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は
じ
め
に

仮
名
法
語
集

『夢
中
問
答
集
』
は
日
本
印
刷
文
化
史
上
は
じ
め
て
出
版
さ
れ
た
仮
名

(片
仮
名
)
交
じ
り
文
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
い

　　
　

う
。
川
瀬

一
馬
氏
は

『夢
中
問
答
集
』

の
出
版
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

夢
中
問
答
集
は
夢
窓
国
師
の
生
前
に
出
版
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
は
中
世
に
お
け
る
出
版
現
象
と
し
て
は
極
め

て
珍
ら
し
い
事
例
に

属
す
る
。
当
時
、
書
物

の
出
版
は
殆
ど
仏
典
に
限
ら
れ
て
い
て
、
(略
)
然
も
著
者
の
存
命
中
に
自
著
が
刊
行
さ

れ
る
と

い
う
よ
う
な

こ
と
は
全
く
例
外
で
あ

っ
た
。
い
わ
ん
や
仮
名
交
り
文
の
印
行
と
い
う
点
に
お
い
て
夢
中
問
答
集
の
如
き
は
、

日
本
印
刷
文
化
史
上

画
期
的
な
出
版
物
と
言

っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

『夢
中
問
答
集
』
は
前
例
を
も
た
な

い
、
ま
さ
に
革
新
的
、
先
駆
的
な
テ
キ
ス
ト
で
あ

っ
た
。
西
村
恵
信
氏
は
先

の
川
瀬
氏

の
指
摘
を

受
け

て
、

「何
故
に
そ
の
よ
う
な
希
有
な
こ
と

(『夢
中
問
答
集
』
の
刊
行
)
が
起

こ
っ
た
か
は
、
必
ず
し
も
偶
然
の
こ
と
で
は
な
く
、
や

　　
　

は
り
深
く
夢
窓
そ
の
人
の
禅
思
想
と
関
わ

っ
て
く
る
問
題
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

(カ

ッ
コ
内
筆
者
。
)

本
稿

は
、
『夢
中
問
答
集
』
が
何
故
そ
の
よ
う
な
、
先
駆
的
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
世
に
送
り
だ
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
を
世
に
送
り
だ
し
た
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夢
窓
疎
石
の
意
図
は
ど

の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
背
景
に
は
ど
の
よ
う
な
必
然
が
あ

っ
た
の
か
を
、

の
冒

頭
と
文
末
の
記
述
を
手
が
か
り
に
探
る
試
み
で
あ
る
。

『夢
中
問
答
集
』

一

そ
れ
で
は
そ
れ
を
考
え
る
た
め
、
ま
ず
、
『夢
中
問
答
集
』
の
テ
キ

ス
ト
と
し
て
の
成
立
の
経
緯
を
確
認
し
て
み
た
い
。

『夢
中
問
答
集
』
は
夢
窓
疎
石

(
一
二
七
五
～

=
ご
五

一
)
と
足
利
直
義

(
=
二
〇
六
～
五
二
)
と
の
九
三
の
問
答
か
ら
な
る
テ
キ

ス

ト
で
あ
る
。
『夢
中
問
答
集
』
の
終
わ
り
か
ら
二
番
目
の
問
答
で
あ
る
第
九

二
問
答
に
は
、
次
の
よ
う
な
直
義
の
語

が
見
ら
れ
る
。

問
。
日
来
相
看
の
次
で
に
問
答
申
し
た
る
こ
と
を
、
何
と
な
く
仮
字
に
て
記
し
置
た
り
。
是
を
清
書
し
て
在
家

の
女
性
な
む
ど
の
、

道
に
志
し
あ
る
者
に
み
せ
ば
や
と
存
ず
る
は
く
る
し
か
る
ま
じ
き
や
ら
む
。

こ
の
直
義
の
語
は
『夢
中
問
答
集
』
が
、
夢
窓
と
直
義
と
の
実

際

の
問
答
を
も
と
に
成
立
し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　　
　

夢
窓
と
直
義

の
二
人
の
問
答
が
本
当
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
だ

っ
た
の
か
、
そ
し
て
行
わ
れ
た
と
す
れ
ば
い
つ
ご

ろ
行
わ
れ
た

の
か
に

つ

い
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
確
た
る
こ
と
は
わ
か

っ
て
い
な

い
。
文
中
に
お
い
て
、
夢
窓
が
三

一
歳

の
と
き
の
出
来
事
を
、
「三
十
年

の
前
」
と

語
る

こ
施
や
、
直
義
に

「今
度
義
兵
を
お
こ
さ
れ
し
こ
と
は
、
偏
に
仏
法
興
行
の
た
め
な
り
と
承
り
し
か
ば
」
と

語
る
こ
施
に
よ

っ
て
、

夢
窓
が
室
町
幕
府
に
迎
え
ら
れ
た
後
の
こ
と
と
文
中
か
ら
は
推
測
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
『太
平
記
』
巻

二
六

「妙
吉
侍
者
行
跡
の
事
」
に
、
「近
来
、
左
兵
衛
督
直
義
朝
臣
、
将
軍
に
代

っ
て
天
下
の
権
を
把
り
玉
ひ

し
後
、
専
ら
禅
の
宗
旨
に
傾
い
て
夢
窓
国
師
の
御
弟
子
と
な
り
、
天
龍
寺
を
建
立
し
、
陞
座

・
拮
香
の
招
請
間
な
く

、
供
物

・
施
僧

の
財

産
目
を
驚
か
さ
ず
と
云
ふ
事
な
か
り
け
り
。
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
れ
ば
、
直
義
が
尊
氏
に
代
わ

っ
て
政
権
を
握

っ
た
後
と
考
え
ら
れ
、
そ
の

　あ
　
　

時
期

に

つ
い
て

『梅
松
論
』
は
、
「三
條
殿
は
六
十
六
ヶ
国
に
寺
を

一
宇
つ

つ
建
立
し
、
各
安
国
寺
と
号
し
、
同
塔
婆

一
基
を
造
立
し
て
所

領
を
寄
ら
れ
、
御
身

の
振
舞
廉
直
に
し
て
、
げ
に
げ
に
敷
い
つ
は
れ
る
御
色
な
し
。
此
故
に
御
政
道
の
事
を
将
軍
よ

り
御
譲
あ
り
し
に
、
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固
く
御
辞
退
再
三
に
を
よ
ぶ
と
い

へ
ど
も
、
上
御
所
御
懇
望
あ
り
し
ほ
ど
に
御
領
状
あ
り
」
と
書
く
。

こ
の
二
つ
の
資
料
を
信
ず
れ
ば
、
問
答
が
行
わ
れ
た
の
は
、
安
国
寺

・
利
生
塔

の
建
立
が
決
定
し
た
時
期
と
推
測
さ
れ
て
い
る
暦
応
元
、

　　
　

二
年

(
=
三
二
八
、
九
)
以
降
、
『夢
中
問
答
集
』
が
最
初
に
刊
行
さ
れ
た
と
さ
れ
る
康
永
元
年

(
=
二
四
二
)
以
前
と

い
う
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
二
人
の
問
答
が
行
わ
れ
、
『夢
中
問
答
集
』
が
刊
行
さ
れ
た
時
期
は
、
直
義
が
日
本

の
政
治
を

つ
か
さ
ど
り
、
夢
窓

と
の
共
同
の
宗
教
的
国
家
事
業
で
あ
る
、
安
国
寺

・
利
生
塔
及
び
天
龍
寺

の
建
立
を
推
進
し
て
い
た
時
期
と
重
な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

