
夢
と
遊
離
魂

日
本
古
代
の
夢
観

弄f
藤
　
　
　
益

　
　
ひ
と
は
L
ら
　
　
　
　
た
ぎ
L
み
み
の
み
二
と
　
　
　
み
い
く
さ

天
皇
独
、
皇
子
手
研
耳
命
と
、
　
軍
を
帥
ゐ
て
進
み
て
、
熊

　
　
あ
ら
さ
か
の
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
し
者
と
　
ベ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ろ

野
の
荒
坂
津
に
至
り
ま
す
。
因
り
て
丹
敷
戸
畔
と
い
ふ
者
を
諌
す
。

　
　
　
あ
し
き
い
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
と
二
と
一
，
一
と
く
　
　
を
　
　
　
　
　
　
こ
れ

時
に
神
、
毒
気
を
吐
き
て
、
人
物
成
に
庫
え
ぬ
。
是
に
由
り
て
、

　
　
ま
た
お
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
二
　
　
　
　
　
な
　
　
　
　
た
か

皇
軍
復
振
る
こ
と
能
は
ず
。
時
に
彼
処
に
人
有
り
。
号
を
熊
野
の
高

く
ら
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ち
ま
ち
　
　
　
　
い
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
け
み
か
づ
ち
の
か
み

倉
下
と
日
ふ
。
　
忽
に
夜
夢
み
ら
く
、
天
照
大
神
、
武
嚢
雷
神
に

か
た
　
　
　
　
の
た
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
L
は
ら
の
な
か
つ
く
に
　
　
な
ほ
さ
　
や
　
げ
　
り
　
な
　
り
　
　
い
ま
し

謂
り
て
日
は
く
、
「
夫
れ
葦
原
中
国
は
猶
聞
喧
擾
之
響
焉
。
　
汝

ま
た
ゆ
　
　
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
た
　
　
　
　
ま
う
　
　
　
　
　
　
や
つ
二

更
往
き
て
征
て
」
と
の
た
ま
ふ
。
武
嚢
雷
神
、
対
へ
て
日
さ
く
、
「
予

ま
か
　
　
　
　
　
　
い
ふ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
つ
る
ぎ

行
ら
ず
と
難
も
、
予
が
国
を
平
け
し
剣
を
下
さ
ば
、
国
自
づ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
た
ま
　
　
　
　
　
　
　
う
ぺ

に
平
け
な
む
」
と
ま
う
す
。
天
照
大
神
の
日
は
く
、
「
諾
な
り
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
在
は
　
　
た
か
く
ら
じ

の
た
ま
ふ
。
時
に
、
武
嚢
雷
神
、
登
ち
高
倉
に
謂
り
て
日
は
く
、

　
　
　
　
　
　
ふ
つ
の
み
た
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ら
　
　
う
ち

「
予
が
剣
、
号
を
師
霊
と
日
ふ
。
今
当
に
汝
が
庫
の
裏
に
置
か
む
。

　
　
　
あ
め
み
ま
　
　
た
て
ま
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
を
　
　
　
　
ま
う

取
り
て
天
孫
に
献
れ
」
と
の
た
ま
ふ
。
高
倉
、
「
唯
唯
」
と
日
す

　
　
　
　
　
さ
　
　
　
　
　
　
く
る
つ
あ
し
た
　
　
　
　
い
め
　
　
　
　
　
を
し
へ

　
　
と
み
て
落
め
ぬ
。
明
旦
に
、
夢
の
中
の
教
に
依
り
て
、
庫
を
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か
し
ま
　
　
　
　
　
　
し
者
い
た

　
　
き
て
視
る
に
、
果
し
て
落
ち
た
る
剣
有
り
て
、
倒
に
庫
の
底
板
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て
ま
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
み
ね
　
　
　
　
　
た
ち

　
　
立
て
り
。
即
ち
取
り
て
進
る
。
時
に
、
天
皇
、
適
く
廉
せ
り
。
忽

　
　
ま
ち
　
　
　
　
　
　
さ
　
　
　
　
の
た
ま
　
　
　
　
　
　
わ
れ
　
　
　
　
か
　
く
な
が
い

　
　
然
に
し
て
磨
め
て
日
は
く
、
「
予
何
ぞ
若
此
長
眠
し
つ
る
や
」
と
の

　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
あ
し
者
い
者
　
　
あ
た
　
　
　
　
い
く
さ
の
ひ
と
ど
も
　
　
ム
つ
く
　
　
ま
た
さ

　
　
た
ま
ふ
。
尋
ぎ
て
毒
に
中
り
し
士
　
卒
、
悉
に
復
醒
め
て
起

　
　
く
。
（
『
日
本
書
紀
』
神
武
天
皇
即
位
前
紀
）

　
右
は
、
書
紀
に
あ
ら
わ
れ
た
、
夢
告
の
一
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

