
二
八

『
源
氏
物
語
』
の
夢
と
方
法

ノ

本
　
　
真
　
　
貴

　
記
紀
の
時
代
で
は
、
夢
は
人
間
が
神
々
と
交
わ
る
回
路
、
神
々
が
人
問
に
そ

の
意
志
を
伝
え
る
通
路
で
あ
り
、
一
定
の
呪
的
祭
儀
的
行
為
の
対
象
と
な
り
え

る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
　
『
万
葉
集
』
に
た
る
と
、
そ
の
よ
う
な
性
格
を

殆
ど
無
視
し
た
よ
う
に
、
歌
語
と
し
て
相
聞
歌
に
歌
い
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
他
界
と
結
ぶ
回
路
と
し
て
あ
っ
た
夢
は
、
人
間
と
人
間
を
結

ぶ
こ
と
に
、
よ
り
重
点
が
か
か
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
『
万
葉
集
』
で
は
ユ
メ
は
、
伊
米
、
伊
目
、
夢
、
伊
昧
、
伊
麻
、
已
具
と
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

記
さ
れ
、
ユ
メ
の
語
を
含
む
歌
は
…
一
首
あ
る
。
そ
の
内
、
全
巻
が
相
聞
の
巻
四

と
古
今
相
聞
往
来
歌
の
巻
十
一
、
十
二
に
合
計
６
５
首
と
集
中
的
に
現
わ
れ
る
。

又
、
『
万
葉
集
』
の
相
聞
歌
を
、
「
特
定
の
個
人
と
し
て
の
男
性
と
女
性
と
の
間

　
　
　
＠

の
贈
答
歌
」
と
す
る
な
ら
、
夢
の
語
を
用
い
た
歌
で
、
相
聞
と
無
関
係
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

は
１
０
首
余
り
し
か
な
い
。
即
ち
、
『
万
葉
集
』
に
お
げ
る
夢
の
場
は
、
「
相
聞
的

世
界
」
と
限
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
、
『
万
葉
集
』
に
は
、
「
夢
を
見
る
」
と
い
う
表
現
は
見
当
た
ら
な
い
。

全
て
、
　
「
夢
に
見
る
」
で
あ
る
。
夢
は
、
見
る
人
の
う
つ
つ
の
世
界
を
超
え
た

客
観
的
現
象
で
あ
り
、
世
界
で
あ
り
、
一
個
の
存
在
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
う

つ
つ
の
世
界
と
同
様
に
夢
の
世
界
に
お
い
て
も
恋
人
は
通
っ
て
く
る
。
相
手
の

訪
れ
よ
う
と
い
う
意
志
が
あ
っ
て
初
め
て
夢
に
見
る
。
そ
れ
は
又
逆
に
、
自
ら

が
、
眠
っ
て
い
る
間
に
相
手
を
訪
れ
、
そ
の
夢
に
玩
わ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　
　
旅
に
去
に
し
君
し
も
続
ぎ
て
夢
に
見
ゆ
吾
が
片
恋
の
繁
げ
れ
ぽ
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
万
葉
集
』
三
九
二
九
）

　
恋
す
る
魂
は
雄
飛
し
、
　
「
夢
の
通
ひ
路
」
を
通
っ
て
相
手
の
夢
に
姿
を
現
わ

し
、
二
人
は
逢
う
。
万
葉
の
時
代
も
、
夢
は
う
つ
つ
の
代
償
と
し
て
の
夢
で
は

な
い
。
夢
は
、
夢
見
る
者
に
と
っ
て
う
つ
つ
と
同
じ
重
さ
を
持
つ
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
歌
語
と
し
て
の
夢
は
、
記
紀
の
世
界
で
の
聖
な
る
夢
と
は
全
く
別
に
、

男
女
の
個
人
的
関
係
に
お
い
て
恋
を
歌
う
相
聞
的
世
界
の
用
語
と
な
り
き
っ
て



い
る
。
そ
こ
で
は
既
に
、
　
『
古
今
集
』
に
お
げ
る
「
恋
と
夢
」
と
い
う
一
対
の

表
現
方
法
が
捗
を
整
え
始
め
て
い
る
。
夢
は
、
う
つ
つ
と
同
様
の
実
質
性
を
有

す
る
も
の
と
し
て
、
恋
の
世
界
と
緊
密
に
関
連
し
つ
つ
、
確
か
な
存
在
感
を
持

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
『
古
今
集
』
に
－
お
げ
る
夢
の
語
は
、
３
４
首
、
３
５
例
あ
り
、
２
６
例
ま
で
が
「
恋
」

の
部
立
に
現
わ
れ
て
い
る
。
　
『
古
今
集
』
の
部
立
は
、
題
材
や
歌
の
内
容
を
示

し
て
お
り
、
夢
は
ま
さ
し
く
恋
の
世
界
の
用
語
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
後
、
　
「
恋

と
夢
」
は
相
聞
を
歌
う
歌
語
と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
。
が
、
万
葉
の
時
代
、
夢

