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「夢
十
夜
」

の
時
間

・
試
論

中

原

豊

は
じ
め
に

「
夢
十

夜
」
(「
東
京
朝

日
新
聞
」
明
41

・
7

・
25
～

8

・
5
、
「大
阪
朝

日
新

聞
」
同
41

・
7

・
26
～

8

・
5
、
『
四
篇
』
同

43

・
5

春
陽
堂
)
を
統

一
的

に

理
解

す
る
た
め
に
設

け
ら
れ
る
視
点

の
ひ
と

つ
に
時
間

の
問
題
を
挙
げ

る
こ
と

が

で
き
る
だ
ろ
う
。
「
夢
十
夜
」
に
収

め
ら
れ
た
十
夜

の
夢

に
は
、
夢
が
本
来
的

に
持

っ
て
い
る
日
常
的

な
時
空
概
念
か

ら
自
由

で
あ

る
と

い
う
特
徴
が
明
ら
か

に
見

て
取

れ
る
し
、

ま
た
、

そ
れ

が
こ
の
作
品

の
す
ぐ
れ
た
特
質

の
ひ
と

つ
と

見

な
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。

わ
れ
わ
れ
が
日
常
的

に
意
識
し

て
い
る
の
は
、
過
去
か
ら
現
在
を
経

て
未
来

へ
と
非
可
逆
的

に
流
れ

て
い
く
時
間

で
あ

る
。
も
ち

ろ
ん
、

こ
れ
は
時
間
そ

の

も

の
の
素
顔

で
は
な

い
。
本
来

は
と
り
と
め

の
な

い
荘
漠
と
し
た
も

の
で
あ
る

時
間

は
、
天
体

の
運
行
な
ど

の
自
然
現
象
や
直
線
や
円
な
ど

の
空

間

の
上

に
置

き
換

え
ら
れ
客

観
化

さ
れ
る

こ
と

に
よ

っ
て
は
じ

め

て
認
識

さ
れ
る
。

さ
ら

に
、

そ
れ

は
集
団
生
活
を
営
む
人
間
社
会

の
中

で
共
通

の
基
本
概
念

と
し

て
制

度
化
さ
れ

る
。
時
間
は
概
念

で
あ
る
と
同
時

に
制
度

で
も
あ
る
。

わ
れ

わ
れ
は

直
線
的

で
非
可
逆
的
な
時
間
を
客
観
的

に
存
在
す
る
も

の
の
よ
う
に
扱

い
、

そ

の
よ
う
な
時
間
概
念
を
通
し

て
世

界
を
見

て
い
る

の
で
あ
る
。

「
夢
十
夜
」

の
作
者
漱
石
も
時

間

に

つ
い

て
こ
の
よ
う
な
関
係
論
的

な
捉

え

(
1
)

方
を
し

て
い
た
。
ま
た
、
文
学

の
時

間
に

つ
い

て
、
漱
石

は
、

『文
学
論
』

(明

40

・
5

大
倉
書
店
)

の
第
三
編
第

一
章

「文

学
的

F
と
科
学
的

F
と

の
比
較

一
汎
」

の
中

で
、

〈
..缶
o
≦
..
の
疑

問
〉

す
な
わ
ち

企

つ
の
与

へ
ら
れ

た
る
現

象

は
如
何

に
し

て
生
じ
た
る
も

の
な
る
か
〉
を
解
く
た
め

に

〈
「時
」
た
る
観
念

を
脱
却
す
る
〉
す
る

こ
と

の
で
き
な
い
科
学

と
の
比
較
を
通
じ

て
、
次

の
よ
う

に
説

い
て
い
る
。

世

に
存
す
る
物
象

の
相

は
動

に
し

て
静
止
す

る
も

の
あ

る
こ
と
な
し
。
絵

具
箱

を
携

え

て
郊
外

に
出
つ

る
の
も

の
は
同
じ
木
、
同
じ
野
、
同
じ
空
が

如

何
に
日
光

の
作

用
に
よ
り
千
変
万
化
す

る
か
を
知

る
べ
し
。
此

の
如
く

常

に
変
化
し
動
揺

す
る
も

の
を

."=
o
≦
..
の
眼

の
み

に
て
観
察

す
る
は
、

無
限

の
糸
を
巻

く
如
く
終

に
尽
く

る
時
あ
ら
ざ
る

べ
し
。
さ
り
な
が
ら
、

文
芸
家

は
此
終
局
な
き
連
鎖
を
随
時

に
切
り
と
り
、
之
を
永

久
的
な
る
か

の
如

く
に
表
出
す

る
権
利
を
有
す
る
も

の
な
り
。
即
ち
無
限
無
窮

の
発

展

に
支
配
せ
ら

る
ゝ
人
事
自
然

の
局
部

を
随
時

に
切

り
放

ち

て

「時
」

に
関
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係
な
き
断
面
を
描
き
出
す

の
特

許
を
有
す
。

こ
こ
で
い
う

〈
「
時
」
〉
と
は
、

い
う
ま

で
も
な
く
日
常
的

な
時

間
概
念

の
こ
と

で
あ
る
。

日
常
的
時
間

の
束
縛
か
ら
離
れ
得
る
文
学

と
い
う
形
式

の
上

に
、

そ

れ
自
体
も
ま
た
日
常
的

時
間

の
束
縛

か
ら
自
由

で
あ
る
と
さ
れ
る
夢
を
創
造

し

た
も

の
と
し

て
、
「夢
十
夜
」
と

い
う
作
品
が
成
立
し

て
い
る

こ
と
を
、
最
初

に

確
認
し

て
お
き
た

い
。

「
夢
十
夜
」

は
そ

の
冒
頭

に
置
か
れ
た

「第

一
夜
」

か
ら
読
者

に
時
間

の
問

題
を
投

げ
か
け

て
く
る
。
死

に
間
近

い
女

か
ら

〈百
年
待

つ
て
ゐ
て
下

さ
い
〉

と
言

わ
れ

て
、
自
分

が
待

と
う
と
す

る

〈百
年
〉
が

そ
れ
で
あ

る
。
「
第
三
夜
」

の

〈
百
年
〉

と
並

ん

で
多

く
の
先
学

の
言

及
す

る
と

こ
ろ
と
な

っ
て
い
る
こ
の

〈百
年
〉

と
い
う
時
間

か
ら
、
考
察
を
始
あ

た
い
と
思

う
。

「第

一
夜
」

の

〈百
年
〉

に
は

一
種

の
曖
昧

さ
が

つ
き
ま
と

っ
て
い
る
。
自

分

は
東

か
ら
出

て
西

へ
落
ち

て
ゆ
く

〈赤

い
日
〉
を

〈
一
つ
二

つ
と
勘
定
し
〉

な
が
ら

〈百
年
〉

を
待

と
う
と
す

る
が
、
途
中

で

〈女

に
欺

さ
れ

た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
と
思

い
出
〉
す
。

こ
こ
で
ど
う

や
ら

〈勘
定
〉
す

る
こ
と
を
や
め

て

し
ま

っ
た
ら
し
い
の
だ

が
、

そ
こ
に
、
墓
石

の
下
か
ら

〈
青

い
茎
〉
が
伸
び

て

き
て
、

一
輪

の

〈百
合
〉

の
花

を
咲
か

せ
る
。
香
り
高
く

み
ず

み
ず
し

い

〈
百

合
〉
の
花

び
ら
に
接
吻

し
、
遠

い
空

に

〈暁

の
星
〉
を
認
あ
た
時
、
自
分

は

〈
「
百

年

は
も

う
来

て
ゐ
た
ん
だ
な
」

と
此

の
時
始
め

て
気
が
付
〉
く

の
で
あ

る
。
自

分

は

〈百
年
〉
を

〈勘
定
〉
し
き

っ
て
は
い
な

い
。

そ
れ

で
い
て
最
後

に

〈
百

年

は
も

う
来

て
ゐ
た
〉
と

い
う
の
で
あ

る
。

〈百
年
〉

の
持

つ
こ
の
曖
昧

さ
は
、
自
分
は
女

に
再
会
し
得
た

の
か
ど
う
か

と

い
う
点

で
対
照
的
な
解
釈
を
生
ん

で
い
る
。
例
え
ば
、
佐
々
木
充
氏

は
、
百

合

は

〈無
惨
な

る
代
償
物
〉

に
過
ぎ
ず
、
自
分
は
女
と
再
会

し
得

な
か

っ
た
と

(2
)

マ
マ

す

る
。

〈百
年
〉
と

は

〈
完
壁
な
る

〈
永
遠
〉

の
表
現
〉

で
あ
り
、

〈百
年

は
も

う
来

て
ゐ
た
〉
と

い
う
自
分

の
言
葉
は
信
じ
ら
れ
な

い
と

い
う

の
で
あ
る
。

こ

れ

に
対
し

て
、
例
え
ば
、
笹
淵
友

一
氏
は
、
百
合
は
女

の
転
生

し
た
姿

で
あ
る

と
す

飽

〈百
年
〉
は

〈人
間

の
生
命

の
可
能
性

の
限
界
〉
を
表
し

て
い
る
、
女

は

〈百
年
目

に
蘇
り
、
白

い
百
合
と
し

て
再
生

し
〉
た
の
で
あ
り
、
墓

の
前

に

座

っ
て
待

っ
た
自
分

は

〈
遂

に
百
年
が
過
ぎ
た

こ
と
を
証
明
す
る
女

の
再
生

の

日
を
〉
迎
え
た
と

い
う

の
で
あ
る
。

「
古
詩
十
九
首
」
の

「
第
十
五
首
」
に

〈生
年
不
満
百
〉
(生
年

は
百

に
満

た

ず
)
と
あ

る
よ
う

に
、
古
来
か
ら
百
年

は
人

間
が
生
き

ら
れ
る
限
界
、
す

な
わ

ち
人
間

の

一
生
涯
を
意
味
し

て
い
た
。
漱
石

の
漢
詩

の
中

に
も
そ
の
よ
う
な
用

(
4
)

