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お
も
し
ろ
い
夢
、
お
か
し
い
夢
、
悲
し
い
夢
、
は
か
な
い
夢
、
楽
し
い
夢
、
神
秘
な
夢
、
恐
ろ
し
い
夢
、
夢
は
ま
こ
と
に
不
思
議

な
現
象
で
あ
る
。
そ
れ
は
古
代
未
開
人
に
と
っ
て
も
、
現
代
文
化
人
に
と
っ
て
も
、
色
々
な
意
味
で
重
要
な
心
理
現
象
で
あ
る
。
夢

を
み
る
こ
と
は
人
間
に
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
ど
う
し
て
人
間
は
夢
を
み
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
夢
の
原
因
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
夢
の
性
質
な
り
そ
の
構
造
に
は
如
何
な
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
、
等
の
問

題
は
心
理
学
の
課
題
と
し
て
重
要
に
し
て
興
味
あ
る
も
の
で
あ
る
。
既
に
今
日
ま
で
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
居
り
、
心
理
学
、
特

に
異
常
心
理
学
や
社
会
心
理
学
を
初
め
と
し
て
、
臨
床
心
理
学
や
精
神
医
学
の
分
野
か
ら
も
貴
重
な
成
果
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
併
し
私
が
こ
～
で
取
扱
つ
た
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
広
範
な
夢
そ
の
も
の
の
研
究
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ほ
ん
の
夢
の
研

究
の
一
小
部
分
な
の
で
あ
っ
て
、
特
に
宗
教
的
聖
者
の
伝
説
に
ま
っ
は
る
「
霊
夢
」
「
夢
告
」
「
霊
告
」
な
ど
と
云
は
れ
て
い
る
も
の

に
関
す
る
試
論
な
の
で
あ
る
。
宗
教
的
聖
者
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、
一
般
の
人
々
も
夢
を
み
て
、
そ
れ
を
色
々
に
解
釈
し
、
判
断
す
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る
。
「
悪
い
夢
」
「
善
い
夢
」
「
正
夢
」
「
逆
夢
」
等
と
云
っ
て
、
人
間
は
夢
に
よ
っ
て
何
か
自
分
の
運
命
と
か
、
幸
、
不
幸
を
予
測

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　

し
、
判
断
し
、
解
釈
し
よ
う
と
す
る
。
夢
の
中
で
貴
重
な
発
明
や
創
作
の
な
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
夢
に
よ
っ
て
病
気
の
早
期
診
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
出
来
る
こ
と
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
理
想
を
持
つ
こ
と
を
吾
々
は
時
と
し
て
は
「
夢
を
持
つ
」
と
も
云
い
、
夢
の
な
い
人
生
は
淋
し
い
も
の
と
な
り
、
現
実
の
殺
風
景
、

無
味
乾
燥
の
中
で
、
吾
々
は
夢
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
慰
め
ら
れ
、
励
ま
さ
れ
、
生
き
甲
斐
を
感
ず
る
こ
と
さ
へ
あ
る
。
小
説
が
多

く
の
人
々
に
読
ま
れ
る
の
も
、
結
局
は
小
説
に
よ
っ
て
読
者
は
夢
を
み
、
夢
を
楽
し
む
か
ら
で
あ
ろ
う
。
小
説
の
中
味
は
現
実
に
は

あ
り
得
な
い
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
で
あ
っ
て
、
謂
は
ゴ
「
そ
ら
ご
と
」
で
あ
る
。
読
者
は
こ
の
そ
ら
ご
と
に
よ
っ
て
自
己
を
慰
め
、

励
ま
し
、
時
と
し
て
は
、
現
実
的
に
悲
し
み
、
喜
び
、
泣
き
、
笑
ふ
の
で
あ
る
。
　
「
夢
が
み
た
い
」
と
云
ふ
人
間
の
慾
望
を
小
説
は

み
た
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
現
実
に
は
あ
り
得
な
い
が
、
而
も
、
あ
っ
て
も
ら
い
た
い
、
と
云
ふ
も
の
が
夢
に
よ
っ
て
満
足
さ
せ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
美
し
い
夢
、
大
き
な
夢
を
持
つ
こ
と
は
人
間
に
と
っ
て
仕
合
は
せ
な
こ
と
で
あ
ら
う
。
こ
の
意
味
で
は
、
む
し

ろ
現
代
人
に
は
夢
が
な
い
た
め
に
、
多
く
の
人
々
は
「
行
き
当
り
ば
っ
た
り
」
「
そ
の
日
そ
の
日
」
の
現
日
に
追
い
ま
く
ら
れ
て
、

あ
は
た
だ
し
い
、
ゆ
と
り
の
な
い
生
活
を
送
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
人
間
は
夢
な
く
し
て
生
き
ら
れ
な
い
動
物
で
あ
る
。

　
未
開
人
の
宗
教
に
あ
っ
て
は
夢
の
役
割
は
ま
こ
と
に
大
き
い
。
未
開
人
に
共
通
の
宗
教
現
象
と
し
て
の
「
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」
、
即
ち
、

万
物
万
象
の
中
に
は
肉
体
と
は
異
っ
た
霊
が
宿
っ
て
い
る
と
の
信
仰
、
の
起
源
は
ま
こ
と
に
人
間
自
身
の
「
死
」
と
「
夢
」
の
現
象

で
あ
っ
た
。
彼
等
は
精
霊
と
か
霊
魂
と
云
ふ
も
の
を
こ
の
死
と
夢
か
ら
連
想
し
想
像
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
死
は
人
間
の
行
動
、
一
切
の
活
動
の
停
止
で
あ
る
が
、
か
＼
る
現
象
は
肉
体
か
ら
「
霊
」
が
と
び
出
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
夢
で



は
肉
体
は
床
に
よ
こ
た
は
っ
て
い
る
が
、
霊
は
自
由
に
活
動
す
る
の
で
あ
る
。

　
仏
教
の
教
祖
釈
尊
は
、
母
マ
ヤ
夫
人
が
白
象
の
胎
内
に
入
る
を
夢
み
て
後
に
生
れ
た
と
云
は
れ
て
い
る
。
マ
ヤ
夫
人
の
こ
の
夢
な

く
ば
釈
尊
の
降
誕
は
な
く
、
従
っ
て
、
仏
教
も
あ
り
得
な
か
っ
た
と
云
ふ
こ
と
に
も
な
ら
う
。
ま
こ
に
仏
教
は
マ
ヤ
夫
人
の
夢
か
ら

誕
生
し
た
と
も
云
へ
る
で
あ
ら
う
。

　
キ
リ
ス
ト
教
の
教
祖
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
母
マ
リ
ア
が
、
聖
霊
に
感
じ
て
受
胎
し
、
誕
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
夫
で
あ
る

ヨ
セ
ブ
が
夢
告
に
よ
っ
て
知
ら
さ
れ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
聖
霊
に
感
じ
た
と
云
ふ
恐
ら
く
夢
中
の
現
象
と
、
そ
の
こ
止
を
夢
に
よ
っ

て
告
げ
ら
れ
た
と
云
ふ
二
つ
の
夢
が
キ
リ
ス
ト
教
を
発
生
せ
し
め
た
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
二
つ
の
夢
な
く
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
は
誕
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リ
グ
リ
ム
ス
ヘ
プ
ロ
グ
レ
ス

生
し
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
、
と
も
云
へ
る
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
文
学
中
の
名
著
で
あ
る
バ
ン
ヤ
ン
の
「
天
路
歴
程
」
は
著
者
自

身
の
一
大
長
篇
夢
物
語
り
と
な
っ
て
い
る
。

　
天
国
、
浄
土
、
神
、
仏
と
云
ふ
も
或
は
そ
れ
は
、
美
し
く
も
聖
な
る
夢
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
夢
に
し
て
は
余
り
に
も
神
聖
に
し

て
善
美
を
つ
く
せ
る
夢
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
夢
物
語
り
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
仏
教
の
経
典

は
釈
尊
や
熱
烈
な
る
仏
教
徒
の
夢
か
も
知
な
い
。

　
併
し
、
そ
れ
は
普
通
の
あ
り
ふ
れ
た
「
た
だ
の
夢
」
で
は
な
い
。
人
間
の
全
身
全
霊
を
慰
め
、
励
ま
し
、
活
気
づ
け
、
人
間
の
本

