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甲
が
乙
の
夢
を
見
る
場
合
、
そ
れ
は
甲
が
乙
を
思
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、

反
対
に
乙
が
甲
を
思
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
す
る
の
が
古
代
の
発
想
で
あ
る
、
と
考

え
る
の
が
今
日
の
通
説
的
な
理
解
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書

紀
』
に
載
る
神
の
託
宣
を
夢
で
得
る
話
や
、

現
に
は
逢
ふ
よ
し
も
な
し
夢
に
だ
に
間
な
く
見
え
君
恋
に
死
ぬ
べ
し

（
11
・
二
五
四
四
）

今
よ
り
は
恋
ふ
と
も
妹
に
逢
は
め
や
も
床
の
辺
去
ら
ず
夢
に
見
え
こ
そ

（
12
・
二
九
五
七
）

の
よ
う
な
夢
へ
の
出
現
を
願
う
歌
の
背
後
に
、
相
手
（
乙
）
の
意
志
を
重
視
す
る

発
想
が
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、『
万
葉
集
』
に
「
乙
が
甲
を
思
っ
て
の

夢
」
が
多
い
の
も
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
時
代
の
夢
の
歌
の
特
徴
で
あ
る
こ

と
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
を
当
時
の
俗
信
の
反
映
と
し
て
の
み
捉
え
て
し
ま

う
と
、
そ
れ
が
信
仰
の
次
元
の
問
題
で
あ
る
だ
け
に
、
対
立
的
に
見
え
る

旅
に
去
に
し
君
し
も
継
ぎ
て
夢
に
見
ゆ
我
が
片
恋
の
繁
け
れ
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
も

（
17
・
三
九
二
九
・
坂
上
郎
女
）

あ
し
ひ
き
の
山
き
隔
り
て
遠
け
ど
も
心
し
行
け
ば

0

0

0

0

0

夢
に
見
え
け
り

（
17
・
三
九
八
一
・
家
持
）

と
い
っ
た
「
甲
が
乙
を
思
っ
て
の
夢
」
の
説
明
が
難
し
く
な
り
、
い
き
お
い
俗
信

と
は
別
の
説
明
原
理
を
模
索
す
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
見
出

さ
れ
て
く
る
の
が
、
中
国
文
学
の
影
響
と
い
う
図
式
だ
ろ
う
が（
１
）、
と
な
る
と
、「
乙

が
甲
を
思
っ
て
の
夢
」
と
「
甲
が
乙
を
思
っ
て
の
夢
」
の
共
存
現
象
は
、
か
た
や

素
朴
な
土
着
信
仰
の
反
映
、
か
た
や
中
国
文
学
摂
取
の
結
果
、
と
い
う
新
旧
二
層

の
構
造
と
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
見
方
は
、
夢
を
素
材
に
し
た
歌

の
展
開
を
前
者
か
ら
後
者
へ
の
推
移
と
し
て
描
き
出
す
こ
と
に
な
り
や
す
い
が
、

知
ら
れ
る
よ
う
に
『
万
葉
集
』
に
載
る
百
首
近
い
夢
の
歌
は
万
葉
後
期
に
用
例
が

集
中
し
て
お
り
、「
乙
が
甲
を
思
っ
て
の
夢
」
か
ら
「
甲
が
乙
を
思
っ
て
の
夢
」
へ

と
図
式
化
で
き
る
ほ
ど
に
は
、
規
則
的
な
変
化
の
相
を
時
系
列
上
に
示
し
て
は
い

な
い
。
む
し
ろ
、
夢
に
見
え
た
こ
と
の
原
因
探
究
表
現
と
し
て
、
両
者
の
用
例
は

同
時
期
に
併
存
し
て
い
る
の
で
あ
る（
２
）。
そ
れ
ゆ
え
、右
の
図
式
化
は
必
ず
し
も
『
万

葉
集
』
の
用
例
を
整
合
的
に
説
明
す
る
と
は
言
い
難
い
。

　

ま
た
、
崇
神
天
皇
が
夢
を
見
る
た
め
に
「
沐
浴
斎
戒
し
、
殿
内
を
潔
浄
め
て
祈

『
万
葉
集
』
の
夢
の
歌

吉　

田　

幹　

生
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み
て
」（
崇
神
紀
七
年
二
月
）
い
た
り
、「
い
か
な
ら
む
名
に
負
ふ
神
に
手
向
せ
ば

我
が
思
ふ
妹
を
夢
に
だ
に
見
む
」（
11
・
二
四
一
八
・
人
麻
呂
歌
集
）
と
夢
を
見
る

側
も
「
手
向
」
を
行
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
よ
う
に
、
乙
の
夢
を
見
た
い
と
い
う

甲
の
意
志
も
ま
た
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
乙

の
夢
を
見
た
原
因
を
甲
が
乙
を
思
っ
た
た
め
だ
と
解
す
る
土
壌
が
早
く
か
ら
成
立

し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

　

こ
れ
ら
の
点
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、「
乙
が
甲
を
思
っ
て
の
夢
」
と
「
甲
が
乙
を

思
っ
て
の
夢
」
の
共
存
現
象
は
、
土
着
信
仰
と
中
国
文
学
と
い
う
起
源
の
異
な
る

二
つ
の
見
方
の
混
在
で
は
な
く
、
万
葉
歌
人
が
状
況
に
応
じ
て
表
現
を
柔
軟
に
選

択
し
た
結
果
だ
と
考
え
る
余
地
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、

こ
の
点
を
手
掛
か
り
と
し
て
、『
万
葉
集
』
に
お
け
る
夢
の
歌
の
展
開
に
つ
い
て
改

め
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

二

　

先
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
が
、

　
　
　
　

吹
芡
刀
自
が
歌
二
首

真
野
の
浦
の
淀
の
継
ぎ
橋
心
ゆ
も
思
へ
や
妹
が
夢
に
し
見
ゆ
る
（
４
・
四
九
〇
）

川
の
上
の
い
つ
藻
の
花
の
い
つ
も
い
つ
も
来
ま
せ
我
が
背
子
時
じ
け
め
や
も

（
４
・
四
九
一
）

で
あ
る
。
吹
芡
刀
自
の
名
は
巻
一
に
も
見
え
、
そ
こ
で
は
十
市
皇
女
の
伊
勢
参
宮

に
供
奉
し
た
時
の
歌
が
天
武
天
皇
時
代
の
も
の
と
し
て
採
ら
れ
て
い
る
。
巻
四
の

配
列
か
ら
も
、
当
該
歌
を
天
武
朝
（
六
七
二
～
八
六
年
）
頃
の
作
と
見
る
こ
と
に

矛
盾
は
な
く
、
と
な
れ
ば
、
当
該
歌
は
『
万
葉
集
』
の
夢
の
歌
の
な
か
で
も
か
な

り
初
期
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
こ
に
「
心
ゆ
も

思
へ
や
妹
が
夢
に
し
見
ゆ
る
」
と
妹
が
夢
に
見
え
た
理
由
を
推
測
す
る
表
現
が
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
思
へ
」
の
主
体
に
つ
い
て
は
、

妹
…
窪
田
評
釈
・
土
屋
私
注
・
澤
瀉
注
釋
・
新
旧
全
集
・
集
成
・
木
下
全
注
・

伊
藤
釈
注
・
和
歌
文
学
大
系
・
新
大
系

我
…
武
田
全
註
釈
・
阿
蘇
講
義
・
多
田
全
解

と
い
う
具
合
で
あ
り
、
妹
と
す
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
根
拠
と
し
て
大
き
い
の
は
、

「
俗
信
」
の
問
題
を
別
に
し
て
言
え
ば
、『
澤
瀉
注
釈
』
が

「
思
哉
」
を
旧
訓
オ
モ
フ
ヤ
と
し
た
の
を
考
に
オ
モ
ヘ
ヤ
と
し
て
以
来
諸
注
多

く
そ
れ
に
従
ふ
に
至
つ
た
。
し
か
し
「
親ニ
キ
タ
マ
ア
ヘ
カ

魄
相
哉
」（
三
・四
一
七

）
の
條
で
述
べ

た
や
う
に
、
オ
モ
ヘ
カ
と
も
訓
む
事
が
出
来
る
。
そ
れ
は
ど
ち
ら
が
よ
い
か
。

そ
の
事
を
考
へ
る
に
つ
い
て
は
、
ま
づ
そ
の
「
思
ふ
」
主
が
作
者
で
あ
る
か
、

相
手
で
あ
る
か
と
い
ふ
事
が
問
題
と
な
る
。
も
し
作
者
で
あ
れ
ば
オ
モ
ヘ
ヤ

と
は
な
ら
な
い
。「
や
」
で
あ
れ
ば
反
語
の
意
が
こ
め
ら
れ
る
事
、「
海
人
な

れ
や
」（
一
・二
三

）、「
い
に
し
へ
の
人
に
わ
れ
あ
れ
や
」（
一
・三
二

）
な
ど
で
述

べ
た
如
く
で
あ
り
、
自
分
は
思
ふ
か
ら
か
、

―
思
ひ
は
し
な
い
の
に

―

で
は
打
毀
し
で
、
オ
モ
ヘ
カ
で
あ
る
こ
と
当
然
と
い
ふ
事
に
な
る
。
そ
こ
で

夢
に
見
え
る
の
は
⒜
自
分
が
思
ふ
か
ら
か
、
⒝
相
手
に
思
は
れ
る
か
ら
か
と

い
ふ
事
を
考
へ
る
必
要
が
あ
る
。

と
し
、
主
体
の
問
題
を
原
文
「
思
哉
」
の
訓
の
問
題
と
関
連
さ
せ
、
こ
の
問
題
を
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解
く
た
め
に
直
前
の
「
心
ゆ
も
」（
原
文
は
「
情
由
毛
」）
に
視
点
を
移
し
、

特
に
「
心
ゆ
」
の
語
に
つ
い
て
は
橋
本
四
郎
君
が
そ
の
下
に
否
定
又
は
反
語

が
伴
ふ
事
を
注
意
さ
れ
た
事
は
、
こ
の
歌
の
場
合
傾
聴
に
値
す
る
事
実
だ
と

私
は
考
へ
る
。
即
ち
そ
の
「
心
ゆ
」
の
用
例
に
注
意
す
る
と
「
思
哉
」
が
当

然
オ
モ
ヘ
ヤ
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
心
ゆ
も
＋
否
定
ま
た
は
反
語
」
と
い
う
用
法
か

