
漱
石
文
学
の
視
点
構
造

﹃
夢
十
夜
﹄
を
軸
と
し
て

河

原

晴

樹

岩
波
版
を
は
じ
め
、
多
く
の
﹃
漱
石
全
集
﹄
で
、﹃
夢
十
夜
﹄︵
一
九
〇
八
・

七
・
二
五
～
八
・
五
︶
は
、
﹃
永
日
小
品
﹄
︵
一
九
〇
九
・
一
・
一
～
三
・
一
二
︶
等

と
共
に
、
︿
小
品
﹀
と
し
て
、
長
篇
小
説
類
の
後
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

研
究
・
評
論
で
も
、
長
篇
と
は
別
に
取
り
扱
わ
れ
る
傾
向
が
強
い
。

け
れ
ど
も
、
実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
作
品
は
、
長
篇
小
説
の
展
開
と
密
接

な
関
わ
り
を
持
ち
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

こ
の
点
で
、
数
少
な
い
先
行
研
究
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
伊
藤
整

﹁
﹃
現
代
日
本
小
説
大
系
﹄
第
十
六
巻
解
説
﹂
︵
一
九
四
九
・
五
︶
の
︿
人
間

存
在
の
原
罪
的
不
安
﹀
と
い
う
指
摘
を
踏
ま
え
た
荒
正
人
﹁
漱
石
の
暗
い

部
分
﹂︵
﹁
近
代
文
学
﹂
一
九
五
三
・
一
二
︶
で
あ
る
。
こ
の
論
で
は
、﹁
第
三
夜
﹂

を
︿
父
親
殺
し
と
母
子
相
姦
へ
の
願
望
﹀
と
し
て
読
み
解
き
、
そ
れ
が
︿
漱

石
の
多
く
の
作
品
の
基
調
に
も
な
つ
て
ゐ
る
﹀
事
情
が
追
跡
さ
れ
て
い
る
。

惜
し
ま
れ
る
の
は
、
ま
ず
、
対
象
が
﹃
夢
十
夜
﹄
十
篇
中
の
﹁
第
三
夜
﹂

一
篇
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
フ
ロ
イ
ト
理
論
の
あ
ま

り
に
も
図
式
的
な
適
用
で
あ
る
う
え
、
モ
テ
ィ
ー
フ
の
み
の
指
摘
で
、
具

体
的
な
方
法
に
つ
い
て
は
、
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
﹃
夢
十
夜
﹄
全
篇
を
採
り
あ
げ
て
、
こ
れ
と
漱
石
作
品
の

全
体
的
展
開
と
の
関
わ
り
を
、
方
法
的
側
面
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
検
討
し

た
い
。

一

今
回
は
、
作
品
世
界
を
見
る
眼
、
す
な
わ
ち
視
点
に
照
明
を
当
て
て
み

よ
う
。

初
期
の
作
品
群
は
、
視
点
構
造
か
ら
見
て
、
大
き
く
、
二
つ
に
分
け
る

こ
と
が
出
来
る
。

一
つ
は
、
主
人
公
に
よ
る
一
人
称
の
語
り
の
形
式
で
あ
る
。
出
世
作

﹃
吾
輩
は
猫
で
あ
る
﹄︵
一
九
〇
五
・
一
～
一
九
〇
六
・
八
、
以
下
﹃
猫
﹄
と
略
称
︶
が
、

こ
の
典
型
で
あ
る
。

吾
輩
は
猫
で
あ
る
。
名
前
は
ま
だ
無
い
。

ど
こ
で
生
れ
た
か
頓
と
見
當
が
つ
か
ぬ
。
何
で
も
薄
暗
い
じ

め
〳
〵
し
た
所
で
ニ
ヤ
ー
〳
〵
泣
い
て
居
た
事
丈
は
記
憶
し
て
ゐ

る
。
︵
一
︶

五
三



〈
親
讓
り
の
無
鐵
砲
で
小
供
の
時
か
ら
損
ば
か
り
し
て
居
る
﹀
で
始
ま

る
﹃
坊
っ
ち
や
ん
﹄
︵
一
九
〇
六
・
四
︶
も
、
こ
の
形
式
を
採
っ
て
い
る
。

モ
テ
ィ
ー
フ
か
ら
言
え
ば
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
明
治
三
十
年
代
後
半

の
小
知
識
人
の
身
辺
現
実
を
対
象
と
し
、
社
会
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

他
の
一
つ
は
、〝
神
の
視
点
〟
と
呼
ば
れ
る
、
三
人
称
に
よ
る
物
語
形

式
で
あ
る
。

『
幻
影
の
盾
﹄
︵
一
九
〇
五
・
四
︶
が
、
そ
の
嚆
矢
と
な
る
。

遠
き
世
の
物
語
で
あ
る
。
バ
ロ
ン
と
名
乗
る
も
の
ゝ
城
を
構
え
へ

濠
を
環め

ぐ

ら
し
て
、
人
を
屠
り
天
に
驕
れ
る
昔
に
歸
れ
。
今
代
の
話
し

で
は
な
い
。

こ
の
形
式
の
頂
点
に
立
つ
の
は
、﹃
薤
露
行
﹄︵
一
九
〇
五
・
一
一
︶
で
あ
る
。

百
、
二
百
、
簇む

ら

が
る
騎
士
は
數
を
つ
く
し
て
北
の
方
な
る
試
合
へ

と
急
げ
ば
、
石
に
古
り
た
る
カ
メ
ロ
ツ
ト
の
館
に
は
、
只
王
妃
ギ
ニ

ヸ
ア
の
長
く
牽
く
衣
の
裾
の
響
の
み
殘
る
。
︵
一
︶

こ
の
二
つ
の
作
品
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
を
舞
台
と
し
、
超
現
実
的
な

ロ
マ
ン
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
続
く
中
篇
で
は
、﹃
草
枕
﹄︵
一
九
〇
六
・
九
︶
が
一
人
称
視
点
、

﹃
野
分
﹄
︵
一
九
〇
七
・
一
︶
が
三
人
称
視
点
を
基
本
と
し
て
い
る
。
朝
日
入

社
後
も
、
﹃
虞
美
人
草
﹄
︵
一
九
〇
七
・
六
・
二
三
～
一
〇
・
二
九
︶
は
三
人
称

視
点
、
﹃
坑
夫
﹄
︵
一
九
〇
八
・
一
・
一
～
四
・
六
︶
は
一
人
称
視
点
を
採
っ
て

い
る
。

そ
の
効
果
に
着
目
す
る
と
、
一
人
称
視
点
は
、
主
人
公
の
眼
に
よ
っ
て
、

状
況
が
直
接
語
ら
れ
る
の
で
、
読
者
を
引
き
込
む
力
が
強
い
代
り
に
、
作

品
世
界
が
主
人
公
の
主
観
内
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
、
客
観
性
が
乏
し
く
な