例
を
見
出
す

こ
と
が

で
き
る
。

こ
れ
に
従

え
ば
、
笹
淵
氏

の
見
解

が
よ
り
説
得

力
を
持

っ
て
く
る
わ
け
だ
が
、
佐

々
木
氏

の
い
う
よ
う

に
、
赤

い
日

の

〈勘
定
〉

を
放
棄
し
た
自
分

の
上

に
日
常

的
時

間
と
し
て
の
百
年

が
経
過
し

た
と

は
受
け

と
め

に
く

い
と

こ
ろ
が
確
か

に
あ
る
。
ま
た
、
〈
百
年
〉
を
人
間

の

一
生
涯
を
意

味
す

る
も

の
と
捉
え
る
と
し

て
も
、

柄
谷
行
人
氏

の
よ
う
に
女

に
再
会
し

た
と

(5
)

き

の
自
分
は
死
ん

で
い
る

の
だ
と
す
る

こ
と
も

で
き
る
。
柄
谷
氏

は
、

〈百
年
〉

は

〈
通
常

の
人
間
性
と
は
質
的

に
異
な

っ
た
も

の
、

つ
ま
り
そ
の
と
き
意
識

の

時
間
性

が
あ

る
逆

倒
を

し
な
け
れ
ば

の
り

こ
え
ら
れ
な

い
よ
う
な
境
界

を
象

徴
〉
す
る
も

の
で
あ
り
、
「第

一
夜
」

で
は
死

を
、
「
第

三
夜
」

で
は
誕
生
を
意

味
し

て
い
る
と
説
く

の
で
あ
る
。

〈
百
年
〉
の
意

味
づ
け
を
急

ぐ
前

に
、
A
二

度
作
品

に
立
ち
帰

っ
て
み
よ
う
。

作
品
が
示
す
と
お
り

の
、
〈勘
定
〉
し
き
れ
な
い
時

間
、
後
か

ら
振

り
返

っ
て
意

識
す
る

こ
と
し
か

で
き
な

い
時

間
と
し
て
の

〈百
年
〉
と

は
、
ど

の
よ
う

に
捉
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え
れ
ば

よ
い
だ

ろ
う
か
。

そ
の
た
め

に
は
、
ま
ず

〈
勘
定
〉
す

る
と

い
う
行
為

の
も

つ
意
味
を
考
え

て
み
る
必
要
が
あ

る
だ

ろ
う
。
「
第

一
夜
」
の
自
分
は
も
し

〈百
年
三
萬
六
千

日
〉
(李
白

「裏
陽
歌
」
)
を
数

え
尽

く
し
た
ら
、
〈百
年
〉

に

到
達

で
き

た
の
だ

ろ
う
か
。
『
濠
虚
集
』
に
収
め
ら
れ
た
小
品

「
一
夜
」
に
は
次

の
よ
う
な

一
節
が
あ

る
。

又
思

ふ
百
年

は

一
年

の
如
く
、

一
年
は

一
刻

の
如
し
。

一
刻
を
知
れ
ば
正

に
人
生
を
知

る
。

日
は
東
よ
り
出

で
ゝ
必
ず
西

に
入
る
。
月
は
盈

つ
れ
ば

か
く

る
。
徒
ら

に
指
を
屈
し

て
白
頭

に
到
る
も

の
は
、
徒
ら

に
荘
々
た
る

時

に
身
神
を
限
ら

る
ゝ
を
恨
む

に
過
ぎ
ぬ
。

日
月
は
欺
く
と
も
己
を
欺
く

は
智
者
と

は
云

は
れ
ま

い
。

一
刻

に

一
刻
を
加
ふ
れ
ば
二
刻
と
殖
え
る

の

み
ち

や
。
蜀
川
十
様

の
錦
、
花
を
添

へ
て
、
い
く
ば
く

の
色
を
か
変
ぜ
ん
。

会

刻

に

一
刻
を
加
〉
え
る
と

は
、
〈赤

い
日
〉
を

〈勘
定
〉
す
る

こ
と

に
等
し

い
。

こ
の

一
節

は
、

そ
う

い
う
行
為
自
体
が

〈
百
年
〉
と

い
う
時
間

に
対
す
る

に
無
意
味

で
あ

る
ら
し

い
こ
と
を
語

っ
て
い
る
。

〈赤

い
日
〉
を

〈
勘
定
〉
す
る
と

い
う

こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
時

間
を
計

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
先

に
述

べ
た
よ
う

に
、
わ
れ
わ
れ
は
時

間
を
空

間
上

に
置
き
換
え

て
捉
え

て
い
る
。
空
間
上

の
長
さ
と
し

て
物
象
化
さ
れ
る

こ
と

に

よ

っ
て
、
時
間
は
は
じ
め

て
数
量
化
が
可
能
な
も

の
、

す
な
わ
ち
勘
定

で
き
る

も

の
に
な
る
。
さ
ら

に
、
物
象
化
さ
れ
た
時
間
は
小
さ
く
分
節
化

さ
れ

て

一
定

の
単
位
と
な
る
。
「第

一
夜
」
の
自
分

は
、
日

の
出
と
日
の
入
り
と
い
う
現
象

を

時
間
表
象
と
し
、

そ
れ
を

一
単

位
と
し

て
繰

り
返
し

て
い
く

こ
と
で
時
間

を
計

ろ
う
と
し

て
い
る
。

「夢
十
夜

」
の

〈百
年
〉
も
、
「
一
夜
」
と

そ
れ
と
同
様

に
、

こ
う
し
た
日
常

的

な
時

間
概

念

で
は
計

れ
な
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は

「
夢
十
夜
」

の

口
で

全
日
〉

`
い
う
数
字

に
与

え
ら
れ

た
意
味

を
考

え
て
み
て

も
確
か
め

る

こ
と
が

で
き
よ
う
。
「第

八
夜
」
の
帳
揚
格

子
の
女

が

〈
勘
定

〉
す
る

の
が

〈
百

枚
位
〉
の
十
円
札

な

の
だ
が
、
〈札

の
数

は
ど

こ
迄
行

っ
て
も
尽
き

る
様
子
が
な

い
〉
。
「第
九
夜
」
の
若

い
母
が
夫

の
無
事

を
祈

っ
て
毎

日
踏

む
の
が

〈
御
百
度
〉

で
あ
る
。

こ
こ
で
は
百
と

い
う
数

に
は
至

っ
て
い
る
も

の
の
、
本
来

の
願

い
で

あ
る
夫

の
無
事

な
帰

還
は
果

た
せ
な
い
。

「
夢
十
夜
」

に
お

い
て

〈
百
〉

と
は

〈
一
〉
を
ど
れ
だ
け
積

み
重

ね
て
も
到
達

で
き

な
い
数
な

の
で
あ

る
。

そ
の
意

味

で
、
柄
谷

氏
が

〈百
年
〉
を

〈通
常

の
時
間
性
と

は
質
的

に
異
な

っ
た
も

の
〉

と
す
る

の
は
正

し
い
。

し
か
し
、

そ
う
述

べ
た
後

「
第

一
夜
」

の

〈
百
年
〉
を

直
ち
に
死
を
意
味

す
る
も

の
と
捉

え
て
し
ま

う
の
は
い
か
が
だ

ろ
う
。

こ
れ
は

人
間

の

一
生
を

一
単
位

と
し
て

〈百
年
〉
を

〈勘
定
〉
し
た
結
果

に
過
ぎ
な

い
。

こ
う
し
た
意
味

づ
け
は

〈
通
常

の
時
間
性
〉
と
質
的

に
異
な

る
も

の
で
は
な

い
。

佐
々
木
氏

が

〈百
年

は
も
う
来

て
ゐ
た
〉
と

い
う
言
葉

に
不
信
を
抱
く

の
も
、

〈完
壁

な
る

〈永
遠
>
>
を
人
間

の

一
生
を
示
す

日
常
的
時
間

の
百
年
よ
り
も
長

い
時

間
と
し

て

〈勘
定
〉

し
て
い
る
た
め

で
は
な

い
か
。
先

に
引
用
し
た

『
文

学
論
』
の

一
節

に
お

い
て
も
、
〈永
久
的
な

る
か
の
如
く

に
表
出
す

る
〉
こ
と
は

〈
「時
」

に
関
係
な
き
断
面
を
描

き
だ
す
〉

こ
と
と
同
意

で
あ

っ
た
。

す
な
わ

ち
、
真

の
永
遠

と
は
、

日
常
的
な
時
間
概
念
を
離
れ
た
時
間
な

の
で
あ
り
、
長

短
を
計

る
こ
と
の
で
き

る
も

の
で
は
な

い
。
〈
百
年
〉
を
そ

の
ま
ま
日
常
的

時
間

と
捉

え
る
笹
淵
氏
ば
か

り
で
な
く
、
佐

々
木
氏
も
柄
谷
氏
も
、
結
局

の
と

こ
ろ

日
常
的

な
時
間
概
念
を
離
れ
得

て
い
な

い
わ
け

で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
〈赤

い
日
〉
の

〈勘
定
〉
を
放
棄
す

る
こ
と
、
す
な
わ
ち

日
常
的
な
時
間
概
念
を
離
れ

る
こ
と
が
、

こ
こ
で
重
要
な
意

味
を
も

つ
こ
と
が

わ
か

る
だ

ろ
う
。

こ
の
問
題

に

つ
い
て
は

「
第
二
夜
」
が
大

き
な
示
唆
を
与

え

て
く
れ

る
。
「
第

二
夜
」

の
自
分
は
侍

で
あ
り
、
〈
侍
な
ら
悟

れ
ぬ
筈

は
な
か
ら

う
〉

〈
口
惜
し
け
れ
ば
悟

つ
た
証
拠

を
持

つ
て
来
い
〉

と
い
う
和
尚

の
挑
発

に
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乗

っ
て
、
懸
命
に
悟
り
を
開

こ
う
と
す
る
。
隣
室

の
時

計
が
次

の
刻

を
打

つ
ま

で
に
、
悟
る

こ
と
が

で
き
れ
ば
和
尚

の
首

を
取
り
、
悟

る

こ
と
が
で
き
な

け
れ

ば
自

刃
と
す

る
と
念

じ
て
、
短

刀
を
脇

に
置

い
て
坐
禅
を
始
め

る
。
結
末

に
お

い
て
、
自
分

は
時
計

の
音

に
は

っ
と
思

っ
て
短

刀
に
手
を
か

け
る
。
悟

っ
た
と

し

て
も
悟
ら
な
か

っ
た
と
し

て
も
、

こ
の
侍

は
短
刀
を
使
う

こ
と

に
な
る
わ
け

だ

が
、

そ
の
よ
う
な

こ
だ
わ
り
を
持
ち
続
け

て
い
る

こ
と
自
体
悟
り

に
達
し

て

い
な

い
証
拠
と

い
え
よ
う
。
か
く
し

て
坐
禅
は
失
敗

に
終

わ
る
。

そ

の
失
敗

の

原
因

は
、

最
後

ま

で
侍
と

し

て
の
自
尊

心
あ

る

い
は
虚
栄

心
を
捨

て
き
れ

な

(
6
)