ら
「
思
哉
」
は
反
語
「
思
へ
や
」
と
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
思
へ
」
の
主
体
も
妹
に

決
定
さ
れ
る
、
と
い
う
論
法
で
あ
る
。

　

し
か
し
、「
心
ゆ
も
＋
否
定
ま
た
は
反
語
」
と
い
う
用
法
は
、
当
該
歌
の
解
釈
を

縛
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。「
心
ゆ
も
」
は
集
中
他
に
六
例
あ
り
、

心
ゆ
も
我
は
思
は
ず
き
山
川
も
隔
た
ら
な
く
に
か
く
恋
ひ
む
と
は

（
４
・
六
〇
一
・
笠
女
郎
）

心
ゆ
も
我
は
思
は
ず
き
ま
た
更
に
我
が
故
郷
に
帰
り
来
む
と
は

　
（
４
・
六
〇
九
・
笠
女
郎
）

…
心
ゆ
も　

思
は
ぬ
間
に　

う
ち
な
び
き　

臥
や
し
ぬ
れ
…

（
５
・
七
九
四
・
憶
良
）

我
が
や
ど
に
生
ふ
る
土
針
心
ゆ
も
思
は
ぬ
人
の
衣
に
摺
ら
ゆ
な

　
（
７
・
一
三
三
八
）

白
菅
の
真
野
の
榛
原
心
ゆ
も
思
は
ぬ
我
し
衣
に
摺
り
つ�

（
７
・
一
三
五
四
）

ま
葛
延
ふ
小
野
の
浅
茅
を
心
ゆ
も
人
引
か
め
や
も
我
が
な
け
な
く
に

（
11
・
二
八
三
五
）

と
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、〈
心
ゆ
も
思
は
ず
〉
と
い
う
言
い
回
し
が
当
時
多
用
さ

れ
て
い
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
内
容
の
歌
が
多

く
詠
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
心
ゆ
も
」
が
後
続
に
打
消
表
現
を
要
求
す
る

と
い
う
よ
う
な
語
法
の
存
在
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
用
例
か
ら
帰
納
さ
れ

る
の
は
〈
心
ゆ
も
思
は
ず
〉
と
い
う
慣
用
的
な
表
現
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
と

こ
ろ
ま
で
で
あ
り
、
そ
れ
を
二
八
三
五
歌
に
も
及
ぼ
し
て
「
心
ゆ
も
＋
否
定
ま
た

は
反
語
」
と
い
う
語
法
の
存
在
を
想
定
し
、
そ
こ
か
ら
演
繹
的
に
当
該
歌
の
訓
を

決
定
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
推
論
の
方
法
と
し
て
乱
暴
と
言
う
ほ
か
な
い
。
こ
れ

ら
の
諸
例
と
同
一
の
用
法
と
は
言
え
な
い
も
の
の

・
石
見
な
る
高
角
山
の
木
の
間
ゆ
も
［
木
間
従
文
］
我
が
袖
振
る
を
妹
見
け
む

か
も�

（
２
・
一
三
四
・
人
麻
呂
）

・
…
白
た
へ
の
手
本
を
別
れ　

に
き
び
に
し
家
ゆ
も
出
で
て
［
家
従
裳
出
而
］　

み
ど
り
子
の
泣
く
を
も
置
き
て　

朝
霧
の
凡
に
な
り
つ
つ　

山
背
の
相
楽
山

の　

山
の
際
に
行
き
過
ぎ
ぬ
れ
ば
…�

（
３
・
四
八
一
・
高
橋
朝
臣
）

と
い
う
用
例
の
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、「
心
ゆ
も
＋
肯
定
表
現
」
が
語
法
的
に
成

り
立
た
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
ゆ
え
、「
心
ゆ
も
」
の
表
現
か
ら
「
思

哉
」
を
反
語
に
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
が
、
し
か
し
「
思
哉
」
の

訓
読
の
問
題
か
ら
主
体
を
決
定
す
る
と
い
う
論
法
じ
た
い
は
重
要
な
指
摘
と
し
て

引
き
受
け
た
い
。

　

む
し
ろ
、『
澤
瀉
注
釈
』
の
主
張
と
は
反
対
に
、
当
該
歌
の
「
思
哉
」
を
反
語
と

解
す
る
こ
と
の
問
題
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。『
澤
瀉
注

釈
』
は
、
右
に
続
け
て

さ
う
な
れ
ば
右
に
述
べ
た
問
題
は
お
の
づ
か
ら
解
決
さ
れ
た
事
に
な
る
と
共
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に
、「
心
ゆ
」
の
意
も
単
に
「
心
か
ら
」
と
い
ふ
よ
り
も
「
ま
さ
か
…
…
と
は

思
ひ
が
け
な
か
つ
た
」
と
か
、「
ほ
ん
気
に
さ
う
な
ん
だ
ら
う
か
」
と
い
ふ
や

う
な
、
信
じ
難
い
疑
を
も
つ
て
用
ゐ
ら
れ
る
言
葉
と
い
ふ
事
に
な
る
の
で
は

な
か
ら
う
か
。
即
ち
こ
の
句
は
妹
が
し
き
り
に
夢
に
見
え
る
が
、
そ
ん
な
に

夢
に
見
え
る
ほ
ど
ほ
ん
気
に
そ
ん
な
に
思
つ
て
く
れ
て
る
の
か
し
ら
、
何
だ

か
信
じ
ら
れ
な
い
や
う
だ
け
ど
…
…
と
い
ふ
事
に
な
り
は
し
な
い
か
。
さ
て

さ
う
な
る
と
こ
れ
は
恋
の
歌
と
な
る
。
し
か
も
作
者
は
女
で
あ
り
、
そ
し
て

「
妹
」
と
あ
る
。

と
論
を
展
開
し
て
い
く
の
だ
が
、
当
該
歌
に
お
い
て
「
信
じ
難
い
疑
」
を
想
定
す

べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

問
題
は
、「
吹
芡
刀
自
が
歌
二
首
」
と
い
う
題
詞
の
理
解
に
関
わ
っ
て
く
る
。
題

詞
を
素
直
に
解
せ
ば
当
該
歌
も
吹
芡
刀
自
が
女
性
に
贈
っ
た
歌
と
い
う
こ
と
に
な

る
が
、
こ
の
二
首
に
そ
れ
ぞ
れ
「
妹
」「
我
が
背
子
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
当
該

歌
は
男
か
ら
の
贈
歌
が
紛
れ
込
ん
だ
も
の
と
い
う
説
が
唱
え
ら
れ
、
さ
ら
に
は
題

詞
と
整
合
さ
せ
て
吹
芡
刀
自
が
男
の
立
場
で
詠
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ

て
い
る
。

Ａ
女
へ
の
贈
歌
…
玉
の
小
琴
・
武
田
全
註
釈
・
佐
佐
木
評
釈
・
土
屋
私
注
・
阿

蘇
講
義

Ｂ
男
か
ら
の
贈
歌
…
略
解
・
窪
田
評
釈
・
澤
瀉
注
釋
・
木
下
全
注

Ｃ
男
の
立
場
を
虚
構
…
中
西
全
訳
注
・
伊
藤
釈
注
・
和
歌
文
学
大
系
・
多
田
全

解

Ａ
の
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
呼
称
の
問
題
か
ら
は
Ｂ
な
い
し

は
Ｃ
、
す
な
わ
ち
実
際
の
も
の
か
そ
の
よ
う
に
仮
構
さ
れ
た
も
の
か
の
判
断
は
下

し
が
た
い
が
、
男
女
間
の
贈
答
歌
と
考
え
る
の
が
穏
や
か
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
な

ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
贈
答
歌
に
お
い
て
、「
信
じ
難
い
疑
」
の
表
明
は
ど
の
よ
う
な

意
味
を
持
つ
の
か
。
Ｃ
説
に
立
つ
『
伊
藤
釈
注
』
が

１
二
二
の
歌
が
表
芸
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
裏
芸
で
男
の
女
へ
の
こ
の
歌
に
対

し
、
女
の
男
へ
の
次
の
歌
を
組
み
合
わ
せ
て
、
宴
席
で
披
露
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
掛
け
合
い
の
呼
吸
を
秘
め
て
、「
心
ゆ
も
思
へ
や
妹
が
夢
に
し
見

ゆ
る
」
の
反
語
表
現
に
は
、
皮
肉
が
た
だ
よ
う
。
相
手
が
自
分
を
思
っ
て
く

れ
て
い
る
こ
と
は
百
も
承
知
で
、
逆
説
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
し
た
あ
た
り
に
落
ち
着
く
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
れ
に
対
し
て
女
が
「
川
の
上

の
い
つ
藻
の
花
の
い
つ
も
い
つ
も
来
ま
せ
我
が
背
子
時
じ
け
め
や
も
」
と
応
じ
る

の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。

　
『
伊
藤
釈
注
』
は
右
に
続
け
て
、

し
た
が
っ
て
、
次
の
四
九
一
に
も
、
ど
こ
か
に
何
ら
か
の
し
っ
ぺ
返
し
が
ひ

そ
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
。（
中
略
）「
心
ゆ
も
思
へ
や
妹
が
夢
に
し
見
ゆ
る
」

に
託
さ
れ
た
余
意
、
実
際
は
そ
う
は
思
え
な
い
の
に
と
い
う
相
手
の
皮
肉
を

知
ら
ぬ
げ
に
、
と
ぼ
け
て
返
し
た
の
が
こ
の
歌
で
あ
る
。
心
か
ら
思
っ
て
下

さ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
そ
の
表
面
の
意
を
額
面
ど
お
り
承
け
と
め
、
そ
の

よ
う
に
私
は
ず
っ
と
心
か
ら
あ
な
た
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、

足
繁
く
お
通
い
あ
そ
ば
せ
、
私
の
方
に
都
合
が
悪
い
な
ど
と
い
う
時
は
あ
り

ま
せ
ん
し
、と
言
い
や
っ
た
の
で
あ
る
。
と
ぼ
け
て
ま
じ
め
を
装
う
の
も
し
っ

ぺ
返
し
で
あ
る
。
そ
の
と
ぼ
け
の
中
に
、
女
は
、
今
日
は
折
が
悪
い
な
ど
と
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九
七

い
う
男
の
日
頃
の
言
い
わ
け
を
ぴ
し
ゃ
り
と
や
り
こ
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

