に
よ
っ
て
、
物
語
が
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
は
即
ち
、

そ
れ
ま
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
能
の
世
界
が
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
語
り
手
に
対
す
る
他
者
が
、
基
本
的
に
異
類
と
し
て
の
動
物
に
設
定
さ
れ

て
い
る
の
も
、
自
分
と
同
一
で
は
な
い
と
い
う
他
者
性
を
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
示

す
も
の
で
あ
ろ
う
。
奇
数
番
号
を
付
さ
れ
た
物
語
は
、
言
葉
の
持
つ
力
や
役
割
が

混
乱
、
あ
る
い
は
無
力
と
な
る
中
で
、
他
者
と
の
関
係
に
恐
怖
、
ま
た
は
逃
走
す

る
様
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ニ
「
少
女
」
と
の
物
語
/
「
自
分
」
と
の
物
語

-114-

前
項
で
は
、
奇
数
番
号
の
付
さ
れ
た

「
動
物
と
の
物
語
」
に
つ
い
て
、
言
葉
と

関
係
性
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
し
た
。
で
は
偶
数
番
号
の
付
さ
れ
た
「
少
女
」
と

の
物
語
は
果
た
し
て
ど
の
様
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
題
名
に
着
目
す
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
物
語
は
「
カ
オ
ス
」

へ
と
向
か
っ
て
い
る
世

か
ら
「
ア
ポ
ト

l
シ
ス
」

界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
つ
ま
り
始
原
で
あ
る
混
沌
か
ら
、
予
定
さ

れ
た
死
に
向
か
っ
て
い
る
世
界
で
の
出
来
事
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

2 

カ
オ
ス
」
で
は
「
少
女
」
と
語
り
手
で
あ
る
「
自
分
」
と
の
出
会
い
と
、

物
語
の
始
ま
り
を
示
し
て
い
る
。
「
自
分
」

は
「
少
女
と
並
ん
で
、
混
沌
の
一
部

に
な
っ
た
ま
ま
、
夜
に
入
っ
て
い
つ
」

て
し
ま
う
。
こ
こ
で
は
ま
だ
語
り
手
は
自

称
と
し
て
の

「
自
分
」
と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
な
い
。
「
動
物
と
の
物
語
」

で

指
摘
し
た
一
人
称
の
語
り
手
の
効
果
と
同
様
の
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
っ



て
い
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
偶
数
番
号
が
付
さ
れ
た
物
語
の
二
番
目
の
物
語
と
な

る
「
4

カ
オ
ス
」

で
始
ま
っ
た
物
語
が

ビ
ッ
グ
・
ク
ラ
ン
チ
」

で
は
、
「
2

続
い
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
冒
頭
の

「
長
い
同
流
さ
れ
て
い
た
と
思
っ
て
い

た
が
、
起
き
あ
が
っ
て
み
る
と
時
聞
が
止
ま
っ
て
い
た
。
」

と
い
う
一
文
は
、
「
2

カ
オ
ス
」

「
少
女
は
言
う
と
、

そ
ば
の
流
れ
に
乗
っ
た
。
見
る
間
に
少
女
は

の

流
さ
れ
て
い
く
。
真
似
し
て
閉
じ
流
れ
に
乗
る
と
、
じ
き
に
少
女
に
追
い
つ
い
た
。
」

と
い
う
物
語
内
容
を
明
ら
か
に
引
き
継
い
で
い
る
。
こ
れ
は
「
動
物
と
の
物
語
」

に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
連
続
性
の
あ
る
物
語
群
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
物
語

内
容
の
連
続
性
は
当
然
、
後
続
の
偶
数
番
号
を
付
さ
れ
た
物
語
に
も
み
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
や
は
り
偶
数
番
号
を
付
さ
れ
た
物
語
群
を
「
少
女
と
の
物
語
」
と
し
て
、