る
。
反
対
に
、
三
人
称
視
点
で
は
、
客
観
性
が
保
証
さ
れ
る
代
り
に
、
一

人
称
視
点
の
よ
う
な
親
近
感
は
弱
く
な
る
。

ま
さ
に
ジ
レ
ン
マ
な
の
だ
が
、
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
克
服
す
る
試
み
が
な

さ
れ
る
の
は
、
実
に
、
﹃
夢
十
夜
﹄
な
の
で
あ
る
。

二

視
点
に
限
っ
て
も
、
﹃
夢
十
夜
﹄
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
実
験
が
な
さ
れ

て
い
る
。
先
に
、
初
期
作
品
に
お
い
て
は
、
一
人
称
視
点
と
三
人
称
視
点

と
が
、
作
品
ご
と
に
、
明
確
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
た
。
﹃
夢

十
夜
﹄
に
至
る
と
、
相
対
立
す
る
二
つ
の
視
点
を
合
流
し
、
一
つ
の
場
面

の
中
に
溶
け
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
る
。

基
本
的
に
一
人
称
視
点
を
採
る
の
は
、
﹁
第
一
夜
﹂
﹁
第
二
夜
﹂
﹁
第
三

夜
﹂
﹁
第
五
夜
﹂
の
四
篇
で
あ
り
、
︿
自
分
﹀
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。

こ
ん
な
夢
を
見
た
。

腕
組
を
し
て
枕
元
に
坐
つ
て
居
る
と
、
仰
向
に
寝
た
女
が
、
靜
か

五
四
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月



な
聲
で
も
う
死
に
ま
す
と
云
ふ
。
女
は
長
い
髪
を
枕
に
敷
い
て
、
輪

廓
の
柔
ら
か
な
瓜
實
顔
を
其
の
中
に
横
た
へ
て
ゐ
る
。
眞
白
な
頬
の

底
に
温
か
い
血
の
色
が
程
よ
く
差
し
て
、
唇
の
色
は
無
論
赤
い
。
到

底
死
に
さ
う
に
は
見
え
な
い
。
然
し
女
は
静
か
な
聲
で
、
も
う
死
に

ま
す
と
判
然

は
つ
き
り

云
つ
た
。
自
分
も
確
に
是
れ
は
死
ぬ
な
と
思
つ
た
。

︵
﹁
第
一
夜
﹂
︶

注
目
す
べ
き
は
、
︿
吾
輩
﹀
や
︿
お
れ
﹀
や
︿
余
﹀
を
前
面
に
出
し
て

い
た
初
期
作
品
と
違
っ
て
、
︿
自
分
﹀
と
い
う
呼
称
が
、
引
用
文
の
後
ろ

の
方
で
、
控
え
目
に
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
一
見

す
る
と
、
三
人
称
視
点
に
近
い
客
観
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
は
い
っ
て
も
、
以
上
の
四
篇
で
は
、
な
お
︿
こ
ん
な
夢
を
見
た
﹀

と
い
う
書
き
出
し
が
提
示
さ
れ
、
一
人
称
の
枠
組
を
残
し
て
い
た
が
、﹁
第

四
夜
﹂
﹁
第
六
夜
﹂
﹁
第
七
夜
﹂
﹁
第
八
夜
﹂
に
な
る
と
、
こ
の
一
文
す
ら

用
い
ら
れ
な
く
な
り
、
客
観
性
が
増
す
。

さ
ら
に
、
﹁
第
五
夜
﹂
に
な
る
と
、
新
た
な
様
相
を
呈
し
て
来
る
。

こ
の
作
品
の
冒
頭
は
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

こ
ん
な
夢
を
見
た
。

何
で
も
餘
程
古
い
事
で
、
神
代
に
近
い
昔
と
思
は
れ
る
が
、
自
分

が
軍

い
く
さ

を
し
て
運
惡
く
敗
北

ま

け

た
爲
に
、
生
擒

い
け
ど
り

に
な
つ
て
、
敵
の
大
將
の

前
に
引
き
据
ゑ
ら
れ
た
。
︵
﹁
第
五
夜
﹂
︶

〈
自
分
﹀
の
用
語
が
早
い
時
点
で
用
い
ら
れ
、
︿
こ
ん
な
夢
を
見
た
﹀
の

枠
組
も
復
活
し
て
い
る
こ
と
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
作
品
の
前
半

は
、
一
人
称
視
点
を
採
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
後
半
に
な
る
と
、

此
時
女
は
、
裏
の
楢
の
木
に
繋
い
で
あ
る
、
白
い
馬
を
引
き
出
し

た
。
鬣

た
て
が
み
を
三
度
撫
で
ゝ
高
い
背
に
ひ
ら
り
と
飛
び
乗
つ
た
。
鞍
も
な

い
鐙

あ
ぶ
み

も
な
い
裸
馬
で
あ
つ
た
。
長
く
白
い
足
で
、
太
腹
を
蹴
る
と
、

馬
は
一
散
に
驅
け
出
し
た
。

と
、
︿
自
分
﹀
と
は
全
く
異
な
る
場
所
の
、
︿
女
﹀
の
行
動
が
、
三
人
称
現

在
形
で
叙
述
さ
れ
る
。
全
く
異
次
元
の
世
界
が
描
出
さ
れ
、
一
人
称
と
三

人
称
の
併
存
、
合
流
が
図
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

｢
第
九
夜
﹂
に
な
る
と
、
︿
自
分
﹀
は
完
全
に
消
去
さ
れ
、
︿
若
い
母
と

三
つ
に
な
る
子
供
﹀
と
の
悲
劇
を
、
三
人
称
視
点
で
、
客
観
的
に
描
写
し

て
い
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
二
作
品
は
、
純
粋
客
観
の
三
人
称
視
点
で
は
な
い
。