と
の
解
釈
を
示
す
。
四
九
〇
歌
に
込
め
ら
れ
た
皮
肉
を
あ
え
て
無
視
し
て
表
現
を

額
面
通
り
「
心
か
ら
思
っ
て
下
さ
っ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
い
掛
け
と
し
て
受

け
取
っ
た
う
え
で
、
そ
れ
に
は
直
接
応
じ
ず
「
い
つ
も
い
つ
も
来
ま
せ
我
が
背
子

時
じ
け
め
や
も
」
と
言
い
や
る
こ
と
で
、
間
接
的
に
「
私
の
方
に
都
合
が
悪
い
な

ど
と
い
う
時
は
あ
り
ま
せ
ん
し
」
と
い
う
意
を
響
か
し
て
答
え
、
そ
れ
が
「
今
日

は
折
が
悪
い
な
ど
と
い
う
男
の
日
頃
の
言
い
わ
け
」
を
や
り
こ
め
る
こ
と
で
心
か

ら
思
っ
て
い
な
い
の
は
あ
な
た
の
方
で
し
ょ
う
と
い
う
し
っ
ぺ
返
し
に
な
っ
て
い

る
、
と
い
う
理
屈
だ
が
、
贈
答
歌
の
解
釈
と
し
て
は
あ
ま
り
に
複
雑
と
言
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。
四
九
〇
歌
の
皮
肉
を
あ
え
て
無
視
す
る
と
い
う
出
発
点
や
、
男
の
言

い
訳
を
や
り
こ
め
る
し
っ
ぺ
返
し
と
い
う
着
地
点
が
必
要
な
の
は
、
そ
も
そ
も

四
九
〇
歌
に
皮
肉
を
読
み
取
る
か
ら
で
あ
り
、「
来
ま
せ
我
が
背
子
」
と
応
じ
る
こ

と
で
間
接
的
に
答
え
る
と
い
う
回
り
く
ど
い
説
明
が
求
め
ら
れ
る
の
も
、
四
九
〇

歌
の
問
い
を
「
女
」
に
つ
い
て
の
も
の
と
解
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

四
九
〇
歌
に
女
へ
の
皮
肉
を
読
み
取
る
こ
と
が
、
贈
答
歌
の
解
釈
を
複
雑
な
も
の

に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

先
に
「
反
語
と
解
す
る
こ
と
の
問
題
点
」
と
記
し
た
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
問
題
点
を
解
消
す
る
に
は
、
前
記
Ａ
説
を
採
用
し
四
九
〇
歌
と
四
九
一
歌
と

を
贈
答
歌
と
い
う
枠
組
み
か
ら
解
放
す
る
か
、
複
雑
さ
を
誘
発
す
る
四
九
〇
歌
の

解
釈
を
再
考
す
る
か
、
の
二
つ
の
方
向
が
考
え
ら
れ
る
が
、
男
女
間
の
贈
答
歌
と

い
う
前
提
を
保
持
す
る
な
ら
、
後
者
が
選
択
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
第

三
句
「
情
由
毛
思
哉
」
を
「
あ
な
た
が
心
か
ら
思
っ
て
い
る
か
ら
な
の
か
、
そ
ん

な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
反
語
で
は
な
く
、
他
方
の
「
私
が

0

0

心
か
ら
思
っ

て
い
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
疑
問
で
の
解
釈
を
採
用
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
四
九
〇
歌
は
「
毎
日
あ
な
た
の
こ
と
が
夢
に
見
え
る
の
は
、

私
が
心
か
ら
あ
な
た
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
詠
み
掛
け

た
こ
と
に
な
り
、
対
す
る
四
九
一
歌
は
「
そ
ん
な
に
い
つ
も
私
の
こ
と
を
思
っ
て

く
だ
さ
る
の
な
ら
、
時
期
な
ど
選
ぶ
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
毎
日
私
の
と
こ
ろ
に

や
っ
て
来
て
く
だ
さ
い
」
と
応
じ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
方
が
、
贈
答
歌
の
解
釈

と
し
て
は
よ
ほ
ど
素
直
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
論
で
は
こ
の
主
体
を
我
と
捉
え
て
四
九
〇
歌
は
「
甲
が

乙
を
思
っ
て
の
夢
」
を
詠
ん
だ
も
の
と
す
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
で
は
そ
の
こ
と

は
ど
の
よ
う
な
文
学
史
的
展
望
を
拓
く
こ
と
に
な
る
の
か
。
次
節
で
は
、
こ
の
点

に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

三

　

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
歌
は
自
己
の
思
想
表
明
の
み
を
目
的
と
し

て
詠
ま
れ
る
の
で
は
な
い
。
特
に
対
他
性
の
強
い
贈
答
歌
に
お
い
て
は
、
相
手
へ

の
配
慮
や
場
の
雰
囲
気
が
表
現
を
決
定
す
る
と
い
う
側
面
が
多
分
に
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
四
九
〇
歌
の
「
毎
日
あ
な
た
の
こ
と
が
夢
に
見
え
る
の
は
、
私
が
心
か
ら

あ
な
た
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
表
現
が
、
詠
み
手

の
夢
観
を
表
明
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
妹
が
夢
に
見

え
た
の
は
妹
が
自
分
を
思
っ
て
く
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
発
想
は
、
当
然
有
し
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九
八

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
私
が

0

0

あ
な
た
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
か

ら
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
詠
ん
で
い
る
の
は
、
贈
答
歌
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
、

自
分
の
思
い
を
相
手
に
伝
え
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
た
た
め
だ
と
想
像
さ
れ
る
。
な

れ
ば
こ
そ
、
四
九
一
歌
で
も
そ
の
思
い
を
受
け
止
め
て
、「
い
つ
も
い
つ
も
来
ま
せ

我
が
背
子
」
と
来
訪
を
促
す
よ
う
に
応
じ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
贈
答
歌
で
は
、

二
人
の
親
密
さ
が
演
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
相
手
が
夢
に
見
え
た
こ
と
の
理
由
に
言
及
す
る
歌

に
贈
答
歌
が
多
い
と
い
う
事
実
で
あ
る（
３
）。
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
歌
は

四
九
〇
歌
以
外
に
も
以
下
の
十
四
首
を
加
え
得
る
と
考
え
る
が
（
～
部
が
原
因
に

言
及
し
た
部
分
）、
そ
の
う
ち
○
印
を
付
し
た
も
の
が
贈
答
歌
で
あ
る
（
？
は
状
況

が
不
明
で
贈
答
歌
か
否
か
が
判
断
で
き
な
い
も
の
、
△
は
旅
先
で
詠
ん
だ
も
の
で

相
手
に
は
贈
ら
れ
て
い
な
い
も
の
、
×
は
対
象
が
人
間
で
な
い
た
め
贈
歌
で
は
あ

り
え
な
い
も
の
）。

○
間
な
く
恋
ふ
れ
に
か
あ
ら
む
草
枕
旅
な
る
君
が
夢
に
し
見
ゆ
る

（
４
・
六
二
一
・
佐
伯
宿
禰
東
人
が
妻
）

○
い
か
ば
か
り
思
ひ
け
め
か
も
し
き
た
へ
の
枕
片
去
る
夢
に
見
え
け
る

（
４
・
六
三
三
・
娘
子
）

○
我
が
背
子
が
か
く
恋
ふ
れ
こ
そ
ぬ
ば
た
ま
の
夢
に
見
え
つ
つ
寝
ね
ら
え
ず
け

れ�

（
４
・
六
三
九
・
娘
子
）

○
朝
髪
の
思
ひ
乱
れ
て
か
く
ば
か
り
な
ね
が
恋
ふ
れ
そ
夢
に
見
え
け
る

（
４
・
七
二
四
・
坂
上
郎
女
）

×
荒
磯
ゆ
も
ま
し
て
思
へ
や
玉
の
浦
離
れ
小
島
の
夢
に
し
見
ゆ
る

（
７
・
一
二
〇
二
・
羈
旅
歌
）

？
朝
柏
閏う

る
や八

川
辺
の
篠
の
目
の
偲
ひ
て
寝
れ
ば
夢
に
見
え
け
り（

11
・
二
七
五
四
）

？
白
た
へ
の
袖
折
り
返
し
恋
ふ
れ
ば
か
妹
が
姿
の
夢
に
し
見
ゆ
る

（
12
・
二
九
三
七
）

？
み
を
つ
く
し
心
尽
く
し
て
思
へ
か
も
こ
こ
に
も
も
と
な
夢
に
し
見
ゆ
る

（
12
・
三
一
六
二
・
羈
旅
発
思
）

△
波
の
上
に
浮
き
寝
せ
し
夕
あ
ど
思
へ
か
心
悲
し
く
夢
に
見
え
つ
る

（
15
・
三
六
三
九
・
遣
新
羅
使
人
）

△
我
妹
子
が
い
か
に
思
へ
か
ぬ
ば
た
ま
の
一
夜
も
落
ち
ず
夢
に
し
見
ゆ
る

（
15
・
三
六
四
七
・
遣
新
羅
使
人
）

○
思
ひ
つ
つ
寝
れ
ば
か
も
と
な
ぬ
ば
た
ま
の
一
夜
も
落
ち
ず
夢
に
し
見
ゆ
る

（
15
・
三
七
三
八
・
中
臣
宅
守
）

○
旅
に
去
に
し
君
し
も
継
ぎ
て
夢
に
見
ゆ
我
が
片
恋
の
繁
け
れ
ば
か
も

（
17
・
三
九
二
九
・
坂
上
郎
女
）

○
葦
垣
の
外
に
も
君
が
寄
り
立
た
し
恋
ひ
け
れ
こ
そ
ば
夢
に
見
え
け
れ

（
17
・
三
九
七
七
・
家
持
）

△
あ
し
ひ
き
の
山
き
隔
り
て
遠
け
ど
も
心
し
行
け
ば
夢
に
見
え
け
り

（
17
・
三
九
八
一
・
家
持
）

贈
答
歌
で
の
用
例
が
半
数
を
占
め
て
い
る
の
は
、
四
九
〇
歌
を
贈
答
歌
と
見
な
し

た
う
え
で
言
え
ば
、
相
手
が
夢
に
見
え
た
こ
と
の
原
因
分
析
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ

の
相
手
と
の
関
係
に
お
い
て
求
め
ら
れ
た
こ
と
の
名
残
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
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て
、
そ
の
原
因
と
さ
れ
る
人
物
が
、
相
手
四
首
＝
六
三
三
・
六
三
九
・

