
式
子
内
親
王
の
「
う
た
た
寝
の
夢」

ま
ど
ち
か
き
竹
の
は
す
さ
ぷ
風
の
お
と
に
い
と
ど
み
じ
か

き
う
た
た
ね
の
夢

新
古
今
和
歌
集
夏
の
部
（
二
五
六）
に
入
集
さ
れ
た
式
子
内
栽
王
の
歌
で

あ
る。
上
句
「
ま
ど
ち
か
き
竹
の
は
す
さ
ぶ
風
の
お
と
に」
は、
外
界
の
自

然
の
微
か
な
動
き
を
聴
貸
で
感
知
し
た
も
の
で
あ
る
が、
同
時
に
視
党
的
イ

メ
ー
ジ
を

喚起
さ
せ
る。
ま
た、
こ
こ
で
は
作
者
の
居
場
所
及
ぴ
作
者
と
外

界
と
の
親
密
性
が
明
ら
か
に
な
る。
我
々
は、
颯
と
防
れ
る
夏
の
夜
の
窓
辺

の
沿
涼
感
を
視
党
と
庇
覚
で
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
同
時
に、
ほ
ん
の
微
か
な
気

配
に
反
応
し
た
作
者
の
鋭
敏
な
感
性
に
気
付
く。
下
句
は
す
ば
や
い
リ
ズ
ム

で
も
っ
て、
作
者
の
捐
か
ら
離
れ
て
ゆ
く
「
う
た
た
ね
の
夢」
が
詠
ま
れ
る。

外
界
の
さ
さ
や
か
な
気
配
に
反
応
す
る
と
同
時
に、
夢
か
ら
は
は
か
な
く
も

目
党
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る。
こ
こ
に
は
夢
か
ら
う
つ
つ
へ
移
行
す
る
顧
朧

と
し
た
意
殿
の
流
れ
を
餃
み
と
る
い
と
ま
は
な
い。
夢
が
対
象
化
さ
れ、
過

去
化
さ
れ
る一
方
で、
う
た
た
ね
に
見
る
夢
が
も
た
ら
す
斃
な
気
分
が
漂
う。

窪
田
空
穂
は
こ
の
一
首
の
情
趣
を、
「
眠
り
を
「
夢」
と
い
っ
て
い
る
の

で、
お
の
ず
か
ら、
か
す
か
な
る
艶
が
あ
り、
「
い
と
ど
み
じ
か
き
j

に
わ

ぴ
し
さ
が
あ
る。
し
か
し
そ
れ
は、
夜
涼
の
さ
わ
や
か
さ
に
包
ま
れ
て
の
も

の
で、
味
わ
い
は
複
雑
で
あ
る。」
（「
完
本
新
古
今
和
歌
集
評
釈」）
と
釈
し

た。
石
田
吉
只
は、
「
渚
爽
と
優
艶
と
を
か
ね
た
す
ぐ
れ
た
歌。」
（『
新
古
今

和
歌
集
全
註
解
j

)

と
評
価
し
た。

そ
こ
で
本
稲
で
は、
式
子
内
親
王
の
歌
に
お
い
て、
う
た
た
ね
の
夢
に
関

与
す
る
と
考
え
ら
れ
る
意
謙
及
び
無
意
識
が、
「
窓」
を
介
し
て
ど
の
よ
う

に
外
界
と
交
渉
し
て
い
る
の
か、
そ
し
て、
こ
の
一
首
が
我
々
に
与
え
る
艶

と
は
か
な
さ
の
気
分
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い。

こ
の
歌
は
「
美
濃
廼
家
庖」
以
来、
典
拠
と
し
て
次
に
掲
げ
る
和
漢
朗
詠

集
所
収
の
白
楽
天
の
詩
句
の
前
半
部
分
が
指
摘
さ
れ
て
い
る。

阻
生
竹
夜
窓
間
臥

月
照
松
時
台
上
行

見

尾

久

美

恵
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軽 茄 是煙

紗

ー竹

転

巾

此

窓伏

下

小朝

箪 廻

解
二

衣

裳

六

尺

沐

取
二

北

涵
レ

屋

声

通
二

杏

時

三

天

天

霧

気一

月

透
二

玲

気

戯

如
レ

湯

瀧

光

浙

浙

逼
レ

人

色

蒼

意

蒼

下

種
レ

竹

窓

与
レ

竹

相

蒼 当

開
レ

窓

未今

暇春 別

不作
レ ニ

糊 庖 月

紙庫

且

行 堂

初

昌

＋ 

余

戟

未
二

曾

在
二

新

営
ニ
ー

不
レ

依
レ

竹
窓

嘗

愛

網

川

寺

ト 見竹
レ レ

先居竹 窓

東

北

忘廊

窓

前

忽

因
レ

乗
二

逸

典

故

栽
レ

竹 自
レ
此
後
U會
為―

玩霞
尉一
峙
作

折
レ

腰

笏

身

里

経
ど
旬臨

莫
レ

惜
レ

訪
二

言

与
レ

君
．

為
二

主

人一

（
白
楽
天
詩
集
巻
五）

誼

閑

跡

相

背

＋
 

別

（
和
漢
朗
詠
集
巻
上
夏
「
夏
夜」
一
五
一
）

こ
の
詩
句
の
み
な
ら
ず 、

白
楽
天
に
は
窓
と

竹
の
た
た
ず
ま
い
に
閑

居
の

境
地
を
表
し
た
詩
が
多
く
見
ら
れ
る 。

次
に
「
招
二
王

質夫
こ 、
「

竹
窓」 、

u-

「
揺
亭
卯
飲」
の
詩
を
掲
げ
る 。

招
二
王

質夫―
,

，

濯
レ

足

唸

水

客

管

檎
亭
卯
飲

卯

時

偶

飲

斎

時

臥

松

影

過
レ
窓

眠

始

覚

就

云何

葉

上一
包
二
魚

詐
l

生

計

悠

悠

身

冗

冗

林

下

高

橘

橋

上

亭

竹

風

吹
レ
面

酔

初

醒

当
二
石

渠

中一
没
二
酒

瓶一

甘

従

呈尖

喚

五作

劉

伶―

（
白
楽
天
詩

後集
巻
十）

白
楽
天
に
と
っ
て 、

窓
と
竹
の
と
り

合
わ
せ
は 、

閑
適
・

閑
居

の
境
地
に

適
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る 。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
凪
の

