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西
廂
記
に
お
け
る
夢

廣
瀬　

玲
子

は
じ
め
に

　

元
雑
劇
『
西
廂
記
』（
全
五
本
）
の
第
四
本
第
四
折
で
は
、
張
生
が
科
挙
受
験
の
た
め
に
旅
立
っ
た
日
の
夜
に
宿
屋
に
泊
ま
り
夢
を
見
る
。

深
い
余
韻
を
残
す
こ
の
夢
の
場
面
は
、
明
末
の
文
人
た
ち
に
よ
っ
て
高
く
評
価
さ
れ
、
本
劇
は
こ
こ
で
終
わ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
が
現

れ
て
、
金
聖
嘆
の
批
評
へ
と
受
け
継
が
れ
る（
１

）。
本
稿
で
は
、
こ
の
夢
の
場
面
が
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
の
か
を
示
し
た
の
ち
、
第
五
本
を

不
要
と
見
な
す
金
聖
嘆
の
『
西
廂
記
』
批
評
が
仏
教
に
依
拠
し
た
独
特
な
読
解
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
『
西
廂
記
』
の
第
三
本
ま
で
の
流
れ
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
蒲
州
の
普
救
寺
で
張
生
が
鶯
鶯
を
見
初
め
（
第
一
本
）、
寺
を
襲
撃
せ
ん

と
し
て
い
た
賊
を
撃
退
し
た
者
と
婚
姻
を
結
ぶ
と
い
う
約
束
を
夫
人
（
鶯
鶯
の
母
）
が
反
故
に
し
（
第
二
本
）、
結
婚
の
望
み
が
断
た
れ

た
張
生
は
塀
を
こ
え
て
西
廂
を
訪
れ
て
鶯
鶯
に
説
教
さ
れ
る
（
第
三
本
）。
こ
の
あ
と
第
四
本
に
入
る
と
劇
は
あ
わ
た
だ
し
く
展
開
す
る
。

鶯
鶯
は
張
生
の
部
屋
を
訪
れ
て
二
人
は
結
ば
れ
（
第
一
折
）、
紅
娘
に
説
得
さ
れ
た
夫
人
は
張
生
が
科
挙
に
合
格
す
る
こ
と
を
条
件
に
結
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婚
を
認
め
る
（
第
二
折
）。
そ
こ
で
張
生
は
受
験
の
た
め
に
上
京
す
る
こ
と
に
な
り
、
送
別
の
宴
の
の
ち
に
旅
立
つ
（
第
三
折
）。
そ
し
て

下
僕
と
と
も
に
草
橋
の
宿
屋
に
泊
ま
り
、
鶯
鶯
の
夢
を
見
る
の
で
あ
る
（
第
四
折
）。
第
五
本
で
は
、
張
生
は
状
元
及
第
を
果
た
し
、
若

干
の
波
乱
を
経
て
大
団
円
を
迎
え
る
。

一　
『
董
西
廂
』
の
夢

　

元
雑
劇
『
西
廂
記
』
の
夢
の
場
面
に
つ
い
て
論
じ
る
ま
え
に
、
こ
の
雑
劇
の
元
に
な
っ
て
い
る
諸
宮
調
『
董
解
元
西
廂
記
』（
以
下
、『
董

西
廂
』
と
略
す
）
の
夢
の
場
面
、
及
び
そ
の
『
西
廂
記
』
と
の
ち
が
い
に
つ
い
て
、
確
認
し
て
お
こ
う（
２

）。

　
『
董
西
廂
』（
全
八
巻
）
に
は
夢
の
場
面
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
巻
五
の
冒
頭
で
あ
る
。
直
前
の
巻
四
は
、
張
生
が
塀
を
の
り
こ
え
て

鶯
鶯
に
会
い
に
行
く
が
思
い
も
よ
ら
ず
説
教
さ
れ
、
部
屋
に
戻
っ
て
眠
れ
ぬ
夜
を
過
ご
し
て
い
る
と
、
戸
口
に
人
が
来
た
気
配
が
す
る
と

い
う
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
続
く
巻
五
は
、「
や
っ
て
き
た
の
は
誰
か
と
思
え
ば
鶯
鶯
で
し
た
」
と
い
う
語
り
で
始
ま
る
が
、
第
一
曲
の
最

後
で
は
「
撒
然
驚
覚
、
衾
枕
共
空
」
と
、
早
く
も
「
夢
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
れ
は
少
し
あ
と
で
鶯
鶯
が
本
当
に
来
訪
す
る

の
に
先
立
っ
て
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
し
て
、
期
待
を
は
ぐ
ら
か
す
と
同
時
に
「
現
実
」
の
逢
瀬
を
盛
り
上
げ
る
布
石
と
も
な
っ
て
い
る（
３

）。
た

だ
し
こ
の
場
面
は
雑
劇
『
西
廂
記
』
に
は
存
在
し
な
い
。

　

も
う
一
つ
の
夢
の
場
面
は
、
巻
六
で
あ
る
。
張
生
が
科
挙
受
験
の
た
め
に
旅
立
っ
た
あ
と
、
夜
に
な
っ
て
宿
屋
に
泊
ま
り
鶯
鶯
が
や
っ

て
く
る
夢
を
見
る
。
こ
ち
ら
が
『
西
廂
記
』
第
四
本
「
草
橋
店
夢
鶯
鶯
雑
劇
」
の
第
四
折
に
踏
襲
さ
れ
た
夢
で
あ
る
。

　
『
董
西
廂
』
は
諸
宮
調
す
な
わ
ち
語
り
物
で
あ
る
の
で
、
講
釈
師
が
う
た
っ
た
り
語
っ
た
り
し
て
展
開
す
る
。
該
当
箇
所
を
要
約
し
て
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示
せ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る（
４

）。

　
　

 （
う
た
）
張
生
は
寂
し
く
眠
れ
な
い
ま
ま
に
外
へ
出
て
夜
空
を
眺
め
る
。
あ
た
り
の
景
色
を
見
て
愁
い
が
増
す
な
か
、
ふ
と
「
急
ぎ

ま
し
ょ
う
」
と
い
う
人
の
声
が
す
る
（【
南
呂
宮
】【
応
天
長
】）。
驚
い
た
こ
と
に
月
明
か
り
の
中
を
二
人
の
美
人
が
や
っ
て
く
る

（【
尾
】）。

　
　
　
　

 （
語
り
）
歩
き
に
く
い
小
さ
な
鞋
で
、
息
を
切
ら
せ
な
が
ら
歩
い
て
く
る
の
は
人
か
幽
霊
か
。
剣
を
と
っ
て
身
構
え
、
よ
く
見

て
み
る
と

―

　
　
（
う
た
）
驚
い
た
こ
と
に
、
な
ん
と
お
嬢
さ
ま
で
あ
っ
た
（【
双
調
】【
慶
宣
和
】）。

　
　
　
　

 （
語
り
）
よ
く
見
る
と
鶯
鶯
と
紅
娘
だ
っ
た
。「
ど
う
し
た
の
か
」
と
尋
ね
れ
ば
、「
い
つ
会
え
る
か
わ
か
ら
な
い
と
思
い
、
一

緒
に
行
こ
う
と
や
っ
て
き
た
」
と
言
う
。
手
を
と
っ
て
衣
も
解
か
ぬ
う
ち
に
犬
が
吠
え
、
松
明
を
か
か
げ
た
者
が
「
河
を
渡
っ

た
女
は
こ
こ
に
い
る
に
ち
が
い
な
い
」
と
叫
ぶ
。

　
　

 （
う
た
）
い
い
と
こ
ろ
で
、
犬
が
吠
え
、
と
き
の
声
が
あ
が
る
。
窓
の
外
に
軍
勢
が
押
し
寄
せ
て
捜
索
を
始
め
よ
う
と
す
る
（【
商
調
】

【
定
風
波
】）。
扉
が
蹴
り
開
か
れ
、
寝
台
の
上
で
目
が
覚
め
る
（【
尾
】）。

　
　
　
　

 （
語
り
）
鴛
鴦
の
夢
は
や
ぶ
れ
、
そ
の
ま
ま
朝
を
迎
え
れ
ば
、
し
も
べ
は
す
で
に
旅
支
度
を
し
て
い
る
。

　

一
夜
の
夢
は
若
干
の
対
話
を
交
え
つ
つ
語
ら
れ
、
あ
っ
け
な
く
終
わ
る
。
こ
こ
で
、
次
節
で
詳
論
す
る
雑
劇
『
西
廂
記
』
の
夢
と
の
大

き
な
ち
が
い
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。『
董
西
廂
』
で
「
渡
河
」
す
る
の
は
、
鶯
鶯
と
紅
娘
の
二
人
で
あ
る
。
雑
劇
で
は
鶯
鶯
が
一
人
で
や
っ

て
く
る
。『
董
西
廂
』
に
は
、
先
述
し
た
と
お
り
、
こ
の
箇
所
よ
り
前
に
も
う
一
つ
夢
の
場
面
が
あ
っ
た
。
そ
ち
ら
で
は
鶯
鶯
は
一
人
で
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忍
ん
で
き
て
、
逢
瀬
を
遂
げ
た
あ
と
で
張
生
が
夢
か
ら
覚
め
る
。
そ
の
後
の
「
現
実
」
の
逢
瀬
の
と
き
は
紅
娘
と
二
人
で
来
訪
す
る
。
し

た
が
っ
て
、
鶯
鶯
が
再
び
一
人
で
や
っ
て
く
る
と
、
こ
れ
も
夢
で
あ
ろ
う
と
容
易
に
推
測
さ
れ
て
し
ま
い
、
興
が
そ
が
れ
る
。
夢
な
の
だ

か
ら
大
胆
に
一
人
で
や
っ
て
く
る
ほ
う
が
張
生
の
願
望
に
沿
う
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
理
由
で
紅
娘
と
二
人
で
追
い
か
け
て
く
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
夢
の
場
面
が
一
度
し
か
な
い
雑
劇
で
は
、
鶯
鶯
は
一
人
で
あ
る
。

　

そ
れ
以
外
、
夢
を
見
て
か
ら
目
覚
め
る
ま
で
の
お
お
よ
そ
の
流
れ
は
共
通
す
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
雑
劇
『
西
廂
記
』
は
俳
優
が
登
場
人

物
に
扮
す
る
演
劇
の
脚
本
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
を
一
人
が
語
る
『
董
西
廂
』
と
は
根
本
的
に
異
質
で
あ
る
。
右
の
引
用
か
ら
も
見
て
と

れ
る
よ
う
に
、『
董
西
廂
』
で
は
張
生
が
眠
り
に
つ
い
た
こ
と
は
語
ら
れ
な
い
。
物
語
の
な
か
の
「
現
実
」
の
場
面
に
鶯
鶯
や
紅
娘
、
軍

勢
が
現
れ
た
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
、「
寝
台
の
上
で
目
が
覚
め
る
」
と
こ
ろ
で
や
っ
と
夢
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
戯
曲