七
二
四
・
三
九
七
七
、
自
分
三
首
＝
六
二
一
・
三
七
三
八
・
三
九
二
九
と
、
ほ
ぼ
同
数

と
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詠
み
手
の
置
か
れ
た
状
況
に
よ
っ
て
、「
乙
が

甲
を
思
っ
て
の
夢
」
か
「
甲
が
乙
を
思
っ
て
の
夢
」
か
が
そ
の
都
度
選
択
さ
れ
て

い
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る（
４
）。

　

た
と
え
ば
、
六
三
九
歌
は
「
乙
が
甲
を
思
っ
て
の
夢
」
で
あ
る
こ
と
を
「
我
が

0

0

背
子

0

0

が
か
く
恋
ふ
れ
こ
そ
」
と
明
示
的
に
断
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
湯
原
王
の

詠
み
贈
っ
て
き
た
「
た
だ
一
夜
隔
て
し
か
ら
に
あ
ら
た
ま
の
月
か
経
ぬ
る
と
心
惑

ひ
ぬ
」（
六
三
八
）
の
思
い
を
確
か
に
受
け
止
め
た
こ
と
を
相
手
に
伝
え
る
た
め
で

あ
ろ
う
し
、
三
九
二
九
歌
で
坂
上
郎
女
が
「
我
が
片
恋
の
繁
け
れ
ば
か
も
」
と
詠

ん
で
い
る
の
は
、
越
中
へ
と
赴
任
し
た
家
持
に
自
分
の
思
い
を
伝
え
る
た
め
で
あ

ろ
う
。
同
じ
郎
女
に
は
、「
乙
が
甲
を
思
っ
て
の
夢
」
を
詠
ん
だ
七
二
四
歌
も
あ
る

が
、
両
方
の
詠
み
方
が
見
ら
れ
る
の
は
、
郎
女
の
夢
観
が
こ
の
間
に
変
化
し
た
た

め
で
は
な
く
、
状
況
に
応
じ
て
郎
女
が
両
者
を
使
い
分
け
た
結
果
に
ほ
か
な
る
ま

い（
５
）。

　

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
よ
け
れ
ば
、「
乙
が
甲
を
思
っ
て
の
夢
」
と
「
甲
が
乙
を

思
っ
て
の
夢
」
の
共
存
現
象
は
、
第
一
節
末
に
記
し
た
よ
う
に
、
土
着
信
仰
と
中

国
文
学
と
い
う
起
源
の
異
な
る
二
つ
の
見
方
の
混
在
で
は
な
く
、
万
葉
歌
人
に
よ

る
主
体
的
な
選
択
の
結
果
だ
と
見
通
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
こ
と
の
拓
く
文
学
史
的
展
望
は
、
そ
れ
だ
け
に
留
ま
る
の
で
は

な
い
。「
乙
が
甲
を
思
っ
て
の
夢
」
か
「
甲
が
乙
を
思
っ
て
の
夢
」
か
の
選
択
が
歌

人
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
万
葉
歌
人
が
状
況
に
応
じ
て
か

な
り
自
由
に
夢
を
解
釈
し
て
い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。

　

と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
な
ら
ぬ
「
離
れ
小
島
」
を
対
象
と
し
て
詠
ん
で
い
る
前

掲
一
二
〇
二
歌
は
、
そ
の
よ
う
な
歌
の
広
が
り
を
示
す
一
例
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
。
先
に
も
×
印
を
付
し
た
よ
う
に
、
当
該
歌
は
相
手
（
離
れ

小
島
）
と
の
関
係
か
ら
「
ま
し
て
思
へ
や
」
と
疑
問
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。「
疑

問
表
現
＋
夢
に
し
見
ゆ
る
」
と
い
う
詠
み
方
を
す
る
も
の
は
、
先
に
挙
げ
た

四
九
〇
歌
や
六
二
一
歌
な
ど
集
中
に
十
首
ほ
ど
見
ら
れ
る
が
、
一
二
〇
二
歌
は
こ

の
形
式
を
利
用
し
て
、「
玉
の
浦
離
れ
小
島
」
が
夢
に
見
え
る
の
は
、「
荒
磯
」
よ

り
も
「
玉
の
浦
離
れ
小
島
」
に
心
惹
か
れ
て
い
る
せ
い
な
の
か
と
詠
ん
で
み
せ
た

の
で
あ
ろ
う
。『
阿
蘇
講
義
』
は
「
一
二
〇
二
は
、
荒
磯
を
面
白
く
思
っ
て
い
る
人

が
、
玉
の
浦
の
離
れ
小
島
を
夢
に
見
た
故
に
、
そ
ち
ら
の
方
に
一
層
心
惹
か
れ
て

い
た
の
か
、
と
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
自
分
の
気
持
ち
を
知
ら
さ
れ
た
よ
う
な
思

い
を
詠
ん
だ
歌
」
と
評
す
る
が
、
ま
さ
に
自
分
自
身
の
深
層
心
理
と
向
き
合
っ
た

か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
歌
で
あ
る
。

　

ま
た
、

ぬ
ば
た
ま
の
夜
を
長
み
か
も
我
が
背
子
が
夢
に
夢
に
し
見
え
反
る
ら
む

（
12
・
二
八
九
〇
）

門
立
て
て
戸
も
さ
し
た
る
を
い
づ
く
ゆ
か
妹
が
入
り
来
て
夢
に
見
え
つ
る

（
12
・
三
一
一
七
）

の
二
首
は
、
原
因
部
分
を
変
化
さ
せ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
二
八
九
〇
歌
は
、

夢
で
何
度
も
背
子
が
見
え
る
こ
と
を
自
分
や
相
手
の
思
い
の
強
さ
と
結
び
つ
け
る

の
で
は
な
く
、
夜
の
長
さ
と
関
連
づ
け
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
何
故
そ
の
よ
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う
な
詠
み
方
を
し
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
恋
人
が
夢
に
見
え
る
こ
と
の
原
因
を
土

着
信
仰
や
中
国
文
学
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
に
求
め
て
い
る
の
は
、
当
該
歌
人
の
自

覚
的
な
営
み
を
想
像
さ
せ
る
。
三
一
一
七
歌
は
『
遊
仙
窟
』
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、

妹
が
夢
に
見
え
た
原
因
で
は
な
く
そ
の
方
法
を
問
題
に
し
た
歌
だ
が
、
対
す
る
妹

が
「
門
立
て
て
戸
は
さ
し
た
れ
ど
盗
人
の
穿ほ

れ
る
穴
よ
り
入
り
て
見
え
け
む
」

（
12
・
三
一
一
八
）
と
応
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
深
刻
な
問
い
を
発
し
た
の

で
は
あ
る
ま
い
。
外
来
の
知
識
を
前
提
に
し
た
機
知
的
な
や
り
取
り
と
解
す
べ
き

で
あ
り
、
そ
う
い
う
掛
け
合
い
の
素
材
と
し
て
夢
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
そ
の
時
々
の
状
況
に
応
じ
て
夢
に
見
え
る
こ
と
の
原
因
や
方
法
を

考
え
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
贈
答
歌
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
相
手
を
夢
に
見

た
こ
と
を
自
分
や
相
手
の
思
い
と
結
び
付
け
て
捉
え
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
初
期

段
階
か
ら
は
、
相
当
の
進
展
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、
夢
に
見
え
る
と
い
う
現

象
を
捉
え
る
視
点
が
多
様
化
し
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
万
葉
後
期
に
広
ま
っ
た
自

由
な
発
想
は
、
や
が
て
原
因
や
方
法
と
い
う
形
で
過
去
を
問
う
枠
組
み
そ
の
も
の

を
離
れ
、
夢
か
ら
覚
め
た
後
の
心
情
を
詠
む
方
向
に
も
表
現
領
域
を
拡
大
さ
せ
て

い
く
こ
と
に
な
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
時
代
が
下
る
と
、
夢
に
見
え
た
原
因
で
は