で
は
当
時

の
時
代
状
況
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『太
平
記
』
巻

二
四

「朝
儀
年
中
行
事
事
」
は
、
当
時
の
世
相
を

次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

暦
応
改
元
の
比
よ
り
兵
革
し
ば
ら
く
静
ま

っ
て
、
天
下
無
為
に
属
す
と
い
へ
ど
も
、
京
中
の
貴
賎
は
な
ほ
窮
困

の
愁
ひ
を
抱
く
。

そ

の
故
は
、
国
衙

・
荘
園
も
本
所

の
知
行
な
ら
ず
、
正
税

・
官
物
も
運
送

の
煩
ひ
あ

つ
て
、
公
家
は
日
を
逐

っ
て
狼
戻
せ
し
か
ば
、

朝
儀
悉
く
廃
絶
し
て
、
政
道
さ
な
が
ら
土
炭
に
墜
ち
に
け
る
。

そ
れ
天
子
は
必
ず
万
機
の
政
を
行
ひ
、
四
海
を
治
め
玉
ふ
者
な
り
。
そ
の
年
中
行
事
と
申
す
は
、
(以
下
年
中
行
事
の
例
を
あ
げ
る
)

こ
れ
ら
は
皆
代
々
聖
主
賢
君
の
天
に
受
け
地
に
奉
じ
、
世
を
静
め
、
国
を
治
む
る
枢
機
な
れ
ば
、

一
度
も
断
絶

は
あ
る
べ
か
ら
ざ

る
事
な
れ
ど
も
、
近
年
は
天
下
の
闘
乱
に
よ

っ
て
、

一
事
も
さ
ら
に
行
は
れ
ず
。
さ
れ
ば
、
仏
法
も
神
道
も
、
朝

儀
も
節
会
も
曾
て

な

き
代
と
な
り
け
る
こ
そ
あ
さ
ま
し
か
り
け
れ
。
政
道

一
事
も
な
き
に
よ

つ
て
、
天
も
災
ひ
を
下
す
事
を
知
ら
ず
。
か
れ
ど
も
道
を

知
る
者
な
け
れ
ば
、
天
下
の
罪
を
身
に
帰
し
て
、
己
を
責
む
る
心
の
な
か
り
け
る
こ
そ
う
た

て
け
れ
。
さ
れ
ば
疾
疫

.
飢
鰹
年

々
に

あ

つ
て
、
蒸
民
の
苦
し
み
と
そ
な
り
に
け
る
。

以
上

の
記
述
に
よ
れ
ば
、
直
義
が
夢
窓

の
弟
子
に
な
り
、
問
答
を
交
わ
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
時
期
は
、

一
時
的

に
戦
乱
は
収
ま

っ

て
は
い
た
も
の
の
、
疫
病
が
は
や
り
、
飢
鰹
が
続
き
、
政
は
行
わ
れ
ず
、
「仏
法
も
神
道
も
朝
儀
も
節
会
も
な
き
世
」
で
あ

っ
た
と
い
う
の
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で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
を
北且
爪
に

『夢
中
問
答
集
』
は
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

二

そ
れ
で
は
、
直
義
の
語
に
よ

っ
て
そ
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
る
、
夢
窓
と
直
義

の
問
答
の
筆
録
と
、
『夢
中
問
答
集

』
に
は
、
ど
の
よ
う
な

違

い
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

筆
録
の
存
在
を
し
め
す
資
料
は
、
直
義

の
語
以
外
に
は
見
ら
れ
ず
、
そ
の
存
在
自
体
確
実
で
は
な
い
。
し
か
し
今

は
存
在
し
た
と
仮
定

し
て
、
現
在
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
筆
録
を
想
像
し
て
み
る
と
、
そ
の
内
容

・
形
態
を
彷
彿
と
さ
せ
る
資
料
が
、
金
沢
文
庫
に
残
さ
れ

　
　
　

て
い
る

(以
下
、
金
沢
文
庫
本
と
呼
ぶ
)
。

金
沢
文
庫
本

の
内
容
の

一
部
は
、
『夢
中
問
答
集
』
の
記
述
と
、
共
通
し
て
い
る
部
分
が
あ
り
、
夢
窓
の
教
え
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
ほ
ぼ
間
違

い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
よ

っ
て
、
わ
た
く
し
は
こ
の
金
沢
文
庫
本
を
手
が
か
り
と
し
て
、
『夢
中

問
答
集
』
と
、
そ
の
も

と
に
な

っ
た

(?
)
筆
録
と
の
違

い
か
ら
、
『夢
中
問
答
集
』
の
特
色
に

つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。

金

沢
文
庫
本
と

『夢
中
問
答
集
』
と
を
比
較
し
て
み
た
と
き
、
ま
ず

一
見
し
て
気
が

つ
く

こ
と
は
、
金
沢
文
庫
本
が
夢
窓
の
言
葉

の
み
、

　　
　

す
な

わ
ち
問
答
の

「答
」
の
部
分

の
み
を
記
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『夢
中
問
答
集
』
は
問
答
体
に
な

っ
て
い
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。

次

に
、
さ
ら
に
読
み
す
す
め
て
い
く
と
、
金
沢
文
庫
本
に
記
さ
れ
た
夢
窓

の

「答
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
は
何
の
関
係
性
も
持
た
ず
、
た

だ
書

き
足
し
て
い

っ
た
よ
う
な
形
態
に
な

っ
て
い
る
の
に
対
し
、
『夢
中
問
答
集
』
は
、
「全
篇
九
十
三
の
問
答
は
、
各
独
立
し
な
が
ら
前

　　
　

後
脈
絡
を
存
し
、
而
も
浅
深
の
次
第
を
以

て
」
進
む
構
成
と
な

っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
両
書
の
違
い
は
何
に
よ

っ
て
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
わ
た
く
し
が
考
え
る
そ
の
最
大
の
理
由

は
、
至
極
当
た
り
前

の
こ
と
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
『夢
中
問
答
集
』
は
出
版
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
公
表
を
前

提
と
し
て
、
第
三
者
、

す
な
わ
ち
不
特
定
多
数

の
読
者
を
想
定
し
、

一
つ
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ

る
。
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先

に
述
べ
た
、
金
沢
文
庫
本
が
夢
窓

の

「答
」
し
か
記
載
し
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
『夢
中
問
答
集
』
が
問
答
体

と
な

っ
て
い
る
こ
と

も
、
読
者
を
意
識
し
た
結
果

の
あ
ら
わ
れ

の

一
つ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

す

な
わ
ち

『
夢
中
問
答
集
』
は
、
直
義
と
夢
窓
と
の
実
際
の
問
答
を
た
だ

「清
書
」
し
た
だ
け

の
も
の
、
と
そ
の
当
事
者
で
あ
る
直
義

に
よ

っ
て
語
ら
れ
な
が
ら
も
、
実
際
は
、
読
者
を
想
定
し
て
、
新
た
に
創
作
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

三

次

に

『夢
中
問
答
集
』
の
問
答

の
配
列
か
ら
、
夢
窓
の

『夢
中
問
答
集
』
編
纂

の
意
図
を
さ
ぐ

っ
て
み
た

い
。
特

に
本
稿
で
は
、
テ
キ

ス
ト

の
冒
頭
と
文
末
に
着
目
し
た

い
と
思
う
。
何
故
な
ら
、
第
三
者

(読
者
)

の
存
在
を
想
定
し
て
編
纂
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
冒
頭
と
文

末
は
、
テ
キ
ス
ト
の
顔
と
も
い
え
、
あ
る
意
味
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
主
張
を
も