一
連
の
も
の
と
考
え
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
先
の

「
動
物
と
の
物
語

「
自
分
」
と
他
者
の
コ

で
は
語
り
手
の

ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
の
不
能
性
が
そ
の
テ

1
7
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
た
が
、
こ
の

「
少
女
と
の
物
語
」

カ
オ
ス
」

で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
「
2

で
の
語
り
手
と
「
少
女
」
と
の
会
話
の
場
面
を
見
て
み
よ
う
。

「
あ
な
た
も
行
く
の
」

そ
う
聞
か
れ
て
振
り
向
く
と
、
髪
の
短
い
ほ
っ
そ
り
し
た
少
女
が
す
ぐ
後

ろ
を
歩
い
て
い
た
。
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「
ま
あ
ね
」

ど
ち
ら
と
も
取
れ
る
答
え
を
す
る
と
、
少
女
は
持
っ
て
い
る
小
さ
な
鞄
か

ら
紙
包
み
を
取
り
出
し
て
、
聞
い
た
。
【
中
略
】
紙
包
み
か
ら
は
、
緑
色
の

切
符
が
あ
ら
わ
れ
た
。

二
枚
余
っ
て
い
る
か
ら
、
あ
げ
ま
す
」

そ
う
言
っ
て
、
少
女
は
緑
色
の
切
符
を
こ
ち
ら
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
す
る
り
と

入
れ
た
。
礼
を
言
お
う
と
す
る
と
、
手
を
振
っ
て
制
止
す
る
。

そ
れ
か
ら
後

方
を
指
さ
し
た
。
【
中
略
】
慌
て
て
前
を
向
い
て
歩
き
は
じ
め
た
。
前
の
人

と
の
距
離
が
ず
い
ぶ
ん
開
い
て
い
る
。
追
い
つ
こ
う
と
走
り
始
め
る
と
、

ふ

た
た
び
少
女
に
制
止
さ
れ
た
。

「
走
る
と
混
沌
が
始
ま
っ
ち
ゃ
う
の
よ
。
ま
だ
ま
だ
。
ま
だ
ま
だ
」

よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
言
う
。
仕
方
な
く
ま
た
歩
い
た
。
【
中
略
】

「
混
沌
が
始
ま
っ
た
わ
ね
」

少
女
は
言
う
と
、
そ
ば
の
流
れ
に
乗
っ
た
。
見
る
間
に
少
女
は
流
さ
れ
て

い
く
。
真
似
し
て
閉
じ
流
れ
に
乗
る
と
、

じ
き
に
少
女
に
追
い
つ
い
た
。

「
ど
こ
に
行
く
の
」

聞
く
と
、
少
女
は
気
持
ち
よ
さ
そ
う
に
目
を
閉
じ
た
ま
ま
、
何
回
か
額
い
た
。

F
D
 

'
E
A
 

噌

Eム

「
ど
こ
な
の
」

「
夜
よ
」

の
会
話
は
、
共
に
鈎
括
弧
で
括
ら
れ
て
、
地
の

文
と
区
別
さ
れ
た
会
話
文
の
体
裁
で
描
か
れ
て
い
る
。
文
章
と
し
て
は
何
の
変
哲

こ
こ
で
の
語
り
手
と
「
少
女
」

も
な
い
形
式
で
あ
る
。

し
か
し
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
会
話
が
、
同

じ
形
式
の
上
で
発
話
さ
れ
、

そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
が
、
「
動
物
と
の

物
語
」

で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
か
た
と
全
く
の
正
反
対
で
あ
る
と
言

う
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
「
3

紳
士
た
ち
」

の
前
掲

の
例
を
今
一
度
見
れ
ば
、
他
者
か
ら
投
げ
か
け
ら
れ
る
言
葉
は
、
全
て
鈎
括
弧
で

括
ら
れ
た
会
話
文
の
形
を
取
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
に
相
対
す
る
語
り
手
の
言
葉
は

会
話
文
の
形
を
と
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
「
そ
う
言
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
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言
い
だ
せ
な
い
。
」

と
、
外
部
に
向
か
っ
て
発
話
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
語
り
手
の

言
葉
は
地
の
文
の
中
に
描
か
れ
、
そ
こ
に
は
他
者
と
通
じ
あ
え
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ヨ
ン
の
様
相
が
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
様
な
比
較
の
上
で
考
え
た
場
合
、
「
少
女
と
の
物
語
」
に
お
い
て
は
、

