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た
ま
ゆ
ら
の
夢

林　

良
児

　

マ
ラ
ル
メ
は
、
凍
て
つ
く
湖
に
足
を
捕
ら
え
ら
れ
て
立
ち
つ
く
す
一
羽
の
白
鳥
に
わ

が
身
を
譬
え
た
。
か
ぶ
り
を
振
れ
ば
、
一
瞬
、
苦
し
み
は
和
ら
ぐ
。
し
か
し
、
厚
く
硬

い
氷
の
恐
怖
を
振
り
は
ら
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
朝
の
冷
気
が
退
い
て
陽
が
輝
き
は
じ

め
る
た
び
に
、
今
日
こ
そ
は
氷
を
引
き
裂
い
て
飛
び
立
と
う
と
奮
い
立
つ
。
し
か
し
、

羽
ば
た
き
は
む
な
し
い
。
飛
翔
を
許
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
寒
空
の
下
に
追
放
さ
れ
た
ま

ま
の
白
鳥
の
姿
は
心
に
沁
み
て
痛
ま
し
い
。

　

わ
れ
わ
れ
が
生
き
る
時
間
は
二
つ
の
虚
無
の
あ
い
だ
に
つ
る
さ
れ
た
瞬
間
の
連
続
で

あ
る
と
い
う
。
一
つ
の
瞬
間
が
虚
無
か
ら
生
ま
れ
る
た
め
に
は
そ
れ
に
先
立
つ
一
つ
の

瞬
間
が
虚
無
に
飲
み
こ
ま
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
出
現
す
る
や
い
な
や
過
去
と
な
っ

て
ゆ
く
瞬
間
は
同
心
円
を
描
く
よ
う
に
し
て
暗
い
深
淵
に
沈
ん
で
ゆ
く
の
だ
ろ
う
。
そ

れ
は
や
が
て
そ
の
瞬
間
を
生
き
た
人
間
の
足
下
に
時
間
の
残
滓
と
し
て
う
ず
高
く
堆
積

し
、
自
由
な
身
動
き
を
阻
害
す
る
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
無
慈
悲
な
時
間
の
外
に
逃
れ
で
る
す
べ
を
い
か
に
多
く
の
詩
人
が
求
め

て
き
た
こ
と
だ
ろ
う
。
或
る
者
は
時
の
重
み
を
感
じ
な
い
た
め
に
は
つ
ね
に
酔
っ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
い
、
ま
た
或
る
者
は
無
意
志
的
に
甦
っ
た
過
去
を
再
び
生
き
る

こ
と
に
よ
っ
て
時
間
の
不
可
逆
性
を
超
越
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
に

し
て
も
、
よ
り
よ
き
も
の
の
た
め
に
生
ま
れ
た
の
だ
と
声
高
に
こ
み
あ
げ
て
く
る
心
の

な
か
の
呼
び
声
が
聞
こ
え
て
く
る
こ
と
は
少
な
く
て
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
あ
れ
こ
れ
と

思
い
悩
む
こ
と
ば
か
り
が
多
い
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
。「
お
か
し
い
…
…
、
な
に
が

あ
っ
た
と
い
う
の
か
」。
病
室
の
ベ
ッ
ド
で
点
滴
に
繋
が
れ
て
い
た
せ
い
だ
ろ
う
か
。

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
語
る
皮
肉
な
陶
酔
も
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
求
め
る
真
の
実
在
も
、
シ

ラ
ー
が
鼓
舞
す
る
精
神
の
気
高
さ
も
、
す
べ
て
が
な
い
交
ぜ
に
な
っ
て
私
を
解
け
る
は

ず
の
な
い
思
考
に
誘
う
。「
こ
の
ま
ま
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
」。
し
か
し
、
自
身
の
存
在

を
め
ぐ
る
混
沌
と
し
た
迷
路
か
ら
抜
け
だ
す
こ
と
は
叶
う
べ
く
も
な
い
。
私
は
、
た
ま

ゆ
ら
の
さ
だ
め
な
き
夢
を
置
き
去
り
に
し
て
現
実
に
立
ち
戻
る
。

 

（
は
や
し　

り
ょ
う
じ
）

夢
を
夢
見
る

福
田
眞
人

　

夢
は
楽
し
い
。
白
黒
で
も
カ
ラ
ー
で
も
。

　

何
時
頃
か
ら
か
、
夢
を
日
記
に
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
長
じ
て
漱
石
の
短
編
集
で

あ
る
『
夢
十
夜
』
を
読
む
に
及
ん
で
、
夢
を
し
つ
こ
く
書
け
ば
こ
こ
に
至
る
の
か
と
思

わ
ず
身
慄
い
し
た
こ
と
が
あ
る
。
豚
が
坂
を
転
げ
落
ち
る
。

　

夢
は
、
大
概
、
た
わ
い
も
な
い
。
異
国
を
旅
し
て
い
た
り
、
高
い
崖
か
ら
叫
び
な
が

ら
落
ち
た
り
、
ま
た
雲
の
上
を
滑
空
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
自
転
車
を

漕
ぎ
、
山
道
を
越
え
て
峠
の
向
こ
う
側
に
燦
々
と
輝
く
湖
面
を
見
て
う
っ
と
り
と
し
て

い
る
自
分
に
は
、
驚
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
ほ
ん
の
半
年
も
前
に
日
記
に

書
い
て
い
た
情
景
に
他
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
な
ぜ
そ
ん
な
確
信
を
持
て
る
の
か
？

　

そ
れ
は
、
そ
の
湖
面
の
漣
の
よ
う
な
輝
き
の
中
に
す
っ
と
立
っ
て
い
た
ゴ
シ
ッ
ク
風

の
教
会
堂
の
塔
が
あ
ま
り
に
鮮
明
だ
っ
た
か
ら
だ
。
後
に
そ
れ
が
滋
賀
県
の
虎
姫
町
に

あ
る
ヤ
ン
マ
ー
・
デ
ィ
ー
ゼ
ル
の
会
長
が
寄
贈
し
た
建
物
だ
と
分
か
っ
て
、
い
さ
さ
か

狼
狽
し
た
。
ド
イ
ツ
で
学
ん
だ
彼
が
、
故
郷
に
贈
っ
た
公
民
館
だ
っ
た
。

　

私
は
、
怖
く
な
っ
た
。
怖
く
な
っ
た
か
ら
、
す
ぐ
大
学
の
心
理
学
研
究
室
を
尋
ね
て
、

そ
こ
の
助
手
に
滔
々
と
訴
え
た
。
脚
を
組
ん
で
聞
い
て
い
た
助
手
は
、
そ
れ
か
ら
や
お

ら
「
君
は
、
自
分
を
天
才
と
信
じ
た
い
と
思
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
ね
」
と
尋
ね
た
。
喫

驚
し
た
私
は
、
困
っ
て
訊
き
に
来
て
い
る
学
生
を
こ
ん
な
風
に
も
て
な
す
学
者
は
き
っ

と
三
流
だ
と
思
っ
た
。「
そ
う
で
す
ね
、
き
っ
と
勘
違
い
で
す
よ
ね
、
そ
ん
な
莫
迦
な

こ
と
が
あ
る
は
ず
あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
」
と
逃
げ
を
打
っ
て
、
私
は
す
ぐ
そ
の
部
屋
を
後

