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四　

占
夢
書
の
流
伝

ま
ず
占
夢
の
迷
信
が
あ
っ
て
、
そ
の
後
に
占
夢
の
書
が
生
れ
る
と
い
う
の
が
、

歴
史
の
流
れ
で
あ
る
。
占
夢
書
が
現
れ
て
か
ら
は
、
占
夢
者
は
こ
れ
を
夢
占
い
の

重
要
な
根
拠
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
占
夢
に
は
そ
れ
自
体
の
特
質
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
占
夢
書
は
そ
れ
ぞ
れ
の
夢
に
関
す
る
占
い
の
こ
と
ば
（
以
後
、「
占
辞
」

と
称
す
る〔
訳
者
注
〕）を
主
な
内
容
と
し
て
い
る
。そ
れ
ら
は
初
め
は
古
代
の
人
々

た
ち
の
夢
の
予
兆
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
に
も
と
づ
い
て
い
た
が
、
後
に
な

る
と
占
夢
の
必
要
性
に
応
じ
て
書
物
の
形
に
整
理
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
中
国
に
は

占
夢
書
が
多
く
存
在
し
、
絶
え
る
こ
と
な
く
広
く
伝
わ
っ
て
い
る
。
た
だ
、
占
夢

者
が
占
夢
書
を
独
占
し
た
り
秘
密
に
し
た
こ
と
や
、
後
に
し
だ
い
に
占
夢
を
信
じ

な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
失
わ
れ
、
完
本
と
し
て
新
た
に

発
見
さ
れ
た
夢
書
の
ほ
か
は
、
書
名
の
み
伝
わ
る
か
、
そ
の
佚
文
や
残
欠
し
た
数

篇
が
伝
わ
る
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
不
完
全
な
形
で
し
か
資
料
を
見
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
特
徴
や
流
伝
に
つ
い
て
知
る
手
が
か
り
に
は
な
る
。

（
一
）
占
夢
書
の
特
徴
と
形
式

古
代
中
国
の
占
い
に
は
み
な
そ
れ
を
記
し
た
書
物
が
あ
る
。
例
え
ば
、
亀
卜
に

は
亀
書
が
、
占
筮
に
は
筮
竹
の
書
や
易
に
関
す
る
書
が
あ
る（

1
）。
占
夢
書
は
ふ
つ

う
夢
書
と
略
称
さ
れ
る
。
亀
書
、
易
書
、
夢
書
な
ど
の
占
い
の
書
は
、
夢
を
見
た

者
に
吉
凶
を
占
う
方
法
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
占
い
に
違

い
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
書
に
も
特
徴
が
あ
る
。
最
も
顕
著
な
特
徴
は
、
亀

卜
や
占
筮
は
と
も
に
占
い
の
道
具
を
用
い
る
が
、
占
夢
は
そ
れ
自
体
が
占
い
の
道

具
で
あ
る
こ
と
か
ら
道
具
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
亀
書
は
亀

の
甲
羅
に
現
れ
た
文
様
を
も
と
に
吉
凶
を
判
断
す
る
方
法
の
ほ
か
、
甲
羅
に
穴
を

あ
け
て
兆
し
を
知
る
方
法
も
説
明
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
易
書
に
は
卦
に
よ
る
吉

凶
の
判
断
の
ほ
か
、
筮
竹
を
数
え
て
卦
を
出
す
方
法
も
記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
夢
書
は
違
っ
て
い
る
。
夢
を
見
る
方
法
は
占
夢
に
と
っ
て
も
問
題
と
さ
れ
、

上
古
に
は
か
な
り
重
要
な
問
題
だ
っ
た
が
、
春
秋
時
代
以
降
は
、
夢
の
内
容
を
問

題
と
す
る
だ
け
で
、
い
か
に
夢
を
見
た
の
か
と
い
う
夢
を
見
る
方
法
に
つ
い
て
は

問
わ
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
夢
を
見
さ
え
す
れ
ば
占
夢
者
は
こ
れ
を
占
う
こ
と

が
で
き
、
夢
の
内
容
に
も
と
づ
い
て
判
断
を
下
す
。
し
た
が
っ
て
、
夢
書
も
そ
れ
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六
二

ぞ
れ
の
夢
に
関
す
る
占
辞
を
主
な
内
容
と
し
て
い
る
。

夢
書
の
編
纂
形
態
と
し
て
一
般
的
な
の
は
、
ま
ず
簡
単
な
夢
理
論
と
短
い
序
文

が
記
さ
れ
、
そ
の
後
に
本
文
が
続
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。『
太
平
御
覧
』
巻

三
九
七
に
引
く
、「
夢
は
象
な
り
」
や
「
夢
は
告
な
り
」
な
ど
は
簡
単
な
夢
理
論
で
、

夢
の
神
秘
的
な
本
質
を
い
う
。
ま
た
、現
存
す
る
敦
煌
遺
書
『
新
集
周
公
解
夢
書
』

は
、
初
め
に
序
が
あ
り
、
そ
の
書
の
編
纂
過
程
を
記
す
。
夢
理
論
や
序
の
有
無
に

関
わ
ら
ず
、
本
文
は
皆
夢
の
内
容
を
も
と
に
編
成
さ
れ
て
い
る
。
夢
は
大
き
く
天

地
人
に
分
類
さ
れ
る
。
天
は
、
天
、
日
、
月
、
星
、
辰
、
風
、
雨
、
雷
、
電
な
ど
に
、

地
は
、
山
、
川
、
水
、
火
、
五
穀
六
畜
、
草
木
禽
獣
な
ど
に
、
人
は
、
衣
食
住
、

冠
婚
葬
祭
、
寿
命
、
科
挙
、
財
貨
な
ど
に
分
類
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
夢

に
つ
い
て
個
別
に
吉
凶
を
判
断
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
歴
代
の
夢
書
は
さ
ま
ざ
ま

な
夢
の
占
辞
を
分
類
し
編
纂
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

占
い
の
書
に
は
必
ず
占
辞
が
記
さ
れ
る
。
そ
れ
は
三
つ
の
部
分
か
ら
成
る
。
亀

書
の
占
辞
は
一
般
に
卜
辞
と
呼
ば
れ
る
が
、
殷
墟
の
甲
骨
や
関
連
の
記
録
を
調
べ

た
結
果
、
主
な
内
容
は
、（
1
）
兆
紋
の
図
形
（
ひ
び
わ
れ
の
模
様
）、（
2
）
兆

の
意
味
の
解
釈
、（
3
）
占
断
の
語
、
で
あ
る
。
易
の
書
の
占
辞
は
一
般
に
繇
辞

と
か
筮
辞
と
呼
ば
れ
る
が
、『
周
易
』
を
調
べ
た
結
果
、
主
な
も
の
は
、（
1
）
卦

爻
の
図
形
、（
2
）
卦
の
解
釈
、（
3
）
占
断
の
語
、
で
あ
る
。
亀
卜
や
易
の
書
と

同
様
、夢
書
の
占
辞
も
以
下
の
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。（
1
）
夢
の
イ
メ
ー

ジ
（
夢
の
内
容
を
表
す
こ
と
ば
）、（
2
）
夢
の
解
釈
、（
3
）
占
断
の
語
。
し
か
し
、

占
夢
自
体
に
特
徴
が
あ
る
よ
う
に
、
夢
書
の
占
辞
に
も
特
徴
が
あ
る
。

夢
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
夢
の
内
容
を
表
す
こ
と
ば
の
こ
と
で
あ
る
。
亀
卜
の
兆

紋
は
、
図
画
で
あ
り
か
つ
文
字
で
あ
る
。
易
の
卦
の
形
は
、
文
字
で
は
表
現
し
に

く
い
が
、
図
示
す
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
夢
の
イ
メ
ー
ジ
は
複
雑
で
変
化
に
富

ん
で
い
る
た
め
、
文
字
で
し
か
表
せ
な
い
。
そ
の
形
式
は
、「
夢
に
〜
〜
を
見
る
」、

「
夢
に
〜
〜
を
得
た
り
」
な
ど
が
一
般
的
で
あ
る
。
初
期
の
夢
書
は
、「
夢
に
印
鈎

を
見
る
」、「
夢
に
珠
珥
を
見
る
」、「
夢
に

を
見
る
」、「
夢
に
香
物
を
見
る
」
な

ど
、
夢
の
内
容
を
簡
単
に
記
す
だ
け
で
あ
る
。
後
に
な
る
と
、
夢
書
は
や
や
複
雑

に
な
り
、
夢
の
内
容
を
記
す
ほ
か
に
、
そ
の
情
況
に
つ
い
て
の
説
明
が
付
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、
夢
に
「
天
」
を
見
れ
ば
、
そ
れ
は
人
が
天
に
上
る
か
天

が
裂
け
落
ち
る
こ
と
、
ま
た
、
夢
に
「
日
」
を
見
た
ら
、
日
が
昇
る
か
沈
む
こ
と

と
さ
れ
、
そ
の
吉
凶
に
も
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

　

夢
に
天
上
よ
り
人
の
下
り
来
る
有
る
を
見
れ
ば
、
大
吉
な
り
。

　

夢
に
天
に
上
る
者
を
見
れ
ば
、
大
吉
に
し
て
、
貴
子
を
生
む
。

　

夢
に
炎
天
を
見
れ
ば
、
必
ず
国
兵
を
為
す
。

　

夢
に
天
の
音
（
陰
）
雨
を
見
れ
ば
、
身
に
患
〔
有
〕
り（

2
）。

夢
解
釈
の
こ
と
ば
は
、夢
の
内
容
を
解
き
そ
の
意
味
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

易
の
書
で
は
、
卦
を
解
く
こ
と
ば
は
、
そ
れ
が
象
徴
す
る
も
の
に
よ
っ
て
卦
を
解

く
（「
乾
は
天
を
為
す
」、「
坤
は
地
を
為
す
」
な
ど〔

1
〕）
も
の
、
類
似
の
故
事
に
よ
っ

て
卦
を
解
く
（「
羊
を
易
に
喪う

し
なふ
」、「
帝
乙い
つ

妹
を
帰と
つ

が
し
む
」
な
ど〔

2
〕）
も
の
、
人

事
に
も
と
づ
く
分
析
に
よ
っ
て
卦
を
解
く
（「
君
子
は
終
日
乾
乾
と
し
て
、
夕
べ

に
惕
若
た
り
」
な
ど〔

3
〕）
も
の
が
あ
る
。
卦
の
形
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
が
難
し
い

