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六
一

（
二
）
占
夢
の
理
論

占
夢
家
た
ち
は
占
夢
の
方
法
に
つ
い
て
は
口
を
閉
ざ
し
て
語
ろ
う
と
し
な
い
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
占
夢
の
神
秘
性
が
保
た
れ
高
め
ら
れ
る
が
、
必
要
に
応
じ
て
随

意
に
こ
じ
つ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
人
の
夢
を
占
う
際
に
は
、

あ
れ
こ
れ
と
自
分
の
占
夢
の
方
法
を
披
露
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
古
代
の
文
献
に
歴

代
の
占
夢
家
の
占
夢
法
に
関
す
る
記
録
が
な
い
け
れ
ど
も
、
夥
し
い
夢
占
い
の
例

が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
具
体
的
な
夢
占
い
の
実
例
の
中
か
ら
そ
の
方
法
を
見
い

だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
古
代
の
占
夢
は
複
雑
で
多
岐
に
わ
た
る
が
、

現
代
の
理
論
に
よ
っ
て
、
明
確
な
て
が
か
り
を
帰
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

既
述
の
よ
う
に
、
占
夢
法
の
背
景
に
は
神
秘
的
な
夢
魂
の
観
念
が
存
在
す
る
。

夢
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
神
意
（
す
な
わ
ち
、
神
霊
や
鬼
魂
の

意
向
）
が
示
さ
れ
、
そ
れ
が
ど
ん
な
未
来
を
予
兆
す
る
の
か
説
か
れ
る
（
吉
凶
お

よ
び
未
来
の
出
来
事
）。
そ
の
結
果
、時
が
経
ち
現
実
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
占

験
虚む

な

し
か
ら
ず
」、予
兆
が
正
し
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
、

占
夢
の
鍵
は
、
夢
兆
が
人
事
と
関
連
づ
け
ら
れ
、
夢
と
現
実
と
が
一
致
す
る
こ
と

に
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
実
際
は
夢
と
未
来
の
出
来
事
と
は
、
完
全
に
一
致
す
る
こ

と
も
あ
れ
ば
、
全
く
一
致
し
な
い
こ
と
も
多
く
、
全
く
反
対
の
こ
と
も
あ
る
。
論

理
的
に
い
え
ば
三
つ
の
情
況
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
目
は
、
同
一
の
関
係
、
二
つ

目
は
異
な
る
関
係
、
三
つ
目
は
相
反
す
る
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
歴
史

上
に
は
と
て
も
変
っ
た
各
種
の
占
夢
法
が
あ
る
。そ
れ
ら
は
三
種
類
に
分
け
ら
れ
、

一
は
「
直
解
」、
二
は
「
転
釈
」、
三
は
「
反
説
」
で
あ
る
。
堅
固
な
理
論
が
打
ち

立
て
ら
れ
る
と
、
ど
ん
な
占
夢
家
も
そ
の
構
造
を
脱
け
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
そ

の
枠
の
中
で
自
分
の
器
量
と
技
の
冴
え
を
見
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。

（
1
）
直
解

直
解
は
最
も
簡
単
な
占
夢
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
夢
を
予
兆
と
直
接
結
び
つ
け
て

解
釈
す
る
方
法
で
あ
る
。
ど
ん
な
夢
で
も
そ
れ
ぞ
れ
人
事
と
関
わ
り
が
あ
り
、
夢

と
予
兆
と
が
形
式
の
上
で
も
内
容
的
に
も
同
一
の
関
係
に
あ
る
。
同
一
の
関
係
に

あ
る
が
故
に
、
夢
解
き
は
い
と
も
た
や
す
く
、
特
殊
な
情
況
を
除
け
ば
、
夢
を
見

た
者
が
自
分
で
占
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
知
識
や
経
験
が
足
り
な
い
た
め
に
自

分
で
占
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
が
、
一
た
び
占
夢
家
か
ら
ヒ
ン
ト
を
与

え
ら
れ
る
や
、
す
ぐ
に
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
、
殷
の
高
宗
は
傅ふ

説え
つ

を
夢
に
見
て
、
す
ぐ
に
傅
説
を
見
つ
け
出
し
た
。

中
国
古
代
の
占
夢
（
三
）

今　
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中
国
古
代
の
占
夢
（
三
）

六
二

夢
の
中
で
は
傅
説
の
名
は
知
ら
な
か
っ
た
が
、
傅
説
の
顔
を
見
分
け
る
こ
と
が
で

き
た
。
夢
の
中
で
上
帝
が
か
れ
に
こ
の
人
物
を
授
け
た
の
だ
か
ら
、
き
っ
と
こ
の

人
が
見
つ
か
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
の
は
、
直
解
に
よ
っ
て
自
分
で
夢
を
占
っ
た
の

で
あ
る
。
ま
た
、
武
王
は
三
神
が
か
れ
に
、
き
っ
と
殷
の
紂ち

ゅ
う王
を
討
伐
す
る
だ
ろ

う
と
告
げ
る
夢
を
見
た
。
こ
の
よ
う
な
夢
を
見
て
、
武
王
は
こ
れ
は
三
神
が
自
分

に
下
し
た
命
令
と
思
い
、そ
の
夢
の
と
お
り
に
出
兵
し
て
紂
を
討
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
も
直
解
に
よ
っ
て
占
っ
た
例
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
中
に
は
神
の
奇
怪
な
姿

や
変
化
の
さ
ま
が
現
れ
た
夢
も
あ
り
、
直
解
で
き
た
と
し
て
も
、
夢
を
見
た
者
が

自
分
で
占
え
る
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
、

か
く

公
は
廟
の
中
に
神
が
い
る
夢
を
見

た
。
そ
れ
は
「
人
面
で
、
白
い
毛
、
虎
の
爪
」
を
し
て
西
の
壁
の
下
に
立
っ
て
い

た
が
、
何
の
神
か
分
か
ら
な
か
っ
た
。
史
嚚ぎ

ん

は
、
も
し
そ
う
な
ら
そ
れ
は
「
天
の

刑
神
」
た
る
蓐
収
で
あ
る
と
解
釈
し
た〔

1
〕。
さ
ら
に
、
晋
侯
は
寝
室
に
入
っ
て
く
る

一
頭
の
黄
色
い
熊
に
お
び
え
る
夢
を
見
た
。
子
産
が
そ
の
夢
を
解
き
、
黄
色
の
熊

は
鯀
で
、「
昔
堯
が
鯀こ

ん

を
羽
山
に
こ
ろ

し
、
其
の
神
化
し
て
黄
熊
と
為
る
」
と
言
っ
た〔

2
〕。

直
解
法
は
最
も
簡
易
で
、
占
夢
の
歴
史
に
最
も
早
く
現
れ
た
。
原
始
の
時
代
か

ら
、
夢
は
実
在
す
る
も
の
で
、
覚
醒
時
に
知
覚
し
た
も
の
と
同
様
に
実
在
す
る
と

考
え
ら
れ
た
。
だ
か
ら
、「
本
能
的
に
」
夢
を
直
解
す
る
習
慣
が
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
チ
ェ
ロ
キ
ー
人
は
蛇
に
咬
ま
れ
る
夢
を
見
た
ら
、
本
当
に
蛇
に
咬
ま
れ
た

時
の
よ
う
に
治
療
を
す
る
。
北
ア
メ
リ
カ
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
は
戦
争
で
捕
虜
に
な

る
夢
を
見
た
ら
、
友
だ
ち
に
捕
虜
の
よ
う
に
扱
い
、
縛
り
上
げ
て
自
由
に
の
の
し

る
よ
う
求
め
る
。
も
し
自
分
の
家
が
燃
え
る
夢
を
見
た
ら
、
本
当
に
自
分
の
家
が

燃
え
る
の
を
見
な
い
と
安
心
で
き
な
い（

1
）。
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
考
え
方
の
影
響

で
あ
ろ
う
、
世
界
各
地
の
原
始
人
に
そ
の
よ
う
な
習
慣
が
広
く
見
ら
れ
、
夜
に
あ

る
夢
を
見
る
と
、
近
い
将
来
に
必
ず
そ
れ
が
現
実
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。
今
で

も
我
が
国
の
後
進
民
族
、
あ
る
い
は
漢
族
で
も
辺
鄙
な
農
村
の
人
々
が
、
依
然
と

し
て
無
意
識
に
い
つ
も
こ
の
よ
う
に
夢
を
と
ら
え
て
い
る
の
を
目
に
す
る
。

占
夢
の
理
論
上
、「
直
解
」
が
占
い
の
重
要
な
方
法
で
あ
る
の
は
、「
直
夢
」
に

相
当
す
る
夢
も
存
在
す
る
か
ら
だ
。「
直
夢
」
の
特
徴
が
「
直
協
」、「
直
応
」
す

る
こ
と
か
ら
、「
直
解
」
の
方
法
が
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

後
漢
の
王
充
は
偉
大
な
無
神
論
者
で
、占
夢
を
迷
信
で
あ
る
と
批
判
し
、「
直
夢
」

は
確
か
に
存
在
す
る
が
、
し
か
し
「
直
応
」
は
偶
然
の
一
致
に
す
ぎ
な
い
と
説
い

た
。
例
え
ば
、
夜
に
甲
を
夢
に
見
て
、
君
を
夢
に
見
た
人
が
、
翌
日
、
甲
に
会
い
、

君
に
会
っ
た
ら
、「
直
応
」
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
甲
に
問
い
、
君
に
問
う

て
も
、か
れ
ら
は
夜
に
夢
を
見
た
本
人
を
夢
に
見
て
は
い
な
い
と
言
う
。
よ
っ
て
、

こ
う
し
た
夢
の
例
か
ら
、
夢
は
鬼
神
に
よ
っ
て
起
こ
る
も
の
で
は
な
く
、
占
夢
が

必
ず
的
中
す
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る〔

3
〕。

後
漢
の
王
符
は
決
し
て
神
秘
主
義
者
で
は
な
い
が
、
占
夢
に
対
し
て
は
不
可
解

な
考
え
方
が
散
見
す
る
。「
直
夢
」
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
ま
じ
め
に
「
占
験
虚

し
か
ら
ず
」
の
有
力
な
証
拠
と
見
な
し
て
い
る
。「
先
に
夢
み
る
所
有
れ
ば
、
後

に
差

と
く

な
し
、
之
を
直
と
謂
ふ
」
と
述
べ
、
夢
の
例
を
挙
げ
て
証
明
し
て
い
る
。

　

  

武
王
の
邑
姜
、
方
に
大
叔
を
震
す
る
に
当
り
、
夢
に
帝
、
己
に
謂
ふ
、「
余
、

而な
ん
じの
子
に
命な

づ
け
て
虞
と
曰
は
ん
。
将
に
之
に
唐
を
与
へ
ん
」
と
。
生
る
る

に
及
ん
で
、
手
に
文
あ
り
て
、「
虞
」
と
曰
ふ
。
因
り
て
以
て
名
と
為
す
。

成
王
の
唐
を
滅
す
に
及
ん
で
、
遂
に
以
て
之
を
封
ぜ
り
。
此
れ
直
夢
を
謂
ふ

な
り
。（
本
書
附
録
一
『
潜
夫
論
・
夢
列
』
新
校
）

こ
の
夢
の
記
事
は
一
目
し
て
、「
直
応
」
の
例
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
上
帝
が
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夢
の
中
で
は
っ
き
り
と
告
げ
、
そ
れ
が
後
に
掌
の
「
虞
」
と
い
う
模
様
と
な
っ
て

証
明
さ
れ
る
。「
直
解
」
は
至
極
当
然
の
方
法
の
よ
う
だ
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、

こ
う
し
た
「
直
解
」
は
こ
じ
つ
け
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
王
符
よ
り
前
、
王
充

の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
現
象
は
「
性
の
自
然
」
に
す
ぎ
ず
、
神
意
と
は
何

の
関
係
も
な
い（

2
）。

唐
の
孔
穎
達
は
さ
ら
に
考
証
を
進
め
、「
隷
書
は
秦
末
に
起
る
。
手
文
（
紋
）

は
必
ず
隷
書
に
非
ず
。『
石
経
』
の
古
文
は
「
虞
」
を
「

」
に
作
る
。
手
文
（
紋
）

の
容
は
或
は
之
に
似
る
」
と
言
っ
て
い
る（

3
）。
よ
っ
て
、
手
紋
を
上
帝
が
彫
っ
た

字
と
考
え
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
夢
中
の
上
帝
の
こ
と
ば
も
疑
わ
し
い
。

明
の
陳
士
元
は
完
全
な
る
神
秘
主
義
者
で
あ
る
。
か
れ
は
「
直
夢
」
を
「
直
叶
」

と
称
し
て
い
る
。「
叶
」
と
は
協
で
あ
り
、
合
で
あ
る
。
事
実
と
夢
と
が
一
致
し
、

夢
に
見
た
こ
と
が
そ
の
ま
ま
現
実
の
こ
と
と
な
る
、
こ
う
し
た
夢
は
「
直
解
」
に

よ
っ
て
占
う
べ
き
で
あ
る
。

　

  

何
を
か
直
叶
と
謂
は
ん
。
君
を
夢
み
れ
ば
則
ち
君
を
見
、
甲
を
夢
み
れ
ば
則

ち
甲
を
見
、
鹿
を
夢
み
れ
ば
則
ち
鹿
を
見
、
粟
を
夢
み
れ
ば
則
ち
粟
を
見
、
刺

客
を
夢
み
れ
ば
則
ち
刺
客
を
見
、
秋
駕
を
受
く
る
を
夢
み
れ
ば
則
ち
秋
駕
を

受
く
。
此
れ
直
叶
の
夢
、其
の
類
は
推
す
べ
き
な
り
。（『
夢
占
逸
旨
』
感
変
篇
）

君
を
夢
み
甲
を
夢
み
る
の
例
は
『
論
衡
』
に
も
と
づ
く
。
し
か
し
、
王
充
は
こ
れ

を
「
直
応
」
と
見
な
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
鹿
を
夢
み
る
例
は
『
列
子
』
に
、
粟

を
夢
み
る
例
は
『
晋
書
』
に
、
刺
客
を
夢
み
る
例
は
『
五
代
史
』
に
、
秋
駕
を
受

け
る
を
夢
み
る
例
は
『
呂
氏
春
秋
』
に
、
そ
れ
ぞ
れ
も
と
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
例
は
所
謂
「
応
験
」、
夢
が
現
実
と
な
っ
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
捏
造
、
偶

然
の
一
致
、
願
望
や
予
感
の
現
実
化
な
ど
で
あ
る
。『
晋
書
』
劉
浩
伝
に
よ
れ
ば
、

劉
浩
は
祖
母
に
孝
行
を
尽
く
し
て
い
た
が
、
貧
乏
で
食
に
欠
く
ほ
ど
だ
っ
た
。
あ

る
夜
、
夢
に
あ
る
人
が
現
れ
言
っ
た
、
西
の
垣
根
の
下
に
食
べ
物
が
あ
る
と
。
覚

め
た
後
、
そ
の
食
べ
物
を
得
た
が
、
そ
の
傍
ら
に
字
が
記
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、

「
七
年
粟
百
石
、
以
て
孝
子
の
劉
浩
に
賜
は
ら
ん
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
の

夢
と
現
実
の
出
来
事
も
全
く
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。『
呂
氏
春
秋
』
道
応
篇

に
よ
れ
ば
、
あ
る
人
が
駕
馭
の
術
を
学
ん
で
三
年
た
っ
た
が
何
も
伝
授
さ
れ
ず
、

寝
て
も
覚
め
て
も
こ
の
こ
と
で
悩
ん
で
い
た
。
あ
る
日
、「
中
夜
に
秋
駕
を
師
よ

り
受
く
る
を
夢
み
」、
翌
朝
、
師
に
呼
ば
れ
て
「
秋
駕
」
を
伝
授
さ
れ
た
。
こ
れ

は
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
が
、
鬼
神
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。

夢
占
い
の
中
で
は
、「
直
解
」
は
最
も
簡
単
で
、
専
門
的
知
識
が
何
も
い
ら
な

い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
占
夢
家
に
と
っ
て
、
実
際
に
は
大
き
な
タ
ブ
ー
と

な
っ
て
い
る
。
十
分
な
理
解
も
な
い
の
に
軽
率
に
用
い
る
こ
と
は
、
か
た
く
禁
じ

ら
れ
て
い
る
。
夢
と
現
実
と
が
完
全
に
「
直
合
」
し
た
り
「
直
応
」
し
た
り
す
る

こ
と
は
ご
く
稀
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
し
軽
率
に
「
直
解
」
を
用
い
た
な
ら

ば
、
夢
解
き
と
異
な
る
事
実
と
な
り
（「
占
ひ
て
験
ぜ
ず
」）、
取
り
返
し
が
つ
か

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
、
占
夢
者
は
威
信
が
す
っ
か

り
な
く
な
る
ば
か
り
か
、
飯
の
種
ま
で
な
く
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
現
存
す
る
各

種
の
夢
書
の
残
巻
や
佚
文
な
ど
を
調
べ
た
限
り
で
は
、「
直
解
」
に
よ
っ
夢
解
き

を
し
た
例
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
理
由
に
よ

る
も
の
だ
ろ
う
。
歴
代
の
占
夢
家
が
最
も
好
ん
で
用
い
た
の
は
、「
転
釈
」
と
い

う
方
法
で
あ
る
。
種
類
や
方
法
が
最
も
多
い
の
も
「
転
釈
」
の
特
徴
で
あ
る
。

（
2
）
転
釈

「
転
釈
」
は
「
直
解
」
と
は
異
な
り
、
直
接
に
夢
を
解
釈
し
て
現
実
の
出
来
事
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六
四

を
予
兆
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
ず
夢
を
き
ま
っ
た
形
式
に
よ
っ
て
転
換

し
、
そ
れ
か
ら
転
換
さ
れ
た
夢
を
も
と
に
さ
ら
に
解
釈
を
加
え
て
予
兆
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
夢
が
き
ま
っ
た
形
式
に
よ
る
転
換
と
い
う
過
程
を
と
る

こ
と
で
、
占
夢
家
に
融
通
を
は
た
ら
か
せ
る
余
地
を
あ
た
え
、
占
夢
家
は
必
要
に

応
じ
て
自
由
に
こ
じ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
夢
と
現
実

と
は
表
面
上
は
一
致
し
な
い
が
、
実
質
的
に
は
一
致
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
言

い
方
を
、
占
夢
家
に
許
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。
表
面
的
に
は
一
致
し
な
い
が
、
特

殊
な
技
量
を
そ
な
え
た
方
術
の
士
に
た
の
め
ば
、
夢
の
奥
に
潜
む
鬼
神
の
意
向
を

示
し
て
も
ら
え
る
の
だ
。
真
相
が
分
か
ら
な
い
人
か
ら
す
れ
ば
、
占
夢
家
の
夢
解

き
は
実
に
摩
訶
不
思
議
な
も
の
と
い
え
る
。

「
転
釈
」
の
具
体
的
な
方
法
は
数
多
く
、主
な
も
の
と
し
て
、象
徴
法
、連
類
法
、

類
比
法
、
解
読
法
、
解
字
法
、
諧
音
法
な
ど
が
あ
る
。

1 

象
徴
法

象
徴
法
は
夢
を
ま
ず
そ
れ
が
象
徴
す
る
も
の
に
転
換
し
た
上
で
、
そ
れ
を
も
と

に
夢
の
意
味
や
現
実
の
出
来
事
に
つ
い
て
説
明
す
る
方
法
で
あ
る
。
占
夢
の
理
論

で
い
え
ば
、「
象
夢
」、
あ
る
い
は
「
象
兆
の
夢
」
に
相
当
す
る
。
こ
れ
ら
は
と
も

に
象
徴
法
に
よ
っ
て
占
う
。『
潜
夫
論
』
夢
列
篇
に
、

　

  

詩
に
曰
く
、「
維こ

れ
熊
維
れ
羆
は
、
男
子
の
祥
な
り
。
維
れ
虺き

維
れ
蛇
は
、

女
子
の
祥
な
り
」、「
衆
と
維
れ
魚
と
は
、
実
に
維
れ
豊
年
な
り
。

と
維
れ

と
は
、室
家

た
り
」と
。
此
れ
象
夢
を
謂
ふ
な
り
。（
本
書
附
録
一『
潜

夫
論
・
夢
列
』
新
校
）

熊
羆
虺
蛇
の
夢
は
『
小
雅
』
斯
干
に
も
と
づ
く
。
鄭
玄
の
箋
に
よ
れ
ば
、「
熊
羆

は
山
に
在
り
、
陽
の
祥
な
り
」、
よ
っ
て
、
熊
や
羆
の
夢
は
男
子
を
生
む
象
徴
と

な
る
。
ま
た
、
箋
に
「
虺
蛇
は
穴
処
す
、
陰
の
祥
な
り
」
と
あ
り
、
虺
や
蛇
の
夢

は
女
子
を
生
む
象
徴
と
な
る
。
確
か
に
、
気
質
的
に
い
っ
て
、
熊
や
羆
に
は
剛
陽

の
性
が
そ
な
わ
り
、
虺
や
蛇
に
は
陰
柔
の
徳
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
区