っ
と
も
よ
く
あ
ら
わ
す
場
所
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
第

一
問
答
を
み
て
み
た
い
。
『夢
中
問
答
集
』
の
冒
頭
を
、
夢
窓
は
次
の
よ
う
な
第

一
声
で
語
り
は
じ
め
て
い
る
。

世
間
に
福
を
も
と
む
る
人
、
或
は
商
賞
農
作

の
業
を
い
と
な
み
、
或
は
利
銭
売
買
の
計
ご
と
を
め
ぐ
ら
し
、
或
は
工
巧
技
芸
の
能

を
ほ
ど

こ
し
、
或
は
奉
公
給
士
の
功
を
い
た
す
。
其
し
わ
ざ
は
各
こ
と
な
れ
ど
も
、
其
志
は
皆
同
じ
。
其
あ
り
さ
ま
を
見
に
、
生
涯

た
だ
身
心
を
苦
労
す
る
ば
か
り
に
て
、
其
志
の
ご
と
く
に
求
得
た
る
福
も
な
し
。
其
中
に
た
ま
た
ま
求
め
得

て
、

一
旦
の
楽
み
あ
り

と
い

へ
ど
も
、
或
は
火
に
や
か
れ
、
水
に
な
が
さ
れ
、
或
は
賊
人
に
と
ら
れ
、
官
人
に
う
ば
は
る
。

こ
の
冒
頭
に
お
け
る
夢
窓

の
語
り
だ
し
は
、
『夢
中
問
答
集
』
の
ま
ず
第

一
の
読
者
と
し
て
、
「商
質
農
作
」
「利
銭

売
買
」
「工
巧
技
芸
」

「奉

公
給
士
」
を
行

っ
て
い
る
人
々
、
す
な
わ
ち
在
家
の

一
般
庶
民
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

時

の
最
高
権
力
者

で
あ
る
足
利
直
義
の
帰
依
を

一
身
に
受
け
、
そ
の
直
義
と
の
問
答
を
記
録
し
た
と
す
る

『夢
中
問
答
集
』
に
お
い
て
、

夢
窓

の
第

一
声
が
、
誰
よ
り
も
ま
ず

「商
質
農
作
」
「利
銭
売
買
」
「工
巧
技
芸
」
「奉
公
給
士
」
を
行

っ
て
い
る
、
在
家

の

一
般
庶
民
に

つ

い
て
言
及
す
る
と
い
う
こ
の
冒
頭
が
、
あ
る
驚
き
や
異
和
感
を
も

っ
て
受
け
と
ら
れ
た

こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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夢

窓
は
、
第

一
・
二
問
答
で
、

一
般
在
家
の
人
々
に
つ
い
て
語

っ
た
後
、
第
三
問
答

で

「転
輪
聖
王
」
の
磐
え
話
を
用
い
て
い
る
。

『悲
華
経
』
云
、
過
去
久
遠
劫
に
転
輪
聖
王
あ
り
、
無
課
念
と
な
つ
く
、
(中
略
)
か
の
無
謳
王
及
諸
王
子
、
広
大
の
善
根
を
修
せ

ら
る
と
い

へ
ど
も
、
或
は
人

・
天

・
鬼

・
畜

の
報
因
と
な
り
、
或
は
声
聞

・
小
乗

の
証
果
を
得
べ
か
り
し
を
、
宝
海
梵
志

の
勧
に
よ

り
て

一
念
ひ
る
が

へ
せ
ば
、
や
が
て
菩
提
心
を
発
得
し
て
皆
成
仏
の
記
を
得
玉
ひ
き
。

た
と
ひ
末
世
な
り
と
も
、
無
諄
王
の
ご
と
く
有
漏
心
を
ひ
る
が

へ
し
て
思
惟
観
察
せ
ば
、
何
ぞ
菩
提
心
を
発

得
す
る
事
な
か
ら
む

や
。
せ
め
て
そ
れ
ま
で
は
な
く
と
も
、
聖
教
量
に
ま
か
せ
て

一
善
根
を
修
し
て
も
、
無
上
菩
提
に
回
向
せ
ば
、
必
ず
広
大
の
功
徳
を

成
ず

べ
し
。
か
や
う
の
人
を
ば
三
宝
護
念
し
諸
天
保
持
し
玉
ふ
故
に
、
い
ま
だ
菩
提
を
成
ぜ
ざ
る
時
も
、
或
は
浄
土
に
生
じ
或
は
人

天
に
居
し
て
、
災
難
を
は
ら
ふ
心
を
生
ぜ
ね
ど
も
、
災
難
お
の
つ
か
ら
除
り
、
福
分
を
ね
が
ふ
志
は
な
け
れ
ど

も
、
福
分
と
も
し
か

ら
ず
。

「転
輪
聖
王
」
は
在
家

の
理
想
的
な

〈王
〉
の
た
と
え
と
し
て
、
『法
華
経
』
安
楽
行
品
に
登
場
し
、
日
本
で
も
さ

ま
ざ
ま
作
品
に
み
る

　　
　

こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
夢
窓
の
語
に
あ
る

「た
と
ひ
末
世
な
り
と
も
」
と
は
、
夢
窓
と
問
答
を
す
る
相
手
が
直
義

で
あ
る
こ
と
を

思
い
起
こ
せ
ば
、
「末
世
」
の

〈王
〉、
す
な
わ
ち
当
時
の
為
政
者
、
〈王
〉

で
あ
る
直
義

へ
語
り
か
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

夢
窓
は
第

三
問
答
で
、
「転
輪
聖
王
」
の
讐
え
話
を
通
じ
て
、
直
義
に
あ
る
べ
き

〈王
〉
の
姿
を
説
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
『夢
中
問

答
集
』
が
公
表
を
前
提
と
し
て
編
ま
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
実
は
読
者
に
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
転
輪
聖
王

の
讐
え
話
が
、
第
三

問
答
と
い
う
、
冒
頭
近
く
の
場
所
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
は

〈王
〉
に

つ
い
て
の
自
ら
の
考
え
を
示
そ
う
と
す
る
こ
と
も
、
夢
窓
の

『夢

中
問
答
集
』
刊
行
の
意
図
の

一
つ
で
あ

っ
た

こ
と
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
考
え
る
と
、
『夢
中
問
答
集
』
が
、
夢
窓
と

〈王
〉
た
る
足
利
直
義
と
の
問
答

の
形
式
を
と
り
な
が
ら
も
、
そ

の

〈王
〉
を
さ
し
お

い
て
、

一
般
庶
民
に
言
及
す
る
と
い
う
そ
の
冒
頭
の
特
異
性
が
な
お
さ
ら
浮
き
彫
り
に
な

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

『夢
中
問
答
集
』
の
冒
頭
で
え
が
か
れ
る
人
々
、
す
な
わ
ち

「火
に
や
か
れ
、
水
に
な
が
さ
れ
、
或
い
は
賊
人
に
と
ら
れ
、
官
人
に
う
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ば
は
」
れ
る
人
々
と
は
、
先
に

『大
平
記
』
で
み
た
、
天
災
と
戦
乱
に
翻
弄
さ
れ
る
、
当
時

の
人
々
を
念
頭
に
置
い

て
、
夢
窓
が
語

っ
て

い
る

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

『夢
中
間
答
集
』
の
冒
頭
部
は
、
『夢
中
問
答
集
』
が
直
義
と
夢
窓
と
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
問
答
を
単
に
記
録
し
た
も

の
で
は
な
く
、
「仏

法
も
神
道
も
朝
儀
も
節
会
も
な
き
世
」
に
お
け
る

一
般
庶
民
と
、
〈王
〉
の
、
そ
れ
ぞ
れ

の

〈あ
る
べ
き
姿
〉
を
提
示

し
て
お
り
、
彼
ら
在

家
の
人
々
の
た
め
に

『夢
中
問
答
集
』
が
刊
行
さ
れ
、
出
版
さ
れ
た
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

