
『更級日記』の夢

―日記の構成と夢とのかかわり―

樊　　　穎
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Dreams in Sarashina Diary
－The relationship between the diary’s structure and dreams－

FAN  Ying *

Because the word “dream” is often used in the literature of the Heian
period in Japan, and because a large number of diary entries on dreams
have been found, scholars have been focusing on the “dream” as one of
the major themes of these works of literature.  Among the memoirs of the
Heian period, this work in particular, and its author, Lady Sarashina (also
known as Sugawara no Takasue no musume), are perhaps best understood
in terms of the “dream” theme.  So much so, in fact, that the author of
Sarashina Diary is described as “a dreaming girl.”  In previous research
on Sarashina Diary, many scholars have commented on the author’s reli-
gious consciousness in relation to the “dream.”  The current article draws
on this research to consider the relationship between Sarashina Diary’s
structure and dreams.

＊ 城西大学助教
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一

文
学
と
夢
と
は
深
い
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
古
今
東
西

の
文
学
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
日
本
文
学
に
お
い
て
も
、

平
安
時
代
の
作
品
に
、「
夢
」
と
い
う
語
が
多
く
使
わ
れ
て
お
り
、
夢
に

つ
い
て
の
記
事
が
多
く
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、「
夢
」
は
、
そ
れ
ら
の

作
品
の
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
の
日
記

作
品
の
中
で
、『
更
級
日
記
』
の
作
者
が
「
夢
見
が
ち
な
少
女
」
と
言
わ

れ
る
ほ
ど
、「
夢
」
は
、
こ
の
作
品
と
作
者
菅
原
孝
標
女
に
つ
い
て
理
解

す
る
に
は
、
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
。
今
ま
で
の
『
更
級

日
記
』
研
究
で
は
、「
夢
」
に
つ
い
て
、
作
者
の
宗
教
意
識
に
関
連
す
る

指
摘
が
多
く
見
ら
れ
る
。
本
研
究
は
、
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
た
上
で
、

『
更
級
日
記
』
の
構
成
と
夢
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き

た
い
。

二

心
理
学
的
に
は
、
夢
は
人
間
が
睡
眠
中
に
見
る
幻
覚
の
こ
と
で
あ
り
、

夢
は
「
以
前
に
出
会
っ
た
こ
と
の
思
い
出
と
、
心
の
中
の
願
望
や
恐
怖

な
ど
か
ら
出
来
上
が
る
も
の
」
�

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「
夢
を
、
そ
の
夢
を
見
た
人
の
無
意
識
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
と
し
て
受

け
止
め
る
の
で
あ
る
」
�

。

も
ち
ろ
ん
、
現
代
の
人
の
夢
に
対
す
る
意
識
と
理
解
は
、
古
代
の
人

の
そ
れ
と
違
っ
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

『
王
朝
語
辞
典
』
に
よ
る
と
、「
ゆ
め
」
は
『
万
葉
集
』
で
は
「
い
め
」

（
斎
目
）
で
あ
り
、
同
系
統
の
言
葉
の
「
忌
む
」
の
「
い
」、「
斎
つ
真
椿
」

の
「
ゆ
」（
斎
）
な
ど
あ
り
、
神
、
異
郷
に
か
か
わ
る
こ
と
を
表
わ
す
語

で
あ
る
。「
夢
う
つ
つ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
夢
は
、
現
実
世

界
と
は
構
成
原
理
の
異
な
る
「
い
ま
一
つ
の
世
界
」
で
あ
り
、「
異
郷
」、

「
異
空
間
」
で
も
あ
る
。
古
代
人
に
は
、
夢
が
そ
の
「
異
郷
」「
異
空
間
」、

す
な
わ
ち
夢
に
現
れ
て
い
る
世
界
に
移
動
す
る
手
段
で
も
あ
る
と
信
じ

ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
夢
と
「
う
つ
つ
」
を
単
純
に
機
械
的
に
対
立

さ
せ
て
は
い
け
な
い
。
夢
も
ま
た
一
つ
の
「
う
つ
つ
」、
一
つ
の
独
自
な

現
実
で
あ
り
、
一
つ
の
現
実
と
し
て
直
接
的
に
経
験
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
�

ま
た
、
古
代
人
に
と
っ
て
は
、
夢
は
、
人
間
が
神
仏
の
世
界
に
通
じ

る
唯
一
の
手
段
で
あ
り
、
神
仏
が
、
あ
る
い
は
聖
な
る
も
の
が
、
そ
の

心
を
人
に
知
ら
せ
る
た
め
に
用
い
る
も
っ
と
も
普
通
の
方
法
や
命
令
で

あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
夢
の
啓
示
に
よ
っ
て
死
後
の
世
界
を
現
世

の
人
に
知
ら
せ
、
夢
に
吉
凶
禍
福
を
頼
る
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る�
。

当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
夢
は
信
ず
べ
き
も
の
で
あ
り
、
夢
想
に
よ

っ
て
得
た
神
意
は
従
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
夢
は
、
時
代
の
文
化
や

精
神
の
構
造
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
個
人
の
夢
が
当
人
の
生
活
史
と
切

り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
当
時
の
人
々
の
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日
々
の
生
活
や
公
事
を
行
う
に
当
た
っ
て
の
指
針
と
さ
れ
て
い
る
。

夢
に
つ
い
て
の
記
録
は
、
平
安
時
代
の
漢
文
日
記
や
仮
名
日
記
に
も

確
認
で
き
る
。
漢
文
日
記
に
「
夢
想
」
と
い
う
語
が
よ
く
出
て
く
る
。

そ
れ
は
、
夢
の
中
で
神
仏
の
「
お
告
げ
」
を
受
け
る
こ
と
、
そ
し
て
、

そ
の
お
告
げ
を
さ
す
言
葉
で
あ
る
。
平
安
女
流
日
記
の
中
で
は
、「
夢
想
」

と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、
漢
文
日
記
の
「
夢
想
」
に
当
た

る
「
夢
」
の
記
事
が
多
く
書
か
れ
て
い
る
。

夢
の
内
容
や
夢
に
対
す
る
態
度
、
取
っ
た
行
動
な
ど
が
記
さ
れ
、
特

に
重
要
な
夢
や
あ
る
特
別
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
夢
は
、
日
に
ち

な
ど
が
明
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
記
録
の
順
番
も
記
録
者
の
意
図
で

入
れ
替
わ
っ
た
り
、
過
去
の
時
間
に
遡
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

島
内
景
二
氏
は
「
夢
の
文
学
誌

―
そ
の
推
進
力
と
破
壊
力

―
」
�

の

中
で
、
夢
と
文
学
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、
次
の
三
点
に
ま
と
め
て

い
る
。

夢
は
、
第
一
に
、
人
間
が
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
展
開
さ

せ
る
た
め
に
必
要
な
「
装
置
＝
約
束
事
」
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

夢
の
お
告
げ
に
よ
っ
て
、
人
物
を
登
場
さ
せ
た
り
、
新
た
な
展
開
を
見

せ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

第
二
に
、
夢
は
、
人
間
が
心
か
ら
実
現
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
未
来

に
関
す
る
望
み
の
こ
と
で
あ
る
。
作
品
の
主
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
こ
と
も
多
い
。

文
学
作
品
の
主
人
公
は
、「
幸
福
獲
得
へ
の
野
望
」
を
抱
い
て
、
夢
の

実
現
に
向
け
て
旅
立
つ
。
途
中
、
無
数
の
「
夢
の
か
け
ら
＝
い
つ
わ
り

の
夢
」
に
欺
か
れ
つ
つ
も
、
最
終
的
に
「
夢
」
を
実
現
し
、
つ
ま
り

「
真
実
の
生
き
甲
斐
」
を
手
に
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
夢
」
は
作
品
の

