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夢

十

夜

世

し一

界

の

「
夢
十
夜
」
の
全
体
的
な
モ
チ
ー
フ
も
し
く
は
主
題
は
何
か
。
乙
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で

:
ー

に
、
多
く
の
諸
家
の
言
及
が
あ
ぶ
d

け
れ
ど
も
、
あ
る
評
家
の
一
首
を
借
り
れ
ば
、
八
い
ず
れ
も

す
ぐ
れ
た
論
者
の
指
摘
で
は
あ
る
が
、
な
お
、
そ
れ
は
こ
の
多
様
な
夢
の
す
ぺ
て
を
覆
い
う
る

も
の
で
は
あ
る
ま
い

V
(佐
藤
泰
正
『
文
学
そ
の
内
な
る
神
』
昭
四
九
・
一
二
)
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
の
も
、
事
実
で
あ
ろ
う
。

も
と
よ
り
、
八
落
ち
著
い
て
し
ま
わ
な
い
と
こ
ろ
で
「
夢
十
夜
」
を
と
ら
え
な
い
と
い
け
な

い
ん
じ
ゃ
な
い
か
V
(平
岡
敏
夫
「
『
夢
十
夜
』
公
開
研
究
会
で
の
報
告
」

I
、
「
日
本
文

学
」
昭
四
六
・
四
)
と
い
う
提
言
も
あ
る
。
「
夢
十
夜
」
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
色
合
の
異
な
っ

た
十
の
夢
を
一
つ
に
貫
く
原
理
を
果
た
し
て
求
め
う
る
の
か
、
そ
れ
を
求
め
る
乙
と
が
本
来
の

作
品
世
界
の
持
味
を
か
え
っ
て
損
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
懸
念
も
捨
て
切
れ

な
い
。
む
し
ろ
、
一
つ
一
つ
の
夢
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
が
快
事
だ
と
考
え
て
、
先
に
は
、
第
一

夜
、
第
三
夜
、
第
七
夜
な
ど
偲
々
の
夢
を
検
討
し
て
き
ね
叩

と
は
い
え
、
全
体
を
統
一
す
る
意
味
の
探
究
は
、
や
は
り
、
批
評
の
宿
命
で
あ
る
。
今
回
は

「
夢
十
夜
」
解
明
の
一
つ
の
区
切
り
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
側
面
か
ら
追
究
し
て
み
た
い
と
思

う
。
そ
の
場
合
、
「
夢
十
夜
」
の
基
本
的
な
モ
チ
ー
フ
を
生
と
死
の
問
題
に
置
き
、
そ
の
背
後

に
時
代
認
識
の
問
題
が
伏
在
し
て
い
る
と
い
う
見
通
し
が
、
乙
の
論
の
出
発
点
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
先
ず
、
「
夢
十
夜
」
を
生
と
死
と
い
う
観
占
司
令
ら
と
ら
え
る
と
、
ど
つ
な
る
の

だ
ろ
う
か
。
第
一
夜
で
は
、
女
の
死
と
待
ち
つ
。
つ
け
る
「
自
分
」
の
生
、
そ
し
て
女
の
復
活

が
描
か
れ
て
い
る
。
第
二
夜
で
は
、
自
死
の
覚
悟
を
背
景
に
し
た
侍
の
生
の
姿
が
あ
る
。
第
三

夜
は
、
加
害
者
と
し
て
の
殺
人
と
そ
れ
を
背
負
っ
た
生
一
の
重
さ
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
第
四

夜
で
、
河
の
中
~
は
い
っ
た
ま
ま
「
と
う
と
う
上
が
っ
て
来
な
」
い
爺
さ
ん
の
行
く
先
が
死
の

世
界
で
あ
る
こ
と
は
確
実
だ
と
思
わ
れ
る
。
第
五
夜
で
は
、
女
の
死
が
あ
り
、
女
を
待
つ
武
人

相

原

手口

手E

に
も
捕
虜
と
し
て
の
死
が
待
ち
受
け
て
い
る
。
第
七
夜
で
は
、
生
九
の
厭
悪
感
か
ら
自
殺
す
る

人
聞
が
刻
ま
れ
、
第
九
夜
で
は
、
す
で
に
殺
さ
れ
て
い
る
夫
を
そ
れ
と
知
ら
ず
に
待
ち
続
け
る

女
の
生
が
点
出
さ
れ
て
い
る
。
第
十
夜
で
は
、
死
を
恐
れ
て
生
に
し
が
み
つ
き
つ
つ
、
結
局
、

死
を
迎
え
ざ
る
を
得
な
い
男
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

第
六
夜
、
第
八
夜
に
は
、
直
接
的
な
死
の
契
機
は
出
て
来
な
い
。
け
れ
ど
も
、
第
六
夜
で

は
、
作
者
の
肉
体
は
滅
ん
で
も
時
代
を
超
え
て
生
き
つ
守
つ
け
る
芸
術
作
品
の
生
命
が
と
ら
え
ら

れ
て
い
る
し
、
第
八
夜
で
は
、
後
に
詳
し
く
ふ
れ
る
よ
う
に
、
空
洞
化
し
た
生
の
姿
が
描
写
さ

れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
夢
十
夜
」
に
お
い
て
は
、
様
々
な
形
で
の
、
生
と
死
と
の

複
雑
な
交
錯
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
乙
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
乙
れ
を
大
き
く
ま
と
め
る

と
、
ど
う
い
う
意
味
づ
け
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

一
つ
の
特
徴
と
し
て
は
、
死
に
対
時
し
た
と
き
の
男
と
女
と
の
態
度
の
相
違
が
あ
げ
ら
れ

る
。
第
一
夜
の
女
は
、
「
で
も
、
死
ぬ
ん
で
す
も
の
、
仕
方
が
な
い
わ
」
と
乱
れ
も
な
く
言
い

切
っ
て
い
る
。
乙
乙
に
は
、
乙
の
作
品
の
一
年
後
に
書
か
れ
た
「
そ
れ
か
ら
」
に
お
い
て
、
「

仕
様
が
な
い
。
覚
悟
を
極
め
ま
せ
う
」
と
い
っ
た
ヒ
ロ
イ
ン
三
千
代
の
台
詞
に
、
通
じ
る
確
か
な

「
覚
悟
」
の
定
ま
り
が
見
ら
れ
る
。
強
固
な
信
念
に
基
く
こ
の
よ
う
な
覚
悟
の
定
ま
り
は
、
「

弓
矢
の
神
の
八
幡
九
、
か
う
や
っ
て
是
非
な
い
願
を
掛
け
た
ら
、
よ
も
や
聴
か
れ
ぬ
道
理
は
な

か
ら
う
と
一
図
に
恩
ひ
詰
め
て
居
る
」
第
九
夜
の
女
に
も
顕
著
に
現
わ
れ
て
い
る
。

乙
れ
に
対
し
て
、
第
二
夜
の
侍
は
、
「
も
し
悟
れ
な
け
れ
ば
自
刃
す
る
」
と
い
う
決
死
の
覚
悟

を
意
志
的
に
定
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
身
体
の
血
が
右
の
手
首
の
方
九
流
れ
て
来