別
し
て
男
女
の
象
徴
と
し
た
こ
と
は
、
中
華
民
族
が
長
期
に
わ
た
っ
て
形
成
し
て

き
た
社
会
心
理
の
反
映
で
あ
る
。そ
の
大
本
を
た
ど
る
な
ら
ば
、先
史
時
代
の
ト
ー

テ
ム
信
仰
や
族
外
婚
と
関
係
が
あ
ろ
う
。
魚

の
夢
は
『
小
雅
』
無
羊
に
も
と

づ
く
。
原
始
の
人
々
は
初
め
漁
撈
や
狩
猟
を
し
て
生
活
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
生

活
が
長
く
続
く
う
ち
、
か
れ
ら
は
多
く
の
魚
を
夢
に
見
た
ら
豊
漁
の
し
る
し
と
す

る
心
理
が
は
た
ら
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
原
始
の
人
々
に
は
ま
た
ト
ー
テ

ム
の
観
念
が
あ
る
の
で
、
長
寿
で
多
産
の
亀
や
蛇
の
旗
を
夢
に
見
た
ら
、
そ
れ
を

人
口
が
多
く
増
え
る
し
る
し
と
考
え
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
占
夢
官
に
よ

る
こ
う
し
た
転
換
と
解
釈
は
、
ま
さ
に
上
述
の
民
族
の
伝
統
的
な
習
慣
や
心
理
を

利
用
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

象
徴
性
の
あ
る
夢
は
熊
羆
虺
蛇
な
ど
に
限
ら
ず
、
そ
の
範
囲
は
あ
ら
ゆ
る
も
の

に
わ
た
る
。
地
上
の
植
物
、
動
物
、
山
陵
、
楼
台
な
ど
、
天
上
の
日
月
星
辰
、
風

雨
雷
電
な
ど
、
そ
の
ほ
か
、
生
活
上
の
器
物
や
衣
食
、
さ
ら
に
は
人
体
の
器
官
に

及
ぶ
ま
で
、
す
べ
て
夢
の
中
で
は
象
徴
的
な
意
味
を
帯
び
、
そ
の
象
徴
す
る
も
の

に
よ
っ
て
夢
の
意
味
や
現
実
の
出
来
事
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
も
の

が
夢
の
中
で
ど
ん
な
象
徴
的
意
味
を
も
つ
の
か
、
占
夢
家
も
占
夢
書
も
ふ
つ
う
は

関
与
せ
ず
に
、神
意
に
よ
る
も
の
と
答
え
る
。
そ
こ
に
各
民
族
の
古
い
宗
教
観
念
、

風
俗
習
慣
、
社
会
心
理
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

象
徴
法
に
よ
る
夢
や
占
夢
の
例
は
多
い
。
植
物
の
夢
に
つ
い
て
、
漢
や
唐
の
時

代
の
夢
書
の
佚
文
に
は
、
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松
は
人
君
た
り
。
夢
に
松
を
見
る
者
は
、
人
君
の
徴
を
見
る
な
り
。

楡
は
人
君
た
り
、
徳
は
至
仁
な
り
。
楡
の
葉
を
采と

る
を
夢
み
る
は
、
恩
賜
を

受
く
る
な
り
。
樹
上
に
居
る
を
夢
み
る
は
、
貴
官
を
得
る
な
り
。
其
の
葉
の

滋
茂
す
る
を
夢
み
る
は
、
福
禄
の
存
す
る
な
り
。

桃
は
守
御
た
り
、
不
祥
を
辟さ

く
る
な
り
。
夢
に
桃
を
見
る
者
は
、
守
御
の
官

な
り
。

柳
は
使
者
た
り
。
夢
に
柳
を
見
る
者
は
、
当
に
出
游
す
べ
き
な
り
。

竹
は
処
士
の
田
居
た
り
。
夢
に
竹
を
見
る
者
は
、猶
ほ
処
士
の
ご
と
き
な
り
。

（
本
書
附
録
二
、
草
木
類
49
―
54
）

と
記
さ
れ
る
。
松
、
楡
、
桃
、
李
、
柳
、
竹
な
ど
の
植
物
は
、
夢
の
中
で
は
そ
れ

ぞ
れ
異
な
っ
た
象
徴
的
意
味
を
も
つ
。
松
は
貴
重
な
高
木
で
、
幹
が
太
く
高
く
伸

び
、
青
々
と
し
て
長
寿
を
保
つ
。
昔
か
ら
宗
廟
や
宮
殿
を
建
て
る
と
き
に
は
、
き

ま
っ
て
松
を
棟
木
と
し
た
。『
白
虎
通
』
宗
廟
篇
に
、「
松
は
自
ら
竦
動
す
る
所
以

な
り
」
と
あ
り
、『
字
説
』
に
は
、「
松
は
百
木
の
長
た
り
」
と
あ
る
。
お
そ
ら
く
、

松
が
樹
木
の
王
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
夢
の
中
で
は
人
君
の
象
徴
と
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
楡
は
古
代
で
は
神
秘
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。『
古
楽
府
』
に
、「
天
上
何
の

有
る
所
ぞ
、歴
歴
と
し
て
白
楡
を
生
ず
」
と
あ
る〔

4
〕。
楡
は
神
樹
で
、楡
の
火
は
「
天

火
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、「
楡
」
と
「
御
」
と
が
同
音
で
あ
る
た
め
、

楡
は
夢
の
中
で
は
人
君
の
象
徴
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
李
の
樹
の
「
李
」
は
古

く
「
理
」
と
音
通
す
る
。「
李
」
は
ま
た
裁
判
官
の
名
で
、「
司
李
」
と
呼
ば
れ
た
。

『
管
子
』
法
法
篇
に
、「
皐
陶
は
李
た
り
」
と
あ
る
。
皐
陶
は
中
国
の
歴
史
上
、
最

初
の
裁
判
官
で
あ
る
。『
管
子
』
大
匡
篇
に
、「
国
子
を
し
て
李
を
為
さ
し
め
」
と

あ
り
、
注
に
、「
獄
官
（
の
名
）
な
り
」
と
あ
る
。
李
の
樹
は
夢
の
中
で
は
裁
判

官
の
象
徴
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
桃
は
古
代
の
風
俗
に
お
い
て
、
邪
を
辟
け
鬼
を

駆
る
効
能
が
あ
る
と
さ
れ
た
。『
周
礼
』（
夏
官
）
戎
右
の
鄭
玄
注
に
、「
桃
は
、

鬼
の
畏
る
る
所
な
り
」
と
あ
る
。『
左
伝
』
昭
公
四
年
に
、「
桃
弧
棘
矢
」
が
災
い

を
除
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
記
載
が
あ
る
。『
後
漢
書
』
礼
儀
志
に
は
、
門
に

桃
印
（
桃
の
木
に
文
字
を
彫
刻
し
た
辟
邪
の
飾
り
物
：
訳
者
注
）
を
置
く
と
邪
気

が
門
内
に
入
る
の
を
防
ぐ
と
い
う
。
そ
れ
で
桃
は
夢
の
中
で
は
守
御
の
官
の
象
徴

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
柳
は
使
者
た
り
」
と
い
う
考
え
方
は
ず
い
ぶ
ん
歴
史
が

長
い
。
友
人
や
家
族
が
旅
立
つ
時
に
は
、見
送
る
者
は
柳
を
折
っ
て
相
手
に
贈
る
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
知
ら
な
い
者
が
多
い
。
古
く
は
よ
く
柳
の

樹
で
車
を
作
っ
た
。
後
に
は
「
車
」
を
「
柳
」
と
呼
ん
だ
。
服
虔
は
、「
東
郡
は

広
轍
車
を
謂
ひ
て
柳
と
為
す
」
と
い
い
、
李
奇
は
、「
大
牛
車
を
柳
と
為
す
」
と

い
う（

4
）。
高
貴
な
人
が
旅
を
す
る
時
に
は
必
ず
車
に
乗
っ
た
か
ら
、
そ
れ
で
柳
は

夢
の
中
で
は
旅
の
象
徴
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
竹
は
処
士
た
り
」
と
は
、
お
そ

ら
く
、
魏
晋
の
「
竹
林
の
七
賢
」
の
後
に
生
ま
れ
た
考
え
方
で
あ
ろ
う
。

動
物
の
夢
に
つ
い
て
、
漢
や
唐
の
時
代
の
夢
書
の
佚
文
に
は
、

鶏
は
武
吏
た
り
、
冠
距
有
れ
ば
な
り
。
夢
に
雄
鶏
を
見
る
は
、
猶
ほ
武
吏
の

ご
と
き
な
り
。

伯
労
は
〔
口
舌
〕
た
り
、
声
悪
む
べ
け
れ
ば
な
り
。
夢
に
伯
労
を
見
る
は
、

猶
ほ
口
舌
の
ご
と
き
な
り
。

夢
に
鵁

を
見
る
は
、
猶
ほ
双
せ
ざ
る
な
り
。
婦
夢
に
之
を
見
る
、
此
れ
独

居
な
り
。
婿
〔
夢
に
〕
之
を
見
る
、
恐
ら
く
は
妻
を
失
ふ
な
り
。（
本
書
附

録
二
、
虫
鳥
類
第
59
、
60
、
57
）

雄
鶏
の
戦
闘
好
き
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
雄
鶏
の
と
さ
か
は
戦
士
の
し
る
し
の
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よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
習
性
に
よ
り
、
鶏
は
夢
の
中
で
は
武
吏
の
象
徴
と
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
占
夢
家
に
よ
れ
ば
、
雄
鶏
の
夢
を
見
た
ら
、
武
吏
が
面
倒
な
こ
と

を
引
き
起
こ
す
。
伯
労
は
鳥
の
名
で
、
と
て
も
ひ
ど
い
鳴
き
声
で
、
人
は
皆
い
や

が
る
。
そ
れ
で
、
伯
労
は
夢
の
中
で
は
い
さ
か
い
の
象
徴
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

あ
る
夜
に
伯
労
の
夢
を
見
た
ら
、
翌
日
に
は
誰
か
と
言
い
争
う
。
鵁

は
雄
雌
一

対
の
水
鳥
の
名
で
あ
る
。『
唐
韻
』
に
引
く
陸
佃
の
語
に
、「
長
目
に
し
て
精
交
す
、

故
に
鵁

と
名
づ
く
」
と
あ
る
。『
師
曠
禽
経
』
に
も
、「
精
交
し
て
孕
む
」
と
あ

る
。「
精
交
」
と
は
、
と
も
に
い
る
と
き
に
自
然
と
秋
波
を
送
る
こ
と
を
い
う
が
、

い
っ
し
ょ
に
暮
ら
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で「
居
し
て
双
せ
ざ
る
な
り
」

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
習
性
に
よ
り
、
鵁

は
ま
た
夫
婦
関
係
の
象
徴
と

さ
れ
て
い
る
。
も
し
、
妻
が
そ
の
夢
を
見
た
ら
、
寡
婦
と
な
る
予
兆
、
夫
が
見
た

ら
、
鰥か

ん

夫
と
な
る
予
兆
と
さ
れ
た
。

『
夢
占
逸
旨
』（
鳳
鳥
篇
）
に
は
ま
た
、「
鳳
鳥
は
、
仁
鳥
な
り
。（
中
略
）
鶴
鳧

は
仙
鳥
た
り
、
鷹
隼
は
義
鳥
た
り
、
鳥
は
孝
鳥
た
り
、
雉
は
介
鳥
た
り
、
孔
雀
は

文
鳥
た
り
、
鴻
雁
は
賓
鳥
た
り
、
鵲
は
喜
鳥
た
り
、
睢
鳩
、
鶺
鴒
は
別
有
り
序
有

る
の
鳥
た
り
、
鴟
鵬
は
妖
鳥
た
り
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
鳥
は
夢
の
中
で
は
そ
れ

ぞ
れ
に
象
徴
的
な
意
味
を
も
つ
。
虫
や
蛇
、
あ
る
い
は
獣
の
中
で
、『
詩
経
』
の

熊
羆
虺
蛇
の
夢
の
ほ
か
、
昔
か
ら
龍
が
帝
王
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
る
。『
新
書
』

容
経
篇
に
、「
龍
な
る
者
は
、
人
君
の
辟
な
り
」
と
あ
る
。『
風
俗
通
』
に
、「
龍

な
る
者
は
陽
の
類
、
君
子
の
象
な
り
」
と
あ
る〔

5
〕。
占
夢
家
に
よ
れ
ば
、
龍
の
夢

を
見
た
者
は
、
必
ず
天
子
を
生
む
か
、
あ
る
い
は
必
ず
天
子
と
な
る
か
の
ど
ち
ら

か
で
あ
る
。
正
史
に
は
こ
う
し
た
伝
説
が
数
多
く
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
占
夢
家

も
得
々
と
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

天
象
の
夢
は
、
最
も
典
型
的
な
も
の
に
、
日
月
の
夢
が
あ
る
。
日
は
帝
王
の
象

徴
で
、
日
を
夢
に
見
た
ら
男
が
生
ま
れ
て
天
子
と
な
り
、
月
を
夢
に
見
た
ら
女
が

生
ま
れ
て
后
妃
と
な
る
。『
夢
占
逸
旨
』（
日
月
篇
）
に
、

　

  

日
月
は
、
極
貴
の
徴
な
り
。
昔
、
漢
武
帝
の
母
に
、
神
女
の
日
を
授
く
る
夢

有
り
。
而
し
て
宋
の
太
宗
、
真
宗
、
仁
宗
、
寧
宗
、
其
の
母
の
娠
し
て
育
す

る
や
、
蓋
し
日
を
夢
み
ざ
る
な
き
の
み
。（
中
略
）
乃
ち
月
の
ご
と
き
は
、

衆
陰
の
長
た
り
、
亦
上
天
の
使
な
り
。（
中
略
）
漢
の
元
后
の
生
ま
る
る
と
、

夫
の
斉
婁
后
の
女
を
生
む
と
、
皆
月
を
懐
く
の
夢
有
り
て
、
果
し
て
妃
后
の

尊
に
応
ず
。

と
あ
る
が
、
し
か
し
、
太
陽
の
夢
は
本
来
帝
王
の
象
徴
で
は
な
か
っ
た
。
お
そ
ら

く
こ
の
世
に
帝
王
が
生
ま
れ
る
前
に
、
夢
の
中
に
太
陽
が
現
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

チ
ン
ポ
ー
族
や
ヤ
オ
族
な
ど
の
少
数
民
族
の
風
俗
で
は
、太
陽
は
老
人
の
象
徴
で
、

例
え
ば
、
日
没
の
夢
を
見
た
ら
、
家
や
村
の
老
人
が
死
ぬ
と
さ
れ
て
い
た
。『
拾

遺
記
』（
巻
一
）
に
、
帝

の
妃
の
鄒
屠
氏
が
太
陽
を
呑
み
こ
む
夢
を
見
て
、
男

児
を
生
み
、そ
う
や
っ
て
八
人
の
子
を
生
ん
だ
と
い
う
伝
説
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
夢
中
の
太
陽
は
男
子
の
象
徴
に
す
ぎ
な
い
。『
新
序
』
刺
奢
篇
に
は
、

「
吾
の
天
下
を
有た

も

つ
は
、
天
に
日
有
る
が
如
し
」
と
い
う
夏
の
桀
王
の
こ
と
ば
を

載
せ
る
が
、
そ
れ
は
地
上
の
帝
王
が
天
上
の
太
陽
を
自
己
の
象
徴
と
し
て
以
来
、

人
々
が
初
め
て
夢
に
現
れ
た
太
陽
を
帝
王
の
象
徴
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す

べ
き
で
あ
る
。『
戦
国
策
』
趙
策
に
、「
吾
聞
く
、
夢
に
人
君
を
見
る
者
は
夢
に
日

を
見
る
」
と
い
う
衛
霊
公
の
こ
と
ば
を
載
せ
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
考
え
方

は
春
秋
時
代
以
後
に
初
め
て
後
代
に
伝
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
太
陽
が
懐

に
入
る
と
い
う
王
夫
人
の
夢
を
、太
子
が
「
此
れ
貴
徴
な
り
」
と
し
た
の
だ（

5
）。『
王
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七

纂
』
は
こ
れ
を
敷
衍
し
、「
王
夫
人
、
神
女
の
日
を
捧
げ
て
以
て
己
に
授
け
之
を

呑
む
を
夢
み
て
、
遂
に
孕
み
、（
漢
）
武
帝
を
生
む
」
と
記
す〔

6
〕。
夢
中
の
月
を
后

妃
の
象
徴
と
す
る
考
え
は
、
お
そ
ら
く
夢
の
中
の
太
陽
を
帝
王
の
象
徴
と
し
た
の

と
同
時
期
か
そ
れ
よ
り
や
や
後
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
文
献
的
に
は
、
漢

代
に
な
っ
て
初
め
て
そ
う
し
た
記
述
が
見
ら
れ
る
。『
漢
書
』
外
戚
伝
に
、
元
后

の
母
が
元
后
を
孕
ん
で
い
た
時
、「
月
の
懐
に
入
る
を
夢
」
み
た
と
い
う
記
事
が

あ
る
。『
北
斉
書
』
神
武
婁
后
伝
に
も
、
神
武
婁
后
が
二
人
の
娘
を
生
ん
だ
時
、

月
が
懐
に
入
る
夢
を
見
た
が
、
そ
の
後
二
人
が
皇
后
に
な
っ
た
と
い
う
記
事
を
載

せ
る
。
史
書
に
見
え
る
こ
の
種
の
記
事
に
は
、
大
抵
、
事
後
の
脚
色
が
ほ
ど
こ
さ

れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
事
実
と
し
て
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

日
月
の
夢
は
こ
の
世
に
数
多
く
あ
る
が
、
そ
の
子
が
皆
帝
王
や
后
妃
に
な
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。

ま
た
、『
論
衡
』
紀
妖
篇
に
、「
楼
台
山
陵
は
、
官
位
の
象
な
り
。
人
、
楼
台
に

上
り
、
山
陵
に
昇
る
を
夢
み
れ
ば
、
輒
ち
官
位
を
得
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
白
孔

六
帖
』
に
引
く
『
夢
書
』
に
、「
桀
は
黒
風
の
其
の
宮
を
破
る
を
夢
み
、
紂
は
大

雷
の
其
の
首
を
撃
つ
を
夢
み
る
」
と
あ
る
。
黒
風
と
大
雷
に
は
と
も
に
象
徴
的
な

意
味
が
あ
る
。
文
士
に
と
っ
て
筆
墨
は
必
需
品
で
、
美
し
い
文
章
は
花
や
錦
に
喩

え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
夢
の
中
の
筆
墨
、
花
、
錦
は
ふ
つ
う
文
才
の
象
徴
と

さ
れ
る
。
馬
融
が
錦
の
よ
う
な
花
を
夢
に
見
、王
珣
が
椽
の
よ
う
な
筆
を
夢
に
見
、

李
白
が
筆
に
花
が
咲
く
夢
を
見
、
王
勃
が
袖
に
墨
丸
の
満
ち
る
夢
を
見
た
と
い
う

伝
説
が
あ
る〔

7
〕。
後
に
、
占
夢
家
が
こ
れ
ら
の
伝
説
に
も
と
づ
き
、
類
似
の
夢
に

つ
い
て
占
っ
た
の
で
あ
る
。

象
徴
法
に
よ
っ
て
夢
の
内
容
を
転
釈
す
る
の
は
比
較
的
簡
単
で
あ
る
が
、
時
に

相
当
に
複
雑
な
場
合
も
あ
る
。『
左
伝
』
成
公
十
六
年
に
、

　

  

吕
錡
夢
に
月
を
射
て
之
に
中あ

て
、退
き
て
泥
に
入
る
。之
を
占
ひ
て
曰
く
、「
姫

姓
は
日
な
り
。
異
姓
は
月
な
り
。
必
ず
楚
王
な
り
。
射
て
之
を
中
て
、
退
き

て
泥
に
入
る
は
、
亦
必
ず
死
な
ん
」
と
。

と
い
う
記
載
が
あ
る
。
吕
錡
は
晋
の
魏
錡
で
あ
る
。
夢
中
の
日
月
は
一
般
的
な
意

味
を
離
れ
、
尊
卑
や
内
外
を
象
徴
し
て
い
る
。
日
は
姫
姓
を
象
徴
し
、
尊
く
、
内

を
為
す
。
月
は
異
姓
を
象
徴
し
、
卑
し
く
、
外
を
為
す
。
占
者
は
当
時
の
情
況
か

ら
判
断
し
、そ
れ
ぞ
れ
転
釈
し
て
晋
国
と
楚
国
と
し
た
。
だ
か
ら
、夢
の
中
で
「
月

を
射
て
之
を
中
て
」
た
の
は
、
楚
王
を
射
て
命
中
さ
せ
る
予
兆
で
あ
る
。「
退
き

て
泥
に
入
る
」
は
、
転
釈
し
て
死
亡
の
象
徴
と
し
た
。
杜
預
の
注
に
、「
錡
自
ら

泥
に
入
る
は
、
亦
死
の
象
な
り
」
と
あ
る
。「
泥
に
入
る
」
は
「
土
に
入
る
」
で
、

占
者
は
吕
錡
が
終
に
は
「
亦
必
ず
死
な
ん
」
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。

『
左
伝
』
哀
公
二
十
六
年
に
は
、
宋
の
景
公
の
死
後
、
得と

く

と
啓
が
君
位
を
争
う

記
事
が
あ
る
。
得
は
す
ば
ら
し
い
夢
を
見
た
の
で
、
き
っ
と
君
王
と
な
る
だ
ろ
う

と
思
っ
た
。

　