な
く
、
目
覚
め
た
後
の
様
子
や
心
の
動
き
と
組
み
合
わ
せ
た
以
下
の
よ
う
な
用
例

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

ア
は
ね
縵
今
す
る
妹
を
夢
に
見
て
心
の
内
に
恋
ひ
渡
る
か
も（

４
・
七
〇
五
・
家
持
）

ア
思
は
ぬ
に
妹
が
笑
ま
ひ
を
夢
に
見
て
心
の
内
に
燃
え
つ
つ
そ
居
る

（
４
・
七
一
八
・
家
持
）

ア
夢
の
逢
ひ
は
苦
し
か
り
け
り
お
ど
ろ
き
て
搔
き
探
れ
ど
も
手
に
も
触
れ
ね
ば

（
４
・
七
四
一
・
家
持
）

イ
夢
の
み
に
継
ぎ
て
見
え
つ
つ
竹
島
の
磯
越
す
波
の
し
く
し
く
思
ほ
ゆ

��（
７
・
一
二
三
六
・
羈
旅
歌
）

イ
あ
ら
た
ま
の
月
立
つ
ま
で
に
来
ま
さ
ね
ば
夢
に
し
見
つ
つ
思
ひ
そ
我
が
せ
し

（
８
・
一
六
二
〇
・
坂
上
郎
女
）

イ
暁
の
夢
に
見
え
つ
つ
梶
島
の
磯
越
す
波
の
し
き
て
し
思
ほ
ゆ

（
９
・
一
七
二
九
・
藤
原
宇
合
）

ウ
夢
の
み
に
見
て
す
ら
こ
こ
だ
恋
ふ
る
我
は
現
に
見
て
ば
ま
し
て
い
か
に
あ
ら

む�

（
11
・
二
五
五
三
）

イ
大
原
の
古
り
に
し
里
に
妹
を
置
き
て
我
寝
ね
か
ね
つ
夢
に
見
え
つ
つ

（
11
・
二
五
八
七
）

ウ
摺
り
衣
着け

り
と
夢
に
見
つ
現
に
は
い
づ
れ
の
人
の
言
か
繁
け
む

（
11
・
二
六
二
一
）

ア
現
に
も
今
も
見
て
し
か
夢
の
み
に
手
本
ま
き
寝
と
見
れ
ば
苦
し
も

（
12
・
二
八
八
〇
）

ア
愛
し
と
思
ふ
我
妹
を
夢
に
見
て
起
き
て
探
る
に
な
き
が
さ
ぶ
し
さ

（
12
・
二
九
一
四
）

イ
し
ま
ら
く
は
寝
つ
つ
も
あ
ら
む
を
夢
の
み
に
も
と
な
見
え
つ
つ
我
を
音
し
泣

く
る�

（
14
・
三
四
七
一
）

ア
思
は
ず
も
ま
こ
と
あ
り
得
む
や
さ
寝
る
夜
の
夢
に
も
妹
が
見
え
ざ
ら
な
く
に

（
15
・
三
七
三
五
・
中
臣
宅
守
）



吉
田
幹
生　

『
万
葉
集
』
の
夢
の
歌

一
〇
一

ア
ぬ
ば
た
ま
の
夢
に
は
も
と
な
相
見
れ
ど
直
に
あ
ら
ね
ば
恋
止
ま
ず
け
り

　
（
17
・
三
九
八
〇
・
家
持
）

ア
現
に
と
思
ひ
て
し
か
も
夢
の
み
に
手
本
ま
き
寝
と
見
れ
ば
す
べ
な
し����

　
　
　
（
19
・
四
二
三
七
）

こ
れ
ら
は
、
詠
歌
時
点
で
も
未
来
の
内
容
を
詠
む
も
の
（
ウ
）
と
詠
歌
時
点
で
は

す
で
に
生
起
し
て
い
る
事
柄
や
心
情
を
詠
む
も
の
（
ア
・
イ
）
に
大
別
さ
れ
、
後

者
は
さ
ら
に
〈
夢
に
見
（
え
）
つ
つ
〉
の
語
を
含
み
時
間
の
前
後
関
係
が
明
確
で

な
い
も
の
（
イ
）
と
、そ
の
点
が
明
確
な
も
の
（
ア
）
と
に
細
分
化
さ
れ
る
。
も
っ

と
も
、ア
に
分
類
し
た
七
〇
五
歌
や
七
一
八
歌
も「
夢
に
見
え
つ
つ
恋
ひ
渡
る
か
も
」

と
で
も
す
れ
ば
容
易
に
イ
に
分
類
さ
れ
る
よ
う
に
、
内
容
面
で
の
両
者
の
境
界
は

曖
昧
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
、
イ
は
「
人
は
よ
し
思
ひ
止
む
と
も
玉
か
づ
ら
影
に
見
え
つ
つ

0

0

0

0

0

0

忘
ら

え
ぬ
か
も
」（
２
・
一
四
九
・
倭
大
后
）
の
よ
う
な
表
現
と
関
係
が
あ
ろ
う
。
こ
れ

は
七
世
紀
後
半
の
天
智
挽
歌
群
中
の
一
首
で
、「
人
」
と
の
対
比
か
ら
天
智
へ
の
思

い
が
消
え
な
い
自
ら
の
あ
り
よ
う
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
言
い
回
し
は
前

掲
し
た
「
我
が
背
子
が
か
く
恋
ふ
れ
こ
そ
ぬ
ば
た
ま
の
夢
に
見
え
つ
つ

0

0

0

0

0

0

寝
ね
ら
え

ず
け
れ
」（
４
・
六
三
九
・
娘
子
）
や
「
高
円
の
野
辺
の
か
ほ
花
面
影
に
見
え
つ
つ

0

0

0

0

0

0

0

妹
は
忘
れ
か
ね
つ
も
」（
８
・
一
六
三
〇
・
家
持
）
の
よ
う
に
詠
み
継
が
れ
て
お
り
、

二
五
八
七
歌
や
三
四
七
一
歌
は
こ
れ
ら
と
同
種
の
発
想
に
よ
る
も
の
と
推
定
さ
れ

る
。
相
手
が
夢
に
見
え
る
か
ら
か
え
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
・
寝
ら
れ
な
い
、
ま
た

そ
れ
ゆ
え
泣
い
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
相
手
の

姿
が
自
分
の
心
に
と
り
つ
く
様
を
波
の
映
像
を
利
用
し
て
表
現
し
た
も
の
が
、

一
二
三
六
歌
や
一
七
二
九
歌
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
思

ほ
ゆ
」
と
い
う
語
は
、「
～
見
れ
ば
…
思
ほ
ゆ
」
と
い
う
形
で
そ
の
契
機
を
明
示
す

る
こ
と
が
多
い
が
、こ
れ
ら
が
「
夢
に
し
見
れ
ば
」「
夢
見
る
ご
と
に
」
な
ど
と
な
っ

て
い
な
い
の
は
、
相
手
の
出
現
と
自
ら
の
感
情
と
を
一
回
的
な
因
果
関
係
で
捉
え

る
の
で
は
な
く
、
両
者
を
連
続
的
で
一
体
の
も
の
と
し
て
捉
え
、
む
し
ろ
そ
の
一

連
の
事
態
が
繰
り
返
さ
れ
る
反
復
的
な
側
面
に
表
現
の
重
心
が
置
か
れ
て
い
る
か

ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、「
～
見
れ
ば
…
思
ほ
ゆ
」
と
い
う
定
型
表
現
で
は
な

く
、
イ
と
同
種
の
「
夢
に
見
え
つ
つ
忘
ら
え
ぬ
か
も
」
と
い
う
発
想
が
歌
人
の
根

底
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
た
い
。

　

こ
う
し
て
、
相
手
が
夢
に
出
現
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
慰
め
ら
れ
な
い
自
ら
の

内
面
と
向
き
合
う
た
め
の
土
壌
が
次
第
に
形
成
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

夢
に
見
え
た
と
い
っ
て
も
、
所
詮
夢
は
夢
で
し
か
な
い
。
む
し
ろ
、
夢
に
見
え
た

か
ら
こ
そ
い
っ
そ
う
現
実
で
の
出
会
い
を
希
求
す
る
気
持
ち
も
膨
ら
み
、
ま
た
そ

の
反
動
と
し
て
夢
と
現
実
は
異
な
る
と
い
う
認
識
も
深
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。

ア
と
し
た
二
八
八
〇
歌
は
そ
の
よ
う
な
思
い
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、「
死
に
し

妻
を
悲
傷
す
る
歌
」
の
反
歌
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
類
想
の
四
二
三
七
歌
が
遊
行

女
婦
の
蒲
生
に
よ
っ
て
伝
誦
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
種
の
発
想
が
八
世
紀
半
ば

に
は
か
な
り
広
が
っ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

　

二
九
一
四
歌
や
七
四
一
歌
に
お
け
る
『
遊
仙
窟
』
享
受
も
、
こ
の
よ
う
な
土
壌

の
上
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
先
述
の
二
八
八
〇
歌
や
四
二
三
七
歌
も
含
め
て
、

こ
れ
ら
で
は
「
苦
し
」「
さ
ぶ
し
」「
す
べ
な
し
」
と
否
定
的
な
言
葉
が
用
い
ら
れ

て
お
り
、
現
実
（
覚
醒
時
）
と
の
対
比
か
ら
夢
で
の
出
逢
い
が
嘆
く
べ
き
も
の
と
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し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
夢
か
ら
覚
め
た
後
の
嘆
き
や
悲
し
み
を
詠

む
と
い
う
方
向
に
、
表
現
領
域
が
拡
大
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。『
万
葉
集
』
で

は
ま
だ
表
現
の
種
類
が
乏
し
い
が
、や
が
て
こ
の
よ
う
な
方
向
の
延
長
線
上
に
、『
古

今
和
歌
集
』
の

よ
ひ
よ
ひ
に
枕
さ
だ
め
む
方
も
な
し
い
か
に
寝
し
夜
か
夢
に
見
え
け
む

　
　

��　
（
恋
１
・
五
一
六
）

恋
ひ
死
ね
と
す
る
わ
ざ
な
ら
し
う
ば
た
ま
の
夜
は
す
が
ら
に
夢
に
見
え
つ
つ

　
　
（
恋
１
・
五
二
六
）

思
ひ
つ
つ
寝
れ
ば
や
人
の
見
え
つ
ら
む
夢
と
知
り
せ
ば
覚
め
ざ
ら
ま
し
を

（
恋
２
・
五
五
二
・
小
町
）

う
た
た
寝
に
恋
し
き
人
を
見
て
し
よ
り
夢
て
ふ
も
の
は
頼
み
そ
め
て
き

��（
恋
２
・
五
五
三
・
小
町
）

は
か
な
く
て
夢
に
も
人
を
見
つ
る
夜
は
朝
の
床
ぞ
起
き
憂
か
り
け
る

　
　
（
恋
２
・
五
七
五
・
素
性
）

命
に
も
ま
さ
り
て
惜
し
く
あ
る
も
の
は
見
は
て
ぬ
夢
の
覚
む
る
な
り
け
り

（
恋
２
・
六
〇
九
・
忠
岑
）

と
い
っ
た
歌
々
が
詠
み
出
さ
れ
て
く
る
の
だ
と
見
通
さ
れ
る
。

　

以
上
、「
夢
」
と
い
う
素
材
に
万
葉
歌
人
が
自
覚
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
と
い
う

前
提
の
も
と
、
相
手
が
夢
に
見
え
た
場
合
の
詠
み
方
と
し
て
、
そ
の
原
因
を
探
究

す
る
型
と
夢
か
ら
覚
め
た
後
の
心
情
を
詠
む
型
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
こ
れ
は
、

夢
に
見
え
た
時
点
を
基
準
に
す
る
と
、
前
者
は
そ
こ
か
ら
過
去
に
向
か
う
も
の
、

後
者
は
そ
こ
か
ら
未
来
に
向
か
う
も
の
と
し
て
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
お
そ

ら
く
、
相
手
が
夢
に
見
え
た
と
い
う
事
実
を
相
手
や
自
分
の
思
い
と
結
び
つ
け
る

こ
と
で
連
帯
関
係
を
強
め
よ
う
と
し
て
い
た
段
階
か
ら
、
や
が
て
そ
の
自
由
な
解

釈
が
「
影
に
見
え
つ
つ
忘
ら
え
ぬ
か
も
」
の
よ
う
な
表
現
を
取
り
込
み
つ
つ
、
夢

か
ら
覚
め
た
後
の
心
情
を
詠
む
方
向
へ
と
次
第
に
拡
張
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

次
節
で
は
、
こ
の
分
類
を
基
に
、
相
手
が
夢
に
出
現
し
な
い
場
合
の
詠
み
方
に
つ

い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

四

　

相
手
が
夢
に
見
え
な
い
場
合
は
、

現
に
は
逢
ふ
よ
し
も
な
し
ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
夢
に
を
継
ぎ
て
見
え
こ
そ