﹁
第
九
夜
﹂
は
、
︿
こ
ん
な
悲

か
な
し

い
話
を
、
夢
の
中
で
母
か
ら
聞
い
た
﹀
と
い

う
一
文
で
結
ば
れ
る
。
話
を
︿
聞
い
た
﹀
の
は
明
ら
か
に
︿
自
分
﹀
で
あ

り
、
明
示
さ
れ
な
い
も
の
の
、
一
人
称
の
主
体
が
、
い
わ
ば
背
後
か
ら
、

こ
の
作
品
全
体
を
包
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
作
品
の
構
成

は
、
別
の
子
供
と
母
の
話
を
、
子
供
の
語
り
手
が
母
か
ら
聞
く
と
い
う
、

入
れ
子
型
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
近
接
感
が
醸
し
出
さ
れ
て
い

五
五

漱
石
文
学
の
視
点
構
造



る
の
で
あ
る
。

視
点
に
関
わ
る
以
上
の
よ
う
な
工
夫
を
受
け
、
﹁
第
十
夜
﹂
は
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
始
ま
る
。

庄
太
郎
が
女
に
攫さ

ら

は
れ
て
か
ら
七
日
目
の
晚
に
ふ
ら
り
と
歸
つ
て

來
て
、
急
に
熱
が
出
て
ど
つ
と
、
床
に
就
い
て
ゐ
る
と
云
つ
て
健
さ

ん
が
知
ら
せ
に
來
た
。

庄
太
郎
は
町
内
一
の
好
男
子
で
、
至
極
善
良
な
正
直
者
で
あ
る
。

た
ゞ
一
つ
の
道
樂
が
あ
る
。
パ
ナ
マ
の
帽
子
を
被
つ
て
、
夕
方
に
な

る
と
水
菓
子
屋
の
店
先
へ
腰
を
か
け
て
、
往
來
の
女
の
顔
を
眺
め
て

ゐ
る
。
さ
う
し
て
頻
に
感
心
し
て
ゐ
る
。
其
の
外
に
は
是
と
云
ふ
程

の
特
色
も
な
い
。

︵
中
略
︶

あ
る
夕
方
一
人
の
女
が
、
不
意
に
店
先
に
立
つ
た
。
身
分
の
あ
る

人
と
見
え
て
立
派
な
服
裝
を
し
て
ゐ
る
。
其
の
着
物
の
色
が
ひ
ど
く

庄
太
郎
の
氣
に
入
つ
た
。
︵
﹁
第
十
夜
﹂
︶

こ
こ
で
は
、
︿
庄
太
郎
﹀
と
い
う
人
物
が
、
い
き
な
り
示
さ
れ
る
。
こ

れ
ほ
ど
明
確
な
三
人
称
の
提
示
は
、
こ
れ
ま
で
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
、
引
用
の
後
半
に
は
、
︿
一
人
の
女
﹀
も
、
三
人
称
で
登
場
す
る
。

﹁
第
十
夜
﹂
は
、︿
庄
太
郎
﹀
と
こ
の
︿
女
﹀
を
中
心
人
物
と
し
、︿
健
さ
ん
﹀

を
脇
役
と
す
る
、
客
観
的
な
三
人
称
視
点
の
ド
ラ
マ
な
の
で
あ
る
。

こ
の
作
品
の
結
び
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

健
さ
ん
は
、
庄
太
郎
の
話
を
此
處
迄
し
て
、
だ
か
ら
餘

あ
ん
ま

り
女
を
見

る
の
は
善
く
な
い
よ
と
云
つ
た
。
自
分
も
尤
も
だ
と
思
つ
た
。
け
れ

ど
も
健
さ
ん
は
庄
太
郎
の
パ
ナ
マ
の
帽
子
が
貰
ひ
た
い
と
云
つ
て

ゐ
た
。

庄
太
郎
は
助
か
る
ま
い
。
パ
ナ
マ
は
健
さ
ん
の
も
の
だ
ら
う
。

こ
こ
で
、
︿
自
分
も
尤
も
だ
と
思
つ
た
﹀
と
い
う
一
文
は
、
見
過
ご
す

こ
と
が
出
来
な
い
。
他
の
九
つ
の
夢
に
見
え
隠
れ
し
て
い
た
︿
自
分
﹀
が
、

完
全
に
は
消
去
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
思
っ
て
読
む
と
、

︿
庄
太
郎
は
助
か
る
ま
い
。
パ
ナ
マ
は
健
さ
ん
の
も
の
だ
ら
う
﹀
と
い
う

判
断
を
下
す
の
も
︿
自
分
﹀
で
あ
り
、
冒
頭
の
一
文
で
︿
健
さ
ん
が
知
ら

せ
に
来
た
﹀
相
手
も
、
︿
自
分
﹀
を
措
い
て
他
に
な
い
。

注
目
に
値
す
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
夢
と
違
っ
て
、
こ
の
︿
自
分
﹀
は
、

作
中
劇
に
は
全
く
参
加
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
︿
自
分
﹀
の
後
退
が
、

そ
こ
ま
で
徹
底
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と

と
し
て
、
こ
の
︿
自
分
﹀
は
作
中
の
人
間
関
係
に
直
接
触
れ
得
る
場
所
を

得
て
い
る
事
実
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
作
中
劇
に
は
絡
ま
な

い
客
観
性
を
保
ち
な
が
ら
、
そ
の
ド
ラ
マ
を
直じ

か

に
見
届
け
る
証
人
と
し
て

の
特
別
席
を
得
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
強
い
臨
場
感
を
獲
得
し
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。
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三

こ
の
時
期
以
降
の
長
篇
小
説
に
は
、
﹃
夢
十
夜
﹄
に
お
け
る
実
験
の
成

果
が
生
か
さ
れ
る
。

こ
の
作
品
と
同
年
に
発
表
さ
れ
た
﹃
三
四
郎
﹄
︵
一
九
〇
八
・
九
・
一
～

一
二
・
二
九
︶
の
書
き
出
し
は
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

う
と
〳
〵
と
し
て
眼
が
覺
め
る
と
女
は
何
時
の
間
に
か
、
隣
の
爺

さ
ん
と
話
を
始
め
て
ゐ
る
。
此
爺
さ
ん
は
慥
か
に
前
の
前
の
驛
か
ら

乘
つ
た
田
舎
者
で
あ
る
。
發
車
間
際
に
頓
狂
な
聲
を
出
し
て
、
馳
け

込
ん
で
來
て
、
い
き
な
り
肌
を
拔
い
だ
と
思
つ
た
ら
背
中
に
御
灸
の

痕あ
と

が
一
杯
あ
つ
た
の
で
、
三
四
郎
の
記
憶
に
殘
つ
て
ゐ
る
。
爺
さ
ん

が
汗
を
拭
い
て
、
肌
を
入
れ
て
、
女
の
隣
り
に
腰
を
懸
け
た
迄
よ
く

注
意
し
て
見
て
ゐ
た
位
で
あ
る
。
︵
一
︶

こ
の
描
写
が
瑞
々
し
い
の
は
、
三
人
称
視
点
に
立
ち
つ
つ
も
、
眠
り
か

ら
覚
め
た
純
真
な
青
年
の
眼
に
よ
っ
て
情
景
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ

