
一寸

夢

十

夜

し一

の

と"'，.、
再開

構

想、

「
夢
十
夜
」
を
単
な
る
八
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム

V
(赤
木
桁
平
『
夏
目
激
石
』
)
の
作
品
と
し

て
軽
く
取
り
扱
っ
て
き
た
戦
前
の
研
究
に
対
し
て
、
戦
後
は
、
乙
乙
に
八
人
間
存
在
の
原
界
的

不
安
V
(
『
現
代
日
本
小
説
大
系
』
第
十
六
巻
解
説
、
昭
二
四
、
五
)
を
看
取
し
た
伊
藤
整

氏
の
評
価
を
一
大
転
機
と
し
、
乙
の
作
品
を
八
淑
石
に
お
け
る
暗
黒
の
部
分
の
指
標
)
(
「
近

代
文
学
」
昭
二
八
・
二
一
)
と
見
な
し
た
荒
正
人
民
を
鳴
矢
と
す
る
本
格
的
な
作
品
分
析
が
開

始
さ
れ
た
。
以
来
、
た
と
え
ば
乙
乙
に
〈
獄
石
内
部
の
カ
オ
ス
の
世
界
V
(
『
夏
目
激
石
』
昭

コ
二
・
一
一
)
を
読
み
取
る
江
藤
淳
氏
の
例
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
現
在
に
至
る
評
家
の
論

も
、
お
お
む
ね
伊
藤
説
|
|
荒
説
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
評
価
や
そ
れ
に
基
づ
く
戦
後
の
研
究
は
、
激
石
文
学
に
お
け
る
「
夢
十
夜
」
の

特
異
な
位
置
に
照
明
を
あ
て
た
点
で
画
期
的
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
乙
に
は
同
時
に
戦
後
の
近

代
文
学
研
究
特
有
の
問
題
が
つ
き
ま
と
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
第
一

は
、
「
夢
十
夜
」
を
作
家
激
石
・
人
間
激
石
の
き
わ
め
て
重
い
索
引
と
し
、
作
品
を
激
石
の

八
存
在
論
的
な
関
心

V
(内
国
道
雄
「
『
夢
十
夜
』
と
『
永
日
小
品
』
」
「
古
典
と
現
代
」
昭
四

一
一
了
五
)
の
対
象
と
し
て
の
み
取
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
傾
き
が
見
ら
れ
る
乙
と
で
あ
る
。
第
二

は
、
こ
れ
と
併
行
し
て
、
大
な
り
小
な
り
〈
精
神
分
析
の
資
料
視
す
る
立
場
V
(向
上
)
が
つ

き
ま
と
い
、
「
夢
十
夜
」
の
い
わ
ゆ
る
〈
暗
い
部
分
V
を
一
方
的
に
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
す
る

傾
向
が
出
て
き
て
い
る
乙
と
で
あ
る
。
第
三
は
、
乙
れ
と
も
関
連
し
て
、
「
夢
十
夜
」
の
作
品

分
析
に
あ
た
っ
て
、
従
来
の
大
方
の
説
は
、
第
一
夜
を
明
、
第
二
夜
以
降
を
暗
と
し
て
と
ら

え
、
両
者
を
対
極
視
す
る
点
で
共
通
し
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
固
定
化
が
果
た
し
て
妥
当
か

ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

乙
れ
に
対
し
て
最
近
で
は
、
桶
谷
秀
昭
『
夏
目
激
石
論
』
(
昭
四
七
・
四
)
は
、
「
作
者
の

生
活
経
験
に
還
元
」
で
き
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
、
佐
藤
泰
正
『
文
学
そ
の
内
な
る
神
』

(
昭
四
九
・
三
)
は
、
「
半
生
の
実
体
験
の
投
影
」
の
有
無
に
よ
っ
て
、
第
五
夜
以
前
と
第

六
夜
以
降
と
を
分
か
つ
提
言
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
提
言
は
、
第
一
夜
と
第
二
夜
以
降

と
を
対
極
視
し
て
き
た
通
説
へ
の
ア
ン
チ
・
テ
l
ゼ
と
し
て
主
目
さ
れ
る
。
と
は
言
え
、
結
局

本目

邦

原

和

は
、
桶
谷
氏
は
第
一
夜
の
系
列
と
第
二
夜
の
系
列
を
別
物
と
見
な
し
、
寸
拙
時
め
い
た
暗
い
穴
」

に
収
数
さ
せ
て
行
っ
て
い
る
し
、
佐
藤
氏
の
場
合
も
、
「
私
も
ま
た
第
一
夜
と
そ
れ
以
後
と
の

夢
の
位
相
の
懸
隔
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
い
う
見
解
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
前
提
と
し
て

第
一
夜
と
そ
れ
以
降
と
を
分
か
つ
と
い
う
枠
組
を
容
認
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
つ
ま
る
と
こ

ろ
前
後
で
区
分
す
る
と
い
う
傾
向
を
十
分
に
脱
脚
し
て
い
な
い
。

第
一
夜
と
第
二
夜
以
降
あ
る
い
は
、
第
五
夜
以
前
と
第
六
夜
以
降
と
は
、
ほ
ん
と
う
に
裁
然

と
分
か
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
第
一
夜
を
人
美
し
い
詩
V
(
『
激
石
全
集
第
一

六
巻
」
解
説
・
昭
コ
二
・
一
二
)
と
見
る
小
宮
説
、
八
『
向
匂
虫
、
巾
口
会
ロ
m
V
(訪
問
掲
書
)
の

物
語
と
見
る
江
藤
説
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
通
説
も
し
く
は
、
実
体
験
の
有
無
に
よ
る
分
類
法

は
、
果
た
し
て
妥
当
だ
ろ
う
か
。
今
回
は
、
第
一
夜
と
第
七
夜
と
の
比
較
を
通
し
て
乙
の
二
つ

の
問
題
を
検
討
し
て
見
た
い
と
思
う
。

-1ー

一、

先
ず
、
第
一
夜
か
ら
と
り
あ
げ
る
と
、
乙
れ
を
め
で
た
く
甘
美
な
夢
と
見
て
き
た
定
説
に
対

す
る
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
八
女
は
遂
に
逢
い
に
や
っ
て
来
な
い

V

(
橋
谷
秀
昭
前
掲
書
)
と
い
う
事
実
を
強
調
し
た
り
、
白
百
合
を
八
無
惨
な
る
代
償
物
V
(佐

々
木
充
「
『
夢
十
夜
』
解
析
」
)
と
見
な
す
評
家
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
女
の
死
は
も
と
よ
り