竹
を
吹

く
さ
ま
は 、

具
体
的
な
情
景
描
写
で
あ
っ
た
り 、

直
接
皮
膚
感
党
に
訴
え
て

く
る
も
の
で
あ
る 。
そ
し
て 、

作
者
と
外
界
と
は
窓
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と

区
別
さ
れ
て
お
り 、

現
実
に
即
し
た
構
図
が

作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る 。

佐
藤

恒
雄
氏
は
式
子
内
親
王
の
一
首
を 、
「（
白
楽
天
の
詩
句
と）

ほ
と
ん
ど
同
じ

世
界
を
詠
じ
て
い
な
が
ら
和
歌
へ
の
転
じ
方
は
ま
っ
た
く
自
然
で
少
し
も
無

住
二

理
を
感
じ
さ
せ
な
い
」
と
評
価
さ
れ
た 。

宝
台
新
詠」
に
は 、

中
国
六
朝
文
学
の
主
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た

「
閾
怨」
の
詩
が
多
く
見
ら
れ 、

そ
こ
に
「
窓
（
窟）
」
が
多
く
詠
ま
れ
て

い
る
の
は
注
目
さ
れ
る 。

閉
ざ
さ
れ
た
部
屋
で 、

愛
す
る
人
を
待
っ
ひ
と
り

寝
の
女
性
に
と
っ
て 、

窓
は
あ
ま
り
に
も
霧
わ
な
空
間
と
な
る 。

清 乃

凪知

北前盛

窓

臥

可
l

＝

以

古

人

言

詳

無
レ

客

日

静

有
レ

事風

夜諸

傲
二

義

皇一

（
同
巻
十
一
）

頗終

涼
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（
同
巻
十）

窓
を
訪
う
外
界
の
光
や
竹
の
業
音
は 、
心
を
決
し
て
安
ら
か
に
さ
せ
る
こ

と
は
な
い 。
室
内
に
こ
も
り 、
自
己
を
ひ
た
す
ら
閉
ざ
そ
う
と
す
る
心
と
は

衷
腹
に 、
窓
は
己
の
怨
情
や
悲
愁
を
露
わ
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る 。

式
子
内
親
王
は 、
白
楽
天
と
同
じ
日
常
的
な
空
間
に
身
を
骰
き
な
が
ら 、

う
た
た
寝
の
状
態
で
捉
え
て
い
る
た
め 、
一
首
の
イ
メ
ー

ジ
は
幻
想
の
境
か

．
ら
つ
む
ぎ
出
さ
れ
た
も
の
と
な
る 。
さ
ら
に 、
「
玉
台
新
詠」
に
見
ら
れ
る

ょ
う
に
受
動
的
に
世
界
を
把
握
す
る
の
で
も
な
い 。
室
内
に
い
な
が
ら
も 、

外
界
に
向
か
っ
て
感
性
は
開
か
れ
て
い
る 。

マ
ド
ゴ
ン

．
続
い
て
和
歌
に
見
ら
れ
る
「
窓」
を
追
っ
て
み
よ
う 。
万
菜
集
に
「
窓
超

加

出術即

起
船
乃

百医紺
苦

笙乞
如
ぶ ，」
（
巻
十＿

二

六
八
七）
と
詠
ま
れ
て
以
来 、
勅
撰
集
に
は
じ
め
て
登
場
す
る
の
が 、
後
拾

誰

知

竹

葉

響二
南独

党

枕

前

雙

涙

窟一

月

光

照二
束

滴壁

秋
閑
怨

物

色

頓

音―

絶

閾レ
燕

如レ
此

居薬

不
レ

堪

往
＂

（「
玉
台
新
詠」
巻
八）

自

柳

糸

皆

桑

復
レ

催

窟

久 春：

太

与
1一
光

忽

値

日

束

市

光

無
レ

意

窟
レ

窟

参

玉

関

信

使

断

借

問

春
閲
怨

不二
柑

来

見

五
月
雨
の
く
も
の
た
え
ま
を
な
が
め
つ
つ
ま
ど
よ
り
西
に
月
を
待
っ
か

な
（
夏

二
i二
三

荒
木
田
氏
良）

烏
羽
に
て 、
竹
風
夜
涼
と
い
へ
る
こ
と
を 、
人
人
つ
か
う
ま
つ
り

し
時

ま
ど
ち
か
き
い
さ
さ
む
ら
竹
風
ふ
け
ば
秋
に
お
ど
ろ
く

夏
の
夜
の
歩

（
夏

二
五
七

春
宮
大
夫
公
継）

法
師
品 、
加
刀
杖
瓦
石 、
念
仏
故
応
念
の
こ
こ
ろ
を
＇

ふ
か
き
夜
の
ま
ど
う
つ
雨
に
お
と
せ
ぬ
は
う
き
夜
を
の
き
の
忍
な
り
け

り
（
釈
教

寂
述）

l

九
四
九

遺
集
所
収
の
「
こ
ひ
し
く
は
ゆ
め
に
も
人
を
み
る
ぺ
き
を
ま
ど
う
つ
あ
め
に

め
を
さ
ま
し
つ
つ」
（
雑一――
1
0一
五

大
弐
高
速
「
文
集
の
策
薙
暗
雨

打
窓
声
と
い
ふ
心
を
よ
め
る」）
で
あ
る 。
平
安
期
に
は 、
ほ
か
に
和
泉
式

部
の
「
よ
も
す
が
ら
何
事
を
か
は
お
も
ひ
つ
る
窓
う
つ
雨
の
お
と
を
き
き
っ

つ」
（
和
泉
式
部
集

ニ
ニ
八
「
お
ほ
あ
め
の
あ
し
た 、
よ
ひ
は
い
か
が
と

み
や
ま
よ
り
あ
る 、
御
返
事」）
と
元
真
の
「
ま
ど
ち
か
き
と
き
は
の
か
げ

は
く
れ
た
け
の
よ
を
へ
て
ふ
か
き
み
ど
り
な
り
け
り」

（
元
真
集

二
五

「
人
の
家
に
竹
の
あ
る
所」）
に
見
る
こ
と
が
で
き
る 。
和
泉
式
部
の一
首

も 、
大
弐
高
遠
が
句
題
に
し
た
白
楽
天
の
詩
句
の
影
閤
下
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
が 、
漢
詩
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て 、
和
歌
の
世
界
に
新
し
い
歌
語
と