に
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
私
は
、
誰
に
も
、
両
親
に
も
姉
に
も
、
将
来
結
婚
す
る
女
性
と
二
人
の
子

供
を
連
れ
て
高
原
の
牧
場
で
日
盛
り
の
日
を
浴
び
な
が
ら
目
を
細
め
て
い
る
私
の
話
を

す
る
の
を
止
め
た
。
遠
い
イ
ン
ド
の
国
で
、
象
に
乗
る
話
も
や
め
た
。
ロ
ー
マ
時
代
か

ら
続
く
ハ
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
塩
鉱
の
中
を
滑
り
降
り
る
話
も
す
る
の
を
止
め
た
。

　

全
て
は
夢
の
中
で
起
こ
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。
私
は
、
夢
を
夢
見
て
い
た
の
で
あ
る
。

 

（
ふ
く
だ　

ま
ひ
と
）

夢かうつつか
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夢かうつつか

あ
の
男

伊
藤
達
也

　

セ
ー
ヌ
河
か
ら
サ
ン
ミ
ッ
シ
ェ
ル
大
通
り
を
下
り
、
一
本
細
い
道
を
入
っ
た
と
こ
ろ
に

あ
る
古
本
買
取
所
で
、
私
は
日
本
に
持
っ
て
帰
っ
て
も
邪
魔
に
な
る
だ
け
の
本
を
処
分
し

よ
う
と
考
え
て
い
た
。
緑
色
の
チ
ョ
ッ
キ
を
着
た
若
い
男
の
店
員
は
、
積
み
上
げ
ら
れ
た

本
の
う
ち
に
ピ
エ
ー
ル
・
シ
ェ
ロ
ー
の
『
ガ
ラ
ス
の
家
』
の
写
真
集
を
見
つ
け
る
と
、
小

さ
な
声
を
上
げ
、
か
な
り
高
額
の
買
い
取
り
価
格
を
提
示
し
た
。
私
が
、
も
う
フ
ラ
ン
ス

の
銀
行
口
座
を
閉
め
る
の
で
、
現
金
で
支
払
っ
て
欲
し
い
、
と
言
う
と
、
奥
に
い
た
女
性

の
同
僚
と
相
談
に
入
り
、
そ
の
同
僚
は
、
お
友
達
で
フ
ラ
ン
ス
に
銀
行
口
座
を
持
っ
て
い

る
人
は
い
ま
せ
ん
か
、
そ
の
口
座
を
使
え
ま
せ
ん
か
、
と
提
案
す
る
。
い
え
、
現

キ
ャ
ッ
シ
ュ金が
必

要
な
の
で
す
、
と
私
は
パ
リ
滞
在
の
最
後
に
身
に
付
い
て
き
た
図
々
し
さ
で
主
張
し
た
。

　

不
意
に
「
趣
味
が
良
い
ね
」
と
隣
の
ブ
ー
ス
に
い
た
男
が
私
に
声
を
か
け
る
。
髪
の

毛
ぼ
さ
ぼ
さ
の
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
風
の
男
で
、
な
る
べ
く
こ
の
手
の
男
と
は
か
か
わ
り
あ
い

に
な
ら
な
い
ほ
う
が
良
い
こ
と
を
、
こ
の
都
市
で
の
滞
在
経
験
か
ら
学
ん
で
い
た
私
は

「
どメ

ル

シ
う
も
」
と
短
く
礼
を
言
う
に
と
ど
め
る
が
、
そ
の
瞬
間
、
男
が
売
ろ
う
と
し
て
い
た

本
が
目
に
入
る
。
男
は
ま
だ
新
品
同
様
の
同
じ
本
を
数
冊
ま
と
め
て
売
ろ
う
と
し
て
い
る

よ
う
だ
っ
た
。
横
目
で
表
紙
の
タ
イ
ト
ル
を
読
む
と
、「
夜ノ

ク
チ
ュ
ル
ヌ

想
曲
」
と
い
う
文
字
が
か
ろ

う
じ
て
読
み
取
れ
る
。
日
本
を
離
れ
る
前
に
話
題
に
な
っ
て
い
た
『
イ
ン
ド
夜
想
曲
』
か

と
思
い
、
著
者
名
を
見
る
が
タ
ブ
ッ
キ
と
は
書
か
れ
て
は
お
ら
ず
、
チ
ル
ド
が
つ
い
て
い

て
フ
ラ
ン
ス
語
と
し
て
は
読
め
な
い
名
前
だ
っ
た
。

　

結
局
若
い
店
員
が
、
こ
の
本
は
現
金
で
も
買
い
取
る
べ
き
だ
、
と
言
い
張
っ
て
く
れ
た

こ
と
も
あ
り
、
予
想
以
上
の
金
額
を
一
年
前
か
ら
欧
州
で
流
通
し
始
め
た
新
紙
幣
で
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
た
。
横
を
見
る
と
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
風
の
男
は
、
小
切
手
で
代
金
を
受
け

取
っ
て
い
た
。
私
は
何
も
言
わ
ず
外
へ
出
た
。

　

日
本
に
帰
国
し
十
数
年
経
ち
、
ロ
ベ
ル
ト
・
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
の
『
チ

ノ
ク
チ
ュ
ル
ヌ
・
ド
ュ
・
シ
リ

リ
夜
想
曲
』
が
日
本

語
で
出
版
さ
れ
た
時
、
不
意
に
あ
の
男
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
翌
年
に
こ
の
世
を
去
る

ボ
ラ
ー
ニ
ョ
が
、
初
の
仏
訳
が
出
た
二
〇
〇
二
年
に
何
ら
か
の
理
由
で
パ
リ
に
来
て
い
た

と
い
う
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
写
真
の
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
と
の
類
似
を
判
断
で
き
る

ほ
ど
に
は
そ
の
時
の
私
の
記
憶
は
鮮
明
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
本
人
以
外
の
誰
か
が
、

ボ
ラ
ー
ニ
ョ
の
本
を
ま
と
め
て
売
り
に
来
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
そ

し
て
ま
た
、
そ
の
記
憶
自
体
が
、
空
腹
と
、
定
ま
ら
な
い
将
来
へ
の
不
安
に
堪
え
兼
ね
て

い
た
私
の
見
た
白
昼
夢
で
あ
る
こ
と
も
十
分
あ
り
得
る
の
だ
。 

（
い
と
う　

た
つ
や
）

三
聖
人
を
夢
に

鵜
飼
尚
代

　

昨
今
は
「
夢
」
を
抱
い
て
生
き
て
い
な
い
と
、
抱
負
の
な
い
ダ
メ
な
人
の
よ
う
に
み

な
さ
れ
る
。
だ
が
、
定
年
退
職
を
半
年
後
に
控
え
た
身
、
夢
を
抱
く
の
は
む
ず
か
し
い
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
ダ
メ
な
人
に
な
る
の
は
あ
ま
り
に
口
惜
し
い
。
悔
し
い
の
で
、
そ
も