四

『夢

中
問
答
集
』
の
冒
頭
に
お
け
る
在
家
の
人
々
の
教
化
を
図
る
夢
窓
の
姿
勢
は
、
『夢
中
問
答
集
』
で
説
か
れ
る
夢
窓
の
思
想
に
も
う

か
が
わ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
夢
窓
は
第
二
問
答

で
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

世
間
の
種
々
の
事
業
を
な
す
と
も
、
皆
善
根
と
な
る
べ
し
。
若
又
其
中
に
お

い
て
仏
法
を
悟
り
ぬ
れ
ば
、
前

に
な
す
所

の
世
間
の

事
業
、
た
だ
衆
生
利
益
の
縁
と
な
り
、
仏
法
修
行

の
資
と
な
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
即
是
不
思
議
解
脱
の
妙
用
と
な
る
べ
し
。
『法
華
経
』

に
、
「治
生
産
業
も
皆
実
相
に
そ
む
か
ず
」
と
説
け
る
は
此
意
な
り
。

こ
こ
で
夢
窓
は
、
た
と
え
出
家
し
て
い
な
く
と
も
、
日
々
の
仕
事
が

「仏
法
修
行

の
資
」
「不
思
議
解
脱
の
妙
用
」
で
あ
り
、
在
家

で
あ

っ

て
も
悟

る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
夢
窓

の
主
張
の
根
拠
と
も
な

っ
て
い
る
の
が
、
「治
生
産
業

も
皆
実
相
に
そ
む
か

　む

ず
」
と

い
う

一
節
で
あ
る
が
、
こ
の

一
節
は
第
八
四
問
答
に
も
あ
り
、
夢
窓
は

「若
大
乗
の
法
理
を
悟
ぬ
れ
ば
、
世
間
の

一
切
の
語
、

一

切
の
業

、
皆
是
了
義

の
大
乗
な
る
べ
し
」
と
述

べ
て
い
る
。

夢
窓

が

『夢
中
問
答
集
』
で

一
番
最
初
に
そ
の
名
を
あ
げ
る
経
典
が
、
す
べ
て
の
衆
生
の
平
等
な
る
成
仏
を
主
張
す
る

『法
華
経
』
で

　ね
　

あ
る

こ
と
も
、
『夢
中
問
答
集
』
が
在
家

の
人
々
の
教
化
を
は
か
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
第
七
六
問
答

で
は
、
夢
窓
は
在
家

の
人
々
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
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古
人
云
、
達
磨
西
来
し
て
別
に

一
法

の
人
の
た
め
に
伝
授
す
る
な
し
、
た
だ
人
々
具
足
し
、
箇
々
円
成
す
る
底
を
指
出
す
る
の
み

な
り
と
云
々
。
既
に
人
々
具
足
と
い

へ
り
、
何
ぞ
ひ
と
り
禅
者

の
み
具
足
し
て
、
教
者
に
は
か
け
た
り
と
い
は
む
や
。
た
だ
教
者
禅

者
の
み
円
成
す
る
に
あ
ら
ず
、
田
夫
野
人
の
農
業
を
は
げ
む
処
に
も
あ
り
、
鍛
冶
番
匠
の
工
巧
を
い
と
な
む
処
に
も
あ
り
。
要
を
取

て
い
は
ば

一
切
衆
生
の
所
作
所
為
、
見
聞
覚
知
、
行
住
坐
臥
、
遊
戯
談
論
の
処
、
皆
悉
西
来

の
玄
旨
に
あ
ら

ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。

何
に
い
は
む
や
仏
の
教

へ
に
随
て
種
々
の
善
行
を
修
す
る
人
を
や
。

こ
こ
で
夢
窓
は

「た
だ
教
者
禅
者
の
み
円
成
す
る
に
あ
ら
ず
、
田
夫
野
人
の
農
業
を
は
げ
む
所
に
も
あ
り
、
鍛
冶

番
匠
の
工
巧
を
い
と

な
む
所
に
も
あ
り
」
と
述
べ
、
仏

の
教
え
に
随

っ
て
種
々
の
善
行
を
修
す
る
す
べ
て
の
人
間
は
、
す
な
わ
ち
在
家

で
あ

っ
て
も
、
す
で
に

悟

っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
出
家
者
と
在
家
者
を
め
ぐ
る
夢
窓
の
思
想
は
、
『夢
中
問
答
集
』
に
引
か
れ
る
讐
え
話
の
中

の
、
出
家

者
と
在
家
者
の
描
が

れ
方

に
も
う
か
が
わ
れ
る
。
『夢
中
問
答
集
』
の
な
か
で
夢
窓
が
用
い
る
讐
え
話
の
多
く
は
滑
稽
課
で
あ
る
こ
と
を
わ

た
く
し
は
か

つ
て
述

　お
　

べ
た

こ
と
が
あ
る
が
、
出
家
者
が
笑
わ
れ
る
話
も
数
多
く
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
そ
れ
ら
す
べ
て
を
、
紹
介

す
る
紙
幅

の
余
裕
は

な

い
が
、
讐
え
話

の
な
か
で
、
出
家
者
が
さ
ま
ざ
ま
な
間
違

い
や
悪
行
を
お
か
し
て
い
る
の
で
あ
る

(だ
か
ら
こ
そ
滑
稽
な
の
で
あ
る
が
)
。

こ
れ

ら
の
滑
稽
讃
は
、
話
を
お
も
し
ろ
く
す
る
た
め
の
読
者
サ
ー
ビ

ス
と
受
け
と
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
や

は
り
こ
こ
に
は
在
家

で
あ

る
こ
と
が
、
出
家
者
よ
り
決
し
て
劣
る
も

の
で
は
な
い
と
い
う
夢
窓

の
主
張
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
わ
た

く
し
に
は
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

夢

窓
は
第
十
六
問
答
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

僧
の
破
戒
無
漸
な
る
を
見
て
こ
れ
を
誹
誘
し
て
、
我
れ
は
在
家
人
な
れ
ば
か
や
う
な
る
も
く
る
し
か
ら
ず
と

思
ひ
玉

へ
る
は
僻
案

な
り
、

一
生
の
報
命

つ
き
て
閻
魔
王
の
前
に
到
り
玉
は
む
時
、
此
人
は
俗
人
な
れ
ば
日
来
の
罪
業
も
く
る
し
か
ら
ず
と
て
地
獄
に
入

る
こ
と
を
免
じ
玉
は
む
や
。
(略
)
俗
人
は
僧
家

の
ふ
る
ま
ひ
の
正
理
な
ら
ぬ
を
見
て
、
誹
読
の
罪
業
を
わ
す
れ
玉

へ
り
。
僧
家
は
又
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俗

人
の
誹
誘
し
玉
ふ
こ
と
は
、
我
等
が
正
理
な
ら
ぬ
と
が
な
り
と
は
か

へ
り
み
ず
、
僧
を
そ
し
り
法
を
か
ろ
し
め

玉
ふ
ひ
が
事
な
り

と

と
が
め
申
さ
る
。
あ
は
れ
げ
に
う
ち
か

へ
し
て
僧
家
の
心
を
ば
俗
人
に

つ
け
奉
り
、
俗
人
の
心
を
ば
僧
家
に
も
ち
玉

へ
る
こ
と
な

ら
ば
、
濁
世
も
や
が
て
正
法
と
な
り
な
ま
し
。

夢
窓

の
在
家
者
と
出
家
者
を
め
ぐ
る
主
張
は
、
「僧
家
の
心
を
ば
俗
人
に
つ
け
奉
り
、
俗
人
の
心
を
ば
僧
家
に
も
ち
玉