  

得
夢
に
啓
北
首
し
て
盧
門
の
外
に
寝
ね
、
己
は
烏
と
為
り
て
其
の
上
に
集
ま

り
、

南
門
に
加
は
り
、
尾
桐
門
に
加
は
る
。
曰
く
、「
余
の
夢
は
美
な
り
、

必
ず
立
た
ん
」
と
。

盧
門
は
、
宋
の
東
城
の
南
門
を
指
し
、
桐
門
は
北
門
を
指
す
。

は
、
烏
の
く
ち

ば
し
で
あ
る
。
夢
の
中
の
門
内
と
門
外
と
は
そ
れ
ぞ
れ
国
を
得
る
と
国
を
失
う
と

を
象
徴
し
、
南
向
と
北
首
と
は
そ
れ
ぞ
れ
生
存
と
死
亡
と
を
象
徴
す
る
。
杜
預
の

注
に
、
啓
の
「
北
首
す
る
は
、
死
の
象
な
り
、
門
外
に
在
る
は
、
国
を
失
う
な
り
」

と
あ
る
。
疏
に
（『
礼
記
』）
礼
運
篇
を
引
い
て
「
死
者
は
北
首
し
、
生
者
は
南
向



中
国
古
代
の
占
夢
（
三
）

六
八

す
。
故
に
北
首
を
以
て
死
の
象
と
為
す
」
と
あ
る
の
は
、
春
秋
時
代
に
流
行
し
た

考
え
方
で
あ
る
。
烏
の
口
ば
し
が
南
門
に
、
尾
が
北
門
に
あ
り
、
か
ら
だ
が
「
南

向
き
」
と
い
う
の
は
「
生
者
」
の
象
で
、
全
身
が
門
の
中
に
あ
る
の
は
、「
国
を

得
る
」
象
徴
で
あ
る
。「
烏
」
の
姿
で
現
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
言
及
す
る
者
が

な
い
が
、
こ
れ
は
「
烏
」
と
「
吾
」
と
が
同
音
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。「
烏
」
が

啓
の
か
ら
だ
に
止
ま
る
の
は
、
ま
さ
し
く
「
吾
」
な
る
得
が
啓
に
勝
つ
と
い
う
象

徴
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
付
け
加
え
る
べ
き
は
、
各
民
族
に
は
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
、
宗
教
、
風
俗
習

慣
、
社
会
心
理
な
ど
の
違
い
に
よ
り
、
夢
の
象
徴
的
な
意
味
に
も
き
わ
だ
っ
た
民

族
性
が
現
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
内
容
の
夢
で
も
民
族
に

よ
っ
て
そ
の
解
釈
が
異
な
る
こ
と
は
往
々
に
し
て
起
こ
る
。
例
え
ば
、
チ
ン
ポ
ー

族
は
カ
ボ
チ
ャ
や
キ
ュ
ウ
リ
を
か
ご
に
背
負
っ
て
帰
る
夢
を
見
た
ら
災
難
の
象
徴

だ
と
す
る
が
、こ
れ
は
他
の
民
族
に
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、ヤ
オ
族
は
樹
木
、蛇
、

石
を
富
の
象
徴
と
し
、
樹
を
切
っ
た
り
転
が
る
石
や
走
る
蛇
を
夢
に
見
た
ら
、
そ

れ
は
財
を
失
う
象
徴
と
さ
れ
る
。
ホ
ジ
ェ
ン
族
は
、
長
い
衣
服
を
着
る
夢
を
見
た

ら
、金
持
ち
に
な
る
象
徴
と
考
え
る
。
同
様
に
、女
の
人
を
夢
に
見
た
ら
、ホ
ジ
ェ

ン
族
は
万
事
順
調
の
象
徴
と
す
る
が
、ヤ
オ
族
は
小
さ
な
災
い
の
予
兆
と
見
な
す
。

し
か
し
、
中
国
の
各
民
族
に
ほ
ぼ
共
通
す
る
の
は
、
歯
を
老
人
や
家
族
の
象
徴
と

し
、
歯
が
抜
け
る
夢
を
見
た
ら
人
が
死
ぬ
と
信
じ
て
い
る
こ
と
だ
。
上
の
歯
が
抜

け
た
ら
親
の
死
、
下
の
歯
が
抜
け
た
ら
同
世
代
か
子
ど
も
の
死
。
西
洋
の
習
俗
に

も
よ
く
似
た
も
の
が
あ
る
。

2 

連
類
法

連
類
法
は
ま
ず
夢
を
他
の
関
連
す
る
物
に
転
化
し
、
そ
の
後
に
そ
れ
に
も
と
づ

い
て
夢
の
意
味
や
現
実
の
出
来
事
に
つ
い
て
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
占
い

は
人
々
の
生
活
経
験
に
も
と
づ
い
た
方
法
な
の
で
、
比
較
的
容
易
に
受
け
入
れ
ら

れ
理
解
さ
れ
る
。
た
だ
、
し
ば
し
ば
生
活
と
の
関
係
を
絶
対
視
し
た
り
普
遍
化
す

る
一
方
、
背
景
に
あ
る
歴
史
や
条
件
を
無
視
し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
り
、
象
徴
法

ほ
ど
効
果
的
で
は
な
い
。

連
類
法
は
お
そ
ら
く
有
史
以
前
に
既
に
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
。
少
数
民
族
の

風
俗
の
中
に
、
そ
う
し
た
占
い
の
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
ホ
ジ
ェ

ン
族
は
、
夜
に
酒
を
飲
ん
だ
り
、
お
金
を
得
た
り
す
る
夢
を
見
た
ら
、
猟
に
出
て

必
ず
獲
物
を
仕
留
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
ま
た
、
馬
に
乗
っ
て
道
を
行
く
夢
を
見

た
ら
、
猟
に
出
て
も
獲
物
を
得
ら
れ
ず
に
帰
っ
て
く
る
と
信
じ
て
い
る
。
こ
れ
が

す
な
わ
ち
狩
猟
生
活
に
も
と
づ
く
か
れ
ら
の
「
連
類
」
法
で
あ
る
。
猟
に
出
て
獲

物
を
得
て
は
じ
め
て
お
金
を
稼
ぐ
こ
と
が
で
き
、
お
金
を
手
に
し
て
は
じ
め
て
酒

を
買
っ
て
飲
む
こ
と
が
で
き
る
。
猟
に
出
て
獲
物
を
仕
留
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
馬

に
乗
せ
る
物
も
な
く
、
猟
師
は
馬
に
乗
っ
て
道
を
行
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
に
、
ホ
ジ
ェ
ン
族
は
占
夢
の
際
に
、
酒
を
飲
ん
だ
り
お
金
を
得
る
こ
と
と
獲

物
を
得
る
こ
と
と
を
関
連
づ
け
、
馬
に
乗
っ
て
道
を
行
く
こ
と
と
猟
に
出
て
獲
物

が
得
ら
れ
な
い
こ
と
と
を
関
連
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、チ
ン
ポ
ー
族
は
、

妻
子
が
鋩
（
き
っ
さ
き
）、槍
、長
刀
な
ど
を
夢
に
見
た
ら
必
ず
男
児
を
生
む
と
し
、

鉄
鍋
や
か
ま
ど
を
夢
に
見
た
ら
必
ず
女
児
を
生
む
と
信
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
昔

か
ら
チ
ン
ポ
ー
族
の
男
は
刀
剣
で
舞
い
、
女
は
ず
っ
と
家
で
食
事
の
用
意
を
し
て

き
た
か
ら
だ
。

と
こ
ろ
で
、
漢
や
唐
の
夢
書
の
佚
文
に
は
、
連
類
法
に
よ
っ
て
夢
を
占
っ
た
例

が
多
い
。
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夢
に
娥
を
見
る
者
は
、
猶
ほ
婚
す
る
が
ご
と
し
。

夢
に
竈
を
見
る
者
は
、
猶
ほ
婦
を
求
め
女
を
嫁
す
る
が
ご
と
し
。

夢
に
甑そ

う

を
見
る
〔
者
〕
は
、
妻
を
娶
ら
ん
と
欲
す
。

夢
に
新
銚
を
見
る
も
の
は
、
当
に
好
婦
を
娶
る
べ
し
。（
本
書
附
録
二
、
第

48
、
32
、
28
、
30
）

娥
は
古
代
に
青
年
男
女
が
両
肩
に
つ
け
た
装
飾
物
で
、
竈
は
女
性
が
食
事
を
作
る

か
ま
ど
、
甑
と
銚
は
炊
事
用
具
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
器
物
は
い
つ
も
女
性
と
と
も

に
あ
る
の
で
、
男
性
の
夢
に
出
て
き
た
ら
、
男
性
が
「
猶
ほ
婚
す
る
が
ご
と
し
」、

「
妻
を
娶
る
」
と
い
う
心
理
と
関
係
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら

の
物
を
夢
に
見
て
も
必
ず
相
手
を
得
て
妻
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
定

か
で
は
な
い
。

囲
棋
を
夢
み
る
者
は
、
闘
は
ん
と
欲
す
る
な
り
。

〔
弓
〕
を
持
ち
〔
琴
〕
を
弾
く
を
夢
み
る
者
は
、
必
ず
朋
友
を
得
る
な
り
。

夢
に
鞭
策
を
得
る
者
は
、
使
有
ら
ん
と
欲
す
る
な
り
。

夢
に
杯
案
を
見
る
者
は
、
賓
客
到
る
な
り
。

夢
に
〔
五
〕
穀
を
見
る
も
の
は
、
財
を
得
て
吉
な
り
。（
本
書
附
録
二
、
第

26
、
20
、
23
、
31
、
39
）

囲
碁
を
す
る
者
は
、い
つ
も
勝
負
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
囲
碁
を
す
る
夢
は
、

夢
を
見
た
者
の
「
闘
は
ん
と
欲
す
る
」
心
理
の
反
映
で
あ
る
。
琴
を
弾
く
者
は
知

音
（
友
だ
ち
）
を
得
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
鞭
策
は
騎
乗
に
用
い
る
道
具
で
、
杯

案
は
ふ
つ
う
賓
客
の
た
め
に
用
意
す
る
物
、
五
穀
は
も
と
も
と
財
産
で
あ
る
。
占

夢
に
お
け
る
こ
の
連
類
法
に
も
根
拠
が
あ
る
。
た
だ
、
琴
を
弾
く
夢
を
見
た
か
ら

必
ず
友
だ
ち
が
で
き
、
杯
案
を
夢
に
見
た
か
ら
必
ず
賓
客
が
訪
れ
、
五
穀
を
夢
に

見
た
か
ら
必
ず
財
産
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
、そ
れ
は
保
証
の
限
り
で
は
な
い
。

象
徴
法
に
せ
よ
連
類
法
に
せ
よ
、
一
般
的
な
例
も
あ
れ
ば
、
特
殊
な
解
釈
も
あ

る
。
拙
劣
な
占
夢
家
は
通
例
に
し
ば
ら
れ
が
ち
で
、
占
い
は
は
ず
れ
て
し
ま
う
。

優
れ
た
占
夢
家
は
臨
機
応
変
に
対
処
し
、
う
ま
く
こ
じ
つ
け
る
。
太
史
芻
狗
を
周

宣
が
三
度
占
っ
た
の
も
、
す
べ
て
連
類
法
を
用
い
て
い
る
。
た
だ
、
最
初
の
「
美

食
を
得
ん
と
欲
す
」、
二
度
目
の
「
車
よ
り
堕
ち
て
脚
を
折
る
」、
三
度
目
の
「
君

の
家
失
火
す
」
は
、
同
じ
夢
を
占
い
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
占
い
の
結
果
を

出
し
て
い
る〔

8
〕。
そ
こ
に
連
類
法
の
見
せ
場
が
あ
る
。

3 

類
比
法

類
比
法
は
夢
の
特
徴
に
も
と
づ
き
、
比
喩
に
よ
っ
て
夢
の
意
味
を
解
釈
す
る
も

の
で
、
類
推
に
よ
っ
て
人
事
を
説
明
す
る
。
こ
の
占
い
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
は
、
夢

の
ど
ん
な
特
徴
を
と
ら
え
、い
か
に
類
推
を
は
た
ら
か
せ
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

象
徴
法
や
連
類
法
に
比
べ
、
類
比
法
は
占
夢
家
の
夢
解
釈
に
一
層
の
融
通
性
を
加

え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
的
中
率
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
夢
を
見
た
者
は

い
つ
も
狐
に
つ
ま
ま
れ
た
よ
う
な
不
思
議
な
気
持
ち
に
な
る
。

漢
や
唐
の
夢
書
の
佚
文
に
も
、
類
比
法
に
よ
る
夢
占
い
の
例
が
見
ら
れ
る
。

丈
尺
は
人
の
為
に
長
短
を
正
す
も
の
な
り
。
夢
に
丈
尺
を
得
な
ば
、
人
を
正

さ
ん
と
欲
す
る
な
り
。

権
衡
は
人
の
為
に
〔
平
〕
正
す
も
の
な
り
。
夢
に
〔
権
〕
衡
を
得
な
ば
、
平

端
を
為
す
な
り
。

亭
は
積
功
た
り
、
民
の
成
す
所
な
り
。
亭
を
築
く
を
夢
み
る
者
は
、
功
績
成

る
な
り
。

粗
履
は
使
た
り
、
卑
賎
の
類
な
り
。
夢
に
粗
履
を
見
る
も
の
は
、
僮
使
を
得



中
国
古
代
の
占
夢
（
三
）

七
〇

る
な
り
。（
本
書
附
録
二
、
第
14
、
15
、
7
、
37
）

「
丈
尺
」
に
は
「
長
短
を
正
す
」
は
た
ら
き
が
あ
る
。
擬
人
的
な
類
推
を
は
た
ら

か
せ
、「
丈
尺
」
を
夢
に
見
た
ら
、
そ
れ
は
人
の
長
短
を
正
す
と
す
る
。
同
様
な

方
法
で
、「
権
衡
」
に
は
両
端
を
平
衡
に
す
る
特
性
が
あ
る
か
ら
、
権
衡
を
夢
に

見
た
ら
公
平
な
態
度
で
人
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
亭
は
人
々
の
労
力
に

よ
っ
て
築
か
れ
た
物
で
あ
る
か
ら
、
亭
を
築
く
夢
を
見
た
者
は
ま
さ
に
功
業
が
成

ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
だ
と
し
、
粗
製
の
履
は
低
級
な
履
物
で
あ
る
か
ら
、
粗
履
を

夢
に
見
た
者
は
童
僕
を
得
て
こ
き
使
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
判
断
す
る
。
こ

の
よ
う
な
比
喩
や
類
推
に
つ
い
て
、
根
拠
が
な
い
と
も
当
た
る
筈
が
な
い
と
も
言

え
な
い
け
れ
ど
も
、方
法
や
理
論
の
上
で
は
、夢
を
見
た
者
が
ど
ん
な
情
況
に
あ
っ

た
に
せ
よ
、的
中
さ
せ
る
の
は
難
し
く
、人
を
欺
く
の
も
難
し
い
。
仕
立
屋
が
「
丈

尺
」
の
夢
を
見
た
ら
、
お
そ
ら
く
「
衣
を
量
ら
ん
と
欲
す
る
」
の
だ
ろ
う
し
、
職

人
が
「
丈
尺
」
の
夢
を
見
た
ら
、
お
そ
ら
く
「
材
を
量
ら
ん
と
欲
す
る
」
の
だ
ろ

う
。人
の
才
能
を
選
び
識
別
し
て
は
じ
め
て
夢
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
の
だ
。

粗
製
の
履
を
童
僕
と
結
び
つ
け
て
類
推
を
は
た
ら
か
せ
た
の
は
、
牽
強
付
会
も
は

な
は
だ
し
い
。

優
れ
た
占
夢
家
な
ら
夢
書
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、
夢
を
見
た
状
況
と
関
連
さ

せ
て
類
比
す
る
。
例
え
ば
、
魏
の
文
帝
が
「
殿
屋
の
両
瓦
地
に
堕
ち
、
化
し
て
鴛

鴦
と
為
る
」
と
い
う
夢
を
見
た
時
、
周
宣
は
夢
書
を
ひ
も
と
く
か
わ
り
に
文
帝
の

周
囲
に
ど
ん
な
事
が
起
こ
る
だ
ろ
う
か
と
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
、
そ
こ
に
類
推
を
は

た
ら
か
せ
た
の
で
あ
る
。
屋
根
瓦
が
地
面
に
落
ち
れ
ば
必
ず
こ
わ
れ
る
。
擬
人
的

な
類
推
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
死
を
意
味
す
る
。
人
々
は
ふ
つ
う
鴛
鴦
を
男
女
の
愛

情
に
喩
え
る
。皇
帝
の
家
族
は
民
間
か
ら
多
く
の
女
性
を
引
っ
ぱ
っ
て
く
る
か
ら
、

宮
中
の
女
性
の
死
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
最
終
的
に
は
「
後
宮
当
に

暴に
わ
かに
死
ぬ
者
有
る
べ
し
」
と
占
っ
た
の
だ〔

9
〕。
こ
の
よ
う
な
類
推
は
、
誰
も
こ
じ

つ
け
だ
と
は
気
づ
か
な
い
。
ま
た
、
崔
湜し
ょ
くは
座
っ
て
講
演
を
聴
く
夢
を
見
た
が
、

当
時
崔
湜
が
流
刑
の
途
中
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
座
下
に
法
を
聴
く
は
、
音
の
上

よ
り
来
る
」
か
ら
類
推
し
て
、
今
に
上
か
ら
の
お
達
し
が
あ
る
だ
ろ
う
と
判
断

し
た〔
10
〕。
こ
う
し
た
類
推
は
比
較
的
理
に
か
な
っ
て
い
る
。

陳
士
元
は
『
夢
占
逸
旨
』（
感
変
篇
）
に
、「
比
象
」
の
夢
を
記
す
。「
比
象
」
は
、

象
徴
法
に
も
連
類
法
に
も
、ま
た
そ
の
一
部
は
類
比
法
に
も
属
す
る
。例
え
ば
、「
将

に
官
に
涖の

ぞ

ま
ん
と
す
れ
ば
則
ち
棺
を
夢
み
、
将
に
銭
を
得
ん
と
す
れ
ば
則
ち
穢
を

夢
み
る
」
の
自
注
に
晋
人
殷
浩
の
「
官
は
本
よ
り
臭
腐
な
り
、
故
に
官
を
得
ん
と

し
て
尸
を
夢
み
る
。
銭
は
本
よ
り
糞
土
な
り
、
故
に
銭
を
得
ん
と
し
て
穢
を
夢
み

る
」
と
い
う
こ
と
ば
を
引
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
棺
や
穢
の
夢
は
一
種
の
象

徴
で
あ
る
。
た
だ
、「
棺
」
か
ら
「
官
」
を
導
く
の
は
「
諧
音
」
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。『
異
苑
』
に
「
糞
汚
な
る
者
は
、
銭
財
の
象
な
り
」
と
あ
る
。
な
ら
ば
、

穢
の
夢
を
見
て
銭
を
得
る
と
い
う
の
は
反
説
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
将

に
雨
ふ
ら
ん
と
す
れ
ば
則
ち
魚
を
夢
み
」、「
将
に
食
せ
ん
と
す
れ
ば
則
ち
犬
を
呼

ぶ
を
夢
み
」、「
将
に
喪
禍
に
遭
は
ん
と
す
れ
ば
則
ち
白
を
衣き

る
を
夢
み
」、「
将
に

恩
寵
に
沐
せ
ん
と
す
れ
ば
則
ち
錦
を
衣
る
を
夢
み
」
な
ど
、
す
べ
て
連
類
法
に
属

す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
、
以
下
の
二
例
は
類
比
法
に
属
す
。

　

将
に
顕
貴
な
ら
ん
と
す
れ
ば
則
ち
高
き
に
登
ら
ん
と
す
る
を
夢
み
る
。

　

謀
り
て
遂
げ
ざ
る
を
為
さ
ば
則
ち
荊
棘
泥
塗
を
夢
み
る
。

初
め
の
例
は
人
（「
顕
貴
」）
を
事
（「
登
高
」）
に
擬
え
、
後
の
例
は
事
（「
荊
棘

泥
塗
」）
を
人
（「
謀
」）
に
擬
え
、
そ
の
上
で
類
推
を
し
て
い
る
。
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4 
解
読
法

解
読
法
は
夢
を
ま
ず
記
号
化
し
、
そ
れ
か
ら
変
換
さ
れ
た
記
号
を
も
と
に
、
夢

の
意
味
を
解
釈
し
た
り
、
人
事
を
説
明
し
た
り
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
占
い
は

現
代
の
暗
号
解
読
と
酷
似
し
、
解
読
法
の
ほ
か
に
記
号
変
換
法
と
も
呼
ば
れ
る
。

夢
を
見
た
当
人
は
夢
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
の
が
ふ
つ
う
で
、
占
夢
家
に
解
読
し

て
も
ら
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
意
味
が
分
か
る
。「
暗
号
」
が
、「
陰
陽
」、「
五
行
」、