か

っ
た

こ
と

に
あ
る
わ
け
だ
が
、

そ
れ
に
加

え
て
、
次

の
刻

ま

で
と
悟

る
ま
で

の
時

間
を
限

っ
た

こ
と
の
意

味
も
決

し

て
小

さ
く
は
な
い
。

禅

を
時
間

と

い
う
観

点
か

ら
論
じ

た
も

の
に
、
哲

学
者

の
辻
村
公

一
氏

の

(7
)

「禅

と
時

間
ー

そ
の

一
端

に
関
す

る
感
想
「

」
が
あ

る
。
氏

は
、
悟
り

の

時
す

な
わ
ち
見

性

の
時
を
次

の
よ
う

に
説
明

さ
れ

て
い
る
。

時
間
意
識
、
従

っ
て
ま

た
意
識

さ
れ

た
時
間
と
か
意
識
が

そ
れ

で
あ
る
時

間
が
無

い
と

い
う
意
味

で
は
、
見
性

の
即
今

は
無
時

で
あ
る
。
(略
)
そ

の

即
今
を
、
そ

の
い
わ
ば
外
側
か
ら
、

い
わ
ば
傍
人
か
ら
見
れ
ば
、
あ
る
い

は
当
人

で
も
後
か
ら
反
省

し

て
み
れ
ば
、

そ
れ
は
、
誰

は
何
時
何
処

で
眼

が
開

い
た
と

い
う
風

に
、
時

間
空

間
的

に
位

置
づ
け
ら
れ
る
。

(傍
点
原

文
)

こ
れ

に
対
し

て
、
次

の
刻

ま

で
に
悟

ろ
う
と
し

て
い
る

「第

二
夜
」

の
自
分

は

時

間
を
気

に
し
続

け
て
い
る
。

そ
れ

は

〈無
だ
と
云
ふ

の
に
矢

つ
張
り
線
香

の

香

が
し
た
。
何
だ
線
香

の
癖

に
。
〉
と
い
う
よ
う
に
、
時
計
代
わ

り
の
線
香
を
意

識

の
外

に
追

い
出

せ
な

い
で
い
る
と

こ
ろ
か
ら
も
わ
か
る
が
、
注
目
す

べ
き
は

結
末
近

く
の
隣
室

の
時
計

の
音
だ

ろ
う
。
そ

の
直
前

の
自
分
は
、
〈
其

の
内

に
頭

が
変

に
な

つ
た
。
行
燈
も
蕪
村

の
画
も
、
畳
も
、
違
棚

も
有

つ
て
無
い
様

な
、

無

く

つ
て
有

る
様

に
見

え
た
。
と
云

っ
て
無

は
ち

つ
と
も
現
前

)
な
い
。
た

ゞ

好
加
減

に
坐

つ
て
ゐ
た
様

で
あ
る
。
〉
と

い
う
よ
う

に
、
そ
れ
ま

で
の
状
態
よ
り

は

一
歩
無

に
近
づ

い
て
い
る
と
も

い
え
る
。

少
な
く
と
も
、

こ
こ
に
自
尊
心

や

虚
栄
心
ら
し
き
も

の
は
う
か
が
え
な

い
。

こ
の
状
態

か
ら
、
和
尚

の
首
を
取

る

か
自
害

す
る
か
と

い
う
段

階

へ

一
気

に
引
き
戻
す
役
割
を
果

た
し
た

の
が
、
時

計

の
音

で
あ

っ
た
。

辻
村
氏

は
、
禅
堂

で
入
定

や
出
定

の
時
を
告
げ

る
の
は
人

間

の
打

つ
板

の
音

で
あ
り
、

そ
れ

が
機
械
的
な
時
計

の
告
げ

る
音
と
本
質
的

に

異

な
る
こ
と
を
紹
介

し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
「
第

二
夜
」
の
時
計

の
音
が

日
常
的
な
時
間
を
象
徴
し

て
い
る
こ
と

は
、
ま
ち
が

い
な

い
。

こ
こ
で
、
「第

一
夜
」

の
自
分
は

〈
赤

い
日
〉
の

〈勘
定
〉
を
放

棄
し
た
か
ら

こ
そ
、
百
合

の
花

の
開
花
を
迎
え
、
〈
骨

に
徹

え
る
程
〉
の
香
り
を
か
ぎ
、
み
ず

み
ず
し

い
花
弁

に
接
吻
す
る
と

い

っ
た

一
連

の
体
験

を
得

ら
れ
た
の
だ

と
い

っ

て
し
ま

っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。

百
合

の
花

は
、
笹
淵
氏

の
い
う
よ
う

に
、
女

の
転

生
し
た
姿
と
み
ら
れ
な
い

こ
と
は
な
い
。

だ
が
、

こ
こ
で
何

よ
り
も
重
要
な

の

は
、

百
合

の
花

に
接

し
た
と
き
の
自
分

が
、
女

が
再
生
し
た
と
も

〈百
年
〉
が

来

た
と
も
意
識

し
て
い
な
い
こ
と
で
あ

る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
こ
に
は
、

女
と
実
際

に
言
葉
を
か

わ
す
前
半

の
場
面

に
も

み
ら
れ
な
か

っ
た
よ
う
な
、
優

美

で
濃
密

な
愛

の
イ
メ
ー
ジ
が
満
ち

て
い
る
。
自
分
は
女
と
再
会
し
た
と
い
う

言

い
方

は
確
か

に
不
十
分
だ

ろ
う
。
自
分
は
む
し
ろ
現
実

の
女

性
と
の
交
渉

か

ら

は
得

る
こ
と

の
な

い
至
上

の
愛

の
情
感
を
、
百
合

と

の
接
触

の
中

に
発

見
し

た
と

で
も

い
え
ば

い
い
だ
ろ
う
か
。

そ

の
時

の
自
分
は
、
時

聞
意
識

と

い
う
も
の
が
な
い
状
態

で
あ

っ
た
。

そ
し

て
、
後

に
な

っ
て

〈
百
年
〉

が
来

て
い
た
と

い
う

こ
と
が

よ
う

や
く
意
識

さ
れ

た

の
で
あ
る
。

こ
れ
は
辻
村
氏

の
い
う
見
性

の
時

の
特
質

に
似

て
い
る
。
漱
石

と
禅

と
の
関
わ
り
に

つ
い
て
は
こ
こ
で
立
ち
入
ら
な

い
が
、
少
な
く
と
も

〈
百
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年
〉
と

い
う
時
間

の
発
想
が
禅
と
無
関
係

で
は
な
か

っ
た
か
と

い
う
こ
と
は
明

ら
か
だ

ろ
嘘

「第

一
夜
」

の

〈
百
年
〉
は
、
よ
り
正
確

に
い
え
ば

〈百
年
〉
と

呼
ば
れ

る
時
間

は
、
〈反
省
し

て
見
れ
ば
〉
す
な
わ
ち
日
常
的
な
時
間
概
念

に
照

し
て
見

れ
ば
死
と
も
人
間

の

一
生
を
超
え

る
時
間
と
も

い
え
る
か
も
し
れ
な

い

が
、
本
質
的

に
は
、

日
常
的
な
時
間
概
念
を
離
れ
な
け
れ
ば
捉
え
き
れ
な

い
、

無
時
と

い
う
ほ
か

の
な

い
時
間
な

の
で
あ

る
。

二

次

に
、
「第

三
夜
」

の

〈
百
年
〉
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
背
中

に
負

っ
た
盲
目

の

小
僧
を
捨

て
よ
う
と
し
な
が

ら
、
か
え

っ
て
そ

の
小
僧

に
操
ら
れ
る
よ
う

に
杉

林

の
中

に
入

り
込

ん
だ
自
分

は
、
〈
「
御
前
が
お
れ
を
殺
し
た

の
は
今
か
ら
丁
度

百
年
前

だ
ね
」
〉
と

い
う
小
僧

の
言
葉
を
聞

い
て
、
〈
今
か
ら
丁
度
百
年
前

の
文

化
五
年
辰
年

の
こ
ん
な
闇

の
晩

に
、

一
人

の
盲
目
を
殺
し
た
と
云
ふ
自
覚
〉
を

も

つ
に
至

る
。
こ
の

〈百
年
前
〉
は
、
自
分

に
は

っ
き
り
と
意
識
さ
れ

て
い
る
。

ま
た
、

こ
こ
で
は

〈文
化
五
年
辰
年
〉
と

い
う
初
出

の
時
点
か
ら
正
確

に
百
年

前

の
具
体
的
な
年
号
が
与

え
ら
れ

て
も

い
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の

〈
百
年
前
〉

は

一
応

日
常
的
な
時
間

の
延
長
線
上

に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
わ
け

で
あ
る
。

相
原
和
邦
氏
が
指
摘
す

る
よ
う

に
、

こ
こ
に
は
明
ら
か

に
輪
廻
思
想

の
背
景

(
10
)