男
に
す
ら
八
自
分
が
死
ぬ
と
い
う
一
つ
の
飛
躍
〉
(
柄
谷
行
人
『
畏
怖
す
る
人
間
』
昭
四
七
・

二
)
を
読
み
取
る
説
ゃ
、
八
第
一
夜
の
結
末
乙
そ
陰
画
に
近
い
〉
(
越
智
治
雄
『
激
石
私
論
』
昭

四
六
・
六
)
と
す
る
注
目
す
ぺ
き
指
摘
も
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
乙
と
結
末
部
分
に
関
す
る
限
り
、
以
上
の
よ
う
な
諸
説
に
は
留
保
を
感
じ
ざ
る

を
得
な
い
。

た
と
え
ば
女
の
不
在
を
い
う
論
の
場
合
|
|
、
白
百
合
は
、
な
る
ほ
ど
第
三
者
の
白
か
ら
見

れ
ば
、
全
く
偶
然
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
乙
の
作
中
の
「
自
分
」
に
と
っ
て
は
、
そ

れ
は
、
彼
が
自
己
存
在
の
す
べ
て
を
鰭
け
て
獲
得
し
た
女
の
化
身
に
紛
れ
も
な
く
、
そ
の
百
合
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と
百
年
待
て
た
自
己
九
の
信
頼
が
彼
の
全
意
識
を
領
す
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
の
は
ず
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
乙
の
結
び
で
、
女
が
そ
の
な
ま
な
ま
し
い
肉
体
を
ひ
っ
さ
げ
て
復
活
し
て
き
た
と
し

た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
余
り
に
も
稚
純
な
童
話
と
な
る
か
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
喜
劇
に

落
ち
る
か
の
ど
ち
ら
か
に
な
る
他
は
あ
る
ま
い
。

確
か
に
、
こ
の
第
一
夜
で
は
現
実
的
な
要
素
は
、
ほ
と
ん
ど
捨
象
さ
れ
て
い
る
。
女
の
死
後

「
夫
れ
か
ら
庭
九
下
り
て
」
と
い
う
叙
述
が
あ
る
か
ら
二
人
の
対
話
は
家
の
中
で
な
さ
れ
た
は

ず
な
の
だ
が
、
乙
乙
に
漂
う
雰
囲
気
の
実
際
と
し
て
は
、
家
屋
お
よ
び
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
日
常

生
活
の
匂
い
は
全
く
感
じ
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
乙
に
リ
ア
リ
テ
ィ
の
欠
如
を
難
じ
る
よ
り

も
、
女
が
生
身
で
復
活
し
な
い
乙
と
と
、
乙
の
よ
う
な
日
常
的
臭
味
の
脱
却
と
が
照
応
し
て
超

現
実
的
な
詩
情
を
発
揮
し
て
い
る
事
実
こ
そ
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
死
の
介
在
を
重
視
し
、
生
と
死
と
の
断
絶
を
強
調
す
る
論
に
も
従
い
が

た
い
。死

を
予
告
す
る
女
の
声
に
は
、
つ
ね
に
「
静
か
な
声
で
」
と
い
う
限
定
が
繰
り
返
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
男
の
方
も
「
確
に
是
れ
は
死
ぬ
な
」
と
女
の
乙
と
ば
を
容
認
し
て
い
る
。
ま
た
、

一
方
的
な
女
の
哀
願
を
示
す
「
死
ん
だ
ら
埋
め
て
下
さ
い
」
以
下
の
台
詞
と
、
同
じ
く
男
一
人

の
確
認
を
示
す
「
百
年
は
も
う
来
て
い
た
ん
だ
な
」
と
い
う
部
分
を
除
い
て
、
乙
れ
ら
の
会
話

に
括
弧
が
付
さ
れ
て
い
な
い
事
実
も
注
目
に
値
す
る
。
乙
れ
は
独
立
し
た
個
人
対
個
人
の
対
話

と
い
う
よ
り
一
心
同
体
の
人
聞
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
と
ほ
ぼ
等
価
の
密
語
で
あ
り
、
い
わ
ば
、
自
関

門
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自
答
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
後
の
女
の
死
の
自
然
さ
と
そ
れ
を
受
け
止
め
る
男

の
乱
れ
の
な
さ
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
女
の
死
は
確
実
に
同
意
の
上
の
静
か
な
死
な
の
で

品
は

あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
〈
黒
い
目
を
眠
さ
う
に
時
っ
た
優
V
と
い
う
描
写
が
あ
る
よ
う
に
、

乙
の
二
人
に
と
っ
て
、
死
は
一
時
の
眠
り
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
人
の
態
度
は
、
二

人
が
生
死
の
限
界
を
超
越
し
て
い
る
事
実
を
端
的
に
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
の
第
一
夜
の
背
景
と
し
て
暗
黒
の
黒
闇
を
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
す
る
の
も
、
い
か
が
な
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
、
乙
の
場
面
の
主
軸
が
夜
に
設
定
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
そ
れ
は
、

第
三
夜
の
よ
う
な
「
閣
の
晩
」
、
第
九
夜
の
「
暗
関
」
な
ど
と
は
明
ら
か
に
趣
き
が
異
な
る
。

女
の
要
請
に
従
う
の
は
冴
え
冴
え
と
し
た
「
月
の
光
」
の
下
で
あ
り
、
念
願
が
成
就
す
る
の
は

「
暁
の
星
」
が
瞬
く
時
刻
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
薄
明
の
中
だ
か
ら
こ
そ
、
「
真
白
な
百
合
」

は
い
っ
そ
う
効
果
的
に
匂
う
の
だ
が
、
闇
は
閣
で
も
容
闇
や
早
暁
の
ほ
の
明
る
さ
と
美
し
さ
が

漂
っ
て
い
る
乙
と
は
見
逃
せ
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
色
彩
の
面
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
。
乙
乙
に
は
、
な
る
ほ
ど
、
前
掲
『
夏
目
激

J

石
』
で
江
議
綜
言
及
し
、
後
の
基
調
と
な
る
「
黒
」
が
使
わ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
「
真
黒
な
砕
」
「
黒
眼
」
叶
黒
い
目
」
と
い
う
風
に
女
の
自
に
の
み
集
中
し
て
い
て
、
外
界

最
多
容
は
一
切
見
受
ら
れ
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
「
黒
眼
の
色
再
三
其
の
真
黒
な
除
の

