
一
夜
の
寝
覚
」
表
現
孜

は
じ
め
に
’
一
‐
心
づ
く
し
」
の
語
義
Ｉ

『
夜
の
寝
覚
」
表
現
孜

』
心
づ
く
し
」
と
一
夜
な
夜
な
‐

お
い
て
、
菅
原
文
時
の
功
績
を
列
挙
す
る
際
に
、
叙
位
略
例
一
峡
目
録
編
纂

Ｉ
§

の
態
度
を
評
価
し
て
「
尽
心
情
於
案
謄
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

日
本
に
お
け
る
奏
状
等
、
朝
廷
に
提
出
す
る
文
書
は
中
国
の
漢
詩
文
を
倣

っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
当
然
で
は
あ
る
が
、
前
掲
『
春
秋
左
氏

伝
』
の
用
例
と
用
法
が
類
似
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
漢
語
「
尽
心
」
の
用
法
に
対
し
て
、
日
本
最
古
の
歌
集
『
万

葉
集
』
で
は
異
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
巻
第
十
三
の
三
二
六
五
番
歌

Ｉ
Ｉ

「
大
舟
能
思
懸
君
故
永
尽
心
者
惜
雲
梨
」
の
「
尽
心
」
は
「
さ
ま
ざ
ま
に
心

《
５
》

（
６
）

を
議
す
事
」
、
「
あ
な
た
の
た
め
に
あ
れ
こ
れ
と
傾
け
つ
く
す
こ
の
思
い
」
と

訳
さ
れ
る
。
当
該
歌
が
相
聞
歌
群
に
位
置
す
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と

「
尽
心
」
は
心
配
、
物
思
い
が
激
し
い
心
情
を
表
す
た
め
の
表
現
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
。
特
に
伊
藤
博
氏
は
「
遠
く
へ
旅
立
っ
た
夫
に
対
し
て
月
を

経
て
恋
い
焦
が
れ
る
内
容
」
と
三
二
六
五
番
歌
を
解
釈
し
て
お
ら
れ
る
。

当
該
和
歌
に
お
け
る
「
尽
心
」
は
「
尽
す
心
」
と
読
む
が
、
「
心
尽
す
」

と
い
う
表
現
も
『
万
葉
集
』
に
は
合
計
七
例
確
認
で
き
る
。

『
万
葉
集
』
巻
第
七
の
一
三
二
四
番
歌
の
警
聡
歌
「
水
底
示
沈
白
玉
誰
故

岸
本
悠
子七

「
心
づ
く
し
」
は
『
文
明
本
節
川
集
』
で
確
認
す
る
と
「
心
誰
」
と
表
記

さ
れ
て
い
る
。
漢
語
と
し
て
は
「
尽
心
」
と
い
う
熟
語
が
あ
り
、
こ
れ
は

「
心
力
」
、
つ
妻
り
「
心
と
力
」
も
し
く
は
「
精
神
力
」
を
尽
く
す
こ
と
を
言

う
。
「
尽
心
娼
力
」
と
い
う
慣
用
表
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
「
尽
心
」
は
中

国
に
お
い
て
市
民
権
を
得
た
表
現
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

Ｉ
亙

一
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
十
九
年
に
、
「
蓋
心
力
以
事
君
。
」
（
真
心
を
尽
く
し

て
君
に
仕
え
れ
ば
よ
い
。
）
と
い
う
一
節
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
『
孟
子
」

は
「
識
心
」
と
い
う
篇
名
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
篇
名
は
冒
頭
の
「
孟
子

Ｉ
曾

日
、
謹
其
心
者
、
知
其
性
也
。
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
か

ら
、
漢
語
「
尽
心
」
は
誠
心
誠
意
努
力
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
確
認
で

き
る
。日

本
の
漢
詩
文
に
も
ま
た
、
「
尽
心
」
と
同
類
の
表
現
が
確
認
さ
れ
る
。

『
本
朝
文
粋
一
の
巻
第
六
「
請
殊
蒙
天
裁
依
勤
績
及
儒
労
叙
従
三
位
状
」
に



『
無
名
草
子
・
一
に
お
け
る
一
夜
の
寝
覚
』
の
総
評
部
分
の
文
章
で
あ
る
。

『
夜
の
寝
覚
』
の
物
語
は
ど
こ
も
か
し
こ
も
「
胸
の
ひ
ま
」
が
な
い
ほ
ど

に
「
心
づ
く
し
」
な
場
面
ば
か
り
で
あ
る
、
と
『
無
名
草
子
』
で
は
評
し
て

い
る
。
「
夜
の
寝
覚
」
に
お
け
る
男
君
と
女
君
と
の
悲
恋
は
中
世
の
読
者
の

胸
を
打
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
資
料
で
あ
る
。
『
無
名
草
子
』
中
に
は
他
に
三

例
の
「
心
づ
く
し
」
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
『
夜
の
寝
覚
』
に
関
す
る
評
価
以

外
の
用
例
は
『
源
氏
物
語
』
の
「
須
磨
」
に
一
例
、
さ
ら
に
、
『
今
と
り
か

へ
ぱ
や
』
に
二
例
あ
る
。
こ
の
三
例
に
関
し
て
は
、
物
語
梗
概
部
分
に
見
ら

れ
、
物
語
の
本
文
に
も
同
様
の
表
現
が
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
、
『
無
名
草

子
』
筆
者
の
作
品
評
価
と
し
て
の
「
心
づ
く
し
」
は
『
夜
の
寝
覚
』
の
み
に

用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
無
名
草
子
』
筆
者
に
と
っ
て
の
『
夜
の
湛

悼
ん
で
は
一
心
づ
く
し
」
に
な
り
、
ま
た
人
を
愛
し
て
は
「
心
づ
く
し
」
に

な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

一
寝
砦
些
こ
そ
、
収
り
立
て
て
い
み
じ
き
ふ
し
も
な
く
、
ま
た
、
さ
し

て
め
で
た
し
と
言
ふ
べ
き
所
な
け
れ
ど
も
、
は
じ
め
よ
り
た
だ
人
ひ
と

り
の
こ
と
に
て
、
散
る
心
も
な
く
し
め
じ
め
と
あ
は
れ
に
、
心
入
り
て

作
り
出
で
け
む
ほ
ど
恩
ひ
や
ら
れ
て
、
あ
は
れ
に
あ
り
が
た
き
も
の
に

て
侍
れ
ば
。
い
づ
く
か
少
し
胸
の
ひ
ま
あ
る
、
心
尽
く
し
な
る
と
い
ふ

〔
Ⅲ
》

中
に
、
身
に
し
み
て
お
ぼ
ゆ
る
ふ
し
ぶ
し
は

一
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
「
心
づ
く
し
」
の
意
義

七
一
四

心
尽
而
吾
不
念
永
」
に
お
け
る
用
法
を
確
認
す
る
と
、
一
水
底
に
沈
ん
で
い

る
真
珠
を
、
そ
の
真
珠
以
外
の
誰
故
に
こ
ん
な
に
心
を
蓋
し
て
自
分
は
恩
ひ

７
－

は
し
な
い
一
）
と
よ
・
（
真
珠
の
や
う
な
あ
の
人
一
人
の
為
な
の
だ
。
）
」
と
訳

さ
れ
る
よ
う
に
、
恋
の
物
思
い
に
よ
る
憂
い
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
他
の

再
８
一

六
例
も
相
聞
歌
や
挽
歌
が
多
い
こ
と
が
確
認
で
き
、
語
義
と
し
て
は
、
漢
語

「
尽
心
」
に
見
ら
れ
た
、
心
血
を
注
ぐ
意
で
は
な
く
、
心
を
悩
ま
す
意
で
使

わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
万
葉
集
」
に
は
「
心
づ
く
し
」
の
前
身
と
も
い
え
る
動

詞
が
、
し
か
も
漢
語
と
は
異
な
っ
た
意
味
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
「
心
づ
く
し
」
は
、
『
日
葡
辞
書
」
に
「
コ
コ
ロ
ヅ
ク
シ
」
と

い
う
名
詞
、
「
コ
コ
ロ
ヅ
ク
シ
ニ
」
と
い
う
副
詞
の
二
つ
の
項
Ⅱ
が
あ
が
っ

て
お
り
、
前
者
で
は
「
心
配
、
心
を
悩
ま
し
苦
し
め
る
こ
と
」
と
定
義
さ
れ

て
い
る
。
現
代
の
古
語
辞
典
に
お
い
て
も
概
ね
こ
の
よ
う
な
意
味
が
挙
げ
ら

れ
、
形
容
動
詞
と
し
て
挙
げ
る
辞
書
も
あ
る
。
「
心
づ
く
し
」
と
い
う
語
形

は
「
万
葉
集
』
の
み
な
ら
ず
、
上
代
に
は
用
例
が
確
認
で
な
い
ら
し
く
、

（
９
）

「
心
つ
く
す
」
と
い
う
川
段
活
用
の
動
詞
と
し
て
『
時
代
別
国
語
大
辞
典

上
代
編
』
で
は
扱
わ
れ
て
い
る
。

検
討
し
た
『
万
葉
集
』
の
「
心
尽
す
」
を
ふ
り
か
え
る
と
『
日
葡
辞
書
』

で
確
認
で
き
る
「
心
づ
く
し
」
と
同
じ
心
情
を
表
現
し
て
お
り
、
「
心
つ
く

す
」
が
「
心
づ
く
し
」
に
変
化
し
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

「
心
づ
く
し
」
は
漢
語
に
み
ら
れ
る
「
尽
心
」
と
は
異
な
る
意
味
に
お
い

て
、
古
来
日
本
人
に
根
付
い
て
い
た
表
現
で
あ
っ
た
。
日
本
人
は
人
の
死
を



覚
』
は
ま
さ
に
「
心
づ
く
し
」
な
物
語
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
こ
の
「
心
づ
く
し
」
と
い
う
表
現
は
一
夜
の
寝
覚
」
の
冒
頭
に
も

使
用
さ
れ
る
表
現
で
あ
る
。

①
人
の
世
の
さ
ま
ざ
ま
な
る
を
見
聞
き
つ
も
る
に
、
な
ほ
寝
覚
の
御
仲
ら

ひ
ば
か
り
、
浅
か
ら
ぬ
契
り
な
が
ら
、
よ
に
心
づ
く
し
な
る
例
は
、
あ

一
Ⅲ
》

り
が
た
く
も
あ
り
け
る
か
な
。
（
巻
一
一
二
九
）

一
卿
夜
の
寝
覚
』
表
現
孜

彼
女
と
恋
愛
の
噸
が
あ
る
宮
の
中
将
を
弱
っ
て
帰
っ
た
。

女
君
は
こ
の
逢
瀬
が
原
因
で
懐
妊
す
る
。
周
囲
を
櫛
る
事
情
だ
け
に
、
女

君
付
の
女
房
の
役
割
を
担
う
対
の
君
が
、
困
っ
て
男
の
行
方
を
捜
し
て
い
た

と
こ
ろ
、
大
君
の
婿
に
な
っ
た
人
で
あ
る
と
発
覚
す
る
。
男
君
も
女
君
の
素

性
を
探
り
当
て
て
、
言
い
寄
る
が
、
女
君
側
は
受
け
入
れ
な
い
。
引
用
文
②

の
場
面
は
男
君
が
一
つ
屋
根
の
下
に
暮
ら
す
女
君
に
近
寄
れ
な
い
つ
ら
さ
を

嘆
く
場
面
で
あ
る
。

対
の
君
が
男
君
の
接
近
を
拒
む
事
も
一
こ
と
わ
り
」
で
あ
る
と
は
思
う
も

の
の
、
男
君
は
互
い
に
相
手
を
別
人
と
誤
認
し
て
別
れ
た
こ
と
を
「
あ
い
な

か
り
け
る
人
違
」
と
し
、
後
悔
す
る
。
姉
の
夫
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
今
と
な