て
、
握
っ
て
ゐ
る
束
が
に
ち
ゃ

f
¥す
る
。
唇
が
頭
八
九
た
」
と
い
う
部
分
に
は
、
死
を
恐
れ
、

生
に
執
着
す
る
肉
体
の
生
理
が
診
み
出
て
い
る
。
第
五
夜
に
お
い
て
も
、
「
死
ぬ
か
生
き
る
か
」

と
い
う
聞
に
「
一
言
死
ぬ
」
と
答
え
る
自
分
の
姿
勢
は
い
か
に
も
潔
い
の
だ
が
、
他
方
で
「
死

ぬ
時
に
一
目
恩
ふ
女
に
逢
ひ
た
い
」
と
い
う
願
い
の
中
に
は
、
潜
在
的
な
生
へ
の
未
練
が
働
い

て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
ぴ
た
り
と
死
の
覚
悟
を
定
め
る
女
に
比
し
て
、
男
の
方
に
迷
い
が
出
る
と
い

う
傾
向
は
、
死
を
肯
っ
た
女
に
対
し
て
「
死
ぬ
ん
ぢ
ゃ
な
か
ら
う
ね
、
大
丈
夫
だ
ら
う
ね
」
と

追
い
す
が
る
男
を
描
い
た
第
一
夜
に
も
す
で
に
現
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
ま
た
、
先
に
ふ
れ
た

「
そ
れ
か
ら
」
に
お
け
る
三
千
代
に
対
す
る
代
助
の
動
揺
に
尾
を
引
い
て
い
く
も
の
で
あ
り
、

恐
れ
る
男
と
恐
れ
な
い
女
と
い
う
後
年
の
モ
チ
ー
フ
に
発
展
し
て
い
く
要
素
に
他
な
ら
な
い
。

棒

特
徴
の
ニ
つ
目
と
し
て
は
、
時
代
背
景
の
問
題
が
あ
げ
ら
れ
る
。
第
一
夜
の
背
景
は
い
つ
の
時

代
、
ど
こ
の
場
所
と
も
知
れ
ぬ
超
現
実
的
な
世
界
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
空
の
設
定
が
、
生

死
を
超
克
し
た
永
遠
の
愛
に
き
わ
め
て
よ
く
マ
ッ
チ
し
て
い
る
乙
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
第

四
は
、
飴
屋
の
爺
さ
ん
の
風
采
な
ど
か
ら
す
る
と
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
巷
聞
の
一
風
景

と
言
え
な
く
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
時
代
の
限
定
が
格
別
の
意
味
を

持
つ
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
超
脱
し
た
爺
さ
ん
の
風
貌
と
こ
の
話
に
漂
う
ユ
ー
モ
ア
と
ペ

ー
ソ
ス
と
は
、
昔
か
ら
常
民
の
聞
に
語
り
継
が
れ
て
き
た
民
話
的
世
界
の
趣
き
を
感
じ
さ
せ

る
。
第
一
夜
、
第
四
夜
は
、
特
定
の
時
代
の
粋
を
取
り
払
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
の

で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
夜
の
背
景
は
江
戸
時
代
で
あ
り
、
第
五
夜
は
、
「
神
代
に
近
い
」
古

代
で
あ
る
。
と
も
に
、
死
を
前
に
し
た
武
人
の
姿
勢
を
描
い
て
い
る
こ
と
で
共
通
し
て
い
る
。

第
九
夜
も
ま
た
、
幕
末
で
あ
る
。
明
治
以
前
の
武
人
の
時
代
を
背
景
と
し
た
こ
れ
ら
三
つ
の
夢

で
は
、
死
に
対
す
る
積
極
的
な
挑
戦
が
重
要
な
契
機
を
な
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
先
に
ふ
れ

た
よ
う
に
、
第
二
夜
の
侍
、
第
五
夜
の
武
人
に
、
生
へ
の
執
着
の
影
が
読
み
取
れ
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
潜
在
的
な
片
鱗
で
あ
り
、
彼
等
は
自
覚
的
に
は
死
を
決
意
し
、
果

敢
に
死
と
対
決
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
時
代
を
超
脱
し
た
第
一
夜
、
第
四
夜

で
は
生
死
の
境
界
も
や
す
や
す
と
超
越
さ
れ
、
明
治
以
前
の
武
人
の
時
代
に
設
定
さ
れ
た
第
二

夜
、
第
五
夜
、
第
九
夜
に
お
い
て
は
、
と
も
か
く
も
死
の
世
界
へ
の
積
極
的
な
挑
戦
が
試
み
ら

れ
て
い
る
と
い
う
事
に
な
る
。

こ
れ
ら
と
対
根
的
な
も
の
が
、
第
七
夜
、
第
十
夜
で
あ
る
。
第
七
夜
の
舞
台
は
、
蒸
気
船
で

あ
る
。
第
十
夜
の
庄
太
郎
が
女
に
よ
っ
て
乗
り
込
ま
さ
れ
る
の
は
電
車
で
あ
る
。
激
石
文
学
に

親
し
む
読
者
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
乗
物
が
示
す
も
の
は
、
す
で
に
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
「
倫
敦
塔
」
や
「
草
枕
」
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
乗
物
は
二
十
世
紀
文
明
の
象
徴