奥
に
、
自
分
の
姿
が
鮮
に
浮
か
ん
で
ゐ
る
」
と
い
う
表
現
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
乙
で
の
黒

は
、
江
藤
氏
の
い
う
「
屍
臭
」
を
示
す
ど
乙
ろ
か
、
む
し
ろ
生
命
の
象
徴
で
あ
り
、
ま
た
，
「
自

J

分
」
と
「
女
」
と
の
間
の
一
体
感
を
保
証
す
る
根
拠
に
他
な
ら
な
い
の
で
払
位
、

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
乙
の
「
第
一
夜
」
に
お
い
て
、
女
の
復
活
九
の
疑
念
や
死
や

暗
闇

l
i要
す
る
に
、
暗
黒
の
夜
の
世
界
を
強
調
す
る
論
は
第
二
夜
以
降
の
暗
さ
を
強
い
て
第

一
夜
に
持
込
む
こ
と
で
ア
ン
チ
・
テ
l
ゼ
を
出
す
と
い
う
無
理
を
冒
し
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ

ら
の
論
に
は
若
干
の
距
離
を
置
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
く
る
。

一一、

い
さ
さ
か
奇
警
に
響
く
か
も
知
れ
な
い
が
、
乙
の
第
一
夜
で
問
題
に
な
る
の
は
、
夜
で
は
、
な

く
て
、
む
し
ろ
昼
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
一
夜
に
お
け
る
昼
の
描
写
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
赤
い
日
」
の
部
分
で
あ
る
。

勘
定
し
て
も
、
勘
定
し
て
も
、
し
つ
く
せ
な
い
程
赤
い
日
が
頭
の
上
を
通
り
越
し
て
行
っ

た。そ
れ
で
も
百
年
が
ま
だ
来
な
い
。

乙
の
太
陽
は
、
落
着
き
を
与
え
る
明
る
い
日
輪
で
は
決
し
て
な
い
。
第
一
夜
に
お
け
る
薄
明

の
時
聞
が
安
息
の
時
で
あ
る
の
と
裏
腹
に
、
む
し
ろ
、
男
の
存
在
を
文
字
通
り
白
目
の
下
に
曝

す
類
の
太
陽
と
は
言
え
ま
い
か
。

乙
の
解
釈
が
強
引
に
過
ぎ
る
な
ら
ば
、
第
七
夜
を
引
き
合
い
に
出
し
て
も
よ
い
。
第
七
夜
の

冒
頭
に
は
、
「
大
き
な
船
」
か
ら
見
た
太
陽
の
描
写
が
す
え
ら
れ
て
い
る
。

曜
の
底
か
ら
焼
火
箸
の
様
な
太
陽
が
出
る
。
そ
れ
が
高
い
帆
柱
の
真
上
迄
来
て
し
ば

ら
く
詮
っ
て
ゐ
る
か
と
思
ふ
と
、
何
時
の
間
に
か
大
き
な
船
を
追
ひ
越
し
て
、
先
八
九
行
っ

て
仕
舞
ふ
。
さ
う
し
て
、
仕
舞
に
は
焼
火
箸
の
様
に
ぢ
ゅ
っ
と
い
っ
て
又
波
の
底
に
沈
ん

で
行
く
。
(
中
略
〉
す
る
と
船
は
凄
じ
い
音
を
立
て
h

其
の
跡
を
追
掛
け
て
行
く
。
け
れ

ど
も
決
し
て
追
附
か
な
い
。

乙
の
太
陽
が
英
国
留
学
に
向
う
プ
ロ
イ
セ
ン
号
の
上
で
見
た
激
石
の
体
験
に
基
い
て
い
る
と

い
う
指
摘
は
、
す
で
に
幾
人
か
の
評
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
帆
柱
の
真
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上
」
を
「
追
ひ
越
し
て
、
先
~
行
っ
て
仕
舞
ふ
」
と
い
う
表
現
は
、
先
に
引
い
た
第
一
夜
の

「
頭
の
上
を
通
り
越
し
て
行
っ
た
」
と
い
う
表
現
に
通
い
、
「
け
れ
ど
も
決
し
て
追
附
か
な

い
」
と
い
う
文
体
は
同
じ
く
第
一
夜
の
「
そ
れ
で
も
百
年
が
ま
だ
来
な
い
」
と
い
う
文
体
に
あ

ま
り
に
も
酷
似
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
第
七
夜
の
「
焼
火
箸
」
の
よ
う
な
太
陽
が
、
無
気
味
に
重
く
頭

上
に
の
し
か
か
っ
て
「
自
分
」
の
心
を
苛
立
て
る
太
陽
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
第
一
夜
の
「
赤
い

日
」
に
も
、
そ
れ
に
通
う
も
の
が
全
く
な
い
と
は
い
え
な
い
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
否
定
す
る
契
機
と
し
て
、
第
一
夜
の
「
赤
い
ま
ん
ま
で
の

っ
と
落
ち
て
行
っ
た
」
と
い
う
形
容
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
乙
れ
が

八
む
め
が
h

に
の
っ
と
日
の
出
る
山
路
か
な

V
と
い
う
「
炭
俵
」
の
発
匂
を
踏
ま
え
た
も
の
だ

と
い
う
指
摘
は
す
で
に
あ
る
。
乙
の
発
句
の
用
語
に
つ
い
て
は
〈
乙
の
「
の
っ
と
」
は
ほ
か
に

何
と
も
い
い
か
え
ら
れ
な
い
語
で
あ
る
。
意
味
は
「
ぬ
っ
と
」
と
か
「
に
?
つ
っ
と
」
に
近
い

が
、
そ
れ
で
は
俗
に
過
ぎ
る
〉
(
井
本
農
一
一
編
『
芭
蕉
』
昭
お

-m)
と
い
う
説
明
が
正
鵠
を

得
て
い
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
乙
の
句
に
は
「
儀
寒
」
(
「
笈
日
記
」
)
の
心
が
あ
り
、
そ

の
清
冷
な
季
節
感
を
生
か
す
も
の
乙
そ
蕉
門
の
門
人
た
ち
の
感
嘆
を
誘
っ
た
「
の
っ
と
」
と
い

(注
4
)

う
独
得
な
語
の
張
り
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
夜
が
乙
の
語
の
趣
き
を
そ
の
ま
ま