ミ
ユ
ニ
ケ

l
シ
ヨ
ン
の
不
能
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
「
自
分
」

は
「
少
女
」

の
言
葉
を
全
て
理
解
で
き
て
い
る
訳
で
は
な
い

し
、
両
者
の
意
思
の
疎
通
が
全
て
完
全
に
行
わ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

r
-
e、‘、

や
j
品

μ

「
自
分
」
と
「
少
女
」

は
言
葉
を
発
す
る
立
場
と
し
て
、

ほ
ぽ
同
等
の
位
置
に
あ

っ
て
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
両
者
の
会
話
、
が
同

じ
形
式
の
文
章
の
上
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
証
左
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、

そ
れ
は

で
の
、
他
者
か
ら
投
げ
か
け
ら
れ
る
言
葉
と

「
動
物
と
の
物
語
」

語
り
手
の
言
葉
の
聞
に
設
け
ら
れ
た
差
か
ら
来
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
能

を
考
え
併
せ
れ
ば
、
両
者
の
違
い
が
鮮
明
に
な
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
「
少
女
と
の
物
語
」
に
お
い
て
描
か
れ
て
い
る
も
の
と
は
何
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
物
語
群
に
お
い
て
目
を
引
く
の
は
、
そ
の
世
界
の
時
空
間
や
存
在
、
認

識
な
ど
の
枠
組
み
が
不
確
か
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
始
ま
り
に
位
置
す
る
物
語
が

「
カ
オ
ス
」

で
あ
り
、
混
沌
の
中
の

世
界
と
し
て
始
ま
る
。
続
く
「

4

ビ
ッ
グ
・
ク
ラ
ン
チ
」

で
は
「
時
聞
が
止
ま

つ
」
た
り
、
「
止
ま
っ
て
い
た
時
間
が
流
れ
は
じ
め
」
た
り
す
る
。
「

6

悲
運
多

数
死
」

で
は
「
し
ば
ら
く
質
量
が
な
く
な
っ
て
」

し
ま
う
。

ま
た

8 

は
、
量
子
力
学
の
シ
ュ
レ
デ
ィ
ン
ガ

l

シ
ユ
レ
ジ
ン
ガ

l
の
猫
」

方
程
式
の
思
考
実
験
、
《
シ
ュ
レ
デ
ィ
ン
ガ
!
の
猫
》
を
基
に
し
た
物
語
で
あ
る
。

そ
の
思
考
実
験
と
は
、
箱
の
中
に
生
き
た
猫
と
毒
ガ
ス
の
入
っ
た
ピ
ン
を
入
れ
、

同
時
に
適
当
な
放
射
性
原
子
核
を
用
意
す
る
。
そ
れ
が
放
射
性
崩
壊
を
起
こ
し
た

か
ど
う
か
は
計
測
器
で
測
定
出
来
る
よ
う
に
し
て
お
く
。
さ
て
計
測
器
が
放
射
性

崩
壊
を
関
知
し
た
場
合
に
毒
ガ
ス
が
出
る
よ
う
に
し
た
時
、

一
定
時
間
後
の
猫
は

ど
の
様
な
状
態
か
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

シ
ユ
レ
デ
ィ
ン
ガ

l
方
程
式
で
は
、

コ

一
定
時
間
後
の
放
射
性
崩
壊
の
状
態
は
、
原
子
核
の
放
射
性
崩
壊
を
起
こ
し
て
い

る
状
態
と
起
こ
し
て
い
な
い
状
態
の
重
ね
合
わ
せ
と
し
て
表
さ
れ
る
た
め
、
猫
の

状
態
も
「
生
き
て
い
る
と
同
時
に
死
ん
で
い
る
」
と
い
う
状
況
が
生
じ
る
が
、
そ

と
い
う
事
を
問
う
も
の
で
あ
る
。

の
様
な
こ
と
が
あ
り
得
る
の
か
、

物
語
の
中
で
、
語
り
手
は
「
少
女
」
を
探
す
う
ち
に
、
「
少
女
」
が
入
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
箱
を
見
つ
け
る
。