が
、
注
意
深
く
読
め
ば
、
こ
の
ド
ラ
マ
の
す
ぐ
背
後
で
、
状
況
を
現
在
時

制
で
見
詰
め
て
い
る
語
り
手
の
視
点
を
看
取
出
来
よ
う
。

そ
の
証
拠
に
、
後
に
︿
三
四
郎
池
﹀
と
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
水
辺
で

の
、
こ
の
作
品
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
三
四
郎
と
の
出
会
い
の
場
面
で
、
美
禰
子

の
服
装
を
叙
し
た
後
、
つ
ぎ
の
断
わ
り
が
挿
入
さ
れ
る
。

此
時
三
四
郎
の
受
け
た
感
じ
は
只
奇
麗
な
色
彩
だ
と
云
ふ
事
で
あ

つ
た
。
け
れ
ど
も
田
舎
者
だ
か
ら
、
此
色
彩
が
ど
う
い
ふ
風
に
奇
麗

な
の
だ
が
、
口
に
も
云
へ
ず
、
筆
に
も
書
け
な
い
。
た
ゞ
白
い
方
が

看
護
婦
だ
と
思
つ
た
許
り
で
あ
る
。
︵
二
︶

こ
こ
で
は
、
三
四
郎
が
把
握
し
切
れ
な
い
と
こ
ろ
を
背
後
の
語
り
手
が

顔
を
出
し
て
助
け
て
い
る
。
も
は
や
︿
自
分
﹀
と
い
う
尻
尾
を
残
し
て
は

い
な
い
も
の
の
、
実
質
的
に
は
、
﹁
第
十
夜
﹂
と
同
じ
く
、
状
況
を
直
接

把
握
出
来
る
語
り
手
の
眼
が
背
後
に
控
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
基
本
的
に
は
三
四
郎
を
視
点
人
物
と
す
る
三
人
称

視
点
と
語
り
手
の
視
点
と
を
統
合
し
つ
つ
、
新
鮮
で
牽
引
力
の
あ
る
状
況

描
写
が
展
開
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

『
そ
れ
か
ら
﹄
︵
一
九
〇
九
・
六
・
二
七
～
一
〇
・
一
四
︶
は
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
始
ま
る
。

誰
か
慌
た
ゞ
し
く
門
前
を
馳
け
て
行
く
足
音
が
し
た
時
、
代
助
の

頭
の
中
に
は
、
大
き
な
俎
下
駄
が
空
か
ら
、
ぶ
ら
下
が
つ
て
ゐ
た
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
俎
下
駄
は
、
足
音
の
遠
退

と
お
の

く
に
従
つ
て
、
す
う
と

頭
か
ら
抜
け
出
し
て
消
え
て
仕
舞
つ
た
。
さ
う
し
て
眼
が
覺
め
た
。

︵
一
︶

『
三
四
郎
﹄
と
同
じ
く
、
目
覚
め
の
場
面
か
ら
開
始
さ
れ
、
視
点
人
物

で
あ
る
主
人
公
の
心
理
展
開
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
三
人
称
視
点
と
な
っ
て
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い
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
作
品
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
叙
述
も
見
受
け
ら
れ
る
。

だ
か
ら
、
今
日
の
會
見
は
、
理
知
の
作
用
か
ら
出
た
安
全
の
策
と

云
ふ
よ
り
も
、
寧
ろ
情
の
旋
風
に
捲
き
込
ま
れ
た
冒
險
の
働
き
で
あ

つ
た
。
其
所
に
平
生
の
代
助
と
異
な
る
點
が
あ
ら
は
れ
て
ゐ
た
。
け

れ
ど
も
、
代
助
自
身
は
夫
に
氣
が
付
い
て
ゐ
な
か
つ
た
。
︵
十
三
︶

こ
こ
で
も
、
代
助
を
超
え
た
語
り
手
の
視
点
が
覗
い
て
い
る
。
先
に
取

り
上
げ
た
、
色
彩
に
関
す
る
三
四
郎
の
把
握
の
限
界
を
指
摘
し
た
叙
述
と

軌
を
一
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
﹃
門
﹄︵
一
九
一
〇
・
三
・
一
～
六
・
一
二
︶
も
、

ま
た
、
こ
の
方
法
を
踏
襲
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
前
期
三
部
作
と
呼
ば
れ
る
こ
れ
ら
の
作
品
で
は
、
主
人
公

の
目
を
窓
と
し
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
は
、
三
人
称
視
点
を
採
っ
て
い
る
。

主
人
公
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
点
で
は
﹃
夢
十
夜
﹄
前
半
の
作
品
と
類
似
す

る
一
方
、
三
人
称
視
点
を
基
本
と
す
る
点
で
は
﹁
第
五
夜
﹂
、
と
り
わ
け

﹁
第
十
夜
﹂
に
相
似
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
背
後
に
、
そ
の
ド
ラ
マ
を
直

接
見
届
け
る
語
り
手
が
存
在
し
て
い
る
点
で
は
、
﹁
第
十
夜
﹂
の
︿
自
分
﹀

の
あ
り
よ
う
を
踏
ま
え
、
深
化
さ
せ
た
手
法
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
前
期
三
部
作
の
視
点
に
お
い
て
は
、
﹃
夢
十
夜
﹄
の