っ
て
は
結
ば
れ
る
べ
く
も
な
く
、
「
か
か
る
契
り
」
を
「
前
の
世
ま
で
恨
め

し
き
」
と
思
い
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
し
て
「
心
づ
く
し
な
り
や
」
と
嘆

く
。

こ
の
場
面
に
お
け
る
「
、
心
づ
く
し
」
は
男
君
が
「
か
か
る
契
り
」
に
対
し

て
晩
い
た
言
葉
で
あ
り
、
思
う
よ
う
に
な
ら
ぬ
女
君
と
の
関
係
を
悲
嘆
す
る

②
こ
と
わ
り
に
、
恨
み
や
る
べ
き
か
た
な
く
、
我
も
人
も
、
あ
い
な
か
り

け
る
人
達
に
、
あ
ら
ぬ
名
の
り
を
変
へ
っ
っ
、
は
か
な
く
空
に
た
だ
よ

ひ
て
、
た
が
ひ
に
か
か
る
契
り
の
、
前
の
世
ま
で
恨
め
し
き
に
、
「
身

を
知
ら
ず
は
」
と
、
心
は
恩
ひ
な
さ
れ
ず
。
「
心
づ
く
し
な
り
や
。
い

か
に
せ
む
・
」
と
の
み
、
明
暮
は
わ
ぶ
る
気
色
も
て
隠
せ
ど
、
い
か
が

人
も
恩
ひ
と
が
め
ざ
ら
む
。
（
巻
一
一
○
一
～
一
○
二
）

七
五

脳
』

冒
頭
で
は
、
一
夜
の
寝
覚
」
の
男
君
と
女
君
の
関
係
は
こ
れ
ま
で
見
聞
き

し
て
き
た
数
多
の
恋
愛
の
中
で
も
と
り
わ
け
「
心
づ
く
し
」
な
例
で
あ
る
と

語
り
手
が
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
展
開
さ
れ
る
男
君
と
女
君
の
悲
恋
が
す

で
に
冒
頭
で
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
心
づ
く
し
」
と
い
う
表
現
が

そ
の
主
題
を
背
負
う
も
の
と
し
て
選
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
『
無

名
草
子
』
の
筆
者
が
「
心
づ
く
し
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
一
夜
の
寝
覚
』

を
評
し
た
こ
と
と
つ
な
ぎ
併
せ
て
考
え
る
と
、
こ
の
言
葉
の
重
要
性
が
認
識

さ
れ
よ
う
。
こ
の
「
心
づ
く
し
」
と
い
う
表
現
は
、
引
用
文
①
を
含
め
て
、

物
語
中
十
三
回
繰
り
返
さ
れ
る
。
以
下
順
に
用
例
を
検
討
し
て
い
く
。

主
人
公
女
君
の
父
で
あ
る
太
政
大
臣
は
妻
亡
き
後
、
息
子
二
人
と
娘
二
人

を
自
邸
で
養
育
し
て
い
た
。
あ
る
年
、
姉
大
君
の
結
婚
が
決
っ
た
頃
、
物
忌

み
の
た
め
女
君
は
九
条
の
屋
敷
に
身
を
寄
せ
て
い
た
。
そ
こ
に
来
あ
わ
せ
た

従
妹
に
あ
た
る
但
馬
の
守
の
妻
と
そ
の
三
女
と
合
奏
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
、

乳
母
の
見
舞
い
に
き
て
い
た
男
君
が
垣
間
見
す
る
。
そ
の
夜
、
男
君
は
但
馬

の
守
三
女
と
誤
認
し
た
ま
ま
女
君
と
強
引
に
契
り
を
交
わ
し
、
か
ね
て
か
ら



引
用
文
③
の
場
面
は
、
女
君
の
出
産
の
時
期
が
近
づ
く
に
つ
れ
、
男
君
が

表
立
っ
て
世
話
を
で
き
な
い
こ
と
を
悔
む
一
方
、
出
産
を
う
ち
あ
け
ら
れ
た

こ
と
を
機
に
女
君
と
連
絡
で
き
る
よ
う
に
要
求
す
る
も
、
対
の
君
は
将
来
に

頼
み
を
か
け
さ
せ
て
、
決
し
て
表
沙
汰
に
な
ら
ぬ
よ
う
諌
め
る
場
面
で
あ

る
。
対
の
君
は
現
在
音
信
も
ま
ま
な
ら
な
い
「
心
づ
く
し
の
御
契
り
」
は
長

生
き
を
し
て
い
れ
ば
い
つ
か
結
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
、
と
男
君
を
宥
め
る
の

で
あ
る
。

引
用
文
④
で
は
、
出
産
の
時
期
が
い
よ
い
よ
近
づ
き
、
出
産
の
処
置
に
悩

ん
だ
対
の
君
に
事
態
を
打
ち
明
け
ら
れ
た
次
兄
が
、
思
い
つ
め
た
様
子
の
男

君
を
見
て
心
中
で
二
人
の
関
係
を
「
心
づ
く
し
」
で
あ
る
と
男
君
に
同
情
を

寄
せ
て
い
る
。

③
「
…
限
り
あ
る
御
命
の
程
、
も
し
な
が
ら
へ
さ
せ
た
ま
は
ば
、
心
づ
く

し
の
御
契
り
の
は
て
、
お
の
づ
か
ら
あ
り
は
つ
る
や
う
は
べ
り
な
む

や
」

（
巻
一
一
一
七
）

④
心
得
て
気
色
見
る
に
、
大
納
言
は
い
み
じ
く
も
恩
ひ
し
め
た
ま
へ
る
か

な
。
こ
と
わ
り
か
な
。
心
浅
き
身
に
と
り
て
も
、
い
み
じ
く
心
づ
く
し

な
る
べ
き
こ
と
ど
も
ぞ
か
し
。
（
巻
一
一
四
二
）

中
間
欠
巻
部
中
に
女
君
に
想
い
を
寄
せ
て
い
た
帝
の
求
愛
が
巻
三
以
降
に

激
し
く
な
る
。
女
君
は
入
内
を
要
請
さ
れ
る
も
、
代
わ
り
に
故
関
白
の
遺
児

で
あ
る
義
理
の
娘
を
入
内
さ
せ
る
。
母
親
と
し
て
共
に
参
内
し
た
女
君
に
対

し
て
、
帝
は
思
慕
を
増
長
さ
せ
、
夜
に
宮
中
の
一
室
で
女
君
を
無
理
に
と
ら

え
る
と
い
う
悶
入
事
件
を
引
き
起
こ
す
。

結
局
身
を
守
る
こ
と
に
成
功
す
る
が
、
こ
の
事
件
の
直
後
、
女
君
は
宮
中

の
居
所
で
あ
る
登
花
殿
に
戻
っ
て
き
て
、
人
生
を
内
省
す
る
こ
と
に
な
る
。

引
用
文
⑤
の
場
面
で
は
、
女
君
は
そ
の
身
が
帝
に
捕
え
ら
れ
た
時
、
ま
ず
、

は
じ
め
に
男
君
の
こ
と
が
脳
裏
に
よ
ぎ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
内
に
抑

こ
れ
ら
は
と
も
に
男
君
と
女
君
を
取
り
巻
く
人
物
に
よ
る
、
二
人
の
悲
恋

に
対
す
る
思
い
で
あ
る
。

以
上
、
確
認
し
た
通
り
、
巻
一
に
見
ら
れ
る
四
例
は
す
べ
て
、
異
な
っ
た

視
点
か
ら
、
男
君
と
女
君
の
「
心
づ
く
し
」
な
関
係
を
述
べ
る
も
の
で
あ

り
、
冒
頭
で
提
示
さ
れ
た
主
題
が
視
点
を
変
え
て
反
復
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
巻
一
で
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
、
男
君
と
女
君
と
の
悲
恋
を
象
徴
す

る
表
現
と
し
て
印
象
づ
け
ら
れ
た
「
心
づ
く
し
」
は
中
間
欠
巻
部
を
挟
ん
だ

巻
三
以
降
で
は
異
な
る
視
点
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

⑤
昔
よ
り
、
世
を
も
憂
き
も
の
と
恩
ひ
知
り
、
嘆
か
し
き
も
、
誰
ゆ
ゑ
に

も
あ
ら
ず
。
い
み
じ
う
心
づ
く
し
に
、
物
思
ひ
わ
ぴ
さ
せ
む
と
、
あ
や

に
く
に
結
び
お
き
け
む
つ
ら
さ
も
、
う
と
ま
し
か
ら
ぬ
に
も
あ
ら
ず
。

（
巻
三
一
一
二
三
）

七
六

表
現
で
あ
る
。
引
用
文
①
の
語
り
手
に
よ
る
男
君
と
女
君
と
の
悲
恋
と
い
う

主
題
を
男
君
の
心
中
思
惟
と
し
て
繰
り
返
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
男
君
が
「
心
づ
く
し
」
で
あ
る
と
嘆
く
二
人
の
関
係
は
そ
れ

を
知
る
周
囲
の
人
物
に
と
っ
て
も
「
心
づ
く
し
」
で
あ
る
。



制
し
て
き
た
男
君
へ
の
思
慕
を
自
覚
し
て
い
る
。
女
君
は
苦
境
に
陥
っ
た
原

因
を
「
誰
ゆ
ゑ
に
も
あ
ら
ず
」
と
、
男
君
に
求
め
て
み
た
と
こ
ろ
で
動
揺
は

静
ま
ら
な
い
。
男
君
と
の
関
係
は
女
君
に
「
心
づ
く
し
」
な
思
い
を
さ
せ
る

た
め
今
ま
で
続
い
て
き
た
の
か
、
と
女
君
は
嘆
く
。

こ
の
場
面
は
女
君
の
男
君
思
慕
を
問
題
に
す
る
際
に
先
行
研
究
に
て
注
目

さ
れ
て
き
た
。

永
井
和
子
氏
は
当
該
場
面
に
対
し
て
、
「
中
君
は
こ
う
し
た
危
機
に
お
か

れ
て
自
分
の
心
が
本
当
は
ど
こ
に
あ
る
か
を
紛
れ
も
な
く
悟
ら
さ
れ
て
し
ま

『
脚
一

隅
｝

っ
た
の
で
あ
っ
た
」
と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
野
口
元
大
氏
が
次
の
よ
う
に
指

摘
し
て
い
る
。

自
分
の
心
の
奥
底
に
、
内
大
臣
に
対
す
る
愛
執
の
情
念
が
、
か
く
と

深
々
と
染
み
つ
い
て
い
た
こ
と
、
日
常
の
様
々
な
思
惑
や
臆
病
な
自
尊

心
に
よ
っ
て
長
い
間
蔽
い
隠
さ
れ
て
い
て
も
、
い
っ
た
ん
危
急
の
関
頭

に
立
た
さ
れ
、
心
の
抑
制
が
揺
が
せ
ら
れ
る
と
、
す
べ
て
を
押
し
除
け

て
心
の
全
面
を
お
お
っ
て
く
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
自
分
の
生
命
そ
の
も
の