が
あ

る
。
〈父
母
未
生
以
前
〉
(越
智
治
雄
氏
)
、
〈
生
ま
れ

る
前
〉
(柄
谷
氏
前
掲

論
文
)
、
〈
過
去
世
〉
(
笹
淵
氏

前
掲
書

六
九
頁
)
と
、
こ
の

〈百
年
前
〉

に

つ
い

て
の
先
学
諸
氏

の
見
解
も

ほ
ぼ
共
通
し

て
い
る
。
そ

こ
は
少
な
く
と
も
過
去
と

現
在

の
区
別
が
あ

り
、
や
は
り

日
常
的
な
時
間
概
念
が
前
提
と
な

っ
て
い
る

こ

と
が
わ
か

る
。
た
だ
し
、
笹
淵
氏

は
、
「第

一
夜
」
の
百
年
間

が

〈連
続

と
し

て

の
時
間
〉
で
あ

る
の
に
対
し

て
、
「
第

三
夜
」
の
百
年
間
が

く空
白

の
、
不
連
続

と
し

て
の
時
間
〉
で
も
あ
る
と
い
う
。
「
第

一
夜
」
の

〈勘
定
〉
し
き
れ
な
か

っ

た

〈百
年
〉
が
連
続

し
た
時
間
と

い
え
な

い
の
は
前
章

で
考
察
し
た
通
り
だ
が
、

「第

三
夜
」

の

〈百
年
前
〉
と

そ
れ
を
自
覚
し
た
時
点

の
間

に
日
常
的
な
時
間

意
識

の
上

で
の
連
続
性

が
な
い
の
は
確
か

で
あ

る
。

こ
こ
で
浮
か
び
上

が

っ
て
く
る
の
が
小
僧

の
存
在

で
あ

ろ
う
。
小
僧
は
盲
目

で
あ
り
な
が
ら
ご

く
近

い
将
来

に
起

こ
る
こ
と
を

言
い
当

て
る
。
そ
う
し

て
自

分

を

〈
百
年

前
〉

の
殺
人

現
場

へ
と
誘
導
す

る
。
相
原
氏

は
、

こ
の
点

に

つ
い

て
、
〈時
間

は
、
過
去
か
ら
現
在
を
通

っ
て
未
来

へ
流

れ
る
の
で
は
な
く
、
未
来

に
急
ぐ

こ
と
が
そ
の
ま
ま
過
去

に
遡

る
と

い
う
独
自

の
時
間
構
造
を
も

っ
て
い

る
〉
と
指
摘
し

て
い
る
。

だ
が
、
過
去

へ
と
遡

る
と

い

っ
て
も
、
そ

の
間

の
時

間

の
流

れ
る
方
向

ま

で
が
逆
転

し

て
い
る
わ

け

で
は
な

い
。
小

僧
と

の
道

行

は
、
過
去

へ
遡

っ
て
い
く
と
い
う
よ
り

〈百
年
前
〉

の
経
験
を
そ

の
順
序

の
ま

ま

に
辿

っ
て
い
く
と
捉

え
た
方

が
よ
い
。
そ

こ
で
は
、
〈百
年
前
〉
と
小
僧
を
背

負

っ
て
歩

い
て
い
る
現
在

と

の
二

つ
の
時

間

が
、
小

僧
と

い
う
存
在

を
介

し

て
、
重

な
り
あ

っ
て
流

れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

そ
れ
は
、
輪
廻

す
る
時

間
と
い
え
る
の
だ

ろ
う
か
。
先

に
紹
介
し
た
辻
村
氏

は
、
〈生

死

・
輪

廻
の
無
限

な
る
時
間
〉
を
、
次

の
よ
う

に
説

い
て
い
る
。
そ
れ

は
、
無
始
無
終

の
無
限
な
時
間

で
あ
り
、
〈
日
常
生
活

の
時
間
〉
が
無
限

に
長

い

直

線

で
表

さ
れ
る
の
と
は
異
な
り
、
円
環

で
表

さ
れ

る
時
間

で
あ
る
。
ま
た
、

そ
れ
は

〈
一
人

の
人
間

の
誕
生
と
か
死
と
か
、
人
類

の
発
生
と
か
絶
滅
と
か
、

生
物
進
化

の
過
程

と
か
を
基
準

に
し

て
は
、
本
当

に
は
考
え
ら
れ
な

い
〉
、
〈
そ

の
中

に
生
死

の
転
変
を
成
立

せ
し
め

つ
つ
、

そ
の
転
変
を
無
意
味

に
す

る
よ
う

な
時

間
〉

な
の

で
あ
る
。

円
環
す

る
時
間
と

い
う
考
え
方

は
、
先

に
指
摘
し
た

二

つ
の
時

間
の
重

な
り
合

い
に

一
見

よ
く
あ

て
は
ま
る
。
し
か
し
、
〈
百
年
前
〉

(傍
点
引
用
者
)
と

い
う

よ
う

に
、

二

つ
の
時
間
が
別

々
の
も

の
と
し

て
区
別

一
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さ
れ

る
の
で
あ
れ
ば
、
そ

こ
に
は
時
間

の
非

可
逆
性
が
前
提

と
さ
れ

て
い
る

こ

と

に
な
る
。
ま
た
、
先
学
諸
氏

の
よ
う

に
、

そ
れ
ら
を
例

え
ば
過
去
世

と
現
世

と

に
区
別
す
る
な
ら
ば
、
〈生
死

の
転
変
〉
が
意
味
を
も

っ
て
い
る
と

い
う

こ
と

に
な
り
、
や
は
り
円
環
す
る
時

間
と
は
い
え
な
く
な
る
。
要
す

る
に
、

わ
れ

わ

れ
は
生
死
輪
廻

の
円

環
的
時
間
を
非
可
逆
的
な
直
線
的
時
間

の
上

に
置
き
換
え

て
理
解

し

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ

は
時
間

は
非
可
逆

的

で
あ

る
と

い
う
概
念

に
そ
れ

ほ
ど
強
く
支
配
さ
れ

て
い
る
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

「
第
三
夜
」

に
輪
廻
思
想

の
反
映
を
み
る
と
し

て
も
、
時
間
と

い
う
問
題

を

厳
密

に
考
え

る
な
ら
ば
、
も

っ
と
慎
重

で
な
く

て
は
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
「第

三

夜
」
に
い
う

〈
百
年
前
〉
は
、
生
死
輪

廻

の
円
環
的
時

間
そ
の
も
の

で
は
な
く
、

日
常
的
時
間
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
が
理
解
す
る
限
り
に
お
い

