
は
じ
め
に

r
と．
は
ず
が
た
り」
に
虚
構
性
が
濃
い
事
は、
既
に
研
究
家
諸

エ
。

氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

こ
の
問
題
は、
今
後、
史
実
と

の
照
合
や
先
行
作
品
と
の
影
響
関
係
・
時
代
背
景
等
を
考
え
合
わ

せ、
多
方
面
か
ら
吟
味
・
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
誼

要
な
課
題
の
ー
つ
で
あ
る。
本
稿
で
は、
特
に
作
者
と
有
明
の
月

の
交
渉
に
つ
い
て、
「
夢」
と
い
う
言
葉
を
手
が
か
り
に、
創
作

意
識
・
構
想
の
問
題
を
探
り、
r
と
は
ず
が
た
り」
の
虚
楳
性
を

考
え
る
上
で
の
一
資
料
と
し
た
い。

一

は
じ
め
に、
r
と
は
ず
が
た
り」
以
前
の
女
流
日
記
文
学
か
ら

＼
ー

ー'
9i/1••999

•.
 ，9
1

,.\

,
 

幾
つ
か
用
例
を
拾
い、
r
と
は
ず
が
た
り」
に
至
る
「
夢」
の
語

2
。

闊

柑糾面茄四
し
よ
う
と
思
う

ル

先
ず
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は、

「劉
よ
り
も
は
か
な
き
世
の
中

を、
歎
き
わ
び
つ
つ
明
か
し
荘
ら
す
ほ
ど
に」
と
い
う‘
r
和
泉

式
部
日
記」
曽
頭
の
一
節
で
あ
る。
こ
こ
で
は、
「
夢」
を
は
か

な
い
も
の
の
例
と
し
て
引
き、
「
世
の
中」
す
な
わ
ち
亡
き
為
尊

国"·’

 

親
王
と
の
恋
を、
そ
の
夢
よ
り
も
っ
と
は
か
な
い
も
の
で
あ
っ
た

と
表
現
し
て
い
る。

森
田
兼
吉
氏
の
「
夢
よ
り
も
は
か
な
き

女流
日

記孟子
と夢」

に
(3-

あ
る
通
り、
「
人
生
と
夢
と
を
結
び
つ
け
た
比
較
的
早
い
も
の」

と
し
て
は、
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
六
．
哀
傷
歌
に
次
の
三
首

が
見
え
る。藤

原
敏
行
朝
臣
の
身
ま
か
り
に
け
る
時
に、
よ
み
て
か
の

家
に
遣
は
し
け
る

紀
友
則

寝
て
も
見
ゆ
窪
で
も
見
え
け
り
大
方
は
う
つ
せ
み
の
世
ぞ
夢

に
は
あ
り
け
る

あ
ひ
知
れ
り
け
る
人
の
身
ま
か
り
に
け
れ
ば
よ
め
る

紀
貫
之

夢
と
こ
そ
い
ふ
ぺ
か
り
け
れ
世
の
中
に
う
つ
つ
あ
る
も
の
と

思
ひ
け
る
か
な

あ
ひ
知
れ
り
け
る
人
の
身
ま
か
り
に
け
る
時
に
よ
め
る

壬
生
忠
斉

寝
る
が
う
ち
に
見
る
を
の
み
や
は
夢
と
い
は
む
は
か
な
き
世

を
も
う
つ
つ
と
は
見
ず

ー
作
者
と
有
明
の
月
の
交
渉
を
め
ぐ
っ
て

1

『
と
は
ず
が
た
り
』
の
「
夢
」

吉

幸

恵
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こ
の
三
首
に
お
い
て
注
目
す
ぺ
き
事
は、
日
親
し
い
人
の
死
を
契

機
と
し
て
い
る、
口
仏
教
思
想
の
影
響
が
見
ら
れ
る、
臼
「
夢」

．
と
「
世」
が
「
は
か
な
し」
と
い
う
共
通
の
性
質
で
結
び
付
け
ら

れ
て
い
る、
等
の
点
で
あ
ろ
う。

「
和
泉
式
部
日
記」
の
「
夢
よ
り
も
は
か
な
き
世
の
中」
と
い

う
表
現
は、
直
接
に
は
為
尊
親
王
と
の
恋
愛
を
指
し
な
が
ら、
背

後
に
敦
道
親
王
と
の
交
渉
を
も
重
ね
合
わ
せ、
二
人
の
恋
人
の
死

を
契
機
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る。
こ
う
考

え
れ
ば‘
r
和
泉
式
部
日
記」
の
右
の
表
現
は、
「
古
今
集」
の

三
首
と
日
の
点
で
共
通
し、
し
か
も
こ
れ
が
重
要
な
成
立
基
盤
と

な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う。

次
に
r
更
級
日
記」
か
ら
例
を
取
る
と‘
夫
の
死
を
契
機
と
し

て
前
半
生
を
振
り
返
り、
過
去
に
見
た
稲
々
の
夢
を
回
想
し
総
括

す
る
部
分
に、
左
の
一
文
が
見
ら
れ
る0

.

昔
よ
り、
よ
し
な
き
物
語、
歌
の
こ
と
を
の
み
心
に
し
め

で、
夜
昼
思
ひ
て、
お
こ
な
ひ
を
せ
ま
し
か
ば、
い
と
か
か

る
割
の
世
を
ば
見
ず
も
や
あ
ら
ま
し。

こ
こ
で
は
「
は
か
な
し」
と
い
う
形
容
詞
を
介
さ
ず
に
「
夢」
と

「
世」
と
が
連
結
し
て
い
る。
当
面
の
問
題
は
「
夢」
と
い
う
言
葉

で
は
あ
る
が`

r
更
級
日
記」
に
お
い
て、
作
者
が
実
際
に
見
た

拶
の
内
容
を
語
る
の
に
多
く
箪
を
費
や
し
て
お
り、
そ
れ
ら
の
夢

が
構
想
上
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
事、
又、
そ
う
し
た
夢
の
扱
い

故
に、
孝
標
女
が
r
夜
半
の
寝
覚」
や
「
浜
松
中
納
言
物
語」
の

作
者
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
事
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う。
そ

う
し
た
事
情
を
承
認
し
た
上
で、
こ
の
r
更
級
日
記」
に
お
け
る

「
夢
の
世」
と
い
う
表
現
に
は、
日
契
機
と
し
て
の
夫
の
死、
ロ

仏
教
信
仰`

臼
前
半
生
を
「
r
よ
し
な
き」
、
「
は
か
な
き」
、

r
ゆ
く
へ
な
き」
四」
と
す
る
認
讃、
す
な
わ
ち
先
に
「
古
今
集」

の
三
首
に
見
ら
れ
た
と
同
様
の
要
因
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
注
意

