
『
浜
松
中
納
言
物
語
」
と

『
更
級

日
記
」

の
夢

河

合

隼

雄

『浜松中納言物語』と 『更級日記』の夢

は
じ

め
に

日
本
の
王
朝
物
語

に
は
、
夢
が
よ
く
出

て
く
る
。
物
語

に
よ

っ
て
、
そ
の
頻

度
、
重
要
性
に
お
い
て
異
同
は
あ

る
が
、

一
般
的
に
言

っ
て
、
夢
が
意
味
あ
る

も

の
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
時
代

に
編
集
さ
れ
た
説
話
集
に
お
い

て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
事
実

は
、
当
時

の
人
々
が
夢
を
大
切
な
も
の
と

し
て
受
け
と
め
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

筆
者
は
心
理
療
法
を
行
な
う
上

で
、
夢
を
非
常

に
重
要
な
素
材
と
し
て
用
い

て
い
る
。

こ
こ
に
、
現
代
の
深
層
心
理
学

に
お
け
る
夢
理
論
を
展
開
す
る
意
図

は
な

い
が
、
端
的
に
言
え
ば
、
夢
を
そ

の
夢
を
見
た
人
の
無
意
識

の
在
り
方
を

示
す
も

の
と
し
て
受
け
と
め
る
の
で
あ

る
。
夢
は
世
界
の
多
く
の
文
化
圏
で
、

古
代
に
お
い
て
は
、
神

の
声
を
伝
え
る
も

の
と
し
て
大
切
に
さ
れ
た
。
そ
の
よ

う
な
傾
向
は
あ
る
程
度

の
紆
余
曲
折
を
経

な
が
ら
も
長
く
続
く
が
、
西
洋
に
お

け
る
啓
蒙
時
代
の
出
現

に
よ
っ
て
、

一
挙
に
逆
転
さ
せ
ら
れ
る
。
夢
は
荒
唐
無

稽
な
も

の
と
し
て
退
け
ら
れ
、
夢
に
意
味
を
見
出
す
の
な
ど
は
、
ま

っ
た
く
の

迷
信
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

西
洋
近
代

の
合
理
精
神

は
科
学

・
技
術
の
発
展

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
大
き

い

成
果
を
あ
げ
、
そ
れ
は
今
世
紀
に
頂
点

に
達
し
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
と
共
に
精
神
と
肉
体
、
理
性
と
本
能

(な
ど
と

い
う
考
え
方
自
体

が
問
題
と
も
言
え
る
が
)
な
ど
の
間
に
深
い
分
裂
が
生
じ
、
多
く
の
心
の
病
を

生

み
出
す
よ
う
に
な

っ
た
。
あ
る
い
は
、
心
身
症
な
ど
と
い
う
心

の
こ
と
と
も

体

の
こ
と
と
も
決
め
か
ね
る
病
気
が
多
く
生
じ
る
こ
ど
に
な

っ
た
。

こ
の
よ
う

な
分
裂
を
癒
す
た
め
に
は
、
西
洋
近
代

に
確
立
さ
れ
た
自
我
、
そ
の
意
識
の
在

り
方
を
よ
く
検
討
し
、
そ
れ
を
超
え
る
道
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
考

え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
次

の
世
紀
は
そ
の
こ
と
が
大
き

い
課
題
と
な
る
で
あ

ろ
う
。
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ポ

ス
ト
モ
ダ

ー
ン
の
意
識

の
在
り
方
を
探

る
上
に
お
い
て
、
プ

レ
モ
ダ
ー
ン

の
意
識

の
在
り
方
を
再
検
討
す
る
こ
と
は
大
い
に
意
義
あ
る
こ
と
と
思
う
。
プ

レ
モ
ダ
ー
ン
の
意
識
を

「
不
合
理
」
、
「非

論
理
的
」
と
い
う
よ
う
に
単
純
に
切

り
棄
て
る
の
で
は
な
く
、
深
層
心
理
学

の
用
語
を
用
い
て
言
、兄
ぽ
、
意
識
と
無

意
識

の
境
界
を
あ

い
ま
い
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
む
し
ろ
そ
こ
に
得
ら
れ
た

現
実

に
関
す
る
知
恵
を
再
評
価
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
単
純

な
逆
転
を
行
な

い
、
「現
代
よ
り
古
代
」
、

「西
洋
よ
り
も
東
洋
」
な
ど
と

い
う

ス
ロ
ー
ガ
ン
に
と
び

つ
く
こ
と
は
危
険
極

ま
り
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
前
記
の

態
度

で
慎
重

に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
い
素
材
か
ら
、
現
代

に
生
き
る

上
で
の
示
唆
を
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

以
上

の
よ
う
な
観
点

に
立

つ
な
ら
ぽ
、
西
洋
近
代

に
お
い
て

一
度
否
定
さ
れ

た
、
夢

の
価
値
を
、
あ
ら
た
な
角
度
か
ら
見
直
す
意
義
が
感
じ
ら
れ
る
。
筆
者

は
こ
の
よ
う
な
考
え
に
立

っ
て
、
現
代
人

の
夢
を
臨
床
の
実
際

に
も
用

い
、
研

究
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
方
法

に
よ

っ
て
、
日
本

の
王
朝
物
語
に
語
ら
れ
る
多

く
の
夢
を
研
究
す
る
こ
と
も
ま
た
、
意
義

な
し
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

既
に
筆
者
は
、
日
本

の
中
世
説
話
や
、

王
朝
物
語

の
な
か
の
夢
、
あ
る
い
は

中
世
の
禅
僧
、
明
恵

の

『夢
記
』
な
ど
を
取
り
あ
げ
、
国
内
外
に
お
い
て
発
表

し
て
慧

・
本
論
も
そ
の

;
貝
と
し
て
・

一
九
九
五
年

に
ス
イ
ス
の
ア
ス
コ
ナ

(2
)

に
お
い
て
行
な
わ
れ
た

エ
ラ
ノ
ス
会
議

に
発
表
し
た
も
の
を
骨
子
と
し
て
、
よ

り
詳
細
な
資
料
を
付
し
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

(
3
)

こ
こ
に
特
に

『浜
松
中
納
言
物
語
』
と

『更
級
日
記
』
を
取
り
あ
げ
た
の
は
、

両
作
品
と
も
に
夢
を
多
く
取
り
あ
げ

て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
は
菅
原
孝
標

の
娘
と
い
う
同

一
人
物

に
よ

っ
て
書

か
れ
た
と
い
う
、
専
門
家

の
意
見
が
多

い

か
ら
で
あ
る
。
後
者

の
点
に
つ
い
て
の
文
献
学
的
考
察
は
専
門
家
に
譲
る
と
し

て
、
と
も
か
く
、
両
者
の
夢
、
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
作
者

の
態
度

の
特
徴
な

ど
に
つ
い
て
考
察

し
て
み
た
い
。
そ
れ
に

一
方
は

「物
語
」
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
他
方

は

「
日
記
」

で
あ

る
と

い
う
事
実
も
興
味
深

い
。

一
応

こ
の

「
日

記
」
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
「物
語
」

と

「日
記
」
の
夢
を
比
較
し
て
み
る
こ
と
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
、

『浜
松
中
納
言
物
語
』
と

『更
級
日
記
』
は
、
こ
れ
ま
で
の
国
文
学
者

の
研
究

に
よ

っ
て
、
作
者
は
同

一
人
物

で
あ
る
と
い
う
結
論
に
ほ
ぼ
固
ま

っ
て
い
る
よ

う
だ
が
、
両
者
に
お
け
る
、
夢

に
対
す
る
著
者

の
態
度
を
比
較
検
討
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
著
者
が
同

一
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
も
間
接
的

で
は
あ

る
が
、
発
言
で
き
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

『浜
松
中
納
言
物
語
』
の
夢

『浜
松
中
納
言
物
語
』

の
ご
く
簡
単
な
筋
立
を
述

べ
な
が
ら
、
そ
の
な
か
に
語

ら
れ
る
夢
を
紹
介
す
る
。
こ
の
物
語
は
夢
と
共

に
す
す
む
よ
う
な
も

の
で
、
夢

を
抜
き
に
し
て
は
物
語
を
紹
介

で
き
な

い
と
言

っ
て
も

い
い
だ
ろ
う
。

こ
の
物
語
は
五
巻

よ
り
成
る
が
、
巻

一
の
前

に
散
佚
首
巻
の
あ
る
こ
と
が
そ

の
後
の
研
究

に
よ

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
主
人
公
の
中
納
言
は
父
を
亡

い
、
母
と
暮
ら
し
て
い
る
。
母
の
許

に
通
う
大
将

の
愛
娘
の
大
君
と
中
納
言
は
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『浜松中納言物語』 と 『更級日記』の夢

通
じ
合
う
仲
と
な
る
。
中
納
言

の
夢

に
亡

父
が
現
わ
れ
、
「唐

の
第
三
王
子
と

し
て
転
生
し
て
い
る
」
と
告
げ

る
。
(夢

1
)
こ
の
夢
を
信
じ
た
中
納
言

は
、

母
や
大
君
を
振
り
切

っ
て
唐

に
渡
る
。

こ
れ
が
散
佚
首
巻
に
語
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
が
、
冒
頭

か
ら
、
「転
生
」
と

か

「夢
の
お
告
げ
」
と

い
う
テ
ー
マ
が
現
わ
れ
る
の
が
特
徴
的
で
あ

る
。

巻

一
で
は
中
納
言
が
渡
唐
、
目
出
た
く
父
親
に
会
う
と
言

っ
て
も
、
子
ど
も

だ
が
。
そ
し
て
、
そ
の
子

の
母
、
唐
后

(河
陽
県

の
后
)
を
垣
間
見

て

一
目
ぼ

れ
し
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
で
、
唐
后

の
父
は
か
つ
て
日
本

に
渡
り
、
そ
こ
で
日

本

の
女

(後
に
吉
野
の
尼
君
と
呼
ば
れ
て
二
巻
に
登
場
)
と
の
間
に

一
女
を
儲

け
た
。
そ
れ
が
唐
后
で
あ
る
。
彼
は
中
国

に
帰
る
と
き
娘
を
連
れ
帰
る
か
に
迷

っ
た
。
そ
こ
で

「海
の
龍
王
」

に
多
く

の
こ
と
を
願

っ
た
夢
を
見
る
。
夢

の
な

か
で
、
龍
王
は

「は
や
く

い
て
わ
た
れ
。

こ
れ
は
か
の
国
の
后
な
れ
ば
、
た
い

ら
か
に
渡
り
な
ん
」
と

い
う
。
(夢
2
)
彼

は
こ
の
夢

に
従

っ
て
娘
を
連
れ
て

帰
唐
し
、
娘
は
夢
告
の
と
お
り
、
唐
后
と
な

っ
た
。

中
納
言
は
唐
后

に
恋
す
る
が
、
日
本
に
居
る
大
君
を
忘
れ
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
。
そ
の
大
君
が
突
然
、
彼