て
の
輪
廻

の
時

間

と

い
う

べ
き

で
あ
る
。
「第

一
夜
」
の

〈百
年
〉
と
呼
ば

れ
る
時
間

が
振

り
返

っ

て

〈
も
う
来

て
ゐ
た
〉

と

い
う
か
た
ち

で
し
か
捉

え
ら
れ
な
か

っ
た
よ
う
に
、

「第

三
夜
」

の

〈
百
年
前
〉

も
ま
た
そ
の
よ
う

に
し
か
捉

え
る
こ
と
が

で
き
な

か

っ
た

の
で
あ
る
。

そ
の
意
味

で
は
、

そ
れ
を

〈百
年
前
〉
と
認
識
す

る
前

の

段
階

の
、
小
僧

の
予
言
的
言
動

に
お
び
え

る
自
分

の
方
が
、
逆

に

〈
百
年
前
〉

と
呼
ば
れ

る
時
間

に
純
粋

に
向
き
合

っ
て
い
た
と

い
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
だ

が
、

そ
れ

は
漠
と
し
た
恐
怖
と
し

て
し
か
自
分

に
は
感

じ
と
れ
な

い
。

〈自
分

の
過
去
、
現
在
、
未
来
を
悉
く
照
し

て
、
寸
分

の
事
実
も
漏
ら
さ
な

い
鏡

の
様

に
光

つ
て
ゐ
る
〉
小
僧

こ
そ
が
、
実
は

「第

三
夜
」

を
支

配
す

る
時

間

の
正

体

で
あ
る

こ
と

が
も
う
明

ら
か

に
な

っ
た

ろ
う
。

小
僧

は
過
去

・
現

在

・
未
来

を
自
在

に
往
来

す
る
。

そ
の
意

味

で
は
円
環
す

る
時
間

と
も
ま

た

違

っ
た
性
質
を
も

っ
て
い
る
。
「
第

一
夜
」

の

〈
百
年
〉
と
同
じ

よ
う

に
、
こ
れ

も
ま
た
日
常
的

な
時

間
概
念

で
は
捉

え
き

れ
な
い
、
無
時
と

い
う
ほ
か

の
な

い

時
間

な
の

で
あ

る
。

「夢
十
夜
」
全
体

に
目
を
転
ず

る
と
、
時
間
的

に
自
由
な
設
定
が
随
所

で
な

さ
れ

て
い
る
の
が
わ
か

る
。
先

に
ふ
れ
た

「
第
二
夜
」

で
は
侍

の
時
代

に
置
時

計
が
存
在
す

る
。
「
第
五
夜
」
の
自
分
は
そ

の
夢
を
見
た
当
時

の
意
識

を
も
ち

つ

つ

〈
神
代

に
近

い
昔
〉
に
生
き

て
い
る
。
「第
六
夜
」
で
は
明
治
時
代

に
鎌
倉
時

代

の
運
慶
が
生
き

て
い
る
。
「
第

一
夜
」

「第

三
夜
」

と
同
様

に
、

こ
れ
ら

は
い

ず
れ
も
無
時

と

い
う

べ
き
時
間
を
発
想

の
根
源

に
も

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

こ
れ
は
平
凡
な
結
論

に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
非
可
逆
的
な
直

線
的
時

間
と
い
う
概
念

の
束
縛
を
離
れ

る
こ
と

は
論
者

に
と

っ
て
も
決
し

て
容

易

で
は
な
い
。
例

え
ば
、
笹
淵
友

一
氏

は

「
第
五
夜
」

に

つ
い
て

〈
岩

に
刻
ま

れ
た
蹄

の
跡
を
確
認
し

た

「自
分
」

は

「
神
代

に
近

い
昔
」

の

「
自
分
」

の
転

生

だ
〉

(前
掲
書
九
七
頁
)
と
す

る
の
だ
が
、

こ
こ
に
い
う
転
生

と
は
、
結
局
、

〈神
代

に
近

い
昔
〉
と
明
治
と

の
客
観
的
時
間

の
隔
た
り
を
前
提

と
し
て
、

そ

れ
を
合
理
化
す

る
た
め

に
用

い
ら
れ

て
い
る

に
過
ぎ
な
い
。

こ
う
し

て
時
間

に

つ
い
て
の
実
体
論
的
思
考

に
陥

っ
て
し
ま
う

こ
と
は
、
「夢
十
夜
」
を
論

じ
よ
う

と
す
る
限
り
、
注
意
深
く
回
避
さ
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

〈
「時
」

に

関
係
な
き
断
面
を
描
き
出

す
〉
と
い
う

『
文
学
論
』

の

一
節
は
、
「
夢
十

夜
」
に

つ
い
て
は
、
小
説
あ
る
い
は
夢

の
形
式

の
問
題

と
し
て
だ

け
で
は
な
く
、
時
間

の
本
質

の
問
題

と
し
て
、
読
者

に
差

し
出

さ
れ

て
い
る
の
で
あ

る
。

三

「
夢
十
夜
」

の
発
想

の
根
源

に
無
時
と

い
う

べ
き
時

間
が
あ
る
と
し

て
も
、

「夢
十
夜
」

の
登
場
人
物
た
ち
は
限
ず
し
も
そ
う

い
う
時
間
を
生
き

て
い
る
わ

け

で
は
な

い
。
こ
れ
は

「
第

一
夜
」
「
第
三
夜
」

の
自
分

に

つ
い
て
も
同
様

で
あ

皿
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る
。
「
第

一
夜
」
の
自

分
は
女

の
言
葉

に
従
順

に

〈百
年
〉
を
待

と
う
と
す

る
の

で
あ
り
、
〈
赤
い
日
〉

の

〈勘
定
〉
を
放
棄
す

る
も

の
も
そ
の
不
毛

さ
を
自
ら
見

極
め
た
か
ら

で
は
な
く
、

い

っ
て
み
れ
ば
偶
然

の
結
果

で
あ

っ
た
。
「
第
三
夜
」

の
自
分
も
小
僧

の
言

う
が
ま
ま
に
な

っ
た
だ

け
の
こ
と
で
あ

る
。
以
下

に
み
て

い
く
よ
う

に
、
「
夢
十
夜
」
が
描
き
出
す
中
心
は
、
む
し
ろ
日
常
的
時
間

に
閉

さ

れ
た
人
間

の
生

の
諸
相

な
の

で
あ

る
。

そ

の
最
初

の
例

が
先

に
述

べ
た

「第

二
夜
」

の
自
分
な

の
だ

が
、

そ
れ

に
よ

く
似
た
状

況
は

「第

五
夜
」

に
も
表

わ
れ

て
い
る
。
敵

の
大
将

に
捕
ら

え
ら
れ

た
自
分
は
潔
く
死
を
決
意

す
る
が
、
死

ぬ
前

に

一
目
思

う
女

に
逢
う

こ
と
を
願

い
、
許

さ
れ
る
。
た
だ
し
、
〈夜

が
明

け
て
鶏

が
鳴
く
迄
〉
と

い
う
期
限

つ
き

で

あ
る
。
女

は
馬
を
と
ば
し

て
闇
の
中
を
男

の
許

に
急

ぐ
。
と

こ
ろ
が
、
鶏

の
鳴

き
真

似
を
し
た
天
探
女

の
声

に
動
揺

し
、

深

い
淵

に
落
ち

て
し

ま
う
。

「
第
五

夜
」
に
お
い
て
は
、
〈
此

の
蹄

の
痕

の
岩

に
刻
み

つ
け
ら
れ

て
ゐ
る
間
、
天
探
女

は
自
分

の
敵

で
あ
る
。
〉
と
い
う

一
文

に
よ

っ
て
、
読
者

は
天
探
女

に
注
目
し
が

ち
で
あ
る
。

し
か
し
、
女

が
鶏

の
声

に
動
揺
し

た
こ
と

に
対
し

て
も
批
判
的
な

眼
を
向

け
る
必
要

が
あ

る
よ
う
に
思

わ
れ

る
。
鶏

の
声

は
夜
明
け
と

い
う
時
刻

を
知

る
日
常
的

な
時
間
表
象

で
あ

る
。
「
第
五
夜
」
の
女

は
そ
の
時
間
表
象

に
と

ら
わ
れ

て
い
た
た
め
、
闇

の
中

に
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
探
女

の
声
を
聞

い
た
瞬
間

に
夜
明
け

が
来

た
と
錯
覚
し
た

の
で
あ

る
。
そ
う

い
う
意
味

で
、
天

探
女

の
声

に
思

わ
ず
手
綱
を

ゆ
る
め
た

「
第
五
夜
」

の
女
は
、
時
計

の
音
を
聞

い
て
反
射
的

に
短
刀
を
手

に
し
た

「
第

二
夜
」

の
自
分
と
変
わ
り
な

い
。
女
は

日
常
的
な
時
間
表
象

に
対
す

る
こ
だ
わ
り

の
ゆ
え

に
、
天
探
女

の
好
智

に
惑
わ

さ
れ

て
し
ま

っ
た

の
だ
と

い
え
る
。

「
第
二
夜
」
と

「
第
五
夜
」
で
は
、
い
ず
れ
も
生
死
を
賭
け
た
状

況

の
中

で
、

あ
る
時

間
的
な
限
定

が
行

わ
れ
る
、

こ
れ
は
あ
る
意
味

で
は
自
然
な
な

り
ゆ
き

で
あ

ろ
う
。
人
間

の
存
在
を
肉
体
的
生
命

と
い
う

こ
と
と
重

ね
て
考

え
る
な

ら

ば
、

そ
れ

は
直
線
的
な
時
間

の
上

の
未
来

に
位

置
す

る

一
点
、
死
と

い
う
時
点

で
明
確

に
限
ら
れ

て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
身

近
に
起

こ
る
死
は
時
間

の
非
可
逆

性
を
事
実
と
し

て
人
間

に

つ
き

つ
け
る
。

そ
し

て
、
自

ら
の
死

を
想
定
す

る
と

き
、
人
間

の
生
は
そ
れ
ま

で
の
時
間

に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
換
言
す

れ
ば
、
人

間

は
時
間
を
通
し

て
自
ら

の
生
を
認
識

し

て
い
る

の
で
あ
る
。

「第

二
夜
」

と

「
第
五
夜
」

は
、
死

に
限
ら
れ
た
人
間

の
時

間
を
め
ぐ
る
悲
喜
劇
を
凝
縮

し
た

も

の
と

い
え

る
だ
ろ
う
。

次

に
時
間
と

い
う
観
点
か
ら
注
目
さ
れ
る

の
は
、

「第

四
夜
」

で
あ

る
。

「第

四
夜
」

の
自
分
は
爺
さ
ん

の

〈
今

に
そ

の
手
拭

が
蛇

に
な
る
か
ら
、
見

て
お
ろ

う
。
見

て
お
ろ
う
。
〉
と

い
う
言
葉

に
惹
き

つ
け
ら
れ

て
、
手
拭

が
蛇

に
な
る
の

を

一
生
懸
命

に
待

っ
て
い
る
。
自
分
は
ど

こ
ま

で
も
爺

さ
ん
の
あ
と
を

つ
い
て

行
く

の
だ
が
、
爺
さ
ん
は
河

の
中

に
入

っ
た
ま
ま
出

て
来

な
く
な
る
。

こ
こ
で

は

〈
今

に
〉
と

い
う
言
葉
が
繰
り
返
さ
れ

て
い
る
。

そ
れ