だ
が
、
「
今
こ
の
箱
の
中
に
あ
る
少
女
と
は
い

っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。

い
る
よ
う
で
い
な
い
。

い
な
い
よ
う
で
い
る
。

い
る
と

い
な
い
が
半
分
ず
つ
混
じ
っ
た
よ
う
な
、

そ
ん
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
」

と

思
い
悩
む
。

-116-

そ
し
て
少
女
が
入
っ
て
い
る
と
お
ぼ
し
き
箱
を
壊
す
と
、
「
あ
ら
わ

れ
た
少
女
は
予
想
通
り
割
れ
て
崩
れ
た
少
女
な
の
で
あ
っ
た
。
」

そ
し
て

「
量
子

力
学
を
深
く
恨
み
な
が
ら
、

お
い
お
い
、
お
い
お
い
と
泣
き
つ
づ
け
」

る
こ
と
に

な
る
。
箱
を
開
け
た
際
の

ー
の
猫
》
の
実
験
で
の
箱
の
中
の
猫
と
閉
じ
顛
末
で
あ
る
死
を
迎
え
る
。
開
け
る

少
女
」

の
状
態
は
、
結
局
の
所
《
シ
ュ
レ
デ
ィ
ン
ガ

こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た
パ
ン
ド
ラ
の
箱
の
神
話
を
思
わ
せ
る
物
語
で
あ
る
が
、

モ
チ

ー
フ
と
し
て
量
子
力
学
の
世
界
観
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
と
、

そ
れ
に
よ
っ
て
存

在
の
暖
味
さ
を
描
い
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。

さ
ら
に
「
ロ

ブ
ラ
ッ
ク
ホ

l
ル」

で
は
、
語
り
手
の
認
識
や
存
在
が
失
わ
れ

て
い
く
様
が
語
ら
れ
る
。

行
き
先
も
決
め
な
い
で
ず
ん
ず
ん
歩
い
た
。
も
う
少
女
の
こ
と
な
ど
考
え

な
い
よ
う
に
し
た
。
何
も
考
え
な
い
よ
う
に
し
た
。
何
も
考
え
ず
に
歩
い
て



そ
の
う
ち
に
言
葉
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
何
し
ろ
体
が
な
い
。
脳

も
な
い
。
【
中
略
】
そ
の
う
ち
に
少
女
の
こ
と
も
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
全
部

い
る
と
、

を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
と
き
ど
き
自
分
の
顔
に
似
た
も
の
が
こ
ち
ら
を
じ
っ

と
眺
め
て
い
る
気
が
し
た
が
、
す
で
に
顔
も
体
も
何
も
か
も
無
く
な
っ
て
い

た
の
で
、
果
し
て
そ
れ
が
何
者
な
の
か
、
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

で
き
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
に
、
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
語
り
手
の
「
自
分
」
が
作
中
の
登
場
人
物
と
し

て
現
わ
れ
て
い
な
が
ら
、
「
言
葉
を
忘
れ
」
、
「
体
」
も
「
脳
」
も
な
く
し
、
「
顔
」

も
な
く
し
、
「
考
え
る
こ
と
」
も
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
語
っ
て
い
る

者
は
誰
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
物
語
世
界
内

の
登
場
人
物
が
、
人
と
し
て
あ
る
限
り
は
不
可
能
な
語
り
と
い
う
こ
と
に
な
り
か

ね
な
い
。
無
論
、
仮
構
世
界
で
あ
る
物
語
な
の
だ
か
ら
、

そ
の
よ
う
な
事
も
可
能

で
は
な
い
か
、
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
語
り
手
の
「
自

分
」
は
登
場
人
物
と
し
て
の
存
在
基
盤
を
消
さ
れ
て
も
「
語
り
」
と
い
う
機
能
を

基
に
存
在
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
「
少
女
と
の
物
語
」

で
描
か
れ
て
い
た
世
界

は
「
時
間
が
止
ま
り
」
、
「
質
量
が
な
く
な
っ
て
」

い
る
世
界
で
あ
っ
た
。

し
か
し

そ
の
中
で
も
「
確
か
に
自
分
が
い
る
の
は
わ
か
っ
た
」
と
語
り
手
が
語
る
よ
う
に
、

語
り
手
の
語
り
そ
の
も
の
が
物
語
世
界
そ
の
も
の
で
あ
り
、
世
界
を
成
立
さ
せ
て

川上弘美「倍夜記j論

い
る
と
い
え
る
。

い
わ
ば
、
語
り
手
語
る
故
に
世
界
あ
り
と
で
も
い
う
べ
き
構
造

が
、
こ
の
物
語
世
界
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

は
ど
の
様
な
関
係
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
、
「
自
分
」
と
「
少
女
」