質
構
造
を
す
ら
改
造
し
得
る
が
如
き
偉
大
な
る
、
そ
し
て
、
聖
な
る
夢
で
あ
る
。
夢
は
ま
こ
と
に
不
思
議
な
も
の
で
あ
る
。
学
問
的

に
も
解
明
し
つ
く
さ
れ
た
と
は
云
へ
な
い
夢
に
つ
い
て
、
特
に
、
宗
教
的
聖
者
の
み
た
夢
の
若
干
の
記
録
を
紹
介
し
て
、
こ
れ
に
つ

い
て
い
さ
さ
か
心
理
学
的
解
釈
を
加
へ
て
み
た
い
、
と
云
ふ
の
が
こ
の
小
論
の
意
図
な
の
で
あ
る
。
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聖
夢
と
宗
教

四

　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
夢
の
心
理
学

　
夢
そ
の
も
の
の
研
究
が
今
こ
こ
で
の
私
の
課
題
で
は
な
い
が
、
後
の
私
の
論
述
に
参
考
と
な
る
二
、
三
の
点
に
つ
い
て
、
夢
の
一

般
性
格
な
り
構
造
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。
夢
の
一
般
性
格
に
つ
い
て
宮
城
教
授
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
我
々
は
生
涯
の
四
分
の
一
以
上
を
眠
っ
て
過
す
。
こ
の
こ
と
だ
け
か
ら
も
、
心
理
学
で
、
睡
眠
中
の
精
神
状
態
が
無
視
で
き
ぬ

こ
と
、
夢
が
大
切
な
問
題
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
心
理
学
に
と
っ
て
、
夢
の
研

　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ぬ

究
に
は
は
な
は
だ
重
要
な
意
味
が
あ
る
。
目
を
醒
し
て
い
る
と
き
、
我
々
は
つ
ね
に
周
囲
に
対
し
て
関
心
を
も
つ
て
い
る
。
（
中
略
）

と
こ
ろ
が
、
睡
眠
中
に
は
少
し
ぐ
ら
い
の
響
に
は
気
が
つ
か
な
い
し
、
周
囲
に
何
が
お
こ
ろ
う
が
注
意
し
な
い
。
我
々
は
周
囲
に
対

し
て
あ
る
程
度
、
無
関
心
に
な
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
い
っ
た
よ
う
に
、
　
『
眠
る
こ
と
は
無
関
心
に
な
る
こ
と
』
な
の
で
あ
る
。
　
（
中

略
）
睡
眠
中
、
周
囲
に
対
し
て
関
心
を
得
な
つ
た
人
間
は
社
会
を
離
れ
て
自
分
だ
け
の
世
界
に
入
り
込
む
。
ギ
リ
シ
ア
の
哲
人
ヘ
ラ

ク
レ
イ
ト
ス
は
『
醒
め
て
い
る
者
に
は
一
つ
の
共
通
の
世
界
が
・
あ
る
が
、
眠
っ
て
い
る
人
間
で
は
、
各
人
が
自
分
自
身
の
私
の
世
界

に
退
い
て
い
る
』
と
の
べ
た
。
眠
っ
て
い
る
人
間
は
社
会
か
ら
離
れ
て
自
分
だ
け
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
る
。
（
中
略
）
人
間
は
日
常
、

　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

心
の
中
を
す
っ
か
り
さ
ら
け
出
し
て
し
ま
う
こ
と
が
な
い
。
わ
ざ
と
か
く
す
つ
も
り
が
な
く
て
も
、
無
意
識
に
か
く
す
傾
き
が
あ
る
。

友
人
が
結
婚
し
た
と
い
う
通
知
を
う
け
と
っ
た
未
婚
の
女
性
は
、
喜
ん
で
お
祝
い
の
手
紙
を
書
く
が
、
必
ず
し
も
心
の
中
に
喜
び
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
へ

感
情
だ
け
を
抱
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
嫉
妬
も
あ
ら
う
。
は
や
く
結
婚
し
た
い
と
い
う
あ
せ
り
も
あ
ら
う
。
た
だ
、
自
分
で
さ
え

も
、
こ
ん
な
心
の
な
か
の
さ
ま
ざ
ま
の
傾
向
を
意
識
し
て
い
な
い
こ
と
が
少
な
く
な
い
。



　
と
こ
ろ
が
、
夢
に
は
心
の
奥
底
に
あ
る
気
持
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
友
達
が
離
婚
し
た
夢
や
、
自
分
の
結
婚
式
の
夢
を
見
る
。
夢

　
　
　
　
　
　
ね
　
　
へ
　
　
り

に
よ
っ
て
人
間
の
う
わ
べ
の
性
格
だ
け
で
な
く
、
ご
く
深
い
個
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
夢
の
解
釈
が
『
無
意
識
』
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　

知
識
に
導
く
王
道
で
あ
る
こ
と
は
フ
ロ
イ
ト
の
と
い
う
通
り
で
あ
る
。
」

　
こ
う
な
る
と
人
間
の
夢
は
現
実
の
自
分
自
身
よ
り
も
、
む
し
ろ
ほ
ん
も
の
の
自
分
自
身
の
姿
で
あ
る
と
も
云
へ
る
か
も
知
れ
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　

こ
の
よ
う
な
夢
の
原
因
に
つ
い
て
は
色
々
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
e
「
目
を
さ
ま
さ
せ
な
い
程
度
の
刺
戟
」
⇔
　
過
去
の
経
験
と
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し
て
の
記
憶
、
⇔
　
人
間
の
傾
向
に
も
と
つ
く
願
望
と
恐
怖
、
は
夢
の
主
要
原
因
と
云
へ
よ
う
。
特
に
、
人
間
の
願
望
は
夢
の
原
因
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と
し
て
は
重
要
な
も
の
で
、
フ
ロ
イ
ト
は
「
夢
は
願
望
の
実
現
だ
」
と
さ
へ
主
張
し
た
。
「
神
話
も
夢
と
同
じ
方
法
で
解
釈
さ
れ
る
」

と
云
は
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
原
因
に
よ
っ
て
生
ず
る
夢
の
性
質
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ら
う
か
。
e
「
夢
の
知
覚
は
、
睡
眠

中
の
知
覚
の
よ
う
に
適
応
を
可
能
に
し
な
い
。
普
通
の
知
覚
は
、
大
体
に
お
い
て
、
刺
戟
に
応
じ
て
い
る
が
、
夢
で
は
、
あ
る
音
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

き
か
す
と
き
、
必
ず
そ
の
音
に
関
係
し
た
夢
が
現
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
」
目
人
間
の
思
考
と
云
ふ
も
の
は
感
情
的
な
、
主
観
的

な
も
の
を
捨
て
る
こ
と
で
あ
る
が
、
「
睡
眠
中
に
は
こ
の
よ
う
な
思
考
の
性
質
が
失
わ
れ
、
主
観
的
、
感
情
的
な
思
考
が
生
ま
れ
る
の

で
あ
る
。
」
⇔
「
夢
で
は
知
性
が
低
下
す
る
と
と
も
に
、
意
志
も
減
弱
し
、
日
常
生
活
で
精
神
的
に
加
え
ら
れ
て
い
る
制
限
－
道
徳
、
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（
1
2
）

慣
習
i
は
、
弱
め
ら
れ
る
か
、
除
か
れ
る
。
」
こ
の
よ
う
に
、
夢
で
は
思
考
の
論
理
も
乱
れ
、
　
「
因
果
の
カ
テ
ゴ
リ
も
失
わ
れ
」
、
従

っ
て
又
「
判
断
が
で
き
な
く
な
り
、
批
判
力
も
な
く
な
る
。
夢
の
中
で
は
、
ど
ん
な
も
の
も
、
そ
の
ま
ま
信
ぜ
ら
れ
て
、
経
験
に
矛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

超
し
た
こ
と
で
も
、
お
か
し
い
と
思
わ
れ
な
い
。
」
夢
の
中
の
思
考
が
ば
ら
ば
ら
で
統
一
の
な
い
の
も
こ
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
夢
は
謂
は
ば
無
意
識
で
あ
り
、
意
識
活
動
の
下
部
構
造
で
あ
り
、
意
識
の
背
後
に
あ
っ
て
表
面
に
は
出
な
い
も
の
で
あ
る
。
夢

　
　
　
聖
夢
と
宗
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
聖
夢
と
宗
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六