は
爺

さ
ん
が
自
分
を

誘
う
言
葉

で
あ
り
、
ま
た
手
拭
が
蛇

に
変

わ
る
瞬
間
を
待

ち
受

け
る
自
分

の
心

理
を
表
す
言
葉

で
も
あ
る
。

こ
の

〈
今

に
〉
の

「
今
」
と

は
ど

の
よ
う
な
時
間

で
あ

ろ
う
か
。
直
接

に
は
、

近

い
未
来

に
来

る

べ
き
手
拭

が
蛇

に
変

わ

る
瞬

間
を
指

し

て
い
る
。

す
な
わ

ち
、
「今
」
は
現
在
と

い
う
時
間
軸
上

の

一
点

で
は
な
く
、
未
来
と
連
続
し
た
時

間
な

の
で
あ
る
。

そ
し

て
、

「
た

っ
た
今
」
と

い
う
言

い
方

が
可
能
な

よ
う

に
、

そ
れ
は
近

い
過
去

と
も
連
続

し
て
い
る
。
「今
」
と
は
未
来
と
過
去

に
向
か

っ
て

そ
れ
ぞ
れ
裾
野

を
広

げ

て
い
る
連
続
し

た
時
間

で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
が
実
感
す

る

の
は
、
位

置
だ
け

が
あ

っ
て
長
さ
を
も

た
な

い
点

と
し

て

の
時
間

で
は
な

く
、
あ
る
長

さ
を

も

っ
た

「今
」
と

い
う
あ

い
だ
と
し

て
の
時
間

で
あ
る
。
「
今
」

の
長

さ
は
、

そ
れ
を
意
識
す

る
そ
の
時

々
の
精
神
状
態

に
よ

っ
て
、
具
体
的

に
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は
未
来

へ
の
期
待

や
過
去

へ
の
執
着

の
度
合

に
よ

っ
て
、
無
限

に
変
化
す

る
。

「今
」
と

は
主
観
的
な
不
定

の
単
位
と

い

っ
て
よ

い
。
「今
」
は
人
間

の

一
生
を

包
合
す

る
こ
と

が
可
能

で
あ

る

一
方

で
、
逆

に
時
間
を
無
限

に
細
分
化
し
限
り

な
く
点

に
近
づ
く

こ
と
も
可
能

で
あ

る
。

「
第
九
夜
」

に
お

い
て
も
、
夫

の
無
事
な
帰
還
を
待

つ
若

い
母

は

〈今

に
御

帰
り
〉
と

い
う
言
葉
を
繰
り
返
す
。
未
来

に
対

し

て
抱

く
願

望
が
強

け
れ
ば
強

い
ほ
ど
、
「今
」
の
長
さ
は
無
限

に
短
く
な
り
、
願

い
の
成
就

の
瞬
間
ま

で
無
限

に
繰
り
返
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
b

そ
う
し
て
時

を
過
ご

し
な

が
ら
、
願
望
が
成

就

す
る
瞬

間
を
手
繰

り
寄

せ
よ
う
と
し

て
い
る
と
も

い
え
る
だ

ろ
う
。

し
か

し
、

そ
の
根
底

に
あ

る
時
間

の
姿

は
、

や
は
り
過
去
か
ら
現
在
を
過
ぎ
未
来

へ

と
非
可
逆
的

に
進

ん
で
い
く
直
線
的
な
も

の
で
あ
る

こ
と

に
変
わ
り
は
な

い
O

「第

四
夜
」

の
自
分
と
爺
さ

ん
と

の
時
間
意
識

の
相
違
は
、
〈
「
御
爺
さ
ん
は
幾

歳
か
ね
」
〉
〈
「
幾
歳
か
忘
れ
た
よ
」
〉
と
い
う
、
神

さ
ん
を
介

し
た
短

い
問
答

に

示
さ
れ

て
い
る
。
日
常
的
な
時
間
概
念

の
中

に

い
る
自
分

に
対

し
、
爺

さ
ん
は

そ
れ
か

ら
自
由

で
あ
る
。
丸

い
輪

の
中

に
お
か

れ
た
手
拭

が
変
身
す

る
蛇

と

は
、
自
ら

の
尾
を
噛

ん

で
円
を

つ
く
る
蛇
、
す

な
わ
ち

〈永
遠

に
作

り
出

さ
れ

(12
)

る
時

間
〉

を
意
味
す

る
ウ

ロ
ボ

ロ
ス
を
象
徴
す

る
も

の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

日
常
的

な
時
間
概
念
を
脱

し
き
れ
な

い
自
分

は
、

そ
う
し

た
時
間

に
直
接
触
れ

る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ

る
。

時
を
過
ご
す

た
め

に
繰
り
返
す

の
は

〈今
〉
ば
か
り

で
は
な

い
。
わ
れ
わ
れ

の
日
常
生
活
は
様
々
な
行
為

の
繰
り
返
し
か
ら
成
り
立

っ
て
い
る
と
も

い
え
る

だ
ろ
う
。
「
第
八
夜
」

の
帳
揚
格
子

の
女
は

〈
百
枚
位
〉

の
十

円
札

を

〈勘
定
〉

し
続
け

て
い
る
が

〈札

の
数
は
ど

こ
迄
行

っ
て
も
尽
き

る
様

子
が
な
い
〉
。

「第

九
夜
」

の
若

い
母

は
夫

の
無
事

を
祈

っ
て
毎

日

〈御
百
度
〉

を
踏

む
が
、
本
来

の
願

い

で
あ
る
夫

の
無
事

な
帰

還
は
果

た
せ
な

い
。
「
第
十
夜
」
の
庄
太
郎

は

一

匹
又

一
匹
と

〈
近
寄

つ
て
く
る
豚

の
鼻

頭
を
、

…
つ

一
つ
丁
寧

に
憤
榔
樹

の
洋

杖

で
打

つ
て
ゐ
〉
た
が
、
七
日
目
に
し

て
と
う
と
う
豚

に
舐

め
ら
れ

て
し
ま
う
。

先

に
考
察

し
た

「第

一
夜
」

の
自
分

の
落

日
の

〈勘
定
〉
を
あ

わ
せ
、

こ
れ

ら

に
は
共

通
し

て
同

じ
行
為

の
あ
く
な

き
繰

り
返

し
が
あ

る
。

笹
淵
友

一
氏

は

「第

八
夜
」

の
帳
場
格
子

の
女
と

「
第
十
夜
」

の
豚

に

つ
い
て
、
ま
た
、
石
井

和
夫
氏

は

「第
九
夜
」
の
若

い
母

に

つ
い
て
、
『道
草
』
に
い
わ
れ
る

「
ペ
ネ

ロ

(
13
〉

ぺ
の
仕
事
」
と

の
関
連
を
指
摘
し

て
い
る
。

彼

は
た

ゞ
厚

い
四

つ
折

の
半
紙

の
束
を
、
十

も

二
十

も
机

の
上

に
重

ね

て
、
そ
れ
を

一
枚
毎

に
読
ん

で
行

く
努
力

に
悩

ま
さ
れ

て
ゐ
た
。

(略
)

疲
れ
た
眼
を
上
げ

て
、
積

み
重

ね
た
束

を
見
る
健

三
は
落
胆

し
た
。
「
ペ
ネ

ロ
ピ

ー

の
仕
事
」
と

い
ふ
英

語

の
偲
諺

が
何
遍

と
な
く
彼

の
口
に
上

つ

た
。
/

「何
時
迄
経

つ
た

つ
て
片
付
き

や
し
な

い
」
/
彼

は
折

々
筆
を
掴

い
て
溜
息
を

つ
い
た
。
/
然
し
片
付
か
な

い
も

の
は
、
彼

の
周
囲
前
後

に

ま
だ
幾
何

で
も
あ

つ
た
。

(
九
十
四
)

ペ
ネ

ロ
ペ
は
、
古
代
ギ

リ
シ
ャ
の
叙
事
詩

『
オ

デ

ュ
ッ
セ
イ
ヤ
』

に
登
場
す

る

女
性

で
、
夫

オ
デ
イ

ッ
セ
ウ
ス
の
ト

ロ
イ
遠
征
中
自

分

に
言

い
寄

る
男

た
ち
に

対
し

て
、
棺
衣
を
織

り
あ
げ
る
ま

で
は
応
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
口
実
を
作

り
、

夫
が
帰
る
ま

で
昼
間
織

っ
て
は
夜

に
そ
れ
を
ほ
ど
く
こ
と
を
繰

り
返
す
貞
淑

な

妻

で
あ
る
。

こ
の
女
性
像

は
、
石
井
氏

の
い
う
よ
う
に
、
「第
九
夜
」
の
若

い
母

に
ふ
さ
わ
し

い
。

だ
が
、

こ
こ
で
注
目

に
し
た
い
の
は
、
漱
石

が

『
道
草
』

に

お
い
て
用

い
た
諺
と
し

て
の

「
ペ
ネ

ロ
ペ
の
仕
事
」

の
意
味
、
す
な
わ
ち
果

て

し
な
く
続

く
無
駄
な
努
力
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

わ

れ
わ
れ

の
生

の
営

み
が
時
間

の
経
過

と
し

て
認
識

さ
れ

る

の
だ
と

す
れ

ば
、

わ
れ

わ
れ
自
身

の
生

の
自
覚
も
ま
た
、

日
常
的
な
時
間
概
念
自
体
が
そ
う

で
あ

る
ご
と
く
、
客
観
化
し
物
象
化
し
分
節
化
す
る
と

い
う
性
質

を
免
れ
る
わ

「
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け
に
は
い
か
な

い
。
か
く
し

て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
作
り
出
し
た
時
間
と

い
う

制
度
が
、
逆

に
わ
れ
わ
れ
自
身

の
生
を
束
縛
す

る
こ
と

に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

わ
れ
わ
れ

の
不
断

の
生

の
営

み
は
時
間

と
同
じ

よ
う

に
客
観
化

・
分
節
化

さ

れ
、
あ

る

一
定

の
単
位

の
単
調
な
積

み
重
ね
と
し

て
捉
え
ら
れ
ざ
る
を
得
な

い

の
で
あ

る
。
先

に
指
摘
し

た

「
夢
十
夜
」

の
登
場
人
物
た
ち

の
同
じ
行
為

の
あ

く

な
き
繰

り
返

し
は
、
時
間

に
よ

っ
て
物
象
化
さ
れ
た
人
間

の
生

の
営
み
を
象

徴
す

る
も

の
で
あ

る
。
彼

ら
は
、

そ
の
う
ん
ざ
り
す
る
よ
う
な
単
調
さ
を
、

い

つ
果

て
る
と
も
し
れ

な

い
苦
痛

と
不
安
を
嫌

で
も
味

わ
わ
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
。

そ
れ

が

「
ペ
ネ

ロ
ペ
の
仕
事
」

の
時
間
感
覚
な

の
で
あ
る
。

こ
う
し

た
時
間
感
覚

に

つ
い
て
は
、
す

で
に
百
川
敬
仁
氏

に

〈
異
様
な
時

間

の
重
く
息
づ

ま
す

よ
う
な
流
れ
〉
〈飴

の
よ
う

に
延
び
た
時
間
〉
と

い
う
指
摘

が

(4正
)

(
15
)