コ
、、句、

ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
の
面
か
ら
い
え
ば
、
「
動
物
と
の
物
語
」

の
様
な
不
能
状
態
で

は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
裏
を
返
せ
ば
、

そ
れ
が
他
者
と
の
コ
ミ
ユ
ニ

ケ
i
シ
ヨ
ン
で
は
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
通
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
「
自
分
」
と
「
少
女
」

と
い
う
存
在
は
何
者
な
の
か
。

4 

ピ
ツ
グ
・
ク
ラ
ン
チ
」

で
は
、
「
よ
く
見
る
と
少
女
は
真
珠
玉
に
な
っ

て
い
た
。
真
珠
玉
の
奥
に
は
、
少
女
の
顔
が
う
つ
っ
て
お
り
、
う
つ
っ
て
い
る
少

女
の
目
の
奥
を
覗
く
と
、
さ
ら
に
小
さ
な
少
女
が
う
つ
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
」

と
あ
る
が
、
「
う
つ
っ
て
い
る
少
女
の
自
の
奥
」
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、

本
当
に
「
少
女
」
な
の
だ
ろ
う
か
、
映
っ
て
い
る
「
小
さ
な
少
女
」

は
、
反
射
し

て
い
る
「
自
分
」
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
真
珠
玉
」
を
飲
み
込
ん
だ
「
自

分
」
は
、
「
終
い
に
は
少
女
が
自
分
で
あ
る
の
か
自
分
が
少
女
で
あ
る
の
か
わ
か

ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
か
ら
初
め
て
少
女
を
愛
し
む
よ

う
な
心
持
ち
に
な
っ
た
。
少
女
だ
か
自
分
だ
か
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
を
愛
し
ん

で
い
る
よ
う
な
心
持
ち
に
な
っ
た
」
と
あ
る
。

円

i
唱
E
ム

1
4
 

こ
の
様
な
「
自
分
」

と
「
少
女
」
が
重
な
り
合
う
場
面
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。

14 

ア
レ
ル
ギ
ー
」

で
は
「
少
女
」
に
生
え
た
不
気
味
な
茸
を
嫌
悪
し
な
が
ら

も
、
そ
れ
は
「
自
分
」
に
も
生
え
、
「
嫌
だ
っ
た
気
持
ち
は
次
第
に
な
っ
か
し
い

よ
う
な
眠
い
よ
う
な
心
持
ち
」
に
な
り
、
最
後
は
茸
に
な
じ
ん
で
し
ま
う
。

そ
し

て
「
日

ア
ポ
ト
l
シ
ス
」

で
は
、
次
の
様
な
会
話
が
交
わ
さ
れ
る
。

「
ど
う
し
た
の
」
と
少
女
だ
っ
た
も
の
が
聞
い
た
。

「
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
」
と
答
え
る
と
、
少
女
だ
っ
た
も
の
は
、
笑
つ

た。「
だ
っ
て
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
で
き
て
い
る
ん
だ
か
ら
し
ょ
う
が
な
い
わ
よ
」

そ
う
言
っ
て
、
笑
っ
た
。
笑
い
芦
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
、
ま
す
ま
す
悲
し