で
あ
れ
ば
、
舞
台
で
張
生
が
眠
り
に
つ
く
と
い
う
演
出
を
せ
ざ
る
を
え
ず
、
観
客
は
そ
れ
以
後
の
場
面
が
夢
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め

知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
以
下
、
テ
ク
ス
ト
に
沿
っ
て
論
じ
て
ゆ
こ
う
。

二　
『
西
廂
記
』
の
夢

　
『
西
廂
記
』
第
四
本
第
四
折
で
は
、
宿
屋
で
旅
の
第
一
夜
を
迎
え
た
張
生
が
な
か
な
か
眠
れ
な
い
と
言
い
つ
つ
ふ
と
眠
り
に
つ
く
や
、

鶯
鶯
（
旦
）
が
登
場
す
る
。
夢
の
始
ま
り
で
あ
る（
５

）。

　
　
　
〔
末
睡
科
〕〔
旦
上
云
〕
長
亭
畔
別
了
張
生
、
好
生
放
不
下
。
老
夫
人
和
梅
香
都
睡
了
、
我
私
奔
出
城
、
趕
上
和
他
同
去
。

　
　
　

 （
張
生
、
眠
る
し
ぐ
さ
）（
鶯
鶯
、
登
場
し
て
い
う
）
長
亭
の
そ
ば
で
張
さ
ま
と
お
別
れ
し
ま
し
た
が
、
ど
う
し
て
も
こ
の
ま
ま
で
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は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
お
母
さ
ま
と
侍
女
が
眠
っ
た
の
で
、
こ
っ
そ
り
街
を
出
て
追
い
か
け
、
あ
の
人
を
追
い
か
け
て
一
緒
に
行
く

こ
と
に
し
ま
す
。

　

張
生
が
眠
り
に
つ
く
ま
で
の
三
曲
の
歌
唱
者
は
末
（
張
生
）
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
旦
（
鶯
鶯
）
に
代
わ
り
、
こ
の
あ
と
五
曲
に
わ
た
っ

て
、
怯
え
つ
つ
急
い
で
荒
野
を
行
く
（【
喬
木
査
】）、
別
れ
の
つ
ら
さ
に
痩
せ
る
思
い
で
母
に
そ
む
い
て
後
を
追
う
（【
攪
箏
琶
】）、
や
っ

と
縁
談
が
か
な
っ
た
の
に
受
験
の
た
め
に
ま
た
苦
し
み
が
始
ま
っ
た
（【
錦
上
花
】）、
あ
の
人
は
ど
こ
に
泊
ま
っ
て
い
る
の
か
（【
幺
篇
】）、

き
っ
と
旅
籠
で
長
い
夜
を
過
ご
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
（【
清
江
引
】）
な
ど
と
う
た
い
、
宿
屋
に
や
っ
て
く
る
。

　
　
　
　
〔
旦
云
〕
在
這
個
店
児
裏
、
不
免
敲
門
。〔
末
云
〕
誰
敲
門
哩
。
是
一
個
女
人
的
声
音
。
我
且
開
門
看
咱
、
這
早
晩
是
誰
。

　
　
【
慶
宣
和
】
是
人
呵
疾
忙
快
分
説
、
是
鬼
呵
合
速
滅
。

　
　
　
　
〔
旦
云
〕
是
我
。
老
夫
人
睡
了
、
想
你
去
了
呵
、
幾
時
再
得
見
、
特
来
和
你
同
去
。〔
末
唱
〕

　
　

聴
説
罷
将
香
羅
袖
児
拽
、
卻
原
来
是
姐
姐
、
姐
姐
。

　
　
　
　

難
得
小
姐
的
心
勤
。

　
　
【
喬
牌
児
】
你
是
為
人
須
為
徹
、
将
衣
袂
不
藉
。
繍
鞋
児
被
露
水
泥
沾
惹
、
脚
心
児
管
踏
破
也
。

　
　
　
　
〔
旦
云
〕
我
為
足
下
呵
、
顧
不
得
迢
遞
。〔
旦
喞
喞
了
〕

　
　
　
　

 （
鶯
鶯
い
う
）
こ
の
旅
籠
だ
わ
。
戸
を
た
た
い
て
み
ま
し
ょ
う
。（
張
生
い
う
）
戸
を
た
た
く
の
は
誰
だ
ろ
う
。
女
の
声
だ
ぞ
。

開
け
て
み
よ
う
、
こ
ん
な
時
間
に
誰
だ
ろ
う
。

　
　
（
張
生
う
た
）
人
な
ら
早
く
わ
け
を
言
え
、
幽
霊
な
ら
早
く
消
え
失
せ
ろ
。

　
　
　
　

 （
鶯
鶯
い
う
）
わ
た
し
で
す
。
お
母
さ
ま
が
お
休
み
に
な
っ
た
の
で
、
あ
な
た
を
思
い
、
い
つ
ま
た
会
え
る
だ
ろ
う
と
心
配
で
、
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思
い
切
っ
て
ご
一
緒
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

　
　
（
張
生
う
た
）
そ
う
聞
い
て
、
か
ぐ
わ
し
い
袖
を
引
き
寄
せ
る
。
な
ん
と
お
嬢
さ
ま
だ
っ
た
の
か
。

　
　
　
　
（
せ
り
ふ
）
お
嬢
さ
ま
の
お
気
持
ち
、
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

　
　

 （
張
生
う
た
）
思
い
立
っ
た
ら
た
め
ら
わ
ず
、
衣
の
乱
れ
も
お
か
ま
い
な
し
。
刺
繍
の
鞋
も
泥
に
ま
み
れ
、
鞋
底
は
き
っ
と
や
ぶ
れ

て
い
よ
う
。

　
　
　
　
（
鶯
鶯
い
う
）
あ
な
た
の
た
め
な
ら
遠
い
道
も
な
ん
の
そ
の
で
す
わ
。（
鶯
鶯
、
嘆
息
す
る
）

　

舞
台
で
は
、
眠
っ
て
い
た
張
生
が
戸
を
た
た
く
音
に
目
を
覚
ま
し
、
鶯
鶯
を
迎
え
る
と
い
う
演
技
が
行
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
夢
の
中
の
出
来
事
で
あ
る
。
ま
た
、
鶯
鶯
が
宿
屋
に
着
く
と
、
右
の
よ
う
に
再
び
歌
唱
者
は
張
生
に
代
わ
る
。
鶯
鶯
の
気
丈
で
な
り
ふ

り
構
わ
ぬ
ふ
る
ま
い
に
心
を
打
た
れ
気
遣
っ
て
い
る
が
、
こ
の
あ
と
、
凌
初
成
本
な
ど
で
は
そ
の
張
生
に
応
え
る
よ
う
に
、
歌
唱
者
が
ま

た
鶯
鶯
に
交
替
す
る
（
た
だ
し
弘
治
本
な
ど
で
は
、
歌
唱
者
は
張
生
の
ま
ま
で
、
張
生
が
鶯
鶯
の
行
動
や
心
情
を
推
し
は
か
っ
た
表
現
と

い
う
こ
と
に
な
る
）。

　
　

 【
甜
水
令
】
想
着
你
廃
寝
忘
餐
、
香
消
玉
減
、
花
開
花
謝
、
猶
自
覚
争
些
。
便
枕
冷
衾
寒
、
鳳
隻
鸞
孤
、
月
円
雲
遮
、
尋
思
来
有
甚

傷
嗟
。

　
　

 【
折
桂
令
】
想
人
生
最
苦
離
別
、
可
憐
見
千
里
関
山
、
独
自
跋
渉
。
似
這
般
割
肚
牽
腸
、
倒
不
如
義
断
恩
絶
。
雖
然
是
一
時
間
花
残

月
缺
、
休
猜
做
瓶
墜
簪
折
。
不
恋
豪
傑
、
不
羨
驕
奢
、
自
願
的
生
則
同
衾
、
死
則
同
穴
。

　
　

 （
鶯
鶯
う
た
）
あ
な
た
を
思
え
ば
寝
食
を
忘
れ
、
色
香
も
お
と
ろ
え
た
。
花
の
よ
う
に
開
い
て
散
る
ほ
う
が
ま
だ
ま
し
。
た
と
え
枕

や
衾
の
冷
た
い
ひ
と
り
寝
で
あ
っ
て
も
、
満
月
の
あ
と
に
雲
の
お
お
う
今
に
し
て
思
え
ば
嘆
く
に
足
り
ず
。
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 （
鶯
鶯
う
た
）
人
生
に
別
れ
ほ
ど
苦
し
い
も
の
は
な
い
と
思
い
、
あ
わ
れ
千
里
の
山
川
を
一
人
歩
い
て
や
っ
て
き
た
。
こ
ん
な
に
心

ひ
か
れ
て
つ
ら
い
な
ら
、
い
っ
そ
縁
を
断
っ
て
し
ま
い
た
い
。
花
が
し
お
れ
月
が
欠
け
る
の
は
少
し
の
あ
い
だ
と
知
り
な
が
ら
、
永

遠
の
別
れ
か
と
疑
わ
れ
る
。
り
っ
ぱ
な
人
で
な
く
て
も
い
い
、
ぜ
い
た
く
も
羨
ま
な
い
。
た
だ
願
う
の
は
生
き
て
は
共
に
眠
り
、
死

ん
だ
ら
同
じ
墓
に
入
る
こ
と
。

　

こ
の
よ
う
な
や
り
と
り
の
直
後
に
現
れ
る
の
が
、
鶯
鶯
を
追
っ
て
き
た
兵
卒
た
ち
で
あ
る
。

　
　
　
　

 〔
外
浄
一
行
扮
卒
子
上
叫
云
〕
恰
才
見
一
女
子
渡
河
、
不
知
那
裏
去
了
。
打
起
火
把
者
。
分
明
見
他
走
在
這
店
中
去
也
、
将
出
来
、

将
出
来
。〔
末
云
〕
卻
怎
了
。〔
旦
云
〕
你
近
後
、
我
自
開
門
対
他
説
。

　
　
【
水
仙
子
】
硬
囲
着
普
救
寺
下
鍬
钁
、
強
当
住
咽
喉
仗
剣
鉞
。
賊
心
腸
饞
眼
脳
天
生
得
劣
。

　
　
　
　
〔
卒
子
云
〕
你
是
誰
家
女
子
、
夤
夜
渡
河
。〔
旦
唱
〕

　
　

休
言
語
、
靠
後
些
。
杜
将
軍
你
知
道
他
是
英
傑
、
覷
一
覷
着
你
為
了
醯
醤
、
指
一
指
教
你
化
做
膋
血
。
騎
着
匹
白
馬
来
也
。

　
　
　
　

 〔
卒
子
搶
旦
下
〕〔
末
驚
覚
云
〕
呀
、
原
来
卻
是
夢
裏
。
且
将
門
児
推
開
看
。
只
見
一
天
露
気
、
満
地
霜
華
、
暁
星
初
上
、
残
月

猶
明
。
無
端
燕
鵲
高
枝
上
、
一
枕
鴛
鴦
夢
不
成
。

　
　
　
　