そ
も
に
立
ち
返
り
、「
夢
」
と
向
き
あ
う
こ
と
に
し
た
。

　

現
象
と
し
て
の
夢
を
心
理
学
的
に
、あ
る
い
は
脳
科
学
的
に
分
析
す
る
力
な
ど
私
に
は

な
い
の
で
、
語
源
を
遡
っ
て
み
た
。「
語
源
由
来
辞
典
」
に
よ
れ
ば
、「
ゆ
め
」
の
語
源
は

「
い
め
」
で
「
い（
寝
）」
は
「
睡
眠
」、「
め（
目
）」
は
「
見
え
る
も
の
」
の
意
、
と
の
こ

と
で
、
平
安
時
代
頃
か
ら
「
ゆ
め
」
に
転
じ
、「
は
か
な
さ
」
な
ど
種
々
の
意
味
で
比
喩

的
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
だ
。「
将
来
の
希
望
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
始
め

た
の
は
近
代
以
降
だ
と
い
う
の
だ
。
そ
う
か
、
近
代
以
降
の
「
夢
」
に
し
が
み
つ
か
な

く
て
も
、
伝
統
的
「
ゆ
め
」
と
と
も
に
、
と
い
う
向
き
あ
い
方
も
あ
る
で
は
な
い
か
。

　

孔
子
は
長
ら
く
周
公
旦
の
夢
を
見
て
い
な
い
と
嘆
い
た
（
久
矣
、
吾
不
復
夢
見
周
公

︹『
論
語
』
述
而
第
七
︺）。
以
前
は
夢
で
敬
愛
し
て
や
ま
な
い
周
公
旦
に
お
目
に
か
か
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
章
は
孔
子
の
周
公
旦
に
対
す
る
思
慕
の
念
を
よ
く
示
す

と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
孔
子
の
ご
と
く
思
慕
の
念
を
強
く
す
れ
ば
、
孔
子
よ

り
五
百
年
以
上
前
に
生
き
た
偉
人
に
さ
え
夢
で
会
え
る
の
で
あ
る
。

　

が
、
し
か
し
、
現
代
人
の
私
は
こ
こ
で
し
ば
し
立
ち
止
ま
る
。
万
一
、
私
が
夢
で
周

公
旦
に
お
目
に
か
か
る
と
い
う
栄
誉
に
与
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
周
公
旦
は
孔
子
の
夢

の
周
公
旦
と
同
一
人
物
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
夢
に
登
場
す
る
人
物
は
夢

見
る
人
の
想
像
力
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
周
公
旦
像
に
大
き
な

違
い
が
あ
り
、
私
の
周
公
旦
は
薄
ぺ
ら
な
偉
人
に
な
り
か
ね
な
い
。
憧
れ
の
偉
人
に
会

い
た
い
の
な
ら
、
そ
の
人
の
こ
と
を
よ
く
知
る
こ
と
が
肝
心
。
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
お
目

に
か
か
り
た
く
な
る
、
そ
う
い
う
人
物
に
夢
で
会
え
た
ら
感
激
き
わ
ま
り
な
い
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
孔
子
が
夢
で
周
公
旦
に
会
え
な
く
な
っ
た
の
は
何
故
か
。
そ
の
章

の
冒
頭
に
「
わ
た
し
も
す
っ
か
り
年
老
い
て
し
ま
っ
た
（
甚
矣
吾
衰
也
）」
と
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
、
加
齢
に
よ
る
体
力
低
下
が
要
因
ら
し
い
。
定
年
退
職
後
、
孔
子
と
老
子
と

釈
迦
と
を
夢
に
お
招
き
し
て
、
食
事
会
な
ど
を
催
し
、
至
福
の
時
を
過
ご
せ
た
ら
と
強

く
願
っ
て
い
る
が
、
体
力
強
化
も
含
め
準
備
に
追
わ
れ
そ
う
で
あ
る
。

 

（
う
か
い　

な
お
よ
）
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夢 ゆめ

夢
と
い
う
劇
場

野
谷
文
昭

　

自
分
が
気
に
入
っ
て
い
る
素
材
を
何
度
で
も
再
利
用
す
る
の
は
ボ
ル
ヘ
ス
の
特
徴
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。
だ
か
ら
同
じ
モ
チ
ー
フ
を
持
つ
作
品
が
複
数
存
在
す
る
こ
と
も
珍
し

く
な
い
。
こ
の
こ
と
は
夢
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
ボ
ル
ヘ
ス
の
読
者
な
ら
、
様
々

な
機
会
に
荘
子
の
夢
、コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
夢
な
ど
の
引
用
に
出
く
わ
し
て
い
る
は
ず
だ
。

　

そ
ん
な
ひ
と
つ
に
イ
ギ
リ
ス
の
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
、
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ア
デ
ィ
ソ
ン
に
よ
る

夢
に
つ
い
て
の
エ
ッ
セ
イ
が
あ
り
、
ボ
ル
ヘ
ス
は
『
夢
の
本
』
や
『
七
つ
の
夜
』
な
ど

で
そ
れ
に
触
れ
て
い
る
。
ペ
ト
ロ
ニ
ウ
ス
や
ゴ
ン
ゴ
ラ
に
も
同
類
の
表
現
が
見
ら
れ
る

と
い
う
そ
の
エ
ッ
セ
イ
の
要
点
は
、「
夢
を
見
て
い
る
時
、
人
間
の
精
神
は
肉
体
を
離

れ
、
そ
れ
は
同
時
に
劇
場
で
あ
り
、
俳
優
で
あ
り
、
さ
ら
に
観
客
で
も
あ
る
」（
堀
内

研
二
訳
）
と
い
う
も
の
だ
。
こ
の
一
七
一
二
年
に
述
べ
ら
れ
た
ア
デ
ィ
ソ
ン
の
言
葉
は
、

僕
が
夢
を
見
る
と
き
の
、
夢
と
夢
を
見
る
主
体
と
し
て
の
僕
と
の
関
係
を
う
ま
く
言
い

表
し
て
い
る
気
が
す
る
。

　

た
と
え
ば
、
小
学
生
の
と
き
に
手
首
を
骨
折
し
、
全
身
麻
酔
に
よ
る
手
術
を
受
け
、

そ
の
最
中
に
見
た
夢
と
い
う
の
が
あ
る
。
一
度
目
は
麻
酔
か
ら
覚
め
て
し
ま
い
、
二
度

目
の
試
み
の
と
き
に
こ
ん
な
夢
を
見
た
。
僕
は
南
海
の
孤
島
に
い
て
、
夕
日
が
沈
む
の

を
見
て
い
る
。
暑
い
。
す
る
と
あ
ろ
う
こ
と
か
水
平
線
か
ら
そ
の
真
っ
赤
な
夕
日
が
昇

り
は
じ
め
る
の
だ
。
同
時
に
土
俗
的
な
歌
が
聞
こ
え
、
呪
文
の
よ
う
な
言
葉
の
繰
り
返

し
が
木
霊
す
る
。
こ
こ
で
勝
手
に
解
釈
す
れ
ば
、
麻
酔
が
切
れ
か
け
痛
み
を
感
じ
た
こ

と
が
暑
さ
や
赤
い
太
陽
の
原
因
だ
ろ
う
。
呪
文
は
医
師
の
声
だ
。
だ
が
歌
は
解
釈
を
拒

む
。
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
か
ら
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