は
あ
く
ま
で
も
「
非
倫
理
的
」
で
あ
り
、
　
「
非
論
理
的
」
で
あ
る
。
併
し
、
こ
の
「
無
意
識
こ
そ
、
社
会
の
束
縛
か
ら
離
れ
た
世
界

で
あ
る
。
社
会
的
知
性
が
弱
ま
る
こ
と
は
マ
イ
ナ
ス
だ
が
、
こ
れ
で
『
無
意
識
の
智
恵
』
の
活
動
舞
台
と
い
う
プ
ラ
ス
の
性
質
が
つ

く
ら
れ
る
。
夢
の
な
か
で
、
外
界
の
抵
抗
が
な
く
な
り
、
感
覚
の
干
渉
が
少
な
く
な
る
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
活
動
舞
台
が
つ
く

ら
れ
る
こ
と
は
、
創
作
を
は
な
は
だ
し
く
容
易
に
す
る
の
で
あ
ら
う
。
い
わ
ゆ
る
創
作
や
発
明
、
発
見
で
な
く
て
も
、
日
常
生
活
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

お
い
て
、
夢
が
か
え
っ
て
真
実
を
示
す
場
合
が
あ
る
。
」
こ
の
意
味
で
又
「
夢
の
知
覚
が
あ
る
方
面
で
は
、
そ
の
活
動
分
野
を
拡
張

し
て
い
る
よ
う
に
（
ベ
ル
グ
ソ
ン
）
、
眠
っ
て
い
る
人
間
は
、
目
の
さ
め
て
い
る
人
間
よ
り
広
い
自
我
を
も
つ
て
い
る
の
だ
　
（
マ
ー

フ
ィ
。
）
夢
の
な
か
で
我
々
は
、
何
も
の
も
恐
れ
る
も
の
な
く
、
何
も
の
に
気
兼
ね
す
る
こ
と
も
な
い
。
仕
事
か
ら
も
競
争
か
ら
も

解
放
さ
れ
る
。
外
界
を
注
意
す
る
必
要
が
な
く
、
勝
手
な
こ
と
を
考
え
、
自
由
に
ふ
る
ま
う
こ
と
が
で
き
る
。
夢
で
は
必
然
の
王
国
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

自
由
の
王
国
に
道
を
ゆ
ず
る
と
い
っ
た
人
が
あ
る
が
、
夢
み
る
人
間
ほ
ど
わ
が
ま
ま
で
、
自
分
だ
け
し
か
顧
慮
し
な
い
者
は
な
い
。
」

夢
は
ま
た
抽
象
的
な
も
の
を
具
体
化
す
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
人
間
の
意
識
的
な
思
考
は
一
般
的
に
は
論
理
と
理
性
と
に
よ
る
法

則
化
、
抽
象
化
、
普
遍
化
の
働
き
で
あ
る
が
、
　
「
夢
は
感
覚
的
な
性
質
を
も
つ
て
い
る
か
ら
、
抽
象
的
な
観
念
は
、
夢
の
な
か
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ワ

出
て
来
な
い
。
抽
象
的
な
も
の
も
、
具
体
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
抽
象
的
な
恐
さ
を
示
す
た
め
に
、
コ
ド
モ
の
と
き
に
お
ど

か
さ
れ
た
光
景
が
展
開
し
、
地
位
に
つ
き
た
い
と
い
う
願
望
を
示
す
た
め
に
、
自
分
の
地
面
は
こ
れ
ま
で
だ
と
い
っ
て
畠
で
手
を
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

ろ
げ
る
夢
が
出
現
す
る
よ
う
に
、
す
べ
て
具
体
的
な
形
で
、
と
く
に
見
え
る
光
景
と
し
て
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
」
　
フ
ロ
イ
ト
は
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑱
）

た
夢
を
「
抑
圧
さ
れ
た
願
望
の
変
装
し
た
実
現
」
で
あ
る
と
云
っ
た
が
、
す
べ
て
の
夢
が
そ
う
と
は
限
ら
な
い
。
顧
る
．
一
つ
の
人
間

感
情
が
他
の
感
情
に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
て
、
表
面
的
意
識
活
動
と
な
ら
な
い
時
に
は
、
そ
．
の
人
は
心
の
中
で
「
感
情
の
も
つ
れ
ー
コ



　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

ン
プ
レ
ッ
ク
ス
．
」
・
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
抑
圧
感
情
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
夢
の
形
で
実
現
さ
れ
る

こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
或
る
相
手
を
「
憎
い
か
ら
殺
し
た
い
」
と
云
う
感
情
が
あ
っ
て
も
、
こ
の
感
情
の
満
足

と
云
う
も
の
は
、
世
・
間
の
道
徳
的
感
情
や
法
律
的
禁
止
と
云
う
他
の
力
強
い
感
情
の
た
め
に
抑
圧
さ
れ
、
こ
＼
に
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

が
生
ず
る
。
こ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
夢
の
世
界
に
も
大
き
な
働
き
を
す
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　
古
く
か
ら
世
界
各
地
で
夢
の
中
で
神
の
お
告
げ
が
あ
る
、
と
云
っ
た
種
類
の
信
仰
が
行
は
れ
て
い
る
が
、
　
「
霊
夢
」
「
霊
告
」
「
神

夢
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
　
「
バ
ビ
ロ
ン
の
地
下
か
ら
発
掘
さ
れ
た
換
形
文
字
が
主
に
、
天
文
に
つ
い
て
の
も
の
か
、
夢
に
関
す
る
も
の

だ
と
い
う
こ
と
は
、
古
代
か
ら
ど
ん
な
に
夢
に
つ
い
て
の
関
心
が
強
か
っ
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
旧
約
聖
書
に
は
、
ヨ
セ
ブ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

国
王
バ
ロ
の
夢
を
占
っ
た
こ
と
が
で
て
い
る
。
」
プ
ラ
ト
ン
は
「
夢
を
我
々
の
心
の
内
部
に
あ
る
非
合
理
な
動
物
の
表
わ
れ
」
と
し
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
病
気
の
徴
候
と
し
て
の
夢
を
の
べ
て
、
身
体
の
内
部
の
感
覚
が
睡
眠
中
に
は
、
目
を
醒
ま
し
て
い
る
と
き
よ

　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

り
も
は
っ
き
り
感
ぜ
ら
れ
る
」
こ
と
を
主
張
し
た
。
又
、
古
い
ユ
ダ
ヤ
教
の
法
典
に
も
夢
の
理
論
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
居
り
、
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ
　

度
で
も
古
く
か
ら
夢
が
問
題
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
。

　
夢
は
あ
く
ま
で
も
非
現
実
的
で
あ
り
、
非
倫
理
的
、
非
論
理
的
で
あ
り
、
非
社
会
的
で
は
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
む
し
ろ
人
間
精

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

神
の
奥
底
を
示
す
も
の
と
も
云
え
る
で
あ
ら
う
。

　
私
は
以
上
に
於
て
夢
の
心
理
学
を
素
描
し
た
。
而
も
そ
の
資
料
は
主
と
し
て
宮
城
教
授
の
「
夢
」
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
。
夢

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
当
然
他
の
多
く
の
資
料
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
本
論
稿
は
序
説

に
於
て
も
＝
呈
し
た
よ
う
に
、
夢
自
体
を
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
も
の
で
は
な
く
、
主
と
し
て
、
宗
教
的
聖
者
、
而
も
今
回
は
そ

　
　
　
聖
夢
と
宗
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



　
　
　
聖
夢
と
宗
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

の
範
囲
も
資
料
の
関
係
で
極
め
て
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
の
所
謂
「
霊
告
」
「
霊
夢
」
に
つ
い
て
の
若
干
の
記
録
を
紹
介
し
た

に
過
ぎ
な
い
。

　
宗
教
的
聖
者
の
み
た
夢
は
常
人
の
そ
れ
と
は
著
し
く
変
は
つ
た
形
式
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
聖
者
の
夢
も
亦
既
に
述
べ
た
夢

一
般
の
基
本
性
格
を
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
意
味
に
於
て
夢
一
般
の
性
格
は
謂
は
ば
夢
を
理
解
す
る
た
め
の
尺
度
と