の
夢
に
現

わ
れ
、
泣
き
な
が
ら
、

「誰

に
よ
り
涙

の
海

に
身
を
沈

め
し
ほ
る

〉
あ
ま
と
な
り
ぬ
と
か
知
る
」

と
言
う
。

(夢
3
)
中
納
言
は
こ
の
夢

を
見
た
と
き

に
は
思

い
つ
か
な
か

っ

た
が
、

こ
の
歌

の
あ
ま

(海
女
)
は
、
尼

に
も
通
じ
る
わ
け
で
、
こ
の
と
き
大

君
は
剃
髪
し
て
尼
と
な

っ
て
お
り
、
重
要

な
事
実
を
告
げ
る
夢
で
あ

っ
た
。

中
納
言
の
唐
后

へ
の
想
い
は
深
く
な
る
ぼ
か
り
。
そ
う
と
は
知
ら
ぬ
唐

の

一

の
大
臣
が
そ
の
娘
、
五

の
君
を
中
納
言
と

一
夜
を
過
ご
す
よ
う
計
ら
う
が
、
中

納
言
は
礼
を

つ
く
し
な
が
ら
手
も
触
れ
な
い
。
ひ
た
す
ら
河
陽
県

の
后

に
会
い

た
い
と
思

っ
て
、
あ
る
寺
に
参
詣
し
た
と
き
も
、
そ

の
こ
と
の
み
を
念
ず

る
と
、

夢

に
そ
の
寺

の
僧
ら
し
い
の
が
現
わ
れ
、

「今

一
め
よ
そ
に
や
は
み
ん
こ
の
世
に
は
さ
す
が
に
深
き
中

の
ち
ぎ
り
ぞ
」

と
言
う
。
(夢
4
)

そ
の
後
、
中
納
言
は
ま

っ
た
く
偶
然
に
物
忌
に
来
て
い
た
后
と
、
后
と
は
知

ら
ず

に
結
ば
れ
る
。
後
に
な

っ
て
彼
女
が
后

で
あ

っ
た
こ
と
を
知
る
。
し
か
も
、

そ
の
と
き
に
彼
女
は
懐
妊
し
若
君
を
生
む
。
こ
の
と
き
に
な

っ
て
、
中
納
言

は

夢

の
告
げ

る
宿
縁

に
思
い
到
る
。

在
唐
三
年
後
に
中
納
言
は
帰
国
す
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
自
分
の
子
と
は
対

面
で
き
た
が
、
河
陽
県
の
后
と
は
逢
う
こ
と
が

で
き
ず
、
帰
国
の
気
持
さ
え
定

ま
ら
な
か

っ
た
。
こ
の
と
き
母
親
が
夢
に
現
わ
れ
、
帰
国
を
待

つ
心
を
語
る
。

(夢

5
)
中
納
言
は
帰
国

に
際
し
、
自
分

の
子
を
連
れ
て
帰
り
た
い
と
欲
す
る

が
、
若
君
の
母
親
、
河
陽
県

の
后
は
ど
う
す
る
べ
き
か
迷
う
。
そ
の
と
き
夢

に

現
わ
れ
た
人
が
、
「
こ
れ
は
こ
の
世

の
人

に
て
あ
る
べ
か
ら
ず
、
日
本

の
か
た

め
な
り
、
た
ゴ
疾
く
わ
た
し
給

へ
」
と
い
う
。

(夢
6
)
こ
れ
に
よ

っ
て
后
は

若
君
を
中
納
言
に
託
す
こ
と
に
決
め
る
。

巻
二
で
は
、
中
納
言
は
帰
国
、
大
君
が
尼
に
な

っ
た
こ
と
を
知

る
。
京
に
帰

り
尼
大
君
と
、
そ
の
娘

に
対
面
す
る
。
河
陽
県

の
后
よ
り
託
さ
れ
た
文
箱
を
見

て
、
彼
女

の
母
親

の
切
々
た
る
情
を
知

る
。
中
納
言
は
吉
野
に
い
る
唐
后

の
母
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の
尼
を
訪
ね
る
こ
と
に
す
る
。

こ
の
巻

に
は
夢
は
な
い
。

巻
三
に
お
い
て
、
中
納
言
は
吉
野

の
尼

君
を
訪
ね
る
。
河
陽
県

の
后

か
ら

の

文
箱
を
も

っ
て
い
く
が
、
吉
野
の
尼
君
は
そ
の
日

の
暁

に
既
に
夢

で

「も
ろ
こ

し
の
后

の
見
え
給

へ
り
け
れ
ぽ
、
片

つ
方

の
心
に
は
お
ぼ
し
や
り
つ
つ
を
こ
な

ひ
暮
し
給
け
る
に
、
か
〉
る
こ
と
な
ど
う
ち
き

〉
つ
け
給

へ
る
心
ち
、
夢
か
何

ぞ
と
胸

つ
ぶ
れ
て
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
(夢

7
)

吉
野

の
尼
君
は
そ

の
娘

(唐
后

の
異
父
妹
)
と
暮
ら
し
て
お
り
、
そ
の
姫
君

の
行
末

の
み
を
案
じ
て
、
三
年

に
わ
た

っ
て
祈
願
し
て
い
る
と
、
「
い
と
た
う

と
げ
な
僧
」
が
夢
に
現
わ
れ
て
、

「も
ろ
こ
し

の
后

の
、
よ
る
ひ
る
わ
が
親

の
お
は
す
ら
ん
あ
り
さ
ま
を
、
え

き

〉
知
ら
ぬ
悲

し
さ
を
な
げ
き
給
ひ
て
、

い
か
で
か
お
は
す
ら
ん
あ
り
さ
ま
を

聞
か
ん
と
、
明
暮
な
げ
き
仏
を
念
じ
給
孝

の
心

い
み
じ
く
あ
は
れ
な
れ
ど
、
異

世
界

の
人

に
な
り
て
、
わ
か
れ
て
の
ち
、

こ
の
思
ひ
か
な
ふ
べ
う
も
あ
ら
ね
ぽ
、

こ
の
世

の
人
に
縁
を
結
び
て
、
深
き
心
を

し
め
さ
せ
て
、
物
思
ひ
の
切
な
る
ゆ

へ
に
、
あ

つ
か
は
せ
ん
と
は
う
べ
ん
し
給

へ
る
に
、
こ
こ
に
又
こ
の
む
す
め
の

た
づ
き
を
見
を
き
て
、
心
や
す
く
後
生

い
の
ら
ん
と
お
も
ひ
た
ま
ふ
心

の
一
つ

に
ゆ
き
あ
ひ
て
、
こ
の
姫
君

の
た
づ
き
も
、
こ
の
人
な
る
べ
き
ぞ
」

と
言
う
。
そ
こ
で

「わ
れ
を
助
け
ん
と

て
、
仏

の
変
じ
た
ま

へ
る
人
に
こ
そ

あ
ん
な
れ
」
と
思

い
、
拝
ん
だ
。

(夢
8
)

ま
た
実
際
に
中
納
言
も
姫
君

の
世
話
を
約
束
す
る
の
で
、
尼
君
は
夢

の
お
告

げ
を
有
難
く
思
う
。
中
納
言
も
姫
君
に
対

し
て
心
を
寄
せ
る
。

他
方
、
中
納
言
は
尼
大
君
に
対
し
て
清
浄
な
交
り
を
誓

い
な
が
ら
も
、
気
持

が
押
さ
え
ら
れ
ず
添
臥
し
を
し
た
り
す
る
。
彼
女
は
罪
を
恐
れ
て
別
居
を
願
う

が
、
中
納
言
は
屋
敷
内

に
尼
大
君
の
た
め
の
住
居
を

つ
く
る
。

巻
四
で
、
中
納
言

は

「吉
野
の
山
の
入
道

の
宮

の
御
事

の
、
う
ち
し
き
り
夢

に
見
え
て
」、

(夢
9
)
吉
野
を
あ
わ
て
て
訪
ね
る
。
尼
君
は
病
の
た
め
に
死
亡

す
る
。
尼
君
が
死
ん
で
後
、
中
納
言
は
吉
野
の
姫
君
を
京
都

に
引
き
と
る
。

中
納
言
は
唐
后

の
こ
と
を
し
き
り
に
想

っ
て
い
る
と
、
正
月
十
余
日
頃

か
ら

「
か
う
や
う
け
ん
の
后
、

つ
ゆ
も
ま
ど
ろ
め
ば
、
い
み
じ
う
な
や
み
わ
づ
ら
ひ

給
う
と

の
み
」
夢

に
見
て
う
な
さ
れ
る
。

(夢
10
)
そ
れ
で
ま
す
ま
す
唐
后

の

こ
と
が
案
じ
ら
れ
て
く
る
。
三
月
十
六
日
、
中
納
言
は
吉
野
の
姫
と
月
を
眺
め
、

唐
后
と

=
佼
の
契
り
を
交
し
た
の
は
今
宵

で
あ

っ
た
と
思
い
、
琴
を
弾
く
。
夜

更
け
に
な

っ
て
寝
覚

に
月
を
見
て
い
る
と
、
空
に
あ
ら
ん
限
り

の
声
が
し
て
、

「
か
う
や
う
け
ん
の
后
、
今
そ
こ
の
世
の
縁
尽
き
て
、
天
に
生
ま
れ
給
ひ
ぬ
る
」

と
言
う
。
は

っ
き
り
三
度
も
声
が
聞
こ
え
、
傍
に
い
た
若
君
も
お
び
え
て
泣
き

出
す
ほ
ど
で
あ

っ
た
。

(幻
聴
体
験
)
こ
れ
が
事
実

で
あ

っ
た
こ
と
は
、
翌
年

に
唐
の
宰
相
か
ら
の
便
り
に
よ

っ
て
確
か
め
ら
れ
た
。

中
納
言
は
吉
野
の
姫
を
京
都
に
迎
え
る
が
、
姫
が
二
十
歳
に
な
る
ま
で
に
契

る
と
不
幸

に
な
る
と
の
戒

め
を
老
僧
か
ら
受
け
て
、
そ
れ
を
守
る
。
姫
は
病
気

に
な
り
回
復
が
思
わ
し
く
な
い
の
で
清
水
寺
に
参
籠
す
る
。
こ
の
と
き
、
か
ね

て
よ
り
姫
を
狙

っ
て
い
た
好
色
な
式
部
卿
宮
は
彼
女
を
盗
み
だ
す
好
機
で
あ
る

と
思
う
。
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巻
五
に
お
い
て
、
中
納
言
は
吉
野
の
姫
が
清
水
寺
で
失
踪
し
た
こ
と
を
知
ら

さ
れ
、
驚
き
悲
し
む
。
姫
の
行
方

の
知
れ

ぬ
ま
ま
悲
嘆
に
く
れ
て
い
る
中
納
言

は
、
「
せ
め
て
い
さ

〉
か
ま
ど
ろ
め
ぽ
、

(姫
が
)
あ
る
か
な
き
か
の
さ
ま
に
い

み
じ
う
泣
き
歎
き

て
、

か
た
は
ら
に
も
の
し
給
と
の
み
お
ぽ
ゆ
る
」
(夢

11
)