熊
野
の
高
倉
下
な
る
人
物
が
、
邪
神
の
毒
気
に
あ
た
っ
て
皇
軍
こ
と
ご
と

く
病
み
衰
え
た
折
、
夢
の
中
で
、
天
照
大
神
と
武
嚢
雷
神
と
を
目
の
あ
た

り
に
し
、
か
つ
、
両
神
の
対
話
を
敬
聴
す
る
と
と
も
に
、
武
嚢
雷
神
か
ら

託
宣
を
受
け
た
と
い
う
。
こ
の
物
語
の
眼
目
は
、
「
天
孫
」
た
る
神
武

か
む
や
ま
と
い
は
れ
び
こ
の
す
め
ら
み
こ
と

（
神
日
本
磐
余
彦
天
皇
）
に
対
す
る
「
天
つ
神
」
の
庇
護
を
強
調
し
つ
つ
、

そ
う
し
た
庇
護
の
も
と
に
あ
る
神
武
の
卓
越
性
な
い
し
尊
厳
性
を
誇
示
す

る
こ
と
に
あ
る
。
神
武
を
庇
護
し
よ
う
と
い
う
「
天
つ
神
」
の
意
志
は
、

13



神
武
の
臣
下
（
高
倉
下
）
の
夢
を
媒
介
と
し
て
明
示
さ
れ
る
が
、
物
語
の
以

上
の
よ
う
な
プ
ロ
ッ
ト
に
関
し
て
、
現
代
的
思
惟
が
疑
問
と
せ
ざ
る
を
え

な
い
の
は
、
な
ぜ
神
人
接
触
（
交
流
）
の
た
め
の
媒
介
が
必
要
で
あ
っ
た
の

か
、
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
神
話
的
要
素
の
濃
厚
な
物
語

は
、
そ
の
荒
唐
無
稽
さ
の
ゆ
え
に
、
神
々
と
人
問
と
の
無
媒
介
な
接
触
を

許
容
す
る
に
相
違
な
い
と
見
る
の
が
、
わ
れ
わ
れ
現
代
人
の
常
識
的
な
判

断
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
常
識
的
な
判
断
は
、
記
紀
に
関
し
て
は
、
か
な
ら

ず
し
も
妥
当
性
を
有
し
え
な
い
。
古
事
記
の
三
巻
構
成
お
よ
び
書
紀
に
よ

る
神
代
巻
の
措
定
は
、
歴
史
を
神
代
と
人
代
と
に
大
別
す
る
時
代
区
分
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

意
識
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
時
代
区
分
意
識
は
、
神
々

の
世
界
と
人
間
の
世
界
と
の
あ
い
だ
に
存
在
の
位
相
に
関
す
る
相
違
を
認

め
る
思
考
を
伴
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
天
の
浮
橋
」
に
よ
っ
て
下
界
と
つ
な
が
る
天
上
界
は
、
人
問
か
ら
完

全
に
隔
絶
し
た
世
界
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
う
し
た
天
上
界
に
憩
う
わ
が

国
固
有
の
神
々
は
、
そ
の
超
越
性
に
関
し
て
、
か
な
ら
ず
し
も
絶
対
的
で

は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
古
代
日
本
人
が
神
々
と
人
間

と
を
同
列
に
置
き
、
両
者
間
の
交
流
が
自
由
か
つ
無
際
限
に
可
能
で
あ
る

と
考
え
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
古
代
日
本
人
に
と
っ
て
、
神
々
と
は
、
人
知
・
人
為
を
越
え
た
力
を
発

揮
し
、
人
間
界
・
自
然
界
を
意
の
ま
ま
に
動
か
し
う
る
超
人
間
的
か
つ
超

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ノ
ツ
・
ネ

自
然
的
な
存
在
者
で
あ
っ
た
。
宣
長
σ
言
を
借
り
れ
ば
、
「
尋
常
な
ら
ず

　
　
　
　
　
コ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
シ
コ

す
ぐ
れ
た
る
徳
の
あ
り
て
、
可
畏
き
物
」
（
『
古
記
事
伝
』
）
こ
そ
が
、
彼
ら

の
神
々
で
あ
っ
た
。
古
代
的
思
惟
に
よ
れ
ば
、
人
問
は
、
こ
の
超
人
間
的

か
つ
超
自
然
的
な
存
在
者
（
1
－
人
間
と
は
存
在
の
位
相
を
異
に
す
る
存
在

者
）
と
無
媒
介
に
接
触
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
、

な
ん
ら
か
の
霊
的
な
事
物
を
媒
介
と
し
て
、
は
じ
め
て
神
々
と
接
し
一
つ
る

と
見
る
の
が
、
古
代
日
本
人
の
神
観
の
基
底
に
存
す
る
基
本
的
な
考
え
方

で
あ
っ
た
。

　
前
掲
の
書
記
の
物
語
は
、
古
代
日
本
人
が
、
夢
を
、
神
々
と
人
間
と
を

つ
な
ぐ
霊
的
媒
介
の
一
つ
と
し
て
把
握
し
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て