な
る
で
あ
ら
う
。
人
間
の
複
雑
な
精
神
生
活
は
二
つ
の
意
識
活
動
、
即
ち
、
意
識
的
意
識
と
無
意
識
的
意
識
か
ら
構
造
さ
れ
て
い
る
。

夢
は
無
意
識
に
属
す
る
重
要
な
精
神
生
活
で
あ
り
心
理
現
象
で
あ
る
こ
と
を
附
言
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
二
、
宗
教
的
夢
の
実
例

　
宗
教
的
夢
の
実
例
と
し
て
、
こ
、
に
は
教
祖
や
宗
祖
と
云
は
れ
る
人
々
の
誕
生
に
因
ん
だ
も
の
を
六
つ
ほ
ど
挙
げ
て
み
た
い
。

’
田
　
キ
リ
ス
ト
の
誕
生

　
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
は
左
の
ご
と
し
。

　
そ
の
母
マ
リ
ヤ
、
ヨ
セ
ブ
＆
調
擁
し
た
る
の
み
に
て
、
未
だ
階
に
な
ら
ざ
り
し
に
、
聖
霊
に
よ
り
て
み
こ
も
り
、
そ
の
み
こ
も
り

　
た
る
こ
と
顕
れ
た
り
。

　
　
夫
ヨ
セ
ブ
は
正
し
き
人
に
し
て
こ
れ
を
公
然
に
す
る
を
好
ま
ず
、
私
に
離
縁
せ
ん
と
思
ふ
。
斯
く
て
、
こ
れ
ら
の
事
を
思
ひ
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ら

　
ら
し
を
る
と
き
、
視
よ
、
主
の
使
、
夢
に
現
れ
て
言
ふ
『
ダ
ビ
デ
の
子
ヨ
セ
ブ
よ
、
妻
マ
リ
ヤ
を
悟
る
る
事
を
恐
る
な
。
そ
の
胎

　
に
宿
る
者
は
聖
霊
に
よ
る
な
り
。
か
れ
、
子
を
生
ま
ん
、
汝
そ
の
名
を
イ
エ
ス
と
名
づ
く
べ
し
。
己
が
民
を
そ
の
罪
よ
り
救
ひ
給



　
ふ
故
な
り
』
す
べ
て
此
の
事
の
起
り
し
は
、
予
言
者
に
よ
り
て
主
の
云
ひ
給
ひ
し
言
の
成
就
せ
ん
為
な
り
。
曰
く
、
　
『
視
よ
、
処

　
畳
み
こ
も
り
て
子
を
生
ま
ん
。
そ
の
名
は
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
と
称
へ
ら
れ
ん
』
こ
れ
を
釈
け
ば
、
神
わ
れ
ら
と
僧
に
在
す
と
い
ふ
意

　
な
り
。
ヨ
セ
ブ
寝
よ
り
起
き
、
主
の
使
の
命
ぜ
し
如
く
し
て
妻
を
写
れ
た
り
。
さ
れ
ど
子
の
生
ま
る
る
ま
で
は
、
相
知
る
粋
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
り
き
。
斯
て
そ
の
子
を
イ
エ
ス
と
名
づ
け
た
り
。
」

　
こ
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
に
は
二
つ
の
重
要
な
こ
と
が
ら
が
示
さ
れ
て
あ
る
。
即
ち
、
一
に
は
マ
リ
ヤ
の
処
女
受
胎
と
云

ふ
ま
こ
と
に
神
秘
的
、
超
科
学
的
事
件
で
あ
り
、
二
に
は
、
こ
の
処
女
受
胎
の
事
実
が
ヨ
セ
ブ
の
眠
り
の
中
の
夢
に
於
て
告
げ
ら
れ

た
こ
と
で
あ
る
。
聖
霊
と
の
交
は
り
に
よ
り
て
マ
リ
ヤ
が
み
ご
も
っ
た
と
云
ふ
こ
と
そ
の
こ
と
が
、
実
際
に
は
夢
中
の
こ
と
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

か
っ
た
か
と
察
せ
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
の
解
釈
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
こ
こ
で
は
私
は
追
求
し
な
い
。
更
に
又
、
こ
の
よ
う
な
神

秘
的
処
女
受
胎
の
事
実
が
何
故
ヨ
セ
ブ
の
眠
り
の
中
の
夢
に
重
て
告
げ
ら
れ
た
か
、
に
つ
い
て
も
種
々
解
釈
は
出
来
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

た
ゴ
こ
こ
に
は
亀
井
勝
一
郎
氏
の
夢
告
に
つ
い
て
の
一
般
的
解
釈
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
「
夢
の
中
に
は
神
仏
祖
先
の
霊
が
あ
ら
は
れ
て
、
親
し
く
何
事
か
を
告
げ
る
と
い
ふ
古
来
の
物
語
は
、
決
し
て
荒
唐
無
稽
な
作
為

で
は
な
い
。
深
い
眠
り
一
一
切
を
忘
却
し
て
無
心
に
な
っ
た
刹
那
1
そ
れ
は
祈
り
の
深
さ
に
似
て
い
る
の
で
あ
る
が
一
こ
の
眠
り
の

裡
に
は
つ
き
り
覚
醒
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
に
相
違
な
い
の
だ
。
我
々
が
平
生
醒
め
て
い
る
と
自
覚
し
て
い
る
と
き
、
却
っ
て
様
々

の
邪
念
に
妨
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
自
分
の
は
か
ら
ひ
に
よ
っ
て
是
非
分
別
し
、
こ
れ
を
覚
醒
と
思
ひ
ご
ん
で
い
る
。
し
か

し
真
の
覚
醒
は
、
自
力
一
切
か
ら
離
れ
た
刹
那
で
あ
る
。
祈
薦
と
睡
眠
－
無
心
の
状
態
に
お
い
て
、
永
遠
の
法
身
が
わ
が
身
を
貫
く

で
あ
ら
う
。
さ
う
し
て
み
れ
ば
、
覚
醒
と
は
お
よ
そ
反
対
に
み
え
る
眠
り
の
裡
に
こ
そ
、
ほ
ん
と
う
に
覚
醒
し
て
い
る
も
の
が
あ
る

　
　
　
聖
夢
と
宗
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



　
　
　
聖
夢
と
宗
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

筈
だ
。
夢
告
と
は
か
か
る
覚
醒
の
間
に
聞
い
た
言
葉
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
多
く
の
伝
説
の
中
で
も
と
く
に
荒
唐
無
稽
と
思
は
れ
て

い
る
夢
の
告
を
、
私
は
そ
の
根
本
精
神
に
お
い
て
は
最
も
確
実
な
も
の
と
し
て
認
め
た
い
の
だ
。
歴
史
の
実
体
が
神
仏
祖
先
の
願
を

聞
く
こ
と
に
在
る
と
す
れ
ば
、
聞
く
こ
と
の
核
心
は
夢
告
の
う
ち
に
あ
る
と
云
っ
て
い
い
筈
だ
。
」

　
②
釈
尊
の
降
誕

　
馬
鳴
は
彼
の
著
「
仏
所
行
讃
」
の
開
巻
第
一
頁
に
釈
尊
の
出
生
に
つ
い
て
、
ま
こ
と
に
美
し
い
言
菓
を
以
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

　
「
甘
蕉
苗
商
な
る
、
釈
迦
無
勝
王
は
、

　
浄
財
の
徳
純
ら
備
る
。
故
に
名
け
て
浄
飯
と
日
ふ
群
生
の
楽
ん
で
胆
仰
す
る
こ
と
、
猶
し
初
生
の
月
の
如
し