の
で
、そ
れ
を
一
種
の
符
号
と
し
て
他
の
意
味
に
置
き
換
え
て
解
釈
す
る
も
の
で
、

こ
れ
ら
三
つ
の
方
法
は
「
転
釈
」
に
属
す
る
。
夢
の
内
容
は
こ
れ
と
は
異
な
る
。

夢
に
は
天
地
自
然
の
現
象
が
現
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
夢
を
見
た
者
と
の
関
連
で

言
え
ば
、あ
ら
ゆ
る
夢
は
す
べ
て
夢
を
見
た
者
（
夢
者
）
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
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よ
っ
て
、夢
書
の
夢
解
き
の
こ
と
ば
に
は
、「
転
釈
」
も
あ
れ
ば
、「
直
解
」
や
「
反

説
」
な
ど
を
用
い
た
も
の
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
章
で
詳

し
く
述
べ
た
。

そ
の
他
、
易
の
書
で
は
卦
の
解
釈
の
こ
と
ば
が
、
卦
の
形
の
す
ぐ
後
に
あ
る
。

夢
書
で
は
夢
解
き
の
こ
と
ば
は
、夢
の
内
容
の
説
明
の
す
ぐ
後
か
そ
の
前
に
あ
る
。

後
者
は
主
に
漢
代
や
唐
代
の
夢
書
に
見
ら
れ
る
特
殊
な
例
で
あ
る
。

　

  

地
の
陰
を
為
す
は
、
下
冥
冥
た
れ
ば
な
り
。
夢
に
地
を
見
れ
ば
、
身
は
安
寧

な
り
。

　

  

城
の
人
君
を
為
す
は
、
一
県
の
尊
な
れ
ば
な
り
。
夢
に
城
を
見
る
者
は
、
人

君
を
見
る
な
り
。

　

  

履
ば
つ

の
子
を
為
す
は
、
体
の
永
き
に
属
す
れ
ば
な
り
。
も
し
夢
に
履

を
得

た
れ
ば
、
必
ず
子
息
有
る
な
り（

3
）。

き
し
つ虱
の
憂
ひ
を
為
す
は
、
人
の
身
を
噛か

め
ば
な
り
。
夢
に

虱
を
見
れ
ば
、

而
し
て
憂
ひ
の
至
る
有
る
な
り（

4
）。

以
上
の
四
例
は
ど
れ
も
夢
解
き
の
語
が
前
に
あ
り
、
夢
の
内
容
の
説
明
が
そ
の
後

に
あ
る
。
ま
る
で
、
夢
解
き
の
語
が
占
夢
の
大
前
提
、
夢
の
内
容
の
説
明
は
小
前

提
で
、
占
い
の
結
果
が
そ
の
結
論
の
よ
う
だ
。

特
殊
な
例
は
他
に
も
あ
る
。夢
書
に
は
夢
解
き
の
語
は
し
ば
し
ば
省
略
さ
れ
る
。

唐
宋
以
降
の
夢
書
は
大
抵
そ
う
で
あ
る
。

　

夢
に
地
の
劈さ

く
を
見
れ
ば
、
母
の
損
す
る
を
憂
ふ
。

　

夢
に
山
に
上
る
を
見
れ
ば
、
求
む
る
所
皆
得
。

　

夢
に
日
の
初
め
て
出
づ
る
を
見
れ
ば
、
名
位
升
る
。

　

夢
に
北
斗
（
星
）
を
見
れ
ば
、
憂
ひ
有
り（

5
）。

夢
書
に
夢
解
き
の
語
が
記
さ
れ
な
い
の
で
、
占
夢
者
は
自
由
に
こ
じ
つ
け
ら
れ

る
。
現
存
の
『
周
易
』
の
六
十
四
卦
を
見
れ
ば
、
ど
の
卦
や
爻
に
も
解
釈
が
な
い

も
の
は
な
い
。そ
れ
は
お
そ
ら
く
、夢
自
体
に
生
き
生
き
と
し
た
具
体
的
な
イ
メ
ー

ジ
が
あ
っ
て
、そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
そ
の
意
味
を
「
反
映
」
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

卦
や
爻
の
形
は
抽
象
的
な
符
号
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
何
か
に
置
き
換
え
な
け
れ
ば

ど
ん
な
意
味
か
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

占
断
の
語
と
は
、
最
終
的
な
吉
凶
の
判
断
を
示
す
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
占
辞
の

中
で
最
も
重
要
で
あ
る
。
最
終
的
な
判
断
は
夢
の
内
容
を
分
析
し
解
釈
し
た
後
に

下
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
ば
は
大
抵
占
辞
の
最
後
に
置
か
れ
る
。
ま
た
、
夢
の

吉
凶
は
そ
の
予
兆
す
る
人
事
に
つ
い
て
言
う
も
の
だ
か
ら
、
占
断
の
語
も
そ
の
内

容
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
を
取
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
一
。
夢
の
吉
凶
を
直
接
的
に
判
断
す
る
方
法
。
吉
凶
の
内
容
に
つ
い
て
は

具
体
的
に
説
明
し
な
い
。

　

夢
に
牀
坐
に
上
る
を
見
れ
ば
、
吉
な
り
。

　

夢
に
踝
（
倮
）
身
に
し
て
衣
无な

き
を
見
れ
ば
、
大
吉
な
り
。

　

夢
に
薦
（
草
蓆
）
に
坐
し
て
門
を
出
づ
る
を
見
れ
ば
、
凶
な
り
。

　

夢
に
屋
中
の
牛
馬
を
見
れ
ば
、
凶
な
り（

6
）。〔
4
〕

夢
を
見
た
者
が
後
に
よ
い
事
に
遇
え
ば
、
そ
の
内
容
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
前

半
の
二
つ
の
占
い
は
当
た
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
夢
を
見
た
者
が
後
に
よ
く

な
い
事
に
遇
え
ば
、
そ
の
内
容
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
後
半
の
二
つ
の
占
い
は
当

た
っ
た
こ
と
に
な
る
。
占
夢
者
に
す
れ
ば
、
こ
の
種
の
占
い
は
融
通
が
き
い
て
や

り
や
す
い
。

そ
の
二
。
夢
の
吉
凶
を
直
接
的
に
判
断
せ
ず
、
人
事
に
関
す
る
予
兆
だ
け
を
説
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四

明
す
る
方
法
。

　

夢
に
車
に
乗
り
て
城
に
上
る
を
見
れ
ば
、
富
貴
と
な
る（

7
）。

　

夢
に
先
祖
の
市
に
入
る
を
見
れ
ば
、
貴
子
を
生
む（

8
）。

　

夢
に
羊
に
騎
る
を
見
れ
ば
、
好
き
婦
を
得（

9
）。

　

夢
に
驢
に
乗
る
を
見
れ
ば
、
人
に
誤
ら
る（
10
）。〔
5
〕

「
富
貴
と
な
る
」、「
貴
子
を
生
む
」、「
好
き
婦
を
得
る
」、「
人
に
誤
ら
る
」
と
は
、

吉
凶
判
断
に
は
見
え
な
い
が
、
人
事
の
中
に
吉
凶
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
初
め
の

三
例
は
吉
、
残
り
の
一
例
が
凶
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
占
い
の
内
容
は

具
体
的
で
あ
る
が
、
占
夢
者
に
と
っ
て
は
拘
束
が
は
た
ら
く
こ
と
も
あ
る
。

そ
の
三
。
吉
凶
を
直
接
的
に
判
断
し
、
か
つ
、
吉
凶
の
内
容
を
具
体
的
に
説
明

す
る
方
法
。

　

夢
に
地
を
買
ふ
を
見
れ
ば
、
大
吉
に
し
て
、
富
貴
と
な
る（
11
）。

　

夢
に
天
に
上
る
者
を
見
れ
ば
、
大
吉
に
し
て
、
貴
子
を
生
む（
12
）。

　

夢
に
虎
の
逐お

ふ
所
と
な
る
を
見
れ
ば
、
必
ず
疾
病
あ
り
て
、
凶
な
り（
13
）。

　

夢
に
屋
の
漏
る
る
を
見
れ
ば
、（
兵
）
敗
れ
、（
人
）
死
に
、
官
事
凶
な
り（
14
）。

こ
れ
ら
は
吉
凶
を
占
っ
た
後
に
具
体
的
な
内
容
を
説
明
し
て
い
る
。
現
実
の
出
来

事
と
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
い
が
な
け
れ
ば
、
夢
を
見
た
者
は
占
い
が
当
た
っ
た
と

思
う
だ
ろ
う
。

そ
の
四
。
吉
凶
に
条
件
を
付
加
す
る
方
法
。
あ
る
時
は
吉
、
あ
る
時
は
凶
と
い

う
よ
う
に
。

　

夢
に
鏡
に
照
ら
す
を
見
て
、
明
な
れ
ば
吉
、
暗
な
れ
ば
凶
な
り（
15
）。

　

夢
に
棺
塚
を
見
て
、
明
な
れ
ば
吉
、
暗
な
れ
ば
凶
な
り（
16
）。

　

夢
に
雨
の
落
つ
る
を
見
て
、
春
夏
な
れ
ば
吉
、
秋
冬
な
れ
ば
凶
な
り（
17
）。

　

夢
に
、
小
虫
を
見
れ
ば
吉
、
大
虫
な
れ
ば
凶
な
り（
18
）。

同
じ
夢
で
も
、
明
暗
、
春
秋
、
大
小
な
ど
に
よ
っ
て
、
吉
凶
の
判
断
を
区
別
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
占
い
の
方
法
は
占
夢
者
が
こ
じ
つ
け
る
の
に
都
合
が
い
い
。

後
に
占
い
と
は
違
う
結
果
に
な
っ
て
も
、
占
夢
者
は
こ
う
言
う
だ
ろ
う
、「
あ
な

た
は
、
明
暗
、
春
秋
、
大
小
な
ど
の
条
件
を
間
違
え
た
の
で
は
な
い
で
す
か
」
と
。

歴
代
の
夢
書
を
通
覧
す
れ
ば
、
漢
や
唐
の
時
代
の
夢
書
の
佚
文
は
そ
の
二
の
形

式
を
取
る
も
の
が
多
く
、
敦
煌
遺
書
の
夢
書
の
残
篇
は
そ
の
一
、二
、三
の
形
式
を

取
る
も
の
が
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
占
夢
者
が
融
通
性
を
も
た

せ
よ
う
と
し
て
、
夢
書
の
形
式
を
書
き
か
え
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
二
）
占
夢
書
の
材
料
と
由
来

占
夢
書
の
材
料
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
夢
に
関
す
る
占
辞
で
あ
る
。
占
夢
書
の
由

来
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、ま
ず
そ
の
占
辞
の
由
来
に
つ
い
て
言
う
必
要
が
あ
る
。