く
な
っ
た
。
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「
ま
だ
泣
い
て
る
の
」

「
そ
う
」

「
で
も
生
ま
れ
た
ら
最
後
は
こ
う
な
る
と
決
ま
っ
て
い
る
ん
だ
か
ら
」

「
知
ら
な
か
っ
た
も
の
」

「
あ
な
た
だ
っ
て
同
じ
よ
」

こ
の
直
後
「
自
分
」
も
「
少
女
と
同
じ
よ
う
に
無
数
に
枝
分
か
れ
し
て
木
と
も

網
と
も
つ
か
な
い
も
の
」

に
な
り
、
「
少
女
」
同
様
に
「
老
化
し
て
、
朽
ち
て
」

行
く
。
「
少
女
」
と
「
自
分
」

は
、
同
一
で
あ
る
よ
う
な
繋
が
り
を
も
っ
て
い
る

者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

千
石
英
世
氏
は
、
「
ビ
ッ
グ
・
ク
ラ
ン
チ
」

か
ら
「
少
女
と
の
物
語
」
を
「
成

人
女
性
の
少
女
愛
」

と
し
て
始
ま
る
物
語
で
あ
り
、

少
女
愛
か
ら
自
己
愛
へ
移

行
す
る
物
語
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
自
己
愛
と
は
、

じ
つ
に
自
己
消
去
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
少
女
に
な
り
す
ま
し
て
、
成
女
の
自
己
を
消
す
。
消
え
た
こ
と
に
す

る
。
そ
う
す
れ
ば
き
れ
い
さ
だ
け
が
残
る
。
」
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
も
と
も
と
他
者
と
し
て
の
違
和
感
の
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
「
少
女
」

の
他
者
性
は
限
り
な
く
希
薄
で

あ
り
、
「
自
分
」

の
語
り
は
物
語
世
界
を
支
え
る
絶
対
的
な
存
在
に
す
ら
な
っ
て

い
る
。

そ
の
様
な
面
か
ら
考
え
た
場
合
、
「
少
女
と
の
物
語
」

は
、
分
裂
し
た
自

己
像
と
の
統
一

(
そ
も
そ
も
自
己
像
と
い
う
も
の
が
統
一
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の

か
、
と
い
う
問
い
も
含
み
つ
つ
)
と
、
再
生
を
求
め
続
け
な
が
ら
も
果
た
さ
れ
ず

に
終
わ
る
、

い
わ
ば
内
部
の
葛
藤
と
し
て
の
物
語
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

最
後
に
、
本
論
で
考
察
し
た

の
構
成
と
構
造
、
並
び
に
物
語
内
容

「
惜
夜
記
」

に
つ
い
て
概
括
し
、
川
上
弘
美
作
品
の
中
で
の

察
し
、
結
び
と
し
た
い
。

「
惜
夜
記
」

の
位
置
に
つ
い
て
考

「
惜
夜
記
」

は
《
夢
》
と
し
て
の
幻
想
需
の
形
を
と
る
作
品
で
あ
る
が
、
構
成

意
識
は
、
《
夢
》
の
混
沌
と
は
逆
に
秩
序
立
て
ら
れ
た
も
の
が
見
ら
れ
る
。

そ
の

構
成
は
「
動
物
と
の
物
語
」
と
「
少
女
と
の
物
語
」

の
二
つ
の
物
語
が
交
互
に
織

り
な
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
「
動
物
と
の
物
語
」
と
「
少

女
と
の
物
語
」

は
、
語
り
手
の

「
自
分
」
を
物
語

で
織
り
な
さ
れ
る
「
惜
夜
記
」

の
軸
と
す
る
と
、
外
部
へ
の
指
向
は
他
者
と
の
関
係
に
お
け
る
恐
怖
や
逃
走
と
な

り
、
内
部
へ
の
指
向
は
自
己
像
の
分
裂
や
ゆ
ら
ぎ
と
の
格
闘
と
な
る
物
語
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
。
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本
論
の
冒
頭
に
川
上
弘
美
の
物
語
世
界
の
特
徴
と
し
て
、
幻
想
性
、
異
界
性
を

挙
げ
た
。
し
か
し
、
夢
と
い
う
枠
組
み
を
全
体
の
構
造
と
し
た
作
品
は
「
惜
夜
記
」

以
外
に
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
現
実
的
な
日
常
世
界
を
描
き
な
が
ら
、
そ