「
八
卦
」
の
い
ず
れ
に
置
き
換
え
ら
れ
る
の
も
す
べ
て
占
夢
家
次
第
。
神
霊
や
鬼

魂
が
ど
う
し
て
直
接
意
思
を
伝
え
ず
、
こ
の
よ
う
に
占
夢
家
が
翻
訳
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
、
そ
れ
は
鬼
神
が
わ
ざ
と
曖
昧
に
示
す
た
め
、
占
夢
家
し
か
鬼
神

の
意
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
か
説
明
で
き
な
い
。

こ
の
占
い
の
方
法
は
か
な
り
複
雑
で
、「
陰
陽
」、「
五
行
」、「
八
卦
」
の
考
え

方
が
現
れ
、
そ
の
影
響
力
が
大
き
く
な
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。
既
述
の
よ

う
に
、史
墨
が
趙
簡
子
の
夢
を
占
っ
て
、「
火
は
金
に
勝
つ
、故
に
克か

た
ず
」
と
言
っ

た
が
、「
火
」
は
楚
の
国
を
表
わ
す
記
号
で
、「
金
」
は
呉
の
国
を
表
わ
す
記
号
で

あ
る
。『
論
衡
』（
言
毒
篇
）
に
、「
人
、夢
に
火
を
見
れ
ば
、占
ひ
て
口
舌
と
為
す
」

と
あ
る
が
、「
火
」
は
「
口
舌
」
を
表
す
記
号
で
あ
る
。

晋
代
の
占
夢
家
の
な
か
に
は
、
こ
う
し
た
占
い
を
最
も
好
み
得
意
と
し
た
者
が

い
た
。
鄧
艾が

い

が
蜀
を
討
と
う
と
し
た
時
、
夜
に
夢
の
中
で
山
上
に
座
り
、
下
に
水

が
流
れ
て
い
た
。
護
軍
の
爰
邵
は
『
周
易
』
の
卦
に
も
と
づ
き
、こ
の
夢
の
イ
メ
ー

ジ
を
「
蹇け

ん

卦
」
と
解
釈
し
、
そ
の
後
、
さ
ら
に
「
蹇
卦
」
に
よ
っ
て
吉
凶
を
判
断

し
た（

6
）。
令
狐
策
は
氷
上
に
立
っ
て
氷
下
の
人
と
話
を
す
る
夢
を
見
た
が
、
索
た
ん

は
「
氷
上
」、「
氷
下
」
を
「
陰
陽
」
に
よ
っ
て
解
釈
し
た（

7
）。
張
宅
は
馬
に
乗
っ
て

山
に
上
る
夢
を
見
た
が
、
索

は
「
馬
は
離
に
属
し
、
離
は
火
を
為
し
、
火
は
、

禍
な
り
」
と
言
っ
た
。
こ
れ
は
ま
ず
「
馬
」
を
八
卦
の
「
離
」
と
解
釈
し
、
そ
れ

か
ら
「
離
」
を
五
行
の
「
火
」
に
あ
て
は
め
、
さ
ら
に
「
火
」
と
「
禍
」
と
が
同

音
で
あ
る
の
で
、「
火
は
、
禍
な
り
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。

索

の
影
響
に
よ
り
、
晋
代
お
よ
び
そ
れ
以
後
の
一
時
期
、
解
読
法
は
ず
い
ぶ

ん
流
行
し
た
。『
晋
書
』
符
融
伝
下
に
、
苻
融
が
八
卦
に
よ
っ
て
董
豊
の
夢
を
解

読
し
、
董
豊
の
妻
が
馮
昌
に
殺
さ
れ
る
と
推
測
し
た
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
占
い
の
過
程
は
策

の
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
複
雑
で
あ
る
。

　

  『
周
易
』
に
、
坎か
ん

は
水
を
為
し
、
馬
は
離
を
為
す
と
。
馬
に
乗
り
南
に
渡
り
、

北
に
旋
り
て
南
す
る
者
は
、
坎
よ
り
離
に
之ゆ

く
。
三
爻こ
う

同と
も

に
変
じ
、
変
じ
て

離
を
成
す
。
離
は
中
女
を
為
し
、
坎
は
中
男
を
為
す
。
両
日
は
、
二
夫
の
象

な
り
。
坎
は
執
法
の
吏
を
為
す
。
吏
其
の
夫
を
詰せ

め
、
婦
人
流
血
を
被
り
て

死
す
。
坎
は
二
陰
一
陽
、
離
は
二
陽
一
陰
、
相
承
け
て
位
を
易
ふ
。
離
下
坎

上
は
、
既
済
な
り
、
文
王
之
に
遇
ひ
て
牖
里
に
囚
せ
ら
れ
、
礼
あ
り
て
生
き
、

礼
無
く
し
て
死
す
。
馬
左
し
て
湿
あ
り
、
湿
は
、
水
な
り
。
左
水
に
右
馬
な

る
は
、馮
の
字
な
り
。
両
日
は
、昌
の
字
な
り
。
其
れ
馮
昌
之
を
殺
さ
ん
か
と
。

董
豊
は
遊
学
す
る
こ
と
三
年
、
帰
郷
の
途
次
に
妻
の
実
家
に
泊
っ
た
が
、
そ
の
夜

に
妻
子
が
殺
害
さ
れ
た
。
董
豊
は
誰
か
に
殺
さ
れ
た
と
思
っ
た
が
、
妻
の
親
戚
は

董
豊
が
殺
し
た
と
思
っ
た
。
い
っ
た
い
誰
が
犯
人
な
の
か
、
こ
の
事
件
の
判
決
は

難
し
か
っ
た
。
事
件
が
起
こ
る
前
、
董
豊
は
馬
に
乗
っ
て
河
を
渡
る
夢
を
見
た
。

ま
ず
南
に
行
き
、
後
に
北
に
行
き
、
さ
ら
に
ま
た
北
か
ら
南
に
行
く
と
い
う
も
の
。

苻
融
は
八
卦
に
よ
り
解
読
し
た
。
水
の
記
号
は
「
坎
」、
馬
の
記
号
は
「
離
」
で

あ
る（

8
）。
南
か
ら
北
へ
、
ま
た
北
か
ら
南
へ
と
行
っ
た
か
ら
、
そ
の
行
程
を
記
号

化
す
る
と
「
之
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
董
豊
の
夢
は
「
坎
之
離
」
と
記
号
化
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で
き
る
。「
坎
」
の
形
は
☵
で
あ
る
、
三
つ
の
爻
が
変
れ
ば
「
離
」
に
な
る
が
、

そ
の
形
は
☲
で
あ
る
。「
離
」
は
二
つ
の
陽
爻
が
一
つ
の
陰
爻
を
挟
ん
で
い
る
、

だ
か
ら「
中
女
」で
あ
る
。「
坎
」は
二
つ
の
陰
爻
が
一
つ
の
陽
爻
を
挟
ん
で
い
る
、

だ
か
ら
「
中
男
」
で
あ
る
。
董
豊
は
水
中
に
「
両
日
」
が
あ
る
の
を
見
た
、
こ
れ

は
こ
の
事
件
が
二
人
の
男
と
関
係
が
あ
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。
一
人
は
董
豊

だ
が
、
も
う
一
人
は
不
明
で
あ
る
。「
坎
」
は
ま
た
執
法
の
吏
の
象
徴
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
上
に
あ
る
か
ら
、
坎
上
離
下
は
ま
た
「
既
済
」
の
卦
に
な
る
。

こ
の
卦
の
先
例
に
、「
文
王
之
に
遇
ひ
、
之
を
羑ゆ

う

里り

に
囚
す
」
と
あ
る
か
ら
、
も

し
被
告
側
の
筋
が
通
れ
ば
（「
礼
」
は
「
理
」
に
通
じ
る
）、
最
後
に
は
き
っ
と
囚

中
に
生
を
得
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、夢
の
中
で「
馬
左
し
て
湿
あ
り
」を
、左
に「
水
」、

右
に
「
馬
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
馮
」
の
字
と
解
い
た
。「
両
日
」
が
重
な
れ
ば

「
昌
」
の
字
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
董
豊
の
妻
殺
害
の
真
犯
人
は
「
馮
昌
」
に
ち
が

い
な
い
と
結
論
づ
け
た
。
苻
融
の
解
読
に
は
牽
強
付
会
が
目
立
つ
。
し
か
し
、
そ

こ
に
占
夢
者
の
心
理
や
こ
の
占
夢
法
の
特
質
が
具
体
的
に
現
れ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。『

晋
書
』
に
前
趙
の
皇
帝
劉
曜
の
夢
の
記
事
が
あ
る
。
太
史
の
任
義
の
占
い
も

主
に
解
読
法
に
よ
っ
て
い
る
。
咸
和
三
年
（
三
二
八
）、
劉
曜
は
「
夜
に
三
人
金

面
に
し
て
丹
唇
、
東
に
向
か
ひ
て
逡
巡
し
、
言
は
ず
し
て
退
き
、
曜
拝
し
て
其
の

迹
を
履
む
を
夢
み
」た
。こ
の
夢
を
解
釈
し
た
臣
下
の
多
く
が
吉
祥
の
兆
し
と
言
っ

た
が
、
任
義
だ
け
は
よ
く
な
い
事
が
起
こ
る
兆
し
と
言
っ
た
。
彼
の
占
い
に
よ
れ

ば
、「
秦
兵
必
ず
暴
か
に
起
こ
り
、
主
を
亡う

し

な
ひ
帥
を
喪
な
ひ
、
趙
地
に
留
敗
す
。

遠
き
は
三
年
に
至
り
、
近
き
は
七
日
に
至
り
、
其
れ
応
に
遠
か
ら
ざ
る
べ
し
」
と

い
う
も
の
で
、
そ
の
占
い
の
過
程
は
以
下
の
と
お
り
。

三
者
は
、
暦
の
運
統
の
極
な
り
。
東
は
震
の
位
た
り
、
王
者
の
始
次
な
り
。

金
は
兌だ

位
た
り
、
物
の
衰
落
す
る
な
り
。
唇
丹
に
し
て
言
は
ざ
る
は
、
事
の

畢
る
な
り
。
逡
巡
し
て
揖
譲
す
る
は
、退
舎
の
道
な
り
。
之
が
拝
を
為
す
は
、

人
に
屈
伏
す
る
な
り
。
跡
を
履
ん
で
行
く
は
、慎
ん
で
疆
を
出
で
ざ
る
な
り
。

東
井
は
、
秦
の
分
な
り
。
五
車
は
、
趙
の
分
な
り〔
11
〕。

劉
曜
の
時
の
都
は
秦
（
今
の
陝
西
省
）
の
長
安
で
あ
る
。
任
義
は
、
秦
の
地
で
も

う
す
ぐ
戦
乱
が
起
こ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
趙
（
前
趙
）
が
滅
ぶ
だ
ろ
う
、
そ
し
て
、

最
後
に
滅
ぶ
の
は
も
と
の
趙
（
今
の
山
西
省
内
）
の
地
で
あ
ろ
う
と
判
断
し
た
。

な
ぜ
こ
の
夢
に
こ
う
し
た
予
兆
が
あ
る
の
か
。
か
れ
は
ま
ず
、
夢
に
現
れ
た
三
人

の
「
三
」
を
「
運
統
」
に
お
け
る
「
三
統
三
正
」
の
「
三
」
と
し
た
。「
三
」
は

一
つ
の
周
期
を
終
え
る
こ
と
、
終
結
す
る
こ
と
を
示
す
。
よ
っ
て
、「
暦
の
運
統

の
極
」
な
り
と
言
っ
た
の
だ
。
こ
の
記
号
変
換
に
は
別
の
構
想
が
あ
っ
て
、
即
座

に
見
解
を
下
し
て
い
る
。
続
い
て
、「
東
に
向
か
ひ
て
逡
巡
」
の
「
東
」
を
八
卦

の
「
震
」
と
し
た
が
、「
震
」
は
王
が
発
す
る
方
位
で
あ
る
。「
東
に
向
か
ひ
て
逡

巡
」
と
は
、王
と
再
び
出
会
う
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
。
三
人
が
と
も
に
金
面
と
は
、

五
行
を
八
卦
に
当
て
は
め
る
と
、五
行
の
「
金
」
は
八
卦
の
「
兌
」
に
相
当
す
る
。

「
兌
」
は
西
方
に
あ
り
、
事
物
の
衰
退
を
示
す
。「
唇
丹
に
し
て
言
は
ず
」
は
、
あ

る
事
が
終
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
劉
曜
が
か
れ
ら
に
向
か
っ
て
体
を
曲

げ
て
拝
礼
す
る
の
は
、「
人
に
屈
服
す
」
る
、
人
に
敗
れ
、
人
に
降
る
こ
と
を
象

徴
す
る
。
劉
曜
が
三
人
の
足
跡
を
踏
ん
で
行
く
こ
と
か
ら
、
兵
乱
後
に
趙
国
か
ら

出
る
こ
と
は
な
い
と
予
知
し
た
。
な
ぜ
兵
乱
が
秦
の
地
で
起
こ
り
、
な
せ
前
趙
が

害
を
被
る
の
か
。
任
義
は
占
星
術
に
よ
っ
て
夢
を
占
っ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く

劉
曜
が
夢
を
見
た
の
は
、
太
陽
の
位
置
が
東
井
を
離
れ
て
五
車
に
移
る
頃
で
あ
ろ
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う
。
東
井
は
ま
た
井
宿
と
も
い
い
、
二
十
八
宿
の
中
で
は
南
方
朱
雀
の
第
一
宿
に

属
し
、
地
上
で
は
秦
の
土
地
の
分
野
に
相
当
す
る
。
五
車
は
畢
宿
で
、
二
十
八
宿

の
中
で
は
西
方
白
虎
の
第
五
宿
に
属
し
、
地
上
で
は
趙
の
土
地
の
分
野
に
相
当
す

る
。
ま
た
、「
遠
き
は
三
年
に
至
り
、
近
き
は
七
日
に
至
り
」
と
い
う
時
間
も
、

お
そ
ら
く
夢
を
見
た
日
時
と
関
係
が
あ
り
、
春
秋
時
代
の
史
墨
の
占
い
の
方
法
を

用
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
占

い
の
過
程
全
体
か
ら
見
る
と
、
主
に
夢
の
内
容
を
五
行
や
八
卦
と
い
う
記
号
に
変

換
し
、
そ
れ
を
さ
ら
に
こ
れ
と
関
係
の
あ
る
占
い
の
方
法
に
結
び
つ
け
て
い
る
。

こ
の
書
に
記
載
さ
れ
る
夢
占
い
に
は
、「
占
ひ
て
験
有
」
ら
ざ
る
な
き
も
の
ば
か

り
で
あ
る
。
一
年
も
経
た
な
い
う
ち
に
、
劉
曜
の
前
趙
は
石
勒
の
後
趙
に
よ
っ
て

滅
ぼ
さ
れ
た
。

解
読
法
や
記
号
変
換
法
な
ど
の
占
い
は
、
占
夢
家
に
と
っ
て
融
通
を
利
か
せ
る

大
き
な
余
地
が
あ
っ
た
。
つ
じ
つ
ま
の
合
っ
た
夢
解
き
を
す
る
た
め
に
自
在
に
記

号
変
換
し
、夢
解
き
が
後
に
的
中
す
る
よ
う
に
随
意
に
記
号
変
換
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ふ
つ
う
の
ペ
テ
ン
師
に
は
こ
う
い
っ
た
芸
当
は
望
め
な
い
。
こ

の
種
の
占
い
は
相
当
に
豊
富
な
知
識
や
機
敏
な
頭
脳
の
持
ち
主
で
な
い
と
で
き
な

い
。
特
に
、
陰
陽
、
五
行
、
八
卦
な
ど
の
占
い
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

5 

解
字
法

解
字
法
は
ま
ず
夢
を
漢
字
の
筆
画
に
分
解
し
、
そ
れ
か
ら
筆
画
を
組
立
て
て
い

る
漢
字
を
も
と
に
、夢
の
意
味
を
解
釈
し
人
事
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
来
、

解
字
法
も
記
号
変
換
法
や
解
読
法
の
一
種
で
あ
る
。
た
だ
、
変
換
さ
れ
る
記
号
は

五
行
や
八
卦
な
ど
で
は
な
く
、
漢
字
の
筆
画
で
あ
る
点
が
異
な
る
。

解
字
法
に
よ
っ
て
夢
を
占
う
最
も
早
い
例
と
し
て
は
、
黄
帝
が
風
后
と
力
牧
を

夢
に
見
た
話
が
あ
る
。「
大
風
吹
き
天
下
の
塵
垢
皆
去
る
」
と
い
う
夢
か
ら
ま
ず

「
風
」
の
字
を
、
次
に
「
垢
、
土
を
去
ら
ば
、
后
在
り
」
よ
り
「
后
」
の
字
を
導

い
た
。
二
つ
を
合
わ
せ
る
と
、姓
が
風
で
名
が
后
と
い
う
人
名
に
な
る
。
人
が「
千

鈞
の
弩
を
執
り
、
羊
万
群
を
駆
る
」
と
い
う
夢
か
ら
、
ま
ず
「
力
」
の
字
を
、
次

に
「
羊
万
群
を
駆
る
」
よ
り
「
牧
」
の
字
を
導
い
た
。
二
つ
を
合
わ
せ
る
と
、
姓

が
力
で
名
が
牧
と
い
う
人
名
に
な
る〔
11
〕。
既
述
の
よ
う
に
、
こ
う
し
た
占
い
の
方

法
が
文
字
の
無
い
時
代
や
文
字
の
き
ま
り
が
定
ま
っ
て
い
な
い
時
代
に
あ
っ
た
は

ず
は
な
く
、戦
国
時
代
よ
り
前
に
遡
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。『
左
伝
』の「
止

戈
は
武
た
り
」
が
唯
一
の
例
で
あ
る
。
戦
国
の
諸
子
の
書
中
に
、「
自
営
は
私
（
厶
）

た
り
」、「
背
私
（
厶
）
は
公
た
り
」、「
十
を
推
し
て
一
に
合
は
せ
ば
土
と
為
る
」、

「
刀
の
井
を
守
る
は
刑
た
り
」
な
ど
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い（

9
）占
夢
家
が
解
字
法

に
よ
っ
て
夢
を
占
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
漢
字
を
分
解
し

て
解
釈
す
る
こ
と
が
世
間
で
流
行
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。

前
漢
の
経
学
家
が
儒
家
の
経
典
を
解
釈
す
る
の
に
、
好
ん
で
解
字
を
用
い
た
。

公
羊
学
家
の
董
仲
舒
は
、「
古
の
文
を
造
る
者
、
三
画
し
て
其
の
中
を
連
ね
て
之

を
王
と
謂
ふ
。
三
と
は
、
天
な
り
、
地
な
り
、
人
な
り
。
而
し
て
之
に
参
通
す
る

者
は
、
王
な
り
。
孔
子
曰
く
、『
一
の
三
を
貫
く
は
王
た
り
』
と
。」
と
言
っ
て

い
る（
10
）。
後
に
興
る
讖
緯
説
に
は
解
字
に
よ
る
大
量
の
讖
言
や
秘
密
め
い
た
こ
と

ば
が
見
ら
れ
る
。『
尚
書
中
侯
』
に
、「
卯
金
刀
の
帝
の
出
づ
る
は
、
復
た
堯
の
後

な
り
」
と
あ
る
。「
卯
金
刀
」
は
合
わ
せ
る
と
、
繁
体
字
の
「
劉
」
の
字
に
な
る
。

後
漢
許
慎
の
『
説
文
解
字
』
の
社
会
的
な
影
響
力
、
あ
る
い
は
社
会
の
文
化
的
要

因
な
ど
に
よ
っ
て
、「
解
字
」が
重
要
な
占
い
の
方
法
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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『
塵
談
』
に
よ
れ
ば
、
劉
邦
が
亭
長
だ
っ
た
頃
の
あ
る
夜
、
羊
を
追
い
か
け
て
羊

の
二
本
の
角
と
尾
が
抜
け
落
ち
た
夢
を
見
た
。
占
夢
者
は「
羊
に
角
と
尾
無
き
は
、

王
な
り
」
と
説
い
た
。
こ
れ
は
劉
秀
の
夢
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て

も
後
に
付
会
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。『
後
漢
書
』
蔡
茂
伝
に
、
蔡
茂
が
「
禾
を

失
な
ふ
夢
」
を
見
た
が
、「
失
禾
は
秩
た
り
」
よ
り
、
官
位
が
上
り
俸
禄
を
得
る

と
解
い
た
。

夢
占
い
に
お
い
て
解
字
法
が
最
も
普
及
し
た
の
は
晋
代
で
、
中
で
も
索

が
そ

の
代
表
者
で
あ
っ
た
。『
晋
書
』
郭
禹
伝
に
、
郭
禹
が
臨
終
に
「
夜
夢
に
青
龍
に

乗
り
て
天
に
上
り
、
屋
に
至
り
て
止
む
」、
そ
れ
を
自
分
で
占
っ
て
、「
屋
の
字
た

る
、
尸
上
よ
り
下
に
至
る
。
龍
飛
ん
で
屋
に
至
る
、
吾
其
れ
死
な
ん
」
と
言
っ
た
。

「
屋
」
の
字
を
分
解
し
て
「
尸
」
の
字
を
導
き
、
死
ぬ
日
が
ま
ぢ
か
な
の
を
覚
っ

た
の
で
あ
る
。
易
雄
伝
に
は
、
易
雄
が
「
夜
夢
に
車
に
乗
り
、
肉
を
其
の
旁
に
挂

く
る
」
の
を
自
ら
占
い
、「
肉
に
必
ず
筋
有
り
、
筋
は
斤
な
り
（
同
音
）。
車
の
旁

に
斤
有
る
、吾
其
れ
戮
せ
ら
れ
ん
か
」
と
言
っ
た
。
夢
の
中
か
ら
分
解
し
て
「
車
」

と
「
斤
」
の
二
字
を
導
い
た
が
、
そ
れ
ら
を
合
せ
れ
ば
「
斬
」
字
と
な
る
。「
王

濬
伝
」
に
「
刀
を
夢
み
る
」
話
が
あ
り
、
後
に
ほ
と
ん
ど
典
故
の
よ
う
に
用
い
ら

れ
て
い
る
。
王
濬
が
見
た
夢
は
、梁
の
上
に
四
本
の
刀
が
懸
か
っ
て
い
る
も
の
で
、

王
濬
は
不
愉
快
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。
主
簿
の
李
毅
は
、「
三
刀
は
州
を
為
す
（
隷