占
夢
の
歴
史
に
お
い
て
、
占
夢
書
が
現
れ
る
以
前
に
は
、
夢
の
占
辞
は
口
頭
で
語

ら
れ
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
多
く
の
少
数
民
族
に
は
文
字
も
な
く
夢
書
も
な
い
と
思

わ
れ
て
い
た
が
、
彼
ら
は
早
く
か
ら
夢
を
占
っ
て
い
て
、
そ
の
占
辞
が
存
在
す
る
。

そ
う
し
た
占
辞
は
、か
つ
て
夢
占
い
が
そ
の
数
の
多
さ
と
判
断
の
困
難
さ
ゆ
え
に
、

人
々
の
心
に
深
い
印
象
を
与
え
、
か
つ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
代
々
広
く
伝
え
ら
れ
て

い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
年
長
の
者
な
ら
あ
る
程
度
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
し
、
神
職

を
司
る
者
な
ら
よ
り
詳
し
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
文
字
の
な
い
時
代
の
こ
と
が
ら
こ

そ
が
、
後
に
現
れ
る
占
夢
書
の
最
初
の
材
料
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
夢
の
占
辞
の
段
階
か
ら
占
夢
書
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
の
段
階
に
移

る
の
に
、
必
須
の
条
件
と
し
て
文
字
の
存
在
が
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
文
字
を
も
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つ
こ
と
で
、
自
然
に
夢
書
が
で
き
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
歴
史
の
流
れ
の
中

で
積
み
重
ね
ら
れ
た
材
料
を
記
録
し
整
理
し
よ
う
と
す
る
者
が
現
れ
る
に
は
、
占

夢
と
い
う
も
の
が
社
会
の
中
で
重
要
な
地
位
を
占
め
、
国
や
神
官
に
よ
っ
て
重
視

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
殷
の
卜
辞
は
そ
の
多
く
が
殷
王
の
占
夢
の
記
録

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
録
か
ら
、
当
時
占
い
が
当
た
っ
た
の
か
ど
う
か
が
分
か
る

し
、
同
じ
夢
に
関
す
る
占
い
に
と
っ
て
も
参
考
に
な
る
。『
周
礼
』
に
よ
れ
ば
、

周
王
に
は
専
門
の
占
夢
官
が
い
た
か
ら
、
ふ
だ
ん
か
ら
占
夢
を
記
録
し
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
記
録
は
当
時
に
あ
っ
て
も
、
ま
た
後
代
に
お
い
て
も
重
要

で
あ
る
。
易
書
の
占
辞
（
卦
辞
と
爻
辞
）
は
、
歴
代
の
易
に
関
す
る
記
録
か
ら
選

択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
夢
書
の
占
辞
も
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
成
立
事
情
を
も
っ

て
い
よ
う
。

夢
書
の
材
料
が
、
古
代
の
人
々
の
口
承
に
よ
る
夢
の
占
辞
、
あ
る
い
は
神
官
に

よ
っ
て
選
ば
れ
た
占
夢
の
記
録
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
最
初
に

歴
史
上
に
現
れ
た
夢
書
が
個
人
の
創
作
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
個

人
と
し
て
の
役
割
は
、
材
料
を
集
め
、
文
字
を
改
め
た
り
、
編
纂
し
た
り
す
る
ぐ

ら
い
で
あ
っ
た
。
後
代
の
夢
書
に
は
署
名
さ
れ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、

実
際
に
は
、
前
代
の
夢
書
を
補
充
し
た
り
改
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
存
す
る
多

く
の
夢
書
の
残
巻
を
見
れ
ば
、
占
辞
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
だ

ろ
う
。
た
だ
、
道
教
が
現
れ
て
か
ら
は
、
夢
書
の
中
に
道
教
に
関
す
る
内
容
が
加

え
ら
れ
、
ま
た
、
仏
教
が
伝
え
ら
れ
て
か
ら
は
、
仏
教
の
内
容
が
加
え
ら
れ
た
。

『
尚
書
』
多
士
の
記
載
に
よ
れ
ば
、「
惟
だ
殷
の
と
き
先
人
に
冊
有
り
典
有
り
」

と
あ
る
。
さ
ら
に
、
殷
の
卜
辞
に
見
ら
れ
る
占
夢
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
殷
の
時
に

既
に
占
夢
書
を
編
纂
す
る
条
件
が
そ
ろ
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
文
献
上
の
記

録
や
考
古
学
的
資
料
な
ど
、
こ
の
方
面
の
事
情
を
知
る
て
が
か
り
は
今
の
と
こ
ろ

ま
だ
な
い
。

周
代
に
は
太
卜
が
「
三
夢
の
法
」
を
掌
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
は
文
字
に
よ
る

記
録
が
不
可
欠
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
周
代
に
は
占
夢
官
が
存
在
し
て
い

て
、
そ
の
判
断
に
は
占
夢
書
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。「
三
夢

の
法
」
は
夏
殷
周
三
代
の
夢
書
と
い
う
説
が
あ
る（
19
）。〔
6
〕夏
の
時
代
に
夢
書
が
あ
っ

た
か
ど
う
か
は
判
断
し
難
い
。
殷
周
時
代
に
既
に
夢
書
が
あ
っ
た
と
い
う
推
測
は

可
能
の
よ
う
だ
が
、
考
古
学
上
の
発
見
が
な
い
限
り
判
断
で
き
な
い
。

中
国
の
古
代
に
占
夢
書
が
確
か
に
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
記
載
と
し
て
は
、
春

秋
時
代
が
そ
の
上
限
と
な
ろ
う
。『
晏
子
春
秋
』
内
篇
雑
下
に
、
晏
子
が
占
夢
者

に
斉
の
景
公
の
た
め
に
夢
を
占
う
よ
う
に
請
う
と
、
占
夢
者
は
、「
具
（
其
）
の

書
を
反
せ
ん
こ
と
を
請
う
」
と
言
っ
た
。
考
証
に
よ
れ
ば
、「
反
」
は
「
翻
」
と

読
み
、「
具
」
は
「
其
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、「
請
反
具
書
」
は
「
請
翻

其
書
（
其
の
書
を
翻
せ
ん
こ
と
を
請
う
）」
と
す
べ
き
で
、
そ
の
書
と
は
占
夢
書

の
こ
と
で
あ
る（
20
）。

戦
国
時
代
に
は
お
そ
ら
く
多
く
の
夢
書
が
存
在
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
西
晋
の
太

康
年
間
、
今
の
河
南
省
汲
県
に
あ
る
戦
国
時
代
の
魏
の
襄
王
の
墓
中
か
ら
多
く
の

竹
簡
が
発
掘
さ
れ
た
。
こ
れ
を
歴
史
上
、「
汲
冢
竹
書
」
と
い
う
。
そ
の
中
に
『
瑣

語
』
十
一
篇
が
あ
り
、
そ
れ
を
自
ら
調
べ
た
束
晳せ

き

が
、「
諸
国
の
卜
夢
、
妖
、
怪
、

相
の
書
な
り
」と
言
っ
て
い
る（
21
）。
自
ら
調
べ
た
束
晳
の
口
か
ら
で
た
こ
と
ば
ゆ
え
、

信
頼
に
値
す
る
。



中
国
古
代
の
占
夢
（
四
）

六
六

（
三
）
占
夢
書
の
流
伝

中
国
古
代
に
は
多
く
の
占
夢
書
が
あ
っ
た
。
後
漢
の
班
固
の
『
漢
書
』
芸
文
志

を
は
じ
め
、
歴
代
の
史
志
の
目
録
に
は
「
数
術
類
」
や
「
五
行
類
」
な
ど
に
占
夢

書
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
書
の
ほ
と
ん
ど
は
書
名
だ
け
で
本
文
が
現
存

し
な
い
が
、
書
目
か
ら
そ
の
大
ま
か
な
内
容
を
推
し
測
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
漢
書
』
芸
文
志
に
、
漢
代
流
行
の
夢
書
が
二
冊
著
録
さ
れ
て
い
る
。

①
『
黄
帝
長
柳
占
夢
』
十
一
巻
。『
黄
帝
』
に
偽
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
戦
国
時
代
お
よ
び
秦
漢
の
間
の
学
者
た
ち
の
多
く
は
、
説
を
立
て
書

を
著
わ
す
の
に
、
古
代
に
か
こ
つ
け
る
習
慣
が
あ
り
、「
世
俗
の
人
、
多
く
古
を

尊
び
て
今
を
賤
し
む
。
故
に
道
を
為
す
者
は
、
必
ず
之
を
神
農
黄
帝
に
託
し
、
而

る
後
に
説
に
入
る
」（『
淮
南
子
』
修
務
訓
）
の
で
あ
っ
た
。
作
者
は
そ
の
書
を
神

聖
化
し
よ
う
と
し
て
、
黄
帝
の
名
に
か
こ
つ
け
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
既

に
秦
漢
以
前
か
ら
流
行
し
て
い
て
、
上
古
の
占
夢
に
関
す
る
内
容
が
記
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
書
は
漢
代
以
降
は
亡
失
し
て
し
ま
い
、
今
は
佚
文
が
二

条
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

皇
甫
謐
『
帝
王
世
紀
』
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

  

黄
帝
、
大
風
吹
き
て
天
下
の
塵
垢
皆
去
る
を
夢
み
、
又
、
人
の
千
鈞
の
弩
を

執
り
羊
万
群
を
駆
る
を
夢
む
。
帝
寤さ

め
て
歎
じ
て
曰
く
、「
風
は
号
令
た
り
、

政
を
執
る
者
な
り
。
垢
、
土
を
去
れ
ば
、
后
在
る
な
り
。
天
下
そ
れ
姓
は
風
、

名
は
后
な
る
者
有
ら
ん
か
。
そ
れ　

千
鈞
の
弩
は
、力
を
異
に
す
る
者
な
り
。

羊
数
万
群
を
駆
る
は
、
能
く
民
を
牧
し
て
善
を
為
す
者
な
り
。
天
下
そ
れ
姓

は
力
、
名
は
牧
な
る
者
有
ら
ん
か
」
と
。
是
に
於
て
、
二
占
に
依
り
て
之
を

求
め
、
風
后
を
海
隅
に
得
、
登
し
て
以
て
相
と
為
す
。
力
牧
を
大
沢
に
得
、

進
め
て
以
て
将
と
為
す
。
黄
帝
因
り
て
『
占
夢
経
』
十
一
巻
を
著
す（
22
）。

清
の
姚
振
宗
は
、「
此
れ
必
ず
是
れ
本
書
の
序
文
、
皇
甫
氏
拠
り
て
以
て
之
を

録
す
」
と
言
っ
て
い
る（
23
）。
ま
た
、
唐
代
の
『
法
苑
珠
林
』
に
引
く
劉
向
の
『
孝

子
伝
』
に
、

　