　
　
（
５
・
八
〇
七
・
旅
人
）

現
に
は
直
に
も
逢
は
ず
夢
に
だ
に
逢
ふ
と
見
え
こ
そ
我
が
恋
ふ
ら
く
に

（
12
・
二
八
五
〇
・
人
麻
呂
歌
集
）

国
遠
み
直
に
は
逢
は
ず
夢
に
だ
に
我
に
見
え
こ
そ
逢
は
む
日
ま
で
に

　
　
　
　
　
（
12
・
三
一
四
二
）

の
よ
う
に
、
夢
で
の
出
現
を
希
求
す
る
も
の
が
基
本
形
と
な
る
。
右
に
も
「
夢
に

だ
に

0

0

」
と
あ
る
よ
う
に
、
現
実
で
は
逢
え
な
い
か
ら
せ
め
て

0

0

0

夢
の
中
だ
け
で
も

0

0

0

0

…

と
し
て
夢
で
の
出
会
い
を
求
め
る
こ
と
が
多
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
見
方
を
変
え
て

言
え
ば
、
夢
で
の
出
逢
い
を
希
求
す
る
場
合
、
そ
の
原
因
（
現
状
）
と
組
み
合
わ

せ
て
歌
一
首
に
仕
立
て
上
げ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

里
遠
み
恋
ひ
う
ら
ぶ
れ
ぬ
ま
そ
鏡
床
の
辺
去
ら
ず
夢
に
見
え
こ
そ

（
11
・
二
五
〇
一
・
人
麻
呂
歌
集
）
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一
〇
三

我
が
心
と
も
し
み
思
ふ
新
た
夜
の
一
夜
も
落
ち
ず
夢
に
見
え
こ
そ

（
12
・
二
八
四
二
・
人
麻
呂
歌
集
）

今
よ
り
は
恋
ふ
と
も
妹
に
逢
は
め
や
も
床
辺
去
ら
ず
夢
に
見
え
こ
そ

（
12
・
二
九
五
七
）

現
に
は
言
も
絶
え
た
り
夢
に
だ
に
継
ぎ
て
見
え
こ
そ
直
に
逢
ふ
ま
で
に

（
12
・
二
九
五
九
）

の
よ
う
に
原
因
部
分
（
～
部
）
に
変
化
が
見
ら
れ
た
と
し
て
も
、
歌
の
構
成
と
し

て
は
原
因
（
現
状
）
＋
希
求
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は

先
の
分
類
に
従
う
と
、
未
来
志
向
型
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
型
は
、
希
求
内
容
が
決
ま
っ
て
い
る
た
め
原
因
部
分
に
し
か
工
夫
の
余
地

は
な
い
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は

う
つ
せ
み
の
人
目
繁
く
は
ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
夢
に
を
継
ぎ
て
見
え
こ
そ

�����　
（
12
・
三
一
〇
八
）

の
よ
う
な
、
人
目
や
人
言
と
組
み
合
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
当
該
歌
は
「
う
つ
せ

み
の
人
目
を
繁
み
逢
は
ず
し
て
年
の
経
ぬ
れ
ば
生
け
り
と
も
な
し
」（
12
・

三
一
〇
七
）
と
問
答
を
な
す
も
の
で
、
現
実
の
社
会
で
は
人
目
が
う
る
さ
い
の
で

夢
の
中
で
出
て
き
て
欲
し
い
と
詠
ん
で
い
る
。
本
節
冒
頭
に
挙
げ
た
現
実
で
は
逢

え
な
い
か
ら
夢
で
逢
い
た
い
と
詠
む
歌
も
、
さ
ら
に
そ
の
理
由
に
踏
み
込
む
な
ら

ば
、
単
に
二
人
の
間
に
物
理
的
な
距
離
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
の
み
な
ら
ず
、

人
目
や
人
言
が
原
因
で
逢
え
な
い
と
す
る
も
の
も
多
い
と
想
像
さ
れ
る
の
で
、
潜

在
的
に
は
三
一
〇
八
歌
の
よ
う
な
発
想
は
珍
し
く
な
か
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
現
実
で
は
人
目
が
う
る
さ
い
か
ら
夢
で
逢
い
た
い
と
い
う
発
想
は
、

反
転
さ
せ
る
と
夢
を
人
目
や
人
言
と
無
縁
な
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
つ

な
が
っ
て
い
く
。
こ
の
点
か
ら
注
意
さ
れ
る
の
が
、

直
に
逢
は
ず
あ
る
は
う
べ
な
り
夢
に
だ
に
な
に
し
か
人
の
言
の
繁
け
む

（
12
・
二
八
四
八
・
人
麻
呂
歌
集
）

の
解
釈
で
あ
る
。
当
該
歌
に
つ
い
て
は
、「
直
接
に
逢
わ
な
い
の
は
無
理
も
な
い
。

夢
の
中
で
さ
え
、
ど
う
し
て
人
の
噂
が
う
る
さ
い
の
で
し
ょ
う
」（
新
大
系
）
な
ど

と
現
代
語
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
現
実
世
界
同
様
に
夢
の
中
で
も
人
の
噂
が
う

る
さ
く
て
逢
え
な
い
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
と
解
さ
れ
て
い
る（
６
）。
こ
の
解
釈
が
正
し
け

れ
ば
、
当
該
歌
は
「
う
つ
つ
に
は
さ
も
こ
そ
あ
ら
め
夢
に
さ
へ
人
目
を
よ
く
と
見

る
が
わ
び
し
さ
」（
古
今
・
恋
３
・
六
五
六
・
小
町
）
の
よ
う
な
、
夢
の
中
に
も
人

目
や
人
言
が
浸
透
し
て
い
る
と
い
う
発
想
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
内
容
の
歌
を
人
麻
呂
歌
集
の
段
階
に
想
定
し
て
よ
い
の
だ

ろ
う
か
。

　

ま
ず
考
え
る
べ
き
は
、
結
句
「
言
の
繁
け
む
」（
原
文
「
事
繁
」）
の
表
す
時
制

で
あ
る
。
集
中
、「
言
の
繁
け
む
」
は
他
に
二
例
。

石
そ
そ
き
岸
の
浦
廻
に
寄
す
る
波
辺
に
来
寄
ら
ば
か
言
の
繁
け
む
［
言
之
将
レ

繁
］�

（
７
・
一
三
八
八
）

人
言
の
繁
き
間
守
り
て
逢
ふ
と
も
や
な
ほ
我
が
上
に
言
の
繁
け
む
［
事
之
将
レ

繁
］�

（
11
・
二
五
六
一
）

ま
た
、
前
掲
し
た

摺
り
衣
着
り
と
夢
に
見
つ
現
に
は
い
づ
れ
の
人
の
言
か
繁
け
む［
事
可
将
レ
繁
］

�

（
11
・
二
六
二
一
）
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第
五
十
五
号
（
二
〇
二
〇
）

一
〇
四

も
類
例
と
し
て
よ
か
ろ
う
が
、
一
三
八
八
歌
は
、「
石
そ
そ
き
岸
の
浦
廻
に
寄
す
る

波
」
の
映
像
に
寄
せ
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
あ
な
た
に
近
づ
い
た
ら
世
間
の
噂
が

う
る
さ
く
な
る
だ
ろ
う
か
と
詠
ん
だ
も
の
。
二
五
六
一
歌
も
、
人
の
噂
の
絶
え
間

を
選
ん
で
あ
な
た
に
逢
っ
た
と
し
て
も
や
は
り
噂
に
な
る
だ
ろ
う
か
と
詠
ん
だ
も

の
で
あ
る
。
二
六
二
一
歌
も
含
め
て
、
い
ず
れ
も
発
話
時
点
で
は
未
実
現
の
内
容

に
つ
い
て
噂
が
大
き
く
な
る
こ
と
を
想
像
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は「
言

の
繁
け
む0

」
と
い
う
語
法
の
問
題
で
あ
ろ
う
か
ら
、
二
八
四
八
歌
に
つ
い
て
も
、

既
に
起
こ
っ
た
夢
に
つ
い
て
で
は
な
く
こ
れ
か
ら
先
の
夢
に
つ
い
て
「
言
の
繁
け

む
」
と
推
量
し
た
も
の
と
捉
え
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

次
に
「
な
に
し
か
」
だ
が
（
原
文
は
「
何
」
と
あ
る
の
み
だ
が
、『
代
匠
記
』
以

来
ナ
ニ
シ
カ
と
訓
む
こ
と
が
通
説
に
な
っ
て
い
る
）、
こ
れ
は

朝
づ
く
日
向
か
ふ
黄
楊
櫛
古
り
ぬ
れ
ど
な
に
し
か
［
何
然
］
君
が
見
れ
ど
飽

か
ざ
ら
む�

（
11
・
二
五
〇
〇
・
人
麻
呂
歌
集
）

玉
縵
か
け
ぬ
時
な
く
恋
ふ
れ
ど
も
な
に
し
か
［
何
如
］
妹
に
逢
ふ
時
も
な
き

　
　
（
12
・
二
九
九
四
）

暁
の
朝
霧
隠
り
か
へ
ら
ば
に
な
に
し
か
［
如
何
］
恋
の
色
に
い
で
に
け
る

　
　
　
（
12
・
三
〇
三
五
）

の
よ
う
に
、
主
に
現
在
や
過
去
の
事
柄
に
対
し
て
そ
の
原
因
や
理
由
を
問
う
疑
問

表
現
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
対
象
に
対
す
る
発
話
者
の
訝
り
や
非
難
の
心

情
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
対
象
を
肯
定
し
得
な
い
気
持
ち
か
ら
発
せ
ら

れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
未
来
の
内
容
に
向
け
ら
れ
る
時
、

そ
こ
に
は
自
ず
か
ら
反
語
の
気
息
が
こ
も
る
こ
と
に
な
ろ
う
。『
古
今
和
歌
集
』
に

は

あ
ふ
こ
と
の　

ま
れ
な
る
色
に　

思
ひ
そ
め　

我
が
身
は
常
に　

天
雲
の　

は
る
る
と
き
な
く　

富
士
の
嶺
の　

燃
え
つ
つ
と
は
に　

思
へ
ど
も　

逢
ふ

こ
と
か
た
し　

な
に
し
か
も　

人
を
恨
み
む　

わ
た
つ
み
の　

沖
を
深
め
て　

思
ひ
て
し　

思
ひ
は
い
ま
は　

い
た
づ
ら
に　

な
り
ぬ
べ
ら
な
り
…

　
（
雑
躰
・
一
〇
〇
一
）

と
い
う
用
例
が
あ
り
、
傍
証
と
な
る
。

　