の
中
に
境
界
を
唆
味
に
す
る
幻
想
世
界
を
入
れ
込
む
こ
と
で
、

よ
り
幻
想
性
を
高

め
る
方
法
が
取
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
様
な
面
か
ら
考
え
た
場
合
、
「
惜
夜
記
」

lま

川
上
弘
美
が
作
品
で
《
夢
》
た
る
幻
想
的
な
モ
チ
ー
フ
を
如
何
に
描
く
の
か
、
ま

た
如
何
に
効
果
的
に
使
用
す
る
か
の
実
験
と
し
て
の
面
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
「
惜
夜
記
」
が
激
石
の

が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
作
者
川
上
弘
美
は
「
激
石
の
も
の
は
三
冊
ほ
ど
す
ぐ

に
浮
か
ん
だ
が
、
中
で
一
っ
と
言
わ
れ
る
な
ら
『
夢
十
夜
』
か
と
思
っ
て
い
た
。

「
夢
十
夜
」
を
初
徐
と
さ
せ
る
作
品
で
あ
る
こ
と

い
か
に
も
自
分
の
好
み
そ
う
な
一
冊
で
あ
る
。
読
み
返
し
、
今
も
好
ん
で
い
る
こ



と
を
確
認
し
た
が
、
同
じ
本
に
載
っ
て
い
る
「
文
鳥
」
を
つ
い
で
の
よ
う
に
読
み

(
1
0
)
 

か
け
て
、
こ
れ
は
ま
た
な
ん
で
い
い
も
の
な
の
か
と
驚
い
た
。
」
と
い
う
形
で
「
夢

十
夜
」
に
言
及
し
て
い
る
。
作
者
川
上
弘
美
が
「
夢
十
夜
」
を
享
受
し
て
い
る
事

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
夢
十
夜
」
を
現
代
作
家
で
あ
る
川
上
弘
美
が
ど
の
よ
う

に
受
容
し
、
作
品
と
し
て
昇
華
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
が
「
惜
夜
記
」
の
中

に
含
ま
れ
て
い
る
様
に
も
思
わ
れ
る
が
、
紙
幅
も
尽
き
た
。
別
稿
を
持
ち
た
い
。

川上弘美[借夜記j論

注

(
1
)
千
石
英
世
「
甘
噛
み
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
川
上
弘
美
論
」
二

O
O
三
年
十
月
「
文

皐
界
」
、
な
お
引
用
は
『
異
性
文
学
総
』
(
二

O
O四
年
八
月
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
〉

に
よ
っ
た
。

(
2
)
松
浦
寿
輝
「
分
類
学
の
遊
園
地
」
一
九
九
九
年
八
月
(
文
春
文
庫
「
蛇
を
踏
む
」

解
説
)

〈
3
)
「
あ
と
が
き
」
『
蛇
を
踏
む
』
一
九
九
六
年
七
月
。
ま
た
、
「
文
芸
」
(
一
一

O
O
三

年
秋
季
号
)
の
自
作
解
説
に
お
い
て
は
、
「
私
に
し
て
は
ロ
ジ
カ
ル
に
書
い
て
い

ま
す
。
人
の
}
生
と
一
晩
で
起
こ
っ
た
出
来
事
を
交
互
に
書
い
て
、
そ
し
て
最

後
に
そ
れ
が
つ
な
が
っ
て
い
く
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(
4
)
青
柳
悦
子
氏
は
「
川
上
弘
美
の
作
品
で
描
か
れ
る
状
況
は
す
べ
て
、
ひ
と
ま
ず

デ
ィ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
事
態
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
と