し
た
い。

孝
標
女
が
「
自
己
の
生
涯
を
か
け
て
夢
の
世
と
い
う
認
識
と
こ

と
ば
に
到
逹
し
虚」
と
す
る
な
ら
ば、
鎌
倉
期
に
成
立
し
た
「
建

礼
門
院
右
京
大
夫
楳」
や
「
う
た
A
ね」
に
は、
r
古
今
集」
以

来
の
伝
統
を
踏
ま
え、
「
夢」
が
人
生
の
は
か
な
さ
を
象
徴
す
る

語
と
し
て
定
消
し
た
跡
が
う
か
が
わ
れ
る。

r
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集」
で
は、
「
夢」
の
語
の
「
ほ
と
ん

で

ど
の
例
が
い
わ
ゆ
る
下
巻
に
集
中
す
る」。
し
か
も、
寛
永
二
十一

年
刊
板
本
の
上
冊
に
あ
た
る
部
分
に
見
え
る
三
OO
の
「
夢」
は、

睡
眠
中
に
見
る
い
わ
ゆ
る
「
歩」
を
指
す
も
の
で
あ
っ
て、
象
徴

的
意
味
を
担
っ
た
語
で
は
な
い。
一
方、
い
わ
ゆ
る
下
巻
は
「
刃

永
元
府
な
ど
の
頃
の
世
の
さ
わ
ぎ
は、
夢
と
も
ま
ぼ
ろ
し
と
も、

あ
は
れ
と
も
な
に
と
も、
す
ぺ
て
す
ぺ
て
い
ふ
ぺ
き
き
は
に
も
な

か
り
し
か
ぱ」
と
始
ま
り、
続
い
て
す
ぐ
「
い
は
む
か
た
な
き
夢
J

と
い
う
表
現
が
あ
る。
「
寿
永
元
暦
な
ど
の
頃
の
世
の
さ
わ
ぎ」
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と
は、
言
う
ま
で
も
な
く
平
家
の
都
落
ち
か
ら
減
亡
ま
で
を
指
す

の
で
あ
っ
て、

特
に
右
京
大
夫
に
と
っ
て
は
資
盛
の
死
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
る。
つ
ま
り、
こ
の
作
品
に
お
い
て
も、

人
生
を

「
夢」
と
表
現
す
る
所
に
は、

愛
す
る
者
の
「
死」
が
影
を
落
と

し
て
い
る
の
で
あ
る。

こ
の
二
例
が、

平
家
減
亡
時
の
作
者
の
体
験
を
「
夢」
と
総
括

し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば、
同
じ
＜
r
建
礼
門
院
右
京
大

夫
集」
に
見
え
る
「
む
か
し
の
夢」
や
「
さ
め
や
ら
ぬ
夢」
と
い

っ
た
例
で
は、
「
拶」
の
指
示
内
容
が
限
定
さ
れ、

汽
盛
と
の
恋

愛
を
意
味
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る。

こ
れ
と
同
様
の
例
が
「
う
た
A
ね」
に
見
え、

実
る
こ
と
の
な

か
っ
た
恋
を
「
憂
き
世
の
夢」
と
表
現
し
て
い
る。
r
う
た
A
ね
」

に
は`

「
さ
す
が
に
絶
え
ぬ
夢
の
心
地
は、

あ
り
し
に
変
る
け
ぢ

め
も
み
え
ぬ
も
の
か
ら」．
と
い
う
一
節
も
あ
っ
て、

次
田
香
澄
氏

に
よ
れ
ば‘．
こ
の
「
夢
の
心
地」
は
「
恋
の
逢
瀬」
を
意
味
す
る。

後
に
述
ぺ
る
通
り、

「
と
は
ず
が
た
り」
で
は、

「
夢」
が
単
独

で
逢
瀬
を
表
わ
す
例
が
多
く
認
め
ら
れ
る
が、
い
ま
述
ぺ
た
「
右

京
大
夫
集」
と
「
う
た
A
ね」
の
例
は、

「
と
は
ず
が
た
り」
に

お
け
る、

そ
の
よ
う
な
随
喩
と
し
て
の
「
夢」
の
用
法
へ
向
か
う

過
程
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う。
「
う
た
A
ね
」
の
「
憂
き
世
の

夢」
は、

「

と
は
ず
が
た
り」
で
は、

有
明
の
月
の
言
葉
の
中
に

見
え
て
い
る。

r
う
た
A
ね」
に
お
い
て
は、
r
古
今
集」
の
三
首
・
「
和
泉

式
部
日
記J
.
「
右
京
大
夫
集」
に
共
通
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た

「
死」
は
認
め
ら
れ
な
い
が、
し
か
し
仏
教
思
想
の
影
響
は
明
ら

か
で
あ
る。
例
え
ば、
先
の
「
憂
き
世
の
夢」
の
前
後
は
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

…・・・
経
つ
と
手
に
持
ち
た
る
ば
か
り
ぞ、
た
の
も
し
き
友
な

り
け
る。
「
世
界
不
牢
固」
と
あ
る
と
こ
ろ
を、
し
ゐ
て
思

ひ
つ
ゞ
け
て
ぞ、

憂
き
世
の
夢
も
を
の
づ
か
ら、

思
ひ
さ
ま

す
た
よ
り
な
り
け
る。

又、

「
仮
の
世
の
夢
の
中
な
る
な
げ
き」
と
い
っ
た
表
現
も
見
受

け
ら
れ
る。

も
う一
っ、

主
題
の
面
か
ら
先
の
女
流
日
記
と
の
共
通
点
を
挙

げ
る
と、

「
和
泉
式
部
日
記」
‘
r
右
京
大
夫
集」
．
r
う
た
A

ね」
と
も
に、
短
く
激
し
く
は
か
な
い
恋
を
描
い
た
も
の
で
あ
り、

殊
に
前
の
二
作
は
恋
人
の
不
慮
の
死
に
よ
っ
て
恋
愛
が
断
た
れ
て

い
る。
更
に‘

r
う
た
A
ね」
の
場
合
注
目
さ
れ
る
の
は、

「
ぅ

た
A
ね」
の
題
号
が、

作
中
の
「
は
か
な
し
な
み
じ
か
き
夜
半
の

草
枕
む
す
ぷ
と
も
な
き
う
た
A
ね
の
夢」
の
歌
に
由
来
し、
「
こ
の

作
品
全
体
の
内
容
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
作
者
が
名
づ
け
た」