で
の
二
人
の
逢
瀬
は
う
つ
つ
で
の
そ
れ
と
殆
ど
同
じ
く
ら
い
確
か
た
も
の
で
あ

っ
て
、
決
し
て
「
は
か
な
い
」
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
ね
ぬ
る
夜
の
夢
を
は
か
な
み
ま
ど
ろ
め
ぱ
　
い
や
は
か
な
に
も
な
り
ま
さ

　
　
る
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
古
今
集
』
恋
三
…
一
）

　
こ
の
歌
で
は
、
夢
は
、
は
か
な
い
と
い
う
意
味
を
含
み
つ
つ
も
、
　
い
ま
だ

「
夢
１
１
は
か
な
い
」
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
が
、
恋
と
い
う
場
に
お
い
て
、
夢

と
は
か
な
し
が
、
結
び
っ
い
て
い
る
こ
と
は
、
　
『
万
葉
集
』
と
の
決
定
的
な
違

い
と
な
っ
て
い
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
は
閉
首
の
和
歌
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
夢
の

語
を
含
む
和
歌
は
１
４
首
、
内
－
首
は
、
明
石
入
道
が
明
石
上
に
宛
て
た
文
で
、

「
ひ
か
り
出
で
ん
あ
か
月
ち
か
く
な
り
に
げ
り
い
ま
ぞ
見
し
世
の
夢
語
り
す

　
　
　
　
＠

る
。
」
（
三
洲
）
と
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
昔
見
た
「
須
弥
の
山
」
の

　
　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
の
夢
と
方
法

夢
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
歌
を
除
い
た
１
３
首
中
１
０
首
ま
で
が
贈
歌
、
又
は
答
歌

で
あ
り
、
独
詠
歌
は
３
首
で
あ
る
。

　
　
と
け
て
寝
ぬ
寝
覚
さ
び
し
き
冬
の
夜
に
む
す
ぼ
上
れ
っ
る
夢
の
み
じ
か
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
…
）

　
こ
の
夢
は
藤
壷
の
こ
と
で
あ
り
、
　
「
い
に
し
へ
の
秋
の
夕
の
恋
し
き
に
今
は

と
見
え
し
あ
げ
ぐ
れ
の
夢
」
　
（
三
一
…
）
　
「
大
空
を
通
ふ
ま
ぽ
ろ
し
夢
に
だ
に
見

え
こ
ぬ
魂
の
ゆ
く
へ
尋
ね
よ
」
　
（
三
洲
）
い
づ
れ
も
背
後
に
藤
壷
、
紫
上
が
お

り
、
完
全
な
独
詠
歌
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
相
聞
的
独
詠
歌
で
あ
る
。
又
、
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

上
の
３
首
を
含
め
て
、
１
３
首
中
ｕ
首
が
恋
を
歌
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
２
首

は
、
　
「
吹
き
ま
よ
ふ
深
山
お
ろ
し
に
夢
さ
め
て
涙
も
よ
ほ
す
滝
の
音
か
な
」

（
一
…
…
）
と
い
う
「
煩
悩
の
夢
」
（
古
典
大
系
閉
頁
頭
注
）
と
、
「
後
に
又
あ
ひ

見
む
こ
と
を
思
は
な
ん
こ
の
世
の
夢
に
心
ま
ど
は
で
」
（
五
胴
）
で
あ
り
、
「
こ

の
世
の
夢
」
と
は
、
「
つ
ま
ら
な
い
色
々
の
出
来
事
」
（
同
胴
頁
頭
注
）
で
あ
っ

て
、
迷
い
の
多
い
無
常
の
現
世
の
夢
、
と
言
い
か
え
ら
れ
よ
う
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
歌
語
と
し
て
の
夢
は
、
　
『
万
葉
集
』
の
相
聞
的
世

界
、
　
『
古
今
集
』
の
恋
の
世
界
を
受
げ
継
い
で
い
る
。
そ
し
て
、
更
に
は
、
仏

教
的
色
彩
を
帯
び
た
歌
と
、
仏
教
以
外
の
、
又
は
以
前
の
古
代
的
呪
的
祭
儀
性
、

神
仙
思
想
が
影
を
落
と
し
て
い
る
歌
が
あ
る
。
仏
教
は
霊
魂
の
存
在
を
認
め
て

い
ず
、
根
源
的
に
は
仏
教
と
、
魂
の
浮
遊
は
相
容
れ
な
い
。
同
じ
「
夢
」
と
い

う
語
の
中
に
、
二
っ
の
相
反
す
る
思
想
が
息
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



『
源
氏
物
語
』
の
夢
と
方
法

二

　
で
は
、
　
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
、
こ
の
二
つ
の
思
想
は
、
夢
と
し
て
物
語
の

思
想
と
ど
の
よ
う
に
関
っ
て
い
る
の
か
。
　
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
如
何
な
る
意