成
果
を
多
角
的
に
摂
取
し
つ
つ
、
そ
の
機
能
を
一
層
徹
底
さ
せ
て
い
る
の

で
あ
る
。

四

修
善
寺
の
大
患
を
経
た
﹃
彼
岸
過
迄
﹄
︵
一
九
一
二
・
一
・
二
～
四
・
二
九
︶

に
お
い
て
は
、
体
調
へ
の
配
慮
も
あ
っ
て
、
七
つ
の
短
篇
を
書
き
継
ぐ
形

で
、
作
品
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。

最
初
の
﹁
風
呂
の
後
﹂
の
視
点
人
物
は
︿
敬
太
郎
﹀
だ
が
、
彼
は
次
第

に
狂
言
回
し
に
転
じ
、
作
品
の
核
心
を
な
す
﹁
須
永
の
話
﹂
﹁
松
本
の
話
﹂

に
な
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
別
人
物
が
、
作
品
の
語
り
手
兼
主
役
に
な
る
。
﹁
結

末
﹂
で
、
︿
彼
の
役
割
は
絶
え
ず
受
話
器
を
耳
に
し
て
﹁
世
間
﹂
を
聽
く

一
種
の
探
訪

た
ん
ぼ
う

に
過
ぎ
な
か
つ
た
﹀
︿
彼
は
遂
に
其
中
に
這
入
れ
な
か
つ
た

の
で
あ
る
。
﹀
と
︿
敬
太
郎
﹀
の
役
割
が
明
記
さ
れ
る
の
は
、
こ
こ
か
ら

で
あ
る
。

次
作
﹃
行
人
﹄
︵
一
九
一
二
・
一
二
・
六
～
一
九
一
三
・
一
一
・
一
五
︶
も
、
四

つ
の
短
篇
の
連
鎖
で
形
成
さ
れ
て
い
る
。

初
め
に
︿
自
分
﹀
と
い
う
呼
称
で
登
場
す
る
の
は
、
語
り
手
の
︿
二
郎
﹀

だ
が
、
こ
の
作
品
の
真
の
主
役
は
、
後
半
の
核
心
を
担
う
兄
の
︿
一
郎
﹀

で
あ
る
。

『
心
﹄
︵
一
九
一
四
・
四
・
二
〇
～
八
・
一
一
︶
も
ま
た
、
三
短
篇
で
合
成
さ

れ
て
い
る
。

そ
の
中
、﹁
上
﹂﹁
中
﹂
の
視
点
人
物
は
学
生
の
︿
私
﹀
な
の
だ
が
、﹁
下

先
生
と
遺
書
﹂
に
な
る
と
、
学
生
か
ら
︿
先
生
﹀
と
呼
ば
れ
た
人
物
が
語

り
手
兼
主
役
と
な
る
。
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後
期
三
部
作
と
呼
ば
れ
る
以
上
三
作
品
は
、
短
篇
連
鎖
に
加
え
て
、
は

じ
め
に
登
場
す
る
視
点
人
物
と
は
別
に
、
真
の
主
役
が
後
半
の
ド
ラ
マ
を

担
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
最
初
の
視
点
人
物
が
、
後
の
主
役
と
、
友
達
、

兄
弟
、
師
弟
な
ど
密
接
な
間
柄
に
あ
る
こ
と
も
類
似
し
て
い
る
。
こ
の

中
、
﹃
心
﹄
に
至
る
と
、
上
・
中
に
お
け
る
学
生
が
︿
私
﹀
と
呼
称
し
て

い
る
の
に
対
し
、
下
に
お
け
る
︿
先
生
﹀
も
︿
私
﹀
と
自
称
し
て
い
る
事

実
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
両
者
の
間
に
は
、
何
層
も
の
関
係
性
が
潜
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。

別
々
の
挿
話
を
あ
る
種
の
関
係
で
結
合
さ
せ
る
後
期
三
部
作
の
手
法

は
、
﹁
第
九
夜
﹂
の
視
点
形
態
の
発
展
と
見
な
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。

﹃
道
草
﹄︵
一
九
一
五
・
六
・
三
～
九
・
一
四
︶
は
、
過
去
時
制
を
採
っ
て
い
る
。

明
治
三
十
年
代
帰
国
直
後
の
作
者
漱
石
自
身
の
体
験
に
取
材
し
て
い
る
こ

と
の
反
映
と
い
う
面
も
あ
ろ
う
が
、
そ
の
意
義
は
、
別
に
も
あ
る
。
こ
の

方
法
が
﹃
心
﹄
﹁
下

先
生
と
遺
書
﹂
の
継
承
で
あ
る
こ
と
を
思
い
合
わ

せ
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
過
去
時
制
に
お
い
て
は
、
作
中
人
物
の
言
動

の
意
味
を
克
明
に
彫
り
下
げ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
作
品
は
、
基
本
的
に
︿
健
三
﹀
に
焦
点
を
合
わ
せ
な
が

ら
も
、
こ
れ
に
対
峙
す
る
他
者
の
視
点
を
採
り
入
れ
、
と
り
わ
け
女
の
内

面
に
ま
で
光
を
当
て
て
い
る
の
が
目
を
引
く
。

筋
道
の
通
つ
た
頭
を
有も

つ
て
ゐ
な
い
彼
女
に
は
存
外
新
し
い
點
が

あ
つ
た
。
彼
女
は
形
式
的
な
昔
風
の
倫
理
観
に
囚
は
れ
る
程
嚴
重
な

家
庭
に
入
と
な
ら
な
か
つ
た

︵
中
略
︶

さ
う
し
て
學
校
は
小
學
校
を
卒
業
し
た
丈
で
あ
つ
た
。
彼
女
は
考

へ
な
か
つ
た
。
け
れ
ど
も
考
へ
た
結
果
を
野
性
的
に
能
く
感
じ
て
ゐ

た
。﹁

單
に
夫
と
い
ふ
名
前
が
付
い
て
ゐ
る
か
ら
と
云
ふ
丈
の
意
味

で
、
其
人
を
尊
敬
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
強
ひ
ら
れ
て
も
自
分
に

は
出
來
な
い
。
も
し
尊
敬
を
受
け
た
け
れ
ば
、
受
け
ら
れ
る
丈
の
實

質
を
有
つ
た
人
間
に
な
つ
て
自
分
の
前
に
出
て
來
る
が
好
い
。
夫
と

い
ふ
肩
書
な
ど
は
無
く
つ
て
も
構
は
な
い
か
ら
﹂
︵
七
十
一
︶

他
に
も
、
︿
妾

あ
た
し

、
ど
ん
な
夫
で
も
構
ひ
ま
せ
ん
わ
、
た
ゞ
自
分
に
好
く

し
て
呉
れ
さ
へ
す
れ
ば
﹀
と
自
分
の
見
解
を
明
言
す
る
場
面
す
ら
あ
る
。

こ
れ
は
、
﹁
第
五
夜
﹂
に
お
け
る
女
の
側
の
場
面
描
写
を
さ
ら
に
深
化

さ
せ
、
そ
の
内
面
ま
で
活
写
し
得
た
手
法
と
言
え
よ
う
。

五

﹃
明
暗
﹄
︵
一
九
一
六
・
五
・
二
六
～
一
二
・
一
四
︶
は
、
基
本
的
に
現
在
時

制
を
採
っ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
し
ば
し
ば
回
想
の
場
面
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
も
見
逃
せ
な