と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
ほ
か
な
く
な

る
。
内
大
臣
の
面
影
と
は
、
自
分
の
抑
圧
さ
れ
た
深
層
意
識
の
投
影
で

あ
っ
た
こ
と
を
、
彼
女
は
明
確
に
覚
る
の
で
あ
る
。

「
夜
の
寝
覚
』
表
現
孜

帝
閣
入
事
件
に
よ
る
女
君
の
心
痛
に
関
し
て
は
、
巻
四
に
、
宮
中
か
ら
退

出
し
た
後
、
義
理
の
娘
、
宰
相
の
上
に
女
君
が
我
が
身
の
つ
ら
さ
を
嘆
く
場

！
噂

面
で
も
「
心
づ
く
し
な
ら
ま
し
寝
覚
」
と
表
現
し
て
い
る
個
所
が
確
認
で
き

る
。

ざ
ら
に
物
語
は
女
君
に
苦
難
を
与
え
て
い
く
。
生
霊
事
件
で
あ
る
。

帝
間
入
事
件
の
後
、
男
君
の
協
力
を
得
て
宮
中
を
退
出
し
た
の
は
よ
い

が
、
女
一
宮
と
い
う
男
君
の
正
妻
の
存
在
も
あ
り
、
女
君
は
男
君
に
心
を
開

く
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
最
中
、
女
一
宮
は
病
に
倒
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が

女
君
の
生
霊
が
原
因
で
あ
る
と
噂
が
流
れ
る
。
心
痛
極
ま
っ
た
女
君
は
次
兄

の
協
力
を
得
て
、
父
の
い
る
広
沢
へ
脱
出
す
る
。

女
君
は
都
か
ら
離
れ
た
広
沢
で
こ
れ
ま
で
の
人
生
を
内
省
す
る
。
｜
さ
や

う
の
筋
」
は
、
か
つ
て
男
君
と
の
関
係
が
噂
に
な
っ
た
時
に
出
家
を
決
意

し
、
他
人
が
聞
い
て
も
「
物
思
ひ
知
り
顔
」
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
現
実
に
は
出
家
を
実
行
し
な
か
っ
た
が
た
め
に
世
間
の
非
難
を
浴
び

る
身
と
な
り
、
男
君
と
の
関
係
に
よ
っ
て
様
々
な
苦
難
に
見
舞
わ
れ
た
人
生

⑥
こ
の
世
も
お
の
づ
か
ら
住
み
つ
き
、
後
の
世
は
た
い
か
に
頼
も
し
く
、

人
聞
も
物
恩
ひ
知
り
顔
に
て
は
や
み
な
ま
し
も
の
を
。
口
惜
し
く
、
さ

や
う
の
筋
を
恩
ひ
も
寄
ら
ず
、
た
ゆ
た
ゆ
し
く
て
の
み
な
が
ら
へ
て
、

身
を
と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
に
漂
は
い
て
、
ね
ん
ご
ろ
な
り
し
人
の
御
心
ざ

し
を
、
一
」
よ
な
う
あ
は
れ
と
思
ひ
出
で
偲
べ
ど
も
、
い
と
心
づ
く
し
な

り
。

（
巻
五
四
五
六
）

上
目

帝
閣
入
事
件
は
女
君
を
精
神
的
に
追
い
つ
め
る
。
男
君
と
の
出
会
い
以

来
、
苦
難
に
満
ち
た
人
生
を
送
っ
て
き
た
女
君
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
増
し
て

「
寝
覚
」
が
ち
な
日
々
を
送
る
こ
と
に
な
る
。



に
対
し
て
「
心
づ
く
し
」
で
あ
る
と
痛
感
す
る
。

引
用
文
⑤
⑥
は
と
も
に
女
君
の
心
中
思
惟
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
。
中
巻

欠
巻
部
以
前
の
巻
一
、
巻
二
に
は
決
し
て
現
れ
な
か
っ
た
女
君
の
心
情
と
し

て
の
「
心
づ
く
し
」
が
巻
三
以
降
、
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

女
君
は
大
き
な
事
件
が
起
き
る
た
び
に
自
ら
の
人
生
を
省
み
る
。
引
用
文
⑤

で
は
帝
闘
入
事
件
を
契
機
と
し
て
内
省
し
、
男
君
と
の
関
係
を
「
心
づ
く

し
」
と
し
て
い
る
が
、
生
霊
事
件
後
の
引
用
文
⑥
で
は
そ
の
対
象
を
男
君
と

の
関
係
に
苦
し
み
続
け
た
人
生
全
体
に
ま
で
拡
大
し
て
い
る
。
こ
の
後
、
女

君
の
思
考
は
次
第
に
厭
世
的
に
な
り
、
出
家
を
決
意
す
る
に
至
る
の
で
あ

る
。

女
君
の
出
家
の
意
志
を
知
っ
た
男
君
が
子
供
た
ち
を
連
れ
て
引
止
め
に
や

っ
て
来
る
の
が
次
の
引
用
文
⑦
の
場
面
で
あ
る
。

⑦
堰
き
ゃ
る
か
た
な
く
、
か
き
く
ら
し
た
る
涙
に
む
せ
つ
つ
、
と
ば
か
り

た
め
ら
ひ
て
、
昔
よ
り
今
宵
ま
で
の
心
の
う
ち
、
ま
ね
ぴ
や
る
べ
く
も

あ
ら
ず
言
ひ
つ
づ
け
た
ま
ひ
て
、
「
心
づ
く
し
に
つ
ら
き
御
契
り
な
が

ら
も
、
さ
す
が
に
え
さ
ら
ぬ
緋
あ
ま
た
に
こ
こ
も
か
し
こ
も
身
に
添
へ

つ
つ
、
避
く
べ
く
も
あ
ら
ぬ
あ
は
れ
な
ど
を
、
今
さ
り
と
も
、
い
か
ば

か
り
の
、
ま
じ
り
お
ぼ
し
捨
て
変
る
御
心
あ
ら
む
と
、
う
ち
た
ゆ
ま
れ

つ
る
に
、
あ
さ
ま
し
く
・
…
」
（
巻
五
四
七
四
）

久
々
に
一
堂
に
会
し
た
子
ど
も
た
ち
と
女
君
の
様
子
に
男
君
は
満
悦
し
て

感
慨
深
く
、
「
古
里
に
」
と
喜
び
の
歌
を
詠
む
。
和
歌
を
詠
む
に
あ
た
っ

て
、
中
間
欠
巻
部
中
に
あ
っ
た
、
女
君
と
の
思
い
出
の
場
面
を
「
心
づ
く

し
」
と
し
て
回
想
す
る
。
故
関
白
と
結
婚
す
る
直
前
の
女
君
と
の
逢
瀬
に
お

（
肥
）

け
る
悲
痛
な
別
れ
の
際
に
「
住
み
国
不
つ
ま
じ
き
」
と
詠
ん
だ
和
歌
を
思
い
だ

す
。
そ
の
時
の
情
景
が
現
在
と
重
な
る
こ
と
か
ら
「
心
づ
く
し
」
で
あ
っ
た

と
感
慨
に
ふ
け
る
の
で
あ
る
。
別
れ
を
強
い
ら
れ
た
過
去
に
対
し
て
現
在
は

女
君
も
出
家
を
あ
き
ら
め
、
子
供
た
ち
も
立
派
に
成
長
し
、
「
泣
き
み
笑
ひ

み
と
か
い
ふ
に
も
尽
き
せ
ぬ
御
仲
」
と
、
男
君
と
女
君
の
う
ち
と
け
た
様
子

き
御
契
り
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
男
君
自
身
と
女
君
と
の
「
契
り
」
、
つ
主

り
関
係
を
「
心
づ
く
し
」
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
た
上
で
、
「
え
さ
ら
ぬ

緋
」
で
あ
る
子
供
た
ち
の
存
在
を
根
拠
に
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
を
主
張

し
て
い
る
。

男
君
は
女
君
の
心
残
り
で
あ
る
子
供
た
ち
を
伴
っ
て
広
沢
に
や
っ
て
き
た

こ
と
で
、
結
局
女
君
の
出
家
を
と
め
る
こ
と
に
成
功
す
る
。

⑧
「
住
み
果
つ
ま
じ
き
契
り
な
り
け
む
」
と
な
が
め
わ
び
別
れ
し
暁
な

ど
、
所
も
変
ら
ず
、
空
の
気
色
な
ど
も
同
じ
な
が
ら
な
る
に
、
そ
の
折

の
心
づ
く
し
、
今
さ
へ
胸
ふ
た
が
り
つ
つ
、
泣
き
み
笑
ひ
み
と
か
い
ふ

に
も
尽
き
せ
ぬ
御
仲
、
あ
は
れ
な
り
。

古
里
に
面
変
り
せ
で
め
ぐ
り
あ
へ
る
契
り
う
れ
し
き
山
の
端
の
月

（
巻
五
五
一
○
～
五
一
二

七
八

引
用
部
分
の
大
半
は
男
君
が
女
君
に
出
家
を
思
い
留
ま
ら
せ
よ
う
と
説
得

す
る
会
話
文
で
あ
る
。
男
君
が
ま
ず
切
り
出
し
た
の
は
「
心
づ
く
し
に
っ
ら



は
じ
め
に
で
述
べ
た
通
り
、
「
心
づ
く
し
」
は
一
万
葉
集
』
の
一
心
つ
く

す
」
に
そ
の
表
現
の
由
来
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
表
現
で
あ
る
が
、
『
古
今

和
歌
集
』
巻
第
四
秋
歌
上
一
八
四
番
歌
の
「
こ
の
ま
よ
り
も
り
く
る
月
の
影

《
胴
一

見
れ
ば
心
づ
く
し
の
秋
は
き
に
け
り
」
以
降
、
「
歌
語
と
し
て
定
着
」
し
た

一
泊
｝

と
指
摘
さ
れ
る
表
現
で
も
あ
る
。
特
に
平
安
王
朝
物
語
で
は
「
こ
の
ま
よ

り
」
歌
を
引
歌
表
現
と
し
て
取
り
入
れ
て
い
る
例
が
み
ら
れ
、
『
源
氏
物

語
」
で
は
四
例
、
『
狭
衣
物
語
」
で
は
二
例
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
』
「
須
磨
」
の
用
例
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

し
な
が
ら
、
一
め
ぐ
り
あ
へ
る
契
り
易

的
な
女
君
と
の
再
会
の
喜
び
を
詠
む
。

が
描
か
れ
る
。
そ
し
て
男
君
は
過
去
の
「
心
づ
く
し
」
な
出
来
事
を
思
い
だ

し
な
が
ら
、
「
め
ぐ
り
あ
へ
る
契
り
う
れ
し
き
」
と
つ
ら
い
過
去
と
は
対
称

一
夜
の
寝
覚
』
表
現
孜

引
用
文
⑦
は
男
君
か
ら
女
君
へ
の
会
話
文
中
、
引
用
文
⑥
は
男
君
の
回
想

に
お
け
る
用
例
で
あ
る
。
共
に
男
君
の
視
点
に
よ
る
、
男
君
と
女
君
の
思
う

よ
う
に
な
ら
ぬ
関
係
を
表
現
し
た
「
心
づ
く
し
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
を