（
次
田
香
澄
氏
）
と
考
え
ら
れ
る
事
で
あ
る。
こ
こ
に
は、

全
篇

を
「
う
た
A
ね
の
夢」
と
し
て
構
成
し
よ
う
と
し
た
作
者
の
創
作

意
識
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る。
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「
夢」
と
い
う
言
葉
に
は、
以
上
見
て
き
た
よ
う

ふ甲g涼
ぁ

る。
そ
う
し
た
先
行
作
品
と
同
様
の
趣
向
を
r
と
は
ず
が
た
り」

の
「
夢」
に
も
認
め、
そ
の
上
で
「
と
は
ず
が
た
り」
の
作
者
固

有
の
主
張
を
「
夢」
の
語
に
読
み
と
ろ
う
と
す
る
の
は、
さ
し
あ

た
っ
て
当
然
の
手
順
で
あ
ろ
う。
し
か
し、
私
は
そ
れ
を
一
歩
進

め
て、
「
と
は
ず
が
た
り

J

で
は、
「
夢」
（
特
に
作
者
と
有
明

の
月
の
交
渉
に
関
す
る
も
の
）
は
伝
統
に
即
し
て
作
者
の
心
情
を

表
現
し
た
語
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く、
作
品
形
成
の
積
極
的
な
方

法
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る。
す
な
わ
ち、

r
夢」
の
語
に
よ
っ
て、
作
品
世
界
は
ー
つ
の
主
題
の
も
と
に
構

成
さ
れ、
同
時
に、
伝
統
的
に
「
夢」
の
語
に
伴
う
イ
メ
ー
ジ
が

取
り
込
ま
れ
る
こ
と
で、
奥
行
き
の
深
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る。

r
と
は
ず
が
た
り」
に
お
け
る
「
夢」
の
語
は、
「
夢
に
夢
見

る」
と
い
う
表
現
を
二
と
数
え
れ
ば‘
七
十
二
例
に
上
る。
こ
れ

ら
を
先
ず
二
つ
の
用
法
に
大
別
し、
該
当
す
る
用
例
数
を
示
す
と、

次
の
よ
う
に
な
る。

H

睡
眠
中
に、
現
実
の
よ
う
に
種
々
の
事
物
を
見
た
り
聞
い

た
り
す
る
現
象。
又、
睡
眠
中
に
見
え
る
像

40
例

ロ

日
か
ら
派
生
し
た
比
喩
表
現

31
例

c

 

（
外
に、
「
夢」
の
語
を
含
む
部
分
の
文
脈
が
乱
れ
て
お
り、

意
味
不
明
の
も
の
が
一
例
あ
る。
）

口
は
表
現
の
内
容
に
よ
っ
て、
更
に
次
の
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が

7)
。

で
き
る

A
 

B
 
は
か
な
さ
・
む
な
し
さ

男
女
の
交
渉
・
逢
瀬

異
変
・
不
慮
の
出
来
事．

こ
の
う
ち、
B
は
「
と
は
ず
が
た
り」
に
お
い
て
比
喩
と
し
て
用

い
ら
れ
た
「
夢」
の
半
数
以
上
を
占
め
て
い
る。

そ
こ
で、
こ
の
B
の
r
夢」
を
交
渉
の
あ
っ
た
人
物
ご
と
に
ま

と
め
て
み
る
と、
次
の
よ
う
に
な
る。

イ

作
者
と
有
明
の
月．

7
例

ロ

前
斎
宮
と
後
深
草
院

4
例

ハ

作
者
と
近
衛
大
殿

3
例

ニ

作
者
と
後
深
草
院

2
例

＊

さ
さ
が
に
の
女
と
後
深
草
院

1
例

作
者
自
身
に
関
す

ゐも
の
（
イ
・
ハ
・
ニ
）
は
十
二
例
を
数
え
る

が、
こ
の
う

店比例，
速
で
が
有
明
の
月
と
の
関
係
で
用
い
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
の
は
注
目
さ
れ
る。
r
と
は
ず
が
た
り」
に
よ
れ
ば、

作
者
が
交
渉
を
持
っ
た
男
性
は、
後
深
草
院
・
雪
の
曙
・
有
明
の

月
・
近
衛
大
殿・
亀
山
院
の
五
人
で
あ
る
が、
そ
の
う
ち
雪
の
躇

と
亀
山
院
に
つ
い
て
は、
逢
瀬
を
表
わ
す
「
夢」
の
例
は
認
め
ら

5
例

17
例

9
例
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れ
な
い

。

亀
山
院
と
作
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
異
論
の
あ
る
と
こ

ろ
な
の
で
別
に
す
る
と
し
て
も 、

雪
の
曙
は
作
者
に
と
っ
て
初
恋

の
相
手
と
も
言
え
る
人
で
あ
り 、

全
巻
を
通
じ
て
登
場
す
る
の
に 、

こ
の
人
と
の
逢
瀬
を
「
夢」

と
言
っ
た
例
が
全
く
見
出
せ
な
い
と

い
う
の
ば
奇
妙
に
咆
わ
れ
る

。

同
様
に 、

作
者
と
後
深
草
院
に
関

）
 

す
る
も
の
が 、

わ
ず
か
二

例
と
い
う
の
も
意
外
で
あ
る

。

r
と
は

ず
が
た
り

」

で
は 、

「
夢」

が
逢
瀬
の
隠
喩
と
し
て
慣
用
的
に
用

い
ら
れ
て
は
い
る
が 、

単
に
逢
瀬
一

般
を
「
夢」

と
表
現
し
た
の

で
は
な
く 、

作
者
が
意
識
的
に
使
い
分
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
疑
問
が
起
こ
る