の
で
、
姫
が
自
分
の
こ
と
を
思

っ
て
い
て
く
れ
る
の
だ
と
わ
か
る
。
し
か
し
、

助
け
る
方
法
も
な
い
。
そ
の
う
ち
に
中
納

言
の
夢
に
、
河
陽
県

の
后
が
彼
が
最

初

に
垣
間
見
た
と
き

の
姿
で
あ
ら
わ
れ
、

「身
を
か

へ
て
も

一
つ
世
に
あ
ら
ん

事

い
の
り
思
す
心
に
ひ
か
れ
て
、
今
し
ば

し
あ
り
ぬ
べ
か
り
し
命

つ
き

て
、
天

に
し
ぼ
し
あ
り
つ
れ
ど
、
我
も
ふ
か
く
あ

は
れ
と
思
ひ
聞
え
し
か
ぽ
、
か
う
お

ぼ
し
歎
く
め
る
人

の
御
は
ら
に
な
ん
や
ど

り
ぬ
る
也
。
薬
王
品
を

い
み
じ
う
た

も
ち
た
り
し
か
ど
も
、
我
も
人
も
浅
か
ら

ぬ
あ
ひ
な
き
思
ひ
に
ひ
か
れ
て
、
猶

女

の
身
と
な
ん
生
ま
る
べ
き
」
と
言
う
。

(夢
12
)

中
納
言
は
唐
后
が

こ
の
世
に
再
生
し
て
く
る
こ
と
、
し
か
も
吉
野
の
姫

の
子

と
な
る
こ
と
、
を
知
り
嬉

し
く
思
う
が
、
他
方
、

こ
れ
は
姫
が
既
に
懐
妊
し
て

い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
知
り
、
悲
し
く
思
う
。

一
方
、
吉
野
の
姫
は
式
部
卿
宮
に
か
く
ま
わ
れ

て
悲
し
い
日
を
送

っ
て
い
る

が
、
「
は

つ
か
に
ま
ど
ろ
む
と
も
な
く
、
消

え
い
る
時

に
は
、
か
た
は
ら

に
中

納
言

の
お
は
す
る
心
ち
の
す
る
を
、
う
つ

つ
か
と
目
を
あ
け
た
れ
ぽ
、
そ
れ
に

は
あ
ら
ぬ
人

の
、
泣
く
く

添

ひ
臥
し
給

へ
る
も
、
は
て
に
は
夢
か
う

つ
つ
か

と
も
お
ぼ
え
ず
」
と
い
う
状
態

に
な
る
。

(夢
13
)
こ
れ
は
文
中

に
も
あ
る
よ

う

に
、
夢
か
幻
覚
体
験
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
だ
が
、

一
応
、
「夢
」
と
い
う
こ

と
に
し
て
お
く
。

姫
の
衰
弱
が
あ
ま
り
に
著
し
い
の
で
式
部
卿
宮
は
彼
女
を
中
納
言

に
返
し
、

そ
こ
に
通

っ
て
く
る
。
中
納
言
は
姫
を
自
邸
に
引
取
り
、
自
分

の
母
や
尼
大
君

と
も
対
面
さ
せ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
結
局
は
姫
と
添
う
こ
と
の
出
来
ぬ
宿
世
を

嘆
く
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
話
は
終

る
。

以
上
、
『浜
松
中
納
言
物
語
』

の
ご
く
簡
単
な
筋
を
述

べ
な
が
ら
、
そ
こ
に

示
さ
れ
て
い
る
夢
を
す
べ
て
紹
介
し
た
。
も

っ
と
も
、
は

っ
き
り
と
幻
聴
と
し

て
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
や
、
幻
覚
か
夢
か
定
か
で
な
い
も

の
も
あ
る
が
、
す

べ
て
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
人
の
内
的
世
界
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
同
等
に
取
扱

う
こ
と
に
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
臨
床

の
実
際
に
お
い
て
も
、
同
様

の
態
度
に
よ

っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
あ
ま
り
細
か
い
分
類
を
し
て
み
て
も
意
味
が
な

い
だ

ろ
う
。

『更
級
日
記
』
の
夢

『浜
松
中
納
言
物
語
』

の
夢
を
す
べ
て
紹
介
し
た
が
、
同
様
に

『更
級
日
記
』

に
語
ら
れ
る
夢
を
す
べ
て
、
こ
こ
に
示
す
こ
と
に
す
る
。

こ
れ
に
よ

っ
て
両
者

の
比
較
が
容
易

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
『更
級
日
記
』
は
菅
原
孝
標

の
娘

に
よ

っ

て
書
か
れ
、
彼
女
が
十
二
、
三
歳

の
頃
、
上
総
国
に
居
た
と
き
か
ら
、
夫
と
死

別
し
た

一
、
二
年
後
ま
で
、
約
四
十
年
余
り
の
期
問
の
彼
女

の
生
活
に
つ
い
て

述
べ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る

「
日
記
」
で
は
な
く
、
晩
年

に
な

っ
て
彼
女
の
到
達
し
た

一
つ
の
観
点
か
ら
自
分

の
生
涯
を
回
想
し
て
書
か
れ
た
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も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
『更
級

日
記
』

の
筋

に
沿

い
な
が
ら
、
そ

れ
に
記
さ
れ
て
い
る
彼
女

の
夢
を
紹
介
し

て
い
く
こ
と
に
す
る
。

作
者
は
父
親

の
任
地
で
あ
る
上
総
国
で
育

つ
が
、
継
母
や
姉

の
話
を
聞

い
て
、

物
語
と
い
う
も
の
に
心
惹

か
れ
、
何
と
か
し
て
そ
れ
を
読
み
た
い
と
思
う
。
等

身
大

の
薬
師
如
来
像
を
造
り
、
そ
れ
に
対

し
て
、
早
く
京
都
に
行

っ
て
物
語
を

沢
山
見
ら
れ
る
よ
う

に
と
祈

っ
た
り
す
る
。
十
三
歳

の
と
き
、
父
親
の
任
期
が

終
り
上
京
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

途
中

の
旅
の
描
写
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
省
略
す
る
。
継
母
が
父
親
と
の
折
合

い
が
よ
く
な
く
去

っ
て
行

っ
た
り
、
乳
母

と
死
別
し
た
り
す
る
。
し
か
し
、
伯

母
か
ら
念
願

の

『源
氏
物
語
』
を
も
ら
い
、
そ
れ
に
熱
中
す
る
。
そ
の
と
き
に

夢
を
見
る
。

「夢

に
、

い
と
き
よ
げ
な
る
僧

の
黄
な
る
地

の
袈
裟
着
た
る
が
来
て
、
『法
華

経
五
の
巻
を
と
く
な
ら

へ
』
と
い
ふ
て
見

れ
ど
、
人
に
語
ら
ず
、
な
ら
は
む
と

も
思
ひ
か
け
ず
、
物
語

の
事
を
の
み
心

に
し
め
て
」

い
る
と
い
う
有
様

で
あ

っ

た
。
(夢
1
)

こ
の
夢

に
出

て
く
る

「
法
華
経
五

の
巻

」
と

い
う
の
は
、
そ
こ
に
女
性
も
成

仏
し
得
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
お
そ
ら
く
当
時

の
上
流
階
級

の
女
性

に
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
仏
教
で
は

一
般
に
女
性

は
成
仏

で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
を
そ
の
ま
ま
信
じ
て
い
る
人
も

多
か

っ
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て

「
法
華
経

五
の
巻
」
は
女
性

の
成
仏
を
説
く
点

で
特
異
な
も
の
で
あ

っ
た
。

続

い
て
作
者
が
十
五
歳

の
頃
、
相
変
ら
ず
物
語
に
傾
倒
し
て
い
た
と
き
、
次

の
よ
う
な
夢
を
見
る
。

「
『
こ
の
ご
ろ
皇
太
后
宮

の

一
品

の
宮
の
御
料
に
か
け
た
る
に
、
六
角
堂

に
遣

水
を
な
む
作
る
』
と
い
ふ
人
あ
る
を
、
『
そ
は
い
か
に
』
と
問

へ
ば
、
『天
照
御

神
を
念
じ
ま
せ
』
と
い
ふ
」

(夢
2
)

こ
の
と
き
も
、
夢
を
人

に
話
す
こ
と
も
な
く
、
な
ん
と
も
思
わ
ず
、
そ

の
ま

ま
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

同
じ
く
作
者
十
五
歳

の
頃
。
花

の
散

る
季
節
に
、
そ
の
季
節

に
亡
く
な

っ
た

侍
従
大
納
言

の
姫
君

の
筆
跡
を
繰
り
返
し
見
て
悲
し
い
思

い
を
し
て
い
た
。
五

月
頃
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
猫
が
迷

い
こ
ん
で
く
る
。
か
わ
い
い
の
で
姉
と
二

人
で
秘
か
に
飼
う
こ
と
に
す
る
。
猫
は
二
人

に
な

つ
く
が
、
姉
が
病
気
に
な

っ

た
の
で
、
猫
を
使
用
人
た
ち
の
い
る

「北
面
」

の
部
屋
に
ぼ
か
り
居
さ
せ
て
お

い
た
。
す
る
と
病
気

の
姉
が
目
を
覚
ま
し
、
猫
を
こ
ち
ら
に
連
れ
て
く
る
よ
う

に
と
言
う
。
そ
れ
は
姉
が
次

の
よ
う
な
夢
を
見
た
か
ら
だ
と
言
う
。

「夢

に
、
こ
の
猫

の
か
た
は
ら
に
来

て
、
『
お
の
れ
は
、
侍
従

の
大
納
言
殿

の

御
む
す
め
の
か
く
な
り
た
る
な
り
、
さ
る
べ
き
縁
の
い
さ
さ
か
あ
り
て
、
こ
の

中

の
君
の
す
ず
う
に
あ
は
れ
と
思
ひ
い
で
給

へ
ぽ
、
た
だ
し
ば
し
こ
こ
に
あ
る

を
、
こ
の
頃
下
衆

の
中
に
あ
り
て
、

い
み
じ
う
わ
び
し
き
こ
と
』
と
い
ひ
て
、

い
み
じ
う
泣
く
さ
ま
は
、
あ
て
に
を
か
し
げ
な
る
人
と
見
え
て
、
う
ち
お
ど
ろ

き
た
れ
ば
、

こ
の
猫

の
声

に
て
あ
り
つ
る
が
、

い
み
じ
く
あ
は
れ
な
る
な
り
」

(夢
3
)
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こ
れ
を
聞

い
て
、
猫
を
そ
れ
以
後
は
使

用
人
の
部
屋
に
行
か
せ
ず
大
切
に
し

た
。
猫
に
対

し
て
、
「侍
従
大
納
言

の
姫
君

の
お
は
す
る
な
。
大
納
言
殿

に
知

ら
せ
奉
ら
ば
や
」
と
言
う
と
、
自
分
の
顔

を
見
て
や
わ
ら
か
な
声
で
な
く
の
で
、

普
通
の
猫
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
輪
廻
転
生
が

テ
ー

マ
に
な

っ
て
い
る

夢

で
あ
る
。
作
者

で
は
な
く
、
作
者

の
姉

の
見
た
夢
で
あ

る
が
。

作
者
二
十
六
-
二
十
九
歳

の
頃
、
父
親

は
常
陸
に
赴
任
す
る
。
そ
の
間
に
清

水
寺
に
作
者
は
参
籠
す
る
が
、
あ
ま
り
身

を
い
れ
て
で
き
な
い
と
思

っ
て
い
る

う
ち
に
う
と
う
と
と
眠
り
夢
を
見
た
。

「御
帳

の
方

の
犬
防
ぎ

の
内

に
、
青
き
織
物

の
衣
を
着

て
、
錦
を
頭

に
も
か
づ

き
足
に
も
は
い
た
る
僧

の
、
別
当
と
お
ぼ

し
き
が
よ
り
来

て
、
『行
先
の
あ
は

れ
な
ら
む
も
知
ら
ず
、
さ
も
よ
し
な
し
事

を
の
み
』
と
、
う
ち
む
つ
か
り
て
、

御
帳
の
内
に
い
り
ぬ
」

(夢
4
)