引
継
い
だ
も
の
と
す
れ
ば
、
す
が
す
が
し
い
日
輪
と
い
う
乙
と
に
な
る
。

け
れ
ど
も
、
注
目
す
べ
き
は
、
早
暁
の
日
の
出
を
よ
ん
だ
芭
蕉
の
匂
と
違
っ
て
、
「
第
一
夜

」
の
「
の
っ
と
」
は
落
日
の
形
容
で
あ
り
、
日
の
出
の
方
は
「
唐
紅
の
天
道
が
の
そ
り
と
上
っ

て
来
た
」
と
叙
述
さ
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
「
の
そ
り
」
は
〈
の
そ
の
そ
に
同
じ
。
無
愛
想

な
形
V
(
「
大
辞
典
」
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
‘
芭
蕉
の
匂
の
趣
き
と
は
、
全
く
様
相
を

異
に
し
て
く
る
。
横
着
で
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
だ
形
容
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
さ

ら
に
、
乙
れ
に
符
合
さ
せ
れ
ば
、
「
の
っ
と
落
ち
て
行
っ
た
」
夕
陽
も
、
芭
蕉
の
匂
の
す
が
す

が
し
さ
よ
り
も
む
し
ろ
井
本
氏
の
語
釈
に
あ
っ
た
「
ぬ
っ
と
」
と
か
「
に
ゅ
う
っ
と
」
と
か
い

う
語
の
俗
味
に
よ
り
近
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
第
一
夜
の
「
赤
い
日
」

は
、
表
向
き
芭
蕉
の
匂
の
め
で
た
い
日
輸
の
趣
き
を
受
継
ぐ
か
に
見
え
て
、
そ
の
実
、
第
七
夜

に
お
け
る
イ
ン
ド
洋
上
の
太
陽
の
重
苦
し
さ
を
潜
在
さ
せ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

乙
れ
が
臆
断
に
過
ぎ
る
な
ら
ば
、
明
治
三
十
三
年
秋
、
留
学
途
上
の
夏
目
金
之
助
の
日
記
を

引
い
て
も
よ
い
。
そ
こ
で
は
、
船
が
イ
ン
ド
洋
に
は
い
る
以
前
、
九
月
の
日
記
で
は
、
例
え
ば

つ
除
め

「
乙
烏
一
羽
波
上
ヲ
飛
ブ
ヲ
見
ル
」
「
左
右
一
帯
ノ
青
樹
ヲ
見
ル
」
と
い
っ
た
風
に
目
前
の

「
乙
烏
」
「
青
樹
」
な
ど
、
う
る
お
い
の
あ
る
動
植
物
に
慰
め
を
得
て
い
る
事
実
が
あ
る
。
長

崎
出
航
の
後
も
、
船
が
東
シ
ナ
海
・
南
シ
ナ
海
に
あ
る
簡
は
、
あ
る
い
は
周
囲
の
島
影
に
慰
籍

を
見
出
し
、
あ
る
い
は
、
上
海
・
香
港
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
ど
に
上
陸
し
て
は
「
非
常
ナ
好
景

ナ
リ
」
「
顔
ル
美
事
ナ
リ
」
と
嘆
賞
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
十
月
に
入
り
、
船
が
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
抜
け
て
イ
ン
ド
洋
に
出
る
と
、
セ
イ
ロ

ン
の
コ
ロ
ン
ボ
に
お
け
る
「
『
パ
ナ
¥
』
『
コ

¥
i』
ノ
木
ニ
熟
セ
ル
様
」
を
叙
し
た
一
日
の

記
事
を
最
後
に
し
て
人
青
々
タ
ル

V
植
物
の
描
写
は
全
く
姿
を
消
す
。
代
り
に
記
さ
れ
る
の
は

イ
ン
ド
洋
の
果
て
し
な
い
広
が
り
で
あ
り
、
よ
う
や
く
に
し
て
陸
を
見
出
し
て
も
、
そ
れ
は
、

「
不
毛
ノ
禿
山
噴
杭
ト
シ
テ
景
色
頗
ル
奇
怪
ナ
リ
」
と
い
う
荒
涼
と
し
た
砂
漠
土
以
外
の
何
物

で
も
な
い
。
そ
し
て
翌
日
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

O
十
月
十
日
〔
水
〕
作
夜
切
白
σ
m
-
S
白
ロ
仏
与
海
峡
ヲ
過
ギ
テ
紅
海
ニ
入
ル
(
中
略
)

g玄
ロ
ニ
入
リ
寝
-
一
就
ク
熱
名
状
ス
ベ
カ
ラ
ズ

赤
き
日
の
海
に
落
込
む
暑
か
な

海
や
け
て
日
は
紅
に
(
以
下
な
し
)

日
は
落
ち
て
海
の
底
よ
り
暑
か
な

念
を
押
す
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

夏
目
金
之
助
が
イ
ン
ド
洋
上
で
見
た
異
様
な
光
景
に
は
、
目
を
な
ぐ
さ
め
る
も
の
は
も
と
よ

り
生
命
的
な
気
配
が
全
く
な
い
。
そ
の
中
で
彼
の
感
覚
に
焼
き
つ
け
ら
れ
た
も
の
は
、
た
だ

「
名
状
ス
ベ
カ
ラ
」
ぎ
る
熱
気
を
も
た
ら
す
赤
道
真
近
の
太
陽
の
み
で
あ
っ
た
。
「
俳
句
杯
味

フ
絵
地
ハ
ナ
イ
」
と
記
し
て
い
た
彼
が
、
敢
え
て
三
つ
の
勾
を
作
っ
た
の
も
、
そ
の
強
烈
な
印

象
ゆ
え
に
他
な
る
ま
い
が
、
見
逃
せ
な
い
の
は
、
乙
の
俳
句
と
「
夢
十
夜
」
と
の
関
連
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
第
二
句
と
第
七
夜
「
蒼
い
波
が
遠
く
の
向
ふ
で
蘇
材
の
色
に
沸
き
返
る
」
と
い
う

表
現
あ
る
い
は
、
第
三
勾
と
同
じ
く
「
又
波
の
底
に
沈
ん
で
行
く
」
と
い
う
表
現
と
の
見
事
な

照
応
を
確
か
め
る
ま
で
も
な
く
、
乙
の
三
つ
の
俳
句
が
「
焼
火
箸
の
様
に
ぢ
ゅ
っ
と
い
っ
て
又

波
の
底
に
沈
ん
で
行
く
」
第
七
夜
の
太
陽
の
原
型
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
誰
の
自
に
も
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
第
一
夜
に
お
い
て
注
目
に
値
す
る
の
は
、
乙
乙
で
も
、
百
年
の
経
過
を
示
す

「
玄
己
を
除
け
ば
、
背
景
に
生
命
的
な
感
触
、
植
物
的
な
う
る
お
い
が
全
く
感
じ
ら
れ
な
い
ζ

と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
結
び
の
百
合
は
一
層
映
え
る
の
だ
が
、
と
も
あ
れ
、
舞
台
が
「
庭
」

だ
と
い
う
の
に
、
そ
こ
に
草
木
の
気
配
が
全
く
な
い
事
実
は
見
過
ご
せ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る

と
、
第
一
夜
の
舞
台
設
定
に
は
、
第
七
夜
の
そ
れ
に
適
切
っ
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
先
の
俳
句
の
「
赤
き
日
」
な
ら
び
に
「
日
は
紅
に
」
が
、
第
一
夜
の

-3--，.. 