へ
る
こ
と
な
ら
ば
、

濁
世
も
や
が
て
正
法
と
な
り
な
ま
し
」
と
い
う

一
文
に
つ
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
在
家
者
と
出
家
者

の
隔
た
り
を
な
く
す
と
い
う
夢

窓
の
主

張
の
目
的
が
、
正
法
が
流
布
す
る
世
に
す
る
た
め
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『夢
中
問
答
集
』
の
冒
頭
か

ら
う
か
が
わ
れ
る
、
『夢
中
問
答
集
』
の
編
纂

・
刊
行

の
目
的
の

一
つ
は
、
正
法

の
流
布
す
る
世
に
す
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五

次
に
文
末
を
み
て
み
た
い
。
夢
窓
は
第
九

一
問
答
で
は
禅
宗
の
相
承

の
系
譜
を
し
め
し
、
第
九

二
問
答
で
は

『夢
中
問
答
集
』
出
版
の

目
的
を
述
べ
、
そ
し
て
最
後
の
問
答
で
あ
る
第
九
三
問
答
で
は
公
案
を
し
め
し
て
、
『夢
中
問
答
集
』
の
最
後
を
締
め
く
く
る
構
成
と
な

っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
文
末
の
問
答
群
は

『夢
中
問
答
集
』
の
践
文
の
よ
う
な
役
割
を
担

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、
践
文
の
役
割
を
担
う
問
答
を
文
末
に
配
列
す
る
こ
と
も
、
『夢
中
問
答
集
』
が
単
な
る
問
答
の
筆
録
を

「清
書
」
し
た
も

の
で
は
な
く
、
編
纂
し
た
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

第
九

一
問
答
は
、
禅
の
相
承
の
系
譜
を
示
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
国
家
宗
教
と
し
て
の
禅
宗
の
正
当
性
を
強
く
主
張
す
る
内
容
と
な

っ
て

い
る
が
、
こ
の
九

一
問
答
の

一
部
と
共
通
す
る
記
述
を
持

つ
テ
キ

ス
ト
に
、
栄
西
の

『興
禅
護
国
論
』
が
あ
る
。
こ
の
両
書
を
比
較
し
て

み
る
と
、
『興
禅
護
国
論
』
が
漢
文
で
書
か
れ
、
朝
廷
に
上
奏
す
る
文
体
を
も
つ
の
に
対
し
て
、
『夢
中
問
答
集
』
は
仮
名
交
じ
り
文
で
書

か
れ
、
文
末
の
直
義
の
語
に
よ
れ
ば
、
在
家

の
人
々
1
特
に
女
性
1
に
向
け
て
書
か
れ
た
書
と
な

っ
て
い
る
。
こ
こ
に

『夢
中
問
答
集
』

　ぬ
　

の
特
色

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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し
か
し
、
こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
当
時
僧
侶
の
間

で
片
仮
名

の
使
用
は
決
し
て
珍
し
か

っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む

し
ろ
通
常
に
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
夢
窓
と
直
義
と

の
問
答
の
筆

録
も
、
お
も
し
存
在
し
て
い
れ
ば
、
そ
ら
く
仮
名
交
じ
り
文
だ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る

(事
実
、
金
沢
文
庫
本
も
仮
名
交
じ
り
文
で
あ
る
)
。

た

だ
し

『夢
中
問
答
集
』
は
確
か
に
出
版
さ
れ
た
本
で
は
あ
る
が
、
当
時
の
出
版
事
情

(い
わ
ゆ
る
五
山
版
)
を
考
え
れ
ば
、
大
部
数

が
出
回

っ
た
と
は
考
え
づ
ら
い
。
夢
窓
が
、
「商
質
農
作
」
「利
銭
売
買
」

「工
巧
技
芸
」
「奉
公
給
士
」
を
行

っ
て
い
る
人
々
に
、
そ
し
て

直
義

が

「在
家
の
女
性
」
に
と
言

っ
て
い
て
も
、
実
際
の
読
者

の
中
に
、
そ
う
い
う
人
々
が
は
た
し
て
何
人
い
た

の
か
、
わ
た
く
し
に
は

疑
問
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

す

な
わ
ち

『夢
中
問
答
集
』
の
冒
頭
と
文
末
で
、
夢
窓
や
直
義
が

一
般
庶
民
に
言
及
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず

し
も
実
際

の
読
者
層

と
し

て
彼
ら
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
と
は
限
ら
な

い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
(む
ろ
ん
手
に
と

っ
て
も
ら
え
れ
ば
、
そ
れ
に
こ
し
た
こ
と

は
な

い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
当
時

の
印
刷
の
水
準
か
ら
い

っ
て
も
、
ま
た
彼
ら
の
知
識
水
準
か
ら

い
っ
て
も
望
む

べ
く
も
な

い
の
で
あ

る
。)し

か
し

『夢
中
問
答
集
』
で
は

「在
家
の
女
性
の
た
め
」
と
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
文
末
で
念
を
お
す
よ
う
に
、
強
調
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は

い

っ
た
い
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
。

第

九

一
問
答
に
お
け
る
直
義

の
語
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
『夢
中
問
答
集
』
が
、
〈王
〉
で
あ
る
自
分
か
ら
、
漢

字
、
そ
し
て
平
仮
名

さ
え
も
不
自
由
な
人
々
、
す
な
わ
ち
女
性
を
含
む
庶
民
す
べ
て
が
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と

い
う
宣
言
、
言
い
換
え

れ
ば

、
国
家
宗
教
と
し
て
の
禅
宗

の

「正
典
」
た
ら
ん
と
す
る
宣
言
な
の
だ
と
わ
た
く
し
に
は
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
と
夢
窓
が

『夢
中
問
答
集
』
に
仮
名
を
用
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
密
接
に
深
く
連
関
し
あ

っ
て
い
る
と
わ
た
く
し
に

は
思
わ
れ
る
。
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六

『夢

中
問
答
集
』
が
刊
行
さ
れ
た
直
後
、
康
永
四
年

(
=
二
四
五
)
に
夢
窓
と
直
義

の
共
同
の
宗
教
的
国
家
事
業

で
あ

っ
た
天
龍
寺
は

完
成
し
、
そ
の
落
慶
供
養
は
光
厳
上
皇
の
臨
席
の
も
と
、
挙
行
さ
れ
る
は
ず
で
あ

っ
た
が
、
比
叡
山
延
暦
寺
の
猛
反
対

の
た
め
行
幸
は
延

期
さ
れ

る
こ
と
と
な

っ
た
。
天
龍
寺
落
慶
供
養

へ
の
臨
席
に
反
対
し
た
山
門
側

の
反
対
は
訴
状
と
し
て
朝
廷
に
上
奏
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ

　お
　

た
が
、
『太
平
記
』
で
、
山
門
の
抗
議
状
を
詮
議
し
た
公
卿
の

一
人
、
中
院
道
冬
は

「た
と
ひ
山
門
申
す
と
こ
ろ
事
多

し
と
云

へ
ど
も
、
肝

要
は
た
だ
正
法

・
邪
法

の
論
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
禅
宗
は
邪
法
と
し
て
山
門
か
ら
の
攻
撃
を
う
け
て
い
た
の
で
あ

る
。

夢
窓

は
第
九

一
問
答
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

教
者
の
禅
を
そ
し
る
は
禅
を
知
ざ
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
教
を
も
知
ざ
る
故
な
り
。
禅
者

の
教
を
そ
し
る
は
教
を
知
ざ
る
の
み
に
あ

ら

ず
、
禅
を
も
知
ざ
る
故
な
り
。
(略
)
教
者
も
禅
を
そ
し
ら
む
と
思
ひ
玉
は
ば
、
先
づ
禅
の
知
識
に
参
じ
て
此
宗