 （
兵
卒
が
多
数
登
場
し
て
叫
ぶ
）
今
し
が
た
女
が
一
人
河
を
渡
っ
た
と
思
っ
た
ら
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
た
い
ま
つ
を

か
か
げ
ろ
。
こ
の
宿
屋
に
逃
げ
込
ん
だ
の
を
は
っ
き
り
見
た
ぞ
。
引
き
ず
り
出
せ
、
引
き
ず
り
出
せ
。（
張
生
）
ど
う
し
よ
う
。

（
鶯
鶯
）
あ
な
た
は
後
ろ
へ
。
わ
た
し
が
自
分
で
扉
を
開
け
て
話
し
ま
す
。

　
　

 （
鶯
鶯
う
た
）
普
救
寺
を
び
っ
し
り
囲
ん
で
鍬
を
ふ
る
い
、
の
ど
も
と
つ
か
ん
で
剣
ふ
り
か
ざ
す
。
賊
の
心
根　

飢
え
た
ま
な
こ
、

劣
悪
な
の
は
生
ま
れ
つ
き
。
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（
兵
卒
い
う
）
ど
こ
の
女
だ
、
夜
中
に
河
を
渡
る
と
は
。

　
　

 （
鶯
鶯
う
た
）
語
る
を
や
め
て
、
引
き
下
が
れ
。
杜
将
軍
が
豪
傑
で
あ
る
こ
と
は
お
ま
え
た
ち
で
も
わ
か
っ
て
い
よ
う
。
ひ
と
に
ら

み
す
れ
ば
お
ま
え
た
ち
は
塩
辛
か
味
噌
漬
け
、
指
令
を
下
せ
ば
血
の
海
と
な
ろ
う
、
白
馬
に
ま
た
が
り
や
っ
て
く
る
。

　
　
　
　

 （
兵
卒
、
鶯
鶯
を
奪
い
去
っ
て
退
場
）（
張
生
、
は
っ
と
目
覚
め
て
い
う
）
あ
あ
、
夢
だ
っ
た
の
か
。
戸
を
開
け
て
見
て
み
よ
う
。

空
い
っ
ぱ
い
の
夜
露
が
降
り
て
、
地
面
に
は
霜
の
花
が
咲
き
、
明
け
の
明
星
が
の
ぼ
っ
た
ば
か
り
、
残
ん
の
月
は
ま
だ
明
る
い
。

端
な
く
も
燕
鵲
が
高
い
枝
で
さ
わ
ぎ
、
鴛
鴦
の
夢
は
結
ば
れ
ず
。

　

張
生
へ
の
思
慕
を
う
た
っ
て
い
た
鶯
鶯
が
、
そ
の
直
後
、
果
敢
に
兵
卒
た
ち
に
立
ち
向
か
う
。
こ
れ
こ
そ
は
夢
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て

可
能
と
な
る
表
現
で
あ
る
。
宿
屋
に
や
っ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
つ
の
ま
に
か
普
救
寺
へ
、
孫
飛
虎
の
軍
勢
が
襲
っ
て
き
た
過
去

へ
と
、
場
所
と
時
間
が
移
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
、
夢
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
鶯
鶯
が
「
現
実
」
に
こ
の
よ
う
な
勇
ま

し
い
応
対
を
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
が
、
こ
こ
で
張
生
を
劇
の
中
心
か
ら
外
す
こ
と
で
、
舞
台
上
の
張
生
は
眠
り
の
体
勢
に
も
ど
り
、

目
覚
め
る
場
面
に
備
え
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
鶯
鶯
が
兵
卒
た
ち
に
連
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
と
、
張
生
は
目
を
覚

ま
す
。

　

夢
だ
っ
た
こ
と
を
確
か
め
る
か
の
よ
う
に
戸
を
開
け
て
外
に
出
る
と
、
ま
だ
夜
は
明
け
ず
、
露
や
霜
が
降
り
て
あ
た
り
は
冷
た
い
秋
気

に
満
ち
て
お
り
、
も
ち
ろ
ん
誰
も
い
な
い
。
張
生
は
深
い
寂
寥
を
感
じ
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
う
た
う
。

　
　
【
雁
児
落
】
緑
依
依
牆
高
柳
半
遮
、
静
悄
悄
門
掩
清
秋
夜
、
疏
剌
剌
林
梢
落
葉
風
、
昏
惨
惨
雲
際
穿
窗
月
。

　
　

 【
得
勝
令
】
驚
覚
我
的
是
顫
巍
巍
竹
影
走
龍
蛇
、
虚
飄
飄
荘
周
夢
蝴
蝶
、
絮
叨
叨
促
織
児
無
休
歇
、
韻
悠
悠
砧
声
児
不
断
絶
。
痛
煞

煞
傷
別
、
急
煎
煎
好
夢
児
応
難
捨
。
冷
清
清
的
咨
嗟
、
嬌
滴
滴
玉
人
児
何
処
也
。
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〔
僕
云
〕
天
明
也
。
咱
早
行
一
程
児
、
前
面
灯
火
去
。〔
末
云
〕
店
小
二
哥
、
還
你
房
銭
、
鞴
了
馬
者
。

　
　

 （
張
生
う
た
）
し
な
や
か
な
柳
は
高
き
塀
の
向
こ
う
、
ひ
っ
そ
り
と
門
に
と
ざ
さ
れ
た
清
秋
の
夜
。
さ
や
さ
や
と
林
の
梢
に
は
葉
を

落
と
す
風
、
く
ろ
ぐ
ろ
と
し
た
雲
の
端
か
ら
窓
に
差
し
こ
む
月
の
光
。

　
　

 （
張
生
う
た
）
わ
た
し
の
眠
り
を
覚
ま
し
た
の
は
、
ゆ
れ
る
竹
の
影
に
逃
げ
る
龍
蛇
か
、
ひ
ら
ひ
ら
と
荘
周
は
蝴
蝶
の
夢
を
見
る
。

い
つ
ま
で
も
こ
お
ろ
ぎ
の
声
は
休
み
な
く
、
は
る
か
な
る
砧
の
音
は
と
ぎ
れ
な
い
。
き
り
き
り
と
胸
を
さ
い
な
む
別
れ
の
つ
ら
さ
、

じ
り
じ
り
と
あ
き
ら
め
き
れ
な
い
甘
い
夢
、
さ
び
し
さ
に
た
め
息
を
つ
く
、
か
わ
い
い
あ
の
人
は
ど
こ
に
い
る
。

　
　
　
　

 （
下
僕
い
う
）
夜
が
明
け
ま
し
た
。
先
を
急
い
で
し
ば
ら
く
行
っ
た
と
こ
ろ
で
食
事
に
し
ま
し
ょ
う
。（
張
生
い
う
）
番
頭
さ
ん
、

宿
代
を
払
う
か
ら
馬
の
準
備
を
し
て
お
く
れ
。

　

こ
の
あ
と
さ
ら
に
一
曲
（【
鴛
鴦
煞
】）
を
う
た
い
、
張
生
は
下
僕
と
退
場
す
る
。
曲
詞
の
最
後
は
「
除
紙
筆
代
喉
舌
、
千
種
相
思
対
誰

説
」（
口
に
代
わ
る
は
紙
と
筆
の
み
、
果
て
な
き
思
い
を
誰
に
語
ろ
う
）、
締
め
く
く
り
の
短
曲
（【
絡
絲
娘
煞
尾（
６

）】）
は
「
都
則
為
一
官
半

職
、
阻
隔
得
千
山
万
水
」（
す
べ
て
は
ち
っ
ぽ
け
な
官
職
の
た
め
、
多
く
の
山
川
に
遠
く
隔
て
ら
れ
る
）
で
あ
る
。

　

以
上
が
第
四
本
第
四
折
の
大
部
分
を
占
め
る
夢
の
場
面
で
あ
る
。
旅
路
に
つ
い
た
張
生
が
、
別
れ
て
き
た
ば
か
り
の
鶯
鶯
を
思
っ
て
眠

り
、
そ
の
鶯
鶯
が
自
分
を
追
っ
て
く
る
夢
を
見
る
。
鶯
鶯
に
会
い
た
い
と
い
う
願
望
が
も
た
ら
し
た
夢
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
夢
の
中
で
は
、
賊
の
襲
撃
と
い
う
過
去
の
お
そ
ろ
し
い
出
来
事
も
再
演
さ
れ
、
鶯
鶯
は
連
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
。
目
を
覚
ま

し
た
張
生
は
、
夢
だ
っ
た
こ
と
を
残
念
に
思
う
と
同
時
に
安
堵
に
胸
を
な
で
お
ろ
す
。
そ
し
て
再
び
一
人
寂
し
さ
に
さ
い
な
ま
れ
つ
つ
夜

明
け
を
迎
え
、
旅
立
つ
と
こ
ろ
で
本
折
は
終
わ
る
。

　
『
董
西
廂
』
と
比
べ
る
と
、
舞
台
上
で
夢
を
演
出
す
る
の
が
前
提
で
あ
る
戯
曲
な
ら
で
は
の
表
現
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
見
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て
と
れ
る
だ
ろ
う
。
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
夢
の
場
面
は
明
末
の
文
人
に
高
く
評
価
さ
れ
た
。
注
１

に
挙
げ
た
田
仲
論
文
は
、
崇

禎
年
間
に
刊
行
さ
れ
た
『
三
先
生
合
評
元
本
北
西
廂
』
の
三
先
生
（
湯
顕
祖
・
李
贄
・
徐
渭
）
に
よ
る
批
評
（
実
際
に
こ
の
三
人
の
手
に

な
る
も
の
と
は
考
え
が
た
い
）
に
そ
の
よ
う
な
評
価
が
見
ら
れ
、
特
に
湯
顕
祖
評
は
「
明
ら
か
に
「〝
情
〞
の
世
界
が
一
場
の
夢
に
終
る

こ
と
」
を
こ
の
作
品
の
主
題
と
し
て
把
え
て
い
る
」（
一
八
六
頁
）
と
指
摘
す
る
。

三　

劇
場
と
し
て
の
世
界　

夢
と
し
て
の
世
界

　

人
生
を
ド
ラ
マ
に
、
世
界
を
劇
場
に
た
と
え
る
言
説
が
明
末
清
初
に
頻
出
す
る
こ
と
は
、
注
１

で
触
れ
た
合
山
論
文
が
詳
論
す
る
と
お

り
で
あ
る
。
本
節
で
は
そ
の
よ
う
な
表
現
と
仏
教
と
の
関
わ
り
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
ま
ず
、
田
仲
論
文
も
引
用
し
て
い
る
崇
禎
の
文
人

槃

碩
人
の
評
語
（「
詞
壇
清
玩
小
引
」）
を
見
て
み
よ
う
。

　
　

 　

総
之
乎
、
宇
宙
是
人
生
一
大
戯
場
也
。
観
場
者
或
撫
掌
而
笑
、
或
点
首
而
思
、
或
感
念
而
泣
、
均
為
戯
場
迷
也
。
鶯
生
迷
於
場
中
、