し
て
定
着
さ
せ
た
の
は
新
古
今
集
の
時
代
で
あ
る 。
新
古
今
集
に
は 、
式
子

内
親
王
の
歌
を
含
め
て
四
首
の
歌
が
見
ら
れ
る 。
ほ
か
の
三
首
は
次
の
通
り

で
あ
る 。
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．

ま
た、
新
古
今
時
代
に
お
け
る
窓
へ
の
好
尚
を
顕
若
に
表
し
た
も
の
と
し

て、
定
家、
慈
円
ら
に
よ
る
「
文
集
百
首」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る。
古

今
集
の
成
立
よ
り
少
し
前
に、
「
白
氏
文
集」
の
詩
句
を
中
心
に
題
を
選
ん

だ
「
句
題
和
歌」
を
大
江
干
里
が
詠
ん
で
い
る。
こ
こ
に
お
い
て
選
ば
れ
た

詩
句
に
は、
窓
を
含
ん
だ
も
の
を一
朋
も
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が、
「
文

集
百
首」
で
は、
次
の
七
題
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る。

•

池
晩
連
芳
謝

窓
秋
竹
意
深
（
夏）
（
定
家
は
前
半
の
詩
句
の
み）

凪
生
竹
夜
窓
fBJ
臥

月
照
松
時
台
上
行
（
夏）
（

定
家
は
前
半
の
詩
句

の
み）

暑
月
貧
家
何
所
有

客
来
唯
贈
北
窓
風
（
夏）

夏
臥
北
窓
風

枕
席
如
涼
秋
（
夏）

残
影
灯
閉
（
定
家
は
「
閑」）
隣

斜
月
光
穿
聞
（

秋）

策
策
窓
戸
前

又
聞
新
冨
下
（
冬）

南
窓
背
灯
坐

凪
霰
闇
紛
紛
（
冬）

新
古
今
集・
「
文
集
百
首
J

の
い
ず
れ
の
場
合
に
も、
窓
は
夏
の
歌
に
最

も
多
く
採
用
さ
れ
て
い
る。
夏
に
は
窓
か
ら
の
風
に
秋
の
気
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る。
窓
は
涼
し
さ
の
方
向
へ
心
を
お
も
む
か
せ
る
空
問
な
の
で
あ
る。

定
家
ら
は、
淡
詩
の
世
界
を
和
歌
に
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
窓
が
季
節

の
気
配
を
ま
ず
感
知
す
る
場
で
あ
る
と
い
う
発
見
を
し
た
の
で
あ
ろ
う。
ま

た、
新
古
今
集
の
荒
木
田
氏
良
の
歌
に
は
「
ま
ど
よ
り
西
に」
と
い
う
特
徴

的
な
表
現
が
見
ら
れ
る。
基
準
を
は
っ
き
り
と
定
め、
方
角
を
指
示
す
る
表

現
は、
漢
詩
の
方
法
か
ら
学
ん
だ
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る。
式
子
内
親

王
の
初
句
で
あ
る
「
ま
ど
ち
か
き」
と
い
う
表
現
は、
勅
撰
集
で
は
新
古
今

集
に
は
じ
め
で
見
ら
れ
る。
和
歌
に
お
い
て
は
前
掲
の
元
真
集
が
初
出
と
思

わ
れ
る。
お
そ
ら
く、
「
晴
後
青
山
臨
閲
近

雨
初
白
水
入
門
流」
（
和
淡
朗

詠
集
巻
下
「
山
家」
五
六l
'
都
良
香）
の
「
隠
に
臨
ん
で
近
し」
が
契
機

と
な
り、
距
熊
感
を
示
す
表
現
に
熟
し
た
の
で
あ
ろ
う。

こ
こ
で
歌
を
説
み
な
が
ら、
和
歌
に
お
け
る
「
窓」
を
考
え
て
み
た
い。

1、
印
即
加

m
a
即
即

忠
町
乃

百即
如
如
奢

幻
平
之
如
蛤
（
前

掲
万
葉
集）

文
集
の
癒
餅
暗
雨
打
窓
声
と
い
ふ
心
を
よ
め
る

2、
こ
ひ
し
く
は
ゆ
め
に
も
人
を
み
る
ぺ
き
を
ま
ど
う
つ
あ
め
に
め
を
さ
ま

し
つ
つ
（
前
掲
後
拾
遺
集

大
弐
高
遠）

3、
ま
ど
ち
か
き
い
さ
さ
む
ら
竹
風
ふ
け
ば
秋
に
お
ど
ろ
く
夏
の
夜
の
狡

（
前
掲
新
古
今
集

春
宮
大
夫
公
継）

4、
ま
ど
ち
か
く
み
ね
の
ま
つ
か
ぜ
お
と
づ
れ
て
の
き
よ
り
し
た
を
か
よ
ふ

し
ら
雲
（
千
五
百
香
歌
合
｀
一
三
七
二
番
左
勝

宮
内
卿）

晴
後
青
山
臨
禰
近
と
い
ふ
心
を
よ
ま
せ
給
う
け
る

5、
窓
ち
か
き
む
か
ひ
の
山
に
霧
晴
れ
て
あ
ら
は
れ
わ
た
る
ひ
ば
ら
ま
き
は

ら
（
玉
葉
集
秋
下

七
二
九

土
御
門
院）
＇

，

窓
は
外
界
を
室
内
に
伝
え
る
通
路
で
あ
る。
そ
し
て、
外
の
変
化
に
よ
っ

て、
内
＂
で
は
方
向
性
の
違
う
二
つ
の
意
識
が
喚
起
さ
れ
る。
―
つ
は
1
.