で
あ
り
、
誠
意
を
込
め
た
近
代
の
指
標
に
他
な
ら
な
い
。
乙
の
二
つ
の
夢
は
、
紛
れ
も
な
く
、

明
治
の
現
代
の
只
中
に
設
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
乙
こ
に
は
も
は
や
、
生
死
を
超
越
す
る
原
理
九
の
志
向
や
死
九
の
挑
戦
と
い
っ
た

積
極
的
契
機
は
何
一
つ
見
ら
れ
な
い
。
第
七
夜
の
「
自
分
」
は
不
安
定
な
生
を
持
ち
扱
い
、
厭

世
感
か
ら
余
儀
な
く
死
に
追
い
や
ら
れ
、
し
か
も
、
そ
乙
に
も
徹
底
で
き
ず
に
、
ふ
た
た
び
生

へ
の
執
着
を
示
す
。
第
十
夜
の
庄
太
郎
は
意
地
も
張
り
も
な
く
、
は
じ
め
か
ら
明
か
ら
さ
ま
な

生
九
の
執
着
を
さ
ら
す
が
、
そ
の
生
と
は
豚
と
の
格
闘
と
い
う
呪
う
べ
き
行
為
の
持
続
に
他
な

ら
ず
、
し
か
も
、
結
局
は
力
つ
き
て
死
の
世
界
へ
投
げ
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
か
く
し
て
、
明
治

以
前
に
設
定
さ
れ
た
先
の
五
つ
の
夢
が
、
と
も
か
く
も
生
と
死
に
対
す
る
積
極
的
要
素
を
保
持

し
て
い
た
の
に
対
し
、
明
治
の
現
代
に
お
け
る
こ
の
二
つ
の
夢
で
は
、
生
は
徒
労
に
他
な
ら

ず
、
死
も
ま
た
空
し
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
明
治
な
ら
ざ
る
時
代
の
生
と
死
に
は
充
実
が
あ

る
の
に
引
き
か
え
、
明
治
の
現
代
の
生
と
死
に
は
空
虚
さ
し
か
な
い
と
い
う
乙
の
対
照
。
「
夢

十
夜
」
の
前
半
部
に
積
極
的
な
夢
が
集
中
し
、
後
半
部
が
否
定
的
な
夢
で
結
ぼ
れ
る
と
い
う
全

体
構
図
と
と
も
に
、
乙
の
時
代
差
の
問
題
に
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

と
は
い
え
、
明
治
以
前
と
明
治
の
現
代
と
は
全
く
無
縁
に
分
離
し
た
二
つ
の
極
な
の
で
は
な

い
。
そ
こ
に
、
こ
の
二
つ
を
架
橋
す
る
も
の
と
し
て
、
第
三
夜
、
第
六
夜
が
現
わ
れ
て
く
る
。

第
三
夜
で
富
殺
し
が
決
行
さ
れ
た
の
は
、
「
丁
度
百
年
前
」
の
「
文
化
五
年
辰
年
」
と
さ
れ

る
。
「
夢
十
夜
」
の
執
筆
年
は
明
治
四
十
一
年
で
あ
り
、
乙
乙
か
ら
逆
算
し
た
百
年
前
は
、
設

定
通
り
文
化
五
年
に
当
る
事
実
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
第
三
夜
は
文
化
五
年
と
明
治
四
十
一

年
を
結
ぶ
時
間
の
聞
に
成
立
し
て
い
る
乙
と
に
な
る
。
ま
た
、
第
三
夜
の
親
子
の
関
係
を
個
人

的
な
粋
の
中
に
止
め
ず
、
江
戸
と
明
治
と
い
う
時
代
の
関
係
と
し
て
と
ら
え
る
視
点
も
導
入
で

き
る
。こ

の
前
提
に
立
つ
と
、
第
三
夜
の
「
自
分
」
と
は
明
治
の
時
代
に
生
き
る
者
で
あ
り
、
背
中

に
負
わ
れ
た
小
僧
は
、
明
治
と
い
う
時
代
が
背
負
っ
た
過
去
の
歴
史
と
し
て
の
江
戸
時
代
だ
と

い
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
盲
殺
し
の
事
実
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
文
化
五
年
前
後
は
、
兇
悪

内
持
位
。
O
M

怪
異
の
事
が
多
く
草
双
紙
の
世
界
に
も
残
虐
趣
味
が
横
行
し
た
と
い
う
史
実
が
あ
る
。
裏
を
か

え
せ
ば
、
募
落
体
制
下
の
庶
民
は
、
殺
伐
た
る
時
代
の
犠
牲
を
強
い
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
し
か

も
、
明
治
維
新
は
こ
れ
に
追
い
う
ち
を
か
け
る
結
果
と
な
っ
た
。
明
治
と
い
う
時
代
の
土
台

は
、
第
三
夜
の
盲
に
象
徴
さ
れ
る
も
の
言
わ
ぬ
底
辺
の
人
間
た
ち
を
際
関
し
抹
殺
す
る
乙
と
に

よ
っ
て
築
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
百
年
前
に
殺
さ
れ
た
盲
と
は
、
明
治
と
い
う
新

時
代
が
抹
殺
し
て
き
た
江
戸
期
の
底
辺
の
犠
牲
者
た
ち
の
怨
念
の
表
象
で
あ
り
、
明
治
に
生
き

る
と
は
、
こ
の
よ
う
な
過
去
の
怨
念
を
背
負
い
つ
づ
け
る
以
外
に
な
い
と
い
う
認
識
が
第
三
夜

に
隠
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
結
末
の
「
石
地
蔵
の
様
」
な
重
さ
は
、
こ
の
負
い
目
の
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大
き
さ
に
対
応
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

も
と
よ
り
、
乙
こ
か
ら
、
激
石
の
ス
ト
レ
ー
ト
な
庶
民
讃
歌
を
引
き
出
す
の
は
、
深
読
み
に

す
ぎ
る
。
激
石
に
は
、
時
代
の
中
に
あ
っ
て
、
新
し
い
市
民
意
識
を
求
め
続
け
た
市
民
作
家
と

い
う
面
が
確
か
に
あ
る
。
周
囲
に
対
し
て
強
く
市
民
意
識
を
求
め
つ
つ
、
結
局
市
民
が
な
く
て

庶
民
に
し
か
出
会
え
ぬ
焦
立
ち
が
作
家
活
動
の
潜
在
的
な
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
を
形
造
っ
て
い
る