指
摘
し
て
い
る
。
(
「
あ
る
よ
う
な
な
い
よ
う
な
気
配
と
触
覚
の
パ
ラ
ロ
ジ
カ

ル
・
ワ
ー
ル
ド
」
二

O
O
一
年
五
月
「
文
学
理
論
の
プ
ラ
ク
テ
イ
ス
」
新
曜

社
所
収
〉

(
5
)
清
水
良
典
氏
は
「
惜
夜
記
」
の
作
品
世
界
の
構
造
に
つ
い
て
、
「
「
惜
夜
記
」
は

こ
の
両
界
隻
陀
羅
的
世
界
構
造
と
、
量
子
力
学
的
あ
る
い
は
カ
オ
ス
理
論
的
な

世
界
像
を
合
体
さ
せ
た
も
の
ら
し
い
。
【
中
略
】
そ
し
て
こ
の
作
品
自
体
も
ま
た
、

「
カ
オ
ス
」
か
ら
出
発
し
浬
然
的
「
ア
ポ
ト
l
シ
ス
」
へ
と
至
る
の
だ
。
」
(
「
〈
呉

穏
〉
へ
の
懸
想
」
二

O
O三
年
九
月
「
ユ
リ
イ
カ
」
九
月
臨
時
熔
刊
号
)
と
述

べ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
カ
オ
ス
」
か
ら
「
ア
ポ
ト

l
シ
ス
」
へ
の
方
向
性
は
、

「
少
女
」
と
の
物
語
に
つ
い
て
布
置
さ
れ
て
い
る
構
造
で
あ
っ
て
、
「
惜
夜
記
」

全
体
の
作
品
構
造
と
は
別
で
あ
ろ
う
。

(
6
)

和
田
純
夫
「
シ
ユ
レ
デ
ィ
ン
ガ

i
の
猪
が
い
っ
ぱ
い

l
「
多
世
界
解
釈
」
が
ひ

ら
く
量
子
力
学
の
新
し
い
世
界
観
」
一
九
九
八
年
九
月
河
出
書
房
新
社

(
7
)
同

(
1
)

(
8
)
「
徳
子
・
祁
子
」
(
一
九
九
八
年
五
月
小
学
館
)
も
、
「
惜
夜
記
」
の
「
動
物
と

の
物
語
」
の
様
に
、
動
物
が
擬
人
的
に
現
わ
れ
主
人
公
と
会
話
す
る
、
と
い
っ

た
作
品
で
あ
り
、
作
者
も
、
「
も
と
も
と
こ
れ
は
自
分
の
夢
日
記
か
ら
始
ま
っ
た

も
の
」
(
「
郎
子
・
節
子
」
『
あ
と
が
き
の
よ
う
な
対
談
』
)
と
述
べ
て
い
る
が
、

作
品
の
枠
組
み
と
し
て
は
、
日
記
の
綴
式
(
日
付
↓
記
述
)
が
採
ら
れ
て
お
り
、

日
常
的
世
界
の
中
に
幻
想
を
織
り
込
む
と
い
っ
た
構
造
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
「
セ
ン
セ
イ
の
鞄
」
(
「
太
陽
」
一
九
九
九
年
七
月
号

1
二
0
0
0年
十
二

月
号
)
に
は
、
「
何
か
の
中
間
み
た
い
な
場
所
」
で
あ
る
「
干
潟
」
が
「
セ
ン
セ

イ
」
と
「
わ
た
し
」
が
共
存
す
る
夢
の
世
界
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
同
様
に

日
常
世
界
の
中
に
突
如
出
現
す
る
幻
想
と
い
う
構
造
が
見
ら
れ
る
作
品
と
し
て

指
摘
で
き
る
。

(
9
)
例
え
ば
注

(
1
〉
千
石
英
世
氏
や
、
佐
藤
泉
氏
「
古
生
物
の
か
な
し
み
」
(
二

O
O

三
年
九
月
「
ユ
リ
イ
カ
」
九
月
臨
時
培
刊
号
)
な
ど
に
そ
の
指
摘
が
見
ら
れ
る
。

(ω)
川
上
弘
美
「
私
の
一
冊
夏
目
激
石
『
文
鳥
』
」
一
九
九
七
年
十
月
新
聞
週
間
広

告
、
な
お
引
用
は
『
あ
る
よ
う
な
な
い
よ
う
な
』
(
一
九
九
九
年
十
一
月
中
央
公

論
新
社
、
二

O
O
二
年
十
月
中
公
文
庫
)
に
よ
っ
た
。
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テ
キ
ス
ト
は
、
「
蛇
を
踏
む
」
(
一
九
九
九
年
八
月
文
春
文
庫
)
を
使
用
し
た
。

(
に
の
み
や
と
も
ゆ
き
、
広
島
大
学
大
学
院
侍
士
課
程
後
期
在
学
)