  

舜
の
父
夜
に
臥
し
、
夢
に
一
鳳
凰
を
見
る
に
、
自
ら
名
づ
け
て
雞
と
為
し
、

口
に
米
を
銜ふ
く

み
て
以
て
己
に
哺ふ
く

ま
せ
、
雞
は
子
孫
た
り
と
言
ふ
。
之
を
視
れ

ば
、
是
れ
鳳
凰
な
り
。『
黄
帝
夢
書
』
に
之
を
言
ひ
、
此
の
子
孫
に
当
に
貴

き
者
有
る
べ
し
と（
24
）。

と
あ
る
が
、
劉
向
が
言
う
『
黄
帝
夢
書
』
と
は
お
そ
ら
く
こ
の
夢
書
（『
占
夢
経
』

の
こ
と
。〔
訳
者
注
〕）で
あ
ろ
う
。
伝
説
の
中
の
黄
帝
は
舜
よ
り
前
の
人
だ
か
ら
、

こ
の
記
載
か
ら
こ
の
夢
書
が
偽
託
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。

こ
こ
に
挙
げ
た
二
つ
の
記
事
に
は
、
夢
に
関
し
て
相
当
詳
し
く
記
載
す
る
も
の

の
、
占
辞
に
は
ま
だ
一
定
の
形
式
が
見
ら
れ
な
い
。

②
『
甘
徳
長
柳
占
夢
』
二
十
巻
。
甘
徳
は
戦
国
中
期
の
占
星
家
で
あ
り
ま
た
天

文
学
者
で
も
あ
る
。『
史
記
』
天
官
書
に
、「
昔
の
天
数
を
伝
ふ
る
者
、（
中
略
）

斉
に
在
り
て
は
、
甘
公
な
り
」
と
あ
り
、
徐
広
は
、「
或
も
の
曰
く
、
甘
公
、
名

は
徳
と
」
と
言
っ
て
い
る
。『
周
礼
』
の
占
夢
の
法
は
、
主
に
占
星
術
に
よ
っ
て

夢
を
占
う
も
の
で
あ
る
。
甘
徳
は
お
そ
ら
く
占
星
術
と
占
夢
の
両
方
に
優
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
は
『
隋
志
』
に
は
見
ら
れ
ず
、
具
体
的
な
内
容
を
知
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

以
上
の
二
書
の
題
目
に
は
ど
れ
も
「
長
柳
」
の
二
字
が
あ
る
。「
長
柳
」
は
人

名
で
は
な
く
、占
術
の
一
つ
で
あ
る
。
姚
振
宗
が
引
く
庾
信
の「
斉
王
憲
碑
文
」（
周

上
柱
国
斉
王
憲
神
道
碑
）
に
、「
飛
風
長
柳
、
月
角
星
眉
、
吟
誦
心
に
在
り
、
撰
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六
七

成
手
に
於
て
せ
ざ
る
は
な
し
」
と
あ
り
、
北
朝
の
後
周
の
時
に
は
ま
だ
こ
の
術
が

存
在
し
、
そ
の
後
に
伝
わ
ら
な
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る（
25
）。
明
の
『
夢
占
逸
旨
』

長
柳
篇
に
、「
長
柳
の
演
は
、
こ
れ
を
芸
牒
に
載
す
れ
ど
も
、
其
の
詳
ら
か
な
る

こ
と
は
聞
く
を
得
べ
か
ら
ざ
る
の
み
」
と
あ
る
。

『
隋
書
』経
籍
志
に
よ
れ
ば
、魏
晋
以
後
に
流
行
し
た
夢
書
は
全
部
で
八
種
類（
③

〜
⑩
〔
訳
者
注
〕）
あ
る
。

③『
占
夢
書
』三
巻
、京
房
撰
。
京
房
は
前
漢
の
儒
者
で
今
文
学
派
で
あ
る
。『
易
』

を
孟
喜
の
門
人
の
焦
延
寿
に
学
び
、「
通
変
」
に
よ
っ
て
『
易
』
を
説
き
、
好
ん

で
五
行
災
異
説
を
唱
え
た
。
た
だ
、
こ
の
書
は
『
漢
書
』
に
著
録
さ
れ
な
い
。
お

そ
ら
く
、
京
房
の
在
世
時
に
は
秘
し
て
伝
わ
ら
ず
、
死
後
に
よ
う
や
く
世
人
の
知

る
と
こ
ろ
と
な
り
、
漢
魏
に
な
っ
て
は
じ
め
て
流
行
し
た
の
だ
ろ
う
。
京
房
の
思

想
的
傾
向
か
ら
見
れ
ば
、
五
行
に
関
す
る
内
容
が
多
く
記
載
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
明
の
焦
竑
撰
『
国
史
経
籍
志
』
に
見
え
る
が
、
後
に
失
わ
れ
た
。

④
『
占
夢
書
』
一
巻
、
崔
元
撰
。
作
者
お
よ
び
そ
の
内
容
は
不
詳
。『
国
史
経

籍
志
』
に
見
え
る
が
、
後
に
失
わ
れ
た
。

⑤
『
竭
伽
仙
人
占
夢
書
』
一
巻
。
竭
伽
仙
人
と
は
お
そ
ら
く
イ
ン
ド
の
高
僧
の

名
で
あ
ろ
う
。『
隋
志
』
天
文
志
中
に
、『
天
文
説
』
三
十
巻
、『
婆
羅
門
天
文
』

一
巻
が
あ
り
、婆
羅
門
竭
伽
仙
人
の
撰
と
あ
る
。
婆
羅
門
は
古
の
イ
ン
ド
の
こ
と
。

後
漢
の
末
年
、
中
国
で
は
仏
や
高
僧
を
「
仙
人
」
と
称
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

漢
魏
の
間
に
イ
ン
ド
か
ら
伝
わ
っ
た
仏
教
関
係
の
占
夢
書
と
思
わ
れ
る
。『
国
史

経
籍
志
』
に
見
え
る
が
、
後
に
失
わ
れ
た
。

⑥
『
占
夢
書
』
一
巻
、
周
宣
等
撰
。
周
宣
は
魏
晋
時
代
の
著
名
な
占
夢
家
で
あ

る
。
新
旧
『
唐
志
』
に
、二
巻
本
と
三
巻
本
と
が
著
録
さ
れ
て
い
る
。
新
『
唐
志
』

の
三
巻
本
に
は
「
周
宣
等
撰
」
と
あ
る
。『
宋
志
』
に
は
三
巻
本
だ
け
で
、
撰
者

に
「
等
」
字
を
欠
く
。
周
宣
に
は
歴
史
的
な
影
響
力
が
あ
っ
た
た
め
か
、
唐
宋
の

類
書
や
明
人
の
著
作
に
多
く
の
佚
文
が
残
っ
て
い
る
。『
初
学
記
』
巻
三
十
、『
白

孔
六
帖
』
巻
九
四
、『
太
平
御
覧
』
巻
九
二
四
に
は
、
と
も
に
『
周
宣
夢
書
』
が

引
か
れ
て
い
る
。

　

  

鸚
鵡
は
亡
人
の
居
宅
を
為
す
な
り
。
夢
に
鸚
鵡
を
見
る
は
、
亡
人
を
憂
ふ
る

な
り
。
其
の
堂
上
に
在
る
は
、
豪
賢
を
憂
ふ
る
な
り
。

明
の
『
夢
占
逸
旨
』
巻
七
、八
に
五
条
を
引
く
。

　

  『
周
宣
夢
書
』
に
曰
く
、「
雞
は
武
吏
た
り
、
冠
距
有
れ
ば
な
り
。
夢
に
雄
雞

を
見
れ
ば
、
則
ち
武
吏
を
憂
ふ
る
な
り
」
と
。（
鳳
鳥
篇
）

　

  『
周
宣
夢
書
』
に
曰
く
、「
松
は
人
君
た
り
。
夢
に
松
を
見
る
者
は
、
人
君
を

見
る
な
り
」
と
。（
草
木
篇
）

　

  

又
曰
く
、「
楡
は
人
君
の
徳
の
至
仁
た
る
な
り
。
夢
に
楡
葉
を
採
る
は
、
賜

恩
を
受
く
る
な
り
。
夢
に
楡
樹
に
居
る
は
、貴
官
を
得
る
な
り
」と
。（
同
前
）

　

  

又
曰
く
、「
楊
は
使
者
た
り
。
夢
に
楊
を
持
す
る
は
、
使
命
を
奉
ず
る
な
り
」

と
。（
同
前
）

　

  

又
曰
く
、「
禾
稼
は
財
た
り
、
田
の
出
す
所
な
り
。
夢
に
禾
稼
を
見
る
は
、

財
気
の
生
ず
る
を
言
ふ
な
り
」
と
。（
同
前
）

以
上
の
五
条
は
そ
れ
ぞ
れ
『
藝
文
類
聚
』
巻
九
一
、八
八
、八
八
、八
九
、八
五
に
見

え
る〔

7
〕。
こ
の
書
は
『
国
史
経
籍
志
』
に
見
え
、
今
も
残
巻
が
存
在
す
る
。

⑦
『
夢
書
』
十
巻
。
佚
名
。
隋
以
降
に
著
録
が
見
え
ず
。
近
年
、『
敦
煌
遺
書
』

中
に
一
巻
あ
る
は
こ
の
書
か
。

⑧
『
新
撰
占
夢
書
』
十
七
巻
、
并
び
に
目
録
。
佚
名
。
或
は
「
疑
ふ
ら
く
は
隋



中
国
古
代
の
占
夢
（
四
）

六
八

煬
帝
の
勅
撰
す
る
所
な
ら
ん
」。
⑦
の
『
夢
書
』
十
巻
を
も
と
に
諸
家
の
夢
書
を

集
め
た
も
の
。
唐
以
後
に
著
録
な
し
。

⑨
『
解
夢
書
』
二
巻
。
佚
名
。
隋
以
後
に
著
録
な
し
。
近
年
、『
敦
煌
遺
書
』」

中
に
残
巻
あ
り
。

⑩
『
雑
占
夢
書
』
一
巻
。
佚
名
。
以
後
、
著
録
さ
れ
ず
。

新
旧
『
唐
書
』
と
『
宋
史
』
の
経
籍
志
や
芸
文
志
に
よ
れ
ば
、
隋
唐
以
降
に
流

行
し
た
夢
書
は
全
部
で
七
種
類
（
⑪
〜
⑰
〔
訳
者
注
〕）
あ
る
。

⑪
『
夢
書
』
四
巻
、
盧
重
玄
撰
。
盧
重
玄
は
唐
代
の
理
論
派
の
道
教
徒
で
、『
荘

子
解
』
な
ど
の
書
が
あ
る
。
こ
れ
は
道
教
の
書
あ
る
い
は
道
教
的
傾
向
を
も
つ
夢

書
と
い
っ
て
よ
い
。『
国
史
経
籍
志
』
に
見
え
る
が
、
後
に
失
わ
れ
た
。

⑫
『
夢
雋
』、
柳
燦
編
。
柳
燦
、
字
は

之
。
唐
末
昭
宗
の
時
の
宰
相
で
あ
る
。

厳
密
に
言
え
ば
、
こ
の
書
は
占
夢
書
で
は
な
く
、
夢
を
記
し
た
書
に
す
ぎ
な
い
。

正
史
や
野
史
の
中
か
ら
説
話
を
集
め
、
夢
魂
の
迷
信
を
広
め
よ
う
と
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
書
は
今
は
伝
わ
ら
な
い
。
宋
の
『
太
平
広
記
』
や
明
の
『
夢
占
逸
旨
』