2
の
よ
う
に
外
界
の
変
化
が
そ
の
ま
ま
作
者
の
心
に
集
中
す
る
場
合
で
あ
り、

も
う
l

つ
は
4
.
5
の
よ
う
に
開
放
化
に
向
か
い、
窓
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
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自
然
把
握
の
入
口
と
も
な
る
場
合
で
あ
る。
3
は
新
古
今
集
に
お
い
て
式
子

内
親
王
の
歌
と
並
ぺ
ら
れ
て
い
る。
「
ま
ど」
は
外
界
の
微
か
な
変
化
を
感

知
さ
せ
る
場
と
な
っ
て
お
り、

秋
か
と
思
っ
て
夢
か
ら
目
覚
め
る
瞬
間
の
景

と
気
分
が
詠
ま
れ
る。

内
親
王
の
景
が
持
綬
す
る
う
た
た
寝
の
次
元
か
ら
表

出
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て、

公
継
は
現
実
の
次
元
か
ら
捉
え、

感
党
と
情
調

を
消
爽
感
に
統一
し
て
い
る
の
で
あ
る。

定
家
が
「
文
集
百
首」
の
中
で、

式
子
内
親
王
の
こ
の
歌
の
典
拠
と
同
じ

漢
詩
句
を
姐
に
詠
ん
だ
の
が
次
の
一
甘
で
あ
る。

・・

風
さ
や
ぐ
竹
の
よ
な
か
に
ふ
し
な
れ
て
夏
に
し
ら
れ
ぬ
窓
の
月
哉
（
拾

遺
愚
草
貝
外

文
集
百
首
四
二
六）

．

凪
に
そ
よ
ぐ
竹
の
ざ
わ
め
き
に
夜
毎
に
誘
わ
れ
る
う
ち
に、

も
は
や
夏
と

は
無
関
係
の
境
地
に
入
っ
て
い
る。
「
窓
の
月」
も
そ
れ
を
眺
め
る
主
体
も、

現
実
に
あ
り
な
が
ら
「
夏
に
し
ら
れ
ぬ」

別
次
元
を
感
得
し
て
い
る
の
で
あ

る。さ
ら
に、

式
子
内
親
王
の
「
窓」
を
詠
ん
だ
歌
を
あ
げ
る。

み
じ
か
夜
の
ま
ど
の
く
れ
竹
う
ち
な
ぴ
き
ほ
の
か
に
か
よ
ふ
う
た
た
ね

の
あ
き
（
式
子
内
親
王
集
夏

三
二）

．
冬
く
れ
ば
谷
の
を
川
の
音
絶
え
て
蜂
の
嵐
ぞ
窓
を
と
ひ
け
る
（
同
冬

六
0)

秋
の
夜
の
し
づ
か
に
く
ら
き
ま
ど
の
雨
打
ち
な
げ
か
れ
て
ひ
ま
し
ら
む

ら
ん
（
同
秋

一
四
五）

一
首
目
は
「
ま
ど
ち
か
き」
の
歌
と
ほ
と
ん
ど
同一
の
題
材
を
モ
チ
ー
フ
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と
し
て
詠
ま
れ
て
お
り、

注
目
す
ぺ
き
一
首
で
あ
る。

窓
外
の
気
配
を
察
し

て、

寝
床
へ
と
ほ
の
か
に
通
う
秋
を
感
じ
る
と
い
う
趣
向
で、

う
た
た
寝
で

あ
る
が
ゆ
え
に、

現
実
で
は
夏
な
の
に、

幻
想
的
な
気
分
と
し
て
秋
を
感
じ

た
の
で
あ
る。
う
た
た
寝
の
状
態
は、

眠
り
の
無
意
識
界
へ
足
を
跨
み
入
れ

て
い
る
状
態
と
考
え
ら
れ
る。

無
意
識
と
い
う
の
は
日
常
性
か
ら
解
放
さ
れ

た
自
在
性
を
持
っ
て
い
る
の
で、

夢
を
求
め
る
の
で
あ
る。

式
子
内
親
王
の

う
た
た
寝
の
状
想
は、

意
識
を
狭
い
世
界
か
ら
外
界
に
拡
げ
て
ゆ
く。
自
由

に
な
っ
た
意
微
は
外
界
で
遊
び
な
が
ら、

感
覚
を
研
ぎ
澄
ま
す。
そ
れ
ゆ
え

微
妙
な
気
配
ま
で
キ
ャ
ッ
チ
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る。
そ
し
て
窓
は、

外
界
へ
と
拡
が
っ
た
意
識
を
再
び
自
己
に
集
中
さ
せ
る
入
口
と
な
り、

う
た

た
寝
の
床
は
秋
の
気
分
で
沿
た
さ
れ
た
も
の
と
な
る。

·

赤
羽
淑
先
生
は、

式
子
内
親
王
の
世
界
を
次
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た。

内
親
王
は
奥
深
い
住
居
に
籠
り、

孤
独
に
住
し
な
が
ら、

心
の
扉、

感
性息

の
扉
は、

外
部
に
向
か
っ
て
い
っ
ば
い
に
開
き、

敏
感
に
感
応
し
て
い
た。

そ
し
て、
「
松
の
戸」

や
「
槙
の
戸」、
「
軒」

や
「
軒
端」、
「
閲」
と

い
っ
た
家
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
ヘ
の
偏
向
は、
「
孤
独
に
閉
ざ
さ
れ
た
住
居

が
別
世
界
の
よ
う
な
限
り
な
く
虹
か
な
詩
的
空
間
を
展
開
さ
せ
る
も
の
と
な

る。」
と
さ
れ
る。
「
窓」
も
外
界
の
気
配
を
察
知
す
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て
働

き、

内
親
王
の
詩
的
感
覚
を
喚
起
さ
せ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る。

そ
れ
で
は
夢
と
う
つ
つ
が
交
錯
す
る
「
う
た
た
寝」
に、

式
子
内
親
王
の



意
識
と
無
意
識
は
ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か。
意
識
と
無

意
識
は、
本
来
区
別
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う。
山
本
正
男
氏
が
「（
無

意
識
は）

美
ゃ
芸
術
の
上
で
は、
い
っ
そ
う
積
極
的
な
意
味
を
も
ち、
一
切

の
心
的
活
動
の
根
源、
意
識
と
な
る
ぺ
き
精
神
の
潜
在
的
活
動
力
を
さ
し、

発
生
過
程
か
ら
は
素
質
と
も
い
う
ぺ
く、
無
意
識
的
自
我
に
ほ
か
な
ら
な

U
六

い。」
と
説
明
さ
れ
る
よ
う
に、

両
者
は
層
を
な
し
て
共
存
し、

心
理
学
で

も
無
意
讚
の
作
用
を
惚
め
て
い
る。
う
た
た
寝
は、．
心
の
深
い
と
こ
ろ
に
あ

る
意
識
す
な
わ
ち
無
意
織
の
層
へ
う
と
う
と
と
入
っ
て
い
く
状
態
と
も
考
え

ら
れ
る。
次
に、

和
歌
に
お
け
る
「
う
た
た
寝
の
夢」
の
伝
統
と
深
化
を

辿
っ
て
み
た
い。

う
た
た
寝
と
い
え
ば、
小
野
小
町
の
「
う
た
た
ね
に
恋
し
き
ひ
と
を
見
て

し
よ
り
夢
て
ふ
物
は
憑
み
そ
め
て
き」
（
古
今
集
恋
二

五
五
三）
が
想
起

さ
れ
る。
意
識
さ
れ
て
い
る
と
も
無
意
識
の
も
の
と
も
つ
か
な
い
眠
り
の
中

に
恋
人
が
訪
れ
て
く
れ
た
の
で、
殊
更
に
夢
を
頼
み
初
め
る
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る。
夢
と
う
つ
つ、