是
居
夢
境
。
至
草
橋
一
宿
、
夢
而
醒
焉
。（
・
・
・
）
夢
之
時
、
見
是
色
。
醒
之
時
、
見
是
空
。
空
空
色
色
、
色
色
空
空
、
鶯
生
之
情
、

蓋
如
此
。

　
　

 　

要
す
る
に
、
宇
宙
は
人
生
の
大
劇
場
な
の
で
あ
る
。
観
客
た
ち
は
手
を
た
た
い
て
笑
っ
た
り
、
う
な
ず
い
て
考
え
こ
ん
だ
り
、
感

極
ま
っ
て
泣
い
た
り
す
る
が
、
み
な
芝
居
狂
い
な
の
だ
。
鶯
鶯
と
張
生
は
劇
場
の
中
に
迷
い
込
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、
夢
境
（
夢
の
世

界
）
に
住
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
草
橋
で
一
泊
す
る
に
至
っ
て
夢
を
見
て
、
夢
か
ら
覚
め
る
。（
・
・
・
）
夢
を
見
て
い
る
と
き
は
、

色
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
が
、
覚
め
る
と
、
空
で
あ
る
と
わ
か
る
。
空
が
空
で
あ
る
か
ら
色
は
色
で
あ
り
、
色
が
色
で
あ
る
か
ら
空
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は
空
で
あ
る
。
鶯
鶯
と
張
生
の
情
は
結
局
そ
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
。

　

こ
こ
で
は
現
実
世
界
が
す
で
に
劇
場
で
あ
り
、
そ
の
劇
場
は
夢
の
世
界
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
世
界
と
『
西
廂

記
』
の
劇
中
世
界
は
ど
ち
ら
も
「
戯
場
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
両
者
の
区
別
は
曖
昧
で
あ
る
。
劇
中
人
物
は
、
劇
中
世
界
だ
け
の
存
在

で
は
な
く
、
む
し
ろ
劇
場
で
あ
る
現
実
世
界
に
迷
い
込
ん
で
き
た
と
も
読
め
る
。
そ
の
一
方
で
、「
草
橋
一
宿
」
の
夢
と
目
覚
め
が
言
及

さ
れ
、
夢
で
は
「
色
」
で
あ
る
も
の
が
、
覚
め
れ
ば
「
空
」
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
「
玩
西
廂
記
評
」
で
は
、
槃

碩
人
は
特
に
第
四
本

第
四
折
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

 　

王
実
甫
著
西
廂
、
至
草
橋
驚
夢
而
止
、
其
旨
微
矣
。
蓋
従
前
迷
恋
、
皆
其
心
未
醒
処
、
是
夢
中
也
。
逮
至
覚
而
曰
、
嬌
滴
滴
玉
人

何
処
也
、
則
大
夢
一
夕
喚
醒
。
空
是
色
而
色
是
空
、
天
下
事
皆
如
此
矣（
７

）。

　
　

 　

王
実
甫
が
『
西
廂
記
』
を
書
い
て
「
草
橋
驚
夢
」
で
終
わ
り
に
し
た
こ
と
に
は
深
い
意
図
が
あ
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
恋

に
う
つ
つ
を
ぬ
か
し
て
い
た
の
は
心
が
ま
だ
醒
め
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
て
夢
の
中
に
い
た
の
で
あ
る
。
目
が
覚
め
て
「
か
わ

い
い
あ
の
人
は
ど
こ
に
い
る
」
と
言
う
の
は
、
長
い
夢
か
ら
こ
の
夜
に
、
呼
び
醒
ま
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
空
は
色
で
あ
り
、

色
は
空
で
あ
り
、
こ
の
世
の
出
来
事
は
み
な
こ
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
。

　

前
文
で
は
対
立
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
「
空
」
と
「
色
」
が
、
こ
ち
ら
で
は
ま
さ
に
空
即
是
色
、
色
即
是
空
の
よ
う
に
結
び
つ
け
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
ち
ら
で
は
草
橋
で
夢
を
見
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
か
ら
夢
を
見
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
仏
教
的
な
語
彙

を
用
い
つ
つ
恋
に
迷
う
こ
と
を
戒
め
、
そ
こ
か
ら
目
覚
め
る
よ
う
説
い
て
い
る
の
で
あ
る（
８

）。
一
方
、
金
聖
嘆
は
仏
教
的
世
界
観
に
も
う
少

し
深
い
理
解
と
共
感
を
示
す
と
と
も
に
、『
西
廂
記
』
全
体
の
構
造
や
展
開
を
、
仏
教
概
念
を
用
い
て
解
釈
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
世
界
は
劇
場
で
あ
る
、
あ
る
い
は
夢
で
あ
る
と
い
う
隠
喩
が
、
明
代
の
仏
教
の
テ
ク
ス
ト
に
散
見
さ
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れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い（
９

）。

　
　

 　

固
以
冷
眼
看
来
、
尽
乾
坤
大
地
是
個
戯
場
、
男
女
人
物
是
一
班
子
弟
。
古
今
治
乱
興
亡
、
貧
富
貴
賤
、
于
中
離
合
悲
歓
、
是
一
本

做
不
了
的
伝
奇
。
奈
何
世
人
無
慧
眼
、
看
不
破
是
戯
（
浄
現
『
象
田
即
念
禅
師
語
録
』
巻
三
）。

　
　

 　

も
と
よ
り
、
冷
静
な
目
で
見
れ
ば
、
こ
の
世
の
大
地
は
す
べ
て
一
つ
の
劇
場
で
あ
り
、
男
女
の
人
物
た
ち
は
劇
団
の
俳
優
た
ち
で

あ
る
。
古
今
の
治
乱
興
亡
や
貧
富
貴
賤
、
そ
の
中
の
離
合
悲
歓
は
終
わ
り
の
な
い
演
劇
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
如
何
せ
ん
、
世
の
人
々

は
見
る
目
が
な
い
の
で
そ
れ
が
芝
居
で
あ
る
と
見
抜
け
な
い
の
だ
。

　

象
田
即
念
は
こ
の
箇
所
の
前
に
王
陽
明
の
詩
「
観
傀
儡
次
韻
」
か
ら
冒
頭
の
二
句
「
処
処
相
逢
総
戯
場
、
還
如
傀
儡
夜
登
壇）

10
（

」
を
引
用

し
て
い
る
。
人
を
「
傀
儡
」
に
た
と
え
る
表
現
は
古
く
か
ら
仏
典
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
王
陽
明
へ
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
。
紫
柏

真
可
（
一
五
四
三
―
一
六
〇
三
）
も
「
観
戯
」（『
紫
柏
老
人
集
』
巻
二
一
）
と
い
う
文
章
で
、
王
陽
明
の
こ
の
詩
に
つ
い
て
、「
陽
明
之

看
戯
、
戯
亦
道
師
。
衆
人
之
歓
楽
、
何
異
傀
儡
」
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。

　

ま
た
、
覚
浪
道
盛
（
一
五
九
三
―
一
六
五
九
）
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　

 　

台
上
戯
子
、
以
有
為
無
、
故
能
如
仏
聖
之
解
悟
。
台
下
戯
子
、
以
無
為
有
、
故
同
衆
生
之
執
迷
。
世
人
全
身
是
戯
、
大
地
是
台
、

而
不
能
如
戯
子
之
解
悟
者
、
豈
非
以
妄
想
執
著
自
迷
倒
哉
（
道
盛
「
参
同
説
」、『
天
界
覚
浪
禅
師
全
録
』
巻
二
五
）。

　
　

 　

舞
台
の
上
の
役
者
は
有
を
無
と
見
な
す
の
で
、
仏
の
よ
う
な
悟
り
が
可
能
で
あ
る
。
舞
台
の
下
の
役
者
は
無
を
有
と
見
な
す
の
で
、

衆
生
が
頑
迷
で
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
世
の
人
は
み
な
芝
居
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
大
地
は
舞
台
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
役
者

の
よ
う
に
悟
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
妄
想
や
執
着
に
よ
っ
て
自
分
を
迷
わ
せ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
。

　

覚
浪
道
盛
は
、
人
は
み
な
「
戯
子
」（
＝
役
者
）
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
で
、
職
業
と
し
て
の
役
者
（「
台
上
戯
子
」）
の
ほ
う
が
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む
し
ろ
悟
り
に
近
く
、
そ
れ
以
外
の
者
（
台
下
戯
子
）
は
深
い
迷
い
の
中
に
あ
る
と
看
破
す
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
人
は
み
な
夢
を
見
て
い
る
と
い
う
言
説
を
見
て
み
よ
う
。
湯
顕
祖
（
一
五
五
〇
―
一
六
一
六
）
な
ど
明
末
の
文
人
と
の
交
流
で

知
ら
れ
、
先
に
も
言
及
し
た
紫
柏
真
可
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。

　
　

 　

豆
在
瓶
中
、
春
至
則
能
萌
芽
。
人
在
欲
中
、
覚
生
則
能
夢
除
。
故
曰
、
有
大
覚
而
後
知
有
大
夢
也
。
夫
大
夢
者
、
併
夢
覚
而
言
也
。

夢
覚
則
夢
除
、
覚
覚
則
覚
除
。
覚
夢
俱
除
、
始
名
大
覚
焉
（
法
語
「
長
松
茹
退
」、『
紫
柏
老
人
集
』
巻
九
）。

　
　

 　

豆
が
瓶
の
中
に
あ
り
、
春
に
な
る
と
芽
が
出
る
。
人
が
欲
の
中
に
あ
り
、
目
覚
め
が
生
じ
る
と
夢
は
消
え
る
。
だ
か
ら
、
大
い
な

る
目
覚
め
が
あ
っ
た
の
ち
に
こ
そ
、
大
い
な
る
夢
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
大
い
な
る
夢
と
は
、
夢
と
目
覚
め

を
ま
と
め
て
言
っ
て
い
る
の
だ
。
夢
か
ら
覚
め
れ
ば
夢
は
消
え
る
。
目
覚
め
か
ら
覚
め
れ
ば
目
覚
め
は
消
え
る
。
目
覚
め
と
夢
が
と

も
に
消
え
て
初
め
て
大
い
な
る
目
覚
め
と
呼
べ
る
の
だ
。

　

夢
は
一
方
で
は
覚
（
目
覚
め
、
悟
り
）
と
対
立
す
る
が
、
目
覚
め
る
た
め
に
は
夢
を
見
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
夢
／
覚

の
区
別
も
消
え
去
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
夢
こ
そ
が
仏
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
徹
庸
周
理
（
一
五
九
一
―
一
六
四
七
）

に
は
、
夢
を
め
ぐ
る
次
の
よ
う
な
問
答
が
あ
る
。

　
　

問
。
夢
是
仏
法
不
。

　
　

答
。
夢
即
仏
法
。

　
　

問
。
経
中
雖
説
夢
、
只
将
以
喻
法
、
使
人
明
了
。
今
言
即
夢
是
法
。
全
以
虚
幻
不
実
之
理
以
為
仏
法
可
乎
。

　
　

 