い
。
津
田
を
例
に
と
る
と
、
作
品
の
初
め
の
︿
去
年
の
疼
痛
が
あ
り
〳
〵

と
記
憶
の
舞
台
に
上
つ
た
﹀
︵
二
︶
場
面
に
始
ま
り
、
結
び
﹁
百
八
十
八
﹂
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の
淸
子
と
の
再
会
で
︿
二
人
の
間
に
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
た
過
去
の
光
景

シ
ー
ン

が
、
あ
り
〳
〵
と
津
田
の
前
に
浮
き
上
つ
た
﹀
場
面
ま
で
、
枚
挙
に
い
と

ま
が
な
い
。
妻
の
お
延
の
例
で
も
、
︿
始
め
て
京
都
で
津
田
に
會
つ
た
時

の
事
が
思
ひ
出
さ
れ
た
﹀
︵
七
十
九
︶
、
︿
突
然
疑
惑
の
焔
が
彼
女
の
胸
に
燃

え
上
つ
た
。
一
束
の
古
手
紙
へ
油
を
濺
い
で
、
そ
れ
を
綺
麗
に
庭
先
で
焼

き
盡
し
て
ゐ
る
津
田
の
姿
が
、
あ
り
〳
〵
と
彼
女
の
眼
に
映
つ
た
﹀
︵
八

十
九
︶
等
が
あ
る
。

ま
た
、
入
院
中
の
津
田
を
取
り
巻
く
状
況
描
写
で
は
、
ほ
ぼ
同
時
刻
の

出
来
事
が
、
お
延
と
小
林
、
津
田
家
の
下
女
お
時
、
津
田
と
妹
お
秀
、
津

田
兄
妹
と
お
延
と
い
っ
た
別
々
の
対
立
的
な
立
場
か
ら
描
き
分
け
ら
れ
、

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
検
証
さ
れ
て
い
る
。

挙
句
に
は
、
つ
ぎ
の
場
面
さ
え
見
ら
れ
る
。

同
じ
作
用
が
、
そ
れ
以
上
強
烈
に
淸
子
を
其
場
に
抑
へ
付
け
た
ら

し
か
つ
た
。
階
上
の
板
の
間
迄
來
て
其
所
で
ぴ
た
り
と
留
ま
つ
た
時

の
彼
女
は
、
津
田
に
取
つ
て
一
種
の
繒
で
あ
つ
た
。
彼
は
忘
れ
る
事

の
出
來
な
い
印
象
の
一
つ
と
し
て
、
そ
れ
を
後
々
迄
自
分
の
心
に
傳

へ
た
。

彼
女
が
何
氣
な
く
上
か
ら
眼
を
落
し
た
の
と
、
其
所
に
津
田
を
認

め
た
の
と
は
、
同
時
に
似
て
實
は
同
時
で
な
い
や
う
に
見
え
た
。
少

く
と
も
津
田
に
は
さ
う
思
は
れ
た
。
無
心
が
有
心
に
變
る
迄
に
は
あ

る
時
が
掛
つ
た
。
驚
ろ
き
の
時
、
不
可
思
議
の
時
、
そ
れ
等
を
經
過

し
た
後
で
、
彼
女
は
始
め
て
棒
立
に
な
つ
た
。
︵
百
七
十
六
︶

ま
ず
、
引
用
前
段
の
︿
後
々
迄
自
分
の
心
に
傳
へ
た
﹀
と
い
う
一
句
が

目
に
留
ま
る
。
こ
れ
は
、
現
在
進
行
形
で
あ
る
筈
の
作
中
の
出
来
事
が
、

さ
ら
に
未
来
の
視
座
か
ら
も
照
射
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
後
段
で
は
、
普
通
な
ら
︿
同
時
﹀
と
さ
れ
る
瞬
間
の
現
象
を

微
細
に
分
析
し
、
︿
無
心
が
有
心
に
變
る
﹀
過
程
を
正
確
に
追
究
し
て
い

る
。
ほ
ぼ
同
時
の
出
来
事
す
ら
、
前
後
を
弁
別
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
真
実

に
迫
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
﹃
明
暗
﹄
に
お
い
て
は
、
長
期
的
に
も
、
短
期
的
に
も
、

過
去
、
現
在
、
未
来
の
時
制
を
絶
妙
、
自
在
に
駆
使
し
、
作
品
の
リ
ア
リ

テ
ィ
を
獲
得
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
時
間
の
多
層
性
の
萌
芽
は
、
す
で
に
﹃
夢
十

夜
﹄
に
見
ら
れ
た
。

た
と
え
ば
、﹁
第
五
夜
﹂
に
お
い
て
は
、
運
命
的
な
悲
劇
描
写
の
後
、︿
蹄

ひ
ず
め

の
跡
は
い
ま
だ
に
岩
の
上
に
殘
つ
て
居
る
﹀
︿
此
の
蹄
の
痕あ

と

の
岩
に
刻
み

つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
間
、
天
探
女

あ
ま
の
じ
や
く

は
自
分
の
敵

か
た
き

で
あ
る
﹀
と
い
う
結
末
が
付

さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
ド
ラ
マ
か
ら
時
を
経
た
︿
い
ま
だ
に
﹀
と
い
う
現

在
の
時
制
が
加
え
ら
れ
、
さ
ら
に
︿
蹄
の
跡
﹀
の
怨
念
は
、
未
来
に
ま
で

投
射
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
﹁
第
十
夜
﹂
に
お
い
て
は
、
︿
健
さ
ん
が
知
ら
せ
に
來
た
﹀
時
点