。

そ
こ
で 、

次
に 、

作
者
と
有
明
の
月
の
交
渉
に
お
い
て
用
い
ら

れ
た
「
夢
」
の
う
ち 、

そ
の
主
要
な
用
例
を
抜
き
出
し 、

二
人
の

関
係
を
描
く
に
あ
た
っ

て
「
夢」
の
果
た
す
役
割
を
通
観
し
て
み

た
い
0

番
号
を

〇
で
囲
ん
だ
も
の
は 、

他
の
分
類
項
目
に
属
す
と

考
え
ら
れ
る
用
例
で
あ
る
が �

そ
れ
以
外
は
「
男
女
の
交
渉
・

逢

瀬」
（
口

f
B
1

イ
）
を
表
わ
す
と
認
め
ら
れ
る
例
で
あ
る

°

括

弧
内
の
数
字
は
巻
数
と
テ
キ
ス
ト

の
頁
数
を
示
し
て
い
る
。

①

後
白
河
院
御
八
講
の
折 、

作
者
と
有
明
の
月
の
交
渉
の
発
端

を
描
い
た
部
分
で
あ
る
。

思
は
ず
な
が
ら 、

不
思
議
な
り
つ
る
夢
と
や
言
は
ん
な
ど
お

ぽ
え
て
ゐ
た
る
に．．．．．．
 

（
巻
ニ
・

l

0
三
）

後
深
草
院
の
病
中 、

有
明
の
月
は
延
命
供
の
た
め
に
参
仕 、

⑦ 6
 再

度
作
者
に
言
い
寄
る

。

い
と
む
つ
か
し
く
て 、

薄
様
の
元
結
の
そ
ぱ
を
破
り
て 、「
夢
」

と
い
ふ
文
字
を
ー
つ
書
き
て 、

参
ら
す
る
と
し
も
な
く
て 、

う
ち
置
き
て
帰
り

ぬ
。

（
巻
二
．

l
0
六
）

2
の
作
者
の
行
為
に
対
し 、

有
明
の
月
は
次
の
歌
で
応
じ
る
。

椛
摘
む
暁
起
き
に
袖
濡
れ
て
見
果
て
ぬ
夢
の
末
ぞ
ゆ
か
し
き

（
巻
ニ
・

1

0
七
）

同
じ

折 ‘

遂
に
作
者
が
有
明
の
月
に
屈
し 、

最
初
の
契
り
を

結
ん
だ
直
後
に
次
の
表
現
が
見
え
る

。

見
つ
る
夢
の
名
残
も
う
つ
つ
と
も
な
き
程
な
る
に．．．．．．
 

（
巻
二
·

-

0
八
）

4
に
続
い
て
密
会
を
重
ね
た
後 、

取
り
替
え
た
小
袖
の
複
に 、

有
明
の
月
の
歌
が
付
け
ら
れ
て
い
る

。

う
つ
つ
と
も
夢
と
も
い
ま
だ
分
き
か
ね
て
悲
し
さ
残
る
秋
の

夜
の
月

（
巻
二
·

-

0
九
）

後
深
草
院
に
二
人
の
関
係
を
知
ら
れ
て
後 、

動
行
の
合
間
を

縫
う
あ
わ
た
だ
し
い
逢
瀬
の
場
面
に 、

次
の
よ
う
な
表
現
が
見

゜

ぅへ
る

⑤ 4 3

「
時
な
り
ぬ
」

・・・・・・
見
る
夢
の
い
ま
だ
結
び
も
果
て
ぬ
に ‘

と
て
ひ
し
め
け
ば 、

後
の
障
子
よ
り
出
で
ぬ
る
も．．．．．．
 

（
巻
三
・

一
六
二
）

6
の
後 、

局
に
戻
っ
た
作
者
の
述
櫻
の
部
分
に
「
夢」

の
語
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11 10 

が
見
え
る。
睡
眠
中
に
見
る
普
通
の
「

夢」
で
あ
る。

.；•••
こ
れ
や
逃
れ
ぬ
契
り
な
ら
ん
と、
わ
れ
な
が
ら
先
の
世

ゆ
か
し
き
心
地
し
て
う
ち
臥
し
た
れ
ど
も、
又
寝
に
見
ゆ
る

夢
も
な
く
て
明
け
果
て
ぬ
れ
ば・・・・・・

（
巻
三
・
一
六
二
）

8

有
明
の
月
の
第一
子
を
恢
妊
し
た
事
を
記
す
部
分
に、
逢
瀕

を
表
わ
す
「
夢」
の
語
が
見
え
る。

違
は
ず、
そ
の
月
よ
り
た
だ
な
ら
ね
ば‘
疑
ひ
紛
る
ぺ
き
直

に
し
な
き
に
つ
け
て
は、
見
し
夢
の
名
残
も
今
更
心
に
か
か

る
ぞ、
は
か
な
き。

（
巻
三
・
一
六
六
）

⑨

有
明
の
月
の
突
然
の
死
に
接
し、
悲
嘆
に
暮
れ
る
場
面
に、

「
夢
に
夢
見
る」
と
い
う
「

き
わ
め
て
は
か
な
い
気
持
を
表
す

慣
用
句」
（
福
田
秀一
氏
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る。

…
…
十一
月――
十
五
日
に
や、
は
か
な
く
な
り
給
ひ
ぬ
と
聞

き
し
は、
夢
に
夢
見
る
よ
り
も
な
ほ
た
ど
ら
れ、
す
ぺ
て
何

と
言
ふ
ぺ
き
方
も
な
き
ぞ、
わ
れ
な
が
ら
罪
深
き。

（
巻
三
・
一
九
二
）

⑨
に
続
く
部
分。
3
．
⑤
の
場
面
が
回
想
さ
れ
て
い
る。

「
見
果
て
ぬ
夢」
と
か
こ
ち
給
ひ
し、
「

悲
し
さ
残
る」
と

あ
り
し
面
影
よ
り
う
ち
は
じ
め、
憂
か
り
し
ま
ま
の
別
れ
な

り
せ
ば、
か
く
は
物
は
思
は
ざ
ら
ま
し
と
思
ふ
に．．．．．．
 

（
巻
三
・
一
九
二
）

有
明
の
月
供
毀
の
た
め
に
東
山
に
参
寵
す
る
作
者
の
夢
に‘

•9

1
•

有
明
の
月
が
現
わ
れ
る
湯
面
で
あ
る。

．．．．．．
 聴
聞
所
に
袖
片
敷
き
て
ま
ど
ろ
み
た
る
暁、
あ
り
し
に

変
ら
ぬ
面
影
に
て、
「
憂
き
世
の
夢
は
長
き
闇
路
ぞ」
と
て

抱
き
つ
き
給
ふ
と
見
て
：
；・

（
巻一
l

l

．
一
九
七
）

以
上
十
一
例
の
う
ち、
4
.
6
.
8
の
「
夢」
は、
そ
の
ま
ま

「
逢
瀕」
と
個
き
換
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る。
11
の
例

に
つ
い
て
は、
さ
き
に
r
う
た
A

ね」
と
の
関
係
で
触
れ
た
が、

「
r
と
は
ず
が
た
り」
夢
の
分
類」
の

仏
教
の
立
場
で
「
迷
い」
と
同
義
に
「
夢」
を
用
い
る‘
..•
 

．．．
 罪
業
と
い
う
惑
が
つ
よ
い。

と
い
う
説
明
が
適
切
で
あ
ろ
う。
2
の
例
は
非
常
に
問
題
の
多
い

所
で
あ
る。
こ
の
「
夢」
は、
直
接
に
は
①
の
箇
所、
す
な
わ
ち、

有
明
の
月
が
は
じ
め
て
作
者
に
思
い
を
打
ち
明
け
た
時
の
こ
と
を

指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が、
11
の
例
と
同
様
に
仏
教
思
想
の
影