答
。
経
云
、
念
念
中
、
以
夢
自
在
法
門
、
開
悟
世
界
海
微
塵
数
衆
生）

12
（

。
豈
不
是
夢
即
法
乎
。
以
執
著
目
前
境
界
為
実
故
、
以
夢
為
虚

幻
。
殊
不
知
、
目
前
有
為
之
物
、
全
体
不
実
、
而
夢
者
、
当
体
覚
性
也
。
豈
可
反
謂
虚
妄
不
実
乎
（
周
理
『
雲
山
夢
語
摘
要
』
下
）。
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問
い
。
夢
は
仏
法
（
仏
の
教
え
）
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
　

答
え
。
夢
は
ま
さ
し
く
仏
法
で
あ
る
。

　
　

 
問
い
。
経
典
に
夢
に
つ
い
て
書
か
れ
て
は
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
人
々
が
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
法
に
喩
え
て
い
る
だ
け
で
す
。
い
ま

夢
が
法
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
当
に
虚
幻
不
実
の
理
を
仏
法
で
あ
る
と
見
な
し
て
よ
い
の
で
す
か
。

　
　

 

答
え
。
経
典
に
は
「
一
瞬
一
瞬
に
、
夢
の
ご
と
く
自
在
な
法
門
（
＝
仏
法
）
に
よ
っ
て
、
世
界
海
微
塵
の
数
の
衆
生
を
開
悟
せ
し
む
」

と
あ
る
。
こ
れ
は
夢
が
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
目
前
の
境
界
に
執
着
し
て
そ
れ
を
実
と
見
な
す
た
め
に
、
夢
を
虚

幻
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
特
に
わ
か
っ
て
い
な
い
の
は
、
目
前
に
現
象
す
る
物
が
す
べ
て
不
実
で
あ
り
、
夢
は
そ
れ
自
体
が
覚
性
（
悟

り
の
本
性
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
な
の
に
、
ど
う
し
て
逆
に
虚
妄
不
実
だ
な
ど
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

　

夢
は
虚
で
あ
り
実
で
も
あ
り
、
虚
実
を
超
え
て
も
い
る
。
夢
の
こ
の
両
義
性
は
、
仏
教
の
「
空
」
の
思
想
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
以

上
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
次
に
金
聖
嘆
の
『
西
廂
記
』
批
評
を
見
て
み
よ
う
。

四　

金
聖
嘆
の
批
評

　

金
聖
嘆
の
『
西
廂
記
』
批
評
は
登
場
人
物
論
や
構
成
論
、
表
現
論
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
本
稿
は
、
第
四
本
第
四
折
で
終
わ

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
関
連
す
る
も
の
に
限
定
し
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
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１　

因
縁
生
法

　

金
聖
嘆
は
『
西
廂
記
』
全
体
に
対
す
る
総
評
を
次
の
よ
う
に
始
め
る）

13
（

。

　
　

 

西
廂
者
何
、
書
名
也
。
書
曷
為
乎
名
曰
西
廂
也
。
書
以
紀
事
、
有
其
事
、
故
有
其
書
也
。
無
其
事
、
必
無
其
書
也
。
今
其
書
有
事
、

事
在
西
廂
、
故
名
之
曰
西
廂
也）

14
（

。

　

こ
の
書
物
は
な
ぜ
『
西
廂
記
』
と
い
う
の
か
。
書
物
（「
書
」）
は
出
来
事
（「
事
」）
を
記
す
も
の
で
あ
り
、
あ
る
出
来
事
が
西
廂
で
起

こ
っ
た
か
ら
『
西
廂
記
』
と
題
す
る
書
物
が
存
在
す
る
。
当
た
り
前
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
こ
の
作
品
が
成
立
す
る

「
因
果
」
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
金
聖
嘆
に
よ
れ
ば
、「
西
廂
」
は
普
救
寺
の
西
の
は
ず
れ
の
建
物
で
あ
り
、
そ
の
さ
ら
に
西
に
は
崔

相
国
（
鶯
鶯
の
亡
父
）
が
建
て
た
別
院
が
あ
る）

15
（

。
な
ぜ
か
と
言
え
ば
普
救
寺
の
住
職
で
あ
る
法
本
は
、
相
国
が
得
度
を
許
可
し
た
と
い
う

縁
が
あ
る
か
ら
だ
。
そ
の
別
院
に
崔
家
の
人
々
が
滞
在
し
た
た
め
に
一
連
の
出
来
事
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
物
語
は
元
を
た

だ
せ
ば
、
崔
相
国
が
そ
の
発
端
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
金
聖
嘆
は
述
べ
る
。

　
　

 　

聖
嘆
之
為
是
言
也
、
有
二
故
焉
。
其
一
、
教
天
下
以
慎
諸
因
縁
也
。
仏
言
一
切
世
間
、
皆
従
因
生
。
有
因
者
則
得
生
、
無
因
者
終

竟
不
生
。（
・
・
・
）
然
則
西
廂
月
下
之
事
、
非
相
国
為
因
、
又
誰
為
之
。
嗚
乎
、
人
生
世
間
、
挙
手
動
足
、
又
有
一
毫
可
以
漫
然

遂
為
乎
哉）

16
（

。

　
　

 　

わ
た
し
が
こ
の
よ
う
な
話
を
す
る
の
に
は
二
つ
の
理
由
が
あ
る
。
一
つ
は
天
下
の
人
々
に
さ
ま
ざ
ま
な
因
縁
に
つ
い
て
慎
重
に
な

る
よ
う
教
え
る
た
め
で
あ
る
。
仏
は
「
世
の
中
の
一
切
は
因
に
よ
っ
て
生
じ
る
」
と
言
う
。
因
が
あ
れ
ば
生
じ
る
し
、
因
が
な
け
れ
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ば
決
し
て
生
じ
な
い
。（
・
・
・
）だ
か
ら
西
廂
で
の
月
下
の
出
来
事
は
、相
国
が
因
を
作
っ
た
の
で
な
け
れ
ば
誰
が
作
っ
た
だ
ろ
う
。

あ
あ
、
人
が
生
き
る
世
の
中
で
は
、
一
挙
手
一
投
足
で
あ
っ
て
も
、
漫
然
と
行
っ
て
よ
い
も
の
は
な
い
の
だ
。

　

劇
を
展
開
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
因
（
原
因
）
が
ど
の
よ
う
に
は
た
ら
く
か
と
い
う
点
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
評
語
か

ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。

　
　

 　

世
之
愚
生
、
毎
恨
恨
于
夫
人
之
頼
婚
。
夫
使
夫
人
不
頼
婚
、
即
西
廂
記
且
当
止
于
此
矣
。
今
西
廂
記
方
将
自
此
而
起
（
二
之
一
「
寺

警
」
末
尾
の
評）

17
（

）。

　
　

 　

世
の
愚
か
者
は
つ
ね
に
夫
人
が
婚
約
を
破
棄
す
る
こ
と
を
憎
ら
し
く
思
う
。
だ
が
、
も
し
も
夫
人
が
婚
約
を
破
棄
し
な
け
れ
ば
、

『
西
廂
記
』
は
こ
こ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。『
西
廂
記
』
は
ま
さ
に
こ
こ
（
＝
婚
約
破
棄
）
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。

　

金
聖
嘆
は
『
西
廂
記
』（
第
六
才
子
書
）
に
先
立
ち
『
水
滸
伝
』（
第
五
才
子
書
）
を
批
評
し
た
。
そ
の
「
序
三
」
で
は
、「
格
物
」
や
「
忠

恕
」
を
「
因
縁
生
法
」
と
関
連
づ
け）

18
（

、「
天
下
之
文
章
、
無
有
出
水
滸
右
者
、
天
下
之
格
物
君
子
、
無
有
出
施
耐
庵
先
生
右
者
」、「
忠
恕
、

量
万
物
之
斗
斛
也
。
因
縁
生
法
、
裁
世
界
之
刀
尺
也
。
施
耐
庵
左
手
握
如
是
斗
斛
、
右
手
持
如
是
刀
尺）

19
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
第
五

十
五
回
の
総
評
で
は
「
因
縁
生
法
、
一
切
具
足
。
是
故
龍
樹
著
書
、
以
破
因
縁
品
而
弁
其
篇
、
蓋
深
悪
因
縁
。
而
耐
庵
作
水
滸
一
伝
、
直

以
因
縁
生
法
、
為
其
文
字
総
持
、
是
深
達
因
縁
也
」
と
評
し
て
い
る）

20
（

。「
因
」
は
直
接
的
な
原
因
、「
縁
」
は
補
助
的
な
条
件
で
あ
り
、「
因

縁
生
法
」
と
は
、「
因
」
と
「
縁
」
に
よ
っ
て
「
法
」（
あ
ら
ゆ
る
事
物
や
現
象
）
が
生
じ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
万
物
は
そ

れ
自
体
が
実
体
と
し
て
現
象
し
存
在
す
る
の
で
は
な
い
（
色
即
是
空
）、
さ
ま
ざ
ま
な
原
因
や
条
件
に
支
え
ら
れ
て
、
そ
の
も
の
と
し
て

現
象
し
存
在
す
る
（
空
即
是
色
）
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　

金
聖
嘆
は
『
水
滸
伝
』
評
で
は
抽
象
的
に
言
及
す
る
の
み
で
あ
っ
た
「
因
縁
生
法
」
を
、『
西
廂
記
』
評
に
お
い
て
は
、
上
述
の
と
お
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り
物
語
の
展
開
に
沿
っ
て
具
体
的
に
指
摘
し
て
い
る
。

２　

夢

　

す
べ
て
の
も
の
ご
と
に
は
実
体
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
他
の
も
の
と
の
関
係
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
が
「
真
理
」
だ
と

し
て
も
、
実
感
し
体
得
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、
鶯
鶯
の
こ
と
を
思
い
つ
つ
眠
っ
た
張
生
が
鶯
鶯
の
夢
を
見
る
と
い
う
例

の
よ
う
に
、
夢
が
「
因
縁
」
か
ら
生
じ
る
こ
と
は
見
や
す
い
道
理
で
あ
る
。
そ
こ
で
金
聖
嘆
は
、「
因
縁
生
法
」
の
典
型
と
し
て
夢
に
つ

い
て
論
じ
る
の
で
あ
る
。
第
四
本
第
四
折
の
総
評
か
ら
引
用
し
よ
う
。

　
　

 　

今
夫
天
地
、
夢
境
也
、
衆
生
、
夢
魂
也
。
無
始
以
来
、
我
不
知
其
何
年
斉
入
夢
也
、
無
終
以
後
、
我
不
知
其
何
年
同
出
夢
也
。
夜

夢
哭
泣
、
旦
得
飲
食
、
夜
夢
飲
食
、
旦
得
哭
泣
。
我
則
安
知
其
非
夜
得
哭
泣
、
故
旦
夢
飲
食
、
夜
得
飲
食
、
故
旦
夢
哭
泣
耶
。
何
必

夜
之
是
夢
、
而
旦
之
独
非
夢
耶
（
四
之
四
「
驚
夢
」
総
評）

21
（

）。

　
　