全
体
を
貫
く
主
題
で
あ
り
、
重
要
な
文
学
的
素
材
で
も
あ
る
。

第
三
に
、
現
実
世
界
に
な
じ
め
ず
弾
き
飛
ば
さ
れ
た
弱
い
人
間
の
感

ず
る
「
迷
い
」
の
こ
と
で
あ
り
、
取
る
に
足
ら
ぬ
は
か
な
い
存
在
の
こ

と
で
あ
る
。

文
学
作
品
の
中
の
夢
は
、
必
ず
し
も
特
例
で
は
な
い
。
そ
の
時
代
の

個
人
の
夢
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
人
々
の
考
え
方
、
つ
ま
り

時
代
の
夢
を
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
反
面
、
社
会
の
主
流
か

ら
は
み
だ
し
て
い
る
「
周
縁
的
な
存
在
」、
社
会
的
弱
者
の
感
じ
た
「
迷

い
」
な
ど
も
、
個
人
的
な
も
の
の
範
疇
を
超
え
、
人
間
の
共
通
し
た
も

の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
意
味
で
は
、
夢
は
文
学
の
素
材
で
あ
り
、
方
法
で
あ
り
、
主

題
で
も
あ
る
。
作
品
全
体
の
構
成
な
ど
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。

三

以
上
、
夢
の
概
念
、
古
代
人
の
夢
に
対
す
る
意
識
、
夢
と
文
学
の

関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
次
に
、
以
上
の
内
容
を
ふ
ま
え
て
、

平
安
時
代
の
女
流
日
記
『
更
級
日
記
』
の
「
夢
」
に
つ
い
て
考
え
て

い
き
た
い
。
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森
田
兼
吉
氏
が
、
平
安
鎌
倉
時
代
の
代
表
的
な
女
流
日
記
の
中
で
、

「
夢
」
と
い
う
語
の
使
用
数
と
作
中
に
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
る
夢
の
記

事
の
数
に
つ
い
て
表
に
ま
と
め
た
。
�

そ
の
表
の
デ
ー
タ
を
参
考
に
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、「
夢
」
と
い
う
語

の
使
用
数
が
一
番
多
い
の
は
、
鎌
倉
時
代
に
書
か
れ
た
『
問
は
ず
語
り
』

で
六
十
六
例
あ
る
。
実
際
に
見
た
夢
に
つ
い
て
の
記
事
が
全
部
で
十
二

例
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
作
者
が
見
た
夢
が
八
例
、
他
人
が
見
た
夢
が
四

例
書
か
れ
て
い
る
。

平
安
時
代
の
女
流
日
記
の
中
で
は
、
和
歌
に
詠
ま
れ
た
「
夢
」
と
い

う
言
葉
を
含
め
る
と
、『
蜻
蛉
日
記
』
は
「
夢
」
の
使
用
数
が
最
も
多
く

二
十
四
例
で
あ
り
、
そ
の
次
は
、『
更
級
日
記
』
で
二
十
二
例
、『
成
尋

阿
闍
梨
母
集
』
十
五
例
と
な
っ
て
い
る
。『
蜻
蛉
日
記
』
の
「
夢
」
の
使

用
例
は
一
番
多
い
が
、『
更
級
日
記
』
と
『
成
尋
阿
闍
梨
母
集
』
が
、
比

＊

「
夢
う
つ
つ
」「
夢
路
」「
夢
解
き
」
な
ど
の
夢
を
基
に
す
る
造
語
も
夢

と
い
う
語
に
含
ま
せ
て
い
る

＊
　
完
全
に
副
詞
化
し
た
「
ゆ
め
」
は
か
ぞ
え
な
い

蜻
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較
的
に
短
小
な
作
品
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、「
夢
」
の
使
う
頻
度
が

か
な
り
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。

『
更
級
日
記
』
の
二
十
二
例
の
う
ち
、
和
歌
に
詠
ま
れ
た
の
は
二
例
の

み
で
あ
る
。
二
例
と
も
「
夢
さ
め
て
」
と
い
う
文
句
が
使
わ
れ
て
お
り
、

「
夢
」
の
本
来
の
意
味
、「
睡
眠
中
の
幻
覚
」
と
い
う
意
味
か
ら
、
睡
眠

か
ら
目
が
覚
め
る
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ほ
か
の
地
の
文
の

「
夢
」
の
用
例
は
、「
夢
路
」
が
一
例
、「
夢
解
き
」
が
一
例
、「
夢
の
世
」

が
一
例
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
用
例
は
「
夢
」
の
本
来
の
意
味
が
使
わ

れ
て
お
り
、
三
例
ほ
ど
、「
夢
」
の
比
喩
的
な
意
味
で
「
夢
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
こ
と
」、「
夢
の
よ
う
に
は
か
な
い
こ
と
」
と
理
解
で
き
る
。

次
に
、
実
際
に
見
た
夢
に
つ
い
て
の
記
事
の
数
を
見
る
と
、『
蜻
蛉
日

記
』
は
、
作
者
の
見
た
夢
の
記
事
が
六
例
、
他
人
の
見
た
夢
が
四
例
で
、

あ
わ
せ
て
十
例
で
あ
る
。『
更
級
日
記
』
は
、
作
者
の
見
た
夢
が
九
例
、

他
人
の
見
た
夢
が
二
例
で
、
あ
わ
せ
て
十
一
例
で
あ
る
。『
成
尋
阿
闍
梨

母
集
』
は
、
作
者
が
見
た
夢
の
三
例
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
実
際
に

見
た
夢
を
記
録
し
た
記
事
の
場
合
は
、『
更
級
日
記
』
の
数
は
『
蜻
蛉
日

記
』
を
上
回
っ
て
お
り
、
特
に
作
者
自
身
が
見
た
夢
の
数
が
九
例
で
、

平
安
鎌
倉
時
代
の
女
流
日
記
の
中
で
も
っ
と
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
そ

れ
ら
の
夢
の
記
事
が
、
ど
ん
な
内
容
な
の
か
、
ど
の
よ
う
に
、
ど
う
い

う
順
番
で
書
か
れ
た
か
、
作
者
は
そ
れ
ら
の
夢
に
対
し
て
、
ど
ん
な
態

度
を
持
ち
、
ど
ん
な
行
動
を
取
っ
た
の
か
な
ど
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、

「
夢
」
が
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る
『
更
級
日
記
』
に
お
い
て
、
重
要

な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。「
夢
」
は
こ
の
作
品
を
読
み
と
く
に
は
不
可
欠

な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
。

『
更
級
日
記
』
の
夢
に
つ
い
て
多
く
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。

今
井
卓
爾
氏
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
夢
の
多
く
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
の

作
者
の
生
活
に
、
特
に
精
神
生
活
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
も
の
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
」。
夢
告
げ
に
対
す
る
態
度
は
、「
否
定
、
無
視
か
ら
肯