密
を
認
め、
作
者
が
悩
侶
で
あ
る
有
明
の
月
を
た
し
な
め
た
も
の

と
も
解
釈
で
き
る
C

こ
れ
に
対
し、
有
明
の
月
は
「
見
果
て
ぬ
夢

の
末
ぞ
ゆ
か
し
き」
と
応
え
る
の
で
あ
る
が、
こ
の
や
り
と
り
は、

恋
愛
の
発
端
を
描
く
場
面
で
あ
る
だ
け
に‘
き
わ
め
て
効
果
的
で

あ
り、
後
の
作
品
展
開
を
考
え
る
と
非
常
に
暗
示
的
で
も
あ
る。

結
論
を
先
に
言
え
ば、
作
者
と
有
明
の
月
と
の
関
係
は、
2
で
作

者
が
有
明
に
示
し
た
「
夢」
と
い
う
言
葉、
こ
の
一
語
に
集
約
さ

れ
る
と
言
っ
て
も
よ
い。
実
際、
作
者
と
有
明
の
月
の
交
渉
を
描
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い
た
部
分
を
追
っ
て
行
く
と、
二
人
の
関
係
を
「
夢」
と
見
な
す

作
者
の
一
貫
し
た
姿
勢
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る。

作
者
と
有
明
の
月
の
交
渉
は、
先
に
「
夢」
の
用
例
①
と
し
て

挙
げ
た
後
白
河
院
御
八
講
の
時
に
始
ま
る
の
で
あ
る
が、
「
有
明

の
月」
の
仮
称
で
呼
ば
れ
る
人
物
は、
こ
れ
よ
り
早
く
巻一
に
登

場
し
て
い
る。
「
有
明
の
月」
を
実
在
の
誰
と
見
る
か
は、
い
ま

だ
に
論
議
の
あ
る
と
こ
ろ
で、
宮
内
三
二
郎
氏
な
ど
は
法
助
法
親

王
説
を
屯
え
ら
れ
江
が、
現
在
の
と
こ
ろ、
性
助
法
親
王
説
が
有

カ
で
あ
り、
こ
こ
で
も
後
者
に
拠
る
こ
と
と
す
る。
こ
の
立
場
で

は、
巻一
の
は
じ
め
の
部
分
に
記
さ
れ
た
東
二
条
院
御
産
の
場
面

に
登
場
す
る
「
大
御
室」
も
ま
た、
仁
和
寺
後
中
御
室
で
あ
っ
たす）。

性
助
法
親
王
す
な
わ
ち
「
有
明
の
月」
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

し
か
し、
本
稿
で
問
題
と
す
る
の
は、
「
と
は
ず
が
た
り」
に
描

か
れ
た
「
有
明
の
月」
と
呼
ば
れ
る
高
貸
な
僧
と
作
者
と
の
恋
の

物
語
で
あ
る。
し
か
も、
そ
の
男
主
人
公
で
あ
る
「
有
明
の
月」

は、
性
助
法
親
王
に
お
け
る
仁
和
寺
後
中
御
室
と
し
て
の
社
会
性

を
切
り
捨
て
た
と
こ
ろ
で
描
か
れ
て
い
る。
従
っ
て、
こ
こ
で
は

右
の
事
情
を
承
認
し
た
上
で、
有
明
の
月
の
登
場
を、
巻
ニ
・
後

白
河
院
御
八
講
の
時
と
し
た
い
。

次
に‘
二
人
の
交
渉
を
描
い
た
世
界
（
宮
内
論
文
の
言
う
「
第

e

二
主
題」
）
の
終
結
を
ど
こ
と
見
る
か
で
あ
る
が、
「
と
は
ず
が

た
り」
中
の
現
実
世
界
で
の
二
人
の
交
渉
は、
有
明
の
死
に
よ
っ

て
終
わ
っ
て
も、
「
夢」
の
用
例
11
に
学
げ
た
通
り、
夢
の
中
で

二
人
は
最
後
の
逢
瀬
を
遂
げ
て
い
る0
こ
の
後、
作
者
が
有
明
の

第
二
子
を
出
産
し
た
所
ま
で
と
し
た
い。

r
と
は
ず
が
た
り」
の
世
界
は
時
間
の
流
れ
に
沿
っ
て
進
行
し

て
い
る
の
で、
右
の
両
時
点
に
挟
ま
れ
た
部
分
に
お
い
て
も、
作

者
と
有
明
の
月
の
交
渉
は
断
続
的
に
叙
述
さ
れ、
そ
の
問
に
他
の

様
々
な
話
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る。
し
か
し、
そ
の
中
で、
二
人

の
交
渉
は
や
は
り
大
き
な
主
題
の
一
っ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で

I'

,99
 ...
 ， 
．．．
 
l

,'l'

ー

き、
こ
れ
は
多
分
に

物語
的
性
格
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る。

ー
つ
に
は、
予
告
と
し
て
の
伏
線、
そ
の
展
開、
そ
し
て
実
現

と
い
う
叙
述
方
法
が
挙
げ
ら
れ
る。
後
深
互
院
の
見
た
「
五
鈷
の

夢」
は、
そ
の
後
の
院
・
作
者
・
有
明
の
月
の
関
係
や、
作
者
の

條
妊、
生
ま
れ
た
子
供
の
処
匠
を
暗
示
す
る
内
容
で
あ
る
し、
有

明
の
見
た
「
鴛
喬
の
夢」
も、
作
者
の
第
二
子
棲
妊
と、
有
明
の
死

と
い
う
形
で
実
現
し
て
い
る。
有
明
の
起
請
文
中
に
見
え
る
「
わ
れ

定
め
て
悪
道
に
堕
つ
ぺ
し」
と
い
う
条
は、
同
じ
く
有
明
の
「
憂
き

世
の
夢
は
長
き
闇
路
ぞ」
と
い
う
言
葉
と
照
応
す
る
も
の
で
あ
る。

又、

ー先行
文
学の
枠
組
み
を
借
り
で、ー
物
語
的、
世
界‘

のtg築材r

ー
意
図
じ．
tq
跡

iiか
�
釘�o
柿
本
僧
正
と
染
股
后
に
ま
つ
わ
る

伝
承
や、
志
賀
寺
の
型
と
京
極
御
息
所
の
説
話
を
取
り
入
れ
て
い
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る
の
が 、