繰
り
返
し
見
る
悪
夢
で
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
夜
、
今
は
な
い
路
線
の
電
車
で
出

か
け
る
と
な
ぜ
か
見
知
ら
ぬ
駅
で
降
り
る
は
め
に
な
り
、
人
気
の
な
い
街
を
歩
き
回
る
。

そ
の
う
ち
駅
を
見
失
い
、
な
ん
と
も
心
細
い
思
い
を
す
る
の
だ
が
、
い
つ
の
間
に
か
帰

り
の
電
車
の
中
に
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
電
車
は
目
的
地
に
行
か
な
い
。
僕
は
こ
の
カ

フ
カ
的
悪
夢
の
劇
場
の
登
場
人
物
で
あ
り
、
そ
れ
を
見
る
観
客
で
も
あ
る
。
分
析
す
れ

ば
、
何
が
し
か
の
因
果
関
係
が
つ
か
め
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
必
要
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
悪
夢
は
再
演
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
ど
き
ど
き
し
な
が
ら

も
楽
し
む
こ
と
の
で
き
る
魅
力
的
作
品
だ
か
ら
だ
。
次
に
こ
の
劇
場
が
現
れ
る
の
は
い

つ
だ
ろ
う
。 

（
の
や　

ふ
み
あ
き
）

お
も
ち
ゃ
や
さ
ん

松
山
洋
平

　

年
少
組
の
と
き
だ
っ
た
か
、
年
中
組
の
と
き
だ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
年
長
組
の
と
き

だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
幼
稚
園
に
通
っ
て
い
た
あ
る
日
、
教
師
か
ら
紙
を
配
ら
れ
て
、

自
分
の
「
将
来
の
夢
」
を
書
く
よ
う
命
じ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　

課
題
を
課
せ
ら
れ
た
同
級
の
園
児
た
ち
は
、
嬉
々
と
し
て
自
分
の
夢
を
書
き
こ
ん
で

い
っ
た
。
男
子
の
あ
い
だ
で
は
、
仮
○
ラ
イ
ダ
ー
や
戦
隊
も
の
の
よ
う
な
ヒ
ー
ロ
ー
だ

と
か
、「
お
も
ち
ゃ
や
さ
ん
」「
お
か
し
や
さ
ん
」
な
ど
の
職
業
が
人
気
だ
っ
た
よ
う
に

思
う
。

　

わ
た
し
は
と
言
え
ば
、
こ
れ
と
い
っ
た
夢
を
ま
っ
た
く
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
幼
稚

園
児
の
自
分
が
、
い
つ
か
、
い
ま
の
自
分
と
は
別
の
何
者
か
に
な
る
の
だ
と
は
露
ほ
ど

に
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
（
要
す
る
に
、
ぼ
け
っ
と
し
て
い
て
な
に
も
考
え
て

い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
）。

　

も
ち
ろ
ん
、
ほ
か
の
子
と
同
じ
よ
う
に
仮
○
ラ
イ
ダ
ー
や
戦
隊
も
の
は
好
き
だ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
テ
レ
ビ
で
視
聴
し
て
楽
し
む
対
象
だ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、

自
分
が
そ
う
い
っ
た
存
在
に
「
な
る
」
と
い
う
可
能
性
に
思
い
至
っ
た
こ
と
が
な
か
っ

た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。
玩
具
や
菓
子
も
や
は
り
人
並
み
に
好
き
だ
っ
た
が
、
だ
か

ら
と
言
っ
て
そ
れ
ら
を
販
売
す
る
「
お
も
ち
ゃ
や
さ
ん
」
や
「
お
か
し
や
さ
ん
」
に
な

り
た
い
と
考
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

い
っ
た
い
何
を
書
け
ば
よ
い
も
の
か
と
、
ひ
ど
く
困
っ
た
（「
と
く
に
な
し
」
と
で

も
書
い
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
幼
稚
園
児
な
の
で
、
そ
こ
ま
で
頭
が
回
ら
な

か
っ
た
と
言
う
か
、
語
彙
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
）。

　

悩
ん
だ
末
に
結
局
な
に
も
思
い
つ
か
な
か
っ
た
わ
た
し
は
、
苦
し
紛
れ
に
と
な
り
の

子
の
回
答
を
盗
み
見
て
、
そ
の
子
の
ま
ね
を
し
て
「
お
も
ち
ゃ
や
さ
ん
」
と
い
う
文
字

を
自
分
の
紙
に
書
き
写
し
た
の
を
覚
え
て
い
る
。

 

（
ま
つ
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ま　

よ
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夢かうつつか

夢
と
形
而
上
学

佐
藤
亮
司

　

私
は
哲
学
を
専
門
に
し
て
い
る
が
哲
学
と
夢
と
い
え
ば
や
は
り
「
私
は
今
夢
を
見
て

い
な
い
と
な
ぜ
言
え
る
の
か
？
」
と
言
っ
た
よ
う
な
懐
疑
論
的
な
問
い
で
あ
ろ
う
。
も

し
夢
と
現
実
が
区
別
で
き
な
い
と
し
た
ら
、
私
は
現
実
の
世
界
に
つ
い
て
の
確
実
な
知

識
を
一
切
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
常
識

的
な
回
答
は
、
夢
と
現
実
の
間
に
あ
る
様
々
な
違
い
に
訴
え
る
も
の
だ
。
例
え
ば
、
夢

と
現
実
は
し
ば
し
ば
不
整
合
で
あ
る
。
夢
の
中
で
は
メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
ガ
ー
だ
が
、
現
実

で
は
草
野
球
で
も
エ
ラ
ー
を
す
る
…
…
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
言
っ

た
識
別
可
能
な
通
常
の
夢
で
は
な
く
、
そ
れ
な
り
に
一
貫
性
を
持
っ
た
出
来
事
が
生
じ

る
、
決
し
て
醒
め
な
い
「
夢
」
を
我
々
が
見
て
い
る
と
い
う
可
能
性
は
な
い
の
だ
ろ
う

か
。
映
画
『
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
』
の
世
界
の
よ
う
に
、
人
類
は
皆
機
械
に
繋
が
れ
て
偽
り

の
世
界
の
醒
め
な
い
「
夢
」
を
見
せ
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ

う
か
。

　

し
か
し
哲
学
者
の
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
チ
ャ
ー
マ
ー
ズ
は
、
こ
の
よ
う
な
シ
ナ
リ
オ
は

懐
疑
論
的
な
シ
ナ
リ
オ
で
は
な
い
と
論
じ
る
。
詳
細
な
論
証
は
こ
こ
で
は
省
く
が
、
彼

に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
シ
ナ
リ
オ
で
は
「
夢
」
の
世
界
は
偽
り
の
世
界
で
は
な
く
、