つ
ま
り
、「
な
に
し
か
人
の
言
の
繁
け
む
」
は
、
相
手
が
夢
に
現
れ
な
い
と
い
う

既
実
現
の
出
来
事
に
対
し
て
ど
う
し
て
人
の
噂
が
う
る
さ
い
の
だ
ろ
う
と
訝
っ
た

も
の
で
は
な
く
、
未
実
現
の
夢
に
対
し
て
あ
な
た
が
出
て
き
て
も
人
の
噂
に
な
る

こ
と
な
ど
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
、
と
否
定
的
に
問
い
か
け
た
も
の
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
第
三
句
「
夢
に
だ
に
」
は
、
せ
め
て
夢
の
中
だ
け
で
も
…
と
い
う
願
望
か

ら
発
せ
ら
れ
た
言
葉
で
は
あ
る
が
、
反
語
（
否
定
）
と
組
み
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る

た
め
、「
夢
に
だ
に
見
ざ
り
し
も
の
を
お
ほ
ほ
し
く
宮
出
も
す
る
か
佐さ

ひ日
の
隈
廻
を
」

（
２
・
一
七
五
）
や
「
夢
に
だ
に
な
に
か
も
見
え
ぬ
見
ゆ
れ
ど
も
我
か
も
迷
ふ
恋
の

繁
き
に
」（
11
・
二
五
九
五
）
と
同
じ
く
、「
夢
に
さ
え
」
に
近
い
意
味
と
な
る
。

或
本
歌
の
「
現
に
は
う
べ
も
逢
は
さ
ず
夢
に
さ
へ
」
は
そ
の
意
を
汲
ん
で
生
じ
た

本
文
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
、「
言
の
繁
け
む
」
が
未
実
現
の
内

容
を
表
す
以
上
、
前
掲
古
今
六
五
六
歌
の
よ
う
な
意
味
に
な
る
こ
と
は
な
く
、「
あ

な
た
が
夢
に
出
て
き
て
も
人
の
噂
に
な
る
こ
と
な
ど
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
い

う
意
味
は
保
存
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
二
八
四
八
歌
に
お
い
て
も
、
人
目
や
人
言
の
た
め
に
出
会
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五

い
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
現
実
と
、
そ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
夢
の
世
界
と
い
う

対
比
関
係
は
前
提
に
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
麻
呂
歌

集
の
段
階
で
は
古
今
六
五
六
歌
的
な
認
識
は
未
成
立
で
あ
り
、
む
し
ろ
現
実
と
は

異
な
る
も
の
と
し
て
夢
の
世
界
は
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
、
現
実
で
は
相
手
に
逢
え
な
い
と
い
う
現
状
へ
の
認
識
が
、
出
会
い
を
阻
害
す

る
も
の
と
し
て
の
人
目
・
人
言
の
存
在
し
な
い
夢
を
理
念
的
に
見
出
す
と
こ
ろ
か
ら
、

人
の
見
て
言
咎
め
せ
ぬ
夢
に
我
今
夜
至
ら
む
屋
戸
さ
す
な
ゆ
め

（
12
・
二
九
一
二
）

人
の
見
て
言
咎
め
せ
ぬ
夢
に
だ
に
止
ま
ず
見
え
こ
そ
我
が
恋
止
ま
む

（
12
・
二
九
五
八
）

に
見
ら
れ
る
「
人
の
見
て
言
咎
め
せ
ぬ
夢
」
と
い
う
表
現
が
生
ま
れ
て
く
る
の
だ

と
見
通
さ
れ
る
。

　

以
上
が
未
来
志
向
型
で
あ
っ
た
が
、
一
方
の
過
去
志
向
型
は
、
夢
に
出
て
こ
な

い
こ
と
の
理
由
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る（
７
）。
人
麻
呂
歌
集
に
は
夢

の
歌
が
十
首
載
り
、
そ
の
な
か
に
は
「
我
妹
子
に
恋
ひ
す
べ
な
が
り
夢
に
見
む

0

0

0

0

と

我
は
思
へ
ど
寝
ね
ら
え
な
く
に
」（
11
・
二
四
一
二
）「
い
か
な
ら
む
名
に
負
ふ
神

に
手
向
せ
ば
我
が
思
ふ
妹
を
夢
に
だ
に
見
む

0

0

0

0

0

0

」（
11
・
二
四
一
八
）
の
よ
う
に
、
夢

で
の
出
逢
い
を
希
求
す
る
も
の
の（
傍
点
部
）、二
重
傍
線
部
の
機
能
い
か
ん
に
よ
っ

て
は
そ
の
願
い
が
叶
い
そ
う
に
な
い
こ
と
が
言
外
に
響
い
て
く
る
も
の
が
あ
る
が
、

し
か
し
こ
の
点
が
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
八
世
紀
を
待
た
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

夢
に
だ
に
見
え
ば
こ
そ
あ
れ
か
く
ば
か
り
見
え
ず
し
あ
る
は
恋
ひ
て
死
ね
と

か�

（
４
・
七
四
九
・
家
持
）

都
道
を
遠
み
か
妹
が
こ
の
こ
ろ
は
祈
ひ
て
寝
れ
ど
夢
に
見
え
来
ぬ

��������（
４
・
七
六
七
・
家
持
）

夢
に
だ
に
見
え
む
と
我
は
ほ
ど
け
ど
も
相
し
思
は
ね
ば
う
べ
見
え
ざ
ら
む

��（
４
・
七
七
二
・
家
持
）

相
思
は
ず
君
は
あ
る
ら
し
ぬ
ば
た
ま
の
夢
に
も
見
え
ず
う
け
ひ
て
寝
れ
ど

������（
11
・
二
五
八
九
）

夢
に
だ
に
な
に
か
も
見
え
ぬ
見
ゆ
れ
ど
も
我
か
も
迷
ふ
恋
の
繁
き
に

����������（
11
・
二
五
九
五
）

我
が
恋
は
慰
め
か
ね
つ
ま
日
長
く
夢
に
見
え
ず
て
年
の
経
ぬ
れ
ば

　
　
　
　

����（
11
・
二
八
一
四
）

私
見
で
は
右
の
六
首
を
数
え
る
が
、う
ち
五
首
に
理
由
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
（
～

部
）。「
恋
ひ
て
死
ね
と
か
」
と
す
る
七
四
九
歌
は
、
過
去
に
で
は
な
く
未
来
に
理

由
を
求
め
た
も
の
。
本
論
冒
頭
に
挙
げ
た
二
五
四
四
歌
の
よ
う
な
発
想
を
踏
ま
え
、

さ
ら
に
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
都
道
を
遠
み
か
」
と
す
る

七
六
七
歌
は
久
邇
京
に
い
る
家
持
が
奈
良
に
い
る
坂
上
大
嬢
に
贈
っ
た
も
の
で
、

二
人
の
距
離
を
問
題
に
す
る
の
も
う
な
づ
け
る
。
前
掲
し
た
二
五
〇
一
歌
や

三
一
四
二
歌
な
ど
、
距
離
ゆ
え
に
逢
え
な
い
と
い
う
類
型
を
も
踏
ま
え
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
夢
に
見
え
な
い
こ
と
を
〈
相
思
は
ず
〉
と
捉
え
る

七
七
二
歌
や
二
五
八
九
歌
は
、
相
手
が
夢
に
見
え
た
こ
と
を
自
分
や
相
手
の
思
い

と
結
び
つ
け
て
解
す
る
型
の
歌
と
同
様
の
発
想
に
支
え
ら
れ
た
も
の
だ
が
、〈
相
思

は
ず
〉
と
い
う
言
い
方
か
ら
推
せ
ば
、
自
分
の
思
い
は
変
わ
っ
て
い
な
い
の
に
あ
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一
〇
六

な
た
の
思
い
が
変
化
し
た
せ
い
だ
と
表
現
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
相
手
と
の
連
帯

を
志
向
す
る
人
間
に
と
っ
て
、
自
分
の
思
い
は
自
明
の
前
提
で
あ
り
、
関
心
は
常

に
相
手
の
心
に
向
け
ら
れ
る
。だ
か
ら
こ
そ
、相
手
の
思
い
が
変
わ
っ
た
こ
と
を〈
相0

思
は
ず
〉
と
表
現
す
る
の
だ
と
考
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
理
由
は
様
々
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
総
じ
て
夢
に
出
て
こ
な
い
現

象
を
通
し
て
相
手
の
思
い
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
指
摘
で
き
る
。
そ
の
よ

う
な
中
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
自
分
の
惑
乱
ぶ
り
ゆ
え
に
夢
に
出
て
来
て
い
る
の

に
見
え
て
い
な
い
の
か
と
す
る
二
五
九
五
歌
で
あ
る
。
二
人
の
物
理
的
な
距
離
や

相
手
の
思
い
に
理
由
を
求
め
る
の
と
は
異
な
り
、
本
当
は
出
現
し
て
い
る
の
に
気

が
つ
い
て
い
な
い
と
す
る
の
は
、
か
な
り
捻
っ
た
着
想
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ

れ
が
相
手
に
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
自
ら
の
惑
乱
ぶ
り
を
相
手
に
伝
え
る
こ

と
で
関
係
改
善
を
意
図
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
同
時
に
こ
こ
に
は
、
こ

の
種
の
夢
の
歌
が
持
っ
て
い
た
連
帯
志
向
性
を
喪
失
し
て
い
く
契
機
も
既
に
孕
ま

れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　

第
三
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
八
世
紀
頃
に
な
る
と
、
相
手
や
自
分
の
思
い
と