意
織
と
無
意
識
が
作
用
し

合
っ
て
い
る
う
た
た
寝
の
境
地
に
よ
っ
て、
夢
の
中
の
出
逢
い
に
待
ち
こ
が

れ
る
ナ
イ
ー
プ
で
浪
漫
的
な
恋
が
表
出
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る。

う
た
た
ね
の
ゆ
め
な
か
り
せ
ば
わ
か
れ
に
し
む
か
し
の
人
を
ま
た
も
み

ま
し
や
（
金
葉
集
二
度
本
雑
上

五
五
三

顕
季
「
百
首
歌
中
に
夢
の

心
を
よ
め
る」）

あ
は
れ
な
り
う
た
た
ね
に
の
み
み
し
夢
の
な
が
き
お
も
ひ
に
む
す
ぽ
ほ

れ
な
ん
（
新
古
今
集
恋
五
一
三
八
九

俊
成）

う
た
た
寝
の
夢
は、
終
わ
っ
た
は
ず
の
昔
の
恋
人
と
の
逢
瀬
を
導
い
た
り、

か
え
っ
て
悲
哀
を
重
く
す
る
結
果
を
も
招
く。
夢
に
落
ち
込
む
眠
り
以
上
に、

思
い
が
け
な
い
方
向
へ
と
意
識
を
誘
う
の
が
う
た
た
寝
な
の
で
あ
ろ
う
か。

式
子
内
親
王
は
恋
の
歌
に
お
い
て、

夢
路
に
向
か
う
こ
と
の
で
き
な
い
夢

の
中
の
迷
い
を
深
く
嘆
い
た。

は
か
な
し
ゃ
枕
さ
だ
め
ぬ
う
た
た
ね
に
ほ
の
か
に
ま
よ
ふ
夢
の
か
よ
ひ

路
（
式
子
内
親
王
集
三
0
六、
干
載
集
恋一

六
七
七）

い
か
に
せ
む
夢
路
に
だ
に
も
行
き
ゃ
ら
ぬ
む
な
し
き
床
の
手
枕
の
袖

（
同

三
二
九、
新
勅
撰
集
恋
五

九
七一
）

孤
独
な
内
親
王
は、

夢
の
中
で
さ
え
魂
を
通
わ
せ
る
相
手
を
見
つ
け
る
こ

と
が
で
き
な
い。
う
た
た
寝
に
し
か
夢
を
見
る
こ
と
を
し
な
い
が
た
め
に、

お
の
が
心
の
行
き
場
が
な
い
の
で
あ
る。
夢
を
見
て
い
る
人
が
自
分
の
生
み

出
す
イ
メ
ー
ジ
に
身
を
任
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
鏡
と
し住＾

て
自
分
を
映
し
て
眺
め
る
途
を
作
り
出
す
過
程
を
分
析
す
る
夢
研
究
が
あ
る。

夢
を
見
て
も、
内
親
王
は
お
の
れ
の
孤
独
に
回
帰
す
る
し
か
な
く、
一
層
重

く
生
を
背
負
っ
て
ゆ
く。

．

式
子
内
親
王
は、
こ
の
よ
う
な
覚
醒
と
ま
ど
ろ
み
の
半
睡
状
態
を
繰
り
返

す
反
面、

深
い
眠
り
に
落
ち
込
み、
「
夢
よ
り
夢
に」
と
闇
の
中
に
ど
こ
ま

で
も
没
入
す
る
面
を
も
つ。

つ
か
の
ま
の
や
み
の
う
つ
つ
も
ま
だ
し
ら
ぬ
夢
よ
り
夢
に
ま
よ
ひ
ぬ
る

か
な
（
式
子
内
親
王
集
恋

七
八、
絞
拾
遺
集
恋
三

九一
三）

し．つ
か
な
る
暁
ご
と
に
見
渡
せ
ば
ま
だ
ふ
か
き
夜
の
夢
ぞ
か
な
し
き
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（
同

三
二
八
「
百
首
歌
の
中
に、

餌
日
晨
朝
入
詣
定
の
心
を」、

新

古
今
集
釈
教

一
九
六
九）．

千
た
ぴ
う
つ
き
ぬ
た
の
音
に
夢
さ
め
て
物
お
も
ふ
袖
の
露
ぞ
く
だ
く
る

（
同

三
一
六
「
揖
衣
心
を」、

新
古
今
集
秋
下

匹
八
四）

．

．

 

「
や
み
の
う
つ
つ
も
ま
だ
し
ら
ぬ」、
「
ま
だ
ふ
か
き
夜
の
歩」

と
並
べ
る

と、

夢
そ
の
も
の
が
内
親
王
の
迷
い
を
意
味
し、

混
濁
し
た
内
面
に
ほ
か
な

ら
な
い
も
の
と
気
付
く。
一
首
目
は
恋
の
歌、

二
首
目
は
釈
教
歌
と
し
て
地

蔵
菩
薩
の
心
に
没
入
し
て
の
境
地
が
歌
わ
れ
て
い
る
が、

己
を
と
ら
え
て
帷

さ
な
い
妄
執
ゃ
煩
悩
を
ど
こ
ま
で
も
見
よ
う
と
し
て
い
る。
こ
こ
に、

逃
れ

よ
う
と
し
て
も
目
を
開
く
と
い
う
方
途
の
な
い
内
親
王
の
夢
を
知
る
こ
と
が

で
き
る。

そ
の
よ
う
な
夢
を、

さ
ら
に
強
烈
な
精
神
の
持
絞
力
と
集
中
力
で

打
ち
破
る
の
が
三
首
目
で
あ
る。

．

．

式
子
内
親
王
に
と
っ
て、

う
た
た
寝
は
我
が
心
の
孤
独
の
凝
視
に
ほ
か
な

ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り、

そ
こ
に
は
う
つ
つ
の
時
に
も
劣
ら
な
い
意
識
の

集
中
が
見
ら
れ
た。
「
ま
ど
ち
か
き」
の
歌
の
母
音
及
ぴ
子
音
の
構
造
を
分

析
し
て
み
る
と、
一
定
の
母
音
の
フ
レ
ー
ズ
の
繰
り
返
し
ゃ
連
統
し
た
音
の

集
中
を
見
る
こ
と
が
で
き
る。

意
識
の
集
中
は、
こ
の
よ
う
な
音
領
構
造
と

燕
関
係
に
あ
る
と
は
思
え
な
い。

．
 

9
,
 ．．．．．
 

コ
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t
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.
t
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z
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k
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ま
ど
ち
か
き
た
け
の
は
す
さ
ぶ
か
ぜ
の
お
と
に
い
と
ど
み
じ
か
き、
ぅ
た