書
の
『
州
』
字
は
三
つ
の
『
刀
』
を
並
べ
た
形
に
近
い
）。
ま
た
、
一
を
『
益
』

す
と
は
、
明
府
其
れ
益
州
に
臨
ま
ん
か
」、
つ
ま
り
、
益
州
に
栄
転
す
る
だ
ろ
う

と
お
祝
い
の
こ
と
ば
を
述
べ
た
。
索

伝
に
、「
虜
」
脱
衣
し
て
「
男
」
と
為
り
、

狼
「
脚
」
を
食
ら
い
て
「
却
」
と
為
り
、
人
山
に
上
れ
ば
「
凶
」
を
為
し
、
内
中

の
人
は
「
肉
」
を
為
す
な
ど
の
占
い
の
例
が
あ
り
、
当
時
は
人
口
に
膾
炙
し
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。

隋
唐
時
代
に
も
解
字
法
が
大
い
に
流
行
し
た
。例
え
ば
、「
松
は
十
八
公
を
為
す
」

と
は
、
松
の
夢
を
見
た
者
は
十
八
年
後
に
三
公
の
位
に
至
る
と
い
う
も
の
（『
旧

唐
書
』
張
志
和
伝
）。
ま
た
、「
槐
は
木
旁
に
鬼
た
り
」
と
は
、
槐
の
夢
を
見
た
者

は
死
ん
で
鬼
と
な
る
と
い
う
も
の
（『
夢
占
逸
旨
』
字
画
篇
に
引
く
『
隋
書
』、
拓

抜
順
の
夢
）。
さ
ら
に
、「
失
は
牛
の
双
尾
を
為
す
」
と
は
、
二
つ
の
尾
が
あ
る
牛

の
夢
を
見
た
者
は
財
物
を
失
う
と
い
う
も
の
（『
朝
野
僉
載
』）。
中
で
も
、
隴
西

の
李
公
佐
が
謝
小
娥
の
た
め
に
夢
解
き
を
し
た
話
は
と
て
も
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
で
あ

る
。
謝
小
娥
の
夫
と
夫
の
父
は
商
売
に
出
て
い
て
不
幸
に
も
殺
さ
れ
た
。
父
は
夢

の
中
で
「
我
を
殺
す
者
は
、
車
中
の
猴
、
門
東
の
草
な
り
」
と
言
い
、
夫
も
夢
の

中
で
「
我
を
殺
す
者
は
、
禾
中
の
走
、
一
日
の
夫
な
り
」
と
言
っ
た
。
謝
小
娥
は

方
々
に
き
い
て
回
っ
た
が
そ
の
意
味
が
分
か
ら
ず
、
誰
が
犯
人
な
の
か
見
当
が
つ

か
な
か
っ
た
。
後
に
李
公
佐
が
ひ
そ
か
に
そ
の
意
味
を
教
え
た
。

　

  

車
中
の
猴
と
は
、
申
な
り
。
門
東
の
草
と
は
、
蘭
な
り
。
禾
中
の
走
と
は
、

田
を
穿
ち
て
走
る
、
亦
申
な
り
。
一
日
の
夫
と
は
、
春
な
り
。
是
れ
汝
の
父

を
殺
す
者
は
、
申
蘭
な
り
。
汝
の
夫
を
殺
す
者
は
、
申
春
な
り
。（「
謝
小
娥

伝
」）

「
車
」
中
に
は
「
申
」
字
が
あ
る
。
十
二
支
の
猴
は
「
申
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
車
中
の
猴
は
、
申
な
り
」
で
あ
る
。「
蘭
」
は
草
冠
で
、「
門
」
内
に
「
東
」
字

が
あ
る
。（「
東
」
は
「
柬
」
の
俗
字
）
し
た
が
っ
て
、「
門
東
の
草
は
、
蘭
な
り
」

で
あ
る
。「
禾
中
の
走
」
は
「
田
」
中
を
通
り
抜
け
る
意
味
、「
田
」
字
が
突
き
抜

け
た
ら
「
申
」
字
に
な
る
。「
一
日
の
夫
」
は
、
三
字
を
合
わ
せ
れ
ば
「
春
」
字

に
な
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
よ
り
、
二
人
の
犯
人
は
申
蘭
と
申
春
と
い
う
こ
と
が
分
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か
っ
た
。
李
公
佐
は
文
学
者
で
、
こ
の
話
は
彼
の
創
作
で
あ
る
が
、
真
実
か
否
か

に
関
わ
ら
ず
、
当
時
の
人
々
の
考
え
方
や
習
俗
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
占
い
は
後
々
ま
で
も
行
な
わ
れ
、「
聞
く
は
門
中
の
耳
」、「
毛
は
千

下
の
七
」
な
ど
、
筆
画
の
分
解
や
合
成
は
正
確
さ
に
欠
け
、
付
会
を
免
れ
な
い
。

6 

諧
音
法
（
同
音
法
）

諧
音
法
と
は
ま
ず
夢
の
内
容
と
同
音
の
字
形
や
音
声
を
取
り
上
げ
、
同
音
に

よ
っ
て
夢
の
意
味
を
解
釈
し
て
人
事
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
解

字
法
と
本
質
的
な
違
い
は
な
い
。
た
だ
、
夢
を
字
形
や
音
声
に
転
換
す
る
と
い
う

違
い
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
夢
の
ど
の
部
分
を
字
形
や
音
声
に
換
え

る
か
は
占
夢
者
の
ニ
ー
ズ
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。

前
に
引
い
た
『
詩
経
』（
小
雅
「
無
羊
」）
の
「
衆
と
維
れ
魚
と
は
、
実
に
維
れ

豊
年
な
り
」
も
、「
衆
魚
」
は
豊
年
の
象
徴
だ
け
で
な
く
、「
魚
多
」
と
「
余
多
」

と
が
同
音
で
あ
る
か
ら
、
余
る
ほ
ど
の
収
穫
と
い
う
意
味
に
も
な
る
。
今
で
も
農

村
に
見
ら
れ
る
年
画
に
余
る
ほ
ど
の
豊
作
を
意
味
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
こ
に

は
太
っ
た
子
ど
も
が
一
匹
の
大
き
な
鯉
を
抱
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
有
魚
」と「
有

余
」
と
が
同
音
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
、
先
秦
時
代
に
は
こ
う
し
た
諧
音

法
の
占
い
の
例
は
数
少
な
い
。

後
漢
に
許
慎
が
『
説
文
』
を
著
し
、
後
に
劉
煕
が
『
釈
名
』
を
著
し
た
。
訓
詁

の
面
か
ら
言
え
ば
、『
説
文
』
は
主
に
形
を
説
き
、『
釈
名
』
は
主
に
音
や
声
を
説

く
。
後
者
は
、
音
声
が
同
じ
か
近
い
字
に
よ
っ
て
字
義
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は

先
秦
以
来
の
成
果
に
も
と
づ
き
、
当
時
の
社
会
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
三
国

時
代
の
趙
直
は
夢
を
占
う
の
に
、「
桑
」
と
「
喪
」
と
が
同
音
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

桑
の
夢
を
不
吉
と
し
た〔
13
〕。
晋
の
索

は
「
火
」
と
「
禍
」
と
が
同
音
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
火
の
夢
を
見
た
ら
災
禍
を
被
る
と
し
た〔
14
〕。

六
朝
の
民
歌
に
お
い
て
も
、諧
音
法
は
芸
術
的
な
手
法
と
し
て
際
立
っ
て
い
た
。

「
蓮
」
と
「
憐
」、「
藕
」
と
「
偶
」、「
晴
」
と
「
情
」、「
芙
蓉
」
と
「
夫
容
」
な
ど
、

数
多
く
見
ら
れ
る
。
流
行
の
波
に
乗
り
、
あ
っ
と
い
う
間
に
占
夢
に
諧
音
法
が
頻

繁
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
後
世
の
雑
記
小
説
の
中
で
諧
音
法
に
よ
る
夢

占
い
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
は
数
多
い
。

『
葆
光
録
』
に
こ
ん
な
記
事
が
あ
る
。
張
司
直
が
病
気
に
な
っ
た
時
、
子
ど
も

を
孕
む
夢
を
見
て
と
て
も
気
分
を
悪
く
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
占
い
師
は
「
懐
孕
」

は
「
妊
娠
」
で
、「
妊
娠
」
と
「
壬
辰
」
と
は
同
音
だ
か
ら
、
あ
な
た
の
病
気
は

壬
辰
の
日
に
治
る
と
言
っ
た
。

『
青
箱
雑
記
』（
巻
三
）
に
所
載
の
話
。
李
文
定
は
立
派
な
ひ
げ
を
た
く
わ
え
て

い
た
が
、
殿
試
の
前
夜
に
ひ
げ
を
剃
ら
れ
て
し
ま
う
夢
を
見
て
と
て
も
不
安
だ
っ

た
。
省
試
の
状
元
は
劉
滋
で
あ
っ
た
が
、
占
い
師
は
、
ひ
げ
を
剃
る
と
は
「
剃
髭
」

で
「
剃
髭
」
と
「
替
滋
」
と
は
同
音
だ
か
ら
、
今
回
の
殿
試
の
状
元
は
あ
な
た
だ

と
解
い
た
。
同
書
に
は
ま
た
こ
ん
な
話
も
あ
る
。
馬
亮
は
江
寧
の
知
府
で
あ
っ
た

が
、
任
期
が
満
ち
た
頃
、
夜
に
舌
の
上
に
毛
が
生
え
る
夢
を
見
た
。
あ
る
僧
侶
が

占
い
、
舌
の
上
に
毛
が
生
え
て
は
剃
る
こ
と
も
で
き
な
い
、「
剃
不
得
」
と
「
替

不
得
」
と
は
同
音
だ
か
ら
、
あ
な
た
は
再
任
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
解
い
た
。

『
因
話
録
』（
巻
六
）
に
所
載
の
話
。
柳
宗
元
が
永
州
の
司
馬
か
ら
柳
州
の
刺
史

に
転
任
す
る
前
の
夜
、
柳
が
倒
れ
る
夢
を
見
た
が
、
こ
れ
を
占
っ
た
者
は
、「
夫

れ
生
れ
て
則
ち
柳
樹
と
為
り
、
死
し
て
則
ち
柳
木
と
為
る
。
木
は
牧
な
り
。
君
は

其
れ
柳
州
に
牧
た
ら
ん
か
」
と
言
っ
た
。

魏
晋
以
来
、
棺
木
の
「
棺
」
と
官
職
の
「
官
」
と
の
同
音
を
言
う
の
は
、
官
吏



中
国
古
代
の
占
夢
（
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七
六

の
間
で
も
庶
民
の
間
で
も
と
も
に
流
行
し
た
。「
将
に
官
に
涖の
ぞ

ま
ん
と
し
て
棺
を

夢
み
る
」
は
、『
世
説
』（
文
学
篇
）
に
も
『
晋
書
』（
殷
浩
伝
）
に
も
見
ら
れ
る
。

雑
記
中
の
こ
う
し
た
夢
占
い
の
例
は
さ
ら
に
多
い
。
例
え
ば
、
趙
良
器
が
十
一
個

の
棺
桶
を
夢
に
見
て
、十
一
の
官
職
を
歴
任
し
、中
書
の
位
に
ま
で
至
っ
た
話（『
定

命
録
』）、
あ
る
い
は
、
高
達
夫
が
多
く
の
棺
桶
が
あ
る
中
で
大
き
な
棺
桶
に
座
る

夢
を
見
て
、
長
史
か
ら
詹
事
に
昇
進
す
る
話
（
同
前
書
）、
ま
た
、
李
逢
吉
の
婢

女
の
夢
に
あ
る
人
が
現
れ
、
棺
桶
を
堂
の
中
に
運
ん
だ
。
そ
の
結
果
、
李
逢
吉
は

中
書
舎
人
と
な
っ
た
と
い
う
話
（『
紀
異
録
』）
な
ど
が
あ
る
。
現
存
の
『
夢
書
』

の
残
巻
や
佚
文
の
中
に
も
、
多
く
の
類
似
の
占
い
の
例
が
見
ら
れ
る
。

夢
に
棺
木
を
見
る
も
の
は
、
官
を
得
て
、
吉
な
り
。（『
敦
煌
遺
書
』
伯

３
１
０
５
）

夢
に
棺
槨
の
中
に
入
る
を
見
る
者
は
、
官
を
得
て
、
大
吉
な
り
。（『
敦
煌
遺

書
』
斯
６
２
０
）

夢
に
棺
木
を
見
る
も
の
は
、
民
更
に
官
を
遷
し
て
、
大
吉
な
り
。（
同
前
）

夢
に
棺
木
を
見
る
も
の
は
、
官
事
利
あ
り
。（
同
前
）

棺
材
は
民
間
で
は
略
し
て
「
材
」
と
呼
ば
れ
、「
材
」
と
「
財
」
と
が
同
音
で
あ

る
か
ら
大
吉
と
さ
れ
た
。
例
え
ば
、

夢
に
死
し
て
棺
槨
の
台
に
在
る
を
見
れ
ば
、
財
を
得
。（
同
前
）

夢
に
棺
の
死
人
を
照
ら
す
を
見
れ
ば
、
財
を
得
。（
同
前
）

棺
木
を
拝
す
る
を
夢
み
れ
ば
、
大
吉
に
し
て
、
財
を
得
。（
同
前
）

夢
に
棺
中
の
死
人
を
見
れ
ば
、
財
を
得
。（『
敦
煌
遺
書
』
伯
３
１
０
５
）

以
上
の
六
種
類
の
占
い
の
方
法
は
、
単
独
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
い

く
つ
か
を
組
み
合
せ
て
用
い
る
こ
と
も
あ
り
、
し
ば
し
ば
互
い
に
入
り
混
じ
り
影

響
し
あ
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
た
夢
占
い
の
例
か
ら
容
易
に

見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
は
述
べ
な
い
。

（
3
）
反
説

直
解
と
転
釈
と
を
比
べ
れ
ば
、
転
釈
の
方
が
よ
り
融
通
性
に
富
む
。
た
だ
、
夢

の
中
に
は
夢
の
内
容
と
後
の
結
果
と
が
反
対
に
な
る
場
合
が
あ
る
。
そ
ん
な
時
は

転
釈
も
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
る
の
は
難
し
い
。
夢
が
現
実
の
出
来
事
を
予
兆
す
る

も
の
だ
と
す
れ
ば
、
占
夢
者
は
こ
れ
を
「
反
兆
」
と
す
る
し
か
な
い
。
そ
こ
で
、

直
解
や
転
釈
以
外
に
、
反
説
と
い
う
占
夢
法
が
必
要
性
に
な
る
。

反
説
と
は
つ
ま
り
、
夢
を
逆
に
す
る
、
夢
を
反
対
に
解
釈
し
て
人
事
を
説
明
す

る
も
の
で
あ
る
。
占
夢
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
夢
に
は
「
反
夢
」
や
「
反
極
の
夢
」

が
あ
り
、「
極
め
て
相
反
す
る
を
造な

し
」、
あ
る
い
は
「
象
を
反
し
て
以
て
徴
す
」

と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
反
説
も
占
夢
の
方
法
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な

い
。お

そ
ら
く
人
々
は
夢
の
予
兆
と
人
事
と
が
逆
に
な
る
こ
と
が
あ
る
の
を
早
く
か

ら
気
が
つ
い
て
い
た
だ
ろ
う
。
一
部
の
少
数
民
族
は
、
反
説
に
よ
る
夢
占
い
を
早

く
か
ら
行
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
ヤ
オ
族
は
、
家
を
焼
く
夢
は
金
持
ち
に
な
る
予

兆
、
他
人
や
自
分
が
死
ぬ
夢
は
長
命
で
幸
福
に
な
る
予
兆
、
自
分
が
哭
く
夢
は
幸

運
の
予
兆
と
信
じ
て
い
る
。
チ
ン
ポ
ー
族
は
、
酒
を
飲
ん
だ
り
肉
を
食
べ
る
夢
は

凶
兆
で
、
近
所
か
村
に
死
人
が
出
る
予
兆
だ
と
信
じ
て
い
る（
11
）。
た
だ
、
こ
れ
ら

の
民
族
に
は
「
反
夢
」
と
い
う
こ
と
ば
も
な
く
、
ま
た
反
説
を
意
識
的
に
夢
占
い

の
方
法
と
し
て
い
た
の
で
も
な
い
。

先
秦
時
代
の
漢
民
族
が
反
説
に
よ
っ
て
夢
占
い
を
し
た
例
は
、
今
は
文
献
に
わ

ず
か
し
か
見
ら
れ
な
い
。『
荘
子
』
斉
物
論
篇
に
「
夢
に
酒
を
飲
む
者
は
、
旦
に
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し
て
哭
泣
し
、
夢
に
哭
泣
す
る
者
は
、
旦
に
し
て
田
猟
す
」
と
あ
る
。
た
だ
、
ど

う
し
て
そ
う
な
る
の
か
説
明
が
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
の
占
い
方
法
が
か
な
り
複
雑

な
た
め
だ
ろ
う
、
後
漢
時
代
に
な
っ
て
や
っ
と
反
夢
の
例
を
見
い
出
す
こ
と
が
で

き
る
。『
潜
夫
論
』
夢
列
篇
に
、

　

  

晋
の
文
公
、
城
濮
の
戦
に
於
て
、
楚
子
の
己
に
伏
し
て
其
の
腦
を
盬す
す

る
を
夢

み
る
は
、
本
よ
り
大
悪
な
り
。
戦
に
及
ん
で
、
乃
ち
大
い
に
勝
つ
。
此
れ
反

夢
を
謂
ふ
な
り
。（
本
書
附
録
一
、
新
校
）

と
あ
る
が
、
こ
の
夢
を
も
し
直
解
し
た
ら
、
大
悪
大
凶
に
な
る
は
ず
で
、
そ
れ
で

晋
の
文
公
は
お
び
え
た
の
だ
。
転
釈
を
用
い
た
と
し
て
も
、
誰
が
勝
ち
誰
が
負
け

る
か
を
説
明
す
る
の
は
難
し
い
。
晋
の
文
公
の
臣
下
に
子
犯
と
い
う
者
が
い
た
。

か
れ
は
「
反
説
」
を
用
い
、
こ
の
夢
は
凶
夢
で
な
い
ど
こ
ろ
か
吉
夢
と
い
う
べ
き

で
す
と
言
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
反
説
は
単
純
に
夢
を
逆
に
す
れ
ば
そ
れ
で
す
む
と

い
う
も
の
で
は
な
い
。
逆
に
、
占
い
の
理
論
を
説
明
し
な
け
れ
ば
、
夢
を
見
た
者

は
納
得
し
な
い
。
こ
こ
で
子
犯
の
夢
解
き
を
見
て
み
よ
う
。

　

  

吉
な
り
。
我
は
天
を
得
て
、
楚
は
其
の
罪
に
伏
し
、
吾
は
且
つ
之
を
柔
に
す
。

（『
左
伝
』
僖
公
二
八
年
）

子
犯
の
解
釈
は
こ
う
で
あ
る
。
夢
の
中
で
晋
の
文
公
は
楚
子
に
よ
っ
て
地
上
に
押

し
倒
さ
れ
た
が
、
文
公
は
仰
向
け
で
天
を
向
い
て
い
る
、
だ
か
ら
「
天
を
得
」
る

と
い
う
意
味
。
ま
た
、
楚
子
は
文
公
の
か
ら
だ
に
覆
い
か
ぶ
さ
っ
て
は
い
る
が
、

顔
を
地
面
に
向
け
て
い
る
の
は
「
罪
有
る
」
の
意
味
。
ま
た
、
楚
子
が
歯
で
文
公

の
脳
を
か
ん
だ
の
は
、
所
謂
、
柔
よ
く
剛
を
制
す
る
と
い
う
意
味
。
焦
循
は
『
素

問
』
の
注
に
よ
り
、
脳
髄
は
「
陰
柔
、
故
に
子
犯
言
ふ
、『
吾
且
つ
之
を
柔
に
す
』

と
。
彼
来
て
我
を
盬
る
に
歯
を
用
ふ
。
歯
は
剛
な
り
。
我
は
脳
を
以
て
之
を
承
け
、

是
を
以
て
其
の
剛
を
柔
に
す
、
故
に
曰
く
、『
之
を
柔
に
す
』
と
。」
し
た
が
っ
て
、

子
犯
は
我
々
が
必
ず
勝
つ
だ
ろ
う
と
説
い
た
と
す
る〔
15
〕。
彼
が
こ
こ
で
象
徴
法
を

用
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
全
体
的
に
は
反
説
の
方
法
を
用
い
て
い
る
。