と
す
ら
い
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
庶
民
の
無
知
に
対
す
る
軽
蔑
と
口
惜
し
さ
は
「
吾
輩
は
猫

で
あ
る
」
以
来
、
色
濃
い
ト
l
ン
と
し
て
あ
り
、
こ
れ
は
、
「
夢
十
夜
」
に
お
い
て
も
、
た
と

え
ば
、
第
六
夜
冒
頭
に
お
け
る
「
無
教
育
な
」
車
夫
に
対
す
る
榔
捻
に
あ
ら
わ
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
激
石
の
庶
民
蔑
視
は
、
必
ず
し
も
鴎
外
の
そ
れ
と
同
質
で
は
な
い
。
他
方
で
庶

民
と
の
共
存
感
覚
が
あ
け
放
た
れ
て
い
た
こ
と
は
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
落
語
的
要
素
に
も

あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
「
虞
美
人
草
」
で
は
明
治
文
明
に
と
り
残
さ
れ
た
も
の
と
し
て
井
上
硯

堂
・
小
夜
子
と
り
つ
庶
民
が
照
ら
し
出
さ
れ
、
「
坑
夫
」
の
成
立
は
、
さ
ら
に
底
辺
に
あ
る
人

間
〈
ー
の
関
心
と
負
い
目
な
く
し
て
は
あ
り
え
な
い
。
「
夢
十
夜
」
に
先
立
つ
こ
れ
ら
の
作
品

で
、
こ
の
よ
う
に
底
辺
の
存
在
九
の
目
配
り
が
深
ま
っ
て
き
て
い
る
事
情
が
看
取
さ
れ
る
。
「

夢
十
夜
」
は
こ
れ
を
継
承
し
て
い
る
。
軽
蔑
と
負
い
目
と
は
共
存
し
う
る
の
で
、
「
道
草
」
に

お
け
る
全
面
的
な
庶
民
の
発
掘
は
未
だ
し
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
負
い
目
の
感
覚
を
抜
き
に

し
て
は
「
夢
十
夜
」
の
暗
さ
を
十
分
に
位
置
づ
け
る
乙
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
明
治
以
前
と
明
治
の
新
時
代
と
は
、
不
幸
に
も
こ
の
よ
う
な
負
の
形
で
、
し
か
し
、
切
り

離
し
が
た
く
接
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
つ
の
時
代
の
重
な
り
は
、
第
六
夜
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
夢
の
前
半
は
、
運
慶
が
仁

王
を
刻
ん
で
い
る
場
面
で
あ
り
、
念
を
押
す
ま
で
も
な
く
「
鎌
倉
時
代
」
で
あ
る
。
し
か
し
、

乙
れ
を
見
て
い
る
見
物
は
、
み
ん
な
「
明
治
の
人
間
」
に
他
な
ら
な
い
。
乙
の
鎌
倉
と
明
治
と

の
対
比
は
、
後
半
に
至
っ
て
一
層
深
い
意
味
を
持
つ
。
「
自
分
」
は
、
運
慶
に
習
っ
て
「
片
っ

端
か
ら
彫
っ
て
見
」
る
の
だ
が
、
「
明
治
の
木
に
は
到
底
仁
王
は
埋
っ
て
ゐ
な
」
か
っ
た
の
で

あ
る
。
伝
統
芸
術
と
明
治
の
芸
術
と
は
切
断
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
、
先
に
も
述
ぺ
た
よ

う
に
、
伝
統
芸
術
は
明
治
の
時
代
ま
で
そ
の
生
命
を
持
続
し
て
い
る
の
に
、
当
の
明
治
の
芸

術
は
こ
の
時
代
の
中
で
す
ら
真
の
生
命
を
発
揮
で
き
な
い
偽
物
的
な
存
在
に
す
ぎ
な
い
。
第

三
夜
と
は
対
照
的
に
明
る
い
乙
の
第
六
夜
に
あ
っ
て
も
、
伝
統
と
明
治
と
は
す
れ
違
っ
て
お
り
、

明
治
の
芸
術
文
化
の
不
毛
性
が
確
認
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

実
の
と
と
ろ
、
こ
う
し
た
明
治
以
前
と
明
治
と
の
交
錯
と
一
事
離
と
い
う
現
象
は
、
こ
れ
ら
の

夢
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
詳
細
に
述
ぺ
る
余
裕
が
な
い
の
が
残
念
だ
が
、
た
と
え
ば
、

第
二
夜
、
第
五
夜
に
も
明
治
的
要
素
が
混
入
し
て
い
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
第
二
夜
で
死
を
決

意
し
よ
う
と
す
る
侍
を
生
の
自
覚
に
引
き
戻
す
の
は
明
治
の
現
代
的
な
自
意
識
で
あ
り
、
第
五

夜
で
同
じ
く
死
を
覚
悟
し
た
武
人
の
女
に
対
す
る
執
者
の
蔭
に
生
へ
の
未
練
が
隠
さ
れ
て
い
る

の
は
先
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
だ
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「
髪
剃
」
な
ど
を
引
き
合
に
出
す
作
者
の
感
覚

と
と
も
に
、
こ
こ
に
は
武
人
の
時
代
と
対
立
す
る
明
治
的
な
心
性
が
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
明
治
は
作
者
に
と
っ
て
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
。
す
で

に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
明
治
の
現
実
は
距
離
を
置
い
た
批
判
の
対
象
と
い
う
以
外
に
は
な
い
。

西
洋
近
代
文
明
の
潮
流
の
あ
お
り
を
く
ら
っ
て
混
乱
し
た
明
治
日
本
に
対
す
る
根
底
的
な
批
評

が
生
じ
る
の
は
、
こ
乙
か
ら
で
あ
る
。

明
治
日
本
に
対
す
る
文
明
批
判
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
従
来
第
七
夜
、
第
六
夜
で
部
分

的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ζ

れ
ま
で
の
検
討
を
ふ
り
か
え
っ
て
も
、
乙
の
指
摘
は
確
か
に
う
な

づ
け
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
、
部
分
的
な
も
の
に
は
限
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

第
二
夜
、
第
五
夜
、
第
九
夜
に
お
い
て
充
実
し
た
価
値
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
、
一
時
代
前
の
武