夢
を
結
び
つ
け
る
初
期
段
階
か
ら
抜
け
出
し
、
夢
に
見
え
た
こ
と
／
見
え
な
い
こ

と
を
様
々
に
解
釈
す
る
道
が
開
け
て
き
た
の
だ
と
考
え
る
が
、
自
分
の
側
に
理
由

を
見
出
そ
う
と
す
る
二
五
九
五
歌
も
、
そ
の
よ
う
な
中
で
詠
ま
れ
た
一
首
な
の
だ

ろ
う
。『
古
今
和
歌
集
』
か
ら
、
相
手
が
夢
に
出
て
こ
な
い
和
歌
を
選
ぶ
と

思
ひ
や
る
さ
か
ひ
は
る
か
に
な
り
や
す
る
迷
ふ
夢
路
に
逢
ふ
人
の
な
き

　
　
　
　
（
恋
１
・
五
二
四
）

涙
川
枕
流
る
る
う
き
寝
に
は
夢
も
さ
だ
か
に
見
え
ず
ぞ
あ
り
け
る

　
　
　
（
恋
１
・
五
二
七
）

住
の
江
の
岸
に
寄
る
波
よ
る
さ
へ
や
夢
の
通
ひ
路
人
目
よ
く
ら
む

　
　
　
（
恋
２
・
五
五
九
・
敏
行
）

う
つ
つ
に
は
さ
も
こ
そ
あ
ら
め
夢
に
さ
へ
人
目
を
よ
く
と
見
る
が
わ
び
し
さ

（
恋
３
・
六
五
六
・
小
町
）

恋
ふ
れ
ど
も
逢
ふ
夜
の
な
き
は
忘
れ
草
夢
路
に
さ
へ
や
生
ひ
し
げ
る
ら
む

（
恋
５
・
七
六
六
）

夢
に
だ
に
逢
ふ
こ
と
か
た
く
な
り
ゆ
く
は
我
や
寝
を
寝
ぬ
人
や
忘
る
る

　
（
恋
５
・
七
六
七
）

の
よ
う
に
な
る
。
～
部
が
理
由
部
分
だ
が
、
七
六
七
歌
が
「
我
や
寝
を
寝
ぬ
人
や

忘
る
る
」
と
い
う
二
択
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
頃
に
は
、
相
手
で
は
な

く
自
分
の
側
に
理
由
を
求
め
る
と
い
う
発
想
も
次
第
に
浸
透
し
て
き
た
の
で
あ
ろ

う
。
五
二
四
歌
は
距
離
を
問
題
に
し
て
い
る
と
い
う
点
で
万
葉
七
六
七
歌
と
発
想

が
近
く
、
人
目
を
問
題
に
す
る
五
五
九
歌
や
六
五
六
歌
、
忘
れ
草
を
詠
む
七
六
六

歌
は
相
手
の
側
に
理
由
を
求
め
た
も
の
だ
が
、「
涙
川
枕
流
る
る
う
き
寝
」
に
原
因

を
求
め
る
五
二
七
歌
は
、
自
分
の
側
に
理
由
を
求
め
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。『
後

撰
和
歌
集
』
に
は
、

夢
に
だ
に
見
る
こ
と
ぞ
な
き
年
を
へ
て
心
の
ど
か
に
寝
る
夜
な
け
れ
ば

　
　
　
　
（
恋
１
・
五
三
八
）

臥
し
て
寝
る
夢
路
に
だ
に
も
逢
は
ぬ
身
は
な
ほ
あ
さ
ま
し
き
現
と
ぞ
思
ふ

（
恋
２
・
六
二
〇
・
紀
長
谷
雄
）

と
い
う
用
例
も
見
ら
れ
、
自
分
自
身
を
見
つ
め
る
発
想
が
着
実
に
広
が
っ
て
き
て



吉
田
幹
生　

『
万
葉
集
』
の
夢
の
歌

一
〇
七

い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
よ
う
な
展
開
を
導
く
萌
芽
が
二
五
九
五
歌
に
は

内
包
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

五

　

以
上
、『
万
葉
集
』
に
お
け
る
夢
の
歌
の
様
相
を
概
観
し
て
き
た
。
本
論
冒
頭
に

も
記
し
た
よ
う
に
、
夢
の
歌
の
展
開
は
、
夢
に
つ
い
て
の
俗
信
を
切
り
口
に
し
て
、

「
乙
が
甲
を
思
っ
て
の
夢
」
か
ら
「
甲
が
乙
を
思
っ
て
の
夢
」
へ
と
整
理
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
だ
け
で
説
明
が
つ
く
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

夢
が
神
や
異
世
界
と
の
通
信
手
段
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
得
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、

夢
を
通
し
て
恋
人
と
繋
が
ろ
う
と
す
る
発
想
も
古
く
か
ら
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し

か
し
、『
万
葉
集
』
の
段
階
で
は
、既
に
「
乙
が
甲
を
思
っ
て
の
夢
」「
甲
が
乙
を
思
っ

て
の
夢
」
の
い
ず
れ
も
が
選
択
可
能
な
状
態
に
あ
っ
た
と
い
う
の
が
本
論
の
導
い

た
結
論
の
一
つ
で
あ
る
。
四
九
〇
歌
に
つ
い
て
の
解
釈
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
七

世
紀
後
半
に
は
こ
の
段
階
に
達
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
本
論
で
は
、
夢
に
対
す
る
自
由
な
解
釈
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
前
提

の
も
と
、
夢
の
歌
を
Ⅰ
夢
に
見
え
た
場
合
Ⅱ
夢
に
見
え
な
か
っ
た
場
合
と
二
分
し
、

そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
、
各
々
の
現
状
を
踏
ま
え
て
α
未
来
を
志
向
す
る
型
・
β
過

去
を
志
向
す
る
型
に
分
け
つ
つ
考
察
を
加
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
Ⅰ
で
は
β
か

ら
α
へ
、
反
対
に
Ⅱ
で
は
α
か
ら
β
へ
と
表
現
領
域
が
拡
大
し
て
い
っ
た
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
一
見
不
統
一
な
展
開
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
結
局
、
夢

を
連
帯
の
手
段
と
し
て
い
た
段
階
か
ら
、
そ
の
性
質
を
希
薄
化
さ
せ
夢
が
所
詮
夢

で
し
か
な
い
と
観
念
さ
れ
る
段
階
へ
の
展
開
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

う
し
て
、
相
手
と
の
連
帯
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
Ⅰ
β
Ⅱ
α
の
詠
み
方
が
減
少
し
、

反
対
に
、
相
手
が
夢
に
現
れ
よ
う
と
も
現
れ
な
か
ろ
う
と
も
自
分
自
身
と
向
き
合

う
よ
う
な
Ⅰ
α
Ⅱ
β
の
詠
み
方
が
増
え
て
い
く
こ
と
と
な
り
、
そ
の
流
れ
が
や
が

て
平
安
和
歌
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
と
見
通
さ
れ
る
。

注（
１
）�

韓
圭
憲
「
万
葉
集
の
「
夢
」
の
歌
の
考
察

―
発
想
類
型
を
め
ぐ
っ
て

―
」（『
国

語
国
文
研
究
』
一
九
九
六
年
十
一
月
）
大
谷
雅
夫
「
夢
」（『
歌
と
詩
の
あ
い
だ
』
岩

波
書
店
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
。

（
２
）�

菊
川
恵
三
「
万
葉
相
聞
表
現
と
し
て
の
「
夢
」

―
「
俗
信
の
夢
」
と
「
自
分
ゆ
え

の
夢
」

―
」（『
美
夫
君
志
』
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
）
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
両
者

は
表
現
の
型
と
し
て
は
同
じ
も
の
を
有
し
て
い
る
。
な
お
、「
天
平
相
聞
歌
の
表
現

と
展
開

―
夢
と
そ
の
俗
信
を
め
ぐ
っ
て

―
」（『
万
葉
史
を
問
う
』
新
典
社

一
九
九
九
年
）
に
始
ま
る
菊
川
氏
の
夢
に
関
す
る
一
連
の
論
考
か
ら
は
学
ぶ
と
こ
ろ

が
大
き
か
っ
た
。

（
３
）�

真
下
厚
「「
夢
に
見
ゆ
（
る
）」
と
う
た
う
こ
と
は
」（『
古
代
文
学
』
一
九
九
二
年
三

月
）

（
４
）�

同
様
の
分
類
を
全
十
四
首
に
つ
い
て
行
っ
て
み
て
も
、
相
手
五
首
＝

六
三
三
・
六
三
九
・
七
二
四
・
三
六
四
七
・
三
九
七
七
、
自
分
六
首
＝
六
二
一
・

一
二
〇
二
・
二
七
五
四
・
三
七
三
八
・
三
九
二
九
・
三
九
八
一
、
不
明
三
首
＝

二
九
三
七
・
三
一
六
二
・
三
六
三
九
、
と
い
う
具
合
で
あ
り
、
両
者
が
ほ
ぼ
同
数
に
な

る
と
い
う
傾
向
に
変
化
は
な
い
。

（
５
）�
家
持
に
も
、「
乙
が
甲
を
思
っ
て
の
夢
」
に
分
類
さ
れ
る
三
九
七
七
歌
と
「
甲
が
乙

を
思
っ
て
の
夢
」
に
分
類
さ
れ
る
三
九
八
一
歌
が
あ
る
が
、
左
注
に
よ
れ
ば
、
前
者

は
天
平
十
九
年
（
七
四
七
）
三
月
五
日
、
後
者
は
同
年
三
月
二
十
五
日
の
作
で
あ
り
、

こ
の
間
に
家
持
の
夢
観
が
変
化
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
三
九
七
七
歌
は
同
日
に
贈
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一
〇
八

ら
れ
て
き
た
池
主
の
歌
（
特
に
三
九
七
五
歌
）
に
込
め
ら
れ
た
思
い
を
確
か
に
受
け

と
め
た
と
伝
え
る
も
の
、
三
九
八
一
歌
は
税
帳
使
と
し
て
上
京
す
る
こ
と
が
決
ま
っ

て
急
に
沸
き
起
こ
っ
て
き
た
都
の
妻
へ
の
恋
情
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
状
況
に

応
じ
て
二
つ
の
発
想
を
使
い
分
け
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

（
６
）�
拙
稿
「〈
あ
き
〉
の
誕
生
―
萬
葉
相
聞
歌
か
ら
平
安
恋
歌
へ
―
」（『
日
本
古
代
恋
愛

文
学
史
』
笠
間
書
院
二
〇
一
五
年
）
で
も
そ
の
よ
う
に
解
し
て
い
た
が
、
今
は
考
え

を
改
め
た
い
。
ま
た
、
当
該
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
黒
田
徹
「
万
葉
歌
の
構
文
と

解
釈
―
「
夢
谷　

何
人　

事
繁
」
の
解
釈
を
再
考
す
る
―
」（『
万
葉
歌
の
構
文
と
解

釈
』
万
葉
書
房
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

（
７
）�

注
（
６
）
の
拙
稿
で
も
述
べ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

＊
本
文
の
引
用
は
、『
後
撰
和
歌
集
』
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
に
、
そ
れ
以

外
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
っ
た
が
、
表
記
を
私
に
改
め
た
と
こ
ろ

が
あ
る
。