旨
を
悟
り
玉
ふ
べ

し
。
禅
者
も
又
教
を
そ
し
り
た
く
思
ひ
玉
は
ば
、
先
づ
諸
の
教
門
の
源
底
を

つ
く
し
て
解
了
せ
ら
る
べ
し
。
若
然
ば
争
論
自
然
に
や

む

べ
し
。
若
互
ひ
に
知
ず
し
て
面
を
あ
か
め
音
を
あ
ら
く
し
て
争
論
せ
ら
る
と
も
、
何
れ
の
時
か
勝
負
を
決
す

る
こ
と
あ
ら
む
や
。

『夢
中
問
答
集
』
に
お
け
る
夢
窓
の
教
化

の
手
法
は
、
正
法
、
す
な
わ
ち
夢
窓
が
主
張
す
る
禅
の
宗
旨
を
、
誰
に
で
も
読
め
る
仮
名
に

よ

っ
て
著
述
し
て
刊
行
し
、
ひ
ろ
く

つ
ま
び
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
だ
け
が
、
当
時
の
禅

に
対
す
る
反
感
を
静
め
る
も
の
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し

て
そ
の
夢
窓
の
意
図
と
、
『夢
中
問
答
集
』
が
仮
名
を
用
い
た
書
と
し
て
始
め
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
無
関
係
で
は
あ
り
え
な

い

の
で
あ

る
。
も
と
も
と
文
字
自
体
、
文
字
を
知
ら
な

い
人
々
に
と

っ
て
、
言
葉
を
永
く
残
す
と

い
う
点
で
畏
怖

の
念

を
も
た
れ

て
い
た

の

と
同
じ
く
、
印
刷
さ
れ
た
文
字
、
テ
キ
ス
ト
が
人
々
に
与
え
た
畏
怖

の
念
は
想
像
す
る
に
難
く
な

い
の
で
あ
る
。
夢
窓
と
直
義

の
語
は
印

刷
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
永
久
に
の
こ
る
語
、
す
な
わ
ち
、
正
し
い
語
と
し
て
、
読
者
の
心
に
深
く
き
ざ
み
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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夢
窓
は

「仏
法
も
神
道
も
朝
儀
も
節
会
も
な
き
世
」
に
お
い
て
正
法
を
説
く
た
め
に
、
和
歌
や
滑
稽
諌
を
利
用
し
た
讐
え
話
を
駆
使
し

た
平
易
な
文
章
に
よ
る
、
仮
名
法
語
集

『夢
中
問
答
集
』
を
編
纂
し
、
刊
行
を
行

っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
夢
窓
が
説
く
正
法

と
は
、
「僧
家
の
心
を
ば
俗
人
に
つ
け
奉
り
、
俗
人
の
心
を
ば
僧
家
に
も
ち
給

へ
る
事
な
ら
ば
、
濁
世
も
や
が
て
正
法
と
な
り
な
ま
し
」
と

在
家
者
と
出
家
者
を
区
別
し
な

い
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
の
在
家
者
と
は

〈王
〉
か
ら
女
性
を
含
む

一
般
庶
民
ま
で
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ

っ

た
。
そ
の
た
め
に
、
「在
家

の
女
性
な
む
ど
の
、
道
に
志
あ
る
者
に
み
せ
ば
や
」
と
い
う
語
が
、
直
義

の
口
に
よ

っ
て
、
ほ
ぼ
文
末
で
あ
る

第
九

二
問
答
で
語
ら
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

『夢
中
問
答
集
』
の
評
価
と
し
て
、
時
代
は
下
る
が
近
世
の
黄
漿
僧
で
あ
る
鉄
眼
道
光

(
一
六
三
〇
～
八
二
)

の

『鉄
眼
禅
師
仮
名
法

語
』

の
奥
書
が
あ
る
。
鉄
眼
の
弟
子
は
こ
こ
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

仏
の
の
た
ま
は
く
、
方
便

の
説
を
の
ぞ
い
て
、
た
だ
仮
名
字
を
も
て
、
衆
生
を
引
導
し
た
ま
ふ
と
な
り
。
此

国
か
な
の
も
じ
を
も

ち
ゆ
る
事
、
西
天
の
梵
文
に
こ
と
な
ら
ず
。
(中
略
)

さ
れ
ば
禅
宗
は
じ
め
て
此
国
に

つ
た
は
り
よ
り
こ
の
か
た
、
大
和
言
葉
を
も
て
心
要
を
の
ぶ
る
人
い
く
ば
く
な
し
。
わ
つ
か
に
た

だ
無
住
禅
師
の
沙
石
集
、
夢
窓
国
師
の
夢
中
問
答
の
書

の
み
な
り
。

『鉄
眼
禅
師
仮
名
法
語
』
の
奥
書
は

『夢
中
問
答
集
』
の
評
価
す
る
点
を
、
仮
名
を
用

い
て
い
る
点
に
お
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
こ

そ
が

イ
ン
ド
で
梵
字
を
も

っ
て
教
え
を
説
い
た
釈
迦
の
教
え
に
沿

っ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
正
し
い
こ
と
だ
と
述
べ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
奥
書

こ
そ
が

『夢
中
問
答
集
』
に
お
け
る
夢
窓

の
意
図
の
あ
る
部
分
を
言
い
当
て
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

た
だ
ひ
た
す
ら
夢
窓
疎
石
が
正
法
を
説
き
、
そ
し
て
そ
れ
を
仮
名
を
用
い
て
記
述
し
た

『夢
中
問
答
集
』
は
、
刊
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ

　　
　

て
広

く
流
布
し
、
反
論

の
書
を
う
む
こ
と
と
な

っ
た
が
、

つ
い
に
現
在
に
い
た
る
ま
で
刊
行
さ
れ

つ
づ
け
、
読
ま
れ
続
け
る
こ
と
と
な

っ



た
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
、
夢
窓
が

『夢
中
問
答
集
』
刊
行
に
意
図
し
て
い
た

こ
と
だ

っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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注
(
1
)

『古

典
資

料
類

従

5

五
山
版

大
字

本

夢

中

問
答
集

付
谷
響

集

』
勉

誠
社

(昭

和
五

二
年

四
月
)

の

「解
説

」
。

(2
)

「
『夢

中

問
答
』

を

よ
み

て
」

『
財
団
法

人
松

ヶ
岡
文
庫

研

究
年
報

』

三
号

(平
成

元
年

二
月

)
。

(
3
)

『
太

平
記

』
巻

二
六

「
妙
吉
侍

者

行
跡

の
事
」

は
、

「直
義

参
ら

れ

け
る
時

、
国

師
宣

は
く

、
『
日
夜

参
禅

、
学

道

の
御
た

め

に

て
候

へ
ば
何

に

も

解

る
と

こ
ろ
を

こ
そ
勧

め
申

し
た

く

候

へ
ど

も
、

行
路

ほ
ど
遠

く

し

て
、

往

還

の
御

煩

ひ
そ

の
恐
れ

候

へ
ば

』
」

と
妙

吉
を
遣

わ

し
た

と
記

す
。

(
4
)
第

六
問

答
。
「常

州

臼
庭
」
に
お

け

る
出
来

事
を

指
す

。
『
夢
窓

国
師

年
譜

』
に
よ
れ
ば

、
同
地

に
夢

窓
が

滞
在

し

て

い
た

の
は

、
嘉

元

三
年

(
一

三
〇
五
)

の
こ
と

で
あ

る
。

そ

の
出

来
事

に

つ
い
て
は
、

次

の
拙
稿

で
も

論
じ

て
い
る

の
で
ご
参

照

賜
れ
ば

幸

い

で
あ

る
。

「夢
窓

疎

石
に
お

け

る

〈和
歌

〉
と

〈笑

い
>

1
夢

窓

が
利
用

し

よ
う
と

し
た

も

の
ー
」

『
フ

ェ
リ

ス
女

学

院
大
学

日
文

大
学
院

紀
要

』

三

号

(
一
九
九

五
年

一
〇
月

)
。
[
▽

『禅

文
化

』

一
六

〇
号

(
一
九
九

六
年

四
月
)