四

全
体
的
に
見
る
と、

句
末
の
a
i
音
と
句
頭
の
a
e
0
音
が
繰
り
返
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
気
付
く。

句
末
の
母
音
a.1
に
は
子
音
K
が
伴
っ
て
い
る。

ま
た、

母
音
a
e
0
の
繰
り
返
し
に
対
し
て
は、
t
k
n、

K
z
n、
t
t

n
n
と
い
う
子
音
が
伴
っ
て
お
り、

あ
た
か
も
捐
環
和
音
の
よ
う
な
効
呆
を

生
ん
で
い
る。

結
句
は、

ト
ー
ン
の
低
い
U
音
を
伴
奏
の
よ
う
に
響
か
せ
な

9

a

 .

.

 e

o

 

が
ら
の
a
e
0
音
の
変
形
で
あ
る。
こ
の
形
は、
「
す
さ
ぶ
か
ぜ
の」

部
分

に
も
認
め
ら
れ
る
胴
子
で
あ
る。

竹
の
葉
を
そ
よ
そ
よ
と
風
が
吹
き
進
む。

そ
れ
は
意
識
の
閾
下
に
響
く
伴
奏
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り、

そ
の
音
が
き
わ

ま
っ
た
時
に
外
界
へ
拡
散
し
て
い
た
意
識
は
一
気
に
集
中
し、

目
党
め
る。

「（
か
ぜ）

の
お
と
に
い
と
ど
み
じ
か
き」

部
分
に
「
O
O
o
i
i
o
o.I

・1
a
i」
と
い
う
o
i
母
音
を
主
体
と
し
た
音
の
繰
り
返
し
を
用
い
る
こ
と

で
リ
ズ
ム
感
を
生
み、

こ
れ
に
鋭
い
音
の
子
音
(
t、
d、
z、

K)

が
瓜

な
る
こ
と
で、

う
た
た
寝
の
夢
を
強
く
断
ち
切
る
効
呆
が
表
れ
る
の
で
あ
る。

「
う
た
た
寝」
が
四
季
の
歌
の
素
材
と
な
る
場
合、

う
つ
つ
と
は
別
の
季

節
感
を
表
現
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る。

次
に、

匹
季
の
歌
に
み
ら
れ
る
う

た
た
寝
の
伝
統
と
深
化
を
追
っ
て
み
た
い。

9
9
9
9

1
9

9
 

a
e
o
匝
e

t
n
n
y
m
 

た
ね
の
ゆ
め
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う
た
た
ね
に
よ
や
ふ
け
ぬ
ら
ん
か
ら
こ
ろ
も
う
つ
こ
ゑ
た
か
く
な
り
ま

さ
る
な
り
（
後
拾
遺
集
秋
下

三
三
七

藤
原
兼
房
朝
臣）

う
た
た
ね
の
ゆ
め
か
と
ぞ
お
も
ふ
時
烏
う
つ
つ
と
も
な
き
さ
よ
の
一
こ

ゑ
（
直
家
集

時
烏
十
首

う
た
た
ね
は
夢
や
う
つ
つ
に
か
よ
ふ
ら
む
さ
め
て
も
お
な
じ
時
雨
を
ぞ

き
く
（
千
戟
集
冬

四
0
七

藤
原
隆
信）

一

首
目
は
砧
の
音
を、

二
首
目
は
時
鳥
の
一

声
を、

非
常
に
き
わ
ま
っ
た

状
態
の
音
と
し
て
間
く
こ
と
が
で
き
て
い
る。

視
撹
的
に
は
閉
じ
ら
れ
て
い

る
た
め、

聴
党
は
は
な
は
だ
冴
え
て
く
る
。

三
首
目
は、

う
た
た
寝
の
時
と

変
わ
ら
な
い
時
雨
の
降
る
音
を
う
つ
つ
に
聞
く
と
い
う
も
の
で
あ
る。

こ
こ

で、

夢
が
う
つ
つ
に
通
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
逆
転
の
発
想
が
生

ま
れ
る。に

ほ
ひ
く
る
は
な
た
ち
ば
な
の
袖
の
か
に
な
み
だ
つ
ゆ
け
き
う
た
た
ね

の
ゆ
め
（
絞
古
今
集
夏

二
四
九

俊
成）

た
ち
ば
な
の
に
ほ
ふ
あ
た
り
の
う
た
た
ね
は
夢
も
む
か
し
の
袖
の
か
ぞ

す
る
（
新
古
今
集
夏

二
四
五

俊
成
女）

さ
月
や
み
み
じ
か
き
夜
半
の
う
た
た
ね
に
花
橘
の
袖
に
す
ず
し
き
（
同

夏

二
四
二

慈
円）

う
た
た
ね
の
歩
よ
り
さ
き
に
あ
け
ぬ
な
り
山
ほ
と
と
ぎ
す
ひ
と
こ
ゑ
の

そ
ら
（
六
百
番
歌
合
夏
二
九
番
左
勝

良
経）

い
ず
れ
も
夏
の
歌
で
あ
り、

う
た
た
寝
に
橘
の
花
の
香
が
か
お
り
来
る
と

い
う
新
し
い
趣
向
が
見
ら
れ
る
。

視
党
が
閉
じ
ら
れ
る
時、

神
経
は
よ
り
自

―

―

-

）
 

在
な
境
地
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
の
よ
う
で
あ
る。

良
経
の
歌
は、

聴
覚
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
た
夢
の
中
の
視
覚
が
捉
え
た
幻
想
は、

実
は
現
実

に
ほ
か
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
無
意
識
の
意
識
が
捉
え
て
い