な
ど
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
清
の
馬
国
翰
『
玉
函
山
房
輯
佚
書
』
に
は
五
条
収
録

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
い
く
つ
か
を
挙
げ
る〔

8
〕。

　

  　

虞
翻
、『
易
』
に
注
し
、
上
奏
し
て
曰
く
、「
臣
の
郡
吏
陳
桃
夢
む
る
に
、

臣
と
道
士
と
相
遇
ひ
、
散
髪
麤
裘
し
て
、
易
の
六
爻
を
付
し
、
其
の
三
を
焼

き
、以
て
臣
に
飲
ま
し
む
。
臣
尽
く
之
を
呑
ま
ん
こ
と
を
乞
ふ
。
道
士
言
ふ
、

『
易
は
天
上
に
在
り
、
三
爻
に
て
足
る
』
と
」
と
。

　

  　

商
仲
堪
、
丹
徒
に
在
り
し
と
き
、
一
人
を
夢
み
て
曰
く
、「
君
に
済
物
の

心
有
り
。
そ
れ
能
く
我
を
移
し
て
高
燥
の
処
に
在
ら
し
む
れ
ば
、
則
ち
恩
は

枯
骨
に
極
ま
ら
ん
」
と
。
明
日
、
果
し
て
一
棺
の
水
を
逐
ふ
有
り
。
仲
堪
、

取
り
て
之
を
高
岡
に
葬
り

酒
す
。
其
の
夕
べ
夢
に
其
の
人
の
来
た
り
て
拝

謝
す
る
を
夢
む
。

　

  　

後
魏
の
閭
英
、
肥
城
令
た
り
し
と
き
、
日
を
夢
み
、
居
る
所
の
黄
山
の
水

中
に
堕
ち
、
村
人
、
牛
車
を
以
て
輓ひ

き
致
す
も
出
で
ず
、
英
、
抱
戴
し
て
帰

る
。
後
に
散
騎
常
侍
に
至
る
。

⑬
『
周
公
解
夢
書
』
三
巻
。「
周
公
」
は
周
初
の
姫
旦
に
偽
託
し
た
も
の
。
宋

以
後
に
著
録
さ
れ
ず
、『
敦
煌
遺
書
』
中
に
残
巻
が
あ
る
。

⑭
『
占
夢
書
』
十
巻
、
王
升
縮
撰
。
作
者
の
生
涯
に
つ
い
て
は
不
詳
。
こ
の
書

は
、『
隋
書
』
所
載
の
『
夢
書
』
十
巻
を
、
後
に
王
升
縮
が
整
理
し
た
も
の
か
。

宋
以
後
は
著
録
さ
れ
ず
。

⑮
『
校
定
夢
書
』
四
巻
、
陳
襄
校
定
。
作
者
の
生
涯
は
不
詳
。
こ
の
書
は
、『
唐

志
』
所
載
の
周
宣
等
撰
三
巻
本
『
夢
書
』
を
、
後
に
陳
襄
が
校
定
し
補
充
し
た
も

の
か
。
宋
以
後
失
わ
れ
た
。

⑯
『
神
釈
応
夢
録
』、
僧
紹
端
撰
。
作
者
の
生
涯
は
不
詳
。
た
だ
、
そ
の
身
分

や
書
名
か
ら
、
仏
教
関
係
の
夢
兆
の
応
験
の
記
事
を
集
録
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、

明
の
『
国
史
経
籍
志
』
に
は
『
解
夢
録
』
一
巻
と
あ
る
が
、
明
以
後
失
わ
れ
た
。

⑰
『
夢
応
録
』、
詹
省
遠
撰
。
作
者
の
生
涯
は
不
詳
。
そ
の
書
名
か
ら
、
占
夢

書
で
は
な
く
、
夢
兆
の
応
験
の
記
事
を
集
録
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
宋
以
後
失

わ
れ
た
。

明
の
焦
竑
『
国
史
経
籍
志
』、『
明
史
』
芸
文
志
、
清
の
『
四
庫
総
目
提
要
』
の

存
目
の
著
録
に
よ
れ
ば
、
明
代
に
発
見
さ
れ
た
夢
書
は
全
部
で
五
種
類
（
⑱
〜
㉒

〔
訳
者
注
〕）
あ
る
。

⑱
『
夢
占
逸
旨
』
八
巻
、
陳
士
元
撰
。
陳
士
元
、
字
は
心
叔
。
嘉
靖
甲
辰
の
進
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士
で
、
官
は
灤
州
の
長
官
に
至
り
、『
易
象
鈎
解
』、『
五
経
異
文
』、『
論
語
類
考
』

な
ど
の
著
が
あ
る
。『
逸
旨
』
と
い
う
書
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
占
夢
の
こ

と
ば
や
占
夢
の
方
法
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
。
内
篇
の
二
巻
は
占
夢
の
理
論
、

外
篇
の
六
巻
は
夢
の
予
言
で
、
古
代
か
ら
の
夢
に
関
す
る
記
事
を
多
く
集
め
る
。

今
、『
帰
雲
別
集
』、『
芸
海
珠
塵
』、『
叢
書
集
成
』
初
編
哲
学
類
に
収
録
さ
れ
て

い
る
。

⑲
『
古
今
応
夢
異
夢
全
書
』
四
巻
、
張
幹
山
撰
。
作
者
の
生
涯
は
不
詳
。
書
名

か
ら
、『
夢
占
逸
旨
』
の
外
篇
と
類
似
の
内
容
と
思
わ
れ
る
。
清
代
に
は
既
に
失

わ
れ
て
い
た
。

⑳
『
紀
夢
要
覧
』
三
巻
、
童
軒
撰
。
童
軒
、
字
は
士
昂
、
景
泰
辛
未
の
進
士
で
、

官
は
吏
部
尚
書
に
至
る
。
夢
論
一
巻
、
歴
代
紀
夢
事
実
二
巻
よ
り
な
る
。
巻
末
に

禳
夢
符
と
占
夢
法
が
あ
る
。『
四
庫
提
要
』
は
、
童
軒
が
記
し
た
占
夢
法
は
「
鄙

俚
荒
唐
」
で
、「
周
秦
占
夢
の
古
法
に
非
ず
」、「
村
の
巫
瞽
の
説
を
摭ひ

ろ

ひ
て
以
て

之
に
当
つ
」
と
し
て
い
る〔

9
〕。『
四
庫
』
に
は
存
目
が
あ
る
だ
け
で
、
既
に
亡
失
し

て
い
る
。

㉑
『
夢
占
類
考
』
十
二
巻
、
張
鳳
翼
撰
。
張
鳳
翼
、
字
は
伯
起
、
嘉
靖
甲
子
の

挙
人
。
そ
の
書
は
、「
六
経
子
史
及
び
稗は

い

官
野
乗
に
言
ふ
所
の
夢
兆
の
事
を
編
取
」

し
た
も
の
で
、三
十
四
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
原
文
の
後
に
後
人
の
論
を
略
記
し
、

私
見
を
加
え
て
い
る
。『
四
庫
提
要
』
は
、『
夢
占
』
と
い
う
書
名
に
も
関
わ
ら
ず
、

占
夢
の
法
則
に
つ
い
て
は
、「
茫
乎
と
し
て
未
だ
其
の
術
を
得
ず
」
と
す
る
。『
四

庫
』
に
は
存
目
の
み
あ
り
、
既
に
亡
失
し
て
い
る
。

㉒
『
夢
林
元
解
』
三
十
四
巻
、陳
士
元
撰
、何
棟
如
輯
。
陳
士
元
は
『
夢
占
逸
旨
』

の
著
者
。
何
棟
如
、
字
は
無
極
、
万
暦
戊
戌
の
進
士
で
、
官
は
太
僕
寺
少
卿
に
至

り
、『
明
祖
四
大
法
』
な
ど
の
著
が
あ
る
。
こ
の
書
は
夢
占
二
十
六
巻
、夢
禳
二
巻
、

夢
原
一
巻
、
夢
徴
五
巻
よ
り
な
る
。
宋
の
景
裕
年
間
の
『
円
夢
秘
策
』
と
晋
の
葛

洪
の
書
を
原
本
と
し
、宋
の
邵
雍
が
輯
録
し
た
と
、陳
士
元
自
ら
言
う
。
た
だ
、『
四

庫
提
要
』
は
そ
の
説
は
根
拠
に
乏
し
く
（「
其
言
無
可
証
拠
」）、
お
そ
ら
く
「
術

家
の
依
託
（
偽
託
）
の
文
」
だ
ろ
う
と
言
う
。『
四
庫
』
に
は
存
目
の
み
あ
り
、

既
に
亡
失
し
て
い
る
。

『
清
史
稿
』
芸
文
志
に
よ
れ
ば
、
清
代
に
は
新
し
い
占
夢
の
書
は
現
れ
ず
、
王

照
円
と
洪
頤
煊
の
編
纂
し
た
二
種
類
の
輯
本
が
あ
る
だ
け
で
、
集
め
ら
れ
た
夢
書

の
佚
文
の
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

以
上
、
史
志
の
目
録
に
よ
り
、
中
国
の
歴
史
上
に
存
在
し
た
夢
書
は
全
部
で

二
十
二
種
類
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
の
中
で
、
純
粋
に
夢
占
い
の
書
あ
る
い

は
夢
解
き
の
書
と
い
え
る
の
は
十
四
種
類
で
あ
る
。

（
四
）
現
存
の
占
夢
書

中
国
古
代
の
占
夢
書
の
多
く
は
今
は
既
に
伝
わ
ら
な
い
。
清
の
王
照
円
と
洪
頤

煊
も
唐
宋
の
類
書
中
よ
り
夢
書
の
佚
文
を
収
集
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
、
王
、