 　

今
思
う
に
、
そ
も
そ
も
天
地
は
夢
境
で
あ
り
、
衆
生
は
夢
魂
で
あ
る
。
遠
い
過
去
か
ら
の
ど
の
年
に
そ
ろ
っ
て
夢
を
見
始
め
た
の

か
わ
か
ら
な
い
し
、
遠
い
未
来
の
ど
の
年
に
と
も
に
夢
か
ら
覚
め
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
夜
に
夢
で
号
泣
し
た
人
が
朝
に
な
る
と
平

気
で
飲
食
し
、
夜
に
夢
で
飲
食
し
た
人
が
朝
に
な
る
と
号
泣
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
、
夜
に
号
泣
し
た
か
ら
朝
に
夢
で

飲
食
し
、
夜
に
飲
食
し
た
か
ら
朝
に
夢
で
号
泣
す
る
の
で
は
な
い
と
、
ど
う
し
て
わ
か
る
だ
ろ
う
。
必
ず
夜
が
夢
で
朝
は
夢
で
は
な

い
と
決
ま
っ
て
い
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

　

槃

碩
人
は
「
宇
宙
」
が
「
戯
場
」
で
あ
り
、「
戯
場
」
は
「
夢
境
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
が
、
金
聖
嘆
は
「
天
地
」
を
直
接
「
夢
境
」
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と
結
び
つ
け
る
。
そ
こ
に
生
き
る
衆
生
は
「
夢
魂
」（
夢
見
る
魂
）
で
あ
る
。
天
地
が
夢
境
で
あ
る
こ
と
の
論
拠
と
し
て
は
、『
荘
子
』
斉

物
論
篇
・『
列
子
』
周
穆
王
篇
な
ど
夢
と
現
実
の
区
別
が
曖
昧
化
し
反
転
す
る
テ
ク
ス
ト
を
例
に
出
す
。
こ
こ
に
は
『
荘
子
』
斉
物
論
篇

が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
同
じ
く
斉
物
論
篇
か
ら
も
う
一
例
、
有
名
な
蝴
蝶
の
夢
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。

　
　

 　

夫
夢
為
蝴
蝶
、
誠
夢
也
。
今
憶
其
夢
為
蝴
蝶
、
是
又
夢
也
。
若
荘
周
不
憶
蝴
蝶
、
則
荘
周
覚
矣
。
若
荘
周
並
不
自
憶
荘
周
、
則
荘

周
大
覚
矣
。
彼
蝴
蝶
不
然
。
初
不
自
憶
為
荘
周
、
遂
並
不
自
憶
為
蝴
蝶
。
不
自
憶
為
荘
周
、
則
是
蝴
蝶
覚
矣
。
因
不
自
憶
為
荘
周
、

遂
並
不
自
憶
為
蝴
蝶
。
蝴
蝶
並
不
自
憶
為
蝴
蝶
、
則
是
蝴
蝶
大
覚
也
。
此
之
謂
物
化
也
者）

22
（

。

　
　

 　

夢
で
蝴
蝶
と
な
る
と
い
う
の
は
、
紛
れ
も
な
く
夢
で
あ
る
。
今
そ
の
夢
で
蝴
蝶
と
な
っ
た
の
を
思
い
出
す
の
も
ま
た
夢
で
あ
る
。

も
し
荘
周
が
蝴
蝶
を
思
い
出
さ
な
い
な
ら
荘
周
は
目
覚
め
て
い
る
。
も
し
荘
周
が
、
自
分
が
荘
周
で
あ
る
こ
と
を
ま
っ
た
く
思
い
出

さ
な
い
な
ら
、
荘
周
は
大
い
に
目
覚
め
て
い
る
。
あ
の
蝴
蝶
は
そ
う
で
は
な
い
。
始
め
か
ら
荘
周
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
さ
な
い

の
で
、
蝴
蝶
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
っ
た
く
思
い
出
さ
な
い
。
荘
周
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
さ
な
い
な
ら
蝴
蝶
は
目
覚
め
て
い
る
。

荘
周
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
さ
な
い
の
で
、
蝴
蝶
で
あ
る
こ
と
も
思
い
出
さ
な
い
。
蝴
蝶
が
蝴
蝶
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
さ
な
い

な
ら
、
蝴
蝶
は
大
い
に
目
覚
め
て
い
る
。
こ
れ
を
物
化
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
「
夢
」
は
、
荘
周
と
蝴
蝶
の
区
別
（
自
他
の
区
別
）
が
存
在
し
て
い
る
状
態
、「
覚
」
は
自
他
の
区
別
が
な
く
な
っ
た
状
態
、「
大
覚
」

は
「
我
」（
自
分
）
が
な
く
な
っ
た
状
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
こ
の
総
評
に
は
道
家
と
と
も
に
『
論
語
』
や
『
孟
子
』
な
ど

儒
家
の
書
物
も
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
随
所
に
仏
典
か
ら
の
引
用
が
挿
入
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
仏
教
の
色
彩
が
最
も
濃
い）

23
（

。
第
三
節
に

引
用
し
た
紫
柏
真
可
や
徹
庸
周
理
と
の
親
近
性
も
見
て
と
れ
る
。

　
　
　

入
夢
是
状
元
坊
、
出
夢
是
草
橋
店
。
世
間
生
盲
之
人
、
乃
謂
進
草
橋
店
後
方
是
夢
事
、
一
何
可
嘆
（
四
之
四
、
せ
り
ふ
の
評）

24
（

）。
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夢
を
見
始
め
た
の
は
状
元
坊
で
あ
り
、
夢
か
ら
覚
め
る
の
が
草
橋
店
で
あ
る
。
世
の
中
の
、
道
理
を
わ
き
ま
え
な
い
者
た
ち
は
、

草
橋
店
に
や
っ
て
き
た
あ
と
で
初
め
て
夢
の
中
の
出
来
事
に
な
る
と
考
え
る
が
、
な
ん
と
嘆
か
わ
し
い
こ
と
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
は
第
四
本
第
四
折
の
最
初
、「
草
橋
に
や
っ
て
き
た
」
と
述
べ
る
張
生
の
せ
り
ふ
に
対
す
る
評
語
で
あ
る
。
状
元
坊
と
は
、『
西
廂

記
』
の
冒
頭
、
張
生
が
蒲
州
に
や
っ
て
き
て
最
初
に
泊
ま
る
宿
屋
の
名
前
で
あ
る
。
張
生
は
状
元
坊
の
番
頭
に
蒲
州
の
名
所
を
尋
ね
て
普

救
寺
を
知
り
、
参
拝
し
て
た
ま
た
ま
鶯
鶯
を
見
か
け
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
張
生
は
す
ぐ
さ
ま
状
元
坊
を
引
き
は
ら
っ
て
普
救
寺
に
宿

を
移
し
、
一
連
の
物
語
が
始
ま
る
。
そ
の
物
語
は
紆
余
曲
折
を
経
て
張
生
を
科
挙
受
験
へ
と
導
き
、
張
生
は
草
橋
店
に
宿
泊
し
て
夢
を
見

る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
金
聖
嘆
は
、
状
元
坊
こ
そ
が
夢
の
始
ま
り
で
あ
り
、
草
橋
店
で
夢
か
ら
覚
め
た
の
だ
と
言
う
。
こ
れ
は
『
西
廂
記
』
の
物
語

そ
の
も
の
が
夢
で
あ
っ
て
、
張
生
は
草
橋
店
で
そ
の
夢
か
ら
覚
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

25
（

。
草
橋
店
で
鶯
鶯
を
思
い
つ
つ
眠
っ
た
こ
と
が

因
と
な
っ
て
見
た
夢
は
、
さ
か
の
ぼ
れ
ば
状
元
坊
か
ら
普
救
寺
に
出
か
け
て
鶯
鶯
に
出
会
っ
た
と
い
う
因
に
た
ど
り
つ
く
。
草
橋
店
で
の

目
覚
め
は
一
夜
の
夢
か
ら
の
目
覚
め
で
あ
る
と
同
時
に
蒲
州
に
や
っ
て
き
て
以
来
の
夢
か
ら
の
目
覚
め
で
も
あ
る
。
金
聖
嘆
の
解
釈
に
お

い
て
、
夢
と
劇
中
の
現
実
と
は
、
反
転
し
た
り
二
重
化
し
た
り
す
る
。
夢
も
現
実
も
、
因
と
縁
に
よ
っ
て
生
じ
る
現
象
と
い
う
点
で
は
同

じ
な
の
で
あ
る
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
金
聖
嘆
が
第
四
本
第
四
折
を
『
西
廂
記
』
の
終
局
と
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
背
後
に
は
、
こ
の
作
品
を
「
因

縁
生
法
」
の
表
現
と
見
な
す
読
解
が
あ
る
。
作
品
を
細
か
く
分
節
し
て
批
評
を
加
え
る
の
が
金
聖
嘆
の
特
徴
で
あ
る
が
、
こ
の
折
に
つ
い

て
も
、
冒
頭
で
張
生
が
う
た
う
第
一
曲
【
新
水
令
】
に
対
し
て
は
「
右
第
二
節
。
此
入
夢
之
因
也
」、
次
の
【
歩
歩
嬌
】
曲
に
は
「
右
第

三
節
。
此
入
夢
之
縁
也
」（
二
六
一
頁
）
と
、
因
と
縁
が
あ
っ
て
夢
が
現
象
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
目
覚
め
る
直
前
の
【
水
仙
子）

26
（

】
曲
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の
あ
と
に
は
次
の
よ
う
な
評
が
あ
る
。

　
　

 　

右
第
十
七
節
。
是
張
生
此
時
極
不
得
意
夢
、
是
張
生
多
時
極
得
意
事
。
諺
云
、
要
知
前
世
因
、
今
生
受
者
是
。
要
知
後
世
因
、
今

生
作
者
是
。
若
使
張
生
多
時
心
中
無
因
、
即
是
此
時
枕
上
無
夢
也）

27
（

。

　
　

 　

右
第
十
七
節
。
こ
れ
﹇
賊
の
来
襲
﹈
は
こ
の
時
の
張
生
に
と
っ
て
は
こ
の
上
な
く
ま
ま
に
な
ら
な
い
夢
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の

張
生
に
と
っ
て
は
こ
の
上
な
く
思
い
ど
お
り
に
な
っ
た
﹇
そ
れ
が
あ
っ
た
た
め
に
鶯
鶯
と
の
縁
が
で
き
た
﹈
出
来
事
で
あ
っ
た
。
諺

に
も
「
前
世
の
因
を
知
ろ
う
と
思
え
ば
今
生
に
受
け
と
っ
た
も
の
が
そ
れ
。
後
世
の
因
を
知
ろ
う
と
思
え
ば
今
生
に
お
こ
な
っ
た
こ

と
が
そ
れ
」
と
い
う
。
も
し
も
ず
っ
と
張
生
の
心
の
中
に
因
が
な
か
っ
た
な
ら
、
こ
の
時
の
眠
り
に
も
夢
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