あ

る
。

こ
の
見
解

に
は
、
山
崎
正
和
氏
が
加
賀
乙
彦
氏
と

の
対
談

に
お

い
て
述

べ
た
漱
石

の
時
間
意
識

に
ま

つ
わ
る
恐
怖
感
と

い
う
見
解
が
遠
く
響

い
て
い
る

だ

ろ
う
。

こ
の
時
間
感
覚

は
ど

の
よ
う

に
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
想

起

さ
れ

る
の
が
、
冒
頭

に
引
用
し
た

『
文
学
論
』

の

一
節

の

〈
無
限

の
糸
を
巻

く
〉
と

い
う
比
喩

で
あ
る
。
「
ペ
ネ

ロ
ペ
の
仕
事
」
の
も

つ
単
調
さ
と
果

て
し
な

さ

は
、
ま
さ

に
こ
の
比
喩

に
ふ
さ
わ
し

い
。
〈
「
時
」

た
る
観
念
を
脱
却

す
る
〉

こ
と
が

で
き
な

い
限
り
、
人
間
は
自
ら

の
生

の
営
み
を

〈
無
限

の
糸
を
巻

く
〉

よ
う
な
か
た
ち

で
し
か
捉
え
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。

こ
の
時

間
感
覚

は
、
巻

か

れ
た
糸

の
よ
う

に
、
直
線
的
時
間

の
非
可
逆
的
な
進
行

と
円
環
的
時
間

の
限

り

な

い
循
環

と
い
う
二

つ
の
相

異
な
る
性
質
を
あ

わ
せ
も

っ
て
い
る
。

(直
線

と

円
環

は
古

来
か

ら
人
間

が
時

間

の
姿

を
思

い
描

く
際

の
二

つ
の
典
型

で
あ

っ

た
。
)
あ
え

て
空

間
に
置
き
換

え

て
い
う
な
ら
、
こ
の
時
間
感
覚

は
螺
旋
を
な

し

て
い
る
。
「第

三
夜
」
の
考
察

の
際

に
指
摘
し
た
よ
う

に
、
わ
れ
わ
れ
が

一
般

に

理
解

し

て
い

る
輪

廻

の
姿
も

ま
た
非
可

逆
性
と
循

環
性
を
あ

わ
せ
も

っ
て
お

り
、

や
は
り
螺
旋

を
な
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
螺
旋
的
時
間
感
覚

が

マ
ク

ロ
的

に
感

じ
と
ら
れ
た
の
が
輪
廻
転
生

で
あ

り
、

ミ
ク

ロ
的

に
感
じ
と

ら
れ
た

の
が

「
ペ
ネ

ロ
ペ
の
仕
事
」
な

の
で
あ
る
。

そ
し

て
、

こ
の
螺
旋

の
渦

の
大
き
さ
を
決
定

す
る
の
が

「今
」
と

い
う
主
観
的
な
不
定

の
単
位

で
あ

る
。

こ
う
し
た
考
え
は
あ
く
ま
で
仮
説

に
と

ど
ま
る
も

の
だ

が
、
少
な
く
と
も
、
「
夢

十

夜
」

に
お

い
て
、
無
時

と
い
う
べ
き
時
間

と
の
対
照

に
お
い
て
浮
か
び
上
が

る
時

間
感

覚

の
特
質

に

一
つ
の
説
明
を
与

え
る
こ
と
が

で
き

る
と
思
う
。

こ
の
よ
う
な
時

間
感
覚

を
端
的

に
表

し
た
の
が

「
第
七
夜
」
で
あ

る
。
「
第
七

夜
」

の
自

分
は
落

日
を
追

う
よ
う
に
進

み
な

が
ら

〈決
し

て
追
附
か
な

い
〉
船

に
乗

っ
て
い
る
。
「第

一
夜
」
と

「第
七
夜
」
の
太
陽

の
共
通
す

る
性
格

に

つ
い

(16
)