「来
世
が
大
事
で
あ
る
こ
と
も
知
ら
ず

に
、

つ
ま
ら
な
い
こ
と
ぽ
か
り
考
え

て
」
と
僧
が
忠
告
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ

の
と
き
も
作
者

は
あ
ま
り
心
に
と
め

な
か
っ
た
。

同
じ
頃
、
作
者
の
母
が

一
尺
の
鏡
を
鋳

造
さ
せ
て
、
自
分
た
ち
の
代
り
に
僧

を
使
者
と
し
て
、
初
瀬
に
詣
ら
せ
、
三
日
間
参
籠
し
て
娘

(作
者
)
の
将
来
に

つ
い
て
の
夢
告
を
得
る
よ
う
に
す
る
。
僧

は
帰

っ
て
き
て
次
の
よ
う
な
夢
を
報

告
す
る
。

「御
帳

の
方
よ
り
、
い
み
じ
う
け
だ
か
う
清
げ
に
お
は
す
る
女

の
、
う
る
は
し

く
さ
う
そ
き
給

へ
る
が
、
奉
り
し
鏡
を

ひ
き
さ
げ
で
、
『
こ
の
鏡

に
は
文
や
そ

ひ

た

り

し
』

と

問

ひ

給

へ
ぽ

、

か

し

こ

ま

り

て
、

『
文

も

候

ら

は
ざ

り

き

。

こ

の
鏡

を

な

む

奉

れ

と

侍

り

し
』

と

答

へ
奉

れ
ぽ

、

『あ

や

し

か

り

け

る
事

か

な
。

文

そ

ふ

べ

き

を

』

と

て
、

『
こ

の
鏡

を

、

こ

な

た

に
う

つ
れ

る

影

を

見

よ

。

こ

れ

み

れ

ば

、

あ

は

れ

に
悲

し
き

ぞ

』

と

て
、

さ

め
ざ

め

と

泣

き

給

ふ

を
、

見

れ

ぽ

、

ふ

し

ま

ろ

び

泣

き

嘆

き

た

る

影

う

つ
れ

り

。

『
こ

の
影

を

見

れ

ば

、

い

み

じ

う
悲

し

な

。

こ

れ

見

よ
』

と

て

、

い

ま
片

つ

か

た

に

う

つ
れ

る
影

を

見

せ

給

へ
ば
、
御
簾
ど
も
青
や
か
に
、
几
帳
お
し
出

で
た
る
下
よ
り
、
い
ろ
く

の
衣

こ
ぼ
れ
出

で
、
梅
桜
さ
き
た
る
に
、
鶯
木
つ

た
ひ
鳴
き
た
る
を
見
せ
て
、
『
こ

れ
を
見
る
は
嬉
し
な
』
と
宣
ふ
と
な
む
見
え
し
」
(夢

5
)

(
4
)

当
時
、
初
瀬

に
参
籠

し
て
夢
告
を
待

つ
こ
と
や
、
そ
れ
に
代
人
を
立
て
る
こ

と
な
ど
の
風
習
が
あ

っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
こ
の
夢

に
つ
い
て
も
作
者

は

さ
し
て
気
に
と
め
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
晩
年

に
な

っ
て
、
夫
が
死
亡
し
た
と

き
、
こ
の
鏡

の
夢

の
悲
し
い
姿
だ
け
が
、
現
実

に
な

っ
て
し
ま

っ
た
と
嘆
く
。

作
者

は
三
十
二
歳

の
と
き
に
、
人
に
す
す

め
ら
れ
て
宮
仕
え
に
出
る
。
そ
の

頃

に
、
自
分

の

「前
世
」

に
つ
い
て
の
夢

を
見

る
。
そ
れ

に
つ
い
て
作
者

は

「
ひ
じ
り
な
ど
す
ら
、
前

の
世

の
こ
と
夢
に
見

る
は
、

い
と
か
た
か
な
る
を
」

と
い
う
書
き
出
し
で
、
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「清
水

の
礼
堂
に
ゐ
た
れ
ぽ
、
別
当
と
お
ぼ

し
き
人
出

で
来
て
、
『
そ
こ
は
前

の
生

に
、
こ
の
御
寺

の
僧
に
て
な
む
あ
り
し
。
仏
師
に
て
、
仏
を
い
と
多
く
造

奉
り
し
功
徳
に
よ
り
て
、
あ
り
し
素
姓
ま
さ
り
て
、
人
と
生
ま
れ
た
る
な
り
。

こ
の
御
堂
の
東

に
お
は
す
る
丈
六
の
仏
は
、
そ
こ
の
造
り
た
り
し
な
り
。
箔
を
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押
し
さ
し
て
亡
く
な
り
に
し
そ
』
と
。
『
あ
な
い
み
じ
。
さ
は
、
あ
れ
に
箔
押

し
奉
ら
む
』
と
い

へ
ば
、
『亡
く
な
り
に
し
か
ば
、
異
人
箔
押
し
奉
り
て
異
人

供
養
も
し
て
し
』
と
」

(夢
6
)

せ
っ
か
く
前
世

の
夢
を
見
た
が
、
作
者

は
そ

の
後
、
清
水
寺
に
熱
心
に
詣
る

こ
と
も
せ
ず
、
も
し
そ
う
し
て
お
れ
ば
よ

か
っ
た
の
に
と
晩
年
に
は
残
念
に
思

っ
た
こ
と
を

つ
け
加
え
て
い
る
。

作
者
は
宮
仕
え
を
や
め
結
婚
す
る
。
そ

の
後
は
家
庭

の
雑
事
に
追
わ
れ
、
物

語

の
こ
と
も
忘
れ
る
ほ
ど

に
な
る
。
三
十

八
歳
の
と
き
、
後
生
を
祈

っ
て
石
山

に
参
籠
し
、
夢
を
見
る
。
少
し
ま
ど
ろ
ん
だ
間
に
、

「『中
堂
よ
り
麝
香
給
は
り
ぬ
。
と
く
か
し
こ

へ
告
げ
よ
』
と
言
ふ
人
あ
る
に
、

う
ち
お
ど
ろ
き
た
れ
ば
、
夢
な
り
け
り
と
思
ふ
」
(夢
7
)

こ
の
と
き
作
者
は
、
よ
い
夢
な
の
だ
ろ
う
と
思

っ
た
と
の
こ
と
。
た
だ
そ
れ

以
上
の
こ
と
は
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

三
十
九
歳

の
と
ぎ
、
初
瀬

に
詣

る
。
こ

の
と
き
は
大
嘗
会

の
御
禊

の
行
な
わ

れ
る
日
で
、
京
都
は
に
ぎ
わ

っ
て
い
る
と
き

に
逆
行
し
て
、
お
寺
詣
り
に
出
発

す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
賛
否
両
論

の
意
見
が
人
々
に
よ
っ
て
述

べ
ら
れ
る
の
を
、

作
者
は
よ
く
記
述
し
て
い
る
。
初
瀬
詣
り

の
途
中

に
泊

っ
た
寺

で
夢
を
見
た
。

「
い
み
じ
く
や
む
ご
と
な
く
清
ら
な
る
女

の
お
は
す
る
に
参
り
た
れ
ぽ
、
風

い

み
じ
う
吹
く
。
見

つ
け
て
、
う
ち
笑
み
て
、
『何
し
に
お
は
し

つ
る
ぞ
』
と
問

ひ
給

へ
ば
、
『
い
か
で
か
は
参
ら
ざ
ら
む
』

と
申
せ
ば
、
『
そ
こ
は
内
に
こ
そ
あ

ら
む
と
す
れ
、
博
士

の
命
婦
を
こ
そ
よ
く
か
た
ら
は
め
』
と
の
た
ま
ふ
」
(夢

8
)こ

の
後
初
瀬
に
三
日
間
参
籠
し
て
、
暁
に
退
出
し
よ
う
と
い
う
前

の
夜
、
ふ

と
眠

っ
た
と
き
夢
を
見
た
。

「
み
堂

の
方

よ
り
、
『す
は
稲
荷
よ
り
賜
は
る
し
る
し
の
杉

よ
』
と
て
、
物
を

投
げ
出
つ
る
よ
う
に
す
る
」

(夢
9
)

四
十
歳
を
過
ぎ
、
昔
の
宮
仕
え
の
頃
を
思

い
出
し
、
そ
の
頃
親
し
く
話
し
合

っ
た
人
が
筑
前
に
い
る
の
を
恋
し
く
思
い
つ
つ
寝

い
っ
て
し
ま

っ
た
と
き

に
夢

を
見
た
。

「宮
に
参
り
あ
ひ
て
、
う

つ
つ
に
あ
り
し
や
う
に
て
あ
り
と
見

て
、
う
ち
お
ど

ろ
き
た
り
」

目
が
覚

め
る
と
、
月
は
西
の
山

の
端

に
近
く
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
そ
こ

で
歌
を
よ
ん
だ
。
(夢
10
)