い
る
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
現
代
人
の
通
常
の
認
識
に
よ
れ
ば
、
夢
と
は
、

覚
醒
時
の
経
験
（
意
識
体
験
）
が
睡
眠
時
の
意
識
に
反
映
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
生
ず
る
虚
像
で
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
夢
が
、
な
に
ゆ
え
に
、
神
々

と
人
問
と
を
結
び
っ
け
る
媒
介
と
し
て
機
能
し
う
る
の
か
、
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て
、
そ
れ
は
、
不
可
解
な
疑
問
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
本

稿
の
目
的
は
、
こ
の
疑
問
を
解
く
鍵
を
見
出
す
こ
と
に
あ
る
が
、
そ
の
た

め
に
は
、
ま
ず
、
古
代
日
本
人
の
「
夢
」
観
の
基
軸
を
成
す
基
本
的
な
思

惟
形
態
を
浮
き
彫
り
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
萬
葉
集

等
の
古
代
文
献
に
あ
ら
わ
れ
た
「
い
め
」
「
ゆ
め
」
の
用
例
に
触
れ
な
が
ら
、

古
代
日
本
人
が
夢
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
か
と
い
う

点
を
追
究
す
る
こ
と
を
以
て
、
以
下
の
論
究
の
出
発
点
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

2

　
萬
葉
集
に
お
い
て
、
「
夢
」
、
す
な
わ
ち
、
「
い
め
」
と
い
う
語
は
、
主

と
し
て
、
相
聞
歌
な
い
し
相
聞
的
色
彩
の
濃
厚
な
歌
々
の
中
に
見
え
る
。
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そ
れ
ら
の
歌
々
の
中
に
は
、
相
手
が
自
分
を
思
う
が
ゆ
え
に
自
分
の
夢
に

あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
考
え
を
押
し
立
て
る
も
の
が
多
く
、
た
と
え
ば
、
次

の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
者
た
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
い
め

　
　
そ
こ
ら
く
に
思
ひ
け
め
か
も
敷
拷
の
枕
片
さ
る
夢
に
見
え
こ
し
（
巻

　
　
四
、
六
三
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
め

　
　
朝
髪
の
思
ひ
乱
れ
て
か
く
ば
か
り
汝
姉
が
恋
ふ
れ
ぞ
夢
に
見
え
け
る

　
　
（
巻
四
、
七
二
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
め

　
　
思
ふ
ら
む
そ
の
人
な
れ
や
ぬ
ば
た
ま
の
夜
ご
と
に
君
が
夢
に
し
見
ゆ

　
　
る
（
巻
十
一
、
二
五
六
九
）

　
　
あ
し
か
き
　
　
ほ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
め

　
　
葦
垣
の
外
に
も
君
が
寄
り
立
た
し
恋
ひ
け
れ
ば
こ
そ
夢
に
見
え
け
れ

　
　
（
巻
十
七
、
三
九
七
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
こ
れ
ら
の
歌
々
が
表
明
す
る
夢
観
、
す
な
わ
ち
、
ひ
と
が
自
分
の
夢
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

中
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
ひ
と
が
自
分
を
思
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

う
考
え
は
、
自
分
が
ひ
と
を
思
え
ば
、
そ
の
ひ
と
の
夢
に
自
分
が
あ
ら
わ

れ
る
と
い
う
考
え
と
、
表
離
一
体
に
な
っ
て
い
る
。
萬
葉
集
中
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
い
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
で
ふ

　
　
ぬ
ば
た
ま
の
そ
の
夢
に
を
し
見
え
継
ぐ
や
袖
干
る
日
な
く
我
れ
は
恋

　
　
ふ
る
を
（
巻
十
二
、
二
八
四
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
め

　
、
す
べ
も
な
き
片
恋
を
す
と
こ
の
こ
ろ
に
我
が
死
ぬ
べ
き
は
夢
に
見
え

　
　
き
や
（
巻
十
二
、
三
一
一
一
）

と
い
っ
た
類
の
歌
が
見
え
る
所
以
で
あ
る
。

　
右
に
挙
げ
た
歌
々
は
、
古
代
日
本
人
が
、
夢
と
人
間
の
心
と
の
あ
い
だ

に
密
接
な
つ
な
が
り
を
認
め
て
い
た
と
と
を
示
し
て
い
る
。

　
古
代
日
本
人
に
と
っ
て
、
心
と
は
抽
象
的
で
静
的
な
存
在
に
尽
き
る
も

の
で
は
な
く
、
具
象
性
と
運
動
性
と
を
有
す
る
個
体
で
も
あ
り
え
た
。
彼

ら
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
心
は
い
わ
ば
、
一
種
の
空
問
移
動
能
力
を
も
つ
。