に
注

を
省

く
な

ど

の
改
稿

の
上
転

載

。

「
『夢

中

問
答
集

』

に
お

け
る

〈讐
え

話
〉

ー
夢

窓
疎

石
が
自

画
像

に
託

し
た

も

の
ー

」

『禅

文
化

』

一
六

六
号

(
一
九

九

七
年

一
〇
月
)
。

(5
)

第

一
七
問

答
。

(6
)

『
夢
中

問
答
集

』

は
康
永

元
年

(
=

二
四

二
)

に

一
旦
刊

行
さ

れ
、

そ

の
二
年
後

の
康

永

三
年

(
=

二
四

四
)

に
出
版

の
事
情
を

詳
述

し
た

再

賊
を

付
加

し

て
、
刊
行
さ

れ
た

こ
と

が
康

永

三
年
版

の
蹟

文

よ
り
知

ら
れ

る
が

、
康

永

元
年
版

の
践

文
を
持

つ
本

が

現
存

し

て
い
な

い
た
め

、
康

永

元
年

版

の
刊
行

を
疑

問
視

す
る

説
も
あ

る
。

(7
)

『禅

宗
法

語

(仮

題
)
』
。
『金

沢

文
庫
資

料
全

書

第

一
巻

禅
籍

篇
』

(
昭
和

四
九
年

三
月

)
に
翻
刻

が
あ

る

。
同

書

の

「解

題
」
に

よ
れ
ば

、

一
巻

一
冊

の
南

北
朝
時

代

の
写
本

。
同
本

は
夢

窓

の
他
、
明
恵

・
無

本
覚

心
な

ど

の
法

語

も
収

め
る

。
同

文
庫

マ
イ

ク

ロ
フ
イ
ル

ム
で
確

認
し
た

と

こ
ろ
、
虫

食

い
が

ひ
ど
く
読

解

困
難
な

箇

所
が
多

い
。
金

沢
文
庫

本

に
草
稿

本
的

性
格

が
あ

る
可

能
性

は
、
す

で
に
同
書

の

「解

題

」
に

よ

っ
て
指

摘
さ

れ

て

い
る

。

　
　

(8
)
真
言
宗
総
本
山
善
通
寺

(香
川
県
)
に
も

『夢
中
問
答
集
』
と
内
容
の
共
通
性
を
持
つ
写
本

(内
題

「夢
想
国
師
ノ
示
諭
」、
外
題

「修
禅
集



『夢 中問答集』刊行 をめぐる一試論一冒頭 と文末の記述 を手がか りに一88

覧
」
)
が

残
さ

れ

て

い
る
。

こ
の
本

に
も

「
問
」

は
な
く

、
夢

窓

の
語
だ

け
が

記
さ

れ

て

い
る

。
た
だ

し
、

こ
の
善

通

寺
本

は

『夢

中
問

答
集

』
と

表
記

が
酷

似

し

て
い
る
た

め
、

抜
粋

と
も

考
え

ら
れ

る
。
今

後

調
査

を
続

け
た

い
。

(
9
)

佐
藤

泰
舜

『
夢

中
問

答
』
岩

波
文

庫

(
一
九

三

四
年

八

月
)

の

「解

説
」
。
②

の
西
村

論

文
は
、

「『
夢

中
問
答

』
を

通
覧

す

る
と
、

そ

の
内

容

は
、

一
般

に
禅
録

と

い
わ
れ

る
も

の
が

、
禅

の
第

一
義
諦

を

掲
げ

て
純

粋

に
禅

の
宗
旨

の
何

た

る
か
を

標
榜
す

る

も

の
の
記
録

で
あ

る

の
に
対

し
、

む

し
ろ
、
問

答
を

組
織

的

に
並

べ
、
現
世

利
益

に
関
す

る

浅
き

疑
問

よ
り

始
め

て
し
だ

い
に
宗

旨

の
根

本

へ
と

深
め

て
行

き
、
最
後

に

至

っ
て

『
問
、

如
何

な

る
か
是

れ
和

尚
真

実

に
人

に
し
め

す
法

門
。
答
。
新

羅

夜
半

に

日
頭

明
か
な

り
」
と

い
う
本

文

の
機

語

で
全

問
答

を

一
気

に
第

一
義

の
も

の

へ
と

昇
華

せ

し
め

て

い
る
手
法

に
、

前
例

の
な

い
本

問
答

の
特
色

が

見
え

る
だ

ろ
う
」

と
指

摘
す

る

。

(10
)

『
源

氏
物

語
』

若
紫
巻

で
北

山

の
僧
都

が
光

源
氏

に
詠

ん
だ

和
歌

、

優

曇
華

の
花

待
ち

得
た

る
心

地
し

て
深

山
桜

に
目

こ
そ
う

つ
ら

ぬ

の

「優
曇

華

の
花
」

は
、
転

輪
聖

王
出

現

の
瑞

兆

と
さ
れ

る
花

で
あ

る
。
転
輪

聖

王

に

つ
い

て
は
、
『
河
海
抄

』
、
河
添

房

江

『
源
氏

物
語

の
喩

と
王

権

』
有
精

堂

出
版

(
一
九
九

二
年

一
一
月
)
、
阿
部

泰
郎

「宝

殊

と
王
権

」
『
岩
波

講
座

東

洋
思

想

16

日
本
思

想

2
』

(
一
九

八
九

年

三
月
)
、
山

本

ひ
ろ

子

『
変
成

譜

ー
中

世
神

仏
習

合

の
世
界
1

』
春

秋
社

(
一
九
九

三
年

七
月

)
、
伊
藤

聡

「天
照

大
神

・
空
海

同
体

説

を
巡

っ
て

1
特

に

三
宝

院
流

を
中

心
と

し

て
ー
」
『
東
洋

の
思
想
と

宗
教

』
十

二
号

(
一
九
九

五
年

三
月

)
、
小
峯

和
明

「
中
世

の
注

釈
を
読

む

1
読

み

の
迷
路

」
『
中

世

の
知

と
学

ー

〈注

釈
〉

を
読

む
』
森

話
社

(
一
九
九

七
年

十

二
月
)

な
ど

を
参

照

し
た
。

ま
た

、
佐
藤

弘
夫

『
日
本
中

世

の
国
家

と
仏
教

』
吉

川
弘
文

館

(昭

和
六

二
年

三
月
)

は
、
目
蓮

の
著
作

に

お

い
て
転
輪

聖

王
は
、
彼

の
国
家

観

を
あ
ら

わ

す
も

の
と

し

て
、
重

要
な
意

味
を

も

つ
と
指
摘

す

る
。

(11
)

『
法
華

玄
義

』
巻

三
下

(
『大

正
蔵

』

三

三
巻

七

一
四
ペ

ー
ジ

b
)
。

(
12
)
夢

窓

は
第

一
問
答

で
須
達

長
者

の
讐
え

話
を

し

て

い
る
が
、
そ

の
出
典

は
あ

げ

て

い
な

い
。
夢
窓

は

『
夢
中

問
答
集

』
に

お

い
て
、
『
法
華

経
』

を

た
び

た

び
引

用
し

て

い
る
。
そ
し

て
、
か

の
有

名
な
龍

女

の
成

仏

に

つ
い

て
も

、
第

六
〇

及
び

八

二
問
答

で
触

れ

て

い
る

。
こ

の

『夢

中

問
答
集

』

が

「在

家

の
女

性
」
の
た

め

に
出
版
さ

れ
た

と
語

ら
れ

る

こ
と
を

考

え
あ
わ

せ

る
と
、
龍
女

の
成

仏

諦
が

二
箇
所

に

お

い
て
引

用
さ
れ

る

の
も
興

味

深

い
。
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(
13
)
ゆ

に
挙

げ
た

拙
稿

の
他

、

「釈

迦
族
滅

亡
説

話
が

支
え

た

も

の

i

『夢

中

問
答
集

』
と

『
太

平
記
』

「北

野
通
夜

物
語

」
と

の
比
較

か

ら
ー

」

『
フ

ェ
リ

ス
女
学

院
大

学

日
文

大
学

院
紀

要
』

四
号

(
一
九
九

六
年

九
月
)