夢
さ
め
て
寝
覚
め
の
と
こ
の
浮
く
ぼ

か
り
恋
ひ
き
と
告
げ
よ
西

へ
ゆ
く
月

次
に
最
後

の
夢
は
作
者

に
と

っ
て
も
非
常
に
大
切
な
夢
で
、
そ
れ
を
紹
介
す

る
。
こ
れ
は
作
者
四
十
八
歳
の
と
き

で
、
こ
の
夢

の
み
は
、
天
喜
三
年
十
月
十

三
日
と
日
付
が
付
し
て
あ
る
。

「ゐ
た
る
所

の
家

の
つ
ま
の
庭

に
阿
弥
陀
仏
立
ち
た
ま

へ
り
。
さ
だ
か
に
は
見

え
た
ま
は
ず
、
霧

一
重
隔
た
れ
る
や
う

に
透
き
て
見
え
給
ふ
を
、
せ
め
て
絶
問

に
見
奉
れ
ば
、
蓮
花
の
座

の
土
を
あ
が
り
た
る
高
さ
三
四
尺
、
仏

の
御

た
け
六

尺
ば

か
り
に
て
、
金
色
光
り
輝
き
給
ひ
て
御
手
か
た
つ
方
は
ひ
ろ
げ
た
る
や
う

に
、
い
ま
か
た

つ
方
に
は
印
を

つ
く
り
給
ひ
た
る
を
、

こ
と
人

の
目

に
は
見

つ
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『浜松中納言物語』と 『更級日記』の夢

け
奉
ら
ず
、
我

一
人
見
奉

る
に
、
さ
す
が

に
、
い
み
じ
く
け
恐
ろ
し
け
れ
ば
、

簾
の
も
と
に
近
く
寄
り
て
も
え
見
奉
ら

ね
ば
、
仏
、
『
さ
は
、
こ
の
度
は
帰
り

て
、
の
ち
に
迎

へ
に
来
む
』
と
の
た
ま
ふ
声
、
わ
が
耳

一
つ
に
聞
え
て
、
人
は

え
聞
き

つ
け
ず
と
見
る
に
、
う
ち
驚
き
た
れ
ぽ
十
四
日
な
り
。
こ
の
夢
ぼ
か
り

ぞ
後
の
頼
み
と
し
け
る
」

(夢
11
)

文
中
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
作
者

は
こ
の
夢
を
非
常
に
大
切

に
受
け
と

め
て
い
る
。
そ
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
夢

の
記
録
を
、
そ
れ
よ
り
三

年
前

に
生
じ
た
夫
の
死

の
記
述
の
次

に
載

せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま

っ
た
く

思
い
が
け
な
い
夫

の
死
を
悲

し
む
文

の
後

に
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
れ
を
も

っ
て
き
て

い
る
の
は
、

こ
の
夢
が
作
者

の
晩
年

の
境
地
を
支
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ

う
な
人
生
観

の
上
に
立

っ
て
、
こ
の

『更
級
日
記
』
が
書
か
れ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
夢
は
何

の
解

釈
も
不
要

で
、
そ

の
ま
ま
が
重
い
意

味
を
も

っ
て
い
る
。

夢
と
現
実

『浜
松
中
納
言
物
語
』
と

『更
級
日
記
』

に
語
ら
れ
る
夢
を
す
べ
て
紹
介
し
た
。

特
に
前
者

の
場
合
、
幻
覚
体
験
な
ど
で
夢
と
明
確

に
区
別
し
難

い
も
の
も
あ
る

が
、
同
じ
性
格
を
有
す

る
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
に
し
た
。

こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
夢

に
つ
い
て
考
え

る
上
で
、
ま
ず
夢
と
現
実
と
の
区
別
、

そ

の
関
係
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

『浜
松
中
納
言
物
語
』
を
読
ん
で
い

て
、
非
常

に
特
徴
的
な
の
は
、
夢
を
見
て
い
る
と
き
の
描
写

に

「夢
」
と
い
う

語
が
、
む
し
ろ
あ
ま
り
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
先

に

(夢

3
)
と
し
て
あ
げ

て
お
い
た
中
納
言
の
夢

の
と
こ
ろ
の
原
文
を
見
て
み
る
と
、

中
納
言
が
河
陽
県
の
后
の
こ
と
を
想
い
、
ま
た
日
本
に
残
し
て
き
た
大
君
と
は

そ
れ
ほ
ど
似
て
い
な

い
な
ど
と
思

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
「大
将
殿
姫
君

(大

君
)
、

い
み
じ
く
物
思

へ
る
さ
ま
に
な
が

め
お
ぼ
し
入
り
た
る
か
た
は
ら

に
寄

り
て
、
…
…
」
と
い
う
旦
ハ合

に
文
が
展
開
す
る
の
で
、
ぼ

ん
や
り
読
ん
で
い
た

ら
、
急

に
大
君
が
実
際
現
わ
れ
た
の
か
と
思

っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
続

い
て
大

君

の
歌
が
あ
り
、
中
納
言
も

「
わ
れ
と
ほ
ろ
ほ
ろ
と
泣
く
と
思
ふ
に
、
涙
に
お

ぽ

〉
れ
て
、
う
ち
お
ど
ろ
き
ぬ
る
な
ご
り
、
身
に
添

へ
る
心
地
し
て
…
…
」
と

続
く
。
こ
の

「
う
ち
お
ど
ろ
き
ぬ
」
は

「
ふ
と
目
が
覚
め
る
」、
「び

っ
く
り
す

る
」

の
両
義
が
あ
り
、
こ
の
際
は
前
者
で
、

こ
こ
に
き

て
中
納
言
が
夢
を
見
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
が
、
後
者
の
意

に
と

っ
て
読
ん
で
い
る
と
、
夢
だ

っ

た
こ
と
が
わ
か
ら
ず
に
、
実
際

に
大
君
が
現
わ
れ
た
の
だ
と
思

っ
て
し
ま
う
か

も
知
れ
な
い
。
現
実
と
夢
と
の
境
界
が
実

に
薄
く
、
両
者
が
入
り
混
る
よ
う
な

感
じ
で
描
写
さ
れ
る
。

こ
れ
に

つ
い
て
、
『浜
松
中
納
言
物
語
』
の
英
訳
者
、

ト
ー

マ
ス
・
ロ
ー
リ

ッ
ク
は
、
こ
れ
を
物
語

の
ひ
と
つ
の

「話
法
」
と
考
え
、
「夢
が
話

の
流
れ
の

な
か
に
混
入
し
て
く
る
、
こ
の
話
法
は
、
こ
の
著
者

に
と

っ
て
夢
と
現
実
の
世

界

は
、
わ
れ
わ
れ

(近
代
欧
米
人

"
訳
注
)
が
期
待
す
る
よ
う
に
明
確

に
区
別

(5

)

さ
れ
る
世
界
で
は
な
い
こ
と
の
ひ
と

つ
の
指
標
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
と
逆

の
関
係
と
も
言
え
る
が
、
現
実

の
出
来
事
が

「夢
」
と
し
て
語
ら
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れ
る
こ
と
も
あ
る
。
も

っ
と
も
よ
く

『浜
松
中
納
言
物
語
』

に
出
て
く
る
の
は
、

主
人
公
の
中
納
言
が
思
い
が
け
ず
河
陽
県

の
后
と

一
夜
を
と
も
に
し
た
こ
と
を
、

「春
の
夜

の
夢
」
と
し
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

現
実

に
生
じ
た
こ
と
が

「夢
」
と
し
て
語
ら
れ
、
夢
を
見
る
と
き
、
「夢
」

と
い
う
語
が
用

い
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は

『浜
松
中
納
言
物
語
』
に
し
ば
し
ば
用

い
ら
れ
る
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
『更
級
日
記
』
で
は
、
夢
を
見
た

と
き

に
は
、
「夢
」
と
い
う
語
が
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
用

い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
、
作
者
が

「物
語
」

の
話
法
と
し
て
、
上
述
の
よ
う
な
こ
と
を
意
識
的

に
用

い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
現
実
と
夢
と

の
境
界
が
薄

い
、
と
い
う
表
現
を
し
た
が
、
こ
れ

は
何
を
意
味

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

こ
れ

は
、
当
時
の
人
た
ち
が
夢
と
現
実
と

を
区
別

で
き
ず
、
両
者
を
ま

っ
た
く
同
じ

こ
と
と
思

っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す

る
の
だ
ろ
う
か
。
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
な

い
。
夢
と
現
実

の
境
界
が
薄

い
と

い
う

の
は
、
両
者
共
に
同
等
の
重
み
を
も

っ
て
受
け
と
め
ら
れ
た
、
あ
る
い
は
、

む
し
ろ
夢

の
方
が
重
く
受
け
と
め
ら
れ
る
こ
と
さ
え
あ

っ
た
、
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
が
、
両
者
が
混
同
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
点
を
よ
く
注
意
し
て
お

か
な

い
と
、
現
代
人
は
夢
と
現
実
を
明
確

に
区
別
し
て
い
る
の
に
、
平
安
時
代

の
人
は
そ
れ
さ
え
出
来
な
い
よ
う
な
低

い

(あ
る
い
は
未
熟
な
)
思
考
力
と
か

意
識
を
も

っ
て
い
た
よ
う
に
誤
解
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
西
洋
近
代

の
啓
蒙
主
義
以
後
、
近
代
人
は
昔
か
ら
あ

っ
た
夢

の
意

義
を
見
出
す
態
度
を
見
失

っ
て
し
ま

っ
た
点
を
反
省
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

夢
は
す
な
わ
ち

「非
現
実
」
と
か

「無
意
味
」
と
断
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、

近
代
人

一
般

の
犯
す
誤
り
で
あ
る
。

こ
の
点
を
よ
く
弁
え
て
、
王
朝
物
語
を
読

む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

『浜
松
中
納
言
物
語
』

の
夢
を
見
る
と
、
そ
れ
ら
が
外
的
現
実
と
極

め
て
密
接

に
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
中
納
言
は
唐

に
居
て
、
夢

に
よ

っ
て
大
君

の
出
家
を
知

る

(も

っ
と
も
、
こ
の
と
き
は
明
確

に
知

っ
た
の
で
は
な
か
っ
た

が
)。
あ
る
い
は
、
京
都

に
居

て
、
吉
野
の
尼
君
の
病
気

を
知
り
、
唐
に
い
る

河
陽
県

の
后

の
死
を
知
る
。
こ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
は
な
い
、
と
言
う
人
も
あ
ろ

う
が
、
筆
者

の
よ
う
に
夢
分
析
の
仕
事
を
し
て
い
る
と
、
こ
の
よ
う
な
現
象
は

起

こ
る
こ
と
を
実
際

に
体
験
す
る
。
「な
ぜ

か
」
と
問
わ
れ
た
場
合
、
現
在
わ

れ
わ
れ

の
も

っ
て
い
る
自
然
科
学

の
知
識
体
系
に
よ

っ
て
は
説
明

で
き
な
い
。

こ
こ
で
、
無
理
な
説
明
を
す
る
と
偽
科
学

に
な
る
。
さ
り
と
て
、
現
在

の
知
識

体
系
で
説
明

で
き
な
い
か
ら
、
そ
ん
な
現
象

は
な

い
と
断
定
す
る
の
も
非
科
学

的

で
あ
る
。
と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
な
現
象

の
あ
る
こ
と
を
、
説
明
抜
き
で
認

め
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

『浜
松
中
納
言
物
語
』
に
お
い
て
は
、
夢
は
現
実
を
知
ら
せ
る
よ
り
も
、
も

っ

と
重
く
、
そ
れ
は
将
来
を
予
見
し
、
そ
の
予
見
に
よ

っ
て
命
令
を
与
え
て
く
る

ほ
ど
の
重
み
を
も

っ
て
い
る
。
(夢
2
、
6
)
こ
う
な

っ
て
く
る
と
、
「夢

の
お

告
げ
」
を
信
じ
る
な
ど
は
、
ま

っ
た
く

の
迷
信

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
夢

で

「人
を
殺
せ
」
と
命
令
さ
れ
た
ら
殺
人
を
す

る
の
か
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
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こ
れ