そ
し
て
、
そ
め
空
間
移
動
能
力
の
発
揮
さ
れ
る
場
の
一
つ
と
目
さ
れ
た
の

が
、
夢
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
つ
か
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
め

　
　
確
か
な
る
使
を
な
み
と
心
を
ぞ
使
に
遣
り
し
夢
に
見
え
き
や
一
巻
十

　
　
二
、
二
八
七
四
）

と
い
う
歌
の
中
の
「
心
を
ぞ
使
に
遣
り
し
」
と
い
う
一
節
は
、
古
代
世
界

の
深
奥
に
、
夢
中
を
心
が
移
動
す
る
と
い
う
思
想
が
存
し
て
い
た
こ
と
を

　
　
　
　
　
一
2
〕

示
唆
し
て
い
る
。

　
具
象
的
実
体
と
し
て
の
心
が
空
間
を
移
動
す
る
と
い
う
考
え
は
、
古
代

社
会
に
お
い
て
特
徴
的
な
神
秘
的
霊
魂
観
に
根
ざ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

鎮
魂
の
儀
礼
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
古
代
社
会
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
）

霊
魂
一
タ
マ
）
は
、
と
も
す
れ
ば
身
体
か
ら
遊
離
す
る
と
い
う
認
識
が
浸
透

し
て
お
り
、
こ
う
し
た
認
識
が
、
時
と
し
て
、
心
の
空
問
移
動
と
い
う
考

え
を
導
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
エ
リ
・
ワ
シ
リ
エ
フ
は
、
古
代
一
古
代
一
般
）
の
夢
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
夢
と
は
神
官
や
専
門
の
夢
占
い
者
だ
け
し
か
理
解
で
き
ぬ
、
容
易
な

　
　
ら
ぬ
も
の
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
が
ア
ニ
ミ
ズ

　
　
ム
思
想
と
結
び
つ
き
、
睡
民
中
魂
は
一
時
そ
の
体
内
を
離
れ
て
空
間

　
　
に
移
り
、
過
去
に
も
、
未
来
に
も
自
由
に
移
動
す
る
が
、
肉
体
と
は

　
　
た
え
ず
多
少
の
連
絡
を
保
っ
て
い
る
の
だ
、
と
思
わ
れ
る
よ
う
に

　
　
　
　
（
4
一

　
　
な
っ
た
。

　
ワ
シ
リ
エ
フ
の
こ
の
指
摘
は
、
古
代
日
本
人
の
「
夢
」
観
の
説
明
と
し

て
も
通
用
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
と
い
う
の
も
、
古
今
集
の
、

15



　
　
住
の
江
の
岸
に
よ
る
波
夜
さ
へ
や
夢
の
通
ひ
路
人
目
よ
く
ら
む
（
巻

　
　
十
二
、
五
五
九
）

　
　
か
ぎ
り
な
き
お
も
ひ
の
ま
ま
に
夜
も
来
む
夢
路
を
さ
へ
に
人
は
と
が

　
　
め
じ
（
巻
十
三
、
六
五
七
）

と
い
っ
た
よ
う
な
歌
々
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
「
夢
路
」
「
夢
の
通
ひ
路
」

と
い
う
句
は
、
睡
眠
中
に
見
る
夢
を
、
遊
離
魂
の
行
き
通
う
場
と
と
ら
え

る
認
識
の
詩
的
（
技
巧
的
）
表
現
と
解
し
う
る
し
、
ま
た
、
萬
葉
集
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
　
夕
さ
ら
ば
屋
戸
開
け
設
け
て
我
れ
待
た
む
夢
に
相
見
に
来
む
と
い
ふ

　
　
人
を
（
巻
四
、
七
四
四
）

　
　
　
　
　
　
二
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
よ
ひ

　
　
人
の
見
て
言
と
が
め
せ
ぬ
夢
に
我
れ
今
夜
至
ら
む
や
ど
閉
す
な
ゆ
め

　
　
（
巻
十
二
、
二
九
二
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
〕

な
ど
が
、
前
掲
の
二
八
七
四
、
あ
る
い
は
三
九
八
一
等
と
と
も
に
、
遊
離

魂
が
、
睡
眠
中
に
空
間
を
移
動
し
、
夢
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
思
想

の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
古
代
日
本
人
に
と
っ
て
、
夢
と
は
、
要
す
る

に
、
身
体
か
ら
離
れ
た
霊
魂
の
訪
れ
る
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
お