要
す
る
の
は
、
引
用
文
⑤
⑥
に
お
け
る
対
象
が
拡
大
し
た
女
君
視
点
の
「
心

づ
く
し
」
と
引
用
文
⑦
③
の
冒
頭
の
主
題
を
繰
り
返
し
続
け
る
男
君
視
点
の

「
心
づ
く
し
」
の
差
異
で
あ
る
。

物
語
も
巻
五
に
至
る
と
公
認
と
な
っ
た
二
人
の
恋
愛
関
係
に
は
立
場
上
の

障
害
は
な
く
な
る
。
し
か
し
、
「
心
づ
く
し
」
の
捉
え
方
が
異
な
る
こ
と
か

ら
、
男
君
と
女
君
の
心
理
的
な
距
離
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。

ま
さ
に
こ
の
心
理
的
な
不
一
致
こ
そ
が
二
人
の
「
心
づ
く
し
」
な
関
係
の

要
因
で
あ
り
、
物
語
の
主
題
で
あ
る
の
だ
。

本
章
で
は
八
例
の
用
例
を
本
文
中
に
挙
げ
て
考
察
し
て
き
た
が
、
『
夜
の

寝
覚
』
に
お
け
る
「
心
づ
く
し
」
は
冒
頭
で
提
示
さ
れ
た
、
男
君
と
女
君
の

「
潅
覚
」
が
ち
な
関
係
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
特
に

「
心
づ
く
し
」
の
作
品
中
の
全
用
例
で
あ
る
十
三
例
中
十
例
が
、
こ
の
岡
頭

で
提
示
さ
れ
た
、
男
君
と
女
君
の
関
係
を
示
す
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
。
数

量
的
な
面
か
ら
も
、
「
心
づ
く
し
」
を
物
語
作
者
が
主
題
を
支
え
る
表
現
と

し
て
重
視
し
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。

光
源
氏
は
肺
月
夜
と
の
密
通
が
原
因
で
配
流
の
身
と
な
り
、
須
磨
に
到
着

し
た
。
須
磨
の
も
の
淋
し
い
景
色
を
描
写
し
た
文
章
で
あ
る
。

こ
の
場
面
の
「
心
づ
く
し
」
は
『
源
氏
釈
一
以
降
、
古
注
釈
に
お
い
て
和

歌
を
引
用
す
る
形
で
「
こ
の
ま
よ
り
」
歌
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

鈴
木
美
弥
氏
が
こ
の
場
面
を
。
歌
語
的
慣
用
」
の
効
果
を
ね
ら
っ
た
例

（
鋤
｝

の
鮫
た
る
も
の
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
「
心
づ
く
し
」
が
占

須
磨
に
は
、
い
と
ど
心
づ
く
し
の
秋
風
に
、
海
は
す
こ
し
遠
け
れ
ど
、

行
平
の
中
納
言
の
、
関
吹
き
越
ゆ
る
と
言
ひ
け
ん
浦
波
、
夜
々
は
げ
に

い
と
近
く
聞
こ
え
て
、
ま
た
な
く
あ
は
れ
な
る
も
の
は
か
か
る
所
の
秋

《
四
〕

な
り
け
り
。
（
須
磨
巻
一
一
一
九
八
～
一
九
九
）

二
「
心
づ
く
し
」
表
現
史

七
九



引
用
文
⑨
は
前
掲
引
用
文
②
の
直
前
に
描
か
れ
る
男
君
の
様
子
で
あ
る
。

女
君
恋
し
さ
の
た
め
、
「
寝
覚
」
に
悩
ま
さ
れ
る
男
君
の
様
子
が
詳
細
に
描

徴
す
る
表
現
と
し
て
提
示
し
た
。
そ
し
て
物
語
の
中
で
こ
の
主
題
が
「
心
づ

く
し
」
表
現
を
用
い
て
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
の
主
題
性
を
強
調
す
る
た
め

に
、
意
識
的
に
古
今
歌
の
イ
メ
ー
ジ
を
排
除
し
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま

り
、
和
歌
を
引
川
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
心
づ
く
し
」
と
「
秋
」
を
結
び

付
け
、
人
間
の
外
側
に
視
線
を
ず
ら
す
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
男
君
と

女
君
の
関
係
に
対
す
る
登
場
人
物
の
心
情
に
焦
点
を
あ
て
、
人
々
の
内
面
に

お
い
て
物
語
の
主
題
を
強
調
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
。
『
夜
の
寝
覚
』
の

「
心
づ
く
し
」
は
あ
く
ま
で
も
主
題
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
表
現
だ
っ
た
と

い
え
る
。

さ
て
、
も
う
一
つ
着
目
す
べ
き
表
現
に
「
夜
な
夜
な
」
が
あ
る
。
こ
れ
は

男
君
と
女
君
の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
識
の
差
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
「
心
づ
く

し
」
と
と
も
に
主
題
と
重
要
な
つ
な
が
り
を
持
っ
て
く
る
。
次
章
で
は
こ
の

問
題
を
と
り
上
げ
よ
う
。

⑨
あ
ら
は
か
す
べ
く
も
あ
ら
ず
、
寝
覚
の
よ
な
よ
な
夜
々
、
暁
の
紛
れ
な

ど
に
、
対
に
、
い
と
わ
り
な
く
紛
れ
お
は
し
て
、
月
ご
ろ
思
ひ
わ
づ
ら

ふ
心
の
う
ち
を
、
涙
に
浮
き
沈
み
つ
つ
言
ひ
聞
か
せ

（
巻
一
一
○
一
）

三
雲
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
「
夜
な
夜
な
」
の
意
義

八
○

今
歌
を
背
景
に
持
つ
歌
語
と
し
て
の
側
面
を
持
つ
表
現
で
あ
る
と
い
う
認
識

が
平
安
後
期
か
ら
現
代
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
一
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
心
づ
く
し
」
の
引
歌
指
摘
部
分
の

〔
別
『

初
出
用
例
で
あ
る
「
夕
顔
」
で
は
『
湖
月
抄
』
頭
注
に
、
「
此
歌
に
て
か
け

る
詞
也
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
傍
注
に
は
「
い
と
ど
物
思
の
そ
ふ
時
節
也
」
と

表
記
し
て
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
心
づ
く
し
」
の
「
秋
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

「
こ
の
ま
よ
り
」
歌
を
背
景
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。『

夜
の
寝
覚
』
作
者
も
「
須
磨
」
を
は
じ
め
と
し
た
一
源
氏
物
語
」
の

「
心
づ
く
し
」
の
場
面
に
お
け
る
和
歌
の
享
受
の
あ
り
か
た
を
理
解
し
た
上

で
「
心
づ
く
し
」
を
主
題
に
設
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
一
夜
の
寝
覚
』
で
は
、
合
計
十
三
例
の
「
心
づ
く
し
」
の
う

ち
、
「
秋
」
を
形
容
す
る
た
め
の
表
現
は
な
い
・
風
景
や
季
節
に
よ
る
心
情

の
動
き
を
表
す
「
心
づ
く
し
」
と
し
て
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
用
例
が
心
の

う
ち
に
渦
巻
く
感
情
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
夜
の
寝
覚
』
が
多
大
な
影
響
を
受
け
た
『
源
氏
物
語
』
の
み
な
ら
ず
、

同
時
代
作
品
の
「
狭
衣
物
語
』
に
も
引
歌
が
指
摘
さ
れ
る
「
心
づ
く
し
」
が

確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
も
、
執
筆
当
時
す
で
に
歌
語
と
し
て
物
語
に
享
受
さ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
夜
の
寝
覚
』
に
は

十
三
例
と
い
う
多
く
の
「
心
づ
く
し
」
の
用
例
が
あ
り
な
が
ら
一
つ
も

「
秋
」
に
関
す
る
も
の
は
な
く
、
歌
語
と
し
て
の
性
質
を
強
調
さ
れ
な
か
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

『
夜
の
寝
覚
一
は
冒
頭
で
「
心
づ
く
し
」
を
男
君
と
女
君
と
の
恋
愛
を
象



言
夜
の
寝
覚
』
表
現
孜

男
君
は
女
君
の
出
産
後
、
生
ま
れ
た
姫
君
を
自
ら
の
両
親
の
も
と
に
ひ
き

と
っ
て
育
て
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
か
ら
、
女
君
へ
の
接
近
を
期
待
す
る
に

も
関
わ
ら
ず
手
紙
の
音
信
も
と
だ
え
て
し
ま
う
。
ま
ま
な
ら
ぬ
展
開
に
対
し

写
さ
れ
る
。
女
君
の
女
房
た
ち
に
警
戒
さ
れ
、
女
君
に
接
近
で
き
ず
、
悲
嘆

に
く
れ
る
。
恋
の
物
思
い
の
た
め
、
「
寝
覚
」
が
ち
な
夜
が
続
き
、
そ
の
夜

中
や
明
け
方
の
人
が
寝
静
ま
っ
た
頃
に
対
の
君
の
居
所
ま
で
行
き
、
女
君
へ

の
恋
情
を
訴
え
る
。

こ
の
場
面
で
は
恋
の
「
寝
覚
」
の
た
め
に
寝
付
け
な
い
男
君
が
、
一
晩
で

は
な
く
「
夜
な
夜
な
」
女
君
へ
の
接
近
を
試
み
よ
う
と
行
動
に
移
し
て
い
る

場
面
で
あ
る
。
「
夜
の
湛
覚
」
が
度
重
な
り
、
「
堪
覚
の
夜
な
夜
な
」
と
な
る

こ
と
で
、
男
君
の
感
情
が
高
揚
し
て
い
く
様
が
見
て
取
れ
る
。

前
章
ま
で
は
主
題
を
支
え
る
表
現
と
し
て
「
心
づ
く
し
」
を
検
証
し
て
き

た
。
「
心
づ
く
し
」
な
二
人
の
関
係
は
「
寝
覚
」
が
ち
な
夜
を
増
や
し
て
い

く
。
本
章
で
は
「
夜
な
夜
な
」
と
い
う
表
現
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
す

る
。

「
夜
な
夜
な
」
は
引
用
文
⑨
を
含
め
て
、
物
語
中
に
五
例
あ
る
。
引
用
文

⑩
「
こ
の
後
は
、
さ
り
と
も
」
と
思
ひ
し
に
、
か
き
絶
え
て
、
お
ぼ
つ
か

な
さ
の
み
ま
さ
る
に
、
い
と
ど
あ
く
が
れ
た
ち
て
、
例
の
寝
覚
の
夜
な

夜
な
起
き
出
で
て
、
あ
な
た
の
格
子
の
面
に
寄
り
居
寄
り
居
し
た
ま
ふ

な
か
に
も
（
巻
二
一
九
四
）

⑨
以
外
の
用
例
を
以
下
、
検
討
す
る
。

て
男
君
は
「
寝
覚
の
夜
な
夜
な
」
が
続
き
、
起
き
だ
し
て
は
、
同
じ
屋
敷
内

《
勿
苦

に
あ
る
女
君
の
居
所
の
あ
た
り
を
さ
ま
よ
う
日
々
が
つ
づ
く
．

こ
の
場
面
も
引
用
文
⑨
の
場
面
と
同
じ
く
、
「
寝
覚
の
夜
な
夜
な
」
と
い

う
「
寝
覚
」
に
付
随
し
た
表
現
と
し
て
一
夜
な
夜
な
」
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。
「
夜
の
寝
覚
」
が
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
男
君
の
「
お
ぼ
つ
か
な