に
対
し
て
も
現
代
人
が
外
的
現
実

に
対
す
る
の
と
同
様
と
考
、兄
る
と
よ

い
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
も
他
人
か
ら
忠
告
さ
れ
た
り
、
時
に
は
命
令
さ
れ
た
り

す
る
。
し
か
し
、
最
終
決
定
は
自
分

の
判
断
に
よ

っ
て
い
る
。
こ
の
際
、
他
か

ら

の
は
た
ら
き
か
け
に
ど
の
程
度
身
を
ま

か
せ
る
か
、
自
と
他

の
距
離
を
ど

の

程
度
と
る
か
が
問
題
と
な
る
。
王
朝
時
代

の
人
々
が
夢
に
対
し
て
相
当
な
信
頼

を
お
い
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
ま

っ
た
く
同
調
し
て
い
た
わ
け
で
も

な

い
。
そ
の
距
離

の
取
り
方
は
む
し
ろ

『更
級
日
記
』
の
方

に
見
ら
れ
る
と
言

っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

王
朝
時
代
の
人
が
夢
に
対
し
て
あ
る
程
度

の
距
離
を
も
ち

つ
つ
尊
重
し
て
い

た
こ
と
は
、
彼
ら
が
弁
解
を
す
る
と
き

に
、
「見
て
い
な
い
夢
」
を

「夢
」
と

し
て
う
ま
く
使

っ
て
い
る
態
度

に
示
さ
れ

る
。

こ
の
こ
と
は
既
に

『と
り
か
へ

(
6

)

ぼ
や
物
語
』
に
つ
い
て
論
じ
た
と
き
に
述

べ
て
い
る
の
で
省
略
す
る
が
、
『浜

松
中
納
言
物
語
』
の
な
か
に
も
、
こ
の
よ
う
な
夢
に
よ
る
弁
解
が
認
め
ら
れ
る
。

夢
が
弁
解

の
理
由
に
な
る
と
い
う
点
で
、

そ
れ
は
外
的
現
実
と
同
等

の
重
み
を

も

つ
こ
と
を
示
し
、
「
嘘
」

の
夢
を
意
図
的
に
使
用
す
る
点

で
、
彼
ら
が
夢

に

対

し
て
も
適
当
な
距
離
を
も

っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
夢
は
必

ず

し
も
彼
ら
に
と

っ
て

「
絶
対
」
で
は
な

か
っ
た
。

次
に

『更
級
日
記
』

の
夢
を
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
を

一
見
す
る
と
、
む
し
ろ

『浜
松
中
納
言
物
語
』
の
逆

の
傾
向
を
示

し
て
い
る
と
言
え
る
。

つ
ま
り
、
作

者
の
見
た
夢

は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
外
的
現
実
と
か
か
わ
り
を
も
た
ず
、
時
に

「夢
解
き
」
を
し
て
も
ら

っ
て
も
、
そ
れ
も
役
に
立
た
な

い
。
最
後

の
夢
を
除

く
と
唯

一
つ
だ
け
、
思
い
当
る
と
す
る
と
、
夢

5
に
お
い
て
、
僧
が
悲
嬉
両
面

の
夢
を
報
告
し
た
が
、
そ
の
う
ち
の
悲
し
い
方
の
み
が
、
夫
の
急
死
に
際
し
て

思

い
出
さ
れ
る
く
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
点

に
注
目
す
る
と
、
果
し
て

『浜
松
中
納
言
物
語
』
と

『更
級

日
記
』
は
同

一
の
作
者
に
よ

っ
て
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
か
、
疑
問

を
抱
い
て
し
ま
う
。
ど
ち
ら
竜
多
く

の
夢
を
取
り
あ
げ

て
い
る
点
で
は
同
様
だ

が
、
そ

の
内
容
が
ま

っ
た
く
異
な
る
。
池
田
利
夫
も
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、

「浜
松

で
は
夢
解
き
が

一
度
も
行
わ
れ

て
い
な
い
。
そ
れ
を
必
要
と
し
な
い
程

(
7

)

夢

の
内
容
が
明
白
だ

か
ら
」
と
い
う
こ
と
な

の
に
対
し
て
、

『更
級
日
記
』

の

夢
は
、
意
味
も
わ
か
り
に
く
く
、
夢
解
き
を
し
て
も
ら

っ
て
も
、
そ
れ
は
外
的

現
実
と
結
び

つ
い
て
来
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
『更
級
日
記
』

に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
最
後

の
夢

で
あ
る
。

夢
11
は
、
本
人
も

「
こ
の
夢
ぼ
か
り
ぞ
後

の
頼
み
と
し
け
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

金
色

に
光
り
輝
く
阿
弥
陀
仏
が
現
わ
れ
、
し
か
も
そ
れ
は
本
人
に
の
み
見
・兄
る

し
、
そ
の
声
も
他
人
に
は
聞
こ
え
な
い
と
い
う
状
況
の
な
か
で
、
阿
弥
陀
仏
が
、

今
回
は
こ
れ
で
帰
る
が
、
ま
た
あ
と
で
迎
え
に
来
る
こ
と
を
約
束
し
て
く
れ
る
。

こ
の
夢
を
作
者
は
ま
さ
に

「現
実
」
と
受
け
と
め
て
有
難
く
思

っ
て
い
る
。
当

時

の
人
々
に
と

っ
て
は
、
死
後

に
涅
槃
に
生
ま
れ
か
わ
る
こ
と
は
、
最
大

の
願

い
だ

っ
た
か
ら
、

こ
れ
は
作
者

に
と

っ
て
、
ま
た
と
な
い
大
切
な
夢
で
あ

っ
た
。

『更
級
日
記
』

の
作
者
が
夢
11
に
よ
っ
て
知
り
得
た

「
現
実
」
は
内
的
現
実
と

言

っ
て
い
い
か
も
知
れ
な

い
。
そ
れ
は

『浜
松
中
納
言
物
語
』

の
夢
が
関
連
す
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る
現
実
、
私
的
現
実
と
は
レ
ベ
ル
の
異
な

る
も
の
で
あ
る
。

夢
体
験
と
物
語

『更
級
日
記
』

の
夢
は
、

一
見

『浜
松
中
納
言
物
語
』

の
夢
と
著
し
く
性
格
を

異

に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
が
、
前
者

の
最
後

に
語
ら
れ
る
夢
は
、
む
し
ろ

後
者

に
語
ら
れ
る
夢

の
よ
う
に
、
「現
実

」
と

の
関
連
が
深
い
も
の
と
思
わ
れ

た
。こ

こ
で
、
『更
級
日
記
』

の
作
者
の
作
品

に
対
す
る
態
度
を
考
え
て
み
る
と
、

既
に
国
文
学
研
究
者

の
論
じ
て
い
る
よ
う

に
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
よ
う

な

「日
記
」

で
は
な
く
、
晩
年
に
な

っ
て
作
者
が
自
分

の
生
涯
を
振
り
返

っ
て

書

こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
夢
11
は
こ
の
全
作
品

の
な
か
で
非
常

に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
を
作
者
の
立

脚
点
と
し
て
、
そ
れ
に
よ

っ
て
作
品
の
全
体

の
構
成
を
考
え
た
の
で
は
な
い
か
、

と
考
え
ら
れ
る
。

夢
は
時
に
、
夢
11
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
生
に
お
い
て
非
常
に
決
定
的
な

役
割
を
も

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
作
者
が

そ
れ
に
よ

っ
て
得
た
こ
と
は
、
死
後

の
平
安

の
確
信
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
立
脚
地
か
ら
、
自
分

の
人
生
全
般
を
見

る
こ
と
が
必
要
と
思
わ
れ
る
が
、
孝
標
女

に
し
て
み
れ
ば
、
自
分
は
若
い
と
き

か
ら
、
相
当
に
大
切
な
夢
を
見
て
い
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
本

気
で
か
か
わ

っ
て
来
な
か

っ
た
。
そ
の
な

か
で
も
今
記
憶
し
て
い
る
の
を
記
し

て
み
る
と
、
夢
1
か
ら
10
ま
で
に
な
る
、
と
い
う
態
度

で

『更
級
日
記
』
を
書

い
た
の
で
は
、
と
い
う
よ
う
に
、

こ
の
夢

の
シ
リ
ー
ズ
を
読
み
と
る
こ
と
は
で

き
な
い
だ
ろ
う
か
。

も

っ
と

つ
っ
こ
ん
で
考
え
る
と
、
作
者
は
も
と
も
と
夢

の
重
要
性
に
つ
い
て

は
相
当
認
識

し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
さ

も
な
け
れ
ぽ
、
五
十
歳
近
く
の
晩
年

に
な

っ
て
、
十
四
歳
や
十
五
歳

に
見
た
夢

を
覚
、兄
て
い
て
報
告
す
る
こ
と
な
ど

で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
他

の
夢
に
し

て
も
相
当
詳
細

に
記
憶
し
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
る
い
は
記
録
を
残
し
て
い
た
の

(
8

)

で
は
な
い
か
と
思
う
ほ
ど

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
夢
を
大
切
に
考
え
て
き

た
の
で
、
と
う
と
う
晩
年
に
な

っ
て
夢
11
の
心
境
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
、

と
考
え
て
み
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
彼
女
が
全
体

の
構
成
を
考
え
る
際

に
、
夢
11
の
意
義
を
強
調
し
よ

う
と
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
夢
は
重
要

で
あ
る
の
に
、
自
分
は
そ
の
本
当
の
と
こ
ろ

が
わ
か
ら
ず
に
来
た
の
だ
、
と
い
う
方
を
特
に
強
く
述
べ
よ
う
と
す
る
。
従

っ

て
、
十
四
歳
の
と
き

に

「法
華
経
五
の
巻
を
と
く
な
ら

へ
」
な
ど
と
い
う
夢
を

見
る
こ
と
自
体
、
仏
教

に
も
夢
に
も
相
当
な
関
心
を
も

っ
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
が
、
彼
女
は
む
し
ろ
最
後

の
到
達
点
に
比
し
て
、
自
分
は
こ
れ
を
気
に

も
と
め
ず
に
来
て
残
念
だ

っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
裏
側

か
ら
も

の
を
言
う
表
現

法
を
と

っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
表
現
法
は
、

夢
4
、
6
、
9
な
ど

の
場
合

に
も
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
夢

に
よ
っ
て
自
分
の
信
仰

の
深
い
こ
と
や
、
夢
を
重
要
と
考
え

て
い
る
こ
と
を
読
者

に
押
し
つ
け
る
よ
う
な
も
の
言

い
を
す
る
よ
り
も
、
自
分
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の
例
を
否
定
的
に
示
す
方
が

い
い
と
作
者
は
考
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従

っ
て
、

一
見
す
る
と
、
夢
と
現
実
と
の
齟
齬
を
嘆
い
て
ぼ
か
り
い
る
よ
う
だ
が
、

結
局

の
と
こ
ろ
は
、
作
者
が
言

い
た
い
の
は
、
夢
体
験

の
重
要
性
と
い
う
こ
と

と
思
わ
れ
る
。
『更
級
日
記
』
の
夢
を
丹
念

に
調
べ
た
池
田
利
夫
も

「夢

は
彼

(
9

)