味
を
持
っ
て
い
る
の
か
。

　
仏
教
の
浄
土
教
的
思
想
が
人
々
の
心
に
深
く
根
ざ
し
て
く
る
の
と
並
行
し
て
、

夢
は
こ
の
世
の
は
か
な
さ
の
表
象
と
な
り
比
瞼
と
な
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
が
、
人
間
と
そ
の
世
の
内
実
を
苦
悩
と
悲
劇
性
に
お
い
て
見

て
と
っ
て
し
ま
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
時
、
そ
れ
よ
り
の
救
済
の
道
は
如

何
な
る
も
の
で
あ
り
得
た
の
か
。
そ
れ
は
無
常
の
想
念
を
も
っ
て
現
世
を
稼
土

と
し
て
否
定
し
、
厭
離
し
、
出
来
る
な
ら
欣
求
浄
土
の
道
に
至
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
現
世
を
夢
と
し
て
認
識
し
よ
う
と
す
る
の
も
そ
の
為
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
『
万
葉
集
』
に
も
世
の
無
常
を
歎
い
た
歌
は
あ
る
。
だ
が
、
は
か
な
さ
を
夢

に
験
え
た
歌
は
見
出
せ
な
い
。
八
九
四
年
、
大
江
千
里
の
『
句
題
和
歌
』
に

「
よ
る
べ
な
く
空
に
う
か
べ
る
心
こ
そ
夢
み
る
よ
り
も
は
か
な
か
り
げ
れ
」
と

「
ま
ぼ
ろ
し
の
世
と
し
知
り
ぬ
る
心
に
は
は
か
な
き
夢
と
思
ふ
成
け
り
」
の
２

首
が
見
え
、
九
〇
五
年
の
『
古
今
集
』
で
は
、
　
「
ぬ
る
が
う
ち
に
み
る
を
の
み

や
は
夢
と
い
は
ん
は
か
な
き
よ
を
も
う
つ
二
と
は
み
ず
」
　
（
閉
）
の
他
３
首
ほ

ど
あ
る
が
、
　
「
こ
の
世
は
は
か
な
い
夢
」
と
詠
ん
だ
歌
は
ま
だ
少
な
い
。
そ
の

観
念
が
定
着
を
み
る
の
は
、
源
信
が
「
こ
の
世
界
は
き
た
な
く
苦
し
く
無
常
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

　
　

世
界
」
と
し
て
、
厭
離
稼
土
、
欣
求
浄
土
を
説
く
浄
土
教
的
思
想
が
人
々
の
間

に
広
ま
っ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
代
、
世
は
末
法
さ
な
が
ら
、
地
獄
は
実

在
感
を
も
っ
て
人
々
を
圧
し
て
い
た
。
現
世
の
地
獄
の
中
、
救
済
を
願
っ
て
、

西
方
浄
土
を
念
じ
観
想
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
人
々
は
、
極
楽
往
生
、
阿
弥
陀

浄
土
を
希
求
し
、
そ
れ
の
み
が
確
か
な
存
在
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
世

は
仮
の
、
は
か
な
い
夢
で
し
か
な
い
。
　
「
こ
の
世
は
は
か
な
い
夢
」
と
い
う
観

念
は
、
こ
こ
に
定
立
し
、
一
般
化
し
て
い
く
。

　
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
　
「
夢
」
は
閉
例
、
そ
の
内
、
　
「
夢
の
や
う
」
２
６
例
、

「
夢
の
心
地
」
が
２
０
例
で
、
こ
れ
に
、
　
「
夢
語
り
」
　
「
夢
路
」
　
「
御
夢
」
等
を

加
え
る
と
、
更
に
そ
の
例
は
増
え
る
。
こ
の
夢
は
、
夢
そ
の
も
の
を
示
す
と
共

に
、
驚
き
、
喜
び
、
悲
し
み
、
煩
悩
等
を
表
現
し
て
い
る
。
特
に
、
恋
の
場
面

で
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
『
源
氏
物
語
』
が
『
万
葉
集
』
、
　
『
古
今
集
』

か
ら
引
き
継
い
だ
夢
と
も
合
致
し
て
い
る
。
更
に
注
目
す
べ
き
は
、
夢
の
語
が

死
の
場
面
に
も
使
わ
れ
、
は
か
な
さ
の
比
瞼
と
な
っ
て
無
常
を
表
現
し
て
い
る

こ
と
に
あ
る
。
無
常
観
を
表
わ
す
「
常
な
し
」
が
３
８
例
、
「
定
め
な
し
」
が
３
６
例

『
源
氏
物
語
』
に
は
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
く
無
常
を
表
わ
す
「
こ
の
世
の
夢
」

「
あ
り
し
世
は
、
み
な
夢
に
見
な
し
て
」
と
い
っ
ち
言
葉
は
随
所
に
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

「
夢
の
よ
」
は
１
例
し
か
な
い
が
、
　
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に

「
こ
の
世
は
は
か
な
い
夢
」
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
『
往
生
要
集
』
に
書