を
参

照
さ

れ
た

い
。

(
14
)
柳

田
聖

山
氏

は

「栄

西

の

『
興
禅
護

国
論

』
は
、
入
宋

の
経

験
を

通

し

て
、
あ
ら

た
め

て
日
本

仏
教

の
伝

統
を

反
省

し
、
そ

の
将
来

を

予
見

し

よ
う

と
す

る
新

し

い
歴
史

の
書

で
あ

っ
た

。
」
と

し
、

「栄

西
が

『
興
禅

護

国
論

』
を
書

い
た

の
は
、
み
ず
か

ら

の
主
張

に
対

す
る
、
か
れ

ら

摂
関
家

と
山

の
仏

教
者

た
ち

の
誤
解

を
解

く
た

め

で
あ

っ
た
。
第

二
回

目

の
入
宋

よ
り
帰

っ
た

栄

西

の
活

動
と
著

述

の
も

っ
と

も
重

要
な
動

機

は
、
慈

円

を

意
識

し

て

の
こ
と

で
あ

っ
た
と

お
も

わ
れ

る
。
栄

西

は
、
慈

円

の

『
愚
管

抄

』
を
読

む
機

会
な

く

し
て
寂

し
た

が
、
慈

円

は
栄
西

を
意

識

し

て
い
た

で
あ

ろ
う

。

(
略
)

栄

西
と

そ

の

『
興
禅

護

国
論

』
、
慈

円

の

『
愚
管

抄

』

に
み
え

ざ

る
影
響

を
あ
た

え
」

た
と

す

る
。

「栄

西

と

『
興
禅
護

国

論
』

の
課
題
」

『
日
本

思
想

体

系

16

中

世
禅
家

の
思

想
』

岩
波

書
店

(
一
九

七

二
年

一
〇

月
)
。

『
夢
中

問
答
集

』

も
、
夢

窓
が

日
本

仏
教

史

に
お
け

る

み
ず
か

ら

の
系
譜

を
し

め
す

点

で
、

「歴
史

の
書

」
的
部

分
を

も

っ
て
い
る
と

い
え

、
ま

た

何
よ

り
堂

塔

の
建

立

を
す
す

め

る
点

で
、
安

国
寺

・
利

生
塔

及
び

天
龍

寺

の
建

立
に

反
対
す

る
山

門

へ
の
反
論

の
書

と

い
え

る
だ

ろ
う
。
夢

窓
は

お

そ
ら

く
は

『
興
禅

護

国
論
』

を
意

識
し

て

『夢

中
問

答
集

』
を

刊
行

し
た
と

考
え

ら
れ

る
が

、
『
夢

中
問
答

集

』
が
仮

名

に
よ

っ
て
記

述
さ

れ
た

の
は
、

『
愚
管

抄
』

を
意

識

し

て
の

こ
と

な

の
だ
ろ

う
か

。

(
15
)

天
正
本

系

は
洞
院

公
賢

と
す

る
。

(
16
)

黒

田
弘

子

『
ミ

ミ
ヲ

キ
リ

ハ
ナ
ヲ

ソ
ギ

ー

片

仮
名

書
百

姓
申

状
論
1

』

吉
川

弘
文
館

(
平
成
七

年

三
月
)

な
ど

を
参

照
し
た

。

(
17
)
浄

土
宗

の
僧

、
澄

演

(
一
二
九
〇
?

～

一
三
七

一
?

)

は

『
夢
中

松

風
論
』

を
も

っ
て
反
論

し
、
夢

窓

は
そ
れ

に
対

し
、

『
谷
響
集

』

を
刊

行

し

て
反
論

し
た
。
ま

た
貞

和

五
年

(
=

二
四
九
)

に
東
寺

の
学

僧
、
果
宝

(
=
二
〇

六
～

六

二
)
が
著

し
た

『
開

心
妙
』
を

『
夢
中

問
答

集
』

の
反

論

の
書
と
考

え

る
説

も
あ

る
。

(原

田
正
俊

「中

世
後
期

の
国
家

と
仏
教

-

禅
宗

の
展
開
を

通

し

て
ー

」
『
日
本
史

研
究

』
四

一
五

号

(
一
九
九

七

年

三
月
)
。

〔補

注

〕
本

稿

執

筆

後

、
村

井

章
介

氏

よ

り

、

平
成

九

年

(
一
九

九

七
)

九

月

一
〇

日

に
ア

メ

リ

カ

の
オ

レ
ゴ

ン
大
学

で
行

わ

れ
た

国

際

学
術

会

議

「
↓
o
o
一ω

o
h

O
巳
ε

同
Φ

"

冨

℃
き

、ω

↓
Φo
ゴ
嵩
9
0
ひq
ざ
9
r

寓

①
良
o
曽
㌍

蝉
⇒
山

ぎ

什①
コ
⑦
o
ε

巴

O
o
旨
叶曽
6
房

貯

国
p。
曾

〉
玖
P

同H
O
P
H
①
O
O
」
に
お

い
て
、
マ
ー
チ

ン

.
コ
ル

カ

ッ
ト
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氏
が
「
O
暮
窪

い
①
僅
8
貯
σq
ヨ

9
①
ぎ
P
Φ
「
QQ
帥
昌
o
ε
】β
o
津

ず
Φ
]≦
①
岳
Φ
<
四
一
冨
娼
四
⇒
o
ω
Φ
O
o
N
鋤
P

】≦
¢
ω
O
ω
o
ω
Φ
匹

蝉
昌
自
O
窪
昌
①
ω
o
bd
⊆
傷
像
三
ω
什
餌
旨
伽
O
o
昌
津
o
冨
昌

い
窪
旨
ぽ
ひq
」
と
題
す
る

口
頭
発
表
に
お
い
て
、
「禅
思
想

の
不
徹
底
や
権
力
志
向

の
た
め
に
低
く
評
価
さ
れ
が
ち
な
夢
窓

の
禅
を
、
和
文

.
和
歌
を
意
識
的

に
用

い

る
こ
と

で
日
本

に
禅
を
根
づ
か
せ
よ
う
と
し
た
と
し
て
肯
定
的
理
解
し
よ
う
と
す
る
」
報
告
を
行

っ
て
い
た
こ
と
を
ご
教

示
賜

っ
た

(
N
H
K
学
園

日
本
史
講
座
機

関
誌

『
れ
き
し
』
参
照
)
。
ご
教
示
賜
り
ま
し
た
村
井
章
介

氏
に
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。

本
稿
は
平
成
九
年

(
一
九
九
七
)
十

一
月
十
五
日
に
行
わ
れ
た
第
六
十
八
回
禅
学
研
究
会
学
術
大
会

(於

H
花
園
大
学
)
に
お
け
る
口

頭
発
表
を
成
稿
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
の
機
会
を
お
与
え
下
さ
り
、
加
え
て
当
目
ご
教
導
を
賜

っ
た
、
諸
先
生
方
に
心
よ
り
感
謝
申

し
あ
げ
ま
す
。