「
大
き
な
赤
い
日
」
「
唐
紅
の
天
道
」
に
全
く
無
縁
だ
と
断
定
で
き
よ
う
か
。

話
を
太
陽
に
限
っ
て
も
、
第
一
夜
と
第
七
夜
と
の
関
連
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
太

陽
の
軌
跡
の
描
写
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
東
西
意
識
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
日
が
束
か
ら
出
て
西
べ
落
ち
る
の
は
、
イ
ン
ド
で
も
日
本
で
も
変
り
な
い
真
理

に
は
違
い
な
い
。
と
は
い
え
、
第
七
夜
に
お
け
る
「
西
へ
行
く
日
の
、
果
て
は
東
か
」
以
下
の

「
騰
し
」
を
と
ら
え
、
こ
乙
に
八
西
方
を
め
ぐ
っ
て
、
乙
の
東
方
九
帰
り
つ
く
V
日
本
近
代
の

強
い
ら
れ
た
軌
跡
を
読
み
取
る
と
い
う
卓
説
が
す
で
に
あ
る
(
佐
藤
泰
正
前
掲
書
)
。
つ
ま
り
、

第
七
夜
の
「
東
」
と
「
西
」
と
い
う
語
に
は
乙
れ
だ
け
の
重
さ
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
乙

と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

に
れ
を
踏
ま
え
て
太
陽
の
描
写
を
振
り
返
る
と
、
第
七
夜
で
は
、
太
陽
の
運
行
を
「
波
の
底
」

か
ら
出
、
「
帆
柱
の
真
上
」
を
通
っ
て
「
又
波
の
底
に
沈
」
む
と
叙
し
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る

の
は
、
第
一
夜
に
お
い
て
も
太
陽
は
「
東
か
ら
出
」
、
「
頭
の
上
を
通
り
越
し
て
」
、
「
西
九

落
ち
た
」
と
第
七
夜
さ
な
が
ら
の
軌
跡
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
女
に

「
赤
い
日
が
東
か
ら
西
へ
、
東
か
ら
西
九
と
落
ち
て
行
く
う
ち
に
」
と
い
う
乙
と
ば
が
あ
り
、

そ
れ
を
受
け
た
男
の
認
識
と
し
て
「
日
が
東
か
ら
出
た
」
「
や
が
て
西
へ
落
ち
た
」
と
い
う
表

ひ
が
し
じ
L

現
が
あ
る
。
東
・
西
の
語
が
執
劫
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

人
文
地
理
研
究
者
の
中
山
修
一
氏
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
頭
の
真
上
を
通
過
す
る
太
陽
の
軌
跡

と
東
西
の
感
覚
と
を
こ
の
よ
う
に
明
確
な
形
で
認
識
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
船
が
イ
ン
ド
洋
に
か

か
っ
て
、
赤
道
真
近
の
太
陽
を
見
る
と
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
硲
円
〉
第
七
夜
の
太
陽
が
「
自
分

」
の
頭
上
に
熱
苦
し
く
の
し
か
か
る
イ
ン
ド
洋
上
の
太
陽
の
記
憶
に
基
づ
く
も
の
だ
と
す
る
な

ら
ば
、
第
一
夜
の
「
赤
い
日
」
も
ま
た
、
そ
れ
に
通
う
要
素
を
潜
在
さ
せ
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
、
乙
の
太
陽
が
重
苦
し
く
頭
上
に
か
か
っ
て
、
第
一
夜
の
「
自
分
」
に
「
百

年
が
ま
だ
来
な
い
」
と
い
う
焦
燥
感
を
煽
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
だ
か

ら
乙
そ
、
乙
の
太
陽
の
描
写
の
直
後
に
、
「
自
分
は
女
に
欺
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
思

ひ
出
し
た
」
と
い
う
疑
念
の
一
匂
が
さ
し
は
さ
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

第
一
夜
と
第
七
夜
と
の
共
通
性
は
、
以
上
で
尽
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
焼
火
箸
」
の
よ
う

な
太
陽
が
出
る
日
中
に
対
す
る
、
薄
明
の
夜
の
救
い
が
そ
れ
で
あ
る
。
第
七
夜
の
「
自
分
」
に

多
少
と
も
落
着
き
と
慰
安
が
与
え
ら
れ
る
の
は
「
あ
る
晩
甲
板
の
上
に
出
て
、
一
人
で
星
を
眺

め
て
ゐ
た
」
時
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
た
、
第
一
夜
に
お
け
る
念
願
成
就
も
「
践
の
星
が
た
つ

た
一
つ
瞬
い
て
ゐ
た
」
折
に
他
な
ら
な
い
。

注
目
さ
れ
る
の
は
、
乙
乙
に
も
ま
た
夏
目
金
之
助
の
イ
ン
ド
洋
上
の
体
験
と
響
き
合
う
も
の

が
見
ら
れ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
先
に
引
い
た
「
不
毛
の
禿
山
」
を
記
し
た
十
月
九
日
、
一
二

つ
の
匂
を
も
の
し
た
同
十
日
の
日
記
の
前
後
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
叙
述
が
見
え
る
。