か
ら
普
段
の
︿
庄
太
郎
﹀
の
人
と
な
り
に
遡
り
、
︿
女
が
、
不
意
に
店
先

に
立
つ
た
﹀
こ
と
に
よ
る
事
件
の
概
要
を
示
し
た
後
、
庄
太
郎
の
回
想
と

し
て
ド
ラ
マ
の
核
心
を
活
写
し
、
ふ
た
た
び
︿
健
さ
ん
﹀
に
叙
述
を
戻
し
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た
末
、
︿
庄
太
郎
は
助
か
る
ま
い
。
パ
ナ
マ
は
健
さ
ん
の
も
の
だ
ら
う
﹀

と
い
う
未
来
の
予
測
ま
で
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
自
由
で
、
自
然
な
時
制

の
転
換
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
﹃
夢
十
夜
﹄
の
実
験
を
経
て
、
﹃
明
暗
﹄
に
お
け
る
自
在

で
精
妙
な
時
制
の
展
開
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

『
明
暗
﹄
に
は
、
作
中
劇
を
牽
引
し
て
行
く
主
人
公
は
い
な
い
。
後
期

三
部
作
で
は
、
初
め
に
登
場
す
る
視
点
人
物
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
な
が

ら
も
、
な
お
、〝
真
の
主
人
公
〟
的
な
存
在
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
た
と

え
ば
﹃
心
﹄
の
場
合
、
学
生
か
ら
は
︿
先
生
﹀
と
呼
ば
れ
、
当
人
か
ら
は

︿
私
﹀
と
自
称
さ
れ
る
呼
称
に
よ
っ
て
も
、
保
証
さ
れ
て
い
た
。
け
れ
ど

も
、
﹃
明
暗
﹄
に
至
る
と
、
そ
の
よ
う
な
特
権
化
さ
れ
た
人
物
は
登
場
し

な
く
な
る
。

確
か
に
、
ド
ラ
マ
は
津
田
夫
妻
を
軸
と
し
て
展
開
し
て
お
り
、
二
人
を

中
心
人
物
と
見
な
す
こ
と
は
出
来
よ
う
。
と
は
い
え
、
こ
の
作
品
は
、
つ

ぎ
の
よ
う
に
始
ま
る
。

醫
者
は
探
り
を
入
れ
た
後
で
、
手
術
台
の
上
か
ら
津
田
を
下お

ろ

し
た
。

｢
矢
張
穴
が
脹
迄
續
い
て
ゐ
る
ん
で
し
た
。
此
前
探
つ
た
時
は
、

途
中
に
瘢
痕
の
隆
起
が
あ
つ
た
の
で
、
つ
い
其
所
が
行
き
留
り
だ
と

ば
か
り
思
つ
て
、
あ
ゝ
云
つ
た
ん
で
す
が
、
今
日
疎
通
を
好
く
す
る

爲
に
、
其
奴

そ
い
つ

を
が
り
〳
〵
掻
き
落
し
て
見
る
と
、
ま
だ
奥
が
あ
る
ん

で
す
﹂

｢
さ
う
し
て
夫
が
腸
迄
續
い
て
ゐ
る
ん
で
す
か
﹂

｢
さ
う
で
す
。
五
分
位
だ
と
思
つ
て
ゐ
た
の
が
約
一
寸
程
あ
る
ん

で
す
﹂

津
田
の
顔
に
は
苦
笑
の
裡
に
淡
く
盛
り
上
げ
ら
れ
た
失
望
の
色
が

見
え
た
。
醫
者
は
白
い
だ
ぶ
〳
〵
し
た
上
着
の
前
に
两
手
を
組
み
合

は
せ
た
儘
、
一
寸
首
を
傾
け
た
。
其
様
子
が
﹁
御
氣
の
毒
で
す
が
事

實
だ
か
ら
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。
醫
者
は
自
分
の
職
業
に
對
し
て

虛
言

う

そ

を
吐つ

く
譯
に
行
か
な
い
ん
で
す
か
ら
﹂
と
い
ふ
意
味
に
受
取
れ

た
。
︵
一
︶

こ
の
場
面
に
は
、
劈
頭

へ
き
と
う

か
ら
︿
醫
者
﹀
が
登
場
し
、
そ
の
仕
草
と
台
詞

の
叙
述
の
量
の
上
で
も
、
質
の
上
で
も
、
明
ら
か
に
津
田
を
先
導
し
、
存

在
感
で
も
優
位
に
立
っ
て
、
津
田
を
揺
さ
ぶ
っ
て
い
る
。

こ
の
︿
醫
者
﹀
は
、
こ
の
場
限
り
で
姿
を
消
す
が
、
そ
の
後
、
小
林
、

岡
本
、
藤
井
、
津
田
の
父
等
、
別
の
男
た
ち
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
登
場
す
る
。

津
田
は
、
こ
れ
ら
の
人
物
に
揉
ま
れ
な
が
ら
、
ド
ラ
マ
が
形
成
さ
れ
て
ゆ

く
の
で
あ
る
。

『
明
暗
﹄
に
お
け
る
女
性
群
の
活
写
は
、
さ
ら
に
際
立
っ
て
い
る
。
お

延
を
軸
に
、
義
妹
の
お
秀
、
吉
川
夫
人
、
岡
本
の
妻
、
藤
井
の
妻
、
若
い

従
妹
の
繼
子
・
百
合
子
、
結
び
近
く
で
は
淸
子
等
、
世
代
を
異
に
す
る
女

た
ち
が
登
場
し
、
活
躍
す
る
。
漱
石
に
対
し
て
、
そ
れ
ま
で
辛
辣
な
批
判

を
重
ね
て
き
た
正
宗
白
鳥
に
し
て
、
﹃
明
暗
﹄
の
女
た
ち
は
︿
充
分
に
現

實
の
女
ら
し
い
羽
を
擴
げ
て
羽
叩
き
し
て
ゐ
る
﹀
︵
﹁
中
央
公
論
﹂
一
九
二
八
・
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六
︶
と
賞
賛
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
所
以
で
あ
る
。

男
女
を
合
わ
せ
て
、
こ
れ
ほ
ど
多
数
の
人
物
の
描
き
分
け
は
、
こ
れ
以

前
の
漱
石
作
品
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
が
、
数
が
多
い
と
い
う
だ
け

で
な
く
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
方
に
も
特
色
が
あ
る
。
結
論
を
先
立
て
る