る
と
い
う
構
造
を
と
っ
て
い
る。

夏
の
夜
の
わ
ぴ
し
き
事
は
夢
を
だ
に
み
る
ほ
ど
も
な
く
あ
く
る
な
り
け

り
（
風
雅
集
夏

三
九
四

小
野
小
町）

ま
だ
よ
ひ
の
月
ま
つ
と
て
も
あ
け
に
け
り
み
じ
か
き
夢
の
む
す
ぶ
と
も

な
く
（
同
夏

三
九
0

後
鳥
羽
院）

夏
の
夜
の
夢
は
結
ば
な
い
も
の
と
し
て
歌
わ
れ
る
の
で
あ
る
が、

結
ば
な

い
夢
を
放
棄
し
た
歌
人
達
は、

身
体
全
体
の
新
し
い
知
性
の
化
醒
に
よ
っ
て

新
し
い
境
地
を
詠
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

定
家
は
夏
の
う
た
た
寝
の
夢
を
次
の
よ
う
に
詠
ん
だ。

は
か
な
し
や
み
る
ほ
ど
も
な
し
い
な
づ
ま
の
光
に
さ
む
る
う
た
た
ね
の

夢
（
拾
遺
愚
卒

十
題
百
首
「
天
部
十
首」

七
0
五）

夏
の
夜
は
な
る
る
し
水
の
う
き
枕
む
す
ぷ
程
な
き
う
た
た
ね
の
夢
（
同

六
百
番
歌
合
「
夏
夜」

八
二
0)

夏
衣
か
と
り
の
う
ら
の
う
た
た
ね
に
浪
の
よ
る
よ
る
か
よ
ふ
秋
風
（
同

春
日
同
詠
百
首
応
製
和
歌
夏

一

三
＝
＝
l）

定
家
は、

短
か
夜
を
咲
く
の
で
も
な
け
れ
ば、

う
た
た
寝
に
遊
ぶ
こ
と
も

し
な
か
っ
た
。
「
は
か
な
し
や
み
る
ほ
ど
も
な
し」

と
言
い
切
る
態
度
は
虚

無
的
で
す
ら
あ
る
。

二
首
目
は、

結
ば
な
い
う
た
た
寝
を
「
し
水」

の
縁
か

ら
「
う
き
枕」

と
い
う
比
喩
で
表
現
し
て
い
る
。

三
首
目
は、．
「
か
と
り
」
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（
同
秋

袖」） 五

に
か
と
り
の
夏
衣
と
香
取
り
の
浦
を
か
け、

ま
た、

浪
の
寄
る
夜
ご
と
に
通

う
秋
凪
と、

巧
み
な
技
巧
を
用
い
て
い
る。

夏
の
う
た
た
寝
に
通
う
秋
風
は、

清
涼
感
を
感
じ
さ
せ
る
は
ず
で
あ
る。

し
か
し
な
が
ら、
一

首
に
不
安
定
な

気
分
が
深
う
の
は、

秋
凪
を
浪
の
打
ち
寄
せ
る
さ
ま
に
た
と
え
た
た
め
で
あ

ろ
う。

二
首
目
の
枕
を
浮
き
枕
と
表
す
の
も、

夏
の
う
た
た
寝
が
感
じ
さ
せ

る
不
安
定
さ
の
た
め
で
あ
る
。

定
家
は、

う
た
た
寝
を
不
安
定
な
も
の
と
し

て
そ
こ
に
闊
酔
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。

三
0
八

袖
の
う
へ
に
か
き
ね
の
梅
は
お
と
づ
れ
て
枕
に
き
ゆ
る
う
た
た
ね
の
夢

（
式
子
内
親
王
集
春

二
0
八、

新
後
拾
遺
集
春
上

五
一
）

夢
の
う
ち
も
う
つ
ろ
ふ
花
に
凪
吹
き
て
し
づ
こ
こ
ろ
な
き
春
の
う
た
た

ね
（
同
春

ニ
ー

六、

続
古
今
集
春
下

一

四
七

第
三
句
「
か
ぜ
ふ

け
ば
」）

み
じ
か
夜
の
ま
ど
の
く
れ
竹
う
ち
な
ぴ
き
ほ
の
か
に
か
よ
ふ
う
た
た
ね

の
秋
（
同
夏

三
二）

さ
夜
ふ
か
み
岩
も
る
水
の
お
と
さ
え
て
す
ず
し
く
な
り
ぬ
う
た
た
ね
の

床
（
同
夏

二
三
三、

王
葉
集
夏

四
四
二

初
句
「
さ
夜
ふ
け

て」
•

第
三
句
「
音
き
け
ば」）

う
た
た
ね
の
あ
さ
け
の
風
に
か
は
る
な
り
な
ら
す
あ
ふ
ぎ
の
秋
の
初
風

二
三
七、

新
古
今
集
秋
上

第
二
句
「
あ
さ
け
の

以
上
が
式
子
内
親
王
の
匹
季
の
歌
に
お
け
る
「
う
た
た
寝
の
夢」

を
詠
ん

だ
歌
で
あ
る
。
一

首
目
に
お
い
て、

訪
れ
て
消
え
る
の
は
梅
の
香
と
夢
の
両

方
を
受
け
る。

訪
れ
て
は
去
っ
て
ゆ
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は、

内
親
王
の
存

在
そ
の
も
の
に
も
関
わ
っ
て
お
り、

身
を
構
え、

時
が
熟
す
る
の
を
常
に

待
っ
て
い
る
孤
独
な
内
親
王
の
境
涯
が
投
影
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

二
首
目
の
春
風
は、

現
実
に
は
も
ち
ろ
ん、

夢
の
中
に
も
吹
い
て
い

る。

う
た
た
寝
の
夢
に
あ
っ
て
も、

内
親
王
の
意
識
は
閉
じ
ら
れ
て
は
い
な

い
。

こ
こ
に、

夢
と
う
つ
つ
の
両
方
を
同
じ
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
生
き
て
い
る
内

親
王
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る。

し
た
が
っ
て
四
首
目
の
「
水
の
お
と
さ

．
え
て
」

と
い
う
表
現
は、

眠
り
の
中
で
の
無
意
識
の
運
動
と
意
識
の
集
中
に

よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う。

五
甘
目
は
立
秋
の
日
の
朝
の
境

地
が
繊
細
な
感
役
で
捉
え
ら
れ
て
お
り、

秋
の
初
風
を
扇
で
通
わ
す
と
い
う

趣
向
に
新
鮮
さ
が
あ
る。

う
つ
つ
で
あ
れ、

う
た
た
寝
の
夢
の
中
で
あ
れ、

外
界
に
精
一

杯
五
感
を
開
い
て
い
た
内
親
王
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ、

使
い
慣

れ
た
扇
の
風
の
さ
さ
や
か
な
変
化
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
た。
「
う
た
た
ね」