か
れ
た
地
獄
の
様
相
と
、
現
実
の
地
獄
が
重
な
っ
て
描
か
れ
た
『
源
氏
物
語
』



の
地
獄
。
そ
の
中
で
人
間
達
は
救
い
を
求
め
て
苦
悩
の
う
ち
に
紡
僅
す
る
。

「
夢
」
１
－
「
は
か
な
い
」
は
、
こ
こ
で
無
常
観
の
表
現
方
法
と
し
て
定
着
を
み

る
。

三

　
夢
と
い
う
語
に
潜
り
こ
ん
だ
仏
教
の
無
常
相
と
し
て
把
え
ら
れ
る
夢
以
外
の

　
　
　
　
　
　
　
○

も
の
は
夢
告
と
し
て
物
語
に
描
か
れ
る
。
　
『
古
事
記
』
以
来
、
夢
告
は
神
自
身

が
夢
に
現
わ
れ
た
り
、
シ
ン
ボ
ラ
ィ
ズ
さ
れ
た
夢
と
し
て
人
間
に
与
え
ら
れ
た

が
、
そ
こ
で
の
夢
は
全
く
の
う
っ
っ
で
あ
り
、
そ
の
夢
に
よ
っ
て
う
っ
っ
の
世

界
は
っ
き
動
か
さ
れ
、
物
語
は
新
し
く
展
開
し
て
い
く
。
『
源
氏
物
語
』
に
お
げ

る
こ
の
よ
う
な
夢
告
は
１
５
例
あ
り
、
５
例
が
シ
ン
ボ
ラ
ィ
ズ
さ
れ
た
夢
で
あ
る
。

　
明
石
入
道
の
見
た
、
例
の
「
須
弥
の
山
」
の
夢
は
、
夢
合
せ
さ
せ
る
ま
で
も

な
い
ほ
ど
鮮
や
か
で
確
か
な
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
夢
は
入
道
だ
げ
で
な
く
、
明

石
上
、
明
石
女
御
の
運
命
ま
で
も
予
言
し
て
い
る
。
入
道
は
、
た
だ
こ
の
夢
だ

げ
を
信
じ
て
生
き
て
き
た
。
っ
ま
り
、
夢
に
ょ
っ
て
入
道
の
生
き
方
は
決
定
さ

れ
た
と
言
え
る
。
そ
の
他
、
藤
壷
が
懐
娃
し
た
後
の
源
氏
の
夢
と
夢
合
せ
は
、

大
き
く
源
氏
の
運
命
を
予
言
す
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
　
「
螢
」
巻
の
内
大
臣
の

夢
合
せ
は
玉
蚤
と
内
大
臣
を
結
ぶ
素
地
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
物
語
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

部
に
お
い
て
夢
は
、
「
古
代
に
あ
っ
て
は
解
か
れ
た
と
お
り
実
現
さ
れ
た
。
」
よ

う
だ
。
そ
れ
だ
け
に
、
夢
合
せ
は
重
要
な
占
い
で
あ
っ
た
。
　
「
夢
あ
わ
せ
は
、

　
　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
の
夢
と
方
法

神
の
啓
示
、
他
界
か
ら
の
信
号
と
し
て
の
夢
を
解
読
し
、
未
来
を
先
取
り
し
よ

う
と
す
る
神
的
な
わ
ざ
」
　
（
同
洲
頁
）
で
あ
り
、
合
わ
せ
る
の
は
普
通
、
陰
陽

師
で
あ
る
。
陰
陽
道
は
、
そ
の
密
教
と
の
類
似
性
に
よ
り
仏
教
と
深
く
結
合
し
、

又
、
密
教
の
呪
的
祭
儀
的
要
素
が
媒
介
と
な
り
、
神
祓
信
仰
と
も
接
近
し
て
、

こ
の
時
代
を
大
き
く
覆
っ
て
い
た
。
予
言
的
夢
と
運
命
を
導
く
夢
。
柏
木
が
女

三
宮
と
の
密
会
の
問
に
見
た
夢
は
、
柏
木
の
苦
悩
を
深
め
さ
せ
、
死
へ
の
道
を

辿
ら
せ
る
こ
と
に
な
り
、
　
「
手
習
」
巻
の
浮
舟
は
妹
尼
の
初
瀬
で
の
夢
が
、
そ

の
運
命
を
導
く
。

　
同
じ
様
に
物
語
の
人
間
の
運
命
を
導
き
、
物
語
を
動
か
し
て
い
く
夢
告
の
う

ち
、
姿
を
現
わ
し
明
確
に
そ
の
意
志
を
伝
え
た
り
、
指
示
を
与
え
て
見
守
る
存

在
を
知
ら
し
め
る
夢
は
１
０
例
あ
る
。
そ
れ
は
殆
ど
が
父
で
あ
る
。
「
須
磨
」
「
明

石
」
巻
で
の
桐
壷
院
の
出
現
と
、
源
氏
と
明
石
入
道
と
の
二
人
同
夢
に
よ
る
出

会
い
、
朱
雀
帝
の
夢
見
と
眼
病
、
太
政
大
臣
の
死
、
弘
徴
殿
大
后
の
病
。
遂
に

源
氏
召
還
の
宣
旨
が
下
る
。
夢
は
強
烈
な
う
つ
つ
と
な
っ
て
運
命
の
急
転
回
を

迫
る
の
で
あ
る
。
　
「
桐
壷
院
の
霊
は
仏
教
的
な
面
と
と
も
に
祖
霊
と
し
て
の
一

　
　
　
　
　
　
＠

面
が
認
め
ら
れ
る
」
と
、
玉
上
琢
弥
氏
、
柳
井
滋
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。
古
代