定
、
依
存
に
変
貌
し
て
い
っ
て
い
る
こ
と
が
（
中
略
）
読
み
と
る
こ
と

が
で
き
る
」
�

と
し
て
い
る
。

夫
の
死
に
つ
い
て
の
内
容
の
後
に
、
孝
標
女
は
自
分
の
一
生
を
ふ
り
返

っ
て
不
如
意
な
人
生
を
ま
と
め
た
。
吉
岡
曠
氏
は
、「
自
分
の
一
生
を
失

意
の
連
続
の
一
生
と
考
え
て
、
そ
の
原
因
を
、
若
い
時
代
の
不
信
仰
と
、

中
年
期
の
信
仰
の
不
徹
底
に
帰
し
て
い
る
の
だ
が
、
物
語
・
歌
と
信
仰

と
が
対
置
さ
れ
、
そ
の
信
仰
は
夢
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る

と
い
う
の
が
、
こ
の
人
の
精
神
構
造
で
あ
る
」	

と
述
べ
て
い
る
。

特
に
、
最
後
の
夢

―
天
喜
三
年
（
一
〇
五
五
）
十
月
十
三
日
、
孝
標

女
が
見
た
阿
弥
陀
仏
来
迎
の
夢
―

は
、「
作
者
の
精
神
的
遍
歴
の
到
着

点
」
と
し
、
こ
の
日
記
を
統
括
す
る
根
幹
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘

し
て
い
る
。



こ
の
よ
う
に
、
前
の
十
例
の
夢
の
記
事
が
、
す
べ
て
最
後
の
阿
弥
陀

仏
来
迎
の
夢
の
伏
線
と
し
て
、
こ
の
日
記
全
体
を
支
え
、「
悔
恨
」
と
い

う
日
記
の
主
題
を
支
え
て
い
る
と
い
う
見
解
が
多
く
見
ら
れ
る
。
確
か

に
、
今
ま
で
の
夢
告
げ
で
得
た
神
仏
か
ら
の
啓
示
を
守
ら
な
か
っ
た
自
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分
の
「
不
信
仰
」
を
後
悔
し
、
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
の
夢
を
唯
一
の
頼
み

と
し
て
い
る
と
い
う
、
孝
標
女
が
晩
年
こ
の
日
記
を
執
筆
す
る
時
の
心

境
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
十
一
例
の
夢
の
記
事
が
孝
標
女
の

人
生
の
「
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
の
生
活
に
、
特
に
精
神
生
活
に
深
く
か
か

わ
っ
て
い
た
も
の
」
で
あ
れ
ば
こ
そ
孝
標
女
が
そ
れ
ぞ
れ
の
夢
を
見
た

と
き
の
心
情
も
違
う
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
孝
標
女
の
人
生
の
そ
れ