洪
両
氏
は
博
学
と
は
い
え
、『
説
郛
』
や
『
五
朝
小
説
大
観
』
所
存
の
夢
書
の
残

篇
ま
で
は
注
意
が
及
ば
な
か
っ
た
か
ら
、『
敦
煌
遺
書
』
や
そ
こ
に
残
る
多
く
の

夢
書
の
抄
本
に
つ
い
て
は
言
う
に
及
ば
な
い
。
実
際
、
現
代
の
敦
煌
学
の
専
門
家

も
多
く
の
夢
書
の
抄
本
の
存
在
を
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
真
剣
に
整
理
し
研
究

し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

我
々
が
考
証
し
た
現
存
の
夢
書
の
残
巻
お
よ
び
完
本
は
全
部
で
六
種
類
あ
る
。

①
周
宣
『
占
夢
書
』
残
巻
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〇

周
宣
『
占
夢
書
』
は
早
く
『
隋
書
』
経
籍
志
に
著
録
さ
れ
て
い
る
が
、
明
以
後

に
亡
失
し
た
。『
五
朝
小
説
大
観
』
所
収
の
『
夢
書
』
一
巻
は
、
明
の
陶
珽
が
補

輯
し
た
『
説
郛
』
巻
一
〇
九
よ
り
選
ん
だ
も
の
で
、
二
十
六
条
の
占
辞
に
は
何
の

脈
絡
も
な
く
作
者
名
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、時
代
ご
と
に
配
列
し
て
「
魏
」

と
明
示
し
、
こ
れ
が
周
宣
の
時
代
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
周
宣
の
『
占
夢
書
』

の
残
巻
と
思
わ
れ
る
。

唐
宋
の
類
書
や
明
の
『
夢
占
逸
旨
』
に
よ
れ
ば
、現
在
ま
で
に
引
用
さ
れ
た
『
周

宣
夢
書
』
の
佚
文
は
全
部
で
五
条
あ
る
（
既
に
前
節
で
引
用
）。
そ
の
中
で
「
夢

に
楡
葉
を
採
る
」
と
「
夢
に
松
を
見
る
者
」
の
二
条
は
、『
五
朝
小
説
大
観
』
夢

書
篇
に
も
見
え
る
。
夢
書
篇
の
こ
れ
以
外
の
条
も
、占
辞
の
形
式
は
『
周
宣
夢
書
』

の
五
条
の
佚
文
と
同
じ
で
あ
る
。

　

  

鶉
鷃
は
闘
を
為
し
、
相
見
て
怒
る
な
り
。
夢
に
鶉
鷃
を
見
れ
ば
、
闘
を
憂
ふ

る
な
り
。

　

  

李
は
獄
官
た
り
。
夢
に
李
を
見
る
者
は
、
獄
官
を
憂
ふ
る
な
り
。

こ
の
形
式
の
特
徴
は
、
ま
ず
夢
の
解
釈
の
こ
と
ば
が
あ
り
、
次
に
夢
を
シ
ン
ボ
ラ

イ
ズ
す
る
こ
と
ば
が
続
き
、
最
後
に
夢
解
き
の
結
果
を
示
す
。
全
体
的
に
長
め
の

占
辞
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
周
宣
の
『
夢
書
』
と
後
世
の
夢
書
と
の
相
違
が

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
残
巻
中
の
占
辞
に
は
短
め
の
も
の
や
解
釈
の
な
い
も
の
も
あ

る
。
例
え
ば
、「
牀
の
壊
る
る
所
を
夢
む
る
者
は
、妻
を
憂
ふ
る
を
為
す
な
り
」、「
夢

に
鑲
盾
を
得
た
る
も
の
は
、
相
負
く
を
憂
ふ
る
な
り
」
な
ど
。
後
世
の
夢
書
の
占

辞
は
、
ま
さ
に
こ
の
形
式
が
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

②
『
夢
書
』
残
巻

『
夢
書
』
は
早
く
『
隋
書
』
経
籍
志
に
著
録
さ
れ
て
い
る
が
、
新
旧
『
唐
志
』

に
は
既
に
見
ら
れ
な
い
。『
敦
煌
遺
書
』
の
伯
３
１
０
５
が
『
夢
書
』
の
残
巻
で

あ
る
。

伯
３
１
０
５
は
二
つ
の
部
分
に
分
か
れ
る
。
前
半
部
分
は
欠
損
が
あ
り
タ
イ
ト

ル
が
な
く
、
後
半
部
分
は
『
別
夢
書
』
一
巻
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
て

い
る〔
10
〕。
た
だ
、
原
文
を
仔
細
に
読
む
と
、
実
際
は
同
一
書
の
異
な
る
二
つ
の
部

分
で
あ
っ
た
。
後
半
部
分
に
は
十
五
条
の
占
辞
が
あ
り
、「
天
部
第
一
」
の
細
目

に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、前
半
部
分
に
は
三
十
四
条
あ
り
、そ
の
中
間
に
「
日

月
部
第
三
」
の
細
目
が
あ
る
。「
天
部
第
一
」
と
「
日
月
部
第
三
」
の
間
に
は
「
地

部
第
二
」
が
あ
っ
た
は
ず
で
、「
日
月
部
第
三
」
の
前
に
あ
る
十
一
条
の
占
辞
は

皆
「
地
」
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
夢
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。「
夢
に
地
の
動
く
を
見

れ
ば
、
遷
移
有
ら
し
む
」、「
夢
に
身
の
地
に
落
つ
る
を
見
れ
ば
、
官
位
を
失
ふ
」、

「
夢
に
地
を
買
ふ
を
見
れ
ば
、
大
吉
に
し
て
富
貴
た
り
」
な
ど
。
お
そ
ら
く
、『
敦

煌
遺
書
』
の
編
者
は
前
後
の
部
分
を
逆
に
編
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
別
夢
書
』
も
書
名
と
は
言
い
難
い
。
筆
写
し
た
者
が
、
原
書
の
名
を
知
ら
ず
、

ま
た
、
そ
の
内
容
や
形
式
が
他
の
夢
書
と
異
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
仮
に
こ
う

名
づ
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。『
敦
煌
遺
書
』
中
の
夢
書
の
抄
本
の
う
ち
、「
部
」
に

よ
っ
て
編
成
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
書
だ
け
で
あ
る
。

歴
代
の
占
夢
書
の
う
ち
で
『
夢
書
』
と
い
う
名
が
つ
け
ら
れ
た
も
の
に
、
唐
の

盧
重
玄
の
『
夢
書
』
が
あ
る
。
盧
重
玄
は
道
教
と
関
わ
り
が
あ
り
、
そ
れ
で
伯

３
１
０
５
も
道
教
を
宣
揚
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
夢
に
浮
屠
に

雨
ふ
る
を
見
れ
ば
、
求
む
る
所
成
ら
ず
」
で
、
雨
が
降
っ
て
仏
像
を
ぬ
ら
す
夢
は

不
吉
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、
仏
菩
薩
の
た
め
に
寺
院
を
建
て
る
と
い
う
民
衆
の
目

的
は
、南
北
朝
時
代
に
仏
教
寺
院
が
盛
ん
に
建
立
さ
れ
た
こ
と
と
符
合
し
て
い
る
。
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そ
れ
で
、
こ
の
書
が
『
隋
書
』
に
見
え
る
『
夢
書
』
の
残
巻
で
、
伯
３
１
０
５
が

こ
れ
を
『
夢
書
』
と
題
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

③
『
解
夢
書
』
残
巻

『
解
夢
書
』
も
『
隋
書
』
経
籍
志
に
著
録
さ
れ
な
が
ら
、
新
旧
『
唐
志
』
に
は

見
え
な
い
。『
敦
煌
遺
書
』
の
伯
２
８
２
９
と
斯
２
２
２
２
（
2
）
は
『
解
夢
書
』

の
残
巻
で
あ
る
。

伯
２
８
２
９
は
『
解
夢
書
』
と
題
し
、斯
２
２
２
２
（
2
）
は
『
解
夢
書
一
巻
』

と
題
し
て
い
る〔
11
〕。
伯
２
８
２
９
に
は
四
十
条
の
占
辞
が
あ
り
、
不
鮮
明
な
字
も

散
見
す
る
。
斯
２
２
２
２
（
2
）
に
は
五
十
条
の
占
辞
が
あ
り
、
字
は
概
ね
識
別

可
能
で
あ
る
。
伯
斯
の
各
巻
は
、
占
辞
の
文
字
、
内
容
、
配
列
な
ど
ほ
ぼ
同
じ
で

あ
る
。
文
字
の
異
同
は
、
筆
写
し
た
時
の
誤
り
か
修
正
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
斯

２
２
２
２
（
2
）
に
は
、「
人
間
事
章
」
と
い
う
細
目
が
あ
り
、
歯
、
髪
、
木
の
櫛
、

靴
、
食
物
、
兄
弟
、
父
母
な
ど
の
夢
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
前
半
部
分

に
「
天
事
」、「
地
事
」
か
「
天
地
事
章
」
と
い
う
細
目
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

内
容
上
、
前
半
部
分
の
十
九
条
の
占
辞
の
う
ち
、
八
条
は
天
の
夢
、
十
一
条
は
地

の
夢
で
、
日
月
、
星
辰
、
山
川
な
ど
の
夢
が
見
え
る
。

注
目
す
べ
き
は
、「
夢
に
僧
尼
を
見
れ
ば
、
作な

す
所
成
ら
ず
」
と
い
う
占
辞
で
、

反
仏
教
的
な
内
容
に
な
っ
て
い
て
、
伯
３
１
０
５
の
『
夢
書
』
残
巻
と
異
な
る
こ

と
で
あ
る
。

④
『
周
公
解
夢
書
』
残
巻

『
周
公
解
夢
書
』
は
早
く
『
宋
史
』
芸
文
志
に
著
録
さ
れ
、も
と
三
巻
あ
っ
た
が
、

元
以
後
に
失
わ
れ
た
。『
敦
煌
遺
書
』
の
伯
３
２
８
１
、
伯
３
６
８
５
、
斯

２
２
２
２
（
1
）
は
こ
の
書
の
残
巻
で
あ
る
。

伯
３
２
８
１
は
『
周
公
解
夢
書
』
一
巻
と
題
さ
れ
て
い
る
。
序
は
か
な
り
整
っ

て
い
て
、
文
字
も
ほ
ぼ
識
別
可
能
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、『
周
公
』
と
題
さ