も
は
や
一
つ
の
立
派
な
現
実
で
あ
り
、
ま
た
外
の
世
界
は
「
夢
」
の
世
界
と
対
立
す
る

現
実
で
は
な
く
、
い
わ
ば
一
段
階
上
に
あ
る
別
の
現
実
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
結
論
は

直
観
的
に
は
受
け
入
れ
難
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
宗
教
的
世
界

観
に
お
い
て
は
、
今
の
人
生
が
よ
り
大
き
な
世
界
の
構
造
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は

よ
く
あ
る
。
現
世
で
の
人
生
を
経
て
あ
の
世
に
行
き
ま
た
別
の
世
界
に
行
く
輪
廻
転
生

的
な
世
界
観
に
お
い
て
は
、
現
世
の
観
点
か
ら
は
世
界
の
本
当
の
姿
は
う
か
が
い
知
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
現
世
で
の
経
験
や
知
識
が
偽
り
の
も

の
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
夢
」
の
思
考
実
験

か
ら
引
き
出
す
べ
き
結
論
は
、
我
々
は
世
界
に
つ
い
て
の
知
識
を
持
て
な
い
か
も
し
れ

な
い
と
い
う
認
識
論
的
な
も
の
で
は
な
く
、
現
世
の
我
々
に
は
知
る
こ
と
の
で
き
な
い

世
界
の
「
本
当
の
姿
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
形
而
上
学
的
な
も

の
だ
ろ
う
。

 

（
さ
と
う　

り
ょ
う
じ
）

夢
す
な
わ
ち
芸
術
作
品

ラ
イ
ア
ン
・
モ
リ
ソ
ン

　

先
日
、
僕
の
日
本
文
学
の
授
業
に
お
い
て
学
生
か
ら
良
い
質
問
が
あ
っ
た
。「
芸
術

作
品
と
そ
の
歴
史
的
背
景
は
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
っ
た
が
、

僕
は
「
夢
と
そ
の
題
材
と
な
る
現
実
世
界
に
於
け
る
経
験
の
如
き
も
の
で
あ
る
」
と
答

え
た
。
そ
し
て
「
作
品
は
歴
史
を
単
に
反
映
す
る
の
で
は
な
く
夢
の
場
合
と
同
様
現
実

を
歪
め
表
す
も
の
で
歴
史
の
症
状
と
し
て
捉
え
る
べ
し
、
森
鴎
外
『
山
椒
大
夫
』
は
そ

の
顕
著
な
例
と
な
る
」
と
説
明
し
た
。

　

僕
は
夢
と
芸
術
作
品
（
小
説
に
せ
よ
映
画
に
せ
よ
）
を
ほ
ぼ
同
じ
類
い
の
も
の
と
し

て
見
な
し
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
芸
術
作
品
と
は
特
に
寓
話
（
ア
レ
ゴ
リ
ー
）
の
こ
と

を
指
す
が
、夢
も
芸
術
作
品
と
同
じ
方
法
で
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

つ
ま
り
内
容
を
顕
在
的
内
容
と
潜
在
的
内
容
の
二
種
類
に
分
け
、
顕
在
的
内
容
か
ら
潜

在
的
内
容
を
抽
出
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
夏
目
漱
石
『
夢
十
夜
』（
一
九
〇
八
）
を
扱
っ
た
授
業
で
は
、
例
え
ば
「
第

七
夜
」
に
お
い
て
西
へ
向
か
う
汽
船
に
表
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
当
時
の
近
代
日

本
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
読
み
得
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に
、
フ
ロ
イ
ト
『
夢
の

解
釈
』（
一
九
〇
〇
）
を
参
考
に
読
み
解
き
、
例
え
ば
「
第
三
夜
」
に
お
い
て
夢
に
現

れ
る
「
子
供
」
は
何
を
象
徴
し
、
そ
の
父
の
過
去
の
罪
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の

か
と
い
う
こ
と
を
議
論
し
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
学
生
達
に
実
際
に
見
た
夢
を
書
き
起

こ
し
そ
れ
を
解
釈
す
る
と
い
う
課
題
を
出
し
た
が
、
自
分
の
夢
の
潜
在
的
内
容
を
自
ら

発
掘
す
る
と
い
う
試
み
は
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
経
験
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

芸
術
作
品
が
歴
史
を
歪
ん
だ
か
た
ち
で
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
純
文
学

に
限
る
話
で
は
な
い
。
例
え
ば
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
を
見
て
み
る
と

そ
の
多
く
が
世
界
終
焉
的
な
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
隕
石
の
落

下
、
宇
宙
人
に
よ
る
攻
撃
、
猿
や
動
物
に
よ
る
復
讐
と
し
て
の
人
間
の
殺
戮
。
ど
れ
だ

け
突
飛
で
幻
想
的
な
題
材
に
せ
よ
そ
の
多
く
の
映
画
の
顕
在
的
な
内
容
の
裏
に
は
我
々

現
代
人
た
ち
が
普
段
日
常
生
活
に
お
い
て
抱
え
て
い
る
不
安
や
懸
念
が
潜
ん
で
い
る
。

日
本
は
い
つ
米
国
の
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
か
、
地
球
温
暖
化
が
こ
の
ペ
ー
ス
で
進

め
ば
我
々
の
子
孫
は
地
球
上
で
生
存
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
、
Ａ

Ｉ
開
発
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
危
険
が
出
て
く
る
の
か
。
そ
う
い
っ
た
現
実
的
な
課
題
が

多
く
の
映
画
に
お
い
て
象
徴
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
夢
が
個
の
無
意
識
を
反
映
す

る
よ
う
に
、
芸
術
作
品
は
集
団
の
無
意
識
を
反
映
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
現
実

世
界
を
理
解
す
る
た
め
に
は
夢
や
芸
術
作
品
の
理
解
は
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

 

（
も
り
そ
ん　

ら
い
あ
ん
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夢 ゆめ

夢
な
ん
て
見
な
い
よ
。

高
瀬
淳
一

　

基
本
的
に
リ
ア
リ
ス
ト
・
タ
イ
プ
な
の
で
、
不
可
能
な
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
ろ
う

と
割
り
切
っ
て
し
ま
う
。
私
は
こ
の
原
稿
を
北
海
道
で
書
い
て
い
る
が
、
当
然
、
野
生

の
ヒ
グ
マ
と
手
を
つ
な
い
で
仲
良
く
ダ
ン
ス
し
た
い
な
ど
と
は
、
夢
に
も
思
わ
な
い
。

絵
本
や
物
語
の
中
に
そ
う
い
う
「
夢
の
よ
う
な
話
」
が
出
て
く
る
こ
と
は
か
ま
わ
な
い

が
、
や
は
り
ま
ず
子
ど
も
に
教
え
る
べ
き
は
ヒ
グ
マ
の
恐
ろ
し
さ
だ
ろ
う
、
な
ど
と
リ

ア
ル
に
考
え
て
し
ま
う
。
事
実
は
小
説
よ
り
も
奇
な
り
、
と
思
っ
て
社
会
を
見
つ
め
る

学
問
を
し
て
い
る
た
め
か
、
現
実
離
れ
し
た
夢
物
語
を
聞
い
て
も
、
残
念
な
が
ら
私
は

あ
ま
り
感
動
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
私
は
「
夢
が
か
な
っ
た
」
と
い
う
と
き
の
「
夢
」
も
見
な
い
。
か
な
う
の
で

あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
夢
」
で
は
な
く
、「
実
現
困
難
に
見
え
る
目
標
」
に
す
ぎ
な
い
、

と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
た
と
え
不
可
能
に
思
わ
れ
て
も
、
具
体
的
な
目
標
な
ら

ば
、
達
成
に
向
け
た
手
段
を
考
え
て
実
行
し
、
幸
運
に
恵
ま
れ
る
た
め
の
チ
ャ
ン
ス
を

広
げ
て
い
け
ば
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
か
な
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
っ

て
し
ま
う
。「
夢
の
マ
イ
ホ
ー
ム
」
な
ど
と
言
う
の
は
自
由
だ
が
、
私
は
そ
れ
を
「
夢
」

と
は
思
わ
な
い
。

　

と
は
い
え
、
さ
す
が
の
私
も
、
眠
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
し
ば
し
ば
夢
を
見
る
。
た

だ
し
、
こ
の
「
夢
」
も
私
は
大
事
に
は
し
て
い
な
い
。

　

学
生
の
頃
、
フ
ロ
イ
ト
の
夢
解
釈
（traum

deutung

）
に
興
味
を
持
ち
、
夢
と
は
潜

在
的
に
心
の
問
題
処
理
を
行
う
作
用
で
あ
る
と
得
心
し
た
。
な
ら
ば
目
覚
め
て
か
ら
そ

の
処
理
過
程
を
振
り
返
っ
て
、
自
分
に
は
ど
ん
な
ス
ト
レ
ス
が
あ
っ
た
か
を
確
認
す
る

の
は
、
せ
っ
か
く
消
し
た
ス
ト
レ
ス
を
再
び
呼
び
起
こ
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
。

な
の
で
、
私
は
前
夜
に
見
た
夢
を
で
き
る
だ
け
思
い
出
さ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
夢
も
希
望
も
な
い
人
生
を
送
っ
て
き
た
私
だ
が
、「
お
ま
え
の
夢

を
語
れ
」
と
い
う
の
が
こ
の
原
稿
依
頼
の
趣
旨
の
よ
う
な
の
で
、
あ
え
て
一
言
述
べ
て

お
こ
う
。
私
の
夢
は
世
界
共
生
！
（
笑
）

 

（
た
か
せ　

じ
ゅ
ん
い
ち
）

よ
く
見
る
夢

今
泉
景
子

　

幼
少
期
、
昼
寝
を
す
る
と
必
ず
あ
る
夢
を
二
つ
見
て
、
怖
く
な
っ
て
泣
い
て
し
ま
っ

て
い
た
。
一
つ
は
寝
て
い
る
私
の
上
を
大
き
な
石
が
転
が
っ
て
き
て
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ

う
に
な
る
と
い
う
夢
だ
。
今
で
も
そ
の
シ
ー
ン
を
思
い
浮
か
べ
る
と
、
恐
怖
感
が
あ

る
。
二
つ
目
は
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
よ
う
な
空
間
に
、
宙
に
浮
い
て
瞑
想
し
て
い
る
夢
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
夢
は
本
当
に
よ
く
見
た
の
で
、
機
会
が
あ
れ
ば
夢
診
断
を
し
て
み
た

い
と
思
う
こ
と
も
あ
る
。
も
し
か
し
て
、
前
世
に
関
係
あ
る
の
か
。
そ
れ
ら
の
夢
は
、

大
人
に
な
る
と
い
つ
の
間
に
か
見
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い
た
。

　

社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
よ
く
見
る
夢
の
シ
リ
ー
ズ
が
二
つ
あ
る
。
ま
ず
「
何
か
に
追

わ
れ
る
シ
リ
ー
ズ
」
で
あ
る
。
誰
か
に
追
い
か
け
ら
れ
、
急
い
で
ド
ア
を
閉
め
、
鍵
を

か
け
て
安
堵
す
る
と
い
う
夢
で
あ
る
。
恐
ら
く
い
つ
も
「
あ
れ
を
や
ら
な
く
て
は
、
こ

れ
も
や
ら
な
く
て
は
」
と
追
わ
れ
て
い
る
気
持
ち
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。

二
つ
目
は
「
職
業
シ
リ
ー
ズ
」
で
あ
る
。
グ
ラ
ン
ド
ス
タ
ッ
フ
時
代
に
よ
く
見
て
い
た

夢
は
、
遅
刻
す
る
夢
で
あ
る
。
こ
れ
は
グ
ラ
ン
ド
ス
タ
ッ
フ
に
な
る
と
必
ず
見
る
夢
だ

と
思
う
。
こ
の
夢
は
何
度
見
た
こ
と
か
！　

現
実
に
遅
刻
し
て
し
ま
っ
た
時
は
、
パ

ニ
ッ
ク
で
夢
か
現
実
か
分
か
ら
な
く
な
っ
た
も
の
だ
。
そ
の
後
、
教
員
に
な
っ
て
か
ら

は
、
授
業
の
為
に
教
室
へ
入
っ
た
ら
、
必
死
で
勉
強
し
て
い
る
学
生
の
姿
を
見
て
、
テ

ス
ト
の
日
な
の
に
テ
ス
ト
を
作
成
す
る
こ
と
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
た
こ
と
に
気
が
つ

き
、
焦
る
と
い
う
夢
を
見
る
。
夢
の
中
の
自
分
は
と
て
も
冷
静
で
、「
今
、
慌
て
て
も

仕
方
が
な
い
。
こ
れ
は
口
頭
で
出
題
し
て
、
回
答
を
記
入
し
て
も
ら
う
し
か
な
い
！
」

と
や
り
だ
す
の
で
、
笑
っ
て
し
ま
う
。

　

特
に
仕
事
の
夢
を
見
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
思
い
や
考
え
が
潜
在
意
識
に
到
達
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
で
や
っ
と
一
人
前
だ
と
、
教
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

見
る
夢
に
よ
っ
て
、
自
分
の
今
の
状
況
を
客
観
的
に
知
る
事
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
よ
く
見
る
夢
は
、
恐
怖
感
を
伴
う
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら

は
「
楽
し
い
夢
シ
リ
ー
ズ
」
を
期
待
し
て
、
床
に
就
い
て
い
き
た
い
。

 

（
い
ま
い
ず
み　

け
い
こ
）
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夢かうつつか

「
夢
」
と
訳
し
て
は
い
け
な
い
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の

「
ド
リ
ー
ム
・
タ
イ
ム
」

濱
嶋　

聡

　

ま
ず
、
こ
の
「
ド
リ
ー
ム
タ
イ
ム
」「
ド
リ
ー
ミ
ン
グ
」
に
つ
い
て
、
そ
の
語
源
の

一
つ
と
さ
れ
る
「
ジ
ュ
ク
ル
パ
」
を
紹
介
す
る
。
ジ
ュ
ク
ル
パ(T

jukurpa)