O
十
月
七
日
〔
日
〕
満
月
ニ
テ
非
常
ニ
美
シ

O

十
月
十
一
日
〔
木
〕
作
夜

g
Eロ
ニ
入
り
テ
寝
ニ
就
ク
熱
苦
シ
ク
テ
名
状
ス
ベ
カ
ラ

ズ
流
汗
淋
瀦
生
タ
ル
心
地
ナ
シ
此
夜
又
然
リ
明
方
ヨ
リ
漸
ク
涼

と
こ
ろ
で
、
こ
の
前
後
の
記
述
を
よ
く
読
め
ば
、
七
日
に
「
満
月
ニ
テ
非
常
ニ
美
シ
」
と
言

っ
て
い
る
の
は
、
単
な
る
月
の
美
観
の
み
を
い
う
の
で
な
く
、
焦
熱
の
昼
に
対
す
る
夜
の
安
ら

ぎ
が
裏
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
十
一
日
の
方
は
夜
に
な
っ
て
も
余
熱
に
苦
-

し
め
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
見
落
せ
な
い
の
は
「
明
方
ヨ
リ
漸
ク
涼
」
と
い
う
結
び
の
語
句
で
あ

る
。
こ
こ
で
、
第
一
夜
に
お
い
て
、
白
百
合
が
開
花
し
、
そ
れ
に
生
命
感
を
賊
与
す
る
天
上
界
、

か
ら
の
「
冷
た
い
露
」
が
到
来
し
た
救
済
の
時
刻
も
ま
た
、
「
暁
の
星
」
の
瞬
く
明
け
方
に
他

な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
。
乙
の
二
つ
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
強
引
に
過
ぎ
る

と
し
て
も
、
第
一
夜
・
第
七
夜
と
も
に
、
「
自
分
」
に
慰
安
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、
日
の
燃
え
ー

る
白
中
で
も
な
く
、
暗
黒
の
闇
の
さ
中
で
も
な
く
、
星
の
瞬
く
薄
明
の
時
刻
で
あ
る
事
実
は
動

か
し
難
い
。

乙
の
他
、
第
一
夜
に
お
け
る
女
の
埋
葬
も
ま
た
、
先
の
日
記
を
想
起
さ
せ
る
月
光
下
で
な
さ

れ
て
い
た
わ
け
で
、
救
済
も
し
く
は
安
息
が
、
第
七
夜
に
共
通
す
る
静
諮
な
夜
の
刻
限
に
訪
れ

て
い
る
乙
と
が
注
目
さ
れ
る
。

念
の
た
め
に
つ
け
そ
え
れ
ば
、
こ
の
論
の
真
意
は
、
必
ず
し
も
、
第
一
夜
・
第
七
夜
を
す
べ

て
イ
ン
ド
洋
上
の
特
殊
な
体
験
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
と
乙
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
実
を
い

う
と
、
明
光
の
白
日
が
焦
燥
感
を
募
ら
せ
る
の
に
対
し
、
薄
明
の
替
闇
が
慰
籍
を
与
え
る
と
い

う
構
図
は
、
す
で
に
『
草
枕
』
の
那
美
に
も
明
確
に
具
象
化
さ
れ
て
い
九
日
、
こ
の
事
実
に
も
明

ら
か
な
よ
う
に
、
白
日
と
真
の
闇
と
を
嫌
い
、
薄
明
の
世
界
に
安
息
を
見
出
す
の
は
、
作
家
激

石
の
体
質
で
あ
り
、
各
作
品
を
一
貫
す
る
そ
の
想
像
力
の
基
底
に
す
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
想
像
力
の
核
と
、
あ
の
イ
ン
ド
洋
上
の
体
験
の
記
憶
と
の
間
に
微
妙
に
共
鳴
す
る
と
こ

ろ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
第
七
夜
は
も
ち
ろ
ん
八
現
実
の
匂
い
を
飽
く
ま
で
却
け
て
V
い
る
と
さ

れ
る
第
一
夜
に
、
超
現
実
的
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
確
か
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
賦
与
し
得
て
い
る

秘
密
の
鍵
は
、
乙
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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も
ち
ろ
ん
、
第
一
夜
と
第
七
夜
に
は
、
共
通
面
ば
か
り
で
は
な
く
、
見
逃
せ
な
い
相
違
点
も

確
か
に
あ
る
。

「
二
人
は
二
人
以
外
の
事
に
は
丸
で
頓
着
し
て
ゐ
な
い
様
子
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
第

七
夜
の
男
女
の
境
地
は
、
二
人
だ
け
の
世
界
に
、
浸
り
切
っ
て
い
た
第
一
夜
の
男
女
の
再
来
と
見

る
こ
と
も
で
き
る
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
郷
捻
さ
れ
、
否
定
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
第
一
夜
の
星
が
百
年
の
到
来
を
知
ら
せ
る
め
で
た
い
告
知
の
星
と
い
う
役
割
を
全

う
し
て
い
る
の
に
対
し
、
第
七
夜
の
星
の
慰
安
は
、
「
星
も
海
も
み
ん
な
神
の
作
っ
た
も
の
だ

」
と
い
う
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
「
異
人
」
の
介
在
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

何
よ
り
も
大
き
な
差
異
は
、
き
わ
め
て
否
定
的
な
第
七
夜
の
結
末
に
対
し
て
、
第
一
夜
の
結

末
が
め
で
た
い
肯
定
性
に
貫
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
も
と
よ
り
、
第
一
夜
に
お
い
て
も

「
赤
い
日
」
に
伴
っ
て
女
九
の
疑
念
が
兆
し
た
事
実
は
先
に
確
か
め
た
が
、
乙
の
疑
惑
の
直
後

に
は
、
っ
、
さ
の
描
写
が
直
ち
に
続
く
。

す
る
と
石
の
下
か
ら
斜
に
自
分
の
方
へ
向
い
て
青
い
茎
が
伸
び
て
来
た
。
見
る
聞
に
長
く

な
っ
て
丁
度
自
分
の
胸
の
あ
た
り
迄
来
て
留
ま
っ
た
。
と
思
ふ
と
、
す
ら
り
と
揺
ぐ
茎
の

頂
に
、
心
持
首
を
傾
け
て
ゐ
た
細
長
い
一
輪
の
菅
が
、
ふ
っ
く
ら
と
郷
を
開
い
た
。

「
す
る
と
」
と
い
う
接
続
詞
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
疑
念
は
生
じ
た
途
端
に
吹
き
消
さ
れ
て
い

る
乙
と
が
先
ず
、
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
続
く
す
〈
の
頭
に
は
、
い
ず
れ
も
「
見
る
聞
に
」

「
と
思
ふ
と
」
と
い
ず
れ
も
間
髪
を
入
れ
ぬ
意
の
接
続
匂
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
疑
念