ぞ
れ
の
時
期
の
精
神
生
活
の
違
い
を
、
夢
の
記
事
を
一
つ
の
手
掛
か
り

と
し
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

四

次
に
、『
更
級
日
記
』
の
十
一
例
の
夢
の
記
事
を
前
後
の
文
脈
の
中
に

お
い
て
、
夢
を
見
た
と
き
の
状
況
、
夢
の
内
容
、
孝
標
女
の
推
定
年
齢

と
夢
に
対
す
る
態
度
（
述
懐
の
内
容
）
に
わ
け
て
ま
と
め
た
。

推
定
年
齢

①十
四
歳

②十
四
歳

夢
を
見
た
時
の
状
況

（
源
氏
物
語
を
）
一
の
巻
よ
り
し
て
、
人
も
ま

じ
ら
ず
几
帳
の
内
に
う
ち
臥
し
て
、
引
き
出
で

つ
つ
見
る
こ
こ
ち
、
后
の
位
も
何
に
か
は
せ
む
。

昼
は
日
ぐ
ら
し
、
夜
は
目
の
覚
め
た
る
か
ぎ
り
、

灯
を
近
く
と
も
し
て
、
こ
れ
を
見
る
よ
り
ほ
か

の
こ
と
な
け
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
な
ど
は
、
そ

ら
に
お
ぼ
え
浮
ぶ
を
、
い
み
じ
き
こ
と
に
思
ふ

に
、

物
語
の
こ
と
を
、
昼
は
日
ぐ
ら
し
思
ひ
つ
づ
け
、

夜
も
目
の
覚
め
た
る
か
ぎ
り
は
、
こ
れ
を
の
み

心
に
か
け
た
る
に
、

夢
の
内
容

夢
に
、
い
と
清
げ
な
る
僧
の
黄
な
る
地
の
袈
裟
着
た
る
が
来
て
、「
法
華

経
五
の
巻
を
と
く
習
へ
」
と
言
ふ
と
見
れ
ど
、

夢
に
見
ゆ
る
や
う
、「
こ
の
ご
ろ
、
皇
太
后
宮
の
一
品
の
宮
の
御
料
に
、

六
角
堂
に
遣
水
を
な
む
造
る
」
と
言
ふ
人
あ
る
を
、「
そ
は
い
か
に
」
と

問
へ
ば
、「
天
照
御
神
を
念
じ
ま
せ
」
と
言
ふ
と
見
て
、

作
者
の
態
度

人
に
も
語
ら
ず
、
習

は
む
と
も
思
ひ
か
け

ず
、
物
語
の
こ
と
を

の
み
心
に
し
め
て
、

人
に
も
語
ら
ず
、
な

に
と
も
思
は
で
や
み

ぬ
る
、
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推
定
年
齢

③十
五
歳

④二
十
八
歳

⑤
　

二
十
八
歳

夢
を
見
た
時
の
状
況

（
姉
の
夢
）
姉
の
な
や
む
こ
と
あ
る
に
、
も
の
さ

わ
が
し
く
て
、
こ
の
猫
を
北
面
に
の
み
あ
ら
せ
て

呼
ば
ね
ば
、か
し
か
ま
し
く
鳴
き
の
の
し
れ
ど
も
、

な
ほ
さ
る
に
て
こ
そ
は
と
思
ひ
て
あ
る
に
、
わ
づ

ら
ふ
姉
お
ど
ろ
き
て
、「
い
づ
ら
、
猫
は
。
こ
ち

率
て
来
」
と
あ
る
を
、「
な
ど
」
と
問
へ
ば
、

そ
れ
に
も
、
例
の
く
せ
は
、
ま
こ
と
し
か
べ
い

こ
と
も
思
ひ
申
さ
れ
ず
。
彼
岸
の
ほ
ど
に
て
、

い
み
じ
う
騒
が
し
う
お
そ
ろ
し
き
ま
で
お
ぼ
え

て
、
う
ち
ま
ど
ろ
み
入
り
た
る
に
、

（
僧
の
夢
）
母
、
一
尺
の
鏡
を
鋳
さ
せ
て
、
え
率

て
参
ら
ぬ
か
は
り
に
と
て
、
僧
を
出
だ
し
立
て

て
初
瀬
に
詣
で
さ
す
め
り
。「
三
日
さ
ぶ
ら
ひ

て
、
こ
の
人
の
あ
べ
か
ら
む
さ
ま
、
夢
に
見
せ

た
ま
へ
」
な
ど
言
ひ
て
、
詣
で
さ
す
る
な
め
り
。

夢
の
内
容

「
夢
に
、
こ
の
猫
の
か
た
は
ら
に
来
て
、『
お
の
れ
は
、
侍
従
の
大
納
言

殿
の
御
む
す
め
の
、
か
く
な
り
た
る
な
り
。
さ
る
べ
き
縁
の
い
さ
さ
か

あ
り
て
、
こ
の
中
の
君
の
す
ず
ろ
に
あ
は
れ
と
思
ひ
出
で
た
ま
へ
ば
、

た
だ
し
ば
し
こ
こ
に
あ
る
を
、
こ
の
ご
ろ
下
衆
の
中
に
あ
り
て
、
い
み

じ
う
わ
び
し
き
こ
と
』
と
言
ひ
て
、
い
み
じ
う
泣
く
さ
ま
は
、
あ
て
に

を
か
し
げ
な
る
人
と
見
え
て
…
」

御
帳
の
か
た
の
い
ぬ
ふ
せ
ぎ
の
う
ち
に
、
青
き
織
物
の
衣
を
着
て
、
錦

を
頭
に
も
か
づ
き
、
足
に
も
は
い
た
る
僧
の
、
別
当
と
お
ぼ
し
き
が
寄

り
来
て
、「
ゆ
く
さ
き
の
あ
は
れ
な
ら
む
も
知
ら
ず
、
さ
も
よ
し
な
し

事
を
の
み
」
と
、う
ち
む
つ
か
り
て
、御
帳
の
う
ち
に
入
り
ぬ
と
見
て
も
、

こ
の
僧
帰
り
て
、「
…
御
帳
の
方
よ
り
、
い
み
じ
う
け
だ
か
う
清
げ
に

お
は
す
る
女
の
、
う
る
は
し
く
さ
う
ぞ
き
た
ま
へ
る
が
、
奉
り
し
鏡
を

ひ
き
さ
げ
て
、
…
『
こ
の
鏡
を
、
こ
な
た
に
う
つ
れ
る
影
を
、
見
よ
。

こ
れ
見
れ
ば
、
あ
は
れ
に
悲
し
き
ぞ
』
と
て
、
さ
め
ざ
め
と
泣
き
た
ま

ふ
を
、
見
れ
ば
、
伏
し
ま
ろ
び
泣
き
嘆
き
た
る
影
う
つ
れ
り
。『
こ
の

影
を
見
れ
ば
、
い
み
じ
う
悲
し
な
。
こ
れ
見
よ
』
と
て
、
い
ま
片
つ
方

に
う
つ
れ
る
影
を
見
せ
た
ま
へ
ば
、
御
簾
ど
も
青
や
か
に
、
几
帳
押
し

出
で
た
る
下
よ
り
、
い
ろ
い
ろ
の
衣
こ
ぼ
れ
出
で
、
梅
桜
咲
き
た
る
に
、

鶯
、
木
づ
た
ひ
鳴
き
た
る
を
見
せ
て
、『
こ
れ
を
見
る
は
う
れ
し
な
』

と
の
た
ま
ふ
と
な
む
見
え
し
」
と
語
る
な
り
。

作
者
の
態
度

…
と
語
り
た
ま
ふ
を
聞

く
に
、
い
み
じ
く
あ
は

れ
な
り
。
…
…
「
大
納

言
殿
に
知
ら
せ
た
て
ま

つ
ら
ば
や
」
と
言
ひ
か

く
れ
ば
、

う
ち
お
ど
ろ
き
て
も
、

「
か
く
な
む
見
え
つ
る
」

と
も
語
ら
ず
、
心
に
も
思

ひ
と
ど
め
で
ま
か
で
ぬ
。

い
か
に
見
え
け
る
ぞ

と
だ
に
耳
も
と
ど
め

ず
。



『更級日記』の夢

23

推
定
年
齢

⑥三
十
二
歳

⑦三
十
八
歳

⑧三
十
九
歳

夢
を
見
た
時
の
状
況

ひ
じ
り
な
ど
す
ら
、
前
の
世
の
こ
と
夢
に
見
る

は
い
と
か
た
か
な
る
を
、
い
と
か
う
、
あ
と
は

か
な
い
や
う
に
、
は
か
ば
か
し
か
ら
ぬ
こ
こ
ち

に
、
夢
に
見
る
や
う
、

十
一
月
の
二
十
余
日
、
石
山
に
参
る
。
…
暮
れ

か
か
る
ほ
ど
に
詣
で
着
き
て
、
斎
屋
に
お
り
て
、

御
堂
に
の
ぼ
る
に
、
人
声
も
せ
ず
、
山
風
お
そ

ろ
し
う
お
ぼ
え
て
、
お
こ
な
ひ
さ
し
て
う
ち
ま

ど
ろ
み
た
る
夢
に
、

そ
の
夜
、
山
辺
と
い
ふ
所
の
寺
に
宿
り
て
、
い

と
苦
し
け
れ
ど
、
経
す
こ
し
読
み
た
て
ま
つ
り

て
、
う
ち
や
す
み
た
る
夢
に
、

夢
の
内
容

清
水
の
礼
堂
に
ゐ
た
れ
ば
、
別
当
と
お
ぼ
し
き
人
出
で
来
て
、「
そ
こ

は
、
前
の
生
に
、
こ
の
御
寺
の
僧
に
て
な
む
あ
り
し
。
仏
師
に
て
仏
を

い
と
多
く
造
り
た
て
ま
つ
り
し
功
徳
に
よ
り
て
、
あ
り
し
素
性
ま
さ
り

て
人
と
生
れ
た
る
な
り
。
こ
の
御
堂
の
東
に
お
は
す
る
丈
六
の
仏
は
、

そ
こ
の
造
り
た
り
し
な
り
。
箔
を
お
し
さ
し
て
亡
く
な
り
に
し
ぞ
。」

と
。「
あ
な
い
み
じ
。
さ
は
、
あ
れ
に
箔
お
し
た
て
ま
つ
ら
む
」
と
言

へ
ば
、「
亡
く
な
り
に
し
か
ば
、
こ
と
人
箔
お
し
た
て
ま
つ
り
て
、
こ

と
人
供
養
も
し
て
し
」
と
見