人
的
倫
理
で
あ
り
、
そ
の
中
の
近
代
的
要
素
は
む
し
ろ
マ
イ
ナ
ス
と
し
て
働
い
て
い
た
。
第

六
夜
に
お
い
て
芸
術
的
生
命
を
確
保
し
て
い
る
の
は
、
伝
統
芸
術
で
あ
っ
て
、
明
治
の
そ
れ
は

虚
妄
で
あ
り
、
し
か
も
、
第
三
夜
に
お
い
て
、
明
治
の
近
代
は
背
負
う
べ
き
伝
統
を
抹
殺
し
て

き
で
い
る
事
情
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。
多
少
の
別
は
あ
っ
て
も
、
死
に
対
す
る
積
極
的
挑

戦
の
契
機
を
保
有
し
て
い
る
の
は
、
乙
れ
ら
明
治
以
前
に
設
定
さ
れ
た
夢
で
あ
り
、
さ
ら
に
、

第
四
夜
と
り
わ
け
第
一
夜
の
ご
と
く
、
生
死
を
超
越
し
た
絶
対
境
を
現
出
さ
せ
え
て
い
る
の

は
、
現
実
的
な
歴
史
の
影
を
帯
び
な
い
超
時
代
的
な
世
界
の
設
定
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
以
上

の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
生
と
死
の
モ
チ
ー
フ
と
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
る
の
は
、
激
石
の
時

代
認
識
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
集
約
と
し
て
、
明
治
文
明
に
対
す
る
深
い
懐
疑
が
厳
存
し
て
い

る
と
い
う
乙
と
に
な
ろ
う
。

一回一

そ
れ
で
は
‘
作
者
は
、
明
治
日
本
を
全
面
的
に
拒
否
し
、
そ
乙
か
ら
の
脱
出
路
と
し
て
の

み
、
乙
の
「
夢
十
夜
」
の
世
界
を
構
築
し
た
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
は
、
明
治
に
取
材
し
た
夢
を
再
吟
味
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

興
味
あ
る
こ
と
に
は
、
明
治
に
取
材
し
た
夢
は
、
お
お
む
ね
時
代
現
実
に
対
す
る
作
家
の
あ



り
方
と
い
う
芸
術
論
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
乙
乙
で
は
、
乙
兵

ま
で
と
若
干
角
度
を
変
え
て
、
作
家
の
立
場
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
を
進
め
て
み
た
い
。

前
提
と
し
て
、
先
ず
、
第
六
夜
を
と
り
あ
げ
る
。
乙
乙
で
、
こ
れ
ま
で
、
運
慶
は
作
者
の
芸

術
上
の
絶
対
的
理
想
の
具
現
で
あ
り
、
そ
れ
を
代
弁
す
る
の
が
「
あ
の
通
り
の
眉
や
鼻
が
木
の

中
に
埋
っ
て
ゐ
る
の
を
、
撃
と
槌
の
カ
で
掘
り
出
す
迄
、
だ
」
と
い
う
「
若
い
男
」
の
発
言
、
だ
と

さ
れ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
坂
本
浩
『
近
代
作
家
と
深
層
心
理
』
(
昭
四
九
・
九
)
は
、

八
こ
の
男
は
芸
術
の
神
髄
を
明
確
に
喝
破
す
る
V
と
い
う
。
駒
尺
喜
美
『
激
石
そ
の
自
己
本
位

と
連
帯
と
』
(
昭
四
五
・
五
)
で
は
〈
リ
ア
リ
ズ
ム
の
根
本
に
ふ
れ
た
V
八
創
作
理
論
の
表

白
V
と
し
て
高
く
評
価
し
、
作
者
の
芸
術
観
と
直
結
さ
せ
て
い
る
。
橋
谷
秀
昭
『
夏
目
激
石

論
』
(
昭
四
七
・
四
)
も
ま
た
こ
れ
を
〈
激
石
の
芸
術
の
理
想
V
と
断
言
す
る
。
要
す
る
に
、

乙
れ
ら
の
評
家
は
、
「
若
い
男
」

H
運
慶
H
作
者
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
、
運
慶
の
芸
術
の
絶

対
肯
定
、
明
治
の
近
代
芸
術
の
全
面
否
定
を
論
の
帰
結
と
し
て
い
る
。

運
慶
が
確
か
に
一
つ
の
規
範
で
あ
る
乙
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
作
者

に
お
け
る
近
代
芸
術
の
理
想
と
完
全
に
合
致
す
る
と
見
な
す
の
に
は
、
若
干
の
ひ
び
わ
れ
が

残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
運
慶
の
境
地
を
代
弁
す
る
「
若
い
男
」
と
「
自

分
」
と
の
距
離
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
。
乙
の
男
は
「
流
石
は
運
慶
だ
な
。
眼
中
に
我
々
な
し

だ
。
天
下
の
英
雄
は
た
Y
仁
王
と
我
れ
と
あ
る
の
み
と
云
ふ
態
度
だ
」
と
い
う
。
運
慶
の
芸
術

を
英
雄
主
義
の
立
場
か
ら
賞
讃
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
自
分
」
は
、
「
果
し
て

さ
う
な
ら
誰
に
で
も
出
来
る
事
だ
」
と
し
て
彫
刻
に
と
り
か
か
る
。
前
者
の
英
雄
主
義
・
天
才

主
義
に
対
し
て
、
凡
人
主
義
の
立
場
に
立
つ
。
強
く
号
一
守
え
ば
、
芸
術
は
万
人
の
も
の
で
あ
り
、

凡
人
が
つ
く
る
も
の
と
い
う
近
代
的
な
芸
術
観
が
、
乙
乙
に
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
「

若
い
男
」
は
、
運
慶
の
芸
術
に
対
し
て
気
の
利
い
た
解
釈
を
下
す
が
、
自
分
で
は
何
一
づ
作
り

出
そ
う
と
し
な
い
。
い
わ
ゆ
る
批
評
家
で
あ
ろ
う
。
乙
れ
と
違
っ
て
、
「
自
分
」
は
運
慶
を
放

り
出
し
て
帰
宅
し
、
自
ら
「
墜
と
金
槌
」
を
手
に
し
て
彫
刻
を
実
践
す
る
。
い
わ
ゆ
る
創
作
家

の
面
白
が
あ
る
。
乙
の
能
動
的
な
姿
勢
に
は
十
分
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