は
た
ち
ま
ち
拭
い
去
ら
れ
、
念
願
は
一
瞬
の
う
ち
に
成
就
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
結
び
の
「
『
百
年
は
も
う
来
て
ゐ
た
ん
だ
な
』
と
此
の
時
始
め
て
気
が
付
い

た
」
と
い
う
さ
り
げ
な
い
一
匂
に
は
、
き
わ
め
て
重
い
も
の
が
乙
め
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

乙
乙
で
い
わ
れ
る
「
比
の
時
」
と
は
「
百
年
」
と
い
う
永
遠
の
時
間
と
今
辿
っ
て
来
た
絶
対
の

瞬
間
と
が
交
差
す
る
、
一
回
切
り
の
黄
金
の
時
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
超

現
実
の
大
調
和
境
を
出
現
さ
せ
て
い
る
第
一
夜
と
、
せ
っ
か
く
の
「
悟
り
」
を
得
な
が
ら
少
し

も
そ
の
悟
り
を
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
の
ま
ま
で
終
結
す
る
第
七
夜
と

の
閣
の
懸
隔
も
、
ま
た
、
明
瞭
で
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

四

そ
う
は
言
っ
て
も
、
二
組
の
男
女
の
対
照
を
は
じ
め
と
す
る
第
一
夜
と
第
七
夜
と
の
こ
の
よ

う
な
対
比
的
な
様
相
は
、
さ
ら
に
大
き
く
見
れ
ば
、
両
者
の
聞
に
存
在
す
る
、
あ
る
種
の
相
関

関
係
を
時
明
示
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

少
な
く
と
も
、
こ
れ
ま
で
、
第
七
夜
は
も
ち
ろ
ん
第
一
夜
に
お
い
て
も
、
そ
乙
に
問
題
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
従
来
取
上
げ
ら
れ
て
き
た
夜
の
世
界
で
は
な
く
昼
の
世
界
で
あ
る
乙

と
、
そ
と
に
あ
る
「
赤
い
日
r

」
の
重
苦
し
さ
で
あ
る
乙
と
を
確
か
め
て
き
た
。
ま
た
、
「
黒
」

が
む
し
ろ
生
命
感
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
第
一
夜
は
も
と
よ
り
、
第
七
夜
に
お

い
で
す
ら
、
夜
の
閣
は
必
ず
し
も
恐
怖
感
を
そ
そ
る
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
安
息
の
時
に

通
じ
る
要
素
を
も
合
ん
で
い
る
事
実
を
篠
認
し
て
き
た
。

乙
れ
を
踏
ま
え
て
第
七
夜
の
結
末
を
見
直
す
と
、
そ
乙
で
は
確
か
に
「
無
限
の
後
悔
と
恐
怖
」

と
い
う
観
念
が
提
示
さ
れ
て
は
い
る
。
が
、
「
静
か
に
落
ち
て
行
っ
た
」
と
い
う
結
び
の
語
に

は
、
落
ち
て
行
く
自
分
を
第
三
者
の
視
点
か
ら
い
わ
ば
ロ
ン
グ
シ
ョ
ッ
ト
で
と
ら
え
る
対
象
化

の
手
法
が
あ
り
、
ま
た
、
乙
の
「
静
か
に
」
の
語
に
は
、
第
一
夜
の
女
が
死
を
迎
え
る
際
に
保

持
し
て
い
た
「
静
か
」
さ
に
通
い
合
う
諦
観
と
港
着
き
と
が
備
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

ヲ

Q

。こ
れ
ま
で
、
第
三
夜
と
並
ん
で
暗
黒
の
世
界
を
代
表
す
る
も
の
と
目
さ
れ
て
き
た
第
七
夜

が
、
以
上
の
よ
う
に
、
第
一
夜
と
通
う
要
素
を
秘
め
て
い
る
と
す
れ
ば
、
第
一
夜
と
第
二
夜
以

降
と
を
対
極
的
な
も
の
と
し
、
そ
の
明
暗
の
断
層
の
み
に
着
目
し
て
き
た
通
説
は
再
検
討
を
要

す
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
ま
た
、
作
者
の
生
活
経
験
に
基
く
も
の
と
そ
う
で
な
い
も

の
、
あ
る
い
は
第
五
夜
以
前
と
第
六
夜
以
降
と
を
分
か
つ
と
い
う
よ
う
な
新
し
い
提
言
も
、
た

と
え
そ
れ
を
徹
底
さ
せ
た
と
し
て
も
、
ど
れ
ほ
ど
の
有
効
性
を
発
揮
し
得
る
か
疑
問
が
残
る
。

今
は
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
固
定
的
な
枠
組
を
一
切
取
り
払
っ
て
、
一
つ
一
つ
の
夢
を
解
き

ほ
ぐ
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
端
的
に
一
吉
っ
て
、
第
二
夜
の
侍
に
は
、
果
た
し
て
最
後
に
悟
り
の
境
地
が
開
け

た
の
か
、
開
け
な
か
っ
た
の
か
。
こ
れ
ま
で
、
激
石
の
伝
記
に
忠
実
な
論
者
た
ち
は
、
明
瞭
に

ノ
ン
の
診
断
を
下
し
、
そ
の
カ
ル
テ
と
し
て
、
作
者
自
身
の
参
禅
の
体
験
と
作
品
「
門
」
と
を

提
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
念
を
押
す
ま
で
も
な
く
、
乙
こ
は
夢
と
し
て
設
定
志
れ
た
世
界
で

あ
る
。
人
間
夏
目
金
之
助
の
実
体
験
が
ど
う
だ
つ
た
に
せ
よ
、
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
「
門
」
の
結

果
が
ど
う
な
っ
て
い
る
に
せ
よ
、
そ
の
よ
う
な
現
実
的
制
約
を
踏
み
越
え
る
も
の
乙
そ
夢
の
設

定
に
他
な
ら
な
い
。
夢
の
中
で
は
何
事
で
も
起
り
う
る
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
、
乙
れ
ま
で
、
減
石
文
学
に
お
け
る
暗
黒
の
世
界
の
頂
点
と
し
て
重
く
取
り
扱
わ
れ
て

き
て
い
る
「
第
三
夜
」
に
し
て
も
、
「
閣
の
晩
」
の
暗
さ
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
そ
の
恐
怖
の

一
極
侃
「

4
ゆ
小
噌

4
4
4
Vの
過
去
、
現
在
、
未
来
を
酔
い
時
い
か
¥
計
慌
の
事
実
も
洩
ら
さ

な
い
鏡
の
様
に
光
っ
て
ゐ
る
」
(
傍
点
筆
者
)
と
い
う
明
確
な
事
実
が
す
わ
っ
て
い
る
乙
と
が
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見
過
ご
さ
れ
て
き
て
い
る
。
第
三
夜
の
恐
怖
の
根
源
は
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
闇
」