て
の
ち
、

「
中
堂
よ
り
麝
香
賜
は
り
ぬ
。
と
く
か
し
こ
へ
告
げ
よ
」
と
言
ふ
人
あ

る
に
、

い
み
じ
く
や
む
ご
と
な
く
清
ら
な
る
女
の
お
は
す
る
に
参
り
た
れ
ば
、

風
い
み
じ
う
吹
く
。
見
つ
け
て
、
う
ち
笑
み
て
、「
何
し
に
お
は
し
つ

る
ぞ
」
と
問
ひ
た
ま
へ
ば
、「
い
か
で
か
は
参
ら
ざ
ら
む
」
と
申
せ
ば
、

「
そ
こ
は
内
裏
に
こ
そ
あ
ら
む
と
す
れ
。
博
士
の
命
婦
を
こ
そ
よ
く
か

た
ら
は
め
」
と
の
た
ま
ふ
と
思
ひ
て
、

作
者
の
態
度

清
水
に
ね
む
ご
ろ
に

参
り
つ
か
う
ま
つ
ら

ま
し
か
ば
、
前
の
世

に
そ
の
御
寺
に
仏
念

じ
申
し
け
む
力
に
、

お
の
づ
か
ら
よ
う
も

や
あ
ら
ま
し
、

う
ち
お
ど
ろ
き
た
れ

ば
、
夢
な
り
け
り
と

思
ふ
に
、
よ
き
こ
と
な

ら
む
か
し
と
思
ひ
て
、

お
こ
な
ひ
明
か
す
。

う
れ
し
く
頼
も
し
く

て
、
い
よ
い
よ
念
じ

た
て
ま
つ
り
て
、
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推
定
年
齢

⑨三
十
九
歳

⑩四
十
七
歳

⑪四
十
八
歳

夢
を
見
た
時
の
状
況

三
日
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
暁
ま
か
で
む
と
て
、
う
ち

ね
ぶ
り
た
る
夜
さ
り
、

同
じ
心
に
、
か
や
う
に
言
ひ
か
は
し
、
世
の
中

の
憂
き
も
つ
ら
き
も
を
か
し
き
も
、
か
た
み
に

言
ひ
か
た
ら
ふ
人
、
筑
前
に
下
り
て
の
ち
、
月

の
い
み
じ
う
明
か
き
に
、
か
や
う
な
り
し
夜
、

宮
に
参
り
て
会
ひ
て
は
、
つ
ゆ
ま
ど
ろ
ま
ず
な

が
め
明
か
い
し
も
の
を
、
恋
し
く
思
ひ
つ
つ
寝

入
り
に
け
り
。

さ
す
が
に
命
は
憂
き
に
も
絶
え
ず
長
ら
ふ
め
れ

ど
、
後
の
世
も
思
ふ
に
叶
は
ず
ぞ
あ
ら
む
か
し

と
ぞ
う
し
ろ
め
た
き
に
、
頼
む
こ
と
一
つ
ぞ
あ

り
け
る
。
天
喜
三
年
十
月
十
三
日
の
夜
の
夢
に
、

夢
の
内
容

御
堂
の
方
よ
り
、「
す
は
、
稲
荷
よ
り
賜
は
る
験
の
杉
よ
」
と
て
、
物

を
投
げ
出
づ
る
や
う
に
す
る
に
、

宮
に
参
り
あ
ひ
て
、
う
つ
つ
に
あ
り
し
や
う
に
て
あ
り
と
見
て
、

居
た
る
所
の
家
の
つ
ま
の
庭
に
、
阿
弥
陀
仏
立
ち
た
ま
へ
り
。
さ
だ
か

に
は
見
え
た
ま
は
ず
、
霧
ひ
と
へ
隔
た
れ
る
や
う
に
透
き
て
見
え
た
ま

ふ
を
、
せ
め
て
絶
え
間
に
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
蓮
華
の
座
の
土
を
あ
が

り
た
る
高
さ
三
四
尺
、
仏
の
御
た
け
六
尺
ば
か
り
に
て
、
金
色
に
光
り

輝
や
き
た
ま
ひ
て
、
御
手
、
片
つ
方
を
ば
ひ
ろ
げ
た
る
や
う
に
、
い
ま

片
つ
方
に
は
印
を
作
り
た
ま
ひ
た
る
を
、
こ
と
人
の
目
に
は
見
つ
け
た

て
ま
つ
ら
ず
、
わ
れ
一
人
見
た
て
ま
つ
る
に
、
さ
す
が
に
い
み
じ
く
け

お
そ
ろ
し
け
れ
ば
、
簾
の
も
と
近
く
よ
り
て
も
え
見
た
て
ま
つ
ら
ね
ば
、

仏
、「
さ
は
、
こ
の
た
び
は
帰
り
て
、
の
ち
に
迎
へ
に
来
む
」
と
の
た

ま
ふ
声
、
わ
が
耳
一
つ
に
聞
こ
え
て
、
人
は
え
聞
き
つ
け
ず
と
見
る
に
、

う
ち
お
ど
ろ
き
た
れ
ば
、
十
四
日
な
り
。

作
者
の
態
度

う
ち
お
ど
ろ
き
た
れ

ば
、
夢
な
り
け
り
。

う
ち
お
ど
ろ
き
た
れ

ば
、
夢
な
り
け
り
。

こ
の
夢
ば
か
り
ぞ
後

の
頼
み
と
し
け
る
。
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①

十
四
歳
の
頃
に
見
た
夢
で
あ
る
。
念
願
の
『
源
氏
物
語
』
五
十
余

巻
を
入
手
し
て
の
ち
、
そ
れ
を
耽
読
し
て
い
た
孝
標
女
が
見
た
夢
で
あ

る
。
黄
な
る
衣
を
着
た
僧
に
「
法
華
経
五
の
巻
を
と
く
習
へ
」
と
諭
さ

れ
る
。

同
じ
よ
う
な
構
成
の
夢
、
つ
ま
り
、
物
語
に
没
頭
す
る
と
夢
を
見
る

と
い
う
構
成
の
夢
は
、
②
と
④
も
そ
う
で
あ
る
。

②

同
じ
頃
の
夢
。「
こ
の
こ
ろ
、
皇
太
后
宮
の
一
品
の
宮
の
御
料
に
、

六
角
堂
に
遣
水
を
な
む
造
る
」
と
言
ふ
人
あ
る
を
、「
そ
は
い
か
に
」
と

問
へ
ば
、「
天
照
御
神
を
念
じ
ま
せ
」
と
言
わ
れ
た
夢
を
見
た
。

③

作
者
の
姉
の
夢
。
姉
と
二
人
で
飼
っ
て
い
た
猫
が
姉
の
病
の
時
に

夢
に
現
れ
、
自
分
は
侍
従
大
納
言
（
行
成
）
の
娘
が
生
ま
れ
変
わ
っ
た

の
だ
。
こ
の
ご
ろ
下
衆
の
中
に
あ
り
て
い
み
じ
う
わ
び
し
き
こ
と
と
言

っ
て
い
た
夢
で
あ
っ
た
。

④

二
十
八
歳
の
彼
岸
の
こ
ろ
、
母
と
共
に
清
水
に
参
籠
し
た
時
の
夜

の
夢
。
青
き
織
物
の
衣
を
着
て
錦
を
つ
け
た
別
当
と
お
ぼ
し
い
僧
が
、

「
行
く
先
の
あ
は
れ
な
ら
む
も
知
ら
ず
、
さ
も
よ
し
な
き
こ
と
を
の
み
」

と
い
う
。

こ
の
夢
を
見
た
時
期
は
前
の
夢
と
少
し
離
れ
て
い
る
。
そ
の
間
の
出

来
事
と
し
て
は
、
侍
従
大
納
言
（
行
成
）
の
娘
の
生
ま
れ
か
わ
り
で
あ

る
猫
が
焼
死
し
、
そ
の
翌
年
に
、
姉
は
出
産
で
亡
く
な
っ
た
。
孝
標
女

は
残
さ
れ
た
二
人
の
子
供
の
面
倒
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
翌
年
、

父
孝
標
は
任
官
の
チ
ャ
ン
ス
を
逃
し
、
一
家
は
落
胆
し
た
。
そ
の
後
、

東
山
に
移
転
し
、
霊
山
寺
に
参
拝
に
行
く
際
、
石
井
の
と
こ
ろ
で
（
し

づ
く
に
濁
る
）
人
と
和
歌
を
交
わ
し
た
。
こ
の
東
山
転
居
の
部
分
に
和

歌
の
や
り
取
り
が
多
く
、
孝
標
女
の
も
と
に
男
が
通
っ
て
い
た
可
能
性

も
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
述
懐
の
文
が
あ
り
、
自
分
が

人
並
み
に
行
い
を
せ
ず
、
源
氏
物
語
の
浮
舟
の
よ
う
な
山
里
に
住
む
物

語
の
女
君
に
な
り
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
父
孝
標
が
常
陸
の

国
司
に
任
ぜ
ら
れ
た
際
、
父
親
と
し
て
の
複
雑
な
心
情
を
長
々
と
語
っ

て
い
た
。
そ
の
後
、
あ
づ
ま
よ
り
父
の
手
紙
が
届
い
た
。
父
と
の
歌
の

や
り
取
り
が
あ
っ
た
。

父
が
不
在
の
時
、
母
は
、
孝
標
女
が
遠
い
と
こ
ろ
に
物
詣
で
に
出
か

け
る
の
を
心
配
し
て
、
近
い
と
こ
ろ
の
清
水
寺
に
つ
れ
て
い
っ
た
。
そ

の
清
水
寺
に
参
籠
し
た
頃
に
見
た
夢
で
あ
る
。

⑤

前
掲
の
夢
に
続
く
記
事
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ほ
ど
時
間
の
隔
た
り