む
ろ
ん
、
乙
乙
に
は
滑
稽
味
が
流
れ
て
い
る
し
、
結
果
と
し
て
仁
王
が
生
ま
れ
な
い
の
は
先

に
確
か
め
た
通
り
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
い
さ
さ
か
話
は
飛
ぶ
が
、
明
治
三
十
九
年
の
「
野

分
」
に
お
い
て
、
明
治
の
四
十
年
間
に
は
未
だ
真
の
芸
術
は
生
れ
て
い
な
い
と
言
い
つ
つ
も
、

生
ま
れ
て
な
い
の
は
む
し
ろ
生
む
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
乙
と
だ
と
し
、
「
行
け
る
所
迄
行
く
の

が
人
生
」
で
あ
り
、
現
代
の
芸
術
家
の
使
命
だ
と
い
う
主
張
が
あ
っ
た
。
乙
の
第
六
夜
で
も
、

運
慶
の
英
雄
主
義
は
羨
望
す
べ
き
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
現
代
に
通
用
し
う
る
も
の
で
は
な

ぃ
、
現
代
の
不
毛
性
を
認
識
し
つ
つ
も
、
な
お
、
「
片
っ
端
か
ら
」
彫
り
出
し
、
最
後
ま
で
彫

り
続
け
る
行
為
以
外
に
明
治
の
創
作
家
の
生
き
方
は
な
い
と
い
う
覚
悟
が
語
ら
れ
て
い
る
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

第
七
夜
に
つ
い
て
は
、
先
に
分
析
し
た
の
で
細
か
い
吟
味
は
避
け
る
が
、
結
未
の
悲
観
的
な

幕
切
れ
か
ら
も
、
死
ん
で
は
駄
目
だ
、
そ
れ
が
い
か
に
厭
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
も
、
乙
の

生
、
乙
の
明
治
日
本
に
止
ま
る
の
が
、
人
間
本
来
の
あ
り
よ
う
だ
と
い
う
結
論
を
読
み
取
り
う

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
八
夜
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
恐
ら
く
、
乙
れ
ま
で
に
は
指
摘
の
な
い
こ
と
だ
が
、
乙
れ
は
、
床

屋
に
お
け
る
人
生
の
一
一
風
景
と
い
う
以
上
に
、
第
六
夜
に
つ
づ
く
創
作
論
と
し
て
読
む
乙
と
も

で
き
る
。

「
自
分
」
は
、
眼
前
の
床
屋
の
鏡
を
通
し
て
、
そ
乙
に
映
る
世
間
の
現
実
を
跳
め
る
。
し
か

し
、
た
と
え
ば
芸
者
は
映
っ
て
も
「
相
手
は
ど
う
し
て
も
鏡
の
中
へ
出
て
来
」
ず
、
餅
を
つ
く

音
は
し
て
も
「
粟
餅
屋
は
決
し
て
鏡
の
中
に
出
て
来
な
い
」
と
い
う
風
に
、
こ
乙
で
は
鏡
に
映

ら
な
い
も
の
の
叙
述
が
目
立
つ
。
つ
ま
り
、
鏡
は
、
現
実
の
断
片
を
よ
く
映
す
が
、
乙
れ
に
よ

っ
て
現
実
の
総
体
を
と
ら
え
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、
乙
の
鏡
と
は
何
か
。
乙
れ
は
実
際
の
鏡
で
あ
る
と
同
時
に
、
作
家
獄
石
に
照
ら

せ
ば
、
そ
の
創
作
活
動
そ
の
も
の
の
象
徴
と
も
読
め
る
の
で
は
な
い
か
。
鏡
は
、
「
吾
輩
は
猫

で
あ
る
」
九
の
苦
沙
磁
の
自
己
凝
視
の
場
面
以
来
、
激
石
文
学
に
お
い
て
意
識
的
に
用
い
ら
れ

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
務
露
行
」
に
お
け
る
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
は
、
鏡
を
通
し
て
の
み
現
実

世
界
を
見
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
立
場
が
作
者
そ
の
人
の
立
場
に
震
な
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
越
智
治
雄
氏
の
指
摘
が
あ
る
(
『
激
石
私
論
』
昭
四
六
・
六
)
。

ま
た
、
後
年
の
「
硝
子
戸
の
中
」
の
冒
頭
で
は
、
「
書
斉
に
ゐ
る
私
の
限
界
は
極
め
て
単
調
で

さ
う
し
て
又
極
め
て
狭
い
」
と
い
い
、
「
小
さ
い
私
と
広
い
世
の
中
と
を
隔
離
し
て
ゐ
る
此
硝

子
戸
」
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
乙
の
硝
子
一
戸
は
作
者
の
限
界
で
あ
り
、
そ
の
限
界
に
対
す
る
引

け
目
が
明
ら
か
に
ζ

乙
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
第
八
夜
の
鏡
も
ま
た
、
乙
の
よ
う
な
性
格
の
も
の

の
だ
と
い
え
よ
う
。

乙
の
延
長
線
上
に
す
わ
る
の
が
、
金
魚
売
の
指
話
で
あ
る
。
「
自
分
」
は
、
床
屋
の
椅
子
に

座
っ
て
い
る
と
き
、
「
白
い
男
」
に
「
ど
う
だ
ら
う
、
物
に
な
る
だ
ら
う
か
」
と
二
度
も
繰
返

し
て
聞
く
。
文
脈
か
ら
い
え
ば
、
表
面
的
に
は
も
と
よ
り
「
髭
」
の
話
、
だ
が
、
乙
の
問
い
の
背
後

の
意
味
は
も
っ
と
深
く
八
彼
は
む
し
ろ
自
分
自
身
に
つ
い
て
聞
い
て
も
い
る
V
(越
智
治
雄
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前
掲
書
〉
と
い
う
見
解
が
至
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
論
の
文
脈
で
い
え
ば
、
ま
さ
に
こ
乙
で
「
自

分
」
の
人
間
と
芸
術
が
関
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
つ
臼
い
男
」
は
、
乙
れ
に
対
す

る
直
接
の
返
答
の
代
り
に
、
聞
を
置
い
て
「
日
一
那
は
表
の
金
魚
'
売
を
御
覧
な
す
っ
た
か
」
と
い

う
謎
め
い
た
重
い
聞
い
を
逆
に
「
自
分
」
に
返
す
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
ば
に
・
つ
な
が
さ
れ
て
、
「
自
分
」
は
、
表
へ
出
て
金
魚
売
に
目
を
注
ぐ
。
し
か