女
に
と

っ
て
信
仰
で
あ

っ
た
と
言

っ
て
良
い
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
夢
体
験
を
も
ち
、
そ
れ

を

「日
記
」
と
し

て
で
は
な
く

「物

語
」
と
し
て
語

る
と
な
る
と
、
ど
う
な

る
で
あ
ろ
う
か
。
「物
語
る
」

こ
と
の

(10

)

意
味
に
つ
い
て
は
既
に
他
に
論
じ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
ご
く
簡
単
に
述
べ
る
。

外
的
な
現
実
を
他
人

に
伝
え
る
た
め
に
は
、
そ
の
事
実
を
記
述
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
正
確
な
記
述

に
よ

っ
て
、
そ
れ
は
他

に
伝
わ
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ

ろ
が
、
内
的
体
験
を
他
人
に
伝
え
る
た
め
に
は
、
「物
語

る
」
こ
と
が
必
要

に

な
る
。
特

に
自
分

の
体
験
を
他
人

に
も
追
体
験
し
て
も
ら
う
た
め
に
は

「物
語

る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
非
常

に
単
純
な
例
と
し
て
、
釣
り
で
思
い
が
け
な

い
大
き

い
魚
を
釣

っ
た
と
き
、
そ
の
事

実
の
み
を
伝
え
る
の
な
ら
、
魚

の
体
長

や
重
さ
な
ど
を
記
述
す

る
だ
け

で
い
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
釣

っ
た
と
き

の

「感
激
」
を
伝
え
る
た
め
に
は
、
「物
語

る
」
必
要
が
あ
る
。
両
手
を
広
げ
て
示

す
魚

の
大
き
さ
は
、
必
ず
し
も
、
魚

の
大
き
さ
と
確
実
に

一
致
し
て
い
る
必
要

は
な

い
。
か
く
て
、
多
く
の
釣
り
の

「物
語
」
が
生
み
出
さ
れ
る
。

あ
る
い
は
、
自
分

の
体
験

し
た
こ
と

で
も
、
そ
れ
を
自
分

の
心

の
な

か
に

「収

め
る
」
た
め
に
は
物
語
が
必
要

で
あ

る
。
地
震
を
体
験

し
た
と
き
、
そ
れ

を
た
だ
黙

っ
て
自
分

の
心
の
な
か
に
入
れ
こ
む
こ
と
は
非
常

に
難
し
い
。
そ
れ

を
他
人
に

「物
語
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分

の
も
の
に
な

っ
た
り
、
心
に
収

ま

っ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
孝
標
女
が

『更
級
日
記
』
に
述

べ
て
い
る
、

夢

11
の
よ
う
な
体
験
を
人
に
伝
え

よ
う
と

し
て

「物
語
る
」
と
き
、
そ
れ
は

『浜
松
中
納
言
物
語
』
の
よ
う

に
な
る
、
と
い
う
推
察
が
成
立
す
る
。

つ
ま
り
、

人
間
に
と

っ
て
夢
が

い
か
に
大
切
で
あ
り
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
人
間

の
生
涯

の

流

れ
に
影
響
を
与
え
る
か
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
人
に
伝
え
る
た
め

に
は
、

『浜
松
中
納
言
物
語
』

の
よ
う
な
物
語
が
必
要
に
な

っ
て
く
る
の
で
あ

る
。
こ

の
物
語
で
は
、
そ
の
筋
道
は
す
べ
て
夢

に
よ

っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
、
と
言

っ

て
も
過
言
で
は
な

い
。

こ
の
よ
う
な
考
え
に
立

つ
と
、
『更
級
日
記
』
と

『浜

松
中
納
言
物
語
』
の
作
者
が
同

一
人
物

で
あ
る
と
す
る
の
に
、
あ
ま
り
矛
盾
を

感
じ
な

い
の
で
あ
る
。

夢
体
験
そ
の
も
の
が
す
な
わ
ち
、
そ
の
人
に
と

っ
て
の

「物
語
」

で
あ
る
、

と
の
見
方
も
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『更
級
日
記
』

の
夢
3
に
お
い
て
は
、

姉

の
夢
で
は
あ
る
が
、
自
分
た
ち

の
飼

っ
て
い
る
猫
が
亡
く
な

っ
た
侍
従
大
納

言

の
娘

の
生
ま
れ
か
わ
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
夢
物
語
を
信
じ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
夢
を
見
た
人
と
猫
、
お
よ
び
、
死
者

(大
納
言
の
娘
)
が
ぐ

っ
と

近
く
な
る
。

つ
ま
り
、
事
実
を
事
実
と
し
て
記
述
す
る
自
然
科
学
的
方
法
は
、

人
間
と
関
係
な
く
事
実
を
語
る
の
に
適
し
て
い
る
が
、
物
語
は
そ
の
逆

に

「関

係
づ
け
る
」
作
用
を
も

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
物
語
を
語
る
人
、
聞
く
人
に
と

っ

て
、
自
分
と
他
人
、
人
間
と
動
物
や
物
、
生
者
と
死
者
、
自
分

の
心

の
な
か
の
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意
識
と
無
意
識
な
ど
を
関
係
づ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
縦
横
無
尽
に
張

り
め
ぐ
ら
せ
た
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
に
自
分
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、

人
間
は
安
心
し
て
生
き
、
安
心
し
て
死
ぬ

こ
と
が
で
き
る
。

夢
6
の
転
生
の
夢
も
、
同
様
の
考
え
に
よ

っ
て
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

自
分

の
前
世
の
こ
と
が
わ
か
る
の
な
ど
ま

っ
た
く
ナ
ン
セ
ソ
ス
と
言
う
こ
と
も

で
き
る
。
あ
る
い
は
、
た
と
い
、
わ
か

っ
て
も
何

の
意
味
が
あ
る
の
か
と
も
言

え
る
。
こ
の
世
の
外
的
事
実
に
の
み
心
を
奪
わ
れ
て
い
る
限
り
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
の
世
に

一
回
限
り

の
生
を
受
け
、
そ
し
て
た
だ
死
ん
で
い
く
し
か

な

い
と
自
覚

し
は
じ
め
た
ら
、
い

っ
た
い
自
分
は
な
ぜ
生
き
て
い
る
の
か
、
ど

こ
か
ら
来

て
ど
こ
に
行
く
の
か
な
ど
と
い
う
根
源
的
な
問
い
に
直
面
さ
せ
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
と
き
、
自
分

の
前
世
の

「物
語
」
を
知
る
こ
と
は
、
相
当
な

重
み
を
も

っ
て
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点

に
立

っ
て
、
現
代
の
ア
メ
リ

(
11

)

カ
で
、
「
リ
イ

ソ
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
療
法

」
と
称
す
る
心
理
療
法
が

一
定

の
成

果
を
あ
げ

て
い
る
、
と
い
う
事
実
も
こ
こ
に
述
べ
る
価
値
が
あ
る
だ
ろ
う
。

作
者

は
、
夢
6
を
有
難
い
こ
と
と
し
て
受
け
と
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ

以
後
熱
心
に
清
水
寺

に
お
詣
り
す
れ
ば
い

い
こ
と
が
あ

っ
た
だ
ろ
う
に
、
そ
の

ま
ま
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
、
と
書

い
て
い
る
。

こ
れ
を
既

に
述

べ
た
よ
う
に
、

謙
遜
し
て
表
現
し
て
い
る
と
も
取
れ
る
が
、
夢

に
対
し
て
こ
れ
く
ら

い
の
距
離

が
と
れ
て
い
て
丁
度
よ
か

っ
た
の
だ
と
も
言
え
る
。
夢
3
の
と
き
も
、
猫
を
大

納
言
の
娘

の
生
ま
れ
か
わ
り
と
し
て
、
大
切

に
し
て
い
る
が
、
そ
う
と
は
言

っ

て
も
、
そ
の
猫
を
大
納
言

の
家

に
連
れ
て

い
っ
た
と
い
う
こ
と
も
書

い
て
い
な

い
。

つ
ま
り
、
夢
を
大
切
に
受
け
と
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
多
層
的
な
現
実
を

受
け
い
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
信
ず

る
か
信
じ
な
い
か
、
真
か
偽
か
、

な
ど
と
二
者
択

一
を
迫
る
単
層

の
現
実
に
生
き
る
の
で
は
、
あ
ま
り
に
も
人
生

が
貧
困
に
な
る
。

つ
ま
り
、

つ
ま
ら
な
い
夢
と
し
て
棄

て
去
る
も

の
も
残
念
だ

し
、
自
分
は
こ
の
仏
像
を
つ
く

っ
た
仏
師

の
生
ま
れ
か
わ
り
だ
か
ら
、
と
清
水

寺

に
特
別
扱

い
を
要
求
す
る
の
も
馬
鹿
げ

て
い
る
。
多
層
な
現
実
に
身
を
お
く

こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
た
だ
、
そ

の
よ
う
な
知
恵
を
物
語
と
し
て
伝
え
る
と
な

る
と
、
輪
廻
転
生
が
そ
の
ま
ま
に
通
じ
る

『浜
松
中
納
言
物
語
』

の
語
り
に
な

る
の
で
あ
る
。

も

の
の
流
れ

こ
れ
ま
で
夢
を
中
心

に
論
じ
て
き
た
二

つ
の
作
品
は
、
そ
こ
に
共
通
す
る
主

題
と
し
て
、
「も

の
の
流
れ
」
と

い
う
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
こ
に
言

う

「も

の
」
は
現
代
人

の
考
え
る
心
も
物
質
も
共
に
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
人
間

の
実
感
と
し
て
は
、
「意
識

の
流
れ
」
と
し
て
把
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な

い
。

た
だ
、
こ
こ
に
言
う

「意
識
」
は
夢

の
体
験
を
含
み
、
西
洋

の
深
層
心
理
学
者

の
提
示
す
る

「無
意
識
」
も
含
ん
で
い
る
。
人
間

の
意
志
や
意
図
を
超
え
て
、

滔
々
と
流
れ
続
け
る

「も
の
」

の
勢

い
、
方
向
を
感
じ
と
る
こ
と
、
こ
れ
が
大

切
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
は
し
ば
し
ば
そ
の
こ
と
を
忘
れ
、
地
位

・
財
産

・

名
誉
な
ど
に
固
執
す
る
。
そ
ん
な
こ
と
は
忘
れ
、
こ
の

「も

の
の
流
れ
」

に
身

を
ま
か
せ
る
と
き
、
思
い
が
け
な
い
こ
と
が
可
能

に
な
る
。
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『浜松中納言物語』と 『更級日記』の夢

『更
級
日
記
』

の
最
初

の
方
に
語
ら
れ
る
武
蔵
国
の

「
た
け
し
ば
」

の
伝
説
が

そ
れ
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
そ
れ
を
要
約
す
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。