　
王
は
天
帝
釈
の
如
く
、
夫
人
は
舎
脂
の
猶
し

　
執
志
安
ら
か
な
る
こ
と
地
の
如
く
、
心
浄
ら
か
な
ま
こ
と
蓮
花
の
若
し

　
仮
に
響
へ
て
マ
ヤ
と
名
く
、
其
れ
実
に
倫
比
無
し

　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま
し
ひ

　
彼
象
天
后
に
於
て
、
神
を
降
し
て
胎
に
処
る

　
母
悉
く
憂
患
を
離
れ
て
、
幻
偽
の
心
を
生
ぜ
ず

　
彼
誼
俗
を
圧
悪
し
て
、
空
閑
林
に
楽
処
す

　
ル
ム
ビ
ニ
ー
の
勝
園
は
、
泉
を
流
し
花
果
茂
り

　
寂
静
に
し
て
禅
思
に
順
ふ
、
王
に
啓
し
て
彼
に
遊
ば
ん
と
請
ふ



　
王
其
志
願
を
知
り
て
、
奇
特
の
想
を
生
じ

　
内
外
の
春
属
に
勅
し
て
、
倶
に
彼
園
林
に
詣
ら
し
む

　
爾
時
に
マ
ヤ
后
、
自
ら
産
む
時
の
至
れ
る
こ
と
を
知
り

　
　
　
　
　
え
ん
し
ん

　
安
勝
の
床
に
偲
寝
し
、
百
干
の
採
女
侍
せ
り

　
時
は
四
月
八
日
、
清
和
の
気
調
達
せ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

　
齊
戒
し
て
浄
徳
を
修
す
る
に
、
菩
薩
は
右
脇
よ
り
生
ぜ
り
」

こ
の
美
し
き
詩
の
中
で
、
特
に
マ
ヤ
夫
人
が
受
胎
さ
れ
る
時
の
句
に
、
「
彼
象
天
后
に
著
て
、
神
を
降
し
て
胎
に
謬
る
」
と
あ
る
が
、

こ
れ
は
マ
ヤ
夫
人
が
胎
内
に
白
象
が
入
っ
た
夢
を
を
み
た
も
の
と
伝
へ
ら
れ
、
そ
の
結
果
マ
ヤ
后
は
み
ご
も
っ
た
と
云
は
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
に
も
夢
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
受
胎
し
た
と
云
ふ
伝
説
が
残
っ
て
い
る
訳
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
体
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
る

べ
き
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
場
合
の
象
は
何
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
解
釈
は
別
と
し
て
、
釈
尊
の
出
生
に

ま
っ
は
る
夢
に
つ
い
て
長
井
真
琴
博
士
の
著
「
釈
迦
牟
尼
と
其
教
義
」
の
中
か
ら
引
幕
し
て
お
き
た
い
。

　
「
時
し
も
迦
維
羅
出
城
に
て
は
六
、
七
月
頃
に
行
は
れ
る
ア
ー
サ
ー
ル
ヒ
月
の
お
祭
騒
ぎ
が
あ
っ
て
城
中
の
人
民
は
遊
び
楽
し
ん

だ
、
マ
ヤ
夫
人
は
満
月
の
前
の
第
七
日
目
か
ら
飯
粒
を
避
け
て
華
蔓
や
薫
香
に
て
其
身
を
厳
寒
し
て
此
祭
典
を
祝
ひ
、
そ
れ
よ
り
第

七
日
の
朝
は
早
く
起
き
て
香
水
に
沐
浴
し
、
四
十
万
金
を
散
ら
し
て
大
布
施
会
を
行
ひ
、
身
の
綺
羅
を
尽
し
て
最
良
の
食
を
取
り
、

八
戒
徳
を
行
ぜ
ん
と
て
美
し
く
飾
れ
る
吉
祥
あ
る
寝
室
に
入
り
吉
祥
の
寝
床
に
眠
り
つ
つ
か
う
い
ふ
夢
を
見
た
、
四
天
大
王
が
寝
床

に
あ
る
ま
ま
で
夫
人
を
引
き
挙
げ
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
に
運
び
去
り
六
十
由
旬
に
亘
れ
る
マ
ノ
ー
シ
ラ
（
雄
黄
石
）
原
野
に
於
け
る
七
由

　
　
　
聖
夢
と
宗
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
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一
二

旬
に
広
が
る
大
サ
ー
ラ
樹
の
下
に
置
い
て
、
彼
等
四
天
大
王
は
一
方
の
側
に
立
つ
た
、
さ
う
す
る
と
彼
等
の
夫
人
達
が
来
て
ア
ノ
ー

タ
ツ
タ
池
（
無
熱
池
）
畔
に
伴
ひ
行
き
て
此
処
に
て
人
間
の
鎖
題
を
洗
除
す
る
た
め
に
夫
人
を
沐
浴
せ
し
め
馬
天
衣
を
着
せ
し
め
、

香
を
塗
ら
し
め
、
霊
華
を
以
て
飾
ら
し
め
て
、
此
所
よ
り
近
き
銀
山
の
頂
に
黄
金
の
宮
殿
が
あ
る
、
其
所
に
東
向
き
に
霊
床
を
敷
い

て
夫
人
を
横
臥
せ
し
め
た
、
其
時
仏
は
立
派
な
白
象
と
な
り
、
近
き
所
に
「
の
黄
金
山
が
あ
る
其
所
に
て
遊
歩
し
つ
つ
降
り
又
銀
山

に
登
り
、
北
方
か
ら
来
っ
て
銀
線
の
如
き
色
の
鼻
に
白
蓮
華
を
執
り
鷺
の
如
き
声
を
発
し
て
か
の
黄
金
作
り
の
宮
殿
に
入
り
母
の
寝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

床
に
於
て
三
度
敬
礼
を
し
て
（
右
側
を
向
け
て
廻
る
が
其
礼
式
）
立
脇
を
打
っ
て
胎
内
に
入
っ
た
と
い
ふ
夢
で
あ
っ
た
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

　
こ
の
夢
を
国
王
は
六
十
四
人
の
バ
ラ
モ
ン
の
智
者
を
招
き
て
解
釈
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
は
「
憂
ふ
る
勿
れ
、
大
王
よ
、
夫
人
の
胎

内
に
は
子
が
宿
っ
た
の
で
あ
る
。
大
王
に
は
男
子
が
生
れ
る
で
あ
ら
う
。
缶
子
は
若
し
家
に
在
住
す
れ
ば
転
輪
聖
王
と
な
り
、
出
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

す
れ
ば
仏
陀
と
な
り
、
此
世
に
於
て
総
て
の
煩
悩
の
汚
衣
を
脱
す
る
あ
ら
う
」
と
答
へ
た
。

　
此
の
夢
の
内
容
を
構
成
す
る
も
の
は
凡
て
印
度
的
風
土
に
固
有
な
幻
想
で
あ
り
、
特
に
白
象
の
胎
内
に
入
る
と
あ
る
は
、
前
に
も

指
摘
せ
し
如
く
、
一
体
何
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。

　
㈲
　
仏
教
と
同
じ
く
印
度
に
発
生
し
た
ヂ
ヤ
イ
ナ
教
の
教
祖
マ
ハ
・
ヴ
ィ
ラ
（
大
勇
）
の
出
生
に
つ
い
て
も
不
思
議
な
事
件
が
色

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

々
と
相
次
ひ
で
発
生
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
、
彼
の
出
生
に
関
連
し
て
、
彼
の
母
は
十
四
の
不
思
議
な
夢
を
見
た
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

夢
に
よ
っ
て
、
や
が
て
驚
く
べ
き
不
思
議
の
子
が
こ
の
世
に
生
れ
出
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
凶
　
法
然
上
人
の
誕
生

　
時
国
夫
妻
は
年
老
を
ち
ぎ
り
て
よ
り
久
し
き
間
子
の
な
き
を
歎
き
、
岩
間
の
観
世
音
に
男
の
子
一
人
授
け
た
ま
へ
と
祈
願
し
、
そ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

の
後
ま
も
な
く
母
は
夢
み
て
懐
妊
し
た
こ
と
が
伝
へ
ら
れ
て
い
る
。
　
「
郵
亭
御
伝
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
間
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
述

べ
て
居
る
。

　
「
抑
上
人
は
美
作
国
久
米
の
南
条
稲
岡
庄
の
人
な
り
、
父
は
久
米
の
押
領
使
漆
時
国
、
母
は
秦
氏
な
り
、
子
な
き
こ
と
を
な
げ
き

て
、
夫
婦
こ
、
ろ
を
ひ
と
つ
に
し
て
仏
神
に
祈
申
に
秦
氏
夢
に
剃
刀
を
の
む
と
見
て
す
な
は
ち
懐
妊
す
、
時
国
が
い
は
く
、
汝
が
は

ら
め
る
と
こ
ろ
、
さ
だ
め
て
男
子
に
し
て
、
一
朝
の
戒
師
た
る
べ
し
、
と
。
秦
氏
甚
だ
柔
和
に
し
て
身
に
苦
痛
な
し
、
か
た
く
酒
肉