漢
魏
以
降
、
反
説
を
用
い
た
夢
占
い
は
ま
す
ま
す
増
加
し
て
い
く
。『
南
史
』

沈
慶
之
伝
に
、
沈
慶
之
が
皇
帝
の
儀
仗
隊
を
率
い
て
厠
に
行
く
夢
を
見
て
、
と
て

も
い
や
な
気
分
に
な
っ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、当
時
の「
占
夢
を
善
く
す
る
者
」は
、

あ
な
た
は「
必
ず
大
い
に
富
貴
と
な
ら
ん
」と
説
い
た
。『
北
斉
書
』李
元
忠
伝
に
、

李
元
忠
が
出
仕
す
る
直
前
に
、手
に
松
明
を
持
ち
父
親
の
墓
穴
に
入
る
夢
を
見
て
、

驚
い
て
真
夜
中
に
目
が
覚
め
た
。
し
か
し
、そ
れ
を
聞
い
た
彼
の
師
は
占
っ
て「
大

吉
」
と
し
た
。
斉
梁
時
代
の
学
士
の
蕭
琛
は
こ
う
し
た
反
兆
の
夢
を
「
反
中
詭
遇
」

と
称
し
た（
12
）。
彼
は
『
左
伝
』
か
ら
二
例
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
趙
簡
子
の

夢
に
童
子
が
歌
舞
す
る
の
を
解
い
て
、
呉
が
郢え
い

に
侵
入
す
る
予
兆
と
し
た
話
。
さ

ら
に
、
小
臣
が
景
公
を
背
負
っ
て
天
に
昇
る
夢
を
見
て
、
殉
死
し
て
し
ま
う
結
果

と
な
っ
た
話
で
あ
る〔
16
〕。

宋
の
蘇
軾
の
『
物
類
相
感
志
』
に
、
夢
は
「
或
は
翻
倒
し
て
象
を
成
せ
ば
、
則

ち
亡
者
を
号
泣
す
る
は
、却
つ
て
官
を
拝
し
爵
を
受
く
る
の
応
を
得
ん
」
と
あ
る
。

宋
明
時
代
の
雑
記
小
説
に
は
よ
く
こ
う
し
た
夢
占
い
の
例
が
集
め
ら
れ
引
用
さ
れ

て
い
る
。『
太
平
広
記
』（
巻
二
九
七
）
に
引
く
『
紀
聞
』
に
、
晋
陽
の
あ
る
人
が

虎
に
噛
ま
れ
る
夢
を
見
た
が
、
そ
の
母
は
、「
人
言
へ
ら
く
、
夢
に
死
す
れ
ば
生

を
得
ん
と
。
夢
想
の
顛
倒
す
る
が
故
な
り
」
と
言
っ
た
と
あ
る
。『
説
郛
』（
巻

三
二
）
海
山
記
に
、
隋
の
煬
帝
が
牛
慶
児
の
た
め
に
夢
解
き
を
し
て
、「
夢
に
死

す
れ
ば
生
を
得
ん
」
と
言
っ
た
と
あ
る
。『
拍
案
驚
奇
』
二
刻
（
巻
一
九
）
に
も
、

「
夢
是
反
的
、
夢
福
得
禍
、
夢
笑
得
哭
」
と
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
夢
を
逆



中
国
古
代
の
占
夢
（
三
）

七
八

に
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、反
対
に
な
る
夢
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

ど
ん
な
夢
が
反
対
に
な
る
の
か
は
占
夢
者
次
第
で
あ
る
。陳
士
元『
夢
占
逸
旨
』（
感

変
篇
）
は
「
反
夢
」
を
称
し
て
「
反
極
の
夢
」
と
し
、
理
論
的
に
帰
納
し
よ
う
と

試
み
て
い
る
。

　

  

何
を
か
反
極
と
謂
ふ
。
親
姻
燕
会
有
ら
ば
、
則
ち
哭
泣
を
夢
み
、
哭
泣
口
舌

争
訟
有
ら
ば
、
則
ち
歌
舞
を
夢
み
、
寒
け
れ
ば
則
ち
暖
を
夢
み
、
饑
う
れ
ば

則
ち
飽
く
を
夢
み
、
病
め
ば
則
ち
医
者
を
夢
み
、
憂
孝
な
ら
ば
則
ち
赤
衣
絳

袍
を
夢
み
、慶
賀
な
れ
ば
則
ち
麻
苴し

ょ

凶
服
を
夢
み
る
。
此
れ
反
極
の
夢
な
り
。

其
の
類
は
推
す
べ
き
な
り
。

歴
代
の
夢
書
の
残
巻
中
、
そ
の
か
な
り
の
部
分
は
反
説
に
よ
っ
て
夢
の
吉
凶
を

占
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
死
傷
者
を
夢
に
見
た
ら
、
死
傷
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、

財
を
得
た
り
長
生
き
す
る
予
兆
で
あ
っ
た
り
す
る
。

夢
に
斬
傷
し
て
出
血
す
る
を
見
れ
ば
、
大
吉
な
り
。（『
敦
煌
遺
書
』
斯
６
２
０
）

夢
に
刀
の
傷
つ
く
所
と
為
れ
ば
、
大
吉
に
し
て
、
財
を
得
。（
同
前
）

夢
に
人
に
縛
せ
ら
る
る
を
見
れ
ば
、
大
吉
な
り
。（『
敦
煌
遺
書
』
伯
３
２
８
１
）

夢
に
身
の
死
す
る
を
見
れ
ば
、
必
ず
長
命
な
り
。（『
敦
煌
遺
書
』
斯
６
２
０
、

伯
３
２
８
１
）

ま
た
、
夢
に
哭
泣
す
る
の
を
見
た
者
は
、
災
禍
に
遇
わ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
お
め

で
た
い
こ
と
が
あ
る
予
兆
と
さ
れ
た
。

夢
に
哭
す
る
を
見
れ
ば
、
余
慶
、
善
事
有
り
。（『
敦
煌
遺
書
』
斯
６
２
０
）

夢
に
人
の
行
哭
す
る
を
見
れ
ば
、
殀
魅
除
か
れ
、
吉
利
な
り
。（
同
前
）

夢
に
哭
泣
す
る
を
見
れ
ば
、
善
事
有
り
。（
同
前
）

夢
に
哭
泣
す
る
を
見
れ
ば
、
慶
賀
の
事
有
り
。（『
敦
煌
遺
書
』
伯
３
２
８
１
）

ま
た
、
夢
に
汚
い
物
を
見
た
ら
、
病
気
に
な
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、
財
を
得
る
予

兆
だ
っ
た
り
す
る
。

夢
に
糞
汚
の
衣
を
見
れ
ば
、
財
を
得
。（『
敦
煌
遺
書
』
斯
６
２
０
）

夢
に
厠
所
を
見
れ
ば
、
亦
財
を
得
。（
同
前
）

夢
に
衣
衫
を
汚
せ
ば
、
財
を
得
。（『
敦
煌
遺
書
』
伯
３
２
８
１
）

夢
に
厠
に
陥
ち
衣
を
汚
す
を
見
れ
ば
、
財
を
得
。（
同
前
）

そ
の
他
、虎
に
驚
く
夢
を
見
れ
ば
大
吉
（『
敦
煌
遺
書
』
斯
６
２
０
）、虎
に
乗
っ

て
行
く
夢
を
見
た
ら
大
吉
（
同
前
）、
家
に
火
が
燃
え
移
る
夢
を
見
た
ら
大
金
持

ち
に
な
り（
同
前
）、家
が
火
に
焼
か
れ
る
夢
を
見
た
ら
め
で
た
い
こ
と
が
あ
り（
同

前
）、
流
血
す
る
夢
は
昇
進
す
る
吉
夢
（『
敦
煌
遺
書
』
伯
３
２
８
１
）、
病
気
に

な
る
夢
を
見
た
ら
喜
ば
し
い
こ
と
が
あ
る
な
ど
（
同
前
）、
こ
う
し
た
夢
は
い
く

ら
で
も
あ
る
。　

夢
を
占
う
の
に
、
あ
る
時
は
直
解
を
用
い
、
ま
た
あ
る
時
は
反
説
を
用
い
、
占

夢
者
は
す
べ
て
思
い
通
り
に
事
を
運
ぶ
の
で
、
ま
す
ま
す
占
夢
の
神
秘
性
を
高
め

る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
人
が
こ
ん
な
疑
い
を
も
つ
の
も
肯
け
る
。「
夫
れ
夢
に
好よ

き

こ
と
を
見
れ
ば
即
ち
吉
、
悪
な
れ
ば
即
ち
憂
ふ
（
直
解
）。
智
者
（
占
夢
者
）
の
指

し
て
之
を
解
き
、
悪
夢
は
即
ち
吉
（
反
説
）
と
す
る
は
若
何
。
何
の
愚
人
か
之
が

好
き
夢
と
説
く
に
、
変
じ
て
凶
と
為
さ
る
る
か
」
と
。（『
敦
煌
遺
書
』
伯
３
９
０
８

序
）
宋
代
の
秦
観
の
詩
に
も
、「
世
に
伝
ふ
凶
を
夢
み
れ
ば
常
に
吉
を
得
、
神
物

戯
人
良ま

こ
とに
旨
有
り
」
と
詠
じ
る（
13
）。
も
と
も
と
、
夢
は
神
霊
や
鬼
神
が
人
に
与
え

る
啓
示
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
な
ぜ
あ
る
時
は
直
解
し
、
ま
た
あ
る
時
に
は
反
説
す

る
の
か
、
ま
っ
た
く
お
ふ
ざ
け
も
い
い
と
こ
ろ
だ
。

西
洋
に
お
け
る
古
代
の
占
夢
の
情
況
に
つ
い
て
の
体
系
的
な
研
究
は
な
い
。
た
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だ
、
理
論
的
に
考
え
て
、
直
解
、
転
釈
、
反
説
の
三
つ
の
方
法
を
超
え
る
方
法
は

考
え
ら
れ
な
い
。
西
洋
の
諺
に
も
「
夢
は
逆
に
な
る
」、「
夜
に
見
る
夢
は
昼
の
事

と
は
逆
に
な
る
」
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
反
説
で
あ
る（
14
）。
い
か
に

転
釈
す
る
か
と
い
う
具
体
的
な
占
い
の
方
法
は
、
世
の
東
西
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ

多
少
の
相
違
が
見
ら
れ
よ
う
が
、
そ
れ
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
違
い
と
い
え
よ
う
。

（
三
）
占
夢
家
の
遁
辞
と
付
加
条
件

夢
を
占
う
に
は
、
直
解
、
転
釈
、
反
説
な
ど
、
必
要
に
応
じ
て
ど
れ
を
用
い
て

も
よ
い
。
こ
こ
に
占
夢
者
の
融
通
性
が
最
大
限
に
発
揮
さ
れ
る
。
し
か
し
、
融
通

性
を
は
た
ら
か
せ
て
も
、
必
ず
し
も
的
中
す
る
保
証
は
な
い
。
事
実
、
歴
代
の
占

夢
を
見
れ
ば
、
当
た
っ
た
も
の
は
少
な
く
、
は
ず
れ
た
も
の
は
多
い
。
宋
代
の
類

書
『
太
平
御
覧
』
に
は
「
応
夢
」
の
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
こ
に

収
録
さ
れ
た
応
夢
は
わ
ず
か
数
十
条
に
す
ぎ
な
い
。
後
世
の
収
集
に
よ
っ
て
も
、

何
百
と
か
何
千
の
数
に
す
ぎ
な
い
。
一
方
、
古
今
に
わ
た
る
人
々
の
夢
は
何
億
何

兆
に
上
る
の
か
検
討
も
つ
か
な
い
。

な
ら
ば
な
ぜ
占
夢
が
通
常
、
的
中
す
る
よ
り
も
は
ず
れ
る
こ
と
が
多
い
の
か
。

そ
れ
は
、
占
夢
自
体
が
曖
昧
で
虚
偽
と
欺
瞞
の
要
素
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
主
な

原
因
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
占
夢
者
は
こ
の
点
に
つ
い
て
認
め
よ
う
と

は
し
な
い
。
占
い
が
は
ず
れ
る
の
は
、
夢
を
見
た
者
と
占
っ
た
者
の
両
者
に
原
因

が
あ
る
と
、
か
れ
ら
は
考
え
て
い
る
か
ら
だ
。『
潜
夫
論
』
夢
列
篇
は
、
以
下
の

よ
う
に
記
す
。

　

  

今
一
寝
の
夢
、
或
は
屡
ば
遷
化
し
、
百
物
代
々
至
り
て
、
其
の
主
は
之
を
究

め
道い

ふ
能
は
ず
、
故
に
占
者
に
中
ら
ざ
る
こ
と
有
る
な
り
。
此
れ
占
の
罪
に

非
ざ
る
な
り
、
乃
ち
夢
み
る
者
の
過
な
り
。
或
は
其
の
夢
は
審
な
り
、
而
れ

ど
も
占
者
は
類
を
連
ね
観
を
伝
ふ
能
は
ず
、
故
に
其
の
夢
の
験
ぜ
ざ
る
こ
と

有
る
な
り
。
此
れ
書
の
陋
に
非
ず
、
乃
ち
説
の
過
ち
な
り
。（
本
書
附
録
一
、

新
校
）

夢
を
見
た
本
人
は
、
一
夜
の
う
ち
に
前
に
見
た
夢
と
後
に
見
た
夢
と
が
絶
え
ず
変

化
す
る
の
で
、は
っ
き
り
と
言
い
表
せ
な
い
。
は
っ
き
り
と
言
い
表
せ
な
け
れ
ば
、

占
っ
て
も
当
た
ら
な
い
の
は
当
然
だ
か
ら
、
占
っ
た
者
を
責
め
る
道
理
は
な
い
。

占
っ
た
者
が
、
夢
書
を
弾
力
的
に
運
用
で
き
な
け
れ
ば
、
占
っ
て
も
当
た
ら
な
い

の
は
当
然
で
、夢
書
を
責
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
が
王
符
の
主
張
で
あ
る
。

し
か
し
、
仮
に
夢
を
見
た
者
が
そ
の
夢
を
は
っ
き
り
と
述
べ
、
占
う
者
が
弾
力

的
に
理
解
し
運
用
し
た
と
し
て
、
占
い
が
必
ず
的
中
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

そ
う
と
は
限
ら
な
い
だ
ろ
う
。
占
い
が
は
ず
れ
る
情
況
に
置
か
れ
た
占
夢
者
は
、

適
当
に
ご
ま
か
そ
う
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
遁
辞
を
用
意
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
極

め
付
き
の
例
を
二
つ
。

そ
の
一
、人
に
よ
っ
て
夢
の
と
お
り
に
な
っ
た
り
な
ら
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
。

も
し
、
あ
な
た
の
夢
を
占
っ
て
そ
れ
が
は
ず
れ
た
ら
、
そ
れ
は
夢
を
見
た
あ
な
た

が
特
殊
な
人
だ
っ
た
か
ら
だ
。
王
符
は
そ
れ
を
「
人
夢
」
と
称
し
て
い
る
。

　

  

同
じ
事
も
、
貴
人
之
を
夢
み
れ
ば
即
ち
祥
を
為
し
、
賤
人
之
を
夢
み
れ
ば
即

ち
妖
（
殃
）
を
為
し
、
君
子
之
を
夢
み
れ
ば
即
ち
栄
を
為
し
、
小
人
之
を
夢

み
れ
ば
即
ち
辱
を
為
す
。（
本
書
附
録
一
、『
潜
夫
論
・
夢
列
』
新
校
）

後
に
、
陳
士
元
も
こ
の
考
え
を
推
し
進
め
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

  

帝
王
に
帝
王
の
夢
有
り
、
聖
賢
に
聖
賢
の
夢
有
り
、
輿
台
廝
僕
に
、
輿
台
廝

僕
の
夢
有
り
。
窮
通
虧
益
、
各
々
其
の
人
に
縁よ

る
。
凶
人
に
吉
夢
有
り
、
吉
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と
雖
も
亦
た
凶
、
吉
の
幸
す
べ
か
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
吉
人
に
凶
夢
有
り
、
凶

と
雖
も
亦
吉
、
凶
猶
ほ
避
く
べ
け
れ
ば
な
り
。（『
夢
占
逸
旨
』
古
法
篇
）

夢
を
見
た
者
の
社
会
的
な
地
位
や
職
業
な
ど
に
よ
っ
て
、
同
じ
夢
を
見
て
も
そ

れ
ぞ
れ
の
意
味
合
い
が
異
な
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
と
夢
が
当
た

る
か
否
か
と
は
別
問
題
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
あ
な
た
の
夢
自
体
は
吉

夢
で
も
、
あ
な
た
の
地
位
が
低
く
、
あ
る
い
は
あ
な
た
が
「
凶
人
」
だ
か
ら
、
そ

れ
で
吉
の
結
果
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
反
対
に
、
あ
な
た
の
夢
自
体

は
凶
夢
で
も
、
あ
な
た
の
地
位
が
高
く
、
あ
る
い
は
あ
な
た
が
「
吉
人
」
だ
か
ら
、

そ
れ
で
凶
の
結
果
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
凶
夢
が
凶
の
結
果
に
な
ら

な
い
の
は
い
い
に
し
て
も
、
吉
夢
が
吉
の
結
果
に
な
ら
な
い
責
任
が
、
夢
を
見
た

者
に
押
し
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
二
、
そ
の
人
が
誠
実
か
否
か
に
よ
り
、
夢
の
と
お
り
に
な
っ
た
り
な
ら
な

か
っ
た
り
す
る
こ
と
。
占
夢
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
占
夢
は
神
意
を
示
す
と
い
う
き

わ
め
て
神
秘
的
な
も
の
で
、
軽
々
し
く
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
。
夢
列
篇
に
、「
唯

だ
其
の
時
に
精
誠
の
感
薄
す
る
所
、
神
霊
の
告
ぐ
る
所
有
ら
ば
、
乃
ち
占
ふ
べ
き

の
み
」（
本
書
附
録
一
、
新
校
）
と
あ
る
。
こ
と
ば
を
換
え
れ
ば
、
夢
占
い
に
は

誠
実
さ
が
求
め
ら
れ
、
誠
な
ら
ば
則
ち
霊
に
、
誠
な
ら
ば
則
ち
験
ず
で
あ
る
。
あ

な
た
の
夢
を
占
っ
て
そ
れ
が
は
ず
れ
た
な
ら
、
そ
れ
は
あ
な
た
の
心
に
誠
実
さ
が

な
か
っ
た
か
ら
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
占
い
が
は
ず
れ
た
責
任
は
、
夢
を
見
た

者
に
押
し
つ
け
ら
れ
る
の
だ
。
誠
実
か
否
か
は
心
の
問
題
で
、
目
に
見
え
な
い
、

だ
か
ら
、
か
れ
（
占
う
者
）
は
あ
な
た
（
夢
を
見
た
者
）
の
心
に
誠
実
さ
が
足
り

な
い
か
ら
だ
と
言
い
張
る
の
だ
が
、
あ
な
た
は
反
駁
し
よ
う
が
な
い
。

無
論
、
占
夢
者
は
や
む
を
得
ず
そ
う
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
言
い
逃
れ

を
好
き
こ
の
ん
で
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
も
い
つ
も
な
ん
と
か
し
て
占

い
が
当
た
る
よ
う
に
方
法
を
考
え
て
は
い
る
の
だ
。
そ
れ
で
彼
ら
は
占
夢
に
多
く

の
付
加
条
件
を
付
け
る
こ
と
に
な
る
。『
夢
占
逸
旨
』（
古
法
篇
）
は
こ
れ
を
、「
夢

に
五
不
占
有
り
、
占
に
五
不
験
有
り
」
と
説
明
し
て
い
る
。

「
五
不
占
」
と
は
、
夢
を
見
た
者
に
対
す
る
条
件
で
あ
る
。

そ
の
一
。「
神
魂
未
だ
定
ま
ら
ず
し
て
夢
み
る
者
は
占
は
ず
」。
陳
士
元
は
輔
広

の
説
を
引
き
、
先
王
の
占
夢
は
「
謹
ん
で
天
人
の
際
を
致
し
」
た
、
而
る
に
後
世

で
は
多
く
の
人
が
日
中
は
ぼ
ん
や
り
し
て
い
て
、
自
分
が
何
を
し
て
い
る
の
か

は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
れ
で
そ
の
中
の
出
来
事
の
い
く
つ
か
が
夢
に
現
れ
て
も
一

層
混
乱
す
る
の
が
お
ち
で
あ
る
。
夢
を
見
て
い
る
者
は
「
神
魂
未
だ
定
ま
ら
ず
」

な
の
で
、
こ
の
夢
は
ま
だ
「
天
人
の
感
応
」
が
起
こ
っ
て
お
ら
ず
、
神
意
の
啓
示

も
な
い
の
で
占
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
と
え
そ
の
夢
に
あ
る
徴
候
が
見
え
た
と