「
あ
ふ
ぎ」

を
除
く
自
立
籍
の
栢
頭
は、

す
ぺ
て
a
母
音
で
あ
る。

扇
の
風

に
感
じ
る
ほ
ど
の
さ
さ
や
か
な
秋
の
到
来
で
は
あ
る
が、

韻
律
を
明
る
く
全

開
に
す
る
こ
と
で、

秋
の
気
を
一

杯
に
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
る。

式
子
内
親
王
の
「
ま
ど
ち
か
き」

の
歌
は、

供
物
の
空
間
的
配
屈
ゃ
具
体

的
自
然
描
写
に
お
い
て
漢
詩
の
世
界
を
踏
襲
し
た
が、

そ
れ
を
う
た
た
寝
の

夢
の
中
で
捉
え
た
も
の
に
転
じ
て
い
る。

場
所
を
規
定
し、

主
語、

述
諸、

目
的
語
を
明
示
し
た
上
句
は、

漢
詩
の
方
法
か
ら
少
し
も
逸
脱
し
て
い
な
い
。
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幻
想
を
現
前
化
す
る
だ
け
の
無
意
鰍
の
運
動
と
意
識
の
集
中
が、

う
た
た
寝

の
夢
の
中
で
繰
り
返
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る。

外
界
と
室
内
を

繋
ぐ
「
窓
J

を
詠
ん
だ
歌
に
よ
っ
て、

意
識
と
無
意
識
が
相
関
関
係
を
も
っ

て
外
界
と
交
渉
し、

イ
メ
ー
ジ
を
拡
げ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の

で
あ
る。

そ
し
て、
「
い
と
ど
み
じ
か
さ
う
た
た
ね
の
夢」

と
受
け
と
め
る

態
度
は、

新
古
今
集
に
並
ぺ
ら
れ
て
い
る
公
継
の
一
首
が、

秋
の
気
分
を
感

応
す
る
の
と
は
異
な
る。

夢
に
陶
酔
す
る
こ
と
も
し
な
け
れ
ば、

う
た
た
寝

に
通
う
秋
の
気
分
に
陶
酔
す
る
こ
と
も
断
ち
切
る
姿
勢
で
あ
る。
一
首
に
漂

う
は
か
な
さ
は、

夢
に
も
幻
想
的
な
気
分
に
も
遊
ぶ
こ
と
を
し
な
い
内
親
王

の
存
在
に
根
ざ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る。

「
千
た
ぴ
う
つ
き
ぬ
た
の
音
に
夢
さ
め
て
物
お
も
ふ
袖
の
露
ぞ
く
だ
＜

る」
（
前
掲）

は、

夢
に
の
め
り
込
む
我
を、

限
り
な
く
繰
り
返
し
て
打
つ

砧
の
音
の
滋
し
さ
で
目
覚
め
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た。

砧
の
音
は、

滋
し
い

無
意
識
の
運
動
と
意
識
の
集
中
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

内
栽
王
は
夢
に
掏
酔
で

き
な
い
こ
と
を
諦
観
す
る
自
己
と、

夢
に
陶
酔
す
る
こ
と
を
断
ち
切
ろ
う
と

す
る
自
己、

そ
し
て
内
面
を
映
し
出
す
夢
に
限
り
な
く
没
入
す
る
自
己
を
同

時
に
有
し
た
の
で
あ
る。

内
親
王
の
歌
は、

自
己
を
外
界
に
向
か
わ
せ
る
こ

と
で
限
り
な
く
世
界
を
開
い
た
が、

そ
れ
は
自
己
を
実
感
す
る
構
え
で
あ
っ

た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る。

白
楽
天
の
詩
は
「
白
楽
天
詩
集」
（
続
国
訳
漢
文
大
成
第
九
巻
第
十
を）、

「
白
楽
天
詩
後
集
j

（
同
十
二
巻）
に
拠
る。

注
二

上
條
彰
次・
片
山
享•
佐
藉
恒
珀
各
氏
若
有
斐
閣
新
書
「
新
古
今
和
歌
集
入

門」
（一
九
七
八
年一
月
二
O
B
初
版
発
行、
有
斐
閣）

注
三

漢
話
に
は、

回、
窟、
窓、
闊、
等
が
あ
り、
形
や
構
造
な
ど
に
よ
っ
て
使

い
分
け
が
見
ら
れ
る。
「
大
漢
和
辞
典」
に
は、
「
団、
白、
恵、

窓」
は

「
日
根
に
あ
け
た
窓。
あ
か
り
と
り。
い
さ
ぬ
さ。」、
「
闊」
は
「
堕
を
う

が
ち
木
を
紐
み
合
わ
せ
て
作
っ
た
窓。
れ
ん
じ
ま
ど。」、
「
市
む
き
の
ま

ど。」
と
い
う
説
明
が
さ
れ
て
い
る。

注
四

「
王
台
新
詠
下』
（
新
釈
澳
文
大
系
第
六

ごな）
に
拠
る。

注
五

赤
羽
淑
氏
論
文
「
式
子
内
製
王
に
お
け
る
時
的
空
間」
（
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清

心
女
子
大
学
「
古
典
研
究』
第
八
号、
昭
和
五
六
年
三
月＝i-
B
発
行）

注
六

山
本
正
男
氏
若
「
叩
m
史
の
恩
索』
(-
九
七
三
年一
月
一
五
B
美
術
出
版

社
発
行）

参
照。

注
七

R比
版
心
涅
学
事
典」
（一
九
八一
年
初
版
発
行、
平
凡
社）
の
「
撫
意
織」

の
項
参
照。

注
八

ア
ン
リ
・
エ
レ
ン
ペ
ル
ガ
ー
若、
木
村
紋・
中
井
久
夫
各
氏
監
訳

「撫
意
識

の
発
見
上』
（
昭
和
五
五
年
六
月
l—1
0
日
初
版
発
行、

弘
文
兌）

所
収
「
夢

の
研
究」
・
「
熊
意
識
の
探
究」
参
照。

※

引
用
の
和
歌
及
ぴ
「
和
潰
朗
駄
集」
は
R

新
編
国
歌
大
観」
第一
・
ニ
・
三
・

四
•
五
巻
に
拠
る。

注

（
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
研
究
生）
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