さ
」
が
勝
っ
て
い
き
、
逢
え
も
し
な
い
女
君
の
居
所
ま
で
足
を
運
ば
ざ
る
を

得
な
く
な
る
様
子
を
描
写
す
る
。

引
用
文
⑨
⑩
は
共
に
「
寝
覚
の
夜
な
夜
な
」
と
い
う
定
型
表
現
と
し
て
用

い
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
男
君
の
「
寝
覚
」
の
蓄
積
と
そ
れ
に
よ
る
女
君
へ

の
接
近
行
為
を
導
く
表
現
で
あ
る
点
も
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
間
欠

巻
部
よ
り
前
の
用
例
は
こ
の
二
例
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
と
も
に
男
君
と

女
君
悲
恋
と
い
う
主
題
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
。

五
例
中
残
り
三
例
は
巻
四
に
集
中
し
て
い
る
。

女
君
は
巻
三
で
起
こ
っ
た
帝
悶
入
事
件
以
来
の
精
神
的
衝
窒
の
た
め
、
も

は
や
宮
中
に
は
留
ま
れ
ぬ
と
思
い
、
男
君
の
協
力
を
得
て
宮
中
を
退
出
す

る
。
久
し
ぶ
り
に
自
邸
に
帰
っ
て
来
た
女
君
は
事
件
以
来
続
く
「
つ
ゆ
ま
ど

ろ
ま
れ
で
」
、
つ
ま
り
「
寝
覚
」
が
ち
な
夜
が
続
い
て
い
た
こ
と
が
「
こ
の

夜
な
夜
な
」
か
ら
読
み
取
れ
る
。

⑪
信
太
の
森
の
千
枝
に
劣
ら
ぬ
心
な
が
ら
も
、
こ
の
夜
な
夜
な
、
つ
ゅ
ま

ど
ろ
ま
で
の
み
乱
れ
明
い
つ
る
け
に
、
心
よ
り
ほ
か
に
い
と
よ
く
大
殿

龍
り
に
け
り
。
（
巻
四
三
六
八
）

八



第
一
章
で
も
述
べ
た
が
、
女
君
は
帝
閏
入
事
件
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
、
男

君
と
の
関
係
や
そ
れ
に
振
り
回
さ
れ
て
き
た
人
生
を
「
心
づ
く
し
」
に
恩
わ

ざ
る
を
得
ず
、
物
思
い
に
沈
ん
だ
日
々
を
送
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い

る
。
引
用
文
⑪
で
は
「
わ
が
恩
ふ
事
の
繁
き
に
く
ら
ぶ
れ
ば
信
太
の
森
の
干

調
〕

枝
は
も
の
か
は
」
を
引
用
し
、
「
信
太
の
森
の
千
枝
」
と
い
う
引
歌
表
現
を

使
う
こ
と
で
、
和
歌
本
文
中
の
「
わ
が
恩
ふ
事
の
築
き
」
と
い
う
心
情
を
連

想
さ
せ
、
女
君
の
物
思
い
が
激
し
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
物
思
い
の
た

め
に
眠
れ
ぬ
「
夜
な
夜
な
」
を
女
君
は
過
ご
し
て
き
た
。

引
用
文
＠
は
帝
聞
入
事
件
直
後
の
女
君
の
心
中
思
惟
で
あ
る
が
、
引
用
文

⑫
は
生
霊
事
件
直
前
に
女
君
が
出
産
以
来
生
き
別
れ
に
な
っ
た
石
山
姫
君
と

再
会
す
る
場
面
で
あ
る
。

⑫
「
あ
い
な
の
身
の
有
様
や
。
い
つ
も
、
た
だ
、
か
く
ぞ
か
し
。
ま
し

て
、
今
は
と
う
ち
と
け
、
頼
み
果
て
て
は
、
い
か
ば
か
り
な
く
き
心
の

乱
れ
に
か
。
い
か
な
ら
む
つ
い
で
に
、
な
だ
ら
か
な
る
さ
ま
に
て
、
締

り
居
に
し
が
な
」
と
は
、
寝
覚
の
夜
な
夜
な
、
お
ぼ
し
明
さ
ぬ
に
し
も

あ
ら
ぬ
に
、
今
宵
ぞ
、
よ
る
づ
忘
ら
れ
て
（
巻
四
三
九
六
）

め
に
、
男
君
は
女
君
の
願
望
を
果
た
す
こ
と
を
計
画
す
る
。
石
山
姫
君
と
の

再
会
で
あ
る
。

女
君
は
危
険
な
宮
中
か
ら
逃
れ
て
も
、
新
た
な
苦
難
に
追
い
立
て
ら
れ

る
。
「
寝
覚
の
夜
な
夜
な
」
に
物
思
い
を
し
、
そ
の
ま
ま
夜
が
明
け
る
日
が

続
い
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
憂
渉
を
「
よ
ろ
づ
忘
ら
れ
て
」
石
山
姫
君
と
の

再
会
を
喜
ぶ
の
で
あ
る
。

こ
の
場
面
で
は
中
間
欠
巻
部
以
前
に
見
ら
れ
た
「
寝
覚
の
夜
な
夜
な
」
と

い
う
定
型
表
現
を
継
承
し
、
苦
悩
の
た
め
に
眠
れ
ぬ
女
君
の
様
子
を
描
い
て

い
る
。

男
君
は
「
夜
の
寝
覚
」
が
蓄
稲
さ
れ
る
ほ
ど
、
女
君
恋
し
さ
も
募
り
、
恋

の
成
就
の
た
め
に
、
行
動
に
移
そ
う
と
す
る
が
、
女
君
は
「
お
ぼ
し
明
か

す
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
よ
う
に
、
内
省
を
繰
り
返
し
自
身
を
追
い
詰
め
て

い
く
。
女
君
の
「
寝
覚
の
夜
な
夜
な
」
は
男
君
を
求
め
て
や
ま
な
い
、
恋
の

「
寝
覚
」
に
よ
る
夜
々
で
は
な
く
、
深
い
内
省
と
後
悔
の
物
思
い
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
内
省
を
繰
り
返
し
、
思
考
が
深
化
す
る
に
つ
れ
、
む
し
ろ
心
は

男
君
か
ら
離
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

⑬
「
い
で
、
あ
な
心
憂
の
心
や
。
こ
の
月
ご
ろ
、
我
な
が
ら
も
、
か
な
ら

ず
つ
ら
き
節
多
く
、
便
な
き
こ
と
も
出
で
来
な
む
も
の
を
と
、
思
ひ
離

れ
、
飽
き
果
て
、
篭
り
居
な
む
と
恩
ひ
寄
り
し
も
の
を
。
（
中
略
）
我

な
が
ら
、
恩
ひ
と
る
か
た
強
か
ら
ず
、
口
惜
し
う
、
も
の
は
か
な
き
心

の
怠
り
な
り
」
、
つ
く
づ
く
と
お
ぼ
し
つ
づ
く
る
夜
な
夜
な
、
「
さ
る

は
、
面
馴
れ
て
、
さ
す
が
に
度
ご
と
に
、
い
み
じ
う
心
の
乱
る
る
こ
そ

八
一

女
君
は
男
君
を
頼
っ
て
宮
中
を
退
出
し
た
も
の
の
、
い
ざ
退
出
し
て
み
れ

ば
、
男
君
に
は
正
妻
女
一
宮
が
お
り
、
あ
く
ま
で
も
愛
人
に
す
ぎ
な
い
こ
と

を
思
い
知
る
。
「
今
は
と
う
ち
と
け
、
頼
み
果
て
」
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

と
改
め
て
男
君
と
距
離
を
世
く
こ
と
を
決
意
す
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
女
一

宮
が
病
臥
し
、
男
君
の
足
が
遠
ざ
か
る
時
期
が
あ
っ
た
。
女
君
を
慰
め
る
た



は
、
か
の
十
五
夜
の
夢
に
、
天
つ
乙
女
の
教
へ
し
き
ま
の
、
か
な
ふ
な

り
け
れ
」
（
巻
四
四
一
二
～
四
一
三
）

一
夜
の
寝
覚
』
表
現
孜

る
。
巻
五
に
至
る
と
女
君
は
諦
念
に
た
ど
り
つ
く
が
、
巻
四
の
時
点
で
は
男

君
へ
の
期
待
も
捨
て
き
れ
な
い
だ
け
に
、
か
え
っ
て
悩
み
は
深
い
の
で
あ

る
。
中
間
欠
巻
部
以
前
の
男
君
と
は
別
次
元
の
「
寝
覚
」
の
「
夜
な
夜
な
」

を
女
君
は
経
験
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
検
討
の
結
果
、
五
例
中
三
例
が
「
寝
覚
の
夜
な
夜
な
」
と
い
う
定

型
表
現
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
二
例
も
共
に
眠
れ
ぬ
「
夜
な
夜

な
」
を
表
し
て
い
る
。

（
跡
｝

永
井
和
子
氏
は
本
文
中
の
「
寝
覚
」
の
用
例
一
一
十
一
例
を
検
討
し
、
中
間

欠
巻
部
以
前
の
十
五
例
は
す
べ
て
男
君
の
女
君
に
逢
え
ぬ
嘆
き
の
恋
の
寝
覚

を
意
味
す
る
一
方
で
、
中
間
欠
巻
部
以
降
の
六
例
は
、
女
君
に
関
係
す
る
表

現
で
あ
り
、
男
君
と
の
関
係
の
み
に
で
は
な
く
人
生
全
体
に
対
す
る
悲
嘆
を

表
現
す
る
「
寝
覚
」
に
変
容
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
こ
と
か

ら
永
井
氏
は
「
寝
覚
」
の
語
が
和
歌
的
な
意
味
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
つ
い

に
和
歌
を
拒
否
す
る
次
元
に
ま
で
変
容
し
、
主
題
の
変
容
と
こ
れ
を
重
ね
て

解
釈
さ
れ
て
い
る
。

「
夜
な
夜
な
」
は
「
寝
覚
」
と
共
に
川
い
ら
れ
る
傾
向
が
確
認
で
き
る
の

み
で
な
く
、
永
井
氏
が
指
摘
し
た
「
寝
覚
」
の
特
徴
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る

こ
と
が
今
回
の
分
析
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
巻
一
の
「
夜
な

夜
な
」
は
男
君
の
女
君
思
慕
を
か
き
た
て
る
場
面
設
定
の
役
割
を
担
う
と
こ

ろ
か
ら
は
じ
ま
り
、
巻
四
に
至
っ
て
は
、
女
君
の
、
恋
愛
を
超
越
し
た
人
生

観
を
象
徴
す
る
表
現
へ
と
変
質
す
る
か
ら
で
あ
る
。

『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
「
夜
な
夜
な
」
は
「
寝
覚
」
に
付
随
し
な
が