し
て
も
、「
迂
回
隠
約
」
し
て
、
後
で
振
り
返
っ
て
そ
の
夢
の
意
味
を
推
し
測
る

こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
の
二
。「
妄
慮
し
て
夢
み
る
者
は
占
は
ず
」。「
妄
慮
」
と
は
、
白
昼
の
妄
想
。

こ
の
妄
想
は
神
霊
や
鬼
神
と
は
関
係
が
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
夢
に
見
て
も
人
事
の

徴
候
と
は
考
え
な
い
と
い
う
も
の
。
け
れ
ど
も
、
周
宣
が
、「
夢
は
意
な
る
の
み
、

苟
く
も
以
て
言
に
形あ

ら

は
せ
ば
、便
ち
吉
凶
を
占
ふ
」
と
言
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

陳
士
元
が
こ
れ
を
ど
う
解
釈
し
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。

そ
の
三
。「
寤さ

め
て
凶
阨
な
る
を
知
る
者
は
占
は
ず
」。「
寤
め
て
凶
阨や
く

な
る
を

知
る
」
と
は
、
つ
ま
り
、
夢
を
見
た
者
が
覚
め
て
か
ら
自
分
で
そ
の
夢
が
凶
悪
で

災
禍
を
被
る
と
悟
っ
た
こ
と
を
言
う
。
自
分
で
凶
悪
だ
と
知
っ
た
と
す
れ
ば
、
既

に
自
分
で
自
分
の
夢
を
占
っ
た
こ
と
に
な
る
。
自
分
で
占
っ
た
な
ら
、
も
う
こ
れ
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以
上
占
う
必
要
は
な
い
。
な
ぜ
か
。
陳
士
元
が
引
く
『
左
伝
』
の
杜
注
に
、「『
伝
』

は
数し
ば

ゝ
夢
を
占
ふ
を
戒
む
」
と
あ
る〔
17
〕。「
数
ゝ
占
ふ
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

「
数
ゝ
占
ふ
」
は
お
そ
ら
く
占
う
た
び
に
そ
の
結
果
が
異
な
る
こ
と
を
い
う
の
だ

ろ
う
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
神
意
は
曖
昧
に
な
り
、
神
霊
に
対
し
て
も
不
敬
で

は
な
い
か
。
実
際
、
一
般
の
人
た
ち
は
自
分
が
見
た
夢
か
ら
あ
る
漠
然
と
し
た
予

感
を
得
る
だ
け
で
、占
夢
者
や
占
夢
に
通
じ
た
者
だ
け
が
「
寤
め
て
吉
凶
を
知
る
」

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
の
四
。「
寐
中
に
撼

へ
い

し
て
夢
未
だ
終
ら
ざ
る
者
は
占
は
ず
」。「
寐
中
に
撼

」

す
る
と
は
、
夢
を
見
て
い
る
時
に
、
大
き
な
音
を
聞
い
た
り
人
に
激
し
く
推
さ
れ

た
り
し
て
、
夢
の
途
中
で
目
が
覚
め
る
こ
と
を
い
う
。
こ
う
し
た
夢
も
占
う
こ
と

は
で
き
な
い
。

そ
の
五
。「
夢
に
終
始
有
れ
ど
も
、覚
め
て
其
の
半
を
失
ふ
者
は
占
は
ず
」。「
寐

中
に
撼

」
す
れ
ば
、
そ
の
夢
に
は
始
め
は
あ
っ
て
も
終
り
が
な
い
。
覚
め
て
か

ら
夢
の
結
末
し
か
憶
え
て
い
な
け
れ
ば
、
終
り
あ
れ
ど
も
始
め
な
し
で
あ
る
。
と

に
か
く
、
夢
の
前
後
が
完
全
で
な
け
れ
ば
占
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。

客
観
的
に
見
て
、「
五
不
占
」
の
第
四
と
第
五
は
理
屈
が
と
お
っ
て
い
な
く
は

な
い
。
た
だ
、
第
一
、二
、三
は
占
夢
者
が
用
意
し
た
逃
げ
道
に
す
ぎ
な
い
。
う
ま

く
占
え
な
い
と
か
自
信
が
な
い
場
合
に
は
、
上
記
の
条
件
に
従
っ
て
占
う
の
を
拒

否
す
れ
ば
、
占
い
が
は
ず
れ
る
こ
と
は
な
い
。

「
五
不
験
」
と
は
占
夢
者
に
対
す
る
要
求
で
あ
る
。

そ
の
一
。「
そ
の
本
原
に
昧く

ら

き
者
は
、
験
ぜ
ず
」。「
そ
の
本
原
に
昧
き
」
と
は
、

夢
が
神
意
の
啓
示
で
あ
り
神
霊
や
鬼
神
に
よ
っ
て
生
れ
る
と
い
う
こ
と
を
占
夢
者

が
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
を
い
う
。こ
の
よ
う
な
人
は
占
夢
を
理
解
し
て
お
ら
ず
、

ま
た
信
じ
て
も
い
な
い
「
し
ろ
う
と
」
で
、
だ
か
ら
占
っ
て
も
当
た
ら
な
い
。

そ
の
二
。「
術
業
専
ら
な
ら
ざ
る
者
は
、
験
ぜ
ず
」。
占
夢
の
方
法
を
全
く
知
ら

な
い
と
か
少
し
し
か
知
ら
な
い
、
そ
ん
な
占
夢
に
精
通
し
て
い
な
い
者
が
他
人
の

夢
を
占
っ
て
も
、
そ
れ
は
当
た
ら
な
い
。

そ
の
三
。「
精
誠
未
だ
至
ら
ざ
る
者
は
、
験
ぜ
ず
」。
夢
を
見
た
者
は
誠
実
な
心

で
夢
を
占
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
占
夢
者
も
誠
実
な
心
で
夢
を
占
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

誠
実
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
「
神
に
通
じ
る
」
こ
と
が
で
き
、「
神
に
通
じ
」
て
は

じ
め
て
夢
を
占
い
そ
の
意
味
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
た
と

え
技
術
を
知
っ
て
い
て
も
当
た
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
一
体
、
か
れ
ら
が
誠
実
な

の
か
不
誠
実
な
の
か
、「
神
に
通
じ
」
て
い
る
の
か
騙
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
ら

は
彼
ら
の
み
ぞ
知
る
だ
。

そ
の
四
。「
遠
き
を
削
り
て
近
き
と
為
す
者
は
、
験
ぜ
ず
」。「
遠
き
を
削
り
て

近
き
と
為
す
」
と
は
『
漢
書
』
芸
文
志
・
数
術
略
に
、「
道
の
乱
る
る
や
、
患
ひ

は
小
人
に
し
て
強
い
て
天
道
を
知
ら
ん
と
欲
す
る
者
よ
り
出
で
、
大
を
壊
し
て
以

て
小
と
為
し
、
遠
き
を
削
り
て
以
て
近
き
と
為
し
、
是
を
以
て
道
術
破
砕
し
て
知

り
難
し
」
と
あ
る
の
に
も
と
づ
き
、
占
夢
の
「
大
道
」
を
知
ら
ず
、
小
手
先
の
わ

ざ
を
弄
す
る
輩
を
い
う
も
の
。
そ
の
四
は
、
こ
れ
ま
で
の
三
条
を
総
合
し
た
内
容

に
な
っ
て
い
る
。「
そ
の
本
原
に
昧
」
け
れ
ば
「
大
道
」
を
知
る
は
ず
も
な
い
し
、

「
術
業
に
精
な
ら
ざ
」
れ
ば
、
小
手
先
の
わ
ざ
を
弄
す
る
ほ
か
な
い
。
ま
た
、「
大

道
」
を
知
ら
ず
に
小
手
先
の
わ
ざ
を
弄
す
る
の
は
、
誠
実
さ
に
欠
け
る
か
ら
で
、

こ
れ
で
は
占
っ
て
も
当
た
る
は
ず
も
な
い
。

そ
の
五
。「
両
端
に
依
違
す
る
者
は
、
験
ぜ
ず
」。「
両
端
に
依
違
す
る
」
と
は
、

同
じ
夢
を
解
き
な
が
ら
、
前
後
相
矛
盾
す
る
こ
と
を
い
う
。
夢
を
見
た
者
の
ご
機
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嫌
を
取
ろ
う
と
し
て
吉
夢
と
言
っ
た
か
と
思
え
ば
、
人
を
欺
い
て
凶
夢
と
言
っ
た

り
す
る
も
の
。
占
夢
の
吉
凶
が
不
確
か
な
の
に
、
ど
う
し
て
そ
の
占
い
が
当
た
る

は
ず
が
あ
ろ
う
か
。

「
五
不
験
」
は
、
占
夢
者
に
対
す
る
厳
し
い
要
求
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実

際
は
退
歩
と
見
せ
な
が
ら
前
進
を
も
く
ろ
む
も
の
で
、
占
夢
家
た
ち
の
占
い
が
当

た
ら
な
い
こ
と
を
言
う
も
の
の
、
占
夢
そ
の
も
の
を
全
く
の
迷
信
と
き
め
つ
け
る

の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
占
夢
家
の
占
い
が
当
た
ら
な
い
の
は
そ
の
占
夢
家
の
責

任
で
、
占
夢
自
体
が
神
聖
で
霊
験
の
あ
る
の
は
疑
い
よ
う
も
な
い
と
す
る
の
だ
。

既
述
の
遁
辞
と
付
加
条
件
の
ほ
か
に
、
占
夢
者
は
い
つ
も
占
い
の
結
末
を
曖
昧

に
し
融
通
性
を
も
た
せ
る
。
占
い
の
結
果
が
明
確
で
あ
っ
て
も
、「
的
中
」
す
る

時
間
や
場
所
に
大
き
な
幅
を
も
た
せ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
趙
直
は
「
角
字
は

刀
下
に
用
な
り
。
其
れ
凶
な
る
こ
と
甚
だ
し
」
と
言
い
な
が
ら
、
凶
と
な
る
時
間

と
場
所
に
は
触
れ
て
い
な
い〔
18
〕。
周
宣
も
「
後
宮
に
当
に
暴に
わ
かに
死
ぬ
者
有
る
べ
し
」

と
言
っ
て
、
場
所
を
限
定
し
た
も
の
の
、
そ
の
時
間
は
限
定
し
て
い
な
い
。
芻す

う

狗く

の
夢
を
三
度
占
い
な
が
ら
、
具
体
的
な
時
間
を
限
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た〔
19
〕。

こ
の
よ
う
に
、
数
ヶ
月
も
半
年
も
結
果
が
現
れ
な
く
て
も
、「
ま
だ
そ
の
時
に
な
っ

て
い
な
い
の
だ
」
と
す
ま
し
て
い
ら
れ
る
の
だ
。
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
や
り
方
を

小
細
工
と
言
わ
れ
て
も
し
か
た
が
な
い
。

（
四
）
占
夢
に
お
け
る
心
理
分
析

従
来
、
占
夢
が
当
た
る
こ
と
が
少
な
い
の
が
通
例
だ
が
、
そ
れ
で
も
占
い
が
当

た
っ
た
と
い
う
者
も
い
く
ら
か
は
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、誰
が
占
夢
を
信
じ
、

ま
た
そ
れ
に
欺
か
れ
た
り
し
よ
う
か
。
周
宣
や
索

は
一
時
期
、
我
々
の
想
像
以

上
に
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
。
占
い
が
的
中
し
た
例
も
確
か
に
あ
っ
た
わ
け
で
、

こ
こ
に
、
占
夢
が
ど
う
し
て
的
中
す
る
時
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
起
こ
っ
て

く
る
。
中
国
古
代
の
無
神
論
者
た
ち
は
、
た
い
て
い
こ
れ
を
「
ま
ぐ
れ
当
た
り
」

と
か
「
偶
然
の
一
致
」
な
ど
と
言
う
。
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
占
夢
が
進
歩
し
合
理

性
を
そ
な
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、「
ま
ぐ
れ
当
た
り
」
と

か
「
偶
然
の
一
致
」
と
言
う
だ
け
で
は
、
本
当
に
問
題
を
解
決
し
た
こ
と
に
は
な

ら
な
い
。
さ
ら
に
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
、で
は
な
ぜ
「
ま
ぐ
れ
当
た
り
」
や
「
偶

然
の
一
致
」が
起
こ
る
の
か
と
問
う
必
要
が
あ
る
。
占
夢
が
時
に
的
中
す
る
の
は
、

占
夢
家
の
中
に
は
優
れ
た
者
も
い
た
こ
と
、
特
に
夢
を
見
た
者
の
情
況
を
具
体
的

に
分
析
し
た
り
、
夢
の
内
容
に
よ
っ
て
夢
を
見
た
者
の
心
理
を
分
析
す
る
こ
と
に

優
れ
た
者
が
い
た
た
め
で
あ
る
。
直
解
、
転
釈
、
反
説
な
ど
、
ど
ん
な
方
法
を
用

い
る
か
は
、
夢
を
見
た
者
の
具
体
的
な
情
況
、
中
で
も
そ
の
心
理
状
態
と
関
連
さ

せ
た
上
で
決
め
る
。
口
か
ら
出
ま
か
せ
の
で
た
ら
め
で
は
だ
め
だ
。

「
心
理
分
析
」
は
ま
た
「
精
神
分
析
」
と
も
い
い
、
現
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生

ま
れ
た
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
何
も
彼
ら
の
専
売
特
許
で
は
な
い
。
中
国
古
代
の
占

夢
者
は
、
占
い
が
的
中
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
夢
を
見
る
原
因
や
夢
に
現
れ
た

心
理
状
態
を
重
視
し
て
き
た
。『
周
礼
』
春
官
・
占
夢
に
見
え
る
「
六
夢
」
に
は
、

正
夢
、
噩が

く

夢
、
思
夢
、
寤
夢
、
喜
夢
、
懼
夢
が
あ
り
、
夢
の
中
の
心
理
状
態
に
よ
っ

て
分
類
し
て
い
る
。『
潜
夫
論
』
夢
列
篇
は
、
占
夢
に
は
「
内
に
情
意
を
考
え
」

る
こ
と
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。「
情
意
」も
人
の
心
理
を
指
す
。
も
ち
ろ
ん
、

占
夢
家
は
心
理
学
者
で
は
な
い
か
ら
、
心
理
学
者
の
よ
う
な
知
識
や
技
能
を
持
た

な
い
。
た
だ
占
夢
と
い
う
職
業
に
携
わ
る
か
ら
に
は
、
占
夢
家
は
臨
機
応
変
に
夢

を
解
き
、
占
い
が
当
た
る
よ
う
に
す
る
べ
く
、
夢
書
を
盲
信
す
る
の
で
は
な
く
、
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心
理
分
析
に
も
気
を
配
る
べ
き
だ
。

『
晋
書
』
索

伝
に
よ
れ
ば
、
太
守
の
陰
澹
は
夢
占
い
に
優
れ
た
索

を
と
て

も
敬
服
し
て
い
た
。陰
澹
は
か
れ
の
所
に
行
っ
て
夢
書
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
た
。

そ
う
す
れ
ば
、索

の
よ
う
に
優
れ
た
夢
占
い
が
で
き
る
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
索

の
こ
と
ば
は
意
表
を
つ
い
て
い
た
。

　

  

昔
太
学
に
入
り
、
一
父
老
に
因
り
て
主
人
と
為
す
。
其
の
人
知
ら
ざ
る
所
な

く
、
又
姓
名
を
匿
し
、
隠
者
に
似
た
る
有
り
。
索

因
り
て
父
老
に
従
ひ
て

占
夢
の
術
を
問
ふ
に
、
審
測
し
て
説
き
、
実
に
書
な
し
。

「
審
測
し
て
説
」
く
と
は
、
占
夢
の
神
秘
を
太
学
の
老
人
に
語
ら
せ
な
が
ら
、
索

自
ら
占
夢
の
法
を
総
括
し
た
も
の
と
も
言
え
よ
う
。
所
謂
「
審
測
」
と
は
、「
審
」

に
よ
っ
て
「
測
」
る
、
ま
ず
「
審
」
に
し
て
そ
れ
か
ら
「
測
」
る
こ
と
で
あ
る
。

ど
う
や
っ
て
「
審
」
に
す
る
の
か
。
当
然
そ
こ
に
は
い
わ
く
が
あ
り
、「
夢
を
審

つ
ま
び

ら
か
に
し
」、
か
つ
、「
人
を
審
ら
か
に
す
る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、

心
理
分
析
や
精
神
分
析
が
そ
れ
ら
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
。
優
れ
た
占
夢
家
な
ら
、

夢
を
見
た
者
の
話
を
聞
い
た
だ
け
で
す
ま
す
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
し
な
い
。
か

れ
ら
は
い
つ
も
遠
回
し
な
言
い
方
で
、
夢
を
見
た
と
き
の
情
況
を
た
ず
ね
、
そ
れ

ら
を
照
合
し
て
分
析
す
る
。
分
析
の
後
、
夢
を
見
た
者
が
将
来
ど
ん
な
活
動
を
す

る
の
か
を
予
測
し
て
、
そ
の
い
く
つ
か
の
可
能
性
を
比
較
検
討
す
る
。
こ
れ
ら
の

手
続
き
が
す
ん
で
、
は
じ
め
て
夢
を
見
た
者
に
向
か
っ
て
夢
解
き
を
す
る
の
で
あ

る
。
例
え
ば
、
索

が
令
狐
策
の
夢
を
占
っ
た
時
も
、
ま
ず
夢
を
見
た
者
に
あ
れ

こ
れ
と
質
問
し
て
情
況
を
探
り
、
そ
れ
か
ら
夢
自
体
を
分
析
し
て
い
た
。
夢
を
見

た
者
が
氷
上
に
立
っ
て
氷
の
下
の
人
と
話
を
す
る
と
い
う
夢
を
も
と
に
、
心
理
状

態
や
そ
の
原
因
に
つ
い
て
考
え
る
の
で
あ
る
。
誰
か
と
何
か
を
交
渉
す
る
の
に
、

あ
る
間
隔
を
置
く
。
間
隔
を
置
く
こ
と
で
、
誰
か
の
頼
み
ご
と
を
聞
い
て
交
渉
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
か
す
か
な
手
が
か
り
を
も
と
に
、
令
狐
策
が
誰
か
の

媒
酌
人
に
な
る
と
予
測
す
る
。
史
伝
は
こ
の
話
を
神
秘
化
し
よ
う
と
し
て
、
こ
う

し
た
経
緯
を
省
略
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
そ
の
奥
深
い
意
味
や
こ
の
方
面

の
事
柄
に
無
関
心
だ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、『
洛
陽
伽
藍
記
』
に
楊
衒
之
が
楊
元
慎
の
占
夢
を
評
し
て
、「
義
は
万
途

を
出
だ
し
、随
意
に
情
を
会さ

と

る
」と
言
っ
た
記
事
が
あ
る〔
20
〕。「
義
は
万
途
を
出
だ
し
」

と
は
、変
幻
自
在
な
方
法
で
人
の
意
表
を
つ
く
こ
と
を
い
う
。「
随
意
に
情
を
会
る
」

と
は
、
占
夢
者
の
「
意
」
の
ま
ま
に
、
夢
を
見
た
者
の
「
情
」
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
を
い
う
。
占
夢
者
の
「
意
」
と
は
、夢
を
臨
機
応
変
に
解
く
必
要
性
で
、

夢
を
見
た
者
の
「
情
」
と
は
、
そ
の
精
神
や
心
理
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
夢

を
語
る
時
の
よ
う
す
、
語
ら
れ
た
夢
の
内
容
、
夢
占
い
を
求
め
る
時
の
よ
う
す
な

ど
。「
情
を
会
る
」
と
は
、
こ
れ
ら
の
心
理
状
態
を
吟
味
し
て
分
析
す
る
こ
と
を

い
う
。
予
測
が
当
た
り
、
分
析
が
正
し
け
れ
ば
、
夢
を
見
た
者
は
夢
解
き
の
結
果

に
満
足
し
、
時
に
は
占
夢
者
が
人
事
に
こ
じ
つ
け
る
の
を
助
け
た
り
も
す
る
。

実
際
、
夢
書
は
ふ
つ
う
融
通
が
き
か
な
い
も
の
だ
。
占
い
の
こ
と
ば
が
あ
っ
て

も
、
夢
を
見
た
者
の
心
理
を
分
析
す
る
だ
け
で
、
具
体
的
に
吉
凶
を
占
う
こ
と
を

し
な
い
。
例
え
ば
、
夢
書
に
「
夢
に
何
か
を
見
れ
ば
、
何
か
を
憂
え
る
」
と
あ
る

だ
け
で
、
何
を
予
兆
し
て
い
る
か
を
言
わ
な
い
。

夢
に
牀
の
壊
る
る
所
を
見
る
者
は
、為
に
妻
を
憂
ふ
る
な
り
。（
本
書
附
録
二
、

第
13
）

夢
に
帷
帳
を
見
る
も
の
は
、
陰
事
を
憂
ふ
る
な
り
。（
第
12
）

夢
に
雄
鶏
を
見
る
も
の
は
、
武
吏
を
憂
ふ
る
な
り
。（
第
59
）
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夢
に
鷹
鷂
を
見
る
も
の
は
、
賊
人
を
憂
ふ
る
な
り
。（
第
58
）