が
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
母
が
一
尺
の
鏡
を
鋳
さ
せ
、
自
分
の
娘

の
運
命
を
「
夢
に
見
せ
給
え
」
と
初
瀬
に
僧
を
代
参
に
立
て
た
時
の
夢
。

い
み
じ
う
気
高
う
清
げ
な
る
女
が
臥
し
ま
ろ
び
泣
き
た
る
影
と
、
そ
の

一
方
に
は
、
押
し
出
で
の
衣
こ
ぼ
れ
梅
桜
に
鶯
の
な
き
た
る
を
見
せ
た

と
僧
は
見
た
夢
に
つ
い
て
語
る
。
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⑥

二
十
二
歳
の
十
二
月
の
夢
。
孝
標
女
は
祐
子
内
親
王
家
に
出
仕
す

る
こ
と
に
な
っ
た
後
、
清
水
に
参
籠
し
た
際
、
別
当
と
お
ぼ
し
き
僧
が

出
て
、
自
分
の
前
生
は
こ
の
寺
の
仏
師
で
あ
り
、
仏
を
多
く
造
り
し
功

徳
で
人
と
生
ま
れ
た
の
だ
と
教
え
、
丈
六
の
仏
は
箔
を
押
さ
な
く
し
て

歿
し
た
の
だ
と
語
る
。

⑦

三
十
八
歳
の
十
一
月
石
山
寺
に
詣
で
た
夜
の
夢
。「
中
堂
よ
り
御
香

賜
わ
り
ぬ
。
と
く
か
し
こ
へ
告
げ
よ
」
と
言
わ
れ
た
。
こ
の
夢
の
記
事

の
前
に
、
述
懐
の
文
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
の
生
活
の
豊
か
な

る
こ
と
と
、
子
供
を
思
う
よ
う
に
育
て
上
げ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
。

⑧

三
十
九
歳
の
十
月
初
瀬
詣
で
の
途
中
、
山
辺
と
い
う
所
の
寺
に
泊
ま

っ
て
見
た
夢
。
や
ん
ご
と
な
く
清
ら
か
な
女
か
ら
、「
そ
こ
は
内
に
こ
そ

あ
ら
む
と
す
れ
、
博
士
の
命
婦
を
こ
そ
よ
く
語
ら
は
め
」
と
言
わ
れ
る
。

⑨

次
の
夜
、
初
瀬
に
着
き
参
籠
し
て
三
日
の
夜
、
御
堂
の
方
よ
り

「
す
は
稲
荷
よ
り
賜
は
る
し
る
し
の
杉
よ
」
と
物
を
投
げ
出
づ
る
と
い
う

よ
う
な
夢
を
見
た
。

⑩

四
十
三
歳
の
秋
の
夢
。
昔
親
し
か
っ
た
人
が
筑
前
に
下
っ
た
あ
と
、

月
の
夜
に
、
昔
共
に
宮
（
祐
子
内
親
王
）
の
御
所
に
居
た
時
の
様
子
を

夢
に
見
た
。
こ
の
夢
の
前
に
も
述
懐
の
文
が
あ
っ
た
。
現
実
生
活
に
お

い
て
は
、
経
済
的
に
も
精
神
的
に
も
安
定
し
た
状
態
に
入
り
、
子
供
の

成
長
と
夫
の
任
官
ば
か
り
を
思
い
続
け
て
い
る
と
書
か
れ
て
い
る
。

⑪

四
十
八
歳
、
天
喜
三
年
十
月
十
三
日
の
夜
の
夢
。
庭
に
六
尺
ば
か

り
の
金
色
に
輝
く
阿
弥
陀
仏
が
立
ち
給
い
、「
さ
は
、
こ
の
た
び
は
か
へ

り
て
、
後
に
迎
へ
来
む
」
と
言
わ
れ
る
声
を
、
自
分
ひ
と
り
が
聞
こ
え

て
い
る
と
い
う
夢
を
見
た
。

阿
弥
陀
仏
の
ご
来
迎
の
夢
は
、
唯
一
年
月
日
が
は
っ
き
り
書
き
記
さ

れ
て
い
る
夢
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
の
様
子
や
言
葉
な
ど
も
具
体
的
に
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
孝
標
女
の
心
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
夫
の
死
ぬ
三
年
前
の
夢
で
あ
っ
た
が
、
夫
の
死

の
後
、
時
間
を
遡
っ
て
そ
の
夢
を
書
き
記
し
て
い
た
。
孝
標
女
は
そ
の

夢
で
こ
れ
ま
で
の
人
生
の
総
決
算
を
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

五

『
更
級
日
記
』
の
夢
の
記
事
の
描
き
方
に
は
特
徴
が
あ
り
、
日
記
全
体

に
お
け
る
夢
の
記
事
の
位
置
や
順
番
、
前
後
の
文
脈
と
の
関
連
な
ど
は
、

日
記
の
構
成
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。

夢
①
の
前
の
内
容
に
少
し
ふ
れ
る
と
、
孝
標
女
は
、
父
に
伴
っ
て
あ
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こ
が
れ
の
京
の
都
に
戻
っ
た
も
の
の
、
引
き
続
き
継
母
と
の
生
別
、
乳

母
と
の
死
別
、
字
の
練
習
の
お
手
本
を
書
い
て
く
れ
た
侍
従
大
納
言

（
行
成
）
の
娘
の
死
を
経
験
し
、
ふ
さ
ぎ
こ
ん
で
い
た
。「
心
も
な
ぐ
さ

め
む
と
心
苦
し
が
り
て
、
母
、
物
語
な
ど
も
と
め
て
見
せ
た
ま
ふ
に
、

げ
に
お
の
づ
か
ら
な
ぐ
さ
み
ゆ
く
」
と
、
そ
ん
な
彼
女
を
心
配
し
て
、

母
は
少
し
で
も
心
の
慰
め
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
、
孝
標
女
の
た
め
に
物

語
を
探
し
与
え
て
い
た
。

娘
の
心
を
慰
め
よ
う
と
、
母
が
ま
ず
思
い
つ
い
た
方
法
は
、
物
語
を

読
ま
せ
て
気
を
紛
ら
わ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時
、
都
の
貴
族
た
ち

の
女
性
の
間
で
は
、
物
語
を
読
む
こ
と
が
、
心
の
慰
め
と
し
て
一
般
的

な
行
為
で
あ
る
。
孝
標
女
が
物
語
を
読
み
、
そ
れ
に
夢
中
に
な
る
こ
と

は
、
決
し
て
特
別
な
こ
と
で
も
お
か
し
い
こ
と
で
も
な
い
。
物
語
を
読

む
こ
と
自
体
も
信
仰
と
対
立
す
る
こ
と
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

引
用
一

紫
の
ゆ
か
り
を
見
て
、
つ
づ
き
の
見
ま
ほ
し
く
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、
人