摂
関
政
治
下
の
天
皇
と
し
て
聖
別
さ
れ
た
桐
壷
帝
は
、
　
「
共
同
体
を
祭
式
的
に

　
　
　
　
　
　
　
＠

体
現
す
る
シ
ソ
ボ
ル
」
と
し
て
の
祖
霊
で
あ
り
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
住
吉
神
と

同
じ
く
宮
廷
守
護
神
の
性
格
を
有
し
て
い
る
。
須
磨
流
講
は
、
　
「
祖
霊
と
の
合

一
」
　
（
同
、
西
郷
氏
）
を
前
提
と
し
た
成
年
式
、
通
過
儀
礼
な
の
で
あ
る
。
又
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一



　
　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
の
夢
と
方
法

三
谷
栄
一
氏
は
、
　
「
冥
府
で
出
会
う
死
者
１
１
祖
霊
は
他
の
文
学
で
は
母
性
的
な

　
　
　
　
＠

も
の
が
多
い
。
」
と
、
こ
こ
で
の
父
の
出
現
の
特
異
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ

れ
は
お
そ
ら
く
、
三
谷
氏
が
岡
一
男
氏
を
引
い
て
説
く
よ
う
に
紫
式
部
の
エ
デ

ィ
プ
ス
コ
ソ
プ
レ
ッ
ク
ス
や
自
己
体
験
等
の
外
的
要
因
で
説
明
す
べ
き
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

は
た
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
　
「
事
が
皇
統
に
拘
わ
る
か
ら
」
で
あ
り
、
物
語
内

的
必
然
の
中
に
そ
の
要
因
は
求
め
ら
れ
る
。
源
氏
と
母
更
衣
の
関
係
は
藤
壷
に

よ
っ
て
の
み
具
象
化
さ
れ
、
母
更
衣
と
源
氏
は
直
接
に
は
つ
た
が
り
得
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

全
て
は
、
愛
情
と
権
威
の
体
現
者
と
し
て
「
生
き
方
の
系
図
」
を
父
か
ら
受
け

継
い
だ
の
で
あ
る
。

　
「
蓬
生
」
巻
の
末
摘
花
の
夢
に
現
わ
れ
た
故
父
宮
、
夕
霧
の
夢
に
現
わ
れ
る

柏
木
、
玉
覧
の
乳
母
の
夕
顔
の
夢
、
「
総
角
」
巻
、
八
宮
の
中
君
と
阿
闇
梨
の
夢

へ
の
出
現
。
ど
れ
も
已
の
子
孫
の
守
護
と
繁
栄
に
寄
与
し
、
見
守
る
存
在
と
し

て
祖
霊
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
、
　
「
祖
霊
的
た
も
の
が
飛
来
し
て
こ
の
世
と
連
絡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

を
と
り
つ
づ
け
て
い
る
状
態
」
　
「
こ
の
世
に
き
が
か
り
や
う
ら
み
が
あ
っ
て
、

天
空
に
立
ち
や
す
ら
っ
て
い
る
状
態
」
（
同
、
藤
井
氏
）
は
、
「
あ
ま
か
げ
り
」

と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
る
。
　
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
　
「
あ
ま
か
げ
る
」
が
４
例
、

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

「
翔
る
」
が
１
例
あ
り
、
亡
き
父
か
母
が
あ
ま
が
げ
っ
て
夢
に
現
わ
れ
て
い
る
。

死
ん
だ
人
問
の
魂
が
肉
体
か
ら
遊
離
し
て
飛
翔
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
古

来
の
呪
的
霊
魂
観
に
陰
陽
五
行
系
の
遊
離
魂
信
仰
、
中
国
の
神
仙
思
想
、
道
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

が
影
響
し
て
い
る
。
そ
れ
が
、
仏
教
の
色
濃
い
場
面
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。
夢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

を
用
い
た
歌
と
同
じ
構
造
が
物
語
の
基
層
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。

四

　
こ
の
よ
う
に
、
　
『
源
氏
物
語
』
の
基
層
に
は
、
古
代
的
た
呪
的
祭
儀
性
に
よ

っ
て
把
え
ら
れ
る
夢
が
存
在
す
る
。
そ
の
夢
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間
は
自