と
は
、
ウ

ル
ル
・
カ
タ
ジ
ュ
タ(U

luru-K
ata T

jura)

国
立
公
園
地
区
に
暮
ら
す
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ

の
一
部
族
、
ア
ナ
ン
グ(A

nanguku)

に
と
っ
て
の
一
種
の
神
話
体
系
で
あ
る
。
国
立

公
園
内
の
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
は
、
ジ
ュ
ク
ル
パ
は
ア
ナ
ン
グ
文

化
の
基
盤
で
あ
り
、「
行
動
の
決
ま
り
、
集
団
生
活
の
掟
を
決
め
る
も
の
」
で
、「
部
族

の
存
在
の
支
え
と
な
る
、
土
地
を
管
理
す
る
方
法
を
定
め
た
規
律
で
あ
る
」
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
「
ド
リ
ー
ミ
ン
グ
」「
ド
リ
ー
ム
タ
イ
ム
」
と
訳
す

こ
と
も
適
切
で
は
な
く
、
西
洋
的
な
意
味
で
の
ド
リ
ー
ミ
ン
グ
（
夢
の
世
界
）
に
つ
い

て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
内
容
は
、
現
実
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
夢
の
世

界
の
よ
う
な
想
像
的
な
も
の
で
も
な
く
、
日
々
の
生
活
を
送
る
た
め
の
掟
を
記
し
た
、

古
代
か
ら
伝
わ
る
部
族
の
規
律
で
も
あ
る
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。(Pukulpa Pitjam

a 
A

nanguku N
gurakutu Pukul N

galya Yanam
a A

nanguku N
gurakutu)

「
こ
の
何

も
存
在
し
な
い
世
界
か
ら
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
祖
先
が
あ
ら
わ
れ
、
各
地
を
旅
し
、
動
植

物
や
砂
漠
な
ど
の
地
形
を
作
っ
て
い
っ
た
創
世
記
の
話
や
、
精
霊
、
虹
の
蛇(R

ainbow
 

Serpent)

の
話
は
、
南
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ラ
ミ
ン
ジ
ェ
リ(R

am
indjeri)

部
族
、
ヌ

ガ
ジ
ュ
リ (N

gadjuri)

部
族
、
ガ
ー
ナ(K

aurna)

部
族
な
ど
、
部
族
に
よ
っ
て
大
変

よ
く
似
て
い
た
り
、
異
な
っ
て
い
た
り
す
る
箇
所
が
る
。
そ
れ
は
、
各
部
族
の
住
む
地

域
、
神
話
の
中
に
出
て
く
る
各
自
の
役
割
、
規
律
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
」
と

答
え
て
く
れ
た
ア
デ
レ
ー
ド
の
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
・
パ
ー
ク(Bedford Park)

に
あ
る

ガ
ー
ナ
文
化
セ
ン
タ
ー(Living K

aurna C
ultural C

entre)

の
ア
ボ
リ
ジ
ニ
女
性
講

師
は
、「
他
の
部
族
の
神
話
を
自
分
が
語
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
」
と
も
述
べ
て
い

る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
彼
女
が
セ
ン
タ
ー
へ
の
訪
問
者
に
神
話
に
つ
い
て
話
を
す
る
時

に
も
、
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。（
拙
著
、『
ア
ボ
リ
ジ
ニ

で
あ
る
こ
と
』
第
１
章
６
、
神
話
に
よ
る
「
ア
ボ
リ
ジ
ニ
式
教
育
」
と
「
ド
リ
ー
ム
タ

イ
ム
」
名
古
屋
外
国
語
大
学
出
版
会
）
よ
り
）

 

（
は
ま
し
ま　

さ
と
し
）

二
〇
〇
七
年
十
月
に
見
た
「
父
殺
し
」
の
…
…

亀
山
郁
夫

　

死
ん
だ
母
の
夢
を
よ
く
見
る
。
十
日
に
一
度
の
割
合
だ
ろ
う
か
。
母
は
、
一
九
八
四

年
六
月
、
私
が
モ
ス
ク
ワ
で
在
外
研
修
中
に
死
ん
だ
。
だ
か
ら
、
通
夜
に
も
葬
儀
に
も

出
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
せ
い
で
、
私
の
母
の
思
い
出
に
は
、
区
切
り
と
い

う
か
節
目
と
呼
べ
る
も
の
が
な
い
。
母
の
最
期
に
立
ち
合
っ
た
姉
に
訊
い
て
も
、
夢
は

見
な
い
と
い
う
。「
お
ま
え
は
果
報
者
だ
ね
」。
末
っ
子
で
母
の
愛
情
に
十
分
に
与
れ
な

か
っ
た
私
に
果
報
者
の
意
識
は
な
い
。
母
の
背
中
を
見
な
が
ら
、
人
一
倍
母
思
い
の
子

ど
も
が
育
っ
た
。
世
に
い
う
、
典
型
的
な
マ
ザ
コ
ン
人
間
な
の
だ
。

　

深
夜
、
喉
の
渇
き
を
覚
え
て
眠
り
か
ら
覚
め
、
冷
蔵
庫
の
中
を
の
ぞ
く
。
喉
を
心
地

よ
く
潤
し
て
く
れ
そ
う
な
ド
リ
ン
ク
は
何
も
な
い
。
仕
方
な
く
水
道
の
蛇
口
に
手
を
伸

ば
し
た
と
こ
ろ
で
ふ
と
、
隣
り
の
三
畳
間
に
も
う
一
つ
小
型
の
冷
蔵
庫
が
あ
る
こ
と
を

思
い
だ
し
た
。
目
の
前
の
障
子
を
開
け
て
部
屋
に
入
り
、
冷
蔵
庫
を
開
け
る
。
こ
ち
ら

に
は
、
赤
紫
、
深
緑
、
黄
の
三
本
の
ポ
リ
タ
ン
ク
が
縦
に
き
れ
い
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
赤
紫
の
一
本
を
取
り
だ
し
て
口
に
つ
け
た
。
一
瞬
、
饐
え
た
よ
う
な
嫌
な
に

お
い
が
鼻
を
つ
い
た
。
そ
こ
で
記
憶
が
よ
み
が
え
っ
た
。
そ
の
液
体
は
、
私
が
何
十
年

も
前
に
殺
し
た
人
間
の
血
な
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
夢
の
な
か
の
私
に
、
私
が
殺
し
た
肝

心
の
相
手
の
顔
が
思
い
浮
か
ば
な
い
。
し
か
し
と
も
か
く
も
証
拠
隠
滅
を
図
ら
な
く
て

は
と
、
三
本
の
ポ
リ
タ
ン
ク
の
中
身
を
慌
て
て
窓
か
ら
裏
庭
に
ぶ
ち
ま
け
た
。
と
突
然

台
所
と
続
き
の
障
子
が
空
い
て
、
母
が
顔
を
出
し
た
。

　
「
あ
あ
、
そ
れ
ね
、
母
さ
ん
も
飲
ん
で
み
た
け
ど
、
腐
っ
て
い
た
よ
」

　