か
た
ら
ひ
な
ど
も
え
せ
ず
、
た
れ
も
い
ま
だ
都
な
れ
ぬ
ほ
ど
に
て

え
見
つ
け
ず
、
い
み
じ
く
心
も
と
な
く
、
ゆ
か
し
く
お
ぼ
ゆ
る
ま

ま
に
、「
こ
の
源
氏
の
物
語
、
一
の
巻
よ
り
し
て
み
な
見
せ
た
ま
へ
」

と
、
心
の
う
ち
に
祈
る
。
親
の
太
秦
に
こ
も
り
た
ま
へ
る
に
も
、

こ
と
ご
と
な
く
こ
の
こ
と
を
申
し
て
、
出
で
む
ま
ま
に
こ
の
物
語

見
は
て
む
と
思
へ
ど
見
え
ず
、
い
と
く
ち
を
し
く
思
ひ
嘆
か
る
る
に
、

物
語
を
読
み
た
く
て
、
孝
標
女
は
心
の
う
ち
に
ず
っ
と
「
こ
の
源
氏

の
物
語
、
一
の
巻
よ
り
し
て
み
な
見
せ
た
ま
へ
」
と
祈
っ
て
い
た
。
そ

し
て
、
親
と
太
秦
に
参
籠
し
た
際
に
、「
こ
と
ご
と
な
く
こ
の
こ
と
を
申

し
て
」、
物
語
を
読
ま
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
だ
け
、
懇
ろ
に
お
願
い

し
て
い
た
。

仏
に
熱
心
に
お
祈
り
す
る
場
面
は
、『
更
級
日
記
』
に
は
ほ
か
に
も
い

く
つ
か
あ
る
。
ま
ず
、
冒
頭
部
分
に
、

引
用
二

つ
れ
づ
れ
な
る
昼
間
宵
居
な
ど
に
、
姉
継
母
な
ど
や
う
の
人
々
の
、

そ
の
物
語
、
か
の
物
語
、
光
源
氏
の
あ
る
や
う
な
ど
、
と
こ
ろ
ど

こ
ろ
語
る
を
聞
く
に
、
い
と
ど
ゆ
か
し
さ
ま
さ
れ
ど
、
わ
が
思
ふ

ま
ま
に
そ
ら
に
い
か
で
か
お
ぼ
え
語
ら
む
、
い
み
じ
く
心
も
と
な

き
ま
ま
に
、
等
身
に
薬
師
仏
を
造
り
て
、
手
洗
ひ
な
ど
し
て
、
人

ま
に
み
そ
か
に
入
り
つ
つ
、「
京
に
と
く
上
げ
た
ま
ひ
て
、
物
語
の

多
く
さ
ぶ
ら
ふ
な
る
、
あ
る
か
ぎ
り
見
せ
た
ま
へ
」
と
、
身
を
捨

て
て
額
を
つ
き
祈
り
申
す
ほ
ど
に
、

父
の
任
国
上
総
に
い
た
こ
ろ
、『
源
氏
物
語
』
な
ど
の
物
語
を
見
た
く

て
、
早
く
京
の
都
に
戻
り
た
い
と
い
う
願
い
を
、
み
ず
か
ら
作
っ
た
薬

師
仏
に
祈
り
申
し
た
。

ま
た
、
常
陸
に
赴
任
し
た
父
の
こ
と
を
思
い
、
孝
標
女
は
、
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引
用
三

八
月
ば
か
り
に
、
太
秦
に
こ
も
る
に
、
…
…
七
日
さ
ぶ
ら
ふ
ほ
ど

も
、
た
だ
あ
づ
ま
路
の
み
思
ひ
や
ら
れ
て
、
よ
し
な
し
事
か
ら
う

じ
て
は
な
れ
て
、「
平
ら
か
に
あ
ひ
見
せ
た
ま
へ
」
と
申
す
は
、
仏

も
あ
は
れ
と
聞
き
入
れ
さ
せ
た
ま
ひ
け
む
か
し
。

七
日
間
参
籠
し
て
い
る
間
、
た
だ
遠
い
常
陸
に
赴
任
し
た
父
の
こ
と

ば
か
り
思
い
、
物
語
の
こ
と
も
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
た
だ
無
事
に
父
と

再
会
し
た
い
と
ば
か
り
願
っ
て
い
た
。
仏
様
も
き
っ
と
私
の
思
い
を
不

憫
に
思
い
お
聞
き
い
れ
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

夢
⑦
の
記
事
の
前
に
、
述
懐
の
文
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
の

生
活
の
豊
か
な
る
こ
と
と
、
子
供
を
思
う
よ
う
に
育
て
上
げ
る
こ
と
を

願
っ
て
い
た
。

引
用
四

今
は
ひ
と
へ
に
豊
か
な
る
勢
ひ
に
な
り
て
、
双
葉
の
人
を
も
思
ふ

さ
ま
に
か
し
づ
き
お
ほ
し
た
て
、
わ
が
身
も
み
く
ら
の
山
に
積
み
余

る
ば
か
り
に
て
、
後
の
世
ま
で
の
こ
と
を
も
思
は
む
と
思
ひ
は
げ

み
て
、

引
用
一
と
引
用
二
の
傍
線
部
で
示
し
た
よ
う
に
、
孝
標
女
が
懇
ろ
に

仏
に
お
祈
り
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
信
心
深
い
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
。
物
語
を
読
み
た
い
と
い
う
希
望
と
神
仏
へ
の
信
仰
と
は
対
立
し
た

両
項
目
で
あ
る
と
、
単
純
に
判
断
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
引

用
三
と
引
用
四
で
示
し
た
よ
う
に
、
年
齢
や
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
、

孝
標
女
は
仏
に
願
う
内
容
も
変
わ
っ
て
い
く
。
夢
の
記
事
と
そ
の
前
後

の
文
脈
を
た
ど
る
と
、
孝
標
女
の
心
境
の
変
化
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
単
純
に
「
物
語
か
ら
信
仰
へ
」
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
は
言
い

切
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

夢
①
と
②
の
記
事
の
前
に
、
孝
標
女
が
物
語
を
耽
読
す
る
場
面
が
書

か
れ
て
い
る
。

夢
①
の
場
合
は
、
念
願
の
源
氏
物
語
が
入
手
で
き
て
、「
昼
は
日
ぐ
ら

し
、
夜
は
目
の
覚
め
た
る
か
ぎ
り
、
灯
を
近
く
と
も
し
て
、
こ
れ
を
見

る
よ
り
ほ
か
の
こ
と
」
な
い
ほ
ど
夢
中
で
あ
っ
た
。
夢
②
の
場
合
は
、

「
物
語
の
こ
と
を
、
昼
は
日
ぐ
ら
し
思
ひ
つ
づ
け
、
夜
も
目
の
覚
め
た
る

か
ぎ
り
は
、
こ
れ
を
の
み
心
に
か
け
た
る
」
様
子
で
あ
っ
た
。

物
語
を
読
み
ふ
け
る
と
、
夢
に
僧
が
現
わ
れ
、
忠
告
あ
る
い
は
戒
め

を
伝
え
る
と
い
う
、
一
見
、
物
語
耽
読
と
夢
の
記
事
が
構
成
上
に
対
に

な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
対
に
な
っ
て
い
る
構
造

は
、
孝
標
女
が
少
女
期
に
見
た
夢
①
と
②
の
部
分
の
み
で
あ
っ
た
。
夢

③
の
記
事
の
前
後
に
物
語
を
読
み
ふ
け
る
内
容
も
、
夢
に
僧
が
現
わ
れ

忠
告
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
が
、
姉
が
見
た
猫
の
転
生
の
夢
で
あ
る
た

め
、
最
も
物
語
的
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
夢
の
記
事
で
あ
る
と
言
え
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よ
う
。
孝
標
女
の
少
女
期
の
夢
①
、
②
、
③
は
、
直
接
物
語
に
触
れ
た