ら
の
運
命
を
左
右
さ
れ
る
と
い
う
人
間
を
超
え
た
存
在
の
力
を
実
感
し
、
認
識

し
た
の
だ
っ
た
。
更
に
『
源
氏
物
語
』
を
見
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
に
外
在
し

て
大
き
く
働
き
か
け
る
夢
だ
げ
で
な
く
、
人
間
の
内
面
に
深
く
関
わ
り
な
が
ら
、

そ
の
内
面
の
精
神
の
表
わ
れ
と
し
て
外
界
に
実
在
し
、
夢
と
な
る
も
の
が
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
物
の
怪
で
あ
る
。

　
魂
の
遊
離
は
死
ん
だ
人
問
だ
げ
の
こ
と
で
は
な
い
。
　
「
個
人
の
健
康
と
精
神

の
安
定
と
い
う
こ
と
が
タ
マ
の
観
念
と
関
係
づ
げ
て
願
い
求
め
ら
れ
た
た
め
に
、

病
気
や
精
神
の
異
常
（
烈
し
い
怒
り
、
悲
し
み
）
は
、
タ
マ
の
活
動
１
１
遊
離
に

　
ゆ

よ
る
」
と
古
代
で
は
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
　
『
源
氏
物
語
』
に
も
「
物
思
ふ
人
の

た
ま
し
ひ
は
、
あ
く
が
る
も
の
な
れ
ぱ
」
　
（
五
…
…
）
と
あ
る
。
こ
の
魂
が
、
恋

情
や
苦
悩
、
嫉
妬
等
の
個
人
の
感
情
の
昂
揚
の
あ
ま
り
、
身
体
か
ら
「
あ
く
が

る
」
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
　
『
万
葉
集
』
の
頃
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
頻
出
す

る
よ
う
に
た
っ
た
の
は
平
安
時
代
に
た
っ
て
か
ら
ら
し
い
。
こ
う
し
た
遊
離
魂

は
、
人
問
の
生
霊
も
死
霊
も
、
非
人
格
的
霊
魂
も
、
物
の
怪
と
し
て
認
識
さ
れ
、

異
常
な
精
神
状
態
や
行
動
、
病
気
、
死
の
原
因
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
　
『
古
今



集
一
に
「
夢
の
通
ひ
路
」
が
登
場
し
た
の
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
物
の
怪
は
万

葉
の
時
代
の
単
な
る
魂
の
浮
遊
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
確
か
な
根
拠

と
相
手
を
得
て
、
そ
の
夢
に
出
現
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
は
多
く
の
物
の
径
が
登
場
す
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
物

の
怪
は
何
か
し
ら
怨
み
を
抱
い
て
い
る
。
　
「
夕
顔
」
巻
の
怪
異
、
葵
上
と
六
条

御
息
所
の
車
争
い
に
端
を
発
し
た
物
の
怪
の
登
努
。
こ
こ
で
は
夢
が
夢
の
域
を

出
て
、
う
っ
っ
の
世
界
に
１
踏
み
こ
ん
で
く
る
。
二
つ
の
隔
っ
た
空
間
が
、
同
時

性
を
有
す
る
一
っ
の
空
間
と
し
て
確
実
に
存
在
す
る
。
人
の
意
識
の
及
ぱ
な
い

夢
の
世
界
が
、
か
え
っ
て
そ
の
事
の
故
に
意
識
の
実
相
に
迫
る
。
う
っ
っ
の
深

層
、
死
の
影
を
揺
曳
し
っ
つ
、
そ
の
暗
黒
部
を
あ
ぼ
き
、
う
っ
っ
の
世
界
を
っ

き
動
か
す
。
そ
し
て
、
夕
顔
と
葵
上
の
死
。
夢
が
う
っ
っ
を
凌
駕
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
源
氏
の
夢
に
現
わ
れ
て
恨
み
を
述
べ
る
死
後
の
藤
壷
、
女
三
宮
降
嫁

後
の
紫
上
の
苦
悩
と
源
氏
の
夢
へ
の
出
現
、
そ
し
て
、
六
条
御
息
所
の
物
の
怪

の
再
登
場
。
藤
井
貞
和
氏
は
、
　
「
若
菜
下
」
巻
の
紫
上
に
愚
い
た
物
の
怪
の
訴

え
ち
言
葉
の
中
で
「
天
翔
り
て
」
と
「
わ
び
し
き
烙
」
を
引
い
て
、
　
「
思
想
的

に
べ
つ
べ
つ
で
あ
る
が
、
ひ
と
つ
の
物
怪
の
語
り
の
な
か
に
共
在
し
て
い
る
。

（
中
略
）
こ
う
し
た
思
想
の
混
在
は
物
怪
な
る
も
の
を
さ
さ
え
る
世
界
の
ふ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

ざ
っ
さ
を
そ
の
ま
ま
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
た
。

　
か
く
て
、
　
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
夢
は
物
の
怪
の
通
い
と
し
て
も
あ

っ
た
。
物
の
怪
は
夢
の
通
ひ
路
を
通
っ
て
夢
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