し
、
乙
の
金
焦
売
は
「
自
分
の
前
に
並
ぺ
た
金
集
を
見
詰
め
た
侭
」
「
ち
っ
と
も
動
か
な
か
っ

た
」
と
さ
れ
て
い
る
。

ζ

れ
は
恐
ら
く
八
太
平
の
遊
民
の
飴
蕩
た
る
暮
し
ぶ
り
の
名
残
り
V
(桶

谷
秀
昭
『
夏
目
激
石
論
』
昭
四
七
・
四
)
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
金
無
売
が
見
詰

め
る
桶
の
中
に
は
「
痩
せ
た
金
魚
ゃ
、
肥
っ
た
金
魚
」
が
沢
山
い
る
。
つ
ま
り
、
乙
こ
に
は
金

魚
の
世
界
が
あ
る
。
思
え
ば
、
乙
の
商
売
人
ら
し
く
も
な
い
金
魚
売
は
、
見
る
ζ

と
に
よ
っ

て
、
確
実
に
乙
の
金
貨
の
世
界
を
所
有
し
そ
れ
に
よ
っ
て
不
動
の
境
地
を
わ
が
も
の
と
し
て
い

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
色
彩
に
敏
感
な
「
夢
十
夜
」
の
中
に
あ
っ
て
、
第
八
夜
前
半
の
基
調

は
、
白
と
黒
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
の
金
魚
の
描
写
に
至
つ
て
は
じ
め
て
「
赤
い
金
貨
や
、
斑
入

り
の
金
魚
」
と
い
う
色
ど
り
が
あ
ら
わ
れ
る
。
い
わ
ば
、
白
黒
フ
ィ
ル
ム
か
ら
カ
ラ

i
フ
ィ
ル

ム
九
の
乙
の
転
換
は
、
「
自
分
」
が
と
ら
え
よ
う
と
す
る
世
界
と
金
魚
売
が
抱
え
た
世
界
と
の

充
実
度
の
落
差
を
証
す
る
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
乙
の
第
八
夜

何
社
、
小
さ
く
と
も
一
つ
の
世
界
を
実
像
と
し
て
紛
う
方
な
く
領
略
し
切
っ
て
い
る
こ
の
金
魚

E
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売
と
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鏡
に
映
る
虚
像
を
対
照
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
不
確
か
で
不

安
定
な
明
治
の
作
家
の
宿
命
が
ま
た
し
て
も
、
ま
ざ
ま
ざ
と
逆
照
射
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。

第
十
夜
が
乙
の
課
題
を
引
継
ぐ
。
庄
太
郎
は
、
そ
の
名
の
示
す
通
り
の
道
楽
者
だ
が
、
同

時
に
彼
に
作
家
・
芸
術
家
の
一
面
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
「
往
来
の
女

の
顔
を
眺
め
」
る
の
が
道
楽
だ
が
、
乙
れ
と
現
実
的
な
関
係
を
結
ぼ
う
と
は
し
な
い
。
水
菓
子

の
「
色
許
り
賞
め
て
」
乙
れ
を
食
お
う
と
は
し
な
い
。
彼
は
、
つ
ね
に
「
パ
ナ
マ
の
帽
子
」
を

手
離
さ
な
い
わ
け
だ
が
、
俳
体
詩
や
「
吾
輩
は
猶
で
あ
る
」
以
来
、
激
石
文
学
に
あ
っ
て
パ
ナ

マ
帽
は
、
一
貫
し
て
、
西
洋
的
ハ
イ
カ
ラ
趣
味
の
シ
ン
ボ
ル
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、

庄
太
郎
に
は
、
現
実
に
立
ち
わ
た
ら
ず
、
西
洋
趣
味
に
冒
さ
れ
た
、
美
の
鑑
賞
家
も
し
く
は
唯

美
的
な
文
学
者
の
面
貌
が
あ
ら
わ
に
な
っ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
庄
太
郎
の
前
に
立
ち
現
わ
れ
て
彼
を
誘
う
美
し
い
女
を
八
鏡
子
夫
人
V
(駒
尺

喜
美
前
掲
書
)
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
む
し
ろ
乙
れ
は
美
の
神
ミ
ュ
ー
ズ
で
あ
ろ
う
。
彼

は
、
乙
の
美
神
に
魅
入
ら
れ
て
、
誘
い
に
応
じ
る
。
そ
ζ

に
待
っ
て
い
た
も
の
は
、
死
の
底
~

の
跳
躍
か
、
豚
と
の
格
闘
か
、
と
い
う
す
さ
ま
じ
い
二
者
選
一
の
状
況
で
あ
っ
た
。
ス
テ
ッ
キ

で
ぶ
て
ば
「
ぐ
う
と
鳴
い
て
」
「
真
逆
様
に
穴
の
底
九
転
げ
込
」
む
く
せ
に
、
陸
続
と
や
っ
て

く
る
豚
を
「
女
性
の
与
え
る
畏
怖
の
モ
テ
ィ
l
フ
」
(
超
智
治
雄
前
掲
書
)
と
受
け
止
め
る

に
せ
よ
「
文
字
通
り
世
間
の
ブ
タ
ど
も
」
(
駒
尺
喜
美
前
掲
書
)
と
受
止
め
る
に
せ
よ
、

そ
れ
が
美
の
裏
側
に
実
在
す
る
醜
怪
な
現
実
の
実
態
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
あ
げ
く