そ
れ
で
あ
る 。

も
っ
と
も 、

r
と
は
ず
が
た
り」
で
は

各
説
話
問
で
登
場
人
物
が
錯
綜
し
て
い
る 。

内
容
面
で
は 、

有
明
の
月
の
第
二
子
恢
妊
の
時
期
が 、

第
一
子

出
産
直
後
の
車
と
し
て
語
ら
れ
て
い
て 、

事
実
と
は
認
め
難
い
事

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る

。
こ
れ
は 、

事
実
の
讃
化
を
意
図
し
て 、

作

中
の
年
時
を
実
際
の
事
件
年
時
と
ず
ら
し
て
習
い
て
い
く
と
い
う

手
法
が 、

他
の
主
題
に
お
け
る
同
様
の
叙
述
方
法
と
衝
突
し
て
破

綻
を
来
た
し
た
も
の
と
説
明
さ
れ
る 。
し
か
し 、

そ
の
事
に
よ
っ

て
作
品
世
界
は
少
し
も
破
綻
を
生
じ
て
は
お
ら
ず 、

む
し
ろ 、

ニ

人
の
恋
の
幕
切
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
劇
的
要
紫
が
加
味
さ
れ
た
と
い

う
印
象
を
受
け
る

。
そ
こ
に
は 、

常
識
の
枠
を
超
え
た
世
界
を
容

認
さ
せ
る
創
作
の
魔
術
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る

。

以
上
の
点
に
加
え
て 、

本
作
中 、

作
者
と
有
明
の
月
の
交
渉
を

描
い
た
話
が 、

他
の
主
題
と
と
も
に
断
続
的
に
叙
述
さ
れ
て
い
な

が
ら 、

有
機
的
結
合
の
強
い
も
の
と
な
っ

て
い
る
の
に
は 、

各
所

に
用
い
ら
れ
た
「
夢」
の
語
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る 。

作
者
は

先
ず 、

二
人
の
出
会
い
を
「
不
思
議
な
り
つ
る
夢
と
や
言
は
ん」

（
例
①
）
と
記
し
て
い
る 。

次
に 、

作
者
が
有
明
か
ら
手
紙
の
返

事
を
強
要
さ
れ
て
示
し
た
の
が
「
夢」
の
一
文
字
（
例
2

)
で
あ
ー'

C5ノ
作
者
と
有
明
の
月
の
交
渉
は 、

短
く
激
し
く
は
か
な
い
恋
で
あ

る
。

こ
れ
に
対
し 、

有
明
が
「
ゆ
か
し
き」
と
言
っ

た
「
見
果
て

っ
た
点
で 、

r
和
泉
式
部
日
記」
.

r
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集」

ぬ
夢
の
末」
（
例
3

)
、

す
な
わ
ち
二
人
の
恋
の
行
方
は 、

例
4

.
r
う
た
A

ね
」
の
場
合
と
共
通
す
る 。

特
に 、

恋
人
の
突
然
の

.
6
.
8
な
ど
の
逢
瀬
を
重
ね
た
後 、

「
憂
き
世
の
夢
は
長
き
闇

死
に
よ
る
廂
切
れ
は 、

前
の
二
作
と
類
似
す
る
も
の
で
あ
る

。

雪

四

路
ぞ」
（
例
ll
)
と
い
う 、

作
者
の
夢
に
現
わ
れ
た
有
明
自
身
の

言
葉
で
示
さ
れ
る 。
こ
の
よ
う
に 、

離
れ
た
段
の
各
々
が 、
「
夢」

の
語
に
よ
っ

て
相
互
に
呼
応
し
連
続
し
て
い
る
の
で
あ
る 0

殊
に 、

例
2
の
「
夢」
は
例
3
の
「
見
果
て
ぬ
芽
の
末
ぞ
ゆ
か
し
き」
の

句
を
挟
ん
で 、

例
11
の
「
憂
き
世
の
夢
…·:

」
と
見
部
に
照
応
し

て
い
る 。

作
者
と
有
明
の
月
の
交
渉
は 、

こ
の
よ
う
な 、

い
わ
ば

「
夢
」
の
連
現
に
よ
っ

て 、

表
現
し
尽
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の

ー

で
は
な
い
だ
ろ
う
か 。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と 、

作
者
は
本
作
執
筆
に
あ
た
っ
て 、

有
明
の
月
と
の
恋
を
主
題
と
す
る
世
界
を 、

そ
れ
自
体
独
立
し
て

一
個
の
作
品
と
な
り
得
る
よ
う
な
形
に 、

あ
ら
か
じ
め
組
み
立
て 、

こ
れ
を
分
解
し
て 、

他
の
事
件
の
展
OO
と
合
わ
せ
て
配
置
し
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る 。｝
構
想
の
主
軸
と
な
っ
て

い
る
の
が
r
夢」
で
あ
り 、

こ
う
し
た
設
定
の
背
後
に
は 、

作
者

が 、

有
明
の
月
と
の
交
渉
の
中
に 、

「
夢」

と
表
現
す
る
に
ふ
さ

わ
し
い
要
因
を
認
め
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

。
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の
曙
や
後
探
互
院
と
違
い、

有
明
の
月
は
突
然
作
者
の
前
に
現
わ

I
I
I

れ、
一

挙
に
燃
え
上
が
っ
て
瞬
く

問に逝
っ
て
し
ま
っ
た
。

有
明

の
月
に
と
っ
て
も、

思
い
残
す
事
の
多
い
恋
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。

二
人
の
交
渉
の
こ
う
し
た
側
面
を
と
ら
え、

作
者
は
こ
れ
を

「
夢
」

●
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

2

つu
次
に
考
え
ら
れ
る
の
は、

有
明
の
死
が
作
者
に
与
え
た
衝
撃
で

あ
る
。

愛
す
る
者
の
死
を
契
機
と
し
て、

人
生
ど
「
夢」

が
結
び

付
く
事
は、

既
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

有
明
の
月
の
死
に
接

．

し
茫
然
と
す
る
様
を、

作
者
は
「
夢
に
夢
見
る
よ
り
も
な
ほ
た
ど

ら
れ、

す
ぺ
て
何
と
言
ふ
ぺ
き
方
も
な
き
」
（
例
⑨
）
と
表
現
し、

有
明
の
最
後
の
手
紙
を
携
え
て
来
た
稚
児
と
の
対
面
に
つ
い
て
も、

「
夢
の
心
地
し
て．．．．．．
 げ
に
筆
の
海
に
も
渡
り
が
た
く、

詞
に
も

余
る
心
地
し
侍
る
」
と
記
し
て
い
る。
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集」