五
辛
を
た
ち
て
三
宝
に
帰
す
る
心
深
か
り
け
り
」

　
こ
＼
に
は
父
親
時
国
自
身
が
夢
を
解
釈
し
て
、
剃
刀
を
の
む
と
云
ふ
こ
と
を
「
天
下
の
戒
師
を
は
ら
む
」
と
判
定
し
た
こ
と
は
、

ま
こ
と
に
適
切
の
よ
う
で
あ
る
。
蓋
し
、
剃
刀
は
仏
弟
子
と
な
る
者
が
そ
の
入
門
帰
依
の
際
に
行
は
る
る
儀
式
に
於
て
、
そ
の
司
式

者
が
使
用
す
る
要
具
で
あ
る
か
ら
。

　
切
　
弘
　
法
　
大
　
師

　
　
　
　
り
　

　
伝
記
に
よ
れ
ば
弘
法
の
誕
生
に
つ
い
て
彼
の
母
が
み
た
夢
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
居
る
。

　
「
年
始
め
て
十
二
、
袋
に
父
母
の
堅
く
、
わ
が
子
は
こ
れ
昔
、
仏
弟
子
な
る
べ
し
。
何
を
以
て
か
之
を
知
る
。
夢
に
天
竺
よ
り
聖

人
の
来
り
て
、
わ
れ
ら
が
懐
に
入
る
を
み
た
り
。
か
く
の
如
く
し
て
妊
胎
し
て
産
め
る
子
な
り
。
し
か
れ
ば
則
ち
こ
の
子
を
も
た
ら

し
て
、
ま
さ
に
仏
弟
子
と
な
さ
ん
と
す
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

　
こ
の
夢
と
は
別
に
、
同
じ
伝
記
に
よ
れ
ば
、
弘
法
が
幼
年
時
代
に
み
た
夢
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
居
る
。

　
「
わ
れ
昔
、
生
を
得
て
父
母
の
家
に
あ
り
し
と
き
、
生
年
五
六
の
間
、
夢
に
八
葉
の
蓮
華
の
中
に
居
坐
し
て
、
諸
仏
と
共
に
語
る

　
　
　
聖
夢
と
宗
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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一
四

と
見
き
。
然
り
と
難
も
専
ら
父
母
に
語
ら
ず
。
」

　
弘
法
が
幼
少
時
代
よ
り
極
は
め
て
宗
教
的
で
あ
り
（
彼
の
父
母
も
亦
こ
の
子
供
を
将
来
仏
弟
子
に
ふ
さ
わ
し
き
者
に
教
育
せ
ん
と

の
決
意
が
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
夢
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

　
㈲
　
親
鷺
聖
人
の
誕
生

　
親
鶯
は
幼
少
の
名
を
松
若
丸
と
云
ひ
、
弟
の
名
は
浅
口
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
の
二
人
の
兄
弟
は
不
幸
に
も
、
早
く
父
母
を
失
い

悲
し
く
も
淋
し
い
天
涯
孤
独
の
人
と
な
っ
た
。
父
有
範
を
失
っ
た
の
は
松
若
丸
の
四
才
の
時
で
あ
り
、
母
吉
光
女
が
亡
く
な
っ
た
の

は
八
才
の
時
で
あ
っ
た
。

　
吉
光
女
は
臨
終
せ
ま
る
苦
し
い
息
の
中
か
ら
、
側
に
坐
し
た
二
人
の
わ
が
子
と
、
亡
き
夫
の
兄
範
綱
に
過
ぎ
し
日
に
夢
み
た
松
若

丸
の
誕
生
に
ち
な
む
不
思
議
の
霊
告
に
つ
い
て
物
語
つ
た
の
で
あ
る
。

　
「
過
る
承
安
二
年
の
夏
五
月
二
日
の
事
お
ざ
っ
た
。
逮
夜
妾
は
無
常
を
感
じ
て
、
瀬
枕
に
し
て
独
寝
の
夢
を
結
び
ま
い
た
。
夜
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
グ

の
頃
に
至
っ
て
、
輝
き
わ
た
る
光
明
、
妾
の
身
を
三
た
び
匝
り
、
途
に
口
に
入
り
ま
い
て
お
ざ
り
ま
す
る
。
幽
門
い
て
光
明
の
来
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ラ

方
を
見
ま
す
れ
ば
、
こ
は
不
思
議
、
枕
の
西
に
容
姿
端
厳
の
人
停
立
み
、
纏
絡
の
飾
り
を
蕾
め
か
し
て
宣
ふ
や
う
、
我
は
如
意
輪
観

音
な
り
、
汝
に
一
人
の
男
子
を
授
く
べ
し
と
霊
告
あ
り
、
五
尺
ば
か
り
の
五
葉
の
松
一
枝
授
け
給
ふ
と
見
て
、
忽
ち
夢
は
覚
め
ま
い

　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
オ
モ

た
。
其
頃
よ
り
妾
は
有
身
の
体
と
な
り
、
胎
内
に
在
る
こ
と
十
二
箇
月
、
承
安
三
年
四
月
朔
日
に
至
っ
て
、
安
々
産
の
紐
を
解
い
た

の
が
、
此
の
松
若
丸
お
ざ
り
ま
す
る
。
夫
有
範
世
に
在
る
頃
よ
り
、
此
の
児
に
家
は
指
す
ま
い
、
年
頃
に
至
ら
ば
、
良
き
師
を
選
ん

で
法
師
に
せ
う
。
必
ず
名
檜
知
識
と
仰
が
れ
る
事
も
が
な
と
（
常
々
申
し
て
居
ら
れ
ま
い
た
。
今
よ
り
は
伯
父
公
の
御
猶
子
、
よ
く



　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

よ
く
計
ひ
給
は
り
ま
せ
。
」

　
か
く
語
っ
て
吉
光
女
は
倒
る
る
が
如
く
枕
に
臥
し
、
や
が
て
ま
も
な
く
永
眠
し
え
の
で
あ
っ
た
。
ま
こ
と
に
不
思
議
な
夢
で
あ
る
。

松
若
丸
は
謂
は
ば
、
夢
告
の
巾
で
授
け
ら
れ
た
観
音
か
ら
の
「
も
ら
い
子
」
な
の
で
あ
っ
た
。
又
こ
の
夢
告
の
中
の
「
五
葉
の
松
の

一
枚
」
に
も
何
か
の
深
い
意
味
が
あ
り
、
そ
の
象
徴
な
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
三
、
夢
に
よ
る
生
活
の
大
転
換

　
私
は
手
許
に
あ
る
限
ら
れ
た
る
資
料
か
ら
、
教
祖
宗
祖
と
云
は
る
る
人
々
の
誕
生
に
因
ん
だ
不
思
議
な
夢
を
紹
介
し
た
。
又
、
宗

教
的
聖
者
の
中
に
は
、
彼
等
の
生
涯
の
中
で
の
大
き
な
転
換
を
夢
に
よ
っ
て
な
し
と
げ
た
人
々
も
あ
る
が
、
こ
～
に
は
そ
の
実
例
と

し
て
親
鶯
聖
人
の
場
合
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
聖
人
の
生
涯
に
於
け
る
二
つ
の
大
き
な
事
件
が
、
何
れ
も
夢
告
に
よ
っ
て
発
生
し
、
而
も
こ
の
夢
告
が
聖
人
の
全
生
涯
を
決
定
づ

け
た
の
で
あ
っ
た
。
一
つ
は
十
九
才
の
時
に
於
け
る
河
内
磯
長
の
聖
徳
太
子
の
廟
に
参
籠
し
た
時
に
、
そ
し
て
一
つ
は
二
十
九
才
の

時
に
京
都
六
角
堂
に
参
籠
し
た
時
に
於
け
る
夢
告
で
あ
る
。
い
つ
れ
も
聖
徳
太
子
の
化
身
と
さ
れ
て
い
る
救
世
観
音
の
軸
重
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゾ

た
。
「
彼
の
青
年
時
代
の
心
の
動
き
、
苦
悩
、
」
さ
う
い
っ
た
事
情
は
、
す
べ
て
二
つ
の
夢
告
の
う
ち
に
凝
結
し
て
い
る
と
思
は
れ
る
。
」

　
磯
長
で
こ
う
む
っ
た
第
一
の
一
意
に
つ
い
て
「
高
田
正
統
伝
」
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
居
る
。