れ
て
は
い
る
が
、
序
に
は
周
公
が
い
か
に
夢
を
論
じ
、
夢
を
占
っ
た
か
に
つ
い
て

述
べ
て
お
ら
ず
、「
堯
、
夢
に
身
上
に
毛
を
生
ず
る
を
見
、
六
十
日
し
て
天
子
を

得
た
り
」
に
始
ま
り
、
舜
、
湯
、
文
、
武
、
漢
高
祖
、
光
武
帝
、
孝
武
帝
な
ど
が

見
た
夢
と
そ
の
後
に
天
子
と
な
る
記
事
を
列
ね
、
最
後
に
「
呉
武
列
（
烈
）
皇
の

母
、
腸
の
呉
の
昌
門
に
繞め

ぐ

る
を
夢
み
て
、
武
烈
王
（
皇
）
帝
を
生
む
」
で
締
め
く

く
る
。
よ
っ
て
、『
周
公
』
は
偽
託
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
千
年
後
の
東
呉
の

武
烈
皇
帝
孫
堅
の
こ
と
な
ど
周
公
が
知
ろ
う
は
ず
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。『
周
公
』

は
周
宣
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
者
も
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
り
え
な
い
。
歴
史

上
、
周
宣
を
『
周
公
』
と
尊
称
し
た
こ
と
は
な
い
し
、
ま
た
、
周
宣
は
三
国
魏
の

人
で
あ
る
か
ら
、
歴
代
の
帝
王
の
夢
を
挙
げ
な
が
ら
、
呉
の
武
烈
帝
孫
堅
だ
け
を

挙
げ
て
、
魏
の
武
帝
曹
操
を
挙
げ
な
い
は
ず
は
な
い
。
序
の
記
載
が
三
国
の
孫
堅

ま
で
で
、
隋
唐
の
帝
王
に
つ
い
て
言
及
し
な
い
の
は
、
こ
の
書
の
底
本
が
『
隋
志
』

著
録
の
三
国
時
代
の
夢
書
で
、
後
に
新
た
に
書
名
を
つ
け
、
そ
の
内
容
を
増
益
し

た
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
れ
で
『
宋
志
』
に
著
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
原
作
者

は
三
国
東
呉
の
人
で
、『
呉
志
』
趙
達
伝
の
注
に
い
う
宋
寿
の
可
能
性
が
高
い〔
12
〕。

『
周
公
解
夢
書
』
は
章
ご
と
に
編
成
し
、
細
目
に
は
、「
天
事
章
第
一
」、「
地
理

章
第
二
」、「
雑
事
章
第
三
」
な
ど
が
あ
る
。
た
だ
、
伯
３
２
８
１
第
六
章
は
す
で

に
欠
損
し
て
不
完
全
で
、
第
七
章
は
項
目
が
あ
る
だ
け
で
本
文
が
な
い
。
斯

２
２
２
２
（
1
）
は
序
に
欠
損
が
あ
る
が
、
本
文
は
「
天
事
章
第
一
」
か
ら
「
言

語
章
第
十
七
」
ま
で
完
全
な
形
で
残
っ
て
い
る
。
た
だ
、
後
半
部
分
は
完
全
と
は

言
え
な
い
。
伯
３
６
８
５
に
は
わ
ず
か
に
「
舎
宅
章
第
八
」
か
ら
「
林
木
章
第
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二

十
二
」
ま
で
の
占
辞
が
部
分
的
に
残
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

『
周
公
解
夢
書
』
の
占
辞
は
簡
潔
で
、
夢
の
解
釈
が
な
い
。
ま
た
、『
夢
書
』
の

残
巻
と
交
錯
す
る
占
辞
も
あ
る
。
そ
の
内
容
に
は
き
わ
だ
っ
た
特
徴
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
官
を
憂
え
た
り
、
病
気
を
憂
え
た
り
す
る
夢
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え

ば
、「
夢
に
堂
中
の
地
の
陥お

つ
る
を
見
れ
ば
、
官
を
憂
ふ
」、「
夢
に
天
上
の
黒
気

の
地
に
下
る
る
を
見
れ
ば
、
行
（
疫
）
病
あ
り
」、「
夢
に
羅
紈が
ん

を
見
れ
ば
、
官
事

を
憂
ふ
」、「
夢
に
大
い
に
酔
ふ
を
見
れ
ば
、
病
を
憂
ふ
」、「
夢
に
草
を
抜
く
を
見

れ
ば
、官
事
を
憂
ふ
」、「
夢
に
桑
木
の
堂
上
に
在
る
を
見
れ
ば
、官
事
を
憂
ふ
」「
夢

に
井
に
落
つ
る
を
見
れ
ば
、
官
及
び
病
を
憂
ふ
」、「
夢
に
虎
に
騎
る
を
見
れ
ば
、

官
事
を
憂
ふ
」、「
夢
に
赤
蛇
を
見
る
者
は
、
病
を
憂
ふ
」
な
ど〔
13
〕。
こ
う
し
た
夢

の
事
例
は
、
当
時
の
動
揺
し
た
社
会
や
頻
発
す
る
疾
病
な
ど
が
人
々
の
心
に
影
響

を
与
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

⑤
『
新
集
周
公
解
夢
書
』
完
本

『
新
集
周
公
解
夢
書
』
は
歴
代
の
史
志
に
著
録
が
な
く
、『
敦
煌
遺
書
』
伯

３
９
０
８
と
斯
５
９
０
０
の
二
巻
に
残
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
伯
３
９
０
８
は

貴
重
な
完
本
で
あ
る
。
現
存
の
夢
書
の
中
で
完
本
は
こ
れ
の
み
で
あ
る
。
斯

５
９
０
０
に
あ
る
の
は
、
序
と
第
一
章
の
十
三
条
の
占
辞
の
み
で
あ
る
。

『
新
集
周
公
解
夢
書
』
は
、『
新
集
』
と
名
づ
け
ら
れ
、
ま
た
序
に
も
「『
周
公

解
夢
書
』
二
十
余
章
を
纂
録
す
る
に
因
り
て
」
と
あ
り
、『
周
公
解
夢
書
』
よ
り

も
後
の
書
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
、
両
書
は
編
成
が
異
な
る
ば
か
り

か
、
本
文
も
か
な
り
異
同
が
あ
る
。『
新
集
周
公
解
夢
書
』「
天
文
章
第
一
」
の

十
五
条
の
占
辞
の
う
ち
、『
周
公
解
夢
書
』
に
も
と
づ
く
の
は
三
条
の
み
、『
新
集

周
公
解
夢
書
』「
地
理
章
第
二
」
の
十
二
条
の
占
辞
の
う
ち
、『
周
公
解
夢
書
』「
地

理
章
第
二
」
に
も
と
づ
く
の
は
二
条
だ
け
で
、
同
類
の
占
辞
を
比
べ
て
み
て
も
、

同
じ
も
の
は
少
な
い
。
よ
っ
て
、『
新
集
』
と
は
い
う
も
の
の
、『
周
公
解
夢
書
』

の
単
な
る
拡
大
版
で
は
な
く
、
他
の
多
く
の
占
夢
書
を
参
照
し
、
大
量
の
占
辞
の

中
か
ら
新
た
に
選
ん
で
配
列
し
、
さ
ら
に
、
表
現
を
変
え
た
り
し
て
い
る
。
い
わ

ば
、「
纂
録
」
し
て
で
き
た
新
し
い
夢
書
で
あ
る
。
本
書
の
分
段
や
表
現
が
整
然

と
統
一
さ
れ
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

『
新
集
周
公
解
夢
書
』
に
は
明
ら
か
な
思
想
的
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
儒
仏
道

三
教
を
合
一
し
な
が
ら
も
道
教
を
主
と
す
る
点
で
あ
る
。
序
で
書
の
主
旨
を
明
ら

か
に
し
て
言
う
、

　

  

夫
れ
人
生
れ
て
世
に
在
る
や
、
四
大
を
記
（
以
）
て
形
を
立
て
、
五
常
を
稟

け
て
之
（
以
）
て
性
を
養
ひ
、
三
魂
後
に
従
ひ
、
六
魄
先
に
於
て
す
。
夢
は

是
れ
神
の
游
、
彷
彿
に
依
附
し
…
…

「
四
大
」
は
仏
教
語
で
、「
五
常
」
は
儒
教
の
語
、「
三
魂
六
魄
」
は
道
教
の
語

で
あ
る
。
三
家
の
理
論
を
総
合
し
て
夢
を
論
じ
て
い
る
。
本
文
に
は
、「
仏
道
音

楽
章
第
八
」
が
あ
り
、「
夢
に
仏
を
礼
す
る
を
見
て
、人
力
を
貴
ぶ
を
得
た
り
」、「
夢

に
金
剛
を
見
て
、
人
力
の
助
け
を
得
た
り
」、「
夢
に
神
廟
を
見
る
者
は
、
先
人
食

を
求
む
る
な
り
」、「
夢
に
道
士
を
見
る
者
は
、
変
の
起
く
る
有
り
」
な
ど
の
占
辞

が
見
え
る
が
、
ど
れ
も
仏
教
を
重
視
し
て
い
る
。
た
だ
、「
夢
に
僧
尼
を
見
れ
ば
、

百
事
合
は
ず
」
の
条
の
よ
う
な
、
仏
教
を
謗
っ
て
い
る
占
辞
も
あ
る
。
こ
う
し
た

特
徴
は
唐
代
の
思
想
や
文
化
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
李
氏
に
よ
る
唐
王
朝
は
、
老
子

李
耳
を
そ
の
先
祖
と
し
た
。
武
則
天
が
統
治
し
た
半
世
紀
を
除
き
、
ず
っ
と
道
教

が
最
高
の
位
置
を
占
め
て
い
た
。
ま
た
同
時
に
、
儒
教
は
封
建
制
度
を
さ
さ
え
る

思
想
的
基
盤
と
さ
れ
、
仏
教
も
重
視
さ
れ
た
。
そ
れ
で
、『
新
集
周
公
解
夢
書
』
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が
で
き
た
の
は
唐
代
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
作
者
に
つ
い
て
は
推
断
す

る
て
だ
て
が
な
い
。

『
新
集
周
公
解
夢
書
』は
本
文
が
二
十
三
章
よ
り
な
る
が
、特
異
な
箇
所
も
あ
る
。

第
一
章
か
ら
第
十
八
章
ま
で
は
、
他
の
夢
書
と
同
様
に
、
夢
の
内
容
に
よ
っ
て
占

辞
を
分
類
し
配
列
し
て
い
る
。
た
だ
、
第
十
九
章
「
十
二
支
日
得
夢
章
」、
第

二
十
章
「
十
二
時
得
夢
章
」、
第
二
十
一
章
「
建
除
満
日
得
夢
章
」
な
ど
、
ど
れ

も
夢
を
見
た
時
日
に
よ
っ
て
夢
を
占
う
も
の
で
、
他
の
夢
書
と
大
き
く
異
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
『
周
礼
』
の
「
日
月
星
辰
を
以
て
夢
を
占
ふ
」
方
法
と
は
異