り
、
物
語
的
な
要
素
が
含
ま
れ
た
り
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
夢
④
か
ら
の
夢
の
記
事
は
、
夢
③
の
時
点
か
ら
だ

い
ぶ
時
間
の
隔
た
り
が
あ
り
、
物
語
と
の
か
か
わ
り
が
直
接
述
べ
ら
れ

て
い
な
い
。「
物
語
」
と
「
夢
＝
神
仏
＝
信
仰
」
と
の
対
立
関
係
は
、
す

べ
て
の
夢
の
記
事
に
つ
い
て
言
え
な
い
。

『
更
級
日
記
』
の
中
に
、
作
者
の
心
情
を
述
べ
る
述
懐
の
部
分
が
七
箇

所
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
夢
の
記
事
の
前
後
に
述
懐
の
文
が
入
っ

て
お
り
、
夢
の
記
事
と
構
造
上
で
対
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。
同
じ
夢
①
を
例
と
し
て
説
明
す
る
と
、
夢
の
記
事
の

す
ぐ
後
に
、
孝
標
女
が
『
源
氏
物
語
』
の
夕
顔
と
浮
舟
の
名
を
例
に
挙

げ
、
物
語
の
中
の
女
君
に
憧
れ
、
将
来
自
分
も
き
っ
と
そ
の
よ
う
に
な

る
の
だ
と
心
境
を
述
べ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

引
用
五

物
語
の
こ
と
を
の
み
心
に
し
め
て
、
わ
れ
は
こ
の
ご
ろ
わ
ろ
き
ぞ

か
し
、
さ
か
り
に
な
ら
ば
、
か
た
ち
も
か
ぎ
り
な
く
よ
く
、
髪
も

い
み
じ
く
長
く
な
り
な
む
、
光
の
源
氏
の
夕
顔
、
宇
治
の
大
将
の

浮
舟
の
女
君
の
や
う
に
こ
そ
あ
ら
め
と
思
ひ
け
る
心
、
ま
づ
い
と

は
か
な
く
あ
さ
ま
し
。

同
じ
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
夢
⑦
、
⑨
と
⑪
で
あ
る
。
⑦
の
夢

の
後
に
、
人
妻
と
し
て
の
境
遇
に
即
し
た
願
望
、
つ
ま
り
、
経
済
的
な

安
定
、
子
供
の
成
長
、
資
産
の
蓄
積
な
ど
と
い
う
現
世
的
な
願
い
が
述

べ
ら
れ
て
い
た
。
夢
⑨
の
後
に
、
大
嘗
会
の
御
禊
の
日
に
、
初
瀬
詣
で

に
出
て
、
再
度
の
石
山
寺
と
初
瀬
詣
で
の
旅
に
つ
い
て
の
述
懐
が
書
か

れ
て
い
る
。
夢
⑪
の
後
に
、「
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
夢
の
世
を
ば
見
ず
も
や
あ
ら
ま
し
」
に
総
括
さ
れ
る
。
こ
の
述
懐
の

中
の
「
物
語
、
歌
、
信
仰
＝
物
詣
で
＝
現
世
利
益
、
宮
仕
え
、
夢
」
の

五
種
類
が
常
に
作
者
の
意
識
の
根
底
に
あ
り
、
こ
の
作
品
を
解
く
鍵
と

な
っ
て
い
る
。

＊
原
文
の
引
用
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
更
級
日
記
』
に
よ
る
。

＊
本
稿
は
、
二
〇
一
一
年
八
月
一
日
〜
八
月
五
日
、
中
国
西
安
市
陝
西

師
範
大
学
文
学
院
に
て
開
催
さ
れ
た
「
中
日
韓
言
語
･
文
化
研
究
国
際

学
術
共
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
２
０
１
１
」
に
お
い
て
、
口
頭
発
表
し
た
内

容
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
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【
注
】

�

永
井
義
憲
　
「
更
級
日
記
と
夢
ノ
ー
ト
」（
日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行

会
編
『
平
安
朝
日
記
Ⅱ
』

有
精
堂
　
一
九
七
五
年
）

�

河
合
隼
雄
　
「『
浜
松
中
納
言
物
語
』
と
『
更
級
日
記
』
の
夢
」（『
物

語
と
人
間
』

岩
波
書
店
　
二
〇
〇
三
年
）

�

西
郷
信
綱
　
『
古
代
人
と
夢
』

平
凡
社
　
一
九
七
二
年

�

同
�

�

島
内
景
二
　
「
夢
の
文
学
誌

―
そ
の
推
進
力
と
破
壊
力

―
」（
叢
書

『
想
像
す
る
平
安
文
学
』
第
五
巻
　
『
夢
そ
し
て
欲
望
』

河
添
房
江

ほ
か
編
　
勉
誠
出
版
　
二
〇
〇
二
年
）

�

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
『
文
学
に
お
け
る
夢
』

笠
間
選
書
九
三
　
笠
間
書
院

一
九
七
八
年
）

�

今
井
卓
爾
　
『
更
級
日
記
　
譯
注
と
評
論
』

早
稲
田
大
学
出
版
部

一
九
八
六
年

	

吉
岡
曠
　
「
更
級
日
記
」
解
説
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
二
十
四

『
土
佐
日
記
　
蜻
蛉
日
記
　
紫
式
部
日
記
　
更
級
日
記
』

岩
波
書
店

一
九
八
九
年
）




家
永
三
郎
　
「
更
級
日
記
に
見
た
る
古
代
末
期
の
廻
心

―
日
本
思
想

史
に
於
け
る
彼
岸
と
此
岸
と
の
問
題
―
」（『
上
代
仏
教
思
想
史
』

畝

傍
書
房
　
一
九
四
二
年
）。

近
藤
一
一
　
「
更
級
日
記
構
想
論
」

（『
国
語
と
国
文
学
』

一
九
五
一
年
五
月
）

【
参
考
文
献
】

日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会
　
編
　
『
平
安
朝
日
記
Ⅱ
』

有
精
堂
出
版

一
九
七
五
年

河
合
隼
雄
　
『
物
語
と
人
間
』

岩
波
書
店
　
二
〇
〇
三
年

島
内
景
二
　
「
夢
の
文
学
誌

―
そ
の
推
進
力
と
破
壊
力
―
」（
河
添
房
江

ほ
か
編
　
『
夢
そ
し
て
欲
望
』（
叢
書
『
想
像
す
る
平
安
文
学
』

第
五
巻
）

勉
誠
出
版
　
二
〇
〇
一
年

西
郷
信
綱
　
『
古
代
人
と
夢
』

平
凡
社
　
一
九
七
二
年

佐
藤
泰
正
　
編
　
『
文
学
に
お
け
る
夢
』

笠
間
選
書
九
三
　
笠
間
書
院

一
九
七
八
年

秋
山
虔
　
編
　
『
王
朝
語
辞
典
』

東
京
大
学
出
版
会

二
〇
〇
〇
年
三

月

今
井
卓
爾
　
『
更
級
日
記
　
譯
注
と
評
論
』

早
稲
田
大
学
出
版
部

一
九
八
六
年

長
谷
川
政
春
　
今
西
祐
一
郎
　
伊
藤
博
　
吉
岡
曠
　
編
　
『
土
佐
日
記

蜻
蛉
日
記
　
紫
式
部
日
記
　
更
級
日
記
』（
新
日
本
古
典
文
学
大

系
二
十
四
）

岩
波
書
店
　
一
九
八
九
年

家
永
三
郎
　
『
上
代
仏
教
思
想
史
』

畝
傍
書
房
　
一
九
四
二
年