そ
ら
く
、
夢
を
神
人
交
流
の
媒
介
と
見
る
思
想
は
、
こ
う
し
た
夢
観
、
す

な
わ
ち
、
夢
と
遊
離
魂
と
の
あ
い
だ
に
密
接
な
つ
な
が
り
を
見
出
す
思
考

に
根
ざ
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
い
っ
た
い
な
ぜ
、
夢
と
遊

離
魂
と
を
関
連
づ
け
る
こ
と
が
、
夢
を
神
人
交
流
の
場
と
看
傲
す
考
え
を

導
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
．
次
に
、
こ
の
点
を
掘
り
下
げ
て
検
討

し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ル
は
、
「
未
開
杜
会
」
の
夢
観
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
夢
は
知
覚
の
劣
等
な
、
欺
聴
的
な
一
態
で
は
な
い
。
反
対
に
、
そ
れ

　
　
は
知
覚
の
優
れ
た
形
態
で
物
質
的
な
触
れ
得
る
要
素
が
最
小
と
な
っ

　
　
て
い
る
の
で
、
精
霊
や
、
見
得
ぬ
力
と
の
交
通
が
最
も
直
接
的
で
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
も
完
全
な
も
の
で
あ
る
。

　
レ
ヴ
ィ
一
ブ
リ
ュ
ル
の
こ
の
指
摘
は
、
錯
覚
説
、
す
な
わ
ち
、
原
始
人

は
夢
を
通
じ
て
起
こ
る
知
覚
と
覚
醒
時
の
知
覚
と
を
混
同
し
て
い
る
と
い

う
見
解
を
斥
け
つ
つ
、
「
文
明
社
会
」
（
近
代
社
会
）
の
夢
観
と
は
根
本
的

に
異
質
な
夢
観
の
存
在
を
明
示
し
た
点
に
お
い
て
意
義
深
い
。

　
キ
ケ
ロ
の
『
国
家
論
』
（
忌
雰
～
；
8
）
第
六
巻
の
、
「
ス
キ
ピ
オ
の

夢
」
一
〇
〇
冒
目
旨
昌
O
O
O
宮
O
邑
ω
）
と
称
せ
ら
れ
る
部
分
に
お
い
て
、
小
ス
キ

ピ
オ
が
、
夢
の
中
で
、
本
来
な
ら
ば
肉
体
の
樫
桔
を
逃
れ
た
魂
の
み
が
到

達
し
う
る
聖
域
一
神
域
－
マ
ク
ロ
ビ
ウ
ス
の
O
o
目
目
冒
冨
『
饒
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は
「
天
の
川
」
）
に
立
ち
入
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

古
代
ロ
ー
マ
に
お
い
て
、
夢
と
は
、
遊
離
魂
が
自
由
に
躍
動
す
る
場
で
あ
っ

た
。
こ
の
こ
と
、
お
よ
び
、
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ル
の
右
の
指
摘
や
、
あ
る

い
は
、
古
代
日
本
人
の
夢
観
を
め
ぐ
る
本
稿
の
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
総
合

す
れ
ば
、
夢
と
遊
離
魂
と
の
あ
い
だ
に
密
接
な
っ
な
が
り
を
見
出
す
思
考

は
、
人
類
の
原
初
的
思
惟
に
広
く
通
底
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
、

過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
遊
離
魂
の
さ
ま
よ
う
夢
の
世
界
は
、
日
常
的
な
「
う
つ
つ
」
の
世
界
そ

の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
だ
が
、
霊
魂
が
空
問
（
と
く
に
夜
の
空
間
）
を

！6



。
浮
遊
す
る
一
方
で
、
身
体
は
十
全
な
姿
を
「
う
つ
つ
」
に
と
ど
め
て
い
る
。

「
離
遊
之
運
魂
」
（
令
義
解
、
巻
一
職
貝
令
）
は
、
覚
醒
と
同
時
に
、
身
体

の
中
府
に
帰
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
夢
中

の
霊
魂
は
、
身
体
と
そ
れ
が
存
在
し
て
い
る
「
う
つ
つ
」
の
世
界
か
ら
、

完
全
に
乖
離
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
ワ
シ
リ
エ
フ
が
言
う
よ
う
に
、

夢
中
の
霊
魂
は
、
身
体
と
「
多
少
の
連
絡
」
を
保
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
連
絡
可
能
性
の
ゆ
え
に
、
夢
は
　
　
そ
れ
自
体
と
し
て
は
非
日
常
的