　
「
十
九
歳
初
秋
、
慈
円
僧
正
に
御
い
と
ま
を
乞
ひ
、
和
州
法
隆
寺
へ
御
参
詣
あ
り
。
皇
運
曾
都
の
坊
に
、
六
十
余
日
ま
し
ま
し
、

因
明
の
秘
奥
を
研
究
し
た
ま
へ
り
。
供
奉
の
櫓
は
、
正
音
房
侍
従
也
。
是
人
は
養
父
範
聖
母
よ
り
御
介
錯
に
附
ら
れ
た
る
人
也
。
同

　
　
　
聖
夢
と
宗
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
五



　
　
　
聖
夢
と
宗
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

年
九
月
十
二
日
、
河
州
石
川
郡
東
条
磯
長
聖
徳
太
子
の
御
廟
へ
参
詣
ま
し
ま
し
、
十
三
日
よ
り
十
五
日
ま
で
三
日
御
参
籠
な
り
。
第

二
の
夜
夢
想
を
蒙
り
た
ま
ふ
。
十
五
日
正
午
に
件
の
記
を
書
さ
る
。
其
記
文
日
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

　
袋
少
仏
子
範
宴
、
思
入
壷
口
松
之
夢
、
常
仰
垂
迩
利
生
。
今
幸
詣
御
廟
窟
、
三
日
参
籠
懇
忘
失
巳
突
。
第
二
夜
四
更
、
如
夢
如
幻
、

　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　

一
　
二
　

一
　

二
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
レ

　
聖
徳
太
子
従
廟
内
自
発
石
扁
、
光
明
赫
然
而
照
於
窟
中
。
運
上
満
月
在
現
金
赤
面
相
。
告
勅
言

　
　
　
　
　
　
二
　
　
一
　
　
二
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
我
三
尊
化
塵
沙
界
　
日
域
大
乗
相
応
地

　
　
　
諦
聴
諦
聴
我
教
令
　
汝
命
根
応
十
余
歳

　
　
　
命
終
速
入
清
浄
土
　
善
信
善
信
真
菩
薩

　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
一

　
干
時
建
久
二
年
亥
、
暮
秋
中
旬
第
五
日
。
午
時
初
刻
、
記
前
夜
告
令
畢
。
仏
子
範
宴
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
一

　
悪
感
令
を
得
た
ま
へ
ど
も
、
深
秘
し
て
口
外
な
し
。
唯
正
全
房
ば
か
り
、
其
記
文
を
書
き
た
ま
ふ
を
見
る
。
然
る
に
、
汝
命
根
十

余
薫
の
文
意
さ
と
り
難
く
思
召
け
り
。
範
宴
い
ま
十
九
才
な
れ
ば
、
今
年
ま
で
の
寿
限
と
云
ふ
こ
と
に
や
。
又
今
よ
り
十
余
才
と
の

義
に
や
。
猶
予
ま
し
ま
し
す
も
理
な
り
。
其
後
二
十
九
才
に
至
て
、
浄
土
真
上
に
入
り
給
ふ
上
に
て
、
当
初
の
告
命
に
十
余
才
に
至

て
清
浄
国
土
に
入
ん
と
は
、
今
出
時
を
示
さ
れ
け
る
よ
と
、
日
来
の
疑
蒙
を
晴
た
ま
ひ
け
り
。
三
十
三
才
以
後
善
信
と
な
の
り
た
ま

ふ
も
、
其
本
原
こ
の
告
命
よ
り
興
れ
り
。
」

　
聖
人
は
九
才
の
時
に
出
家
し
、
当
時
の
仏
教
最
高
の
学
府
で
あ
り
聖
地
で
も
あ
る
、
叡
山
で
貧
し
い
堂
檜
と
し
て
忍
苦
精
進
し
て

い
た
の
で
あ
っ
た
。
併
し
こ
の
時
の
叡
山
は
既
に
開
祖
伝
教
大
師
の
崇
高
な
る
理
想
は
既
に
失
は
れ
、
　
「
学
閥
と
政
略
と
に
み
ち
た

　
　
　
　
　
（
4
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

世
間
そ
の
も
の
」
で
あ
り
、
　
「
僧
徒
の
俗
化
あ
る
ひ
は
暴
力
化
」
は
、
純
真
な
る
青
年
親
指
の
失
望
、
義
憤
、
疑
惑
と
な
り
、
何
ら



か
の
生
活
の
展
開
と
転
換
と
を
求
め
て
南
都
へ
の
旅
に
出
ら
れ
、
そ
の
間
に
磯
長
の
参
詣
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
而
も
こ
の

　
　
　
ナ
ン
ヂ
ガ
イ
ノ
チ
マ
サ
ニ
ヂ
ゥ
ネ
ン
ヨ

夢
告
は
「
汝
命
根
応
十
余
才
」
と
、
死
の
到
来
を
宣
告
予
言
し
、
若
き
聖
人
の
心
魂
に
大
き
な
不
安
を
な
げ
か
け
た
。
而
も
、

イ
ノ
チ
オ
ワ
ル
ト
キ
ス
ミ
ヤ
カ
ニ
ヂ
ョ
ゥ
ド
ニ
イ
ル

「
命
絡
速
業
清
浄
土
」
と
は
一
体
何
を
意
味
す
る
か
、
こ
の
こ
と
も
亦
大
き
な
不
安
と
疑
問
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
伝
」

に
も
記
さ
れ
て
あ
る
如
く
、
命
根
十
余
才
と
は
聖
人
二
十
九
才
に
し
て
叡
山
を
下
り
、
吉
水
の
法
然
上
人
の
教
化
を
受
け
他
力
擾
取

の
念
仏
生
活
に
入
る
迄
の
十
年
間
で
あ
っ
た
。
又
、
速
入
清
浄
土
と
は
、
叡
山
自
力
修
行
の
聖
道
門
の
仏
教
か
ら
、
他
力
悲
願
の
浄

土
門
の
仏
教
へ
の
転
換
を
予
告
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
何
れ
に
も
せ
よ
、
か
か
る
夢
告
を
受
け
た
聖
人
の
意
識
、
否
、
無
意
識
の
中
に
は
旧
仏
教
へ
の
絶
望
と
、
新
し
き
人
生
へ
の
再
出

発
と
を
内
容
と
す
る
複
雑
微
妙
の
心
理
が
深
く
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。
こ
の
無
意
識
的
心
理
が
救
世
観
音
の
化
身
と

さ
れ
て
い
た
聖
徳
太
子
の
廟
で
の
祈
願
と
な
た
の
で
あ
ら
う
。

　
聖
人
は
こ
の
夢
告
の
内
容
を
深
く
胸
中
に
秘
め
つ
つ
も
、
な
ほ
叡
山
で
の
き
び
し
い
修
行
と
学
問
研
究
を
続
け
た
。
而
も
夢
告
の

謎
は
依
然
と
し
て
解
け
ず
、
新
し
い
生
活
展
開
の
希
望
も
見
出
さ
れ
ず
、
悶
々
の
日
を
過
し
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
聖
人
の
生
活

に
最
後
の
転
換
を
決
定
さ
せ
た
も
の
こ
そ
、
第
二
の
六
角
堂
に
於
け
る
夢
告
で
あ
っ
た
。
聖
人
二
十
九
才
の
時
で
あ
る
。

　
聖
人
が
法
然
上
人
と
め
ぐ
り
遇
ふ
た
建
仁
三
年
半
春
に
、
叡
山
よ
り
京
の
六
角
堂
に
百
日
の
祈
願
を
か
け
た
。
　
「
か
く
て
参
籠
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

十
五
日
目
の
曉
、
宗
祖
は
太
子
示
現
の
文
を
感
得
し
、
そ
れ
に
示
唆
さ
れ
て
源
空
の
門
に
入
る
こ
と
と
な
っ
た
。
」
　
因
に
六
角
堂
の

本
尊
も
亦
救
世
観
音
で
あ
り
、
聖
徳
太
子
の
化
身
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
聖
主
に
つ
い
て
は
、
「
本
願
寺
聖
人
親
盒
子
絵
」

に
よ
れ
ば
次
の
如
く
記
さ
れ
て
あ
る
。

　
　
　
聖
夢
と
宗
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
聖
夢
と
宗
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ラ

　
「
建
仁
三
年
四
月
五
日
置
の
時
、
上
人
夢
想
の
告
ま
し
く
き
。
か
の
長
言
く
、
六
角
堂
の
救
世
菩
薩
、
顔
容
端
厳
の
聖
曾
の
形