な
り
、
世
に
伝
わ
る
五
行
を
夢
占
い
に
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
何
月
何
日
何

時
に
夢
を
見
た
と
し
て
、そ
の
時
間
に
よ
っ
て
夢
を
占
う
の
か
、夢
の
内
容
に
よ
っ

て
占
う
の
か
見
当
が
つ
か
な
い
。
二
つ
の
占
い
が
同
じ
な
ら
ま
あ
よ
い
と
し
て
、

違
っ
た
な
ら
ど
う
す
る
の
か
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
を
選
ぶ
権
利
は
占
う
側
に
あ
っ

て
、
夢
を
見
た
者
は
お
と
な
し
く
従
う
し
か
な
い
。

『
新
集
周
公
解
夢
書
』
の
終
り
の
二
章
は
、
悪
夢
を
防
ぐ
タ
ブ
ー
と
悪
夢
を
祓

う
呪
符
が
列
記
さ
れ
、
道
教
的
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
夢
に
関
す

る
ま
じ
な
い
は
道
教
で
も
仏
教
で
も
な
く
、
世
俗
の
も
の
で
あ
る
。

⑥
『
占
夢
書
』
残
巻

『
敦
煌
遺
書
』
斯
６
２
０
に
は
夢
書
の
残
巻
が
あ
る
が
、
ば
ら
ば
ら
で
作
者
の

名
も
な
い
。
原
名
は
『
解
夢
書
』。
他
の
写
本
、
例
え
ば
、
伯
２
８
２
９
と
斯

２
２
２
２
（
2
）
に
は
も
と
も
と
『
解
夢
書
』
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
斯

６
２
０
は
、
こ
れ
ら
二
巻
と
も
、
ま
た
『
周
公
解
夢
書
』
や
『
新
集
周
公
解
夢
書
』

と
も
大
き
く
異
な
る
。
そ
れ
ら
と
区
別
す
る
た
め
、い
ま
こ
れ
を
仮
に
『
占
夢
書
』

と
名
づ
け
る
。

『
占
夢
書
』
の
紙
幅
は
か
な
り
多
い
。
敦
煌
遺
書
中
の
夢
書
の
残
巻
お
よ
び
完

本
の
中
で
、
こ
の
写
本
は
細
目
も
占
辞
も
最
も
多
い
。
こ
の
書
は
「
篇
」
に
よ
っ

て
編
成
さ
れ
、
残
巻
は
「
水
篇
第
二
十
四
」
か
ら
、
火
篇
、
橋
道
門
戸
篇
、
五
色

禽
鳥
篇
、
魚
亀
篇
、
猪
羊
篇
、
龍
虫
篇
、
群
獣
篇
、
飛
虫
篇
な
ど
や
、
墳
墓
棺
槨
篇
、

文
武
職
官
篇
、
沐
浴
篇
、
形
傷
篇
、
刑
罰
篇
な
ど
か
ら
「
飲
食
篇
第
四
十
三
」
に

至
る
ま
で
で
、ま
だ
続
き
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ざ
っ
と
計
算
し
て
み
て
も
、

残
巻
中
の
篇
だ
け
で
も
、
四
百
三
十
余
り
の
占
辞
が
あ
る
。
篇
名
も
ば
ら
ば
ら
、

占
辞
も
や
た
ら
に
多
い
こ
と
か
ら
、
多
く
の
夢
書
の
内
容
を
吸
収
し
総
合
し
た
も

の
と
分
か
る
。
従
っ
て
、
斯
６
２
０
は
お
そ
ら
く
『
新
集
周
公
解
夢
書
』
の
後
に

で
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
占
夢
書
』
は
内
容
的
に
は
、
道
仏
二
家
を
対
等
な
立
場
で
兼
備
す
る
。「
仏
法

仙
篇
第
四
十
」
に
、「
夢
に
老
子
を
見
れ
ば
、
人
の
念
ふ
所
と
為
る
」、「
夢
に
師

僧
を
見
れ
ば
、弘
福
大
吉
な
り
」と
あ
る〔
14
〕。
宋
代
文
化
を
反
映
し
て
い
る
の
か
、『
新

集
周
公
解
夢
書
』
が
道
教
に
偏
向
し
て
い
る
の
と
は
違
い
が
あ
る
。

『
宋
史
』
芸
文
志
に
王
升
縮
『
占
夢
書
』
十
巻
の
記
載
が
あ
る
。
斯
６
２
０
か

こ
の
夢
書
の
残
巻
で
、
さ
ら
に
考
証
す
る
価
値
が
あ
る
。

原
注

（
1
）『
漢
書
』
芸
文
志
・
数
術
略
・
蓍
亀
を
参
照
。

（
2
）
こ
れ
ら
は
皆
、『
敦
煌
遺
書
』
伯
３
１
０
５
を
参
照
。

（
3
）
本
書
の
附
録
二
の
第
四
、六
、三
六
を
参
照
。

（
4
）
本
書
の
附
録
二
の
第
六
六
を
参
照
。

（
5
）
こ
れ
ら
は
皆
、『
敦
煌
遺
書
』
伯
３
１
０
５
を
参
照
。

（
6
）
こ
れ
ら
は
皆
、『
敦
煌
遺
書
』
伯
３
２
８
１
を
参
照
。

（
7
）（
8
）
敦
煌
遺
書
』
伯
３
６
８
５
。

（
9
）（
10
）（
15
）『
敦
煌
遺
書
』
伯
３
２
８
１
。
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（
11
）（
12
）（
16
）（
17
）『
敦
煌
遺
書
』
伯
３
１
０
５
。

（
13
）（
14
）（
18
）『
敦
煌
遺
書
』
斯
６
２
０
。

（
19
）『
真
西
山
集
』
十
一
経
問
対
お
よ
び
『
周
官
集
伝
』
に
引
く
欧
陽
謙
と
鄭
鍔
の
説
を

参
照
。、

（
20
）『
晏
子
春
秋
集
釈
』
内
篇
雑
下
六
を
参
照
。

（
21
）『
晋
書
』
束
晳
伝
を
参
照
。

（
22
）『
史
記
』
五
帝
本
紀
の
正
義
の
文
よ
り
引
用
。

（
23
）（
25
）『
漢
書
』
芸
文
志
・
条
理
を
参
照
。

（
24
）『
法
苑
珠
林
』
巻
六
二
。

補
注

〔
1
〕
と
も
に
、『
易
』
説
卦
伝
。

〔
2
〕『
易
』
大
壮
お
よ
び
泰
、
帰
妹
。

〔
3
〕『
易
』
乾
。

〔
4
〕
原
注
（
6
）
に
、「
こ
れ
ら
は
皆
、『
敦
煌
遺
書
』
伯
３
２
８
１
を
参
照
」
と
す
る
が
、

第
一
、三
の
条
は
、『
敦
煌
遺
書
』
斯
２
２
２
２
に
所
収
。

〔
5
〕
原
注
（
9
）（
10
）
に
、「『
敦
煌
遺
書
』
伯
３
２
８
１
」
と
す
る
が
、
こ
の
二
条
は
、

『
敦
煌
遺
書
』
斯
２
２
２
２
に
所
収
。

〔
6
〕
原
注
（
19
）
に
『
真
西
山
集
』
十
一
経
問
対
と
あ
る
が
、『
十
一
経
問
対
』
五
巻
は

元
の
何
異
孫
撰
で
、巻
五
「
周
礼
」
に
、「
問
三
夢
如
何
。
対
曰
、致
夢
者
夏
后
氏
夢
書
、

夢
者
、
殷
人
夢
書
、
咸
陟
者
周
人
夢
書
」
と
あ
る
。
ま
た
、
元
の
毛
応
龍
撰
『
周
官

集
伝
』
巻
七
の
「
三
夢
の
法
」
の
条
に
、「
歐
陽
謙
之
曰
、三
夢
之
法
、皆
占
夢
之
書
也
」

と
あ
り
、「
其
経
運
十
其
別
九
十
」
の
条
に
鄭
鍔
の
言
を
引
き
「
故
三
夢
占
書
名
之
曰
運
」

と
記
す
。

〔
7
〕
引
用
の
五
条
の
う
ち
、
第
一
条
が
、
原
文
は
『
芸
文
類
聚
』
巻
九
一
に
見
え
る
と

す
る
が
、
正
し
く
は
『
太
平
御
覧
』
巻
九
一
八
。

〔
8
〕
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
三
条
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
太
平
広
記
』
巻
二
七
六
、

二
七
六
、二
七
七
に
収
録
す
る
。

〔
9
〕
⑳
㉑
㉒
の
書
は
、『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
巻
一
一
一
術
数
類
存
目
二
に
見
え
る
。

原
文
に
「
非
周
秦
占
夢
古
法
」
と
あ
る
の
は
、「
周
官
占
夢
其
法
不
伝
」
の
誤
写
で
あ

ろ
う
。

〔
10
〕
正
し
く
は
『
別
解
夢
書
』。
鄭
炳
林
『
敦
煌
写
本
解
夢
書
校
録
研
究
』（
民
族
出
版
社
、

二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
。

〔
11
〕
２
２
２
２
（
2
）
の
（
2
）
は
「
背
（
裏
）」
の
意
。
ま
た
、（
1
）
は
「
正
（
表
）」

の
意
。

〔
12
〕
注
に
『
呉
録
』
を
引
き
、「
宋
寿
の
占
夢
、
十
に
一
も
失
せ
ず
」
と
記
す
。

〔
13
〕
こ
こ
に
引
く
九
条
の
う
ち
、
前
半
の
七
条
は
伯
３
６
８
５
、
残
り
の
二
条
は
斯

２
２
２
２
（
1
）
に
見
え
る
。

〔
14
〕
原
文
の
「
弘
福
大
吉
」
に
つ
い
て
、鄭
炳
林
が
前
掲
書
二
八
八
頁
の
注
﹇
２
５
３
﹈
で
、

「
劉
録
作
『
夢
見
師
僧
、
弘
福
大
吉
』、
誤
。
拠
原
巻
校
正
」
と
言
及
し
、「
諸
仏
守
護
」

に
改
め
て
い
る
。

（
立
命
館
大
學

學
部
非
常
勤
講
師
）