の
い
わ
ゆ
る
下
巻
の
冒
頭
や、

死
を
兌
悟
し
た
資
盛
を
前
に
し

て
返
す
言
葉
も
な
く、

遂
に
平
家
の
都
落
ち
が
現
実
の
も
の
と
な

っ
た
時
の、

「
涙
の
ほ
か
は、

言
の
葉
も
な
か
り
し
を、

つ
ひ
に

秋
の
初
め
つ
か
た
の、

夢
の
う
ち
の
夢
を
聞
き
し
心
ち、

な
に
に

か
は
た
と
へ
む
」

と
い
っ
た
部
分
と、

き
わ
め
て
近
い
表
現
と
言

え
る
。

3

a溜
三
に、

仏
教
思
想
を
背
景
と
す
る
罪
の
意
識
が
考
え
ら
れ
る
。

作
者
に
と
っ
て、

こ
の
恋
愛
は
最
初
か
ら
「
思
ひ
の
外
な
る
事」

で
あ
り、

死
を
予
感
し
た
有
明
の
言
葉
に
対
し
て
も、

「
由
な
き

妄
念」

と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
見
方
は、

二
人
の
交
渉
に
対
す
る
作
者
の
基
本
的
姿
勢
で
あ
る
と
言
え
よ
う。

そ
れ
が、

例
⑦
に
見
え
る
よ
う
に、

「
こ
れ
や
逃
れ
ぬ
契
り
な
ら

む
」

と
い
う
認
識
に
至
っ
た
の
に
は、

二
つ
の
要
因
が
考
え
ら
れ

る
。
ー
つ
は、

い
わ
ゆ
る
女
楽
班
件
と
伏
見
の
麻
件
に
よ
っ
て
作

者
の
周
囲
の
状
況
が
変
化
し、

作
者
が
孤
立
無
援
の
状
態
に
追
い

込
ま
れ
た
事
で
あ
る
0

今
―
つ
は‘

二
人
の
関
係
が
後
深
な
院
に

よ
っ
て
公
認
さ
れ
た
事
で
あ
り、

こ
れ
に
よ
っ
て
作
者
の
「
心
の

鬼
」

す
な
わ
ち
良
心
の
呵
責
が
軽
減
し
た
訳
で
は
な
い
が、
一

応

,
'
1

の
大
義
名
分
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
り、

作
者
に
と
っ
て、

有

,．,
 

．明
と
の
関
係
を
正
当
化
す
る
大
き
な
材
料
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

゜「
逃
れ
ぬ
契
り
」

と
い
う
認
識
は、

こ
の
後
改
め
て
確
認
さ
れ

る
が、

こ
れ
は
「
見
し
夢
の
名
残」

と
し
て
の
作
者
の
俵
妊
が
明

ら
か
に
な
っ
た
事
を
踏
ま
え
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

同

時
に、

「
男
女
の
印
こ
そ
罪
な
き
事
に
侍
れ
」

と
す
る
後
深
草
院

の
宿
世
観
も、

二
人
の
交
渉
を
余
鍛
な
い
も
の
と
す
る
作
者
の
判

断
を
展
付
け
て
い
る
と
言
え
る
。

後
深
荘
院
の
こ
う
し
た
見
方
は、

作
中
に
統
り
返
し
語
ら
れ
て
い
る
が、

こ
れ
は
一

稲
の
方
便
で
し

か
な
く、

そ
の
裏
に
は、

や
は
り
罪
の
意
徴
が
看
取
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

後
深
草
院
の
会
話
中
に
有
明
の
月
の
言
葉
が
引
用
さ
れ、

作
者
と
の
結
び
付
き
を
「
悪
繰」

と
言
っ
た
箇
所
が
見
え
る
が、
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有
明
の
死
の
場
面
（
例
⑨
）
に
は
「
わ
れ
な
が
ら
罪
深
き」
と

い
う
表
現
が
見
え、
こ
こ
に
至
っ
て、
作
者
は
有
明
の
「
妄
執」

を
自
分
自
身
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
立
場
に
立
つ。
二
人

の
関
係
は、
僧
で
あ
る
有
明
の
月
に
と
っ
て
は
勿
論、
作
者
自
身

に
お
い
て
も、
愛
執
の
罪
と
見
な
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る。

例
11
に
引
い
た
「
憂
き
世
の
夢
は
長
き
閤
路
ぞ」
と
い
う
有
明
の

百
葉
は、
二
人
の
交
渉
を
「
夢」
す
な
わ
ち
罪
と
認
め、
そ
の
罪

に
よ
っ
て
死
後
も
救
わ
れ
な
い
と
い
う
事
を
言
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る。

 

筐五恥員旦'H
eJ

旦。
いい

の
意
味
す
る
も
の
は、
作
者
と
有
明
の
月
と
で
は、
ま
っ
た
く
異

な
る。
有
明
に
と
っ
て
は
破
戒
行
為
で
あ
り、
そ
の
生
涯
中
唯
一

無
二
の
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し、
作
者
に
と
っ
て
有
明
は
複
数

の
男
性
中
の一
人
で
あ
っ
た。
そ
う
し
た
事
情
を
反
映
し
て、
作

者
自
身、
自
己
の
心
埋
の
変
化
を、
恋
愛
の
一
般
的
な
展
開
と
し

て
捉
え
た
箇
所
が
作
中
に
見
受
け
ら
れ
る。
又、
有
明
死
後
の
後

深
草
院
の
態
度
に
対
し、
「
わ
が
咎
な
ら
ぬ
誤
り
も、
度
重
な
れ

ば、．
御
こ
と
わ
り
に
お
ぽ
え
て」
と
表
現
す
る
所
か
ら、
作
者
が

有
明
と
の
交
渉
を
近
衛
大
殿
や
亀
山
院
の
場
合
と
同
一
線
上
に
監

二
人
の
関
係
は、
や
は
り
「
悪
縁」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た

と
見
ら
れ
る。

こ
の
よ
う
に、
作
者
と
有
明
の
月
の
恋
の
物
語
は、

め
ぐ
る
二
人
の
応
酬
を
描
い
た
発
端
と、
ク
ラ
イ
マ
ブ
ク
ス
と
も

言
う
ぺ
き
東
山
で
の
暁
の
場
面
と
が
呼
応
し、
「
夢」
の
連
閑
に

よ
っ
て、
「
と
は
ず
が
た
り」
中
に
一
個
の
独
立
し
た
作
品
世
界

を
形
成
し
て
い
る。
こ
う
な
れ
ば、
そ
こ
に
r．っ
た
A
ね」
に
お

け
る
と
同
様
の
創
作
意
識
を
認
め、
巻
二
で
提
示
さ
れ
る
「
夢」

の
一
文
字
を
主
題
と
す
る
世
界
を
作
者
が
描
き
上
げ
よ
う
と
し
た

と
考
え
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

な
お、
r
と
は
ず
が
た
り」
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
作
品
世
界