ら
、
単
に
強
調
す
る
の
み
で
は
な
く
、
「
夜
な
夜
な
」
自
体
も
主
題
を
背
負

八

女
君
は
自
ら
の
生
霊
が
病
に
臥
せ
っ
て
い
る
正
妻
女
一
宮
に
と
り
つ
い
た

と
い
う
噸
を
聞
き
つ
け
、
生
霊
事
件
の
原
因
を
自
ら
の
内
側
に
求
め
よ
う
と

す
る
。
出
会
っ
て
以
・
来
、
男
君
に
頼
る
こ
と
を
自
ら
に
禁
じ
て
き
た
に
も
関

わ
ら
ず
、
帝
聞
入
事
件
に
よ
る
動
揺
に
よ
り
、
そ
の
決
意
が
揺
ら
ぎ
、
男
君

に
扉
い
た
こ
と
を
反
省
す
る
。
女
君
は
自
身
の
「
心
憂
の
心
」
、
「
心
の
怠

り
」
に
よ
っ
て
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
も
の
と
結
論
づ
け
る
。
原
因
追
究
の

た
め
「
お
ぼ
し
」
続
け
て
絶
望
に
う
ち
の
め
さ
れ
た
ま
ま
「
夜
な
夜
な
」
を

送
り
、
物
語
冒
頭
の
天
人
予
言
を
思
い
起
す
の
で
あ
る
。

巻
四
は
帯
間
入
事
件
の
直
後
か
ら
始
ま
り
、
生
霊
事
件
に
終
わ
る
。
女
君

を
追
い
詰
め
る
過
酷
な
事
件
が
矢
継
ぎ
早
に
起
る
。
こ
の
巻
に
集
中
し
た
女

君
に
関
す
る
三
例
の
「
夜
な
夜
な
」
は
巻
四
の
内
容
を
も
反
映
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

引
用
文
⑪
で
は
「
信
太
の
森
の
千
枝
」
、
つ
ま
り
「
わ
が
思
ふ
事
の
蕊

き
」
、
引
用
文
⑫
で
は
「
お
ぼ
し
明
さ
ぬ
に
し
も
あ
ら
ぬ
」
、
引
用
文
⑬
で
は

「
つ
く
づ
く
と
お
ぼ
し
つ
づ
く
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
女
君
の
「
寝
覚
の
夜

な
夜
な
」
は
「
お
ぼ
す
」
と
表
現
さ
れ
た
物
思
い
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
男
君
と
の
「
心
づ
く
し
」
な
関
係
へ
の
嘆

き
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
内
省
の
一
部
で
あ
り
、
女
君
は
自
身

の
輔
神
を
分
析
し
、
短
所
や
過
ち
を
暴
い
て
い
く
。
女
君
の
物
思
い
は
も
は

や
恋
の
「
寝
覚
」
で
は
な
く
、
自
己
否
定
、
人
生
の
悲
観
に
ま
で
至
っ
て
い



い
、
こ
の
物
語
の
主
題
の
一
貫
性
を
支
え
る
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
夜
の
寝
覚
』
の
主
題
に
関
し
て
は
す
で
に
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
と

こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
特
に
野
口
氏
は
巻
末
の
「
夜
の
寝
覚
絶
ゆ
る
よ
な
く
と

ぞ
」
と
い
う
表
現
に
注
Ⅱ
し
、
主
題
論
、
女
君
の
人
物
論
を
展
開
さ
れ
て
い

『
燭
｝

る
。
氏
は
こ
の
表
現
を
物
語
の
「
主
題
の
窮
極
す
る
と
こ
ろ
」
と
さ
れ
る
。

本
章
で
と
り
あ
げ
た
「
寝
覚
の
夜
な
夜
な
」
は
こ
の
「
主
題
の
窮
極
す
る

と
こ
ろ
」
の
表
現
の
言
い
換
え
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
そ
れ
は
物
語
の
各
所
に
散
り
ば
め
ら
れ
、
『
夜
の
寝
覚
・
一
の
主

題
の
一
貫
性
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
表
現
史
上
の
「
夜
な
夜
な
」
と
「
寝
覚
‐

さ
ら
に
、
散
文
部
分
の
用
例
は
『
源
氏
物
語
』
の
八
例
で
あ
り
、
王
朝
物

語
に
お
い
て
は
『
源
氏
物
語
』
以
降
に
初
め
て
散
文
中
に
用
い
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
『
夜
の
寝
覚
』
の
用
例
が
全
て
散
文
部
分
に
あ
る
こ
と
は
、
『
源

氏
物
語
』
に
お
け
る
用
法
の
影
響
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
『
浜
松

中
納
言
物
語
』
の
用
例
に
関
し
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
そ
れ
以
前
は
た

と
え
物
語
作
品
中
に
用
例
が
あ
っ
て
も
、
歌
語
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。

こ
の
歌
語
と
し
て
の
要
素
が
強
い
「
夜
な
夜
な
」
が
和
歌
の
世
界
に
お
い

て
「
寝
覚
」
と
結
び
つ
く
の
は
『
陽
成
院
親
王
二
人
歌
合
』
で
あ
る
。
親
王

二
人
の
う
ち
一
人
は
元
良
親
王
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
天
慶
六
年
以

〔
蝿
一

戸
鋤
一

前
の
歌
合
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
合
の
「
寝
覚
恋
」
題
の
作
口
叩
中
に
一
一
首

「
夜
な
夜
な
」
が
詠
み
こ
ま
れ
て
お
り
、
和
歌
の
中
に
「
寝
覚
」
の
語
が
無

い
も
の
の
、
意
識
的
に
「
夜
な
夜
な
」
が
「
寝
覚
」
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
事

が
わ
か
る
。
平
安
初
期
か
ら
こ
の
二
語
の
結
び
つ
き
の
発
想
は
あ
っ
た
ら
し

い
Ｏ

直
接
的
に
こ
の
二
語
が
一
首
の
和
歌
に
詠
み
合
わ
さ
れ
る
の
は
『
和
泉
式

（
鋤
一

部
日
記
一
中
の
和
歌
が
最
も
早
い
段
階
の
用
例
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
直
後

の
用
例
と
し
て
は
、
崇
徳
天
皇
に
よ
る
「
久
安
百
首
一
や
『
隆
信
集
』
に
確

認
で
き
、
一
．
狭
衣
物
語
』
中
に
も
一
例
が
あ
る
。

一
方
、
散
文
中
の
「
夜
な
夜
な
」
と
「
寝
覚
」
の
組
み
合
わ
せ
は
『
夜
の

（
副
』

寝
覚
」
以
前
に
は
『
源
氏
物
語
』
の
「
宿
木
」
に
見
ら
れ
る
。

妻
戸
押
し
開
け
て
、
「
ま
こ
と
は
、
こ
の
空
見
た
ま
へ
、
い
か
で
か
こ

れ
を
知
ら
ず
顔
に
て
は
明
か
さ
ん
と
よ
・
艶
な
る
人
ま
ね
に
て
は
あ
ら

八
ｍ

「
夜
な
夜
な
」
は
「
心
づ
く
し
」
と
同
じ
く
、
和
歌
に
使
わ
れ
る
表
現
で

あ
る
。
特
に
、
『
古
今
和
歌
集
』
秋
上
二
一
三
番
歌
「
う
き
事
を
恩
ひ
つ
ら

ね
て
か
り
が
ね
の
な
き
こ
そ
わ
た
れ
秋
の
よ
な
よ
な
」
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
「
秋
の
夜
な
夜
な
」
と
い
う
成
句
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
し
ば
し

ば
で
あ
っ
た
。

平
安
王
朝
物
語
に
お
け
る
用
例
数
を
確
認
す
る
と
、
一
●
夜
の
寝
覚
亨
一
以
前

〔
坊
》

の
物
語
作
品
に
お
い
て
は
、
一
竹
取
物
語
』
、
「
伊
勢
物
語
』
、
『
落
窪
物
語
』

で
は
用
例
が
な
く
、
一
大
和
物
語
』
に
一
例
、
『
字
津
保
物
語
』
に
二
例
、

『
源
氏
物
語
』
に
は
八
例
あ
る
。
ほ
ぼ
同
時
代
の
作
品
と
し
て
は
、
『
狭
衣
物

｛
”
》

語
」
に
一
一
○
例
、
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
一
一
一
例
あ
る
。
『
狭
衣
物
語
」
を
除

け
ば
、
用
例
が
多
い
と
は
い
い
が
た
い
。



按
擦
の
君
と
の
一
夜
の
場
面
を
少
し
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
薫
が
中
君
の
不
幸

に
同
情
し
、
そ
れ
に
つ
れ
て
自
ら
の
恋
情
も
抑
え
が
た
く
な
っ
て
き
た
こ
ろ

か
や
う
な
る
に
つ
け
て
は
、
い
と
ど
つ
ら
し
と
や
見
た
ま
ふ
ら
む
、
な

ど
つ
く
づ
く
と
、
人
や
り
な
ら
ぬ
独
り
寝
し
た
ま
ふ
夜
な
夜
な
は
、
は

か
な
き
風
の
音
に
も
目
の
み
覚
め
つ
つ
、
来
し
方
行
く
先
、
人
の
上
芦

へ
あ
ぢ
き
な
き
世
を
恩
ひ
め
ぐ
ら
し
た
ま
ふ
。（

宿
木
巻
五
三
八
九
）

で
、
い
と
ど
明
か
し
が
た
く
な
り
ゆ
く
、
夜
な
夜
な
の
寝
ざ
め
に
は
、

こ
の
世
か
の
世
ま
で
な
む
思
ひ
や
ら
れ
て
あ
は
れ
な
る
」
な
ど
、
言
び

紛
ら
は
し
て
ぞ
出
で
た
ま
ふ
。
（
宿
木
巻
五
四
一
八
）

「
夜
の
寝
覚
』
表
現
孜

の
場
面
で
あ
る
ｃ

「
独
り
寝
」
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
態
に
陥
っ
た
の
は
自
ら
の
責
任
で
あ

る
が
「
目
の
み
》
覚
め
つ
つ
」
、
つ
ま
ら
な
い
現
世
に
思
い
を
め
ぐ
ら
し
、
厭

世
感
を
募
ら
せ
て
い
く
。

蕪
が
独
り
寝
を
か
こ
つ
場
面
と
按
擦
の
君
と
の
逢
瀬
の
場
面
の
間
に
は
匂

宮
と
夕
霧
の
六
の
君
と
の
結
婚
が
あ
り
、
中
君
の
嘆
き
は
増
し
、
そ
れ
に
つ

れ
、
燕
の
恋
情
は
ま
さ
っ
て
い
く
。

薫
が
大
君
喪
失
と
中
君
思
慕
の
た
め
に
「
夜
な
夜
な
」
の
「
寝
覚
」
を
経

験
す
る
姿
は
、
女
君
を
想
っ
て
「
夜
な
夜
な
」
さ
ま
よ
い
出
る
『
夜
の
寝

覚
』
の
男
君
の
姿
に
通
じ
、
又
、
薫
の
物
思
い
の
深
さ
は
一
夜
の
寝
覚
』
の

女
君
の
内
省
を
連
想
さ
せ
る
。

宇
治
十
帖
に
お
い
て
『
夜
の
寝
覚
』
と
の
繋
が
り
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
従

来
『
夜
の
渡
覚
一
に
対
す
る
そ
の
影
紳
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
改
め
て

｛
認
》

肯
定
し
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
宿
木
」
に
見
ら
れ
る
用
例
と
『
夜
の
寝