に
、
庄
太
郎
は
「
豚
に
紙
め
ら
れ
」
倒
れ
て
し
ま
う
。

と
の
庄
太
郎
に
対
し
て
、
健
さ
ん
は
、
批
判
が
ま
し
い
こ
と
を
言
い
な
が
ら
、
し
か
し
、
や

は
り
「
庄
太
郎
の
バ
ナ
?
の
帽
子
が
貰
ひ
た
い
」
と
い
う
。
健
さ
ん
が
第
二
の
庄
太
郎
に
な
ら

な
い
保
証
は
ど
乙
に
も
な
い
。

人
は
恐
ら
く
、
生
ま
れ
、
成
長
し
て
、
い
く
ば
く
か
の
夢
を
追
い
、
そ
の
夢
に
欺
か
れ
て

生
涯
徒
労
の
闘
い
を
続
け
、
そ
し
て
精
根
尽
き
て
息
絶
え
る
。
そ
れ
に
批
判
の
目
を
向
け
る
人

間
も
、
所
詮
乙
の
サ
イ
ク
ル
を
脱
す
る
乙
と
は
で
き
な
い
。
乙
の
点
で
は
、
芸
術
家
・
作
家

も
ま
た
例
外
で
は
な
い
。
ど
の
よ
う
に
ハ
イ
カ
ラ
な
教
養
を
身
に
つ
け
、
ど
ん
な
審
美
限
を
持

っ
て
い
よ
う
と
、
彼
は
ほ
ど
な
く
塵
労
の
現
実
と
向
か
い
合
う
乙
と
に
な
り
、
そ
れ
と
格
闘
し

つ
つ
倒
れ
る
運
命
に
あ
る
。

。
&

か
え
り
み
る
と
、
第
六
夜
で
は
、
芸
術
家
の
基
盤
と
い
う
点
で
運
慶
と
の
関
の
差
が
あ
る
に

し
て
も
、
ま
だ
し
も
、
芸
術
を
解
す
る
教
育
の
あ
る
人
間
と
無
教
育
な
群
衆
と
が
は
っ
き
り
区

別
さ
れ
て
い
た
。
第
八
夜
で
は
、
作
家
の
自
の
限
界
と
空
虚
さ
が
自
覚
さ
れ
つ
つ
も
、
な
お
、

見
る
場
所
と
い
う
作
家
の
特
別
席
は
残
さ
れ
て
い
た
。
乙
の
第
十
夜
に
至
る
と
、
見
る
乙
と
に

終
始
し
よ
う
と
し
た
審
美
家
が
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
の
現
実
の
只
中
に
投
げ
出

さ
れ
、
空
し
く
た
た
か
い
空
し
く
死
ぬ
と
い
う
経
過
が
つ
き
放
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
も
は
や

装
術
家
に
何
の
特
権
も
な
い
の
で
、
乙
の
徒
労
の
生
は
、
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
人
聞
の
生
の

裸
形
の
姿
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ふ
た
た
び
、
蓑
術
論
は
、
人
生

論
の
場
に
投
げ
返
さ
れ
て
く
る
。

第
一
夜
に
見
ら
れ
た
生
死
一
如
の
絶
対
境
の
す
ば
ら
し
さ
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
第
二

夜
、
第
五
夜
、
第
九
夜
な
ど
、
死
に
よ
っ
て
生
を
打
開
し
う
る
時
代
も
ま
た
羨
望
す
べ
き
で
あ

る
。
し
か
し
、
第
六
夜
、
第
七
夜
、
第
八
夜
、
そ
し
て
第
十
夜
で
辿
っ
て
き
た
よ
う
に
明
治
の

現
代
で
は
死
も
ま
た
救
済
で
は
あ
り
え
ず
、
生
は
徒
労
感
に
満
ち
た
猿
雑
な
姿
を
示
す
に
す
ぎ



な
い
。こ

の
よ
う
な
「
夢
十
夜
」
の
推
移
は
、
第
一
夜
と
第
十
夜
と
の
対
象
に
、
端
的
に
結
晶
し
て

い
る
。
第
一
夜
で
は
、
時
空
一
を
絶
し
た
超
越
的
な
場
面
を
背
景
に
、
余
人
を
一
切
入
れ
ず
、
女

と
二
人
だ
け
で
、
「
自
分
」
は
純
美
な
絶
対
を
体
感
す
る
乙
と
が
で
き
た
。
第
十
夜
で
は
、
開

化
の
現
代
の
さ
中
で
、
衆
人
と
と
も
に
、
美
に
欺
か
れ
た
人
間
の
現
実
を
醒
め
た
眼
で
傍
観
せ

ざ
る
を
え
な
い
の
が
「
自
分
」
で
あ
る
。
こ
の
第
一
夜
か
ら
第
十
夜
へ
の
転
回
を
経
て
、
夢
の

世
界
は
、
ま
さ
に
う
ち
砕
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
い
や
正
確
に
見
る
と
、
現
実
の
実
人
生
に

対
置
す
れ
ば
、
そ
れ
自
体
一
つ
の
夢
に
他
な
ら
な
い
虚
構
の
世
界
を
さ
ら
に
「
夢
十
夜
」
と
い

う
枠
で
包
ん
だ
と
き
、
作
者
は
す
で
に
、
夢
の
効
用
と
と
も
に
そ
の
は
か
な
さ
を
予
覚
し
て
い

た
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
予
覚
は
当
っ
た
。

し
か
し
、
作
者
は
、
乙
の
夢
の
放
棄
の
過
程
で
、
夢
を
通
し
て
強
靭
な
現
実
九
の
触
覚
を
わ

が
も
の
と
し
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
作
家
で
あ
る
こ
と
と
一
人
の
常
凡
な
人
間
で
あ
る
乙
と

と
を
重
ね
合
わ
せ
え
た
触
覚
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
愚
劣
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
こ

れ
が
実
人
生
の
真
の
姿
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
ま
ま
引
受
け
る
ほ
か
は
な
い
。

あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
捉
え
た
実
人
生
も
ま
た
一
条
の
夢
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な

い
。
け
れ
ど
も
、
今
目
前
に
見
え
て
い
る
乙
の
生
を
辿
る
以
外
に
人
の
生
き
方
は
な
く
、
夏
目

金
之
助
の
場
所
も
な
い
。
「
三
四
郎
」
「
そ
れ
か
ら
」
以
降
の
現
実
的
な
作
家
の
行
程
が
、
こ

う
し
て
始
ま
る
。

注
川
試
み
に
、
管
見
に
入
っ
た
も
の
の
う
ち
注
目
す
ぺ
き
見
解
を
、
無
理
を
押
し
て
図
表
化

す
れ
ば
、
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
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42 31 28 24 
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『
夢
十
夜
』
序
説
|
|
第
一
夜
・
第
七
夜
を
中
心
と
し
て
」
(
『
作
品
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目
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』
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・
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、
双
文
社
、
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れ
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か
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へ
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て
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よ
う
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会
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季
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究
集

会
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け
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発
表
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え
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)