形
成
の
方
法
は、
「
夢」
の
語
の
表
現
内
容
の
歴
史
的
な
推
移
と

無
関
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
改
め
て

お
わ
り
に

き、
す
ぺ
て
「
わ
が
咎
な
ら
ぬ
誤
り」

れ
る。

「
歩」
を

と
捉
え
て
い
た
出
が
知
ら

二
人
の
結
び
付
き
は、
直
接
的
に
は
有
明
の
月
の
「
由
な
き
妄

 

念」
、

間
接

的叫叫、ー作老ーの
躁
が
け
叫
孤
独

な立
場
と
後
深
草

1,,

9,
J'
 

院
の
公
認
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
作
者
は
強
調
す
る。
こ
の

＼し'_
|_
＼/\lll
ー
ー
1ー＼ーしーー

J.9,＇

よ
う
に、
作
者
は
自
己
弁
明
を
繰
り
返
し、
自
己
の
行
為
を
正
当

抄r

り召且寸バが:5で月ーるー
0

有
明
の
月
と
の
交
渉
を
「
う

つ
つ」
な
ら
ぬ
「
夢」
と
す
る
の
は、
そ
の
現
わ
れ
と
見
る
こ
と

が
で
き
る。
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検
討
し
た
い
。

（
注〕

・

(
l
)
松
本
寧
至(
r
と
は
ず
が
た
り．の
研
究
j
人
品g
和
r四
十
六
年

＼

四
月、
桜
楓
社
刊
I
)

、
福
田

ヤ`r
中
世
文
学
論
考'」
(
昭

l
l
,
 

和
五
十
年
五
月、
明
治
書
院
刊）
等0
1

ーー
＼

(
2
)
本
稿
に
お
け
る
本
文
の
引
用
は
以
下
の
醤
に
よ
り、
「
夢」

の
語
に
は
傍
線
を
付
し
た。

小
沢
正
夫
校
注
・
訳
「
古
今
和
歌
集」
（
日
本
古
典
文
学

全
集
七、
昭
和
四
十
六
年
四
月、
小
学
館
刊
）
。

藤
岡
忠
笑
・
中
野
幸一
・
犬
疫
廉
•
石
井
文
夫
校
注
・
訳

r
和
泉
式
部
日
記
・
紫
式
部
日
記
・
更
級
13
記
・
設
岐
典
侍

日
記」
（
日
本
古
典
文
学
全
集
十
八、
昭
和
四
十
六
年
六
月、

小
学
館
刊
）
。

糸
賀
き
み
江
校
注
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集」
（
新
潮
日

本
古
典
染
成、
昭
和
五
十
四
年
七
月、
新
潮
社
刊）
。

次
田
香
澄・
渡
辺
静
子
校
注
「
う
た
A
ね・
竹
む
き
が
記」

（
昭
和
五
十
年
六
月、
笠
間
書
院
刊
）
。

福
田
秀一
校
注
「
と
は
ず
が
た
り」
（
新
潮
a

本
古
典
集

成、
昭
和
五
十
三
年
九
月、
新
潮
社
刊
）
。

(
3
)
森
田
兼
吉
「
夢
よ
り
も
は
か
な
き
女
流
日
記
文
学
と
夢」

（
佐
藤
泰
正
編
r
文
学
に
お
け
る
夢」
所
収、
昭
和
五
十
三

年
四
月、
笠
間
書
院
刊
）
。

(
4
)
関
根
慶
子
「
更
級
日
記
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
の
夢
を
め
ぐ

っ
て」
（
梅
光
女
学
院
大
学
「
日
本
文
学
研
究」
第
十
三
号、

昭
和
五
十
二
年
十一
月
）
。

(
5
)
前
掲
論
文
(

3

)

。

(

6

)

横
井
孝
「
右
京
大
夫
の
「
夢」
ー
あ
る
作
品
論
の
試
み
ー」

(
r
駒
沢
国
文
』
第
十
六
号、
昭
和
五
十
四
年
三
月）
c

(
7
)
駒
沢
大
学
国
文
学
会
中
世
文
学
研
究
部
会
「
「
と
は
ず
が

た
り」
夢
の
分
類」
（
同
会
「
研
究
部
会
年
報」
第
四
号、

昭
和
四
十
四
年
七
月）．
で
は、
「
現
実
事
象
の
比
噛（
「
夢」

と
い
う
こ
と
ば）」
と
い
う
分
類
項
目
を
掲
げ、
こ
れ
を
「
空

虚」
．
「
m
悩・
愛
欲」
・
「
衝
撃」
の
三
つ
に
分
け
て
い
る
，

(

8

)

宮
内
三
二
郎
「
と
は
ず
が
た
り
・
徒
然
草
・
増
鋭
新
見」

（
昭
和
五
十
二
年
八
月`

明
治
習
院
刊
）
第一
篇
第
三
章。

(
9
)
冨
倉
徳
次
郎
訳
「
と
は
ず
が
た
り」
（
筑
摩
叢
召、
昭
和

四
十
四
年
六
月、
筑
麻
苗
房
刊
）
補
注
四
0
五
頁
参
照。

(
10
)
前
掲
困
(

8

)

第一
篇
第一
窟一
九
頁
に
お
い
て、
宮
内

氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る。

作
者
は、
巻
二
と
巻
三
に
お
い
て
は、
展
開
さ
す
ぺ

き
主
・
副
二
つ
の
主
題
を
持
っ
て
い
た。
祁一
主
題
は‘

す
で
に
巻ー
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
後
探
草
院
と
自
分

と
の
製
係
を
中
心
と
す
る
院
御
所
に
お
け
る
生
活
経
験

で
あ
り、

第ゴ並
題

ぱ券rTがらは
じ
ま
石ーl
m

月」

と131外砂d刺—係
の

経緯

F副引。

（
岡
山
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
）
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