て
は
す

で
に
相

原
和
邦
氏

に
よ
る
指
摘

が
あ

る
が
、

こ
こ
で
は
む
し

ろ
相
違
点

の
方

に
注

目
し
て
み
た
い
。
「第
七
夜
」
で
は
、
〈焼
火
箸

の
様
〉
な
太
陽

が

〈
波

の
底

か
ら
〉

出

て
、

〈
ぢ
ゆ

つ
と

い

っ
て
又
波

の
底

に
沈

ん

で
行
く
〉

の
で
あ

り
、
そ

の

〈波
〉
は

〈
蘇
坊

の
色

に
沸
き
返
る
〉
。
こ
れ
は

「第

一
夜
」

の
太
陽

に
比

べ
ず
い
ぶ
ん
異
様
な
感

じ
が
す

る
。

そ
れ

は
、
文
字
通
り
海
中
か
ら
浮
上

し
海
中

へ
没
し
て
い
く
か

の
よ
う
に
、
水
平
線

の
下

に
あ

る
太
陽

の
実

体
と
し

て
の
存
在
感

が
強
調

さ
れ

て
い
る
か
ら
だ

ろ
う
。
「
第

一
夜
」
で
は
何

の
疑

い
も

な

く
時
間

を
表
象
と

し
て
見
ら
れ

て
い
た
落

日
の
こ
の
異
様
さ
は
、
日
常
的

な

時
間
概
念

へ
の
違
和
感
を
暗
示
す

る
も

の
と
受
け
と
め
ら
れ
る
。

自
分

は
こ
の
太
陽
を
見

て
、
乗

っ
て
い
る
船
が

〈
落
ち

て
行
く
日
を
追

懸
る
〉

の
だ
か

ら

〈西

へ
行
く
〉

の
だ
と
思

っ
て
い
る
。

こ
の
場
合

〈
西
〉
は
方
角

で

あ

る
と
同
時

に
、
船

の
運
行

の
終
着
点
と
し

て
想
定
さ
れ

て
い
る
だ
ろ
う
。

だ

が
、

こ
の
考
え

は
船

の
男

に

一
笑

に
付
さ
れ
る
。
そ
し

て
自
分
は

〈
西

へ
行

く

日
の
、
果

て
は
東
か
。
そ
れ
は
本
真
か
。
東
出
る
日

の
、
御
里
は
西
か
。

そ
れ

も
本
真
か
。
〉
と
い
う
水
夫

た
ち

の
唯

し
歌
を
聞
く
。
こ
の
歌

は
、
円
運
動
を
続

「
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け
る
太
陽
を
追

う
船
も

ま
た
円
運
動
を
続

け
て
い
る
の
だ
と

い
う

こ
と
を
、
自

分

に
教
え

て
い
る
。
太
陽

に
決
し

て
追

い

つ
か
な

い
船

の
運
行
は
、
「
第

一
夜
」

の
自
分

の

〈
百
年
〉
を

〈
勘
定
〉
し
よ
う
と
す

る
行
為

の
果

て
し
な
さ
と
同
質

で
あ
り
、
「
第
七
夜
」

の
自
分
が
感
じ
る
苦
痛

や
不
安
は

「
ペ
ネ

ロ
ペ
の
仕
事
」

の
そ
れ
と
同
質
な

の
で
あ
る
。

こ
の
船
は
何
を
意

味
す
る

の
だ
ろ
う
か
。

形
か
ら
み
る
と
、

一
九
世
紀
中
葉

に
活
躍
し

た
帆
走

兼
用

の
蒸
気
船

ら
し

い
が
、

〈毎

日
毎
夜

す

こ
し

の
絶
間
な

く
黒

い
煙

を
吐

い
て
〉
〈
凄
じ

い
音
を
立

て
ゝ
〉
進
む
様
子

は
、
動
力

の
全

て
を

蒸
気
機
関

に
よ

っ
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

こ
れ

は
ま
さ

に
機
械
文
明

の

姿

で
は
な

い
か
。
こ
の
船

に
操
縦
者

の
姿

は
な

い
。
(帆
を
操
る
だ
け
水
夫

に
蒸

気
船

の
操

縦
者

の
資
格

は
な
い
だ
ろ
う
。
)
人
間

が
作

り
出
し
た
機
械

が
逆

に

有
無
を
言
わ
せ

ぬ
勢

い
で
人
間
を
運
ん

で
い
く
。
そ
れ
は
人
間

の
生
が
機
械

に

主
体
性
を
奪
わ
れ

て
し
ま

っ
た
近
代
社
会

の
姿
と
も
い
え
る
。

こ
の
船
を

〈
頭
も
尾

も
知

れ
ぬ
、
何
処

か
ら
何
処

へ
行

く

の
か
も
知

ら
れ
ぬ

〈時

間
〉〉
と
す
る
佐

々
木

充
氏

の
見
解

(前
掲
論
文
)
が
あ
る
。
時
間
と

い
う

観
点

か
ら

こ
の
船
を
捉

え
る
こ
と
に
は
賛
成

し
た
い
。

た
だ
し
、

そ
の
無
限
性

は
氏

の
い
う
よ
う
な
人
間

の
有
限
性

に
対
置

で
き

る
よ
う
な
も

の
で
は
決
し

て

な
い
。
船

が

〈無
限

の
糸
を
巻

く
如
く
〉
進

み
続
け

る
の
は
、
有
限
な
る
人
間

が

〈「
時
」

た
る
観
念
を
脱
却
す
る
〉

こ
と
が

で
き
な

い
か
ら
な

の
で
あ

る
。

そ
れ
を
示
す

の
が
、
「
第
七
夜
」
の
後
半

で
あ

る
。
こ
こ
で
、
自
分
は
船
か
ら

身
を
投
げ

る
こ
と

で
果

て
し
な

い
不
安
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
体

が

船
を
離
れ
た
途
端

そ
れ
を
後
悔
し
は
じ
め
、
〈
無
限

の
後
悔

と
恐
怖
〉
と
を
抱

き

な
が
ら
少
し
ず

つ
海
面

に
向
か

っ
て
落

ち

て
い
く
。

そ

こ
で
ま
ず
強

調
さ
れ
て

い
る

の
が
、
船

に
乗

っ
て
い
る
方

が
よ
い
と
い
う
悟

り
を
生

か
せ
な

い
と

い
う

こ
と
、
す
な
わ
ち
時

間

の
非
可
逆
性

で
あ
る
。

ま
た
、

そ
う
し
た

〈後
悔

や
恐

怖
〉
が

〈
無
限
〉

で
あ
る

の
は
な
ぜ
か
。

こ
れ
は
、
死

に
直
面
し

て
ま
す

ま
す

尖
鋭
化

す
る
自
分

の
時
間
意
識

が
、

「今
」

と

い
う
不
定

の
単
位
を
点

に
近
づ

け
、
海

面
に
着

く
ま

で
の
時
間
を
限

り
な
く
細
分
化
す

る
か
ら

で
あ
る
。
船
か

ら
離

れ
る
こ
と
は
で
き

て
も
、
自
分

は
日
常
的
な
時
間
意
識
か
ら
離
れ
る

こ
と

は
で
き
な

い
。

こ
れ

に
と
ら
わ
れ

て
い
る
限
り
、
人
間
は
自
ら

の
生

の
営

み
を

螺
旋
的
時
間
感
覚

の
中

に
閉
じ

こ
め
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る
。
そ
の
果

て
し

な
さ
と

は
、
む
し
ろ
人
間

の
有
限
性
が
生

み
出
し
た
意
識

の
牢
獄

だ
と
い

っ
て

よ

い
。

お
わ
り
に

最
後

に

「夢
十
夜
」
全
体
を
傭
畷
す

る
位
置
か
ら
、

こ
れ
ま

で
に
考
察
し

て

き

た
内
容
を
整
理
し

て
お
き

た
い
と
思
う
。

〈百
年
〉
と

い
う
言
葉
を
手
が
か
り

に
浮
き
彫
り

に
し
た
無
時
と
い
う

べ
き

時
間

は
、
「
第

一
夜
」
「
第
三
夜
」
と

い
う

「
夢
十
夜
」

の
始

め

の
部
分

に
そ

の

片
鱗
を
覗
か
せ

て
い
た
。
作
品
全
体

と
し

て
は
、

む
し
ろ
日
常
的

な
時
間
概
念

の
中

に
閉
じ

こ
め
ら
れ
た
人
間

の
生

の
諸

相
、

と
り
わ
け
そ
の
螺
旋
的
時
間
感

覚

の
果

て
し
な

い
不
安

が
主
体

と
な

っ
て
い
る
。

そ
の
諸
相

は
、
前
半

は
自
分

が
演
じ

て
い
た
の
に
対

し

て
、
後
半
、

と
り
わ
け

「
第
七
夜
」

で
自
分
が
螺
旋

的

時
間
感
覚

の
果

て
し
な
い
苦
痛
と
不
安

を
は

っ
き

り
と
自
覚
し

た
後

の
三
夜

は
、

い
ず
れ
も
自
分

が
見
聞
き
す

る
第
三
者

に
よ

っ
て
演
じ
ら
れ

て
い
る
。

こ

の
よ
う
に
、
「第

一
夜
」
か
ら

「
第
十
夜
」

へ
の
展
開
は
、
日
常
時
な
時
間
概
念

と
そ
れ
が
生

み
出
す
螺
旋
的
時
間
が
相
対
化
さ
れ

て
い
く
過
程
と
見
る

こ
と
が

で
き

る
。
後
半

で
は
、
〈百
年
〉
と

い
う
言
葉

で
表
さ
れ

て
い
た
時
間
は
直
接

に

は
姿
を
見

せ
ず
、
前
述
し

た
人
間
像
を
映
し
出
す
鏡

の
裏
錫

の
よ
う
な
役
割
を

「
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果
た
し

て
い
る
の
で
あ

る
。

「夢
十
夜
」
を
読

み
通

す
と
い
う
こ
と

は
、

そ
れ
ぞ
れ

に
始
ま
り
と
終
わ
り

を
も

っ
た
十

の
夢

を
、

「第

一
夜
」

「第

二
夜
」

と

〈勘
定
〉

し
な
が
ら
読

み
進

め

て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
内
容

に
は
違

い
が
あ

る
が
、
各
夜

の
夢
を
読

む

(見

る
)

と
い
う
こ
と

に

つ
い
て
は
同
じ

こ
と

の
繰
り
返
し

で
あ

る
。

こ
う
し

て
、
「
夢
十

夜
」
は
、
そ
れ
自
体

の
形
式

に
お

い
て
、
日
常
的
な
時

間

の
あ

り
様

を
体
現

し
て
も
い
る
の
で
あ

る
。

註

(1
)

漱
石
は
、

「文
芸

の
哲
学
的
基
礎
」

(「東

京
朝
日
新

聞
」

明

40

・
5

・
4
～
6

.

4
)
の
中

で
、
時
間

は

〈独
立
し

て
世

の
中

に
存
在
す
る
も

の
で
は
な

い
〉
こ
と
、
本
来

〈便
宜
上

の
仮
定
〉
で
あ
る
が
そ
れ
が

〈実

在
と
認
識
〉
さ
れ

て
い
る

こ
と
を
述

べ
て
い

る
。

(2
)

「『
夢
卜
夜
』

解
析
」

(「
帯
広
大
谷
大

学
紀
要

」
昭
45

・
12
)
。

(3
)

『夏
目
漱
石
論

「夢
十
夜
」
論

ほ
か

』

(昭

61

・
2
、
明
治
書
院
)
二

一

頁

・
二
八
頁
。

(
4
)

例
え
ば
、
明
治
三
十

一
年
三
月
作

の

「春

日
静
座
」

の

〈会

得

一
日
静

正
知
百

年
忙
〉
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

よ
う
。
岩
波
書
店
版

『漱
石
全
集
』
第

一
二
巻

(第

三
刷
、
昭

60

・
9
)
に
お

い
て
、
吉
川
幸
次
郎
氏
は
漱
石

の
漢
詩

に
用

い
ら
れ
た

〈百
年
〉
を

〈人

間

一
生

の
時
間
〉
と
し

て
い
る
。

(
5
)

「内
側
か
ら
み
た
生

漱
石
試
論

(
Ⅱ
)」

(「季
刊
芸
術
」
昭

46

・
7
)。

(6
)

安

川
定
男
氏

の

「漱
石
論
序
説

『夢
十
夜
』
を
あ
ぐ

っ
て
ー

」
(
「同
時
代
」

昭
45

・
8
)
や
笹
淵
友

一
氏

の
前
掲
書

(四
七
頁
)
が

こ
う
し
た
捉
え
方
を
し

て
い
る
。

(7
)

『講
座
禅
』

第

一
巻

(昭
49

・
-

筑
摩
書
房
)
。

(8
)

加
藤

二
郎
氏

は
、
先

の

「
一
夜
」
の
引
用
部
分

に

つ
い
て
、
道
元

の

『
正
法
眼
蔵
』

や

『永
年
広
録
』
と

の
内
容
的
関
連
を
指
摘
し

て
い
る

(「漱
石

の

『
一
夜
』
に

つ
い
て
」、

「
文
学
」

昭
61
、

7
)
。

(9
)

「『夢
卜
夜
』
試
論
-

第
三
夜
の
背
景
ー

」
(「日
本
近
代
文
学
」
第
23
集

昭

51

・
10
↓

『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書

夏
目
漱

石
H
』

昭
57

・
9

有
精
堂
)
。

(
10
)

「父
母
未
生
以
前

の
漱
石

夢
十
夜

」

(「解
釈

と
鑑
賞
」
昭

43

・
11
)
。

(
11
)

木
村
敏
氏

は
そ
の
著
書

『時

間
と
自
己
』

(中
公
新
書

昭

57

.
11
)

に
お

い
て
、

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
の

「現
象
学

の
根
本
的
諸
問
題
』
を
ふ
ま
え

つ
つ
〈
い
ま
は
そ
れ
を
自
身

あ

い
だ
と

い
う
あ
り
か
た
を
示
す
の
で
あ

っ
て
、

そ
れ
が
あ
い
だ
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、

そ

の
両
方

に
未
来
と
過
去
が
考

え
ら
れ
る
〉

(五
十

四
頁
、
傍
点
原
文
)
と
し

て
い
る
。

ま
た
、
辻
村
氏
も
前
掲
論
文

に
お

い
て
、
〈普
通

の
意
味

で
の
今
〉
が

〈「ま
だ
今

で
は
な

い
」
未
来
と

「
も
は
や
今

で
は
な
い
」
過
去

と
の
間

に
移

り
行

く
今
、
い
わ
ゆ

る

「流
れ

る
今
」

(旨
仁
昌
O
{一=
Φ
コ
の)
〉

で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。

(12
)

ジ

ャ
ン
ー
ポ
ー
ル

・
ク
レ
ベ
ー
ル

『動
物

シ
ン
ボ

ル
事
典
』
(竹
内
信
夫
他
訳
、
平

元

・
10

大
修
館

書
店
)

三

一
四
頁
。

(13
)

「
『夢
十
夜
』

の
方
法
-

置
き
ざ
り

に
さ
れ
た
子
供
」

(「
国
語

と
国
文
学
」

平

元

・
5
)。

(14
)

「
夏
目
漱
石

『夢
十
夜
』

主
題
化
す

る
時
間
」

(「国
文
学
」
昭

62

.
3
)。

(15
)

「
漱
石
と
時

間
」

(「国
文
学
」
昭

51

・
11
)
。

(16
)

「
『夢
十
夜
』
序
説
=

第

一
夜

・
第
七
夜

を
中
心

に
し
て
ー

」
(『
作
品
論
夏
目

漱
石
』

双
文
社

昭
51

・
9
)
。

附

記

本
文
中
、

「
夢
十
夜
」

他

の
作
品

の
引
用
は
集
英
社
版

『
漱
石
文
学
全

集
』

に
、
漢
詩

お
よ
び
評
論

の
引
用

は
岩
波
書
店
版

『
漱
石
全
集
』

に
依

っ

た
。

旧
字
体
を
新
字
体

に
改
め
、

ル
ビ
は
省
略
し
た
。
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