で
あ
り
つ
つ
も
　
　
日
常
的
な
「
う
つ
つ
」
の
世
界
に
近
接
す
る
こ
と
に

な
る
。

　
要
す
る
に
、
人
類
の
原
初
的
思
惟
に
よ
れ
ば
、
夢
の
世
界
は
、
完
全
に

非
日
常
的
な
、
い
わ
ば
幽
な
る
世
界
一
神
々
の
世
界
）
と
日
常
的
な
「
う
つ

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

つ
」
の
世
界
の
は
ざ
ま
に
位
置
し
て
い
る
。
夢
の
世
界
の
、
こ
う
し
た
中

間
的
な
位
置
は
、
神
も
し
く
は
神
々
が
人
間
と
接
触
す
る
に
は
、
恰
好
の

位
置
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
古
代
日
本
人
は
、
物
質
的
・
身
体
的
諸
要
素
に
対
し
て
、

あ
か
ら
さ
ま
な
嫌
悪
感
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
仏

教
の
浸
透
に
伴
っ
て
、
現
世
と
そ
こ
に
巣
く
う
物
質
的
事
物
を
無
常
な
る

も
の
と
し
て
把
握
す
る
認
識
が
鼓
吹
さ
れ
は
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
認
識

が
、
物
質
的
な
も
の
・
身
体
的
な
も
の
へ
の
徹
底
的
な
嫌
悪
の
情
を
内
含

し
て
い
た
と
は
言
え
な
い
。
身
体
を
霊
魂
の
墓
場
と
見
て
、
そ
こ
か
ら
の

脱
却
を
理
想
と
す
る
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
的
思
惟
は
、
古
代
日
本
人
の
霊

魂
観
・
身
体
観
と
、
か
な
ら
ず
し
も
重
な
り
合
う
も
の
で
は
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
古
代
日
本
人
は
、
「
［
夢
は
］
物
質
的
な
触
れ
得
る
要
素

が
最
小
と
な
っ
て
い
る
」
（
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ル
）
と
い
う
認
識
を
前
提
と

し
た
う
え
で
、
夢
を
「
精
霊
や
、
見
得
ぬ
力
と
の
交
通
」
（
同
上
）
の
場
と

看
傲
し
て
い
た
、
と
断
じ
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
、
本
稿
と
し
て
は
礒
踏

せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
し
か
し
、
遊
離
魂
の
妨
程
す
る
場
で
あ
り
、
ま
た
、
日
常
的
な
「
う
つ

つ
」
の
世
界
と
不
可
視
的
か
つ
非
日
常
的
な
幽
界
と
の
中
間
に
位
置
す
る

夢
の
世
界
は
、
古
代
日
本
人
の
意
識
の
中
で
、
「
う
つ
つ
」
の
世
界
よ
り

も
は
る
か
に
神
々
に
近
し
い
（
親
し
い
）
世
界
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
に

違
い
な
い
。
古
代
日
本
人
は
、
夢
の
世
界
と
神
々
と
の
あ
い
だ
に
そ
う
し

た
親
近
性
を
見
出
す
が
ゆ
え
に
、
神
々
は
時
と
し
て
夢
の
世
界
に
あ
ら
わ

れ
る
と
信
じ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　
夢
中
に
現
わ
れ
た
神
々
と
接
触
・
交
流
す
る
も
の
は
、
生
身
の
人
問
で

は
な
い
。
暫
時
身
体
の
中
府
を
離
れ
た
霊
魂
（
タ
マ
）
、
す
な
わ
ち
「
離
遊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

之
運
魂
」
が
、
夢
中
に
あ
っ
て
、
神
々
の
姿
を
見
、
そ
の
こ
と
ば
（
神
託
）

を
聞
く
。
「
離
遊
之
運
魂
」
は
、
覚
醒
と
同
時
に
身
体
の
中
府
に
帰
還
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

覚
醒
後
の
生
身
の
人
間
に
神
々
（
と
く
に
そ
の
こ
と
ば
）
に
つ
い
て
の
記
憶

を
残
す
。
そ
の
結
果
、
相
互
に
存
在
の
位
相
を
異
に
す
る
が
ゆ
え
に
、
本

来
、
け
っ
し
て
容
易
で
な
い
は
ず
の
神
人
間
の
交
流
が
可
能
に
な
る
…
…

…
。
古
代
日
本
人
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、

と
思
わ
れ
る
。4

　
本
稿
の
以
上
の
考
察
を
総
合
す
れ
ば
、
古
代
日
本
人
に
と
っ
て
、
夢
と

は
、
遊
離
魂
と
神
々
と
の
暫
時
の
接
触
を
可
能
な
ら
し
め
る
場
で
あ
り
、
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そ
の
接
触
可
能
性
に
つ
い
て
の
確
信
が
、
夢
を
媒
介
と
し
た
神
人
交
流
へ

の
期
待
感
一
あ
る
い
は
信
仰
）
を
、
彼
ら
の
意
識
の
基
底
に
植
え
つ
け
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
、
本
稿
1
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
疑
問
、
す
な
わ
ち
、