　
　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
の
夢
と
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

二
夫
多
妻
制
が
も
た
ら
し
た
女
の
悲
劇
」
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
怨

念
、
嫉
妬
は
、
男
と
女
の
愛
情
の
摩
擦
に
。
よ
っ
て
生
じ
、
女
は
一
人
孤
独
の
中

で
煩
悶
す
る
。
そ
れ
は
正
し
く
人
間
的
苦
悩
で
あ
る
。
直
接
男
に
訴
え
ら
れ
な

い
心
の
内
の
苦
し
さ
は
、
深
く
沈
潜
し
、
物
の
怪
と
な
っ
て
男
の
夢
の
中
に
現

わ
れ
る
し
か
な
か
っ
た
。
男
女
の
相
剋
葛
藤
と
い
う
ま
さ
に
人
間
的
な
精
神
の

苦
闘
が
、
そ
れ
を
負
う
内
面
の
心
理
の
問
題
と
し
て
表
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

他
な
ら
ぬ
物
の
怪
と
い
う
移
を
も
っ
て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
こ
に
、
　
『
源

氏
物
語
』
の
古
代
物
語
性
を
読
み
取
り
う
る
の
で
あ
る
。

五
　
結
び

　
『
源
氏
物
語
』
は
、
以
上
の
よ
う
に
そ
の
古
代
物
語
と
し
て
の
あ
り
よ
う
を

夢
に
お
い
て
も
荷
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
他
界
と
現
実
、
人
間
と
人
間
と
を
、

明
暗
・
善
悪
・
禍
福
・
結
合
分
離
等
の
様
々
た
様
相
に
お
い
て
結
ぶ
回
賂
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
　
『
源
氏
物
語
』
が
引
き
継
ぎ
っ
っ
、
よ
り
豊
か
な
表
象
と

し
て
再
創
造
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
他
の
古
代
文
学
で
は
、
　
『
宇
津
保
物
語
』
に
１
例
し

か
見
当
ら
な
い
夢
が
２
例
あ
る
。
そ
れ
は
、
口
実
・
方
便
と
し
て
使
わ
れ
て
い

る
夢
で
あ
る
。
「
浮
舟
」
巻
の
右
近
の
言
葉
に
、
「
『
夢
見
、
さ
わ
が
し
か
り
つ
』

と
言
い
な
す
な
り
げ
り
。
」
（
五
洲
）
と
あ
り
、
地
の
文
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

こ
れ
は
口
実
で
あ
る
。
も
う
１
例
は
、
　
「
若
紫
」
巻
の
源
氏
の
言
葉
に
見
え
る
。
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『
源
氏
物
語
』
の
夢
と
方
法

夢
が
、
口
実
と
し
て
通
用
す
る
の
は
、
そ
れ
が
人
問
と
他
界
を
結
ぶ
犯
し
て
は

な
ら
な
い
聖
な
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
予
言
性
、
啓
示
性
が
信
じ
ら
れ
て
い
た

か
ら
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
た
杜
会
で
の
み
手
段
と
し
て
の
意
味
を
持
ち
得
る
の

で
あ
る
。
　
『
源
氏
物
語
』
が
、
と
り
わ
げ
独
自
の
方
法
と
し
て
夢
を
表
現
し
得

た
も
の
が
口
実
的
た
夢
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
　
『
源
氏
物
語
』
が
引
き
継
ぐ
夢
は
、
古
代
的
呪
的
祭
儀
性
と

共
に
、
仏
教
を
も
複
合
し
た
構
造
を
示
し
て
い
る
。
物
語
世
界
に
お
い
て
は
、

人
間
と
他
界
、
人
問
と
人
間
を
結
ぶ
も
の
と
し
て
の
機
能
を
有
し
て
い
た
と
言

え
る
。
し
か
も
、
そ
の
中
に
『
源
氏
物
語
』
が
古
代
物
語
で
あ
る
故
に
負
っ
て

い
る
聖
な
る
カ
タ
リ
と
し
て
の
方
法
が
、
更
に
進
ん
で
人
間
の
モ
ノ
ガ
タ
リ
と

し
て
の
方
法
へ
と
発
展
し
て
い
く
道
筋
が
見
て
と
れ
る
と
言
っ
て
も
良
い
と
さ

え
思
わ
れ
る
。
　
『
源
氏
物
語
』
に
お
げ
る
継
承
と
創
造
の
問
題
の
一
端
を
見
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
了
Ｖ