「
た
け
し
ば
」
か
ら
朝
廷

へ
衛
士
と
し
て
送
ら
れ
た
男
が
、

「な
ど
や
、
苦
し
き
め
を
見
る
ら
む
。
わ
が
国
に
、
七

2
二
つ
つ
く
り
据
ゑ
た

る
酒
壷
に
さ
し
渡
し
た
る
直
柄
の
ひ
さ
ご

の
、
南
風
吹
け
ぽ
北
に
な
び
き
、
北

風
吹
け
ぽ
南

に
な
び
き
、
西
吹
け
ぽ
東

に
な
び
き
、
東
吹
け
ば
西

に
な
び
く
を

見

で
、
か
く
て
あ
る
よ
」

と

つ
ぶ
や
い
て
い
る
の
を
天
皇
の
娘
が
聞
き
、
そ
れ
を
も
う

一
度
聞
き
た
が

る
。
男
が
も
う

一
度
申
し
あ
げ

る
と
、
娘

は
す
ぐ
に
決
心
し
て
男
と
共

に
、
男

の
故
郷
に
ま
で
馳
け
落
ち
る
。
後

の
詳
細

は
略
す
る
が
、
天
皇
も
彼
ら

の
関
係

を
認
め
武
蔵
国
を
そ
の
男
に
賜
り
、
最
後

は
め
で
た
し
め
で
た
し
で
終
る
。

こ
れ
は
何
と
も
素
晴
ら
し
い
話

で
あ
る
。
皇
女
の
行
為
は
ま

っ
た
く
突
飛
だ

が
、
後
は
め
で
た
く
終
る
と
こ
ろ
が
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
二
人

の
若
者

の
行
動
は
、
天
皇

で
さ
え
止
め
よ
う
が
な
く
、
そ
れ
に
従
う
し
か
な
い

の
だ
。
二
人
の
行
動
を
支
え
る
原
理
は
、
男
の
ひ
と
り
言
に
端
的

に
示
さ
れ
て

い
る
。

つ
ま
り
、
北
風
が
吹
け
ば
南

に
、
南
風
が
吹
け
ば
北
に
、
と
な
び
か
ざ

る
を
、兄
な

い

「
ひ
さ
ご
」

の
姿
が
そ
れ
を
象
徴
し
て
い
る
。
孝
標
女
は
、
こ
の

「も

の
の
流
れ
」
を
感
じ
と
る
能
力
を
も

っ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
十
三
歳

の

頃

に
聞
い
た
伝
説
を
よ
く
記
憶
し
て
お
り
、
晩
年
に
な

っ
た
と
き
で
も
、
そ
れ

を
詳
し
く
記
載
で
き
た
の
で
あ
る
。

「も

の
の
流
れ
」
と
記
し
た
こ
と
は

「も

の
の
は
た
ら
き
」
と
表
現
す
る
方
が

い
い
か
も
知
れ
な
い
。
流
れ
を
継
時
的

に
た
ど
る
の
み
で
は
な
く
、
流
れ
の
同

時
的
な
在
り
様

に
注
目
す
る
こ
と
も
大
切
な
の
だ
。
京
都
、
吉
野
、
唐
な
ど
と

場
所
は
離
れ
て
い
て
も
、
そ
こ
に
同
時
的

に
生
じ
る
こ
と
は
、
大
き

い

「も
の

の
流
れ
」
の

一
部
と
し
て
生
じ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
を
全
体
と
し
て
把
握
す
る

こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
こ
れ
ら
別

々
の
場
所

に
起
こ
る
こ
と
を
、
ひ
と
つ
の
事

象
と
し
て
把
握
す

る
に
は
夢

の
助
け
が
必
要

で
あ
る
。
『浜
松
中
納
言
物
語
』

の
夢

に
つ
い
て
、
池
田
利
夫
が

「
こ
.の
物
語
は
、
舞
台
を
京
都
、
唐
土
、
吉
野

と
三
転
さ
せ
る
の
で
、
瞬
時
に
両
所
を
結
合
し
う
る
の
は
、
ま
ず
夢
を
措

い
て

(
12

)

は
な
か
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
卓
見
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

『浜
松
中
納
言
物
語
』
に
お
け
る
共
時
的
な
夢

は
、
『更
級
日
記
』

に
示
さ
れ
た

前
述
し
た
よ
う
な

「も

の
の
流
れ
」

の
考
え
を

「物
語
る
」
際

の
工
夫
の
ひ
と

つ
と
し
て
読
み
と
れ
る
。

「
も
の
の
流
れ
」
が
読
み
と
れ
る
な
ら
ば
、
「た
け
し
ぼ
」

の
男

の
よ
う

に
途

方
も
な
い
幸
福
を
得

る
は
ず

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
は

『更
級
日

記
』

の
作
者
は
、
あ
ま
り
に
も
悲
し
い
経
験
を
し
、
最
後
は
、
せ

っ
か
く
の
夫

の
仕
官
を
喜
ん
だ

の
も
束

の
間
、
夫
の
突
然

の
死
に
よ

っ
て

「を
ば
す
て
」
と

作
者
自
身
も
呼
ぶ
境
地

に
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て

『浜
松
中
納
言
物
語
』

の
主

人
公
も
、
最
後

の
と
こ
ろ
は
、
「
た
ま
し
ゐ
消
ゆ

る
心
ち
し
て
、
涙
に
う
き
し

づ
み
給
け
り
」
と
な

っ
て
い
る
。

こ
れ
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。
端
的

に
言
え
ぽ
、
「人
間

は
ひ
さ
ご
で
は
な

い
」
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
ぶ
ら
り
と
ば
か
り
は
し
て
居
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
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「
も
の
の
流
れ
」
を
知
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
人
間
は
悲
し
く
も
楽
し

い
生
活
を

送
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『更
級
日
記
』
は
外
的
現
実

の
悲

し
さ
を
書
く

一
方

で
は
、
歓
喜

に
近
い
体
験
を
も
た
ら

し
た

「阿
弥
陀
仏

の
夢
」
を
最
後
に

書
き
記
し
て
い
る
。

こ
れ
こ
そ
彼
女
の
見

た

「鏡

の
両
面

の
夢
」

(夢
5
)
そ

の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
女
は
夢

に
よ

っ
て
来
世
を
約
束
さ
れ
る
幸
福

を
味
わ
う
。
し
か
し
、
人
間
と
し
て
の
彼

女
は
や
は
り

「
か
な
し
さ
」
を
知
る
。

『浜
松
中
納
言
物
語
』
に
お
い
て
、
作
者

の
上
記

の
体
験

は
ど

の
よ
う
に
物
語

ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
物
語

の
最
後
に
述
べ
ら
れ
る
深

い
悲
し
み
の

感
情
と
、
し
か
し
、
そ
れ
を
補
償
す
る
事

実
と
し
て
ー

こ
れ
も
夢

に
よ
っ
て

知

っ
た
こ
と
で
あ
る
が
ー

彼
の
愛
し
た
河
陽
県

の
后
が
、
こ
の
世
に
生
ま
れ

か
わ

っ
て
く
る
こ
と
を
、
主
人
公
が
知

っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
示
さ
れ
て

い
る
。

い
ず
れ
の
作
品

に
お
い
て
も
、
か
な
し
さ
の
感
情
が
基
調
を
な
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
な
が
ら
、
そ
れ
を
補
償
す
る

「も

の
の
流
れ
」
が
、
嬉
し
い
事
実
も

用
意
し
て
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
特
徴
的

で
あ
る
。
そ
し
て
、
両
者
共
に
そ

の
事
実
が
夢
に
よ

っ
て
告
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
。
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O
o
巳

Φ
『
窪

8

一
㊤
霧
●

(3
)

以

後

の
引

用

は
、

『
浜
松

中
納

言

物

語
』
、

『更

級

日
記

』

と
も

岩
波

古

曲
ハ

文
学

大
系

に
よ

る
。

(
4
)

参
籠

し

て
夢

を
待

ち
、

そ
れ

に
よ

っ
て
病

が
癒

さ

れ

る
と

い
う
風

習

は
、

古

代
ギ

リ

シ
ャ
に
ひ

ろ
く
行

な

わ
れ

た
。

力

動
精
神

医

学

の
歴
史

を
詳

細

に
調

べ
た

エ
レ

ソ
ベ

ル
ガ

ー
は
、

「
"
本

当

の
夢

"

と

は
非

常

に
特
殊

な
夢

の
こ

と

で
、

夢

自
体

の
中

で
治

癒
が

成
就

す

る
夢

で
あ

る
」

と
述

べ

て
い
る
。

ア
ソ
リ

ー

.

エ
レ

ソ
ベ

ル
ガ
ー
、
木

村
敏

・
中

井
久

夫
監

訳

『
無
意

識

の
発
見

上

』
弘

文

堂

、

一
九

八
○

(
5
)

卜

§

N鳴
ミ

肉
§

§

ミ

O
§

ミ
垈

ミ

§

、
ミ

謹

§

難

9

§

鑿

§

§

§
§

ミ
蓋

ぎ
肓
o
曾

o
口
8

p。
昌
創

↓
「
p。
磊
冨
口
8

び
《

β

菊
o
巨
一〇
貫

℃
ユ
昌
-

o
Φ
8
づ
d
旺
く
臼
ω
詳
く
℃
お
ω
ρ

勺
『
ぎ
8

8
P

一
㊤
。。G。
●

(6
)

河
合

隼
雄

『
と
り

か

へ
ば

や
、

男

と
女
』

新
潮
社

、

一
九

九

一

(7
)

池

田
利
夫

『更

級

日
記

浜
松

中
納

言
物

語
攷

』
武

蔵
野
書

院

、

一
九

八

九
(8
)

西
下

経

一
に
よ

る
解

説

に

は

『
更
級

日
記

』

に
関

し

て

「
上
京

の
時

の
紀

行

は
、
地

理

の
前
後

し
て

い
る
所
が

多

い
か
ら
、

メ
モ
が

あ

っ
た

の
で
は
な

く
、

全

く

の
記

憶

で
あ

ろ

う
」

と
述

べ
て

い

る

(
『更

級

日
記
』

岩

波
古

典

文

学
大

系

)
。

こ

れ
ら

の
夢

も

す

べ

て
記

憶

と

す

る
な

ら
、
作

者

が
夢

を

非
常

に
大

切

と
考

え

て

い
た

こ
と

を
示
す

も

の
で
あ

ろ

う
。

(
9
)

前

掲
書

(
10
)

河
合
隼

雄

『
物
語

と

人
間

の
科
学

』
岩

波
書

店
、

一
九

九

三

(
11
)

ワ
イ

ス

・
B

・
L

(山

川

紘

矢

・
亜

紀

子

訳
)

『
前

世

療

法

』

P

H

P
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一
九
九

三

(
12
)

池

田
利
夫

、
前

掲
書

。

な

お
、
池

田
利

夫
氏

と

は
他

の
主
題

で
対

談

し
た
が

、

そ

の
際

、
本

題

に
関

し

て
個

人
的

に
教

え

ら
れ

る
と

こ
ろ
が
多

か

っ
た
。
記

し

て
感

謝
申

し
あ

げ

る
。

『浜松中納言物語』と 『更級日記』の夢
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