古
代
日
本
人
に
と
っ
て
、
夢
は
、
い
っ
た
い
な
ぜ
神
人
交
流
の
場
で
あ
り

え
た
の
か
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
、
一
つ
の
解
答
が
付
与
さ
れ
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
本
稿
は
、
自
ら
の
目
的
を
、
一
応
果
し
え
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
稿
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
い
ま
も
な
お
二
つ
の
重

要
な
問
題
が
残
存
す
る
こ
と
を
明
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
ず
第
一
に
、
萬
葉
集
に
お
い
て
、
「
い
め
」
に
つ
い
て
詠
ん
だ
歌
々
が
、

宮
廷
人
や
畿
内
の
衆
庶
の
作
に
限
ら
れ
て
お
り
、
東
国
農
民
の
作
（
東
歌
・

防
人
歌
）
に
は
「
い
め
」
と
い
う
語
が
あ
ら
わ
れ
な
い
点
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
夢
を
見
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
見
た
夢
が
、
東
国
農
民
に
と
っ

て
、
作
歌
の
モ
チ
ー
フ
と
な
り
に
く
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
理

由
は
何
か
。
古
代
日
本
人
の
夢
観
を
、
本
稿
に
お
い
て
試
み
た
よ
り
も
、

い
っ
そ
う
詳
細
に
追
究
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
と
き
、
お
そ
ら
く
、
わ
れ
わ

れ
は
、
こ
の
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
i
チ
を
欠
い
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
萬
葉
以
後
、
日
本
人
の
あ
い
だ
で
、
夢
を
比
嚥
化
し
て
ゆ
こ

う
と
い
う
傾
向
が
顕
著
に
な
っ
て
ゆ
く
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
古
今
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
7
〕

に
は
、
「
う
つ
せ
み
の
世
」
を
夢
に
楡
え
る
歌
が
散
見
し
、
ま
た
、
新
古

今
集
に
は
、
俊
い
も
の
の
職
え
と
し
て
、
「
春
の
夜
の
夢
」
と
い
う
表
現

　
　
　
　
｛
8
）

を
用
い
る
例
や
、
「
夢
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
衆
生
の
迷
妄
を
嚥
え
る

一
g
一

例
な
ど
が
目
立
っ
。
こ
の
こ
と
、
お
よ
び
、
萬
葉
に
お
い
て
、
す
で
に
、

夢
と
「
う
つ
つ
」
と
を
対
立
概
念
と
し
て
対
置
し
つ
つ
夢
の
儂
さ
を
切
々

と
う
た
い
あ
げ
る
こ
と
を
通
し
て
哀
感
を
増
幅
さ
せ
る
手
法
が
確
立
さ
れ

　
　
　
　
一
1
0
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8

て
い
る
点
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
萬
葉
以
後
、
古
今
ひ
い
て
は
新
古
今
　
1

へ
と
至
る
史
的
過
程
に
お
い
て
、
夢
の
霊
性
へ
の
盲
目
的
確
信
は
、
、
次
第

に
そ
の
影
を
薄
め
て
ゆ
き
、
夢
は
、
信
仰
の
媒
材
と
し
て
の
性
格
よ
り
も
、

む
し
ろ
、
詩
的
な
い
し
は
文
学
的
素
材
と
し
て
の
性
格
を
、
よ
り
い
っ
そ

う
濃
厚
に
も
っ
よ
う
に
な
っ
た
、
と
解
さ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
人
は
、
古
代
末
期
以
後
に
な
っ
て
、
夢
の
霊
性

へ
の
確
信
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
中
古
・
中
世
の
諸

文
献
は
、
ひ
と
り
古
代
の
日
本
人
の
み
な
ら
ず
、
中
古
・
中
世
の
日
本
人

も
ま
た
、
夢
の
霊
性
へ
の
確
信
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い

一
u
〕

る
。
萬
葉
か
ら
古
今
へ
、
さ
ら
に
は
新
古
今
へ
と
至
る
史
的
過
程
の
中
で
、

夢
に
霊
性
を
見
出
し
、
そ
の
霊
夢
へ
の
参
入
を
積
極
的
に
企
図
す
る
態
度
．

は
、
夢
を
詩
的
・
文
学
的
素
材
と
し
て
対
象
化
す
る
態
度
と
両
立
し
続
け

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
相
互
に
異
質
な
態
度
が
両
立
し
え
た
所
以

（
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
を
両
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
）
は
何

か
。
日
本
人
の
夢
観
を
明
確
に
し
よ
う
と
い
う
試
み
は
、
今
後
、
こ
う
し

た
問
題
の
解
明
を
も
迫
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

注

（
1
）
記
紀
の
「
時
代
区
分
の
意
識
」
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
博
『
萬
葉
集
の