元
雑
劇
の
「
漢
宮
秋
」
と
「
梧
桐
雨
」
は
い
ず
れ
も
、
主
人
公
が
、
す
で
に
亡
く
な
っ
た
い
と
し
い
人
に
会
う
夢
か
ら
覚
め
て
そ
の
余

韻
に
ひ
た
る
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
夢
を
見
て
い
た
人
物
は
目
覚
め
た
あ
と
に
は
現
実
に
引
き
も
ど
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
夢
は
夢
で
し
か

な
く
、
現
実
は
あ
く
ま
で
も
現
実
で
あ
る
。

　

唐
代
の
小
説
「
枕
中
記
」
や
「
南
柯
太
守
伝
」
は
、
眠
っ
て
い
る
あ
い
だ
に
自
分
の
一
生
を
夢
に
見
て
あ
る
種
の
悟
り
を
得
る
と
い
う

物
語
で
あ
る
。
目
覚
め
た
あ
と
に
は
も
ち
ろ
ん
現
実
に
も
ど
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
す
で
に
従
前
の
現
実
で
は
な
い
。
夢
の
中
で
富
貴
を
極

め
、
辛
酸
を
な
め
、
悲
歓
離
合
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
り
、
眠
り
か
ら
覚
め
る
と
同
時
に
そ
れ
ま
で
の
人
生
の
迷
妄
か
ら
も
覚
め
る
。
つ

ま
り
二
重
の
目
覚
め
を
経
験
す
る
の
で
あ
る
。
明
代
の
湯
顕
祖
は
、
こ
の
二
つ
の
小
説
を
そ
れ
ぞ
れ
『
邯
鄲
記
』『
南
柯
記
』
と
し
て
劇



西
廂
記
に
お
け
る
夢

― 21 ―

化
し
た
。
小
説
か
ら
戯
曲
へ
の
転
換
に
よ
っ
て
、「
戯
場
」
に
お
け
る
「
夢
」
の
上
演
と
い
う
要
素
が
付
加
さ
れ
、
舞
台
の
上
で
は
現
実

で
は
な
い
も
の
と
し
て
の
「
夢
」
と
「
戯
」（
演
劇
）
が
重
ね
ら
れ
る
。
湯
顕
祖
は
、
俳
優
た
ち
が
「
二
夢
」（『
邯
鄲
記
』『
南
柯
記
』）

を
演
じ
る
こ
と
を
「
道
学
」
と
称
し
、「
性
無
善
無
悪
、
情
有
之
。
因
情
成
夢
、
因
夢
成
戯
」
と
述
べ
て
も
い
た）

28
（

。「
情
」
か
ら
「
夢
」
が

生
じ
、「
夢
」
か
ら
「
戯
」
が
生
じ
る
と
い
う
の
は
、
夢
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
劇
作
家
と
し
て
名
高
い
湯
顕
祖
な
ら
で
は
の
言
葉
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
流
れ
を
受
け
な
が
ら
も
、
金
聖
嘆
の
『
西
廂
記
』
批
評
は
さ
ら
に
深
く
仏
教
思
想
に
依
拠
す
る
こ
と
で
独
特
の
読
解
を
示

し
て
い
る
。
夢
を
見
る
前
の
現
実
こ
そ
が
夢
で
あ
り
、
二
重
に
夢
か
ら
覚
め
る
張
生
は
、
蝴
蝶
の
夢
の
よ
う
に
ま
た
別
の
夢
の
中
に
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
曖
昧
な
場
面
を
終
局
と
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
見
解
は
、
悟
り
を
終
局
と
す
る
湯
顕
祖
の
二
夢
と
も
異
質
で

あ
る
。

　

こ
の
や
や
複
雑
な
解
釈
は
、『
西
廂
記
』
を
「
演
じ
る
ド
ラ
マ
」
で
は
な
く
、「
読
む
ド
ラ
マ
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
も

の
だ
ろ
う
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
金
聖
嘆
は
小
説
『
水
滸
伝
』
の
批
評
に
お
い
て
も
「
因
縁
生
法
」
に
触
れ
、『
水
滸
伝
』
に
つ
い
て

も
や
は
り
夢
を
終
局
と
し
て
い
る
。「
因
縁
生
法
」
は
さ
ら
に
「
語
録
纂
」
に
お
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

 　

世
尊
説
因
縁
法
、
為
破
我
而
説
也
。
大
千
一
切
、
皆
因
縁
生
法
。
然
因
縁
所
生
法
、
非
如
父
母
所
生
子
、
乃
縦
横
所
成
十
也
。
衆

生
執
我
成
病
、
世
尊
以
因
縁
二
字
為
薬
。
即
将
所
執
之
我
、
分
作
両
半
句
、
半
説
是
因
、
半
説
是
縁
。
六
根
、
因
也
。
六
塵
、
縁
也
。

根
塵
合
而
識
生
焉
。
三
法
和
合
、
是
故
有
我
、
其
実
無
有
我）

29
（

。

　
　

 　

世
尊
が
因
と
縁
と
法
に
つ
い
て
説
く
の
は
、「
我
」
を
打
破
す
る
た
め
に
説
く
の
で
あ
る
。
大
千
世
界
の
す
べ
て
の
も
の
は
因
と

縁
が
法
（
＝
事
物
・
存
在
）
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
因
と
縁
が
生
み
出
す
法
は
、
父
と
母
と
が
生
む
子
と
は
ち

が
っ
て
、
縦
と
横
（
の
筆
画
）
が
作
る
十
（
と
い
う
文
字
）
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
衆
生
は
我
に
執
着
す
る
病
気
に
か
か
っ
て
い
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る
の
で
、
世
尊
は
因
縁
の
二
字
を
薬
と
す
る
の
だ
。
執
着
し
て
い
る
我
を
二
つ
に
分
け
る
な
ら
、
半
分
は
因
で
あ
り
半
分
は
縁
で
あ

る
。
六
根
が
因
で
あ
り
、
六
塵
が
縁
で
あ
る
。
根
と
塵
が
一
緒
に
な
る
と
識
が
生
じ
る
。
三
法
が
和
合
す
る
と
、
そ
の
た
め
に
我
が

存
在
す
る
が
、
実
際
は
我
が
存
在
す
る
こ
と
は
な
い
。

　

こ
の
世
の
事
物
や
現
象
に
は
確
固
と
し
た
実
体
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
他
の
事
物
や
現
象
と
の
関
係
に
よ
っ
て
存
在
あ
る
い
は
発
生

す
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
因
果
関
係
は
、
わ
た
し
た
ち
が
生
き
て
い
る
現
実
に
お
い
て
は
意
識
さ
れ
に
く
い
。
金
聖
嘆
は
因
果
関
係

に
よ
っ
て
物
語
を
展
開
す
る
小
説
や
戯
曲
の
構
造
に
よ
っ
て
そ
れ
を
説
き
明
か
し
、『
西
廂
記
』
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
夢
に
着
目
し
て
、

以
上
の
よ
う
な
仏
教
思
想
に
基
づ
く
読
解
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

明
末
清
初
に
は
、
仏
教
と
り
わ
け
禅
宗
の
隆
盛
が
見
ら
れ
、
文
学
・
文
化
の
様
々
な
領
域
に
そ
の
影
響
が
及
ん
だ
。
仏
教
的
な
語
彙
が

用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
、「
例
え
ば
当
時
の
艶
情
小
説
に
冠
し
た
序
文
に
は
、
殆
ど
す
べ
て
に
「
色
即
是
空
」
と
い
う
道
理
が
説
か
れ

て
い
る）

30
（

」。
金
聖
嘆
本
『
西
廂
記
』
が
人
気
を
博
し
て
他
の
版
本
を
圧
倒
す
る
に
至
っ
た
の
も
そ
の
流
れ
に
よ
る
と
は
い
え
、
そ
の
仏
教

理
解
が
一
定
の
深
さ
に
達
し
て
い
た
こ
と
が
、
仏
教
に
親
し
ん
で
い
た
文
人
た
ち
に
広
く
享
受
さ
れ
た
一
因
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
西

廂
記
』
本
来
の
構
造
と
は
異
な
る
が
、
金
聖
嘆
が
独
自
の
読
解
に
よ
っ
て
見
い
だ
し
た
「
宿
屋
か
ら
始
ま
り
宿
屋
で
終
わ
り
、
物
語
全
体

が
夢
で
あ
る
」
と
い
う
構
造
は
、
こ
の
あ
と
小
説
『
紅
楼
夢
』
の
壮
大
な
ド
ラ
マ
に
受
け
継
が
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う）

31
（

。

１　

田
仲
一
成
「
明
末
文
人
の
戯
曲
観

―
『
三
先
生
合
評
元
本
北
西
廂
』
に
お
け
る
〝
湯
若
士
〞
評
の
方
向

―
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』

97
、
一
九
八
五
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
　

 　

こ
の
主
張
﹇
＝
第
四
本
で
終
わ
る
べ
き
だ
と
い
う
〝
湯
若
士
〞
評
の
主
張
﹈
は
、
後
に
清
代
の
金
聖
歎
の
西
廂
記
評
に
受
け
つ
が
れ
て
行
く
が
、
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明
末
の
戯
曲
観
が
〝
団
円
の
旧
套
〞
か
ら
脱
却
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
言
論
と
し
て
注
意
を
引
く
（
一
八
四
頁
、﹇　

﹈
内
は
廣
瀬
に
よ
る
）。

　
　

ま
た
、田
仲
論
文
も
言
及
す
る
合
山
究「
明
末
清
初
に
お
け
る「
人
生
は
ド
ラ
マ
で
あ
る
」の
説
」（『
荒
木
先
生
退
休
記
念
中
国
哲
学
史
研
究
論
集
』、

一
九
八
一
）
は
、
明
末
か
ら
「
人
生
は
ド
ラ
マ
で
あ
る
」「
世
界
は
劇
場
で
あ
る
」
な
ど
の
言
説
が
多
数
現
れ
る
こ
と
を
豊
富
な
用
例
と
と
も
に
示

し
て
い
る
。

２　

岡
晴
夫
「
元
曲
・
明
曲
に
お
け
る
〈
夢
〉」（『
藝
文
研
究
』
32
、
一
九
七
三
）
は
、
元
代
・
明
代
の
戯
曲
に
お
け
る
夢
の
場
面
（
あ
る
い
は
、
見

た
夢
を
語
る
場
面
）
を
分
類
・
整
理
し
て
い
る
。
夢
の
余
韻
を
縹
渺
と
感
じ
さ
せ
る
場
面
と
し
て
「
漢
宮
秋
」
や
「
梧
桐
雨
」
の
第
四
折
と
『
西
廂
記
』

第
四
本
第
四
折
と
を
挙
げ
、
さ
ら
に
こ
れ
と
『
董
西
廂
』
と
を
比
較
し
て
い
る
（
一
九
―
二
〇
頁
）。

３　

田
中
謙
二
「
文
学
と
し
て
の
『
董
西
廂
』（
上
）」（『
中
国
文
学
報
』
１

、
一
九
五
四
）﹇『
田
中
謙
二
著
作
集
』
第
一
巻
（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
）