東
京
・
日
仏
会
館
で
行
わ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
席
で
私
は
こ
の
夢
を
披
露

し
、
同
じ
パ
ネ
リ
ス
ト
で
精
神
分
析
学
者
の
新
宮
一
成
氏
に
夢
判
断
を
お
願
い
し
た
こ

と
が
あ
る
。
私
の
提
案
を
歓
迎
す
る
拍
手
が
会
場
内
に
パ
ラ
パ
ラ
と
起
こ
っ
た
。
新
宮

氏
は
、
私
の
「
夢
語
り
」
に
謝
意
を
表
し
た
後
、
静
か
な
口
調
で
こ
う
断
じ
た
。

　
「
腐
っ
た
血
を
口
に
す
る
と
い
う
行
為
に
シ
ン
ボ
リ
カ
ル
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、

『
父
殺
し
』
で
す
」

 

（
か
め
や
ま　

い
く
お
）
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夢 ゆめ

Lucid Dreaming Juanita Heigham

It began like this. I was watching a live musical in a grand 
and lavish theater. The colors of the set and the costumes 
were too vibrant to be real, and they seemed to change with 
the pulsing of the music and the movement of the dancers. 
The entire effect was both spellbinding and energizing. 
There was a hypnotic pause in the music and the lead singer 
sang out my name and invited me to the stage. I froze for a 
self-conscious moment, and then realized I was in a dream. I 
thought what a wonderful opportunity to sing and dance on 
stage, so fully aware that I was dreaming, I stood up and went 
to the stage. I whirled and swirled with the dancers and leapt 
high across the stage, at times suspended, at times soaring 
and floating like a bird in flight. Throughout the dancing, I 
chose each move because I was conscious within the dream. It 
was incredible. It was also not unusual. I was having a lucid 
dream.

Lucid dreaming has been a topic of interest and amaze-
ment going back at least to Aristotle in ancient Greece. The 
term lucid dream was first used in a scholarly publication in 
1913 by Dutch psychiatrist Frederik van Eeden. He described 
lucid dreaming as dreams that the dreamer knows they are 
having. Modern research from the late 1960’s to the present 

has explored the different aspects and levels of such dreams. 
Some lucid dreamers experience low-level lucidity and 

know they are dreaming but they cannot control much of 
their own action within their dreams. They may be able to fly 
but cannot take themselves to a particular destination. Others 
experience high-level lucidity, and they know dreaming and 
can completely direct the flow of the dream and choose to fly 
to the moon, stand in a campfire, crawl inside an anthill or do 
anything they can imagine. 

Research has found that psychological therapies that 
include training in lucid dreaming can have a number of ben-
efits. For example, studies have shown that people who suffer 
from nightmares, depression and self-harm have been helped 
through combining different therapies with lucid dreaming 
training. These successes show the lucid dreaming can make 
valuable contributions to mental health, but it is also true that 
it can be a lot of fun for the person experiencing it. For myself, 
dancing and flying across that flashy, pulsating stage was an 
exhilaration I have not had while awake, and I would happily 
do it all again.

 （ハイアム ワニータ）

Dreaming about Dreaming Yukiko Mishina

The word “dream” has multiple meanings. The first defi-
nition always coming up in my mind is the dream we have at 
night while we sleep. According to scientists, this “dream” or-
ganizes all of the information that we gather throughout our 
busy day: while dreaming, the brain carefully arranges and 
files it away as memories and processes the emotions attached 
to those experiences. Our dreams string together various 
unrelated pieces of information, leaving us to question why 
our dreams often don’t make much sense when we try to recall 
them in the morning. Perhaps there’s no point in deciphering 
these seemingly disorderly dreams. 

Yet how closely are our dreams related to our experi-
ences during the daytime? Interestingly enough, before the 
existence of color TVs, people used to dream more often in 
black and white. Nowadays people report dreaming in color a 
majority of the time, suggesting that our experience during 
the day shapes our dreams when we sleep at night. 

Despite technological advancements, however, there 
seems to be no clear scientific consensus behind the meaning 
of our dreams, but sharing our dreams and trying to decipher 
what our dreams mean is a fun and often serves as a light-
hearted topic of conversation. 

This poses a slight challenge for me.  As much as I’d like to 
keep such conversations going, I usually don’t remember my 
dreams. In fact, I only remember a few of my dreams a year, 
probably because I wake up at the wrong time. I do wonder 
why some people can remember their dreams clearly enough 
to even keep a dream diary. This personal conundrum makes 
me question whether it could be due to the lack of another 
type of “dream,” the one that we have for our future. I don’t 
recall having very many of those dreams when I was younger. 
In grade school I had only a few things to write about my 
dreams for the future. I now daydream about whether these 
two dreams could be related. If I dream more for my future 
now, will I be able to remember more of the dreams I have 
at night?

 （みしな ゆきこ）
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Stalker, ou la contrée des rêves de l’homme ? Yannick Deplaedt

“И это снилось мне, и это снится мне, 
Et je l’ai rêvé et le rêve,

И это мне ещё когда-нибудь приснится, 
Un jour le rêverai encore,

И повторится всё, и всё довоплотится, 
Tout se répétera, tout se réalisera, 

И вам приснится всё, что видел я во сне.” 
Vous rêverez tout ce que j’ai vu en rêve.

Ces quelques vers sont d’Arséni Tarkovski, un des plus 
grands poètes russes du XXème siècle. Il est aussi le père 
du cinéaste Andrei Tarkovski, l’auteur de chefs-d’œuvre tels 
que Stalker, Solaris ou encore Andrei Rublev. On évoque au 
sujet du père le lyrisme philosophique d’un siècle passé que 
la grande Russie a oublié, et du fils, je parle de cinéaste de 
l’ouverture. Pour la simple raison que son cinéma nous invite 
à de multiples réflexions sans jamais nous donner de réponses. 

Stalker, notamment, est un océan de possibilités philo-
sophiques. 

Le personnage du Stalker s’inscrit dans une tradition litté-
raire russe évidente. Incarnant une figure christique que l’on 
rapprochera naturellement de l’idiot à la Dostoïevsky, il nous 
emmène, à travers des tableaux d’une beauté éblouissante où 

la lumière répond à la lenteur, où le silence s’empare du cadre, 
dans une traversée irréelle. Un chemin de croix merveilleux où 
la réalité et le monde du rêve, du désir ou du souvenir semblent 
tous se confondre.

Cette impression d’entrer dans une zone de rêve perma-
nente vient probablement du fait que Tarkovski parvient à 
réaliser un film de science-fiction sans utiliser aucun des 
artifices habituels de ce genre. Il crée ainsi une oeuvre genrée 
mais unique.

« Voilà ce qu’est la Zone. Mais elle est telle que la fait notre 
esprit. Je ne vous cacherai pas que des gens soient forcés de 
rentrer bredouilles à mi-chemin. Certains sont morts sur le 
seuil de la chambre. Mais tout ce qui arrive ne vient pas de la 
Zone mais de nous ». (Stalker)
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