覚
』
の
そ
れ
と
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

『
夜
の
寝
覚
』
の
女
君
は
自
ら
の
お
か
れ
た
苦
境
に
対
し
て
内
省
す
る
中

で
、
自
ら
の
う
ち
に
責
任
を
求
め
て
い
き
、
過
去
の
過
ち
を
後
悔
し
、
さ
ら

に
こ
れ
か
ら
の
在
り
方
を
も
導
い
て
い
く
。
あ
く
ま
で
も
現
実
的
に
生
き
て

い
く
方
法
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
寝
覚
の
夜
な
夜
な
」
を
過

ご
し
て
い
る
日
々
の
中
に
出
家
の
意
志
は
な
い
。
女
君
が
本
格
的
に
出
家
を

決
意
す
る
の
は
巻
五
冒
頭
で
あ
り
、
女
君
の
「
夜
な
夜
な
」
に
関
す
る
用
例

が
巻
四
に
し
か
な
い
こ
と
は
女
君
の
心
情
の
変
化
を
反
映
し
て
い
る
。八

秀

蕪
は
宇
治
の
大
君
を
病
で
失
い
、
匂
宮
に
譲
っ
た
中
君
に
未
練
を
抱
き
、

慎
悩
の
Ⅱ
々
を
送
っ
て
い
る
。
こ
の
場
面
の
直
前
の
本
文
に
「
例
の
、
寝
ざ

め
が
ち
な
る
つ
れ
づ
れ
な
れ
ば
」
と
、
こ
の
夜
按
擦
の
君
を
訪
れ
た
理
由
が

述
べ
ら
れ
て
お
り
、
薫
の
「
寝
覚
」
が
常
習
化
し
て
い
た
様
子
が
描
か
れ

る
。

引
用
文
は
ほ
ぼ
、
薫
が
按
擦
の
君
の
部
屋
か
ら
退
出
す
る
際
に
彼
女
に
か

け
た
言
葉
で
あ
る
。
彼
は
秋
の
深
夜
の
月
を
理
由
に
退
出
し
よ
う
と
す
る
が

物
思
い
で
眠
れ
ぬ
「
夜
な
夜
な
の
寝
ざ
め
」
が
慰
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
蕪
が

彼
女
の
も
と
か
ら
退
出
し
た
理
由
で
あ
っ
た
。
こ
の
蕪
の
「
渡
覚
」
は
そ
も

そ
も
「
独
り
寝
」
の
俺
し
さ
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
。



と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
る
通
り
後
朱
雀
天
皇
の
内
親
王
で
あ
り
、
後
冷
泉
天

皇
と
は
異
母
兄
妹
で
あ
る
。
内
親
王
は
「
当
歌
合
の
存
在
に
よ
っ
て
当
時
の

物
語
名
と
女
流
作
家
名
が
知
ら
れ
る
点
、
こ
の
二
十
巻
本
の
発
見
が
平
安
朝

本
論
で
は
「
心
づ
く
し
」
と
「
夜
な
夜
な
」
の
二
語
に
焦
点
を
あ
て
、

『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
表
現
が
一
‐
男
君
と
女
君
の
悲
恋
」
と
い

う
物
語
冒
頭
で
提
示
さ
れ
た
主
題
に
深
く
関
係
し
、
ひ
い
て
は
そ
の
主
題
の

原
因
と
も
な
っ
て
い
る
男
君
と
女
君
の
心
理
的
な
距
離
を
も
反
映
し
て
い
る

こ
と
を
論
証
し
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
二
つ
の
表
現
に
は
時
代
背
景
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
共

通
点
が
蝋
あ
る
。

「
［
天
喜
五
年
五
月
］
六
条
院
楳
子
内
親
王
歌
合
」
に
は
美
作
の
歌
と
し
て

「
聞
く
人
の
心
尽
く
し
に
時
鳥
く
も
ゐ
に
の
み
ぞ
鳴
わ
た
る
な
る
」
、
宮
殿
の

歌
と
し
て
「
も
ろ
と
も
に
お
き
明
か
す
か
な
夜
な
夜
な
を
草
の
蛍
の
露
と
見

え
つ
つ
」
の
二
首
が
あ
る
。
奇
し
く
も
同
じ
歌
合
に
こ
れ
ら
の
表
現
が
同
時

に
み
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

楳
子
内
親
王
は
『
中
右
記
』
の
永
長
元
年
九
月
十
三
円
の
条
に

十
三
日
、
夜
前
斎
院
莞
、
諒
楳
子
、
後
朱
雀
院
第
四
女
、
母
故
中
宮
源

一
調
）

子
也
、
長
暦
一
二
年
降
誕
、
後
冷
泉
院
始
為
加
茂
斎
院
。

お
わ
り
に

八

六

こ
れ
に
対
し
て
薫
は
現
在
の
苦
境
の
原
因
を
宿
世
に
求
め
、
常
に
こ
の
価

か
ら
逃
れ
、
出
家
を
求
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
二
人
の
対
称
的
な
違
い
に
対
し
て
こ
の
後
の
展
開
は
皮
肉
で

あ
る
。
女
君
は
ま
す
ま
す
男
君
か
ら
心
を
離
し
、
や
が
て
出
家
を
望
む
が
、

薫
は
中
君
に
恋
情
を
告
白
し
、
さ
ら
に
浮
舟
に
も
心
を
奪
わ
れ
て
い
く
。

一
方
、
『
夜
の
寝
覚
」
の
男
君
に
は
そ
の
出
生
の
事
情
の
暗
さ
か
ら
常
に

出
家
を
望
ん
で
い
る
蕪
の
心
の
闇
と
通
じ
る
も
の
は
な
く
、
女
君
恋
し
さ
に

一
貫
す
る
恋
の
「
寝
覚
」
に
よ
る
「
夜
な
夜
な
」
で
し
か
な
い
。

女
君
の
「
寝
覚
の
夜
な
夜
な
」
と
男
君
の
「
寝
覚
の
夜
な
夜
な
」
は
す
で

に
、
述
べ
た
通
り
、
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
女
君
が
内
省
に
よ
っ
て
よ
り
憂

い
を
深
化
さ
せ
て
い
く
の
に
対
し
て
、
男
君
は
内
省
を
試
み
ず
、
あ
く
ま
で

も
女
君
恋
慕
の
意
味
で
し
か
「
夜
な
夜
な
」
を
経
験
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ

う
な
二
人
の
心
の
差
異
を
『
夜
の
寝
覚
』
で
は
「
夜
な
夜
な
」
と
い
う
表
現

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
変
え
て
表
出
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
「
夜
な
夜
な
」
と
「
寝
覚
」
の
結
び
つ

き
の
発
想
は
物
語
よ
り
和
歌
に
よ
っ
て
先
に
確
認
で
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
を

物
語
に
と
り
こ
ん
だ
の
が
『
源
氏
物
語
』
で
あ
り
、
『
夜
の
寝
覚
』
は
特
に

「
宿
木
」
の
蕪
に
よ
る
「
夜
な
夜
な
」
の
「
寝
覚
」
を
享
受
し
、
そ
れ
を
巧

み
に
使
い
分
け
る
こ
と
で
物
語
の
主
題
を
表
出
さ
せ
た
。

「
寝
覚
の
夜
な
夜
な
」
と
い
う
表
現
の
特
質
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

男
君
と
女
君
の
意
識
の
差
を
確
か
め
ら
れ
、
こ
の
差
異
こ
そ
が
「
心
づ
く

し
」
な
物
語
の
原
因
で
あ
り
、
こ
の
表
現
と
主
題
の
一
致
が
『
夜
の
寝
覚
』

と
い
う
作
姉
が
も
つ
重
要
な
特
徴
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。



へ
圧（

１
）
本
文
は
鎌
田
正
氏
『
新
釈
漢
文
大
系
調
春
秋
左
氏
伝
四
』

昭
和
五
十
六
年
明
治
書
院
。
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
様
。

（
２
）
本
文
は
内
野
熊
一
郎
氏
『
新
釈
漢
文
大
系
４
孟
子
』
昭
和
二

一
夜
の
寝
覚
』
表
現
孜

十
七
年
明
治
書
院

（
３
）
本
文
は
一
新
Ｒ
本
古
典
文
学
大
系
本
朝
文
粋
』
に
よ
る
。
引

用
部
分
は
柿
村
重
松
氏
『
本
朝
文
粋
註
繰
上
一
（
昭
和
四
十
三
年

冨
山
房
）
に
「
心
情
を
鐙
し
て
文
案
を
究
め
」
と
訳
さ
れ
る
。

（
４
）
本
文
は
す
べ
て
一
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。
和
歌
の
本
文
に

つ
い
て
は
特
に
注
記
が
な
い
か
ぎ
り
同
書
に
よ
る
。

（
５
）
樺
潟
久
孝
氏
『
菖
葉
集
注
禅
』
巻
第
十
三
昭
和
三
十
九
年

中
央
公
論
社

（
６
）
伊
藤
博
氏
『
菖
葉
集
繰
注
七
』
平
成
三
年
集
英
社

（
７
）
灘
潟
久
孝
氏
『
菖
葉
集
注
鐸
』
巻
第
七
昭
和
五
十
年
中
央

公
論
社

（
８
）
六
八
五
番
歌
「
相
聞
」
、
一
八
○
九
番
歌
「
挽
歌
」
、
三
一
七
六

番
歌
「
溺
旅
発
思
」
、
三
三
四
七
番
歌
「
挽
歌
」
、
四
一
八
八
番
歌

「
慕
振
勇
士
名
歌
」
、
四
二
四
○
番
歌
「
挽
歌
」
。
た
だ
し
、
三
三
四

七
番
歌
に
つ
い
て
は
一
，
心
」
と
「
尽
」
と
切
り
離
し
て
解
釈
す
る
こ

と
も
あ
る
。

（
９
）
「
真
心
を
捧
げ
る
。
心
の
そ
こ
か
ら
思
う
。
」
と
い
う
意
味
。

（
皿
）
『
無
名
草
子
』
の
本
文
は
す
べ
て
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
無
名

草
子
」
に
拠
っ
た
。
以
下
同
様
。

（
ｕ
）
『
夜
の
寝
覚
』
の
本
文
は
す
べ
て
『
Ⅱ
本
古
典
文
学
全
集
夜
の

寝
覚
』
に
よ
り
、
引
用
文
末
に
示
し
た
頁
数
も
同
書
に
よ
る
。

（
胆
）
こ
の
作
品
の
冒
頭
に
関
し
て
は
鈴
木
一
雄
氏
が
『
日
本
古
典
文

学
全
集
夜
の
寝
覚
」
の
頭
注
で
は
「
物
語
の
主
題
を
ま
ず
提
示
し

八

指

毎
朝
〕

物
語
文
学
史
上
に
与
え
た
史
的
価
値
は
き
わ
め
て
大
で
あ
ろ
う
」
と
評
価
さ

れ
る
天
喜
三
年
の
「
六
条
斎
院
歌
合
」
、
つ
ま
り
物
語
歌
合
の
主
催
者
で
あ

り
、
物
語
を
生
み
出
す
文
化
圏
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
斎
院
の
異
母
兄
に
あ
た
る
後
冷
泉
天
皇
は
そ
の
時
代
が
『
夜

宮
３
国

の
寝
覚
』
の
成
立
時
期
の
有
力
な
候
補
で
あ
る
こ
と
が
野
口
元
大
氏
、
乾
澄

鰯
一

子
氏
な
ど
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
い
り
、
こ
の
時
期
に
物
語
を
享
受
、
生
成