と
、
一
人
物
に
対
し
て
、
次
の
人
物
が
明
確
に
対
峙
し
、
言
葉
の
真
の
意

味
で
の
他
者
性
を
備
え
て
い
る
と
い
う
現
象
で
あ
る
。

は
じ
め
に
引
い
た
冒
頭
の
場
面
で
も
、
一
回
限
り
の
端
役
に
過
ぎ
な
い

︿
醫
者
﹀
が
、
質
量
と
も
に
、
津
田
を
凌
ぐ
他
者
性
を
発
揮
し
て
い
た
。

さ
ら
に
、
作
品
展
開
に
つ
れ
て
、
津
田
対
お
延
、
お
延
対
小
林
、
お
延
対

お
秀
、
津
田
対
小
林
、
津
田
対
淸
子
等
の
対
決
は
、
凄
絶
と
さ
え
言
え
る

迫
力
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
存
在
感
を
示
し
つ
つ
、
あ
る
べ
き

︿
眞
實
﹀
の
探
究
を
読
者
に
促
し
て
止
ま
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
多
数
の
人
物
へ
の
関
心
は
、
﹃
夢
十
夜
﹄
に
も
皆

無
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

登
場
人
物
が
二
人
に
限
ら
れ
て
い
た
﹁
第
一
夜
﹂
か
ら
﹁
第
三
夜
﹂
に

対
し
て
、
﹁
第
四
夜
﹂
﹁
第
五
夜
﹂
﹁
第
六
夜
﹂
で
は
三
人
以
上
の
人
物
が

描
か
れ
、
﹁
第
七
夜
﹂
﹁
第
八
夜
﹂
に
お
い
て
は
、
人
物
の
数
は
一
層
増
加

し
て
い
た
。
﹁
第
十
夜
﹂
の
中
心
人
物
は
︿
庄
太
郎
﹀
と
︿
女
﹀
だ
が
、

作
品
の
冒
頭
と
結
末
に
座
を
占
め
る
︿
健
さ
ん
﹀
が
ド
ラ
マ
の
額
縁
と
な

り
、
そ
の
報
告
を
受
け
る
︿
自
分
﹀
も
背
後
に
存
在
し
て
い
た
。
ま
こ
と

に
立
体
的
な
布
置
と
い
う
他
は
な
い
。

『
夢
十
夜
﹄
で
は
、
人
物
の
対
峙
性
も
見
ら
れ
た
。
﹁
第
二
夜
﹂
に
お
け

る
︿
自
分
﹀
と
︿
和
尚
﹀
、
﹁
第
三
夜
﹂
の
︿
自
分
﹀
と
︿
子
供
﹀
に
は
、

す
で
に
対
決
の
様
相
が
あ
り
、﹁
第
五
夜
﹂
の
︿
自
分
﹀
と
︿
天
探
女
﹀
は
、

文
字
通
り
敵
対
関
係
に
あ
っ
た
。
こ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
に
し
て
も
、

﹁
第
七
夜
﹂
の
︿
異
人
﹀︿
船
の
男
﹀
も
︿
自
分
﹀
と
は
異
な
る
存
在
で
あ
り
、

﹁
第
八
夜
﹂
の
︿
床
屋
﹀
な
ら
び
に
︿
金
魚
賣
﹀
も
、
︿
自
分
﹀
と
は
次
元

を
異
に
す
る
人
物
で
あ
っ
た
。

｢
第
十
夜
﹂
に
お
い
て
、︿
庄
太
郎
﹀
を
︿
善
く
な
い
﹀
と
揶
揄
す
る
︿
健

さ
ん
﹀
が
対
立
的
な
人
物
で
あ
る
の
は
念
を
押
す
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の

作
品
で
も
っ
と
も
注
視
さ
れ
る
の
は
︿
女
﹀
で
あ
ろ
う
。
一
心
同
体
の
魂

の
結
合
と
も
い
う
べ
き
﹁
第
一
夜
﹂
の
︿
女
﹀
、
以
心
伝
心
さ
な
が
ら
に

駆
け
て
来
た
﹁
第
五
夜
﹂
の
︿
女
﹀
と
は
対
照
的
に
、﹁
第
十
夜
﹂
の
︿
女
﹀

と
︿
庄
太
郎
﹀
と
の
間
に
は
、
精
神
の
共
鳴
は
、
全
く
な
い
。
︿
切
壁

き
り
ぎ
し

﹀

か
ら
の
身
投
げ
か
︿
大
嫌
﹀
な
︿
豚
﹀
か
の
二
者
択
一
を
迫
る
こ
の
︿
女
﹀

は
、
︿
庄
太
郎
﹀
の
︿
敵
﹀
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
。
他
者
性
は
、
こ
こ

ま
で
極
ま
っ
て
い
る
。

登
場
人
物
の
多
数
化
と
相
対
す
る
人
物
の
他
者
性
化
の
傾
向
は
、
﹃
夢

十
夜
﹄
に
も
す
で
に
現
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

※

※

※

以
上
、
視
点
構
造
と
い
う
観
点
か
ら
、
﹃
夢
十
夜
﹄
の
世
界
を
検
討
し

て
き
た
。

『
夢
十
夜
﹄
は
、
小
品
な
が
ら
、
こ
の
作
品
以
前
に
は
乏
し
く
、
こ
の

作
品
以
後
に
発
展
し
て
作
品
効
果
を
高
め
る
要
素
を
、
思
い
が
け
ず
多
様

に
備
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
一
人
称
視
点
と
三
人
称
視
点
の
統
合
と
立
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体
化
、
作
中
時
間
の
多
層
化
、
登
場
人
物
の
多
数
化
と
他
者
存
在
へ
の
関

心
・
他
者
視
点
の
導
入
等
が
、
そ
れ
に
当
る
。

も
と
よ
り
、
そ
れ
は
完
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
萌
芽
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
一
面
が
あ
る
こ
と
も
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

と
は
い
え
、
﹃
夢
十
夜
﹄
十
篇
の
展
開
の
過
程
で
、
驚
く
ほ
ど
さ
ま
ざ

ま
な
試
み
が
な
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
前
期
三
部
作
か
ら
遺
作
﹃
明
暗
﹄
に
至

る
ま
で
の
後
続
長
篇
展
開
の
中
で
深
化
さ
れ
、
芸
術
性
を
高
め
る
た
め
の

礎
石
と
な
っ
て
い
る
事
実
は
揺
る
が
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

︹
追
記
︺
﹃
坊
っ
ち
や
ん
﹄
の
表
記
は
漱
石
の
原
稿
に
従
っ
た
。

︵
二
〇
一
六
年
三
月
二
二
日
稿
︶

［
か
わ
は
ら

は
る
き

俳
人
・
評
論
家
］
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