夢
に
蜘
蛛
を
見
る
も
の
は
、
懐
妊
せ
る
婦
人
を
憂
ふ
る
な
り
。（
第
65
）

夢
に
門
戸
を
見
る
者
は
、
子
孫
を
憂
ふ
る
な
り
。（『
敦
煌
遺
書
』
斯
６
２
０
）

夫
婦
が
同
衾
し
て
、「
ベ
ッ
ド
が
壊
れ
た
」
夢
を
見
た
ら
、
そ
こ
に
必
ず
心
理
的

な
原
因
が
あ
る
と
、
誰
し
も
思
う
だ
ろ
う
。
離
婚
、
家
出
、
病
死
な
ど
、
妻
に
対

す
る
夫
の
心
配
が
原
因
と
な
っ
て
、「
妻
を
憂
ふ
る
」夢
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。

帷
帳
の
役
割
は
、
内
と
外
と
を
隔
て
、
外
か
ら
見
え
な
い
よ
う
に
遮
断
す
る
こ
と

で
あ
る
。
よ
っ
て
、
帷
帳
の
夢
に
も
人
か
ら
見
ら
れ
た
く
な
い
と
い
う
よ
う
な
心

理
的
な
原
因
が
あ
る
。
雄
鶏
は
闘
い
を
好
み
、
鷹
鷂
は
獲
物
を
捕
ま
え
る
の
が
得

意
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
人
事
に
当
て
は
め
れ
ば
、
武
士
や
盗
人
と
い
っ
た
と
こ
ろ
、

だ
か
ら
、
そ
れ
ら
を
夢
に
見
た
ら
、「
武
吏
を
憂
ふ
る
」
と
か
、「
賊
人
を
憂
ふ
る
」

こ
と
に
な
る
。
蜘
蛛
は
腹
が
大
き
く
、
ま
る
で
妊
婦
の
よ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

蜘
蛛
の
夢
を
見
た
ら
、
妻
が
流
産
し
た
り
し
な
い
か
心
配
し
た
り
、
妊
娠
し
た
妻

の
お
腹
が
蜘
蛛
の
よ
う
に
大
き
く
な
る
よ
う
願
っ
た
り
す
る
よ
う
な
、
妊
婦
を
憂

え
る
心
理
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
は
皆
子
孫
は
一
家
を
支
え
る
柱
と
見

な
す
。
そ
れ
で
、夢
に
現
れ
た
門
は
子
孫
の
象
徴
と
さ
れ
る
。
門
が
壊
れ
る
夢
は
、

子
孫
が
物
に
な
ら
な
い
の
で
は
と
心
配
す
る
気
持
ち
を
反
映
し
て
い
る
。
以
上
の

分
析
は
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
確
信
は
な
い
が
、
常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
現
実
と
一

致
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
占
い
の
こ
と
ば
は
夢
書

に
見
え
、
占
夢
に
属
し
て
は
い
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
は
純
然
た
る
心
理
分
析
で

神
秘
性
の
か
け
ら
も
な
い
。

夢
書
に
は
ま
た
、「
夢
に
何
か
を
見
れ
ば
、
何
か
を
し
よ
う
と
す
る
」
と
言
う

だ
け
で
、
具
体
的
な
吉
凶
を
言
わ
な
い
も
の
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
何
か
を
憂

え
る
」
の
と
、「
何
か
を
し
よ
う
と
す
る
」
の
と
は
異
な
る
。「
欲
」
は
多
義
語
の

一
つ
で
、「
〜
を
欲
す
」
と
は
、
夢
を
見
た
者
の
希
望
を
表
し
た
り
、
こ
れ
か
ら

起
こ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
こ
に
心
理
分
析
や
占
夢
者
の
わ
ざ
の
見

せ
所
が
あ
る
。
例
え
ば
、

牘
札
は
人
の
為
に
薦
挙
す
。
夢
に
牘
札
を
得
た
れ
ば
、
薦
挙
せ
ん
と
欲
す
る

な
り
。（
本
書
附
録
二
、
第
68
）

丈
尺
は
人
の
為
に
長
短
を
正
す
な
り
。
夢
に
丈
〔
尺
〕
を
得
た
れ
ば
、
人
を

正
さ
ん
と
欲
す
る
な
り
。（
第
14
）

囲
碁
を
夢
み
る
者
は
、
闘
は
ん
と
欲
す
る
な
り
。（
第
26
）

夢
に
吹
嘯
（
簫
）
を
見
る
者
は
、、
求
む
る
有
ら
ん
と
欲
す
。（
第
8
）

夢
に
甑
を
見
る
〔
者
〕
は
、
妻
を
娶
ら
ん
と
欲
す
。（
第
28
）

夢
に
堂
中
に
棺
有
る
を
見
る
も
の
は
、富
貴
な
ら
ん
と
欲
す
。（『
敦
煌
遺
書
』

斯
６
２
０
）

「
牘
札
」
は
古
代
の
書
簡
で
あ
る
。
役
人
に
な
る
に
は
、
ふ
つ
う
推
薦
状
が
い
る
。

手
紙
の
夢
は
大
抵
誰
か
に
推
薦
さ
れ
て
役
人
に
な
り
た
い
と
い
う
希
望
の
反
映
で

あ
る
。
よ
っ
て
、「
薦
挙
を
欲
す
る
」
で
あ
る
。
し
か
し
、「
薦
挙
を
欲
す
る
」
は
、

「
今
に
人
に
推
薦
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
心
理
分
析

で
は
な
く
て
、
人
事
に
対
す
る
占
い
で
あ
る
。
占
っ
た
後
に
誰
か
の
推
薦
を
受
け

た
な
ら
、占
夢
者
は
き
っ
と
こ
う
言
う
だ
ろ
う
、「
ど
う
だ
い
私
の
占
い
は
、当
た
っ

た
だ
ろ
う
」
と
。
も
し
、
誰
か
ら
も
推
薦
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら
、
占
夢
者
は
こ
う

言
う
だ
ろ
う
、「
私
は
あ
な
た
が
誰
か
に
推
薦
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
る

と
言
っ
た
だ
け
だ
」
と
。
ど
の
み
ち
か
れ
ら
の
言
う
こ
と
は
筋
が
通
っ
て
い
て
、

そ
れ
も
か
れ
ら
の
わ
ざ
の
一
つ
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。「
丈
尺
」
の
夢
は
「
牘
札
」
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の
夢
と
情
況
は
同
じ
で
あ
る
。「
闘
は
ん
と
欲
す
」、「
求
む
る
有
ら
ん
と
欲
す
」、「
妻

を
娶
ら
ん
と
欲
す
」
な
ど
、
こ
れ
ら
に
関
連
の
夢
は
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
の
欲
望
や

心
理
を
反
映
し
て
い
て
、一
概
に
迷
信
と
き
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、

「
今
に
闘
う
だ
ろ
う
」、「
求
め
る
こ
と
が
有
る
だ
ろ
う
」、「
妻
を
娶
る
だ
ろ
う
」

と
い
う
解
釈
は
、
占
い
の
結
果
と
も
迷
信
と
も
考
え
う
る
。「
堂
中
に
棺
有
り
」

の
夢
に
は
も
う
少
し
説
明
が
い
る
。「
棺
を
夢
み
れ
ば
官
を
得
ん
」
と
は
、
古
く

か
ら
言
い
習
わ
し
て
き
た
こ
と
ば
で
、「
堂
中
に
棺
有
り
」
と
い
う
夢
を
見
た
ら
、

そ
れ
は
役
人
に
な
り
た
い
と
か
裕
福
に
な
り
た
い
と
か
い
う
願
望
の
現
わ
れ
と
見

な
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、「
堂
中
に
棺
有
り
」
と
い
う
夢
を
見
た
ら
必
ず
裕
福
に

な
れ
る
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
限
ら
な
い
。
夢
占
い
の
常
套
手
段
と

し
て
、
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
曖
昧
な
判
断
を
し
て
い
る
こ
と
が
容
易
に
読
み
取
れ
よ

う
。
た
だ
、「
〜
を
欲
す
」
と
い
う
占
い
の
結
果
に
、
心
理
分
析
の
要
素
も
あ
る

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

占
夢
の
三
つ
の
方
法
に
、
占
夢
者
の
こ
じ
つ
け
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
た
が
、
偏
見
を
持
た
ず
に
言
え
ば
、
占
夢
者
は
こ
じ
つ
け
を
す
る
過
程
で
、

無
意
識
に
心
理
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
転
釈
や
反
説
は
、

夢
の
イ
メ
ー
ジ
と
意
味
と
を
区
別
し
て
い
る
。
転
釈
の
う
ち
で
、
象
徴
法
は
客
観

的
に
言
っ
て
、
長
期
に
わ
た
っ
て
培
わ
れ
た
民
族
や
そ
の
社
会
特
有
の
心
理
に
も

と
づ
く
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
夢
に
い
か
な
る
象
徴
的
な
意
味
が
あ
る
か
任
意
に

は
き
め
ら
れ
な
い
。
転
釈
の
う
ち
で
、
連
類
法
、
類
比
法
、
解
読
法
、
解
字
法
、

諧
音
法
な
ど
は
、
ど
れ
も
夢
の
「
転
移
作
用
」
や
そ
の
特
性
お
よ
び
表
出
の
仕
方

な
ど
と
関
係
が
あ
る
。
反
説
や
反
極
の
夢
も
、
夢
を
見
た
者
の
矛
盾
し
た
心
理
や

変
換
の
方
式
と
関
係
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
の
多
く
は
フ
ロ
イ
ド
の
夢
分
析
と

驚
く
ほ
ど
一
致
し
て
い
る
。
敢
え
て
言
う
な
ら
、
フ
ロ
イ
ド
が
古
代
中
国
の
占
夢

法
に
真
剣
に
取
り
組
ん
だ
な
ら
、
興
奮
し
て
叫
び
躍
り
上
が
っ
た
だ
ろ
う
。
フ
ロ

イ
ド
自
身
、
か
れ
が
説
く
夢
の
象
徴
的
意
味
が
「
あ
る
程
度
、
古
代
あ
る
い
は
現

代
の
夢
解
き
の
内
容
と
一
致
す
る
だ
ろ
う
」
と
言
っ
て
い
る（
15
）。
も
ち
ろ
ん
、
占

夢
が
迷
信
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
心
理
分
析
は
科
学
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の

範
疇
に
属
し
て
い
る
。
た
だ
、
古
代
中
国
の
占
夢
法
に
は
心
理
分
析
と
い
う
科
学

的
要
素
が
含
ま
れ
、
占
夢
が
迷
信
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
事
実
を
否
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
占
星
術
が
天
体
の
観
測
や
計
測
な
ど
の
科
学
的
要
素

を
含
ん
で
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

最
後
に
指
摘
す
べ
き
は
、
夢
を
占
う
と
き
に
占
夢
者
が
行
な
う
心
理
分
析
で
あ

る
。
夢
を
見
た
者
は
ふ
つ
う
夢
か
ら
人
事
に
わ
た
る
過
程
を
知
る
だ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
実
際
に
は
、
人
事
か
ら
夢
へ
と
た
ど
る
逆
の
過
程
も
あ
る
。
夢
を
見
た

者
は
こ
の
逆
の
過
程
に
は
気
づ
か
な
い
が
、
占
夢
に
お
い
て
は
き
わ
め
て
重
要
で

あ
る
。
逆
の
過
程
を
た
ど
る
こ
と
で
、
占
夢
者
は
臨
機
応
変
に
夢
を
解
く
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
周
宣
が
曹
丕
の
「
磨
銭
」
の
夢
を
占
っ
た
記
事
を
見
て
み
よ

う
。

　

  

帝
（
魏
文
帝
曹
丕
）
問
ふ
、「
吾
夢
に
銭
文
を
磨
き
、
滅
せ
し
め
ん
と
欲
す

れ
ど
も
更
に
愈
々
明
る
し
。
此
れ
何
の
謂
ぞ
や
」
と
。
宣
悵
然
と
し
て
対
へ

ず
。
帝
重
ね
て
之
を
問
ふ
に
、
宣
対
へ
て
曰
く
、「
此
れ
自
ら
陛
下
の
家
事
、

意
爾
る
を
欲
す
と
雖
も
太
后
聴ゆ

る

さ
ず
、
是
を
以
て
文
滅
せ
ん
と
欲
す
れ
ど
も

明
る
き
の
み
」
と
。
時
に
帝
、
弟
植
の
罪
を
治
め
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
太
后

に
偪せ
ま

ら
れ
、
但
だ
貶
爵
を
加
ふ
る
の
み〔
21
〕。

周
宣
が
曹
丕
の
夢
を
占
っ
た
と
き
、
曹
丕
は
す
で
に
皇
帝
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
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）
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前
に
皇
太
子
擁
立
を
め
ぐ
る
問
題
に
か
ら
み
、
皇
帝
即
位
後
、
曹
植
に
対
し
て
迫

害
を
加
え
た
。
初
め
に
曹
植
に
つ
い
て
い
た
丁
儀
と
丁
翼
を
殺
し
、
続
い
て
曹
植

を
封
地
に
つ
け
て
厳
重
な
る
監
視
下
に
置
き
、
死
地
に
追
い
や
ら
な
け
れ
ば
気
が

す
ま
な
い
と
い
う
曹
丕
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
曹
植
を
迫
害
し
た
が
、
皇
太
后
に

じ
ゃ
ま
さ
れ
、
結
局
は
「
貶
爵
」
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
の
間
の
事
情
は
当
時
誰
も

が
知
っ
て
お
り
、
周
宣
も
事
前
に
予
測
し
て
い
た
。
当
時
の
曹
丕
の
心
理
状
態
か

ら
、
周
宣
が
「
磨
銭
」
の
夢
を
彼
の
行
動
と
結
び
つ
け
た
の
は
と
っ
ぴ
な
こ
と
で

は
な
い
。「
陛
下
の
家
事
」
と
は
、
夢
か
ら
人
事
へ
と
順
に
進
む
過
程
を
と
っ
た

も
の
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
再
び
「
磨
銭
」
の
夢
を
仔
細
に
分
析
し
て
い
る
。
そ

の
具
体
的
な
方
法
と
は
、「
銭
紋
」
は
曹
植
を
象
徴
す
る
物
で
、「
吾
銭
文
を
磨
く
」

と
は
曹
丕
の
欲
望
を
示
し
、
ま
た
、「
更
に
愈
々
明
る
し
」
と
は
皇
太
后
に
じ
ゃ

ま
さ
れ
て
曹
丕
の
欲
望
が
果
せ
ず
、
か
え
っ
て
曹
植
に
人
々
の
同
情
が
集
ま
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
と
逆
の
過
程
と
は
、
夢
の
内
容
を
逐
一
説
明
し
た
後

に
、改
め
て
曹
丕
に
こ
う
言
う
の
で
あ
る
、「
意
爾
る
を
欲
す
と
雖
も
太
后
聴
さ
ず
、

是
を
以
て
『
文
滅
せ
ん
と
欲
す
れ
ど
も
明
る
き
の
み
』」
と
。
こ
う
し
て
、
曹
丕

の
心
理
を
し
っ
か
り
と
と
ら
え
、
そ
れ
を
当
時
の
情
況
に
合
わ
せ
、
夢
の
解
釈
を

か
っ
ち
り
と
夢
の
内
容
と
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
。
曹
丕
は
即
位
後
、
気
づ
か
ぬ

う
ち
に
周
宣
の
と
り
こ
と
な
っ
て
い
た
。
周
宣
の
有
名
な
「
三
た
び
芻
狗
の
夢
を

占
ふ
」
話
も
、
曹
丕
の
心
理
状
態
な
ど
を
も
と
に
、
逆
の
過
程
を
た
ど
る
分
析
方

法
を
と
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
芻
狗
の
夢
か
ら
順
に
た
ど
る
単
純
な
分
析
方
法

で
は
、「
三
た
び
占
ひ
て
同
じ
か
ら
ず
」
と
い
う
現
象
は
起
こ
り
よ
う
も
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、占
夢
に
も
他
の
占
い
と
よ
く
似
た
情
況
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
ペ
テ
ン
師
ど
も
は
そ
の
秘
訣
に
疎
い
。

原
注

（
1
）『
未
開
社
会
の
思
惟
（
原
始
思
惟
）』（
商
務
印
書
館
、
一
九
八
一
年
）
四
九
頁
。

（
2
）『
論
衡
』
紀
妖
篇
を
参
照
。

（
3
）『
左
伝
』
隠
公
の
杜
預
注
お
よ
び
孔
穎
達
の
疏
を
参
照
。

（
4
）『
康
煕
字
典
』「
柳
」
字
の
釈
文
。

（
5
）『
史
記
』
外
戚
世
家
。

（
6
）『
三
国
志
・
魏
志
』
鄧
艾
伝
。

（
7
）『
晋
書
』
索

伝
。

（
8
）
現
存
の
『
周
易
』
の
繇
辞
と
『
説
卦
伝
』
に
は
、
と
も
に
こ
の
説
は
見
え
な
い
。
あ

る
い
は
、
他
に
も
と
づ
く
所
が
あ
る
の
か
。

（
9
）
唐
蘭
『
中
国
文
字
学
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
七
九
年
、
第
七
一
頁
）
を
参
照
。

（
10
）『
説
文
』
の
「
王
」
字
の
釈
義
。

（
11
）『
雲
南
少
数
民
族
哲
学
社
会
思
想
資
料
選
輯
（
第
二
輯
）』（
中
国
哲
学
史
学
会
雲
南

省
分
会
、
一
九
八
二
年
、
第
一
〇
三
、九
〜
一
〇
頁
）
を
参
照
。

（
12
）『
難
神
滅
論
』
序
（『
弘
明
集
』
巻
九
）
参
照
。

（
13
）『
淮
海
集
』
巻
三
「
紀
夢
答
劉
全
美
」。

（
14
）
銭
鍾
書
『
管
錐
編
』
第
二
冊
（
中
華
書
局
、一
九
七
九
年
、第
四
九
五
〜
四
九
六
頁
）

参
照
。

（
15
）『
精
神
分
析
引
論
』（
商
務
印
書
館
、
一
九
八
四
年
、
第
一
一
三
頁
）
を
参
照
。

補
注

〔
1
〕『
国
語
』
晋
語
。

〔
2
〕『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
七
年
。

〔
3
〕『
論
衡
』
紀
妖
篇
。

〔
4
〕『
玉
台
新
詠
』
巻
一
、『
楽
府
詩
集
』
巻
三
七
等
所
収
「
隴
西
行
」（
別
名
「
歩
出
夏

門
行
」）。

〔
5
〕『
後
漢
書
』
五
行
志
五
の
注
に
引
く
応
劭
の
語
。

〔
6
〕『
漢
武
帝
内
伝
』
に
は
「
景
帝
夢
神
女
捧
日
以
授
王
夫
人
、
夫
人
呑
之
。
十
四
月
而

生
武
帝
」
と
あ
る
。

〔
7
〕
馬
融
の
夢
は
『
独
異
志
』
に
引
く
『
武
陵
記
』
に
、王
徇
、李
白
、王
勃
の
夢
は
『
夢

占
逸
旨
』（
筆
墨
篇
）
に
所
載
。

〔
8
〕『
三
国
志
』
巻
二
九
周
宣
伝
。

〔
9
〕
同
注
〔
8
〕。

〔
10
〕『
太
平
広
記
』
巻
二
七
九
崔
湜
の
条
に
引
く
『
朝
野
僉
載
』
を
参
照
。

〔
11
〕『
晋
書
』
巻
一
〇
三
劉
曜
伝
。

〔
12
〕『
太
平
御
覧
』
巻
三
九
七
に
引
く
『
帝
王
世
紀
』
を
参
照
。



立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
紀
要　

第
八
號

八
七

〔
13
〕『
三
国
志
』
巻
四
一
楊
洪
伝
の
注
に
引
く
『
益
部
耆
旧
伝
雑
記
』
に
は
、
何
祗
が
見

た
夢
を
趙
直
が
占
い
、「
桑
字
四
十
下
八
、
君
寿
恐
不
過
此
」
と
解
い
た
と
こ
ろ
、
果

し
て
何
祗
が
四
十
八
歳
で
卒
し
た
記
事
を
引
く
。「
桑
」「
喪
」
と
が
同
音
に
よ
る
夢
解

き
の
例
に
、『
太
平
広
記
』
巻
二
七
六
に
引
く
『
異
苑
』
の
王
戎
の
夢
が
あ
る
。

〔
14
〕『
晋
書
』
巻
九
五
索

伝
。

〔
15
〕
焦
循
『
春
秋
左
伝
補
疏
』
に
『
黄
帝
内
経
素
問
』
五
蔵
別
論
お
よ
び
解
精
微
論
を

引
い
て
述
べ
た
語
。

〔
16
〕
そ
れ
ぞ
れ
、『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
三
一
年
、
成
公
十
年
の
記
事
。

〔
17
〕『
春
秋
左
氏
伝
』
成
公
十
七
年
の
杜
預
の
注
。

〔
18
〕『
三
国
志
』
巻
四
〇
魏
延
伝
。

〔
19
〕
同
注
〔
8
〕。

〔
20
〕『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
二
に
「
元
慎
解
夢
、
義
出
万
途
、
随
意
会
情
、
皆
有
神
験
」
と

あ
る
。

〔
21
〕
同
注
〔
8
〕。

（
立
命
館
大
學

學
部
非
常
勤
講
師
）