を
示
現
し
て
、
白
柄
の
袈
裟
を
着
服
せ
し
め
、
広
大
の
白
蓮
華
に
端
坐
し
て
、
善
信
に
告
蓋
し
て
の
た
ま
は
く
。
行
者
宿
報
設
女

犯
、
我
潜
窟
女
身
被
犯
、
一
生
之
間
能
荘
厳
、
臨
終
引
導
生
極
楽
、
と
い
へ
り
。
救
世
菩
薩
善
信
に
の
た
ま
は
く
、
こ
れ
は
こ
れ
わ

が
誓
願
な
り
、
善
信
、
こ
の
誓
願
の
旨
趣
を
宣
言
し
て
、
一
切
群
生
に
き
か
し
む
べ
し
と
云
々
。
そ
の
時
、
善
信
、
夢
中
に
あ
り
な

が
ら
、
御
堂
の
正
面
に
七
て
東
方
を
み
れ
ば
、
峨
々
た
る
岳
山
あ
り
、
そ
の
高
山
に
、
数
千
億
の
有
情
群
集
せ
り
と
み
ゆ
。
そ
の
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ハ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ハ
リ

告
命
の
ご
と
く
、
此
文
の
こ
、
ろ
を
か
の
山
に
あ
つ
ま
れ
る
有
情
に
対
し
て
、
説
き
か
し
め
畢
と
お
ぼ
え
て
、
夢
さ
あ
畢
ん
ぬ
。
」

　
「
正
統
伝
」
の
作
者
は
こ
の
告
命
を
言
忌
自
身
の
訓
な
り
と
し
て
、
　
「
行
者
し
ふ
抵
う
に
て
、
た
と
ひ
女
犯
す
と
も
、
わ
れ
玉
女

の
身
と
な
り
て
、
犯
せ
ら
れ
ん
。
　
生
の
あ
ひ
だ
、
よ
く
荘
厳
し
て
臨
終
引
導
し
て
極
楽
に
生
せ
し
め
ん
」
と
和
文
に
直
し
、
且
文

章
に
つ
い
て
は
、
　
「
行
者
宿
報
と
し
て
も
し
妻
帯
の
宗
風
を
弘
め
ば
、
愚
女
身
を
現
じ
妻
と
な
り
て
是
を
青
む
べ
し
。
一
生
の
間
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

く
師
の
化
導
を
資
助
し
、
臨
終
に
は
極
楽
界
に
引
導
の
大
因
縁
と
な
る
べ
し
と
な
り
」
と
解
釈
し
て
い
る
。

　
何
れ
に
も
せ
よ
、
こ
の
置
針
を
境
と
し
て
聖
人
は
い
よ
い
よ
二
十
年
間
の
山
上
修
行
の
生
活
を
打
ち
切
り
、
法
然
上
人
の
吉
水
禅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

室
に
入
り
、
　
「
他
力
喘
息
の
旨
趣
を
受
得
し
、
飽
く
ま
で
、
凡
夫
直
入
の
真
心
を
決
定
し
ま
し
く
け
り
。
」
の
大
転
換
を
な
し
た

の
で
あ
る
。
こ
の
大
転
換
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
今
日
の
浄
土
真
宗
は
説
か
れ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
し
、
又
、
聖
人
自
身
の
生
涯
も

亦
恐
ら
く
全
く
変
っ
た
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ら
う
。

　
さ
て
、
六
角
堂
の
夢
の
内
容
な
り
解
釈
に
つ
い
て
詳
論
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
聖
徳
太
子
の
化
身
と
さ
れ
て
い
た
救
世
観
音

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
カ

が
玉
女
、
女
盛
と
な
っ
て
犯
さ
れ
、
一
生
の
間
善
信
の
よ
き
伴
侶
と
し
て
彼
を
助
け
、
最
後
に
は
彼
を
浄
土
に
引
導
す
る
と
の
こ
の



夢
は
実
に
聖
人
の
無
意
識
の
中
に
あ
っ
た
、
隔
る
大
き
な
問
題
を
、
否
、
決
断
を
前
提
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
端
的
に
云
へ
ば
、

浄
土
真
宗
特
異
の
宗
風
た
る
「
肉
食
妻
帯
」
と
し
て
の
在
家
仏
教
の
根
本
性
格
に
つ
い
て
、
聖
人
は
こ
の
夢
を
見
る
前
に
既
に
胸
中

深
く
何
か
思
念
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
凡
て
の
民
衆
が
平
等
に
救
は
れ
て
仏
に
な
る
た
め
に
は
、
末
代
燭
世
に

あ
っ
て
は
自
力
修
行
に
よ
り
聖
道
門
出
家
の
道
は
到
底
不
可
能
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
凡
夫
さ
な
が
ら
の
姿
に
て
、
在
家
皆
実
の
肉

食
妻
帯
の
ま
ま
で
救
は
れ
仏
に
な
る
道
が
拓
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
聖
人
自
身
は
こ
の
時
旺
に
直
る
女
性
と
結
婚
し
て
い
た
の
で
は

あ
る
ま
い
加
噌
当
時
と
し
て
は
檜
侶
・
出
家
が
公
然
と
妻
帯
し
肉
食
す
る
な
ど
と
は
到
底
考
へ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
・
併
し
・
聖

人
の
無
意
識
深
く
に
は
、
肉
食
し
妻
帯
し
て
在
家
止
住
の
平
凡
な
る
至
悪
無
善
の
人
々
が
救
は
れ
、
仏
に
な
る
道
こ
そ
真
の
仏
教
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
決
意
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
聖
人
の
思
念
、
理
想
を
み
た
す
も
の
こ
そ
法
然
上
人
に
よ
る
念
仏
の
信
仰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

で
あ
っ
た
。
　
「
現
世
の
底
に
身
を
沈
め
て
、
改
め
て
如
来
の
悲
心
を
仰
が
ん
と
の
転
換
で
あ
っ
た
。
」
　
ま
こ
と
に
大
い
な
る
転
換
で

あ
り
、
否
、
生
活
態
度
の
根
本
革
命
で
あ
っ
た
。
聖
人
の
見
た
夢
の
背
後
に
は
常
に
そ
の
よ
う
な
夢
を
見
さ
せ
た
、
無
意
識
的
心
理

が
力
強
く
働
い
て
い
た
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
で
あ
ら
う
。

　
最
後
に
宗
教
的
夢
の
性
格
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。
宗
教
的
夢
は
他
の
一
般
の
夢
と
ち
が
っ
て
、
人
間
が
人
間
の
夢
を
み

る
の
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
は
何
ほ
ど
か
「
人
聞
以
上
の
存
在
」
が
主
要
な
役
割
り
を
果
し
て
い
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
神
、
仏
、

祖
先
の
霊
、
等
が
い
つ
も
宗
教
的
夢
の
中
心
と
な
る
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
夢
を
み
る
人
は
、
何
ほ
ど
か
の

宗
教
的
生
活
を
い
と
な
む
，
人
で
あ
る
こ
と
が
常
例
で
あ
る
。
宗
教
的
信
仰
と
宗
教
的
生
活
の
中
に
あ
っ
て
み
ら
れ
る
夢
こ
そ
、
そ
れ

が
宗
教
的
夢
な
の
で
あ
る
。
人
間
以
上
の
存
在
を
全
く
認
め
ず
、
宗
教
的
信
仰
も
生
活
も
な
い
人
間
は
、
宗
教
的
夢
を
み
る
こ
と
は

　
　
　
聖
夢
と
宗
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
聖
夢
と
宗
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

な
い
で
あ
ら
う
。
宗
教
的
夢
は
、
こ
の
意
味
に
於
て
、
深
い
宗
教
的
祈
り
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
云
へ
よ
う
。
夢
は
一
般
に
人
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
「
願
望
の
充
足
で
あ
る
」
場
合
が
多
い
が
、
若
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
宗
教
的
夢
は
宗
教
的
願
望
の
充
足
に
関
係
す
る
こ
と
が
多

い
と
云
へ
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
人
間
の
罪
と
悩
み
と
死
に
つ
な
が
る
、
不
安
の
解
決
と
心
底
か
ら
の
歓
喜
へ
の
願
望
な
の
で
あ
る
。
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