し
て
い
た
内
親
王
の
歌
合
の
な
か
に
こ
れ
ら
の
物
語
の
構
想
に
深
く
関
わ
る

二
語
が
確
認
で
き
た
こ
と
は
、
成
立
背
景
を
考
え
る
た
め
に
も
重
要
な
こ
と

で
あ
る
。

『
夜
の
寝
覚
』
は
『
無
名
草
子
』
に
「
た
だ
人
ひ
と
り
の
こ
と
に
て
、
散

る
心
も
な
く
」
書
い
た
、
と
あ
る
通
り
、
女
君
の
心
理
を
追
求
し
た
作
品
と

な
っ
て
お
り
、
人
物
関
係
や
、
物
語
が
展
開
さ
れ
る
舞
台
が
限
定
的
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
内
容
的
な
狭
さ
ゆ
え
に
そ
の
表
現
の
内
容
も
自
ず
か
ら
限

定
さ
れ
て
く
る
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
表
現
に
特
化

さ
れ
た
主
題
性
は
そ
の
狭
さ
の
み
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
物
語

作
者
の
意
図
的
な
表
現
の
用
い
方
か
ら
鑑
み
る
に
女
君
の
内
面
へ
の
執
着
が

こ
の
物
語
の
特
徴
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
支
え
る
表
現
へ
の
執
着
も
ま
た

こ
の
物
語
の
特
徴
で
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。



（
卯
）
鈴
木
美
弥
氏
「
「
心
づ
く
し
」
考
」
「
文
学
論
藻
」
、
号
平
成

八
年
三
月
東
洋
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室

鈴
木
美
弥
氏
。
心
づ
く
し
」
考
（
続
）
」
「
東
洋
大
学
大
学
院
紀

要
（
文
学
研
究
科
）
」
詔
平
成
九
年
三
月
東
洋
大
学
大
学
院

（
瓢
）
「
秋
に
も
な
り
ぬ
。
人
や
り
な
ら
ず
心
づ
く
し
に
恩
し
乱
る
る
こ

と
ど
も
あ
り
て
、
大
殿
に
は
絶
え
間
お
き
つ
つ
、
恨
め
し
く
の
み

思
ひ
き
こ
へ
た
ま
へ
り
。
」
（
夕
顔
巻
一
一
四
六
）

（
躯
）
『
日
本
古
典
文
学
全
集
夜
の
寝
覚
』
の
頭
注
で
は
こ
の
場
面
に

対
し
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
例
の
寝
覚
の
夜
な
夜
な
起

き
出
で
て
…
」
か
ら
は
、
毎
夜
の
よ
う
に
起
き
出
し
て
中
の
君
の
部

屋
を
う
か
が
っ
た
よ
う
に
受
け
取
れ
る
が
、
実
際
に
は
大
納
言
は

「
大
殿
が
ち
に
の
み
な
り
た
ま
ひ
、
枝
さ
し
ぐ
め
る
ほ
ど
に
通
ひ
た

ま
へ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
時
な
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
状
況
を

も
効
果
的
に
強
調
し
よ
う
と
し
て
、
か
え
っ
て
不
用
意
に
前
後
矛
盾

に
陥
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
」

（
認
）
「
信
太
の
森
の
千
枝
」
は
「
わ
が
恩
ふ
事
の
筆
き
に
く
ら
ぶ
れ
ぱ

信
太
の
森
の
千
枝
は
も
の
か
は
」
（
詞
花
・
雑
下
増
基
）
が
引
歌

表
現
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
。

（
型
）
（
旧
）
と
同
書
。

（
妬
）
（
必
）
と
同
書
。
ま
た
同
書
の
第
三
章
第
四
節
に
お
い
て
、
「
夜

の
寝
覚
絶
ゆ
る
よ
な
く
と
ぞ
」
に
注
目
し
、
巻
末
の
場
面
に
つ
い

て
、
「
現
世
の
闇
に
沈
備
し
な
が
ら
、
未
来
へ
の
期
待
も
閉
ざ
さ
れ

て
、
彼
女
は
眠
り
の
裡
に
し
ば
ら
く
自
分
を
忘
れ
る
こ
と
す
ら
拒
ま

八
八

て
、
そ
れ
か
ら
女
主
人
公
の
素
性
に
及
ぶ
。
「
昔
」
「
今
は
昔
」
式
の

物
語
冒
頭
の
常
套
を
破
る
新
形
式
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
帯
木

巻
頭
に
わ
ず
か
に
先
縦
を
見
る
が
、
む
し
ろ
日
記
文
学
の
起
筆
と
関

係
が
あ
ろ
う
。
」
と
指
摘
す
る
。

（
旧
）
永
井
和
子
氏
『
寝
覚
物
語
の
研
究
」
昭
和
四
十
三
年
笠
間
書

院
（
皿
）
野
口
元
大
氏
『
夜
の
寝
覚
研
究
」
平
成
二
年
笠
間
書
院

（
肥
）
「
つ
れ
よ
り
も
心
づ
く
し
な
ら
ま
し
寝
覚
を
、
慰
む
心
地
も
し
、

あ
は
れ
を
も
添
へ
て
、
明
け
ぬ
る
に
、
御
前
の
御
格
子
一
間
ば
か
り

ま
ゐ
ら
せ
て
」
（
巻
四
三
七
一
）

（
岨
）
中
間
欠
巻
部
中
に
お
い
て
女
君
が
故
関
白
に
嫁
ぐ
吹
前
に
男
君

と
過
ご
す
場
面
が
あ
り
、
そ
の
別
れ
の
場
面
が
「
心
づ
く
し
」
で
あ

る
と
『
無
名
草
子
』
や
『
夜
の
寝
覚
抜
書
一
な
ど
の
欠
巻
部
資
料
か

ら
確
認
で
き
る
．

（
灯
）
片
桐
洋
一
氏
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
増
訂
版
』
平
成
十
一
年

笠
間
書
院

（
旧
）
王
朝
物
語
に
お
け
る
「
心
づ
く
し
」
の
用
例
数
を
確
認
す
る

と
、
『
竹
取
物
語
』
、
『
伊
勢
物
語
』
、
『
字
津
保
物
語
』
に
は
用
例
が

な
く
、
『
大
和
物
語
一
に
一
例
、
『
落
窪
物
語
』
に
二
例
、
『
源
氏
物

語
」
に
二
十
三
例
、
『
夜
の
寝
覚
』
に
十
三
例
、
『
狭
衣
物
語
」
に
九

例
、
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
六
例
で
あ
る
。

（
旧
）
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
す
べ
て
一
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

源
氏
物
語
』
に
よ
る
。
以
下
同
様
。



れ
て
い
る
と
い
う
。
彼
女
が
こ
の
仙
に
あ
る
か
ぎ
り
、
彼
女
の
孤
独

と
疎
外
感
は
窮
極
に
ま
で
押
し
詰
め
ら
れ
て
、
緩
和
さ
せ
る
こ
と
は

あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
よ
に
心
づ
く
し
な
る
例
」
は
こ
こ
に
語

り
尽
く
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
。

（
配
）
女
流
日
記
と
い
わ
れ
る
作
品
に
目
を
む
け
る
と
、
「
和
泉
式
部
日

記
』
に
一
例
、
一
．
靖
蛤
日
記
』
に
二
例
あ
る
ほ
か
は
、
『
土
佐
日

記
』
、
『
紫
式
部
日
記
」
、
「
更
級
日
記
・
一
に
は
用
例
は
な
い
。
こ
の
う

ち
散
文
部
分
に
用
例
が
あ
る
の
は
『
嫡
蛤
日
記
』
の
一
例
の
み
で
あ

る
。

（
”
）
『
狭
衣
物
語
』
の
用
例
を
文
体
別
に
分
類
す
る
と
地
の
文
十
三

例
、
和
歌
四
例
、
会
話
文
、
心
中
思
惟
、
引
用
文
が
そ
れ
ぞ
れ
一
例

ず
つ
で
あ
る
。
『
狭
衣
物
語
』
に
用
例
数
が
多
い
の
は
歌
語
を
多
用

す
る
物
語
の
性
質
を
反
映
し
た
も
の
か
。

（
犯
）
萩
谷
朴
氏
「
復
刊
平
安
朝
歌
合
大
成
二
昭
和
五
十
四
年

同
朋
社

（
羽
）
「
睡
を
し
寝
ば
夢
に
も
人
を
み
る
べ
き
を
夜
な
夜
な
覚
む
る
眼
こ

そ
つ
ら
け
れ
」
、
「
現
に
も
夢
に
も
み
え
ず
な
り
ぬ
れ
ば
覚
む
る
夜
な

夜
な
音
を
の
み
ぞ
泣
く
」
。

（
釦
）
「
ね
ざ
め
ね
ば
き
か
ぬ
な
る
ら
ん
を
ぎ
風
は
吹
か
ざ
ら
め
や
は
秋

一
●
夜
の
寝
覚
」
表
現
孜

と
一
、
和
泉
式
部
日
記
』
の
成
立
時
期
の
前
後
は
不

ほ
ぼ
同
時
発
生
的
な
用
例
と
み
て
よ
い
の
で
は
な

（
躯
）
『
夜
の
寝
覚
』
に
影
響
を
与
え
る
と
思
わ
れ
た
「
宿
木
」
に
見
ら

れ
る
「
夜
な
夜
な
」
の
「
寝
覚
」
は
『
源
氏
物
語
』
全
体
の
う
ち
で

は
一
回
性
の
も
の
で
あ
っ
た
。
「
夜
な
夜
な
」
の
用
例
八
例
の
う
ち

「
寝
覚
」
と
関
連
付
け
て
考
え
ら
れ
る
の
は
こ
の
場
而
し
か
な
く
、

全
体
と
し
て
は
「
宿
木
」
の
三
八
九
頁
の
用
例
に
見
ら
れ
た
よ
う

に
、
独
り
寝
の
場
面
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
「
夜
な
夜
な
」
が
独

り
寝
描
写
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
用
例
は
紫
上
（
「
若
菜
上
」
巻
四

六
八
）
、
女
三
宮
（
「
若
菜
下
」
巻
四
二
一
八
）
と
本
文
で
引
用
し

た
蕪
の
三
人
。

（
記
）
本
文
は
『
大
Ｈ
本
古
記
録
中
右
記
三
』
に
よ
る
。

（
弘
）
藤
本
一
恵
氏
『
新
編
国
歌
大
観
』
「
六
条
斎
院
歌
合
天
喜
三
年
」

解
題

（
妬
）
野
口
元
大
氏
「
後
冷
泉
朝
文
学
の
位
相
」
「
国
文
学
解
釈
と
教
材

の
研
究
」
卯
１
７
昭
和
五
十
年
六
月
学
灯
社

（
錨
）
乾
澄
子
氏
「
後
冷
泉
朝
の
物
語
と
和
歌
ｌ
『
狭
衣
物
語
』
『
夜
の

寝
覚
』
の
作
中
詠
歌
ｌ
」
『
和
歌
史
論
叢
後
藤
重
郎
先
生
牛
寿
記

念
』
平
成
十
二
年
和
泉
書
院

（
き
し
も
と
・
ゆ
う
こ
本
学
博
士
後
期
課
程
）

八
九

（
釦
）
「
ね
ざ
め
ね
癖

の
よ
な
よ
な
」
。

（
釦
）
『
源
氏
物
語
』

明
確
で
あ
る
が
、

い
か
。