　
　
　
巻
二
１
１
３
首
、
巻
三
１
１
１
首
（
夢
乃
和
太
）
、
巻
四
１
１
２
１
首
、
巻
五
Ｈ
３
首
、
巻

　
　
七
１
１
４
首
、
巻
八
１
１
１
首
、
巻
九
ｎ
２
首
、
巻
十
１
１
２
首
、
巻
十
一
Ｈ
１
９
首
、
巻
十

　
　
二
１
１
２
５
首
、
巻
十
三
１
１
５
首
、
巻
十
四
１
１
１
首
、
巻
十
五
１
１
６
首
、
巻
十
七
Ｈ
８

　
　
首
、
巻
十
九
１
１
１
首
。

　
　
　
土
橋
寛
教
授
『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』
蝸
頁
。

　
ゆ
　
あ
り
そ
ゆ
も
ま
し
て
や
思
へ
や
た
ま
の
う
ら
離
れ
小
島
の
夢
に
し
見
ゆ
る
（
二
一

　
　
〇
二
）
他
二
…
六
、
二
二
四
五
、
一
七
二
九
等
。

　
＠
　
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
『
万
葉
集
』
漢
数
字
は
歌
の
番
号
を
示
す
。
以
下
、
古

三
四

典
の
引
用
は
大
系
本
に
よ
る
。

＠
春
歌
下
１
１
１
首
、
物
語
１
１
１
首
、
恋
歌
一
、
二
、
三
、
四
、
五
１
１
２
６
首
、
哀
傷
歌

　
１
１
３
首
、
雑
歌
下
１
１
３
首
（
内
、
舳
番
は
２
語
）
こ
の
中
に
『
万
葉
集
』
に
は
た
い

　
「
夢
路
」
が
５
例
、
「
夢
の
通
ひ
路
」
が
２
例
、
「
夢
の
た
父
路
」
が
１
例
合
ま
れ

　
て
い
る
。

◎
　
『
源
氏
物
語
』
本
文
引
用
の
漢
数
字
は
巻
、
算
用
数
字
は
頁
を
示
す
。

　
　
見
て
も
ま
た
逢
ふ
夜
ま
れ
た
る
夢
の
う
ち
に
や
が
て
ま
ぎ
る
二
わ
が
身
と
も
が
な

　
（
一
、
洲
）

＠
世
の
中
は
空
し
き
も
の
と
知
る
時
し
い
よ
二
ま
す
ま
す
悲
し
か
り
け
り
（
巻
五
、

　
七
九
三
）
此
間
を
常
無
き
も
の
と
今
ぞ
知
る
平
城
の
京
師
の
移
ろ
ふ
見
れ
ぱ
（
巻
六
、

　
（
一
〇
四
五
）

＠
　
梅
原
猛
氏
『
地
獄
の
思
想
』
中
公
新
書
６
６
頁
。

＠
　
一
条
御
息
所
急
逝
後
、
落
葉
宮
の
夕
霧
へ
の
返
事
の
中
に
「
い
ま
は
、
か
く
あ
さ

　
ま
し
き
夢
の
よ
を
」
　
（
四
、
醐
）
と
あ
る
。

＠
　
西
郷
信
綱
氏
『
古
代
人
と
夢
』
平
凡
杜
嚇
頁
。

＠
　
玉
上
琢
弥
氏
『
源
氏
物
語
評
釈
三
』
ｍ
頁
。

　
　
柳
井
滋
氏
「
源
氏
物
語
と
霊
験
諌
の
交
渉
」
　
（
『
源
氏
物
語
研
究
と
資
料
』
所
収

　
醐
頁
）

＠＠＠＠＠＠
西
郷
信
綱
氏
前
掲
書
５
８
頁
。

三
谷
栄
一
氏
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
物
語
の
型
」
（
『
源
氏
物
語
講
座
巻
一
』
所
収
）

深
沢
三
千
男
氏
『
源
氏
物
語
の
彬
成
』
６
８
頁
。

益
田
勝
実
氏
「
目
知
り
の
蕎
の
物
語
」
（
『
火
山
列
島
の
思
想
』
所
収
）

藤
井
貞
和
氏
「
源
氏
物
語
の
研
究
」
（
『
日
本
文
学
』
一
九
七
六
年
ｕ
月
）

「
我
が
、
か
く
悲
し
び
を
極
め
、
命
尽
き
た
む
と
し
つ
る
を
、
〔
故
院
が
〕
助
け
に
、

〔
空
を
〕
翔
り
給
へ
る
」
　
（
二
、
６
３
）
〔
〕
は
傍
注
。



＠
「
あ
ま
が
け
り
て
も
、
〔
大
君
の
霊
は
〕
か
や
う
た
る
に
つ
げ
て
は
『
い
と
父
、
つ

　
ら
し
』
と
や
、
見
給
ふ
ら
む
」
　
（
五
、
４
５
）

　
他
に
宇
治
十
帖
に
１
例
見
え
る
。

ゆ
　
土
橋
寛
教
授
前
掲
書
醐
頁
。

ゆ
　
藤
井
貞
和
氏
前
掲
論
文
。

＠
　
野
村
精
一
氏
「
源
氏
物
語
の
人
問
像
－
六
条
御
息
所
」
（
『
源
氏
物
語
の
創
造
』
所

　
収
、
９
５
頁
）

『
源
氏
物
語
』
の
夢
と
方
法

三
五


	一
	二
	三
	四
	五　結び