に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
「
闇
」
へ
の
紛
れ
込
み
を
一
切
許
さ
ず
、
過
去
か
ら
未
来
に

わ
た
る
自
己
の
全
存
在
を
こ
と
ご
と
く
照
射
せ
ず
に
は
お
か
な
い
「
光
」
に
あ
る
の
、
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
問
題
を
は
ら
む
、
第
二
夜
、
第
三
夜
以
降
の
夢
の
構
造
の
解
明
に
は
、
一
稿
を
改

め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

注
H
H

『
行
人
』
に
お
い
て
八
あ
れ
は
僕
の
所
有
だ
V
と
断
っ
た
一
郎
の
言
葉
の
裏
に
は
取
り

も
直
さ
ず
白
百
合
H
H
女
を
所
有
出
来
な
い
悲
し
み
が
流
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が

確
実
に
「
自
分
」
ひ
と
り
の
所
有
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

凶
三
上
公
子
氏
に
も
八
白
と
他
と
の
別
の
な
い
未
分
化
な
感
覚
V
と
い
う
指
摘
が
あ
る

(
「
『
第
一
夜
』
考
激
石
『
夢
十
夜
』
論
九
の
序
」
口
「
国
文
目
白
」
昭
五
一
・
一
一
)

同
「
夢
十
夜
」
に
八
「
黒
」
の
心
象
V
(
『
夏
目
獄
石
』
)
を
指
摘
し
た
江
藤
淳
氏
の
メ

リ
ッ
ト
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
が
つ
ね
に
八
屍
臭
V
や
八
蛇
の
イ
メ
ー
ジ

V
に
結
び
つ
く
と

は
限
ら
な
い
。
ち
な
み
に
い
え
ば
、
『
明
暗
』
の
お
廷
も
八
添
黒
V
の
目
を
持
っ
て
登
場

す
る
わ
け
だ
が
、
八
輝
ゃ
く
瞳
子
V
と
い
う
形
容
を
持
出
す
ま
で
も
な
く
、
乙
の
場
合
の

「
黒
」
も
ま
た
生
命
感
の
象
徴
で
あ
る
。

ω
こ
の
点
に
つ
い
て
、
芭
蕉
研
究
者
米
谷
巌
氏
に
確
認
を
仰
い
だ
と
乙
ろ
、
氏
も
八
春
寒

な
お
ひ
き
し
ま
る
早
朝
の
山
路
で
、
意
外
に
近
々
と
不
意
に
顔
を
出
し
た
旭
を
、
新
鮮
な

お
ど
ろ
き
を
以
て
、
肯
定
的
に
う
け
と
め
た
心
情
を
托
し
て
い
る
V
と
い
う
解
釈
を
示
さ

れ
た
。
ま
た
、
一
芭
蕉
に
お
け
る
八
の
っ
と
V
の
用
法
に
関
し
て
は
、
国
語
研
究
者
工
藤
力

男
氏
に
も
確
認
を
仰
い
だ
。

同
三
つ
の
句
を
記
し
た
日
記
は
紅
海
に
入
っ
て
か
ら
の
も
の
だ
が
、
中
山
氏
に
よ
れ
ば
、

地
理
学
上
か
ら
も
、
紅
海
は
広
い
意
味
で
の
イ
ン
ド
洋
に
合
ま
れ
る
と
い
う
。
ま
た
、
「
夢

十
夜
」
に
自
を
通
し
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
氏
は
「
焼
火
箸
」
と
い
う
太
陽
の
形
容
な
ら

び
に
そ
の
運
行
の
描
写
を
は
じ
め
と
し
て
第
七
夜
全
体
が
イ
ン
ド
洋
上
の
航
行
体
験
を
実

に
よ
く
と
ら
え
て
い
る
と
い
い
、
こ
の
趣
き
は
第
一
夜
の
太
陽
描
写
に
も
通
っ
て
い
る
と

門

付

記

〕

本
稿
は
、
あ
る
本
の
た
め
に
昨
年
五
月
に
執
筆
し
た
も
の
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
刊
行
が

大
幅
に
遅
延
し
て
い
る
の
で
、
手
を
加
え
て
本
誌
上
に
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
く
乙
と
に
し

た。

〈
一
九
七
六
・
五
)

い
う
乙
と
で
あ
っ
た
。
な
お
、
氏
は
帰
国
す
る
と
東
西
の
感
覚
が
薄
ら
ぐ
と
い
う
体
験
を

あ
げ
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
一
つ
に
、
イ
ン
ド
の
大
海
原
や
大
平
原
と
違
っ
て
日
本
で
は

山
影
や
島
影
が
日
の
出
入
り
の
目
安
に
な
り
、
ま
た
、
そ
乙
に
生
え
て
い
る
植
物
等
に
自

を
ひ
か
れ
て
東
西
の
意
識
が
弱
ま
る
こ
と
、
二
つ
に
、
頭
上
を
通
っ
て
正
確
な
東
西
の
弧

を
描
く
赤
道
付
近
の
太
陽
の
軌
跡
と
異
な
っ
て
北
半
球
に
属
す
る
日
本
の
太
陽
の
軌
跡
は

片
寄
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
さ
れ
た
。
そ
う
い
え
ば
、
先
に
引
い
た
芭
蕉
の
匂
は
〈
山
路
V

の
梅
の
校
越
し
に
見
た
目
輸
に
他
な
ら
な
い
し
、
東
西
感
覚
を
と
ら
え
た
蕪
村
の
〈
菜
の

花
や
月
は
東
に
日
は
西
に

V
と
い
う
匂
に
し
て
も
、
原
拠
の
八
白
日
論
ニ
西
阿
二
素
月
出

ニ
東
鎖
一

V
(陶
淵
明
)
を
引
く
ま
で
も
な
く
匂
外
に
山
願
の
気
配
が
感
じ
ら
れ
る
し
、
何
よ

り
も
み
ず
み
ず
し
い
生
命
を
持
つ
八
菜
の
花
V
の
広
が
り
が
目
前
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

附
「
『
草
枕
』
覚
書
」
(
『
日
本
文
学
の
研
究
』
昭
四
九
・
七
、
文
理
書
院
、
所
収
)
参
照
。
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