　
　
構
造
と
成
立
上
』
（
塙
書
房
・
昭
和
四
十
九
年
）
第
三
章
、
遠
山
一
郎

　
　
「
ア
メ
ノ
シ
タ
の
用
法
」
（
萬
葉
百
十
三
号
、
昭
和
五
十
八
年
）
等
参

　
　
照
。



■
（
2
）
そ
の
ほ
か
に
、
「
夜
昼
と
い
ふ
わ
き
知
ら
ず
我
が
恋
ふ
る
心
は
け
だ

　
　
し
夢
に
見
え
き
や
」
（
巻
四
、
七
ニ
ハ
）
、
「
あ
し
ひ
き
の
山
き
へ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
り
て
遠
け
ど
も
心
し
行
け
ば
夢
に
見
え
け
ザ
」
一
巻
十
七
、
三
九
八
一
）

　
　
等
参
照
。

（
3
）
古
代
日
本
人
の
こ
う
し
た
認
謝
に
つ
い
て
は
、
山
折
哲
雄
『
日
本
人

　
　
の
心
情
』
（
日
本
放
送
出
版
協
会
・
昭
和
五
十
八
年
）
、
拙
稿
『
日
本

　
　
的
知
の
濫
膓
L
（
比
較
思
想
の
途
4
、
昭
和
六
十
年
）
等
参
照
。

（
4
）
エ
リ
・
ワ
シ
リ
エ
フ
『
睡
眠
・
心
霊
・
タ
ナ
ト
ロ
ギ
ー
』
（
秋
田
義

　
　
夫
訳
、
白
揚
社
、
昭
和
五
十
五
年
）
九
ぺ
ー
ジ
。

（
5
）
本
稿
注
（
2
）
参
照
。

（
6
）
『
未
開
社
会
の
思
惟
』
（
山
田
吉
彦
訳
、
岩
波
文
庫
）
七
凪
ぺ
ー
ジ
。

（
7
）
「
寝
て
も
見
ゆ
寝
で
も
見
え
け
り
お
ほ
か
た
は
空
蝉
の
世
ぞ
夢
に
は

　
　
あ
り
け
る
」
（
巻
十
六
、
八
三
三
）
「
夢
と
こ
そ
言
ふ
べ
か
り
け
れ
世

　
　
の
中
に
う
つ
つ
あ
る
も
の
と
思
ひ
け
る
か
な
」
（
巻
十
六
、
八
三
四
）

　
　
等
。

（
8
）
「
秋
深
き
寝
覚
め
に
い
か
が
思
ひ
出
づ
る
は
か
な
く
見
え
し
春
の
夜

　
　
の
夢
」
（
巻
八
、
七
九
〇
）
等
。

（
9
）
「
し
づ
か
な
る
あ
か
つ
き
ご
と
に
見
わ
た
せ
ば
ま
だ
深
き
夜
の
夢
ぞ

　
　
か
な
し
き
」
一
巻
二
十
、
一
九
七
〇
）
等
。

（
1
0
）
「
ぬ
ば
た
ま
の
夢
に
は
も
と
な
相
見
れ
ど
直
に
あ
ら
ね
ば
恋
や
ま
ず

　
　
け
り
」
（
巻
十
七
、
三
九
八
○
）
「
う
つ
つ
に
は
今
も
見
て
し
か
夢
の

　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

　
　
み
に
手
本
ま
き
寝
と
見
れ
ば
苦
し
も
」
（
巻
十
二
、
二
八
八
○
）
等
々

　
　
参
照
。

一
u
）
た
と
え
ば
、
平
家
物
語
に
は
、
清
盛
が
厳
島
で
霊
夢
を
見
、
そ
の
中

　
　
で
大
明
神
の
使
か
ら
「
一
天
四
海
を
し
づ
め
て
、
朝
家
の
御
ま
ぼ
り

　
　
た
る
べ
し
」
と
い
う
命
を
う
け
た
と
い
う
記
事
一
巻
一
二
、
大
塔
修
理
条
）

　
　
や
、
あ
る
い
は
、
「
青
侍
」
が
、
平
家
か
ら
源
氏
さ
ら
に
は
藤
原
氏

　
　
へ
の
政
権
の
移
行
を
暗
示
す
る
夢
を
見
た
と
い
う
記
事
（
巻
五
、
物

　
　
怪
の
巻
条
）
な
ど
、
霊
夢
・
夢
告
に
つ
い
て
の
記
事
が
あ
ら
わ
れ
る
。

　
　
こ
の
こ
と
は
、
平
家
の
作
者
（
あ
る
い
は
作
者
た
ち
）
や
読
者
た
ち
中

　
　
世
人
が
、
夢
の
霊
性
を
信
じ
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

（
い
と
う
・
す
す
む
　
東
北
歯
科
大
学
講
師
）
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