所
収
﹈
は
『
董
西
廂
』
に
お
け
る
「
期
待
は
ず
し
」
の
効
果
に
つ
い
て
論
じ
、
こ
の
夢
に
も
言
及
す
る
（
一
〇
六
―
一
〇
七
頁
、『
著
作
集
』
で
は

一
七
―
一
八
頁
）。

４　

凌
景
埏
校
注
『
董
解
元
西
廂
記
』（
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
六
二
）
に
よ
る
。

５　

以
下
、『
西
廂
記
』
の
引
用
は
、
王
実
甫
著
・
王
季
思
校
注
・
張
人
和
集
評
『
集
評
校
注
西
廂
記
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
七
）
に
よ
る
。

６　
『
西
廂
記
』
の
「
絡
絲
娘
煞
尾
」
に
つ
い
て
は
、
田
中
謙
二
「『
西
廂
記
』
板
本
の
研
究
（
上
）」（『
ビ
ブ
リ
ア
』
１

、
一
九
四
九
）﹇『
田
中
謙
二

著
作
集
』
第
一
巻
（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
）
所
収
﹈
一
四
四
―
一
四
八
頁
（『
著
作
集
』
で
は
二
二
六
―
二
三
〇
頁
）
を
参
照
。

７　
「
玩
西
廂
記
評
」
も
「
詞
壇
清
玩
小
引
」
も
槃

碩
人
本
の
「
ま
え
が
き
」
の
一
種
で
あ
る
。「
玩
西
廂
記
評
」
に
は
「
子
有
南
華
、
詞
有
西
廂
、

可
曰
宇
宙
内
両
奇
」（
思
想
書
に
『
荘
子
』
が
あ
り
、
戯
曲
に
『
西
廂
記
』
が
あ
る
の
は
宇
宙
の
二
つ
の
奇
で
あ
る
と
言
え
よ
う
）
な
ど
、
金
聖
嘆

を
思
わ
せ
る
表
現
が
見
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
槃

碩
人
は
、『
西
廂
記
』
は
第
四
本
ま
で
が
王
実
甫
、
第
五
本
が
関
漢
卿
の
作
で
あ
る
と
い
う
説

に
従
っ
て
い
る
。

８　
「
玩
西
廂
記
評
」
に
は
、



東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
　
第
百
七
十
一
册

― 24 ―

　
　
　

 　

玩
西
廂
至
草
橋
驚
夢
、
即
可
以
悟
従
前
情
致
皆
属
夢
境
、
河
愛
海
欲
、
一
朝
抜
而
登
岸
無
難
者
。
不
然
、
則
是
書
真
導
欲
之
媒
、
即
以
付
之

秦
焔
也
可
。

　
　
　

 　
『
西
廂
記
』
を
賞
玩
し
て
「
草
橋
驚
夢
」
に
至
る
と
、
以
前
の
色
恋
は
す
べ
て
夢
の
世
界
の
も
の
だ
と
悟
り
、
朝
に
は
愛
欲
の
河
海
か
ら
抜

け
出
し
て
岸
に
上
が
り
災
難
に
会
わ
ず
に
済
む
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
書
は
ま
さ
し
く
欲
望
を
引
き
出
す
媒
介
で
あ
っ
て
、
す

ぐ
に
焚
書
に
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　

と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
。
ま
た
「
会
真
記
」
を
「
始
迷
終
悟
、
夢
而
覚
也
」（
始
め
は
我
を
忘
れ
て
い
る
が
最
後
に
は
悟
り
、
夢
を
見
て
目
覚
め

る
の
で
あ
る
）
と
総
括
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
槃

碩
人
の
言
う
夢
と
は
、
鶯
鶯
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
否
定
的
に
と
ら
え
た
表
現
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。

９　

本
節
の
以
下
の
記
述
は
、
廖
肇
亨
「
淫
辞
艶
曲
与
仏
教
：
従≪

西
廂
記≫

相
関
文
本
論
清
初
戯
曲
美
学
的
仏
教
詮
釈
」（『
中
国
文
哲
研
究
集
刊
』

26
、二
〇
〇
五
）に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。ま
た
仏
典
の
本
文
の
確
認
に
は「SA

T

大
正
新
脩
大
蔵
経
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」と「C

B
E

TA

漢
文
大
蔵
経
」
を
用
い
た
。

10　

原
詩
は
『
王
陽
明
全
集
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
二
）（
上
）、
七
一
一
頁
に
よ
れ
ば
「
処
処
相
逢
是
戯
場
、
何
須
傀
儡
夜
登
堂
」
で
文
字

の
異
同
が
あ
る
が
、
大
意
は
同
じ
と
言
え
よ
う
。

11　

廖
肇
亨
「
禅
門
説
戯

―
一
個
仏
教
文
化
史
観
点
的
嘗
試
」（『
漢
学
研
究
』
17
―
２

、
一
九
九
九
）、
二
八
〇
―
二
八
五
頁
、
二
九
〇
頁
。
紫
柏

真
可
・
覚
浪
道
盛
・

益
智
旭
な
ど
明
代
万
暦
以
降
の
僧
侶
に
つ
い
て
は
、
荒
木
見
悟
『
仏
教
と
陽
明
学
』（
第
三
文
明
社
、
一
九
七
九
）
九
八
頁

以
下
に
詳
し
い
。

12　
『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
巻
六
に
「
於
念
念
中
、
以
夢
自
在
、
示
現
法
門
、
開
悟
世
界
海
微
塵
数
衆
生
」
と
あ
る
。

13　

以
下
、
金
聖
嘆
本
の
引
用
に
は
、
張
国
光
校
注
『
金
聖
嘆
批
本
西
廂
記
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
六
）
を
用
い
て
頁
数
を
示
す
。

14　

二
七
頁
。
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15　

金
聖
嘆
本
以
外
で
は
、
別
院
を
建
て
た
の
で
は
な
く
普
救
寺
そ
の
も
の
を
崔
相
国
が
重
修
し
た
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。

16　

二
八
―
二
九
頁
。

17　

一
〇
四
頁
。

18　

青
木
隆
「
金
聖
歎
文
学
理
論
の
再
構
成

―
万
物
一
体
の
仁
と
格
物
・
忠
恕
・
因
縁
生
法

―
」（『
中
国
哲
学
研
究
』
16
、
二
〇
〇
一
）
は
こ
れ

ら
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

19　

曹
方
人
・
周
錫
山
標
点
『
金
聖
嘆
全
集
』（
一
）（
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
五
）、
九
―
一
〇
頁
。

20　

同
『
金
聖
嘆
全
集
』（
二
）、
三
一
四
―
三
一
五
頁
。
金
聖
嘆
と
「
因
縁
生
法
」
に
つ
い
て
は
、
陳
洪
『
金
聖
嘆
伝
論
』（
天
津
人
民
出
版
社
、
一

九
九
六
）、
一
六
八
―
一
七
九
頁
、
譚
帆
『
金
聖
嘆
与
中
国
戯
曲
批
評
』（
華
東
師
範
大
学
出
版
社
、
一
九
九
二
）、
四
六
―
五
一
頁
、
鍾
錫
南
『
金

聖
嘆
文
学
批
評
理
論
研
究
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
六
）、
六
二
―
六
七
頁
な
ど
を
参
照
。

21　

二
五
七
頁
。

22　

二
五
九
頁
。

23　
「
大
覚
」
は
仏
教
語
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、『
荘
子
』
斉
物
論
篇
の
「
夢
で
酒
を
飲
み
、
朝
に
号
泣
す
る
」
云
々
の
く
だ
り
に
も
「
大
夢
」
と
と
も

に
一
回
用
例
が
あ
る
。

24　

二
六
〇
頁
。

25　

前
節
で
引
用
し
た
槃

碩
人
も
評
語
に
よ
っ
て
は
草
橋
店
ま
で
が
夢
で
あ
る
と
い
う
見
方
を
示
し
て
い
た
が
、
夢
の
始
ま
り
と
し
て
状
元
坊
へ
の

言
及
は
な
い
。

26　

金
聖
嘆
本
で
は
【
水
仙
子
】
曲
の
直
前
に
鶯
鶯
が
退
場
し
、
賊
と
立
ち
向
か
う
人
物
は
張
生
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
夢
か
ら
覚
め

る
場
面
の
演
出
が
む
ず
か
し
く
な
る
は
ず
だ
が
、
上
演
を
想
定
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
に
も
、
金
聖
嘆
本
は
、
張
生
が
夢
の
途
中

で
一
度
目
を
覚
ま
し
、
再
び
眠
り
に
つ
く
よ
う
に
改
変
し
、
そ
れ
を
「
写
夢
之
極
筆
也
」
と
自
画
自
賛
し
て
い
る
（
二
六
四
頁
）。
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27　

二
六
六
頁
。

28　
「
復
甘
義
麓
」（「
湯
顕
祖
詩
文
集
」
巻
四
七
、『
湯
顕
祖
集
』（
二
）、
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
七
三
）、
一
三
六
七
頁
。「
性
無
善
無
悪
」（
性
に

は
善
も
悪
も
な
い
）
と
い
う
の
は
王
陽
明
の
い
わ
ゆ
る
四
句
教
の
「
無
善
無
悪
是
心
之
体
」
を
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
る
。

29　
「
語
録
纂
」
巻
二
（
曹
方
人
・
周
錫
山
標
点
『
金
聖
嘆
全
集
』（
三
）、
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
五
）、
七
八
八
頁
。

30　

廖
肇
亨
「
明
末
清
初
の
詩
禅
交
渉
研
究
序
説
」（『
中
国
哲
学
研
究
』
17
、
二
〇
〇
二
）、
一
八
〇
頁
傍
注
１

。

31　

竹
村
則
行
「
西
廂
記
、
還
魂
記
と
紅
楼
夢
を
め
ぐ
る
夢
の
発
展

―
現
実
の
中
の
夢
か
ら
夢
の
中
の
現
実
へ

―
」（
日
本
中
国
学
会
報
38
、
一

九
八
六
）
は
三
つ
の
作
品
の
夢
や
情
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
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The Scene of Dream in Xixiang ji 西廂記

by Reiko Hirose

In the Act 4 of the Book 4 of Xixiang ji 西廂記 , there is an impressive scene 

of dream. Zhang Gong, in the course of love af fair with Cui Yingying at Pujiu 

temple, has to depart for the civil examination. After the farewell banquet, he sets 

off and stays at an inn for the first night. Then he dreams that Yingying comes 

after him to join the travel, but the dream is soon interrupted because soldiers 

come and bring her away.

Although Xixiang ji has Book 5, the finale of merry marriage after Zhang 

Gong’s success in the examination, several wenren 文人 (men of culture) in late 

Ming - early Qing who loved the dream scene gave remarks that it is better to 

end the drama with Book 4 , even if it was against the convention of happy ending 

of Chinese dramas. The critical commentaries of Jin Shengtan 金聖嘆 was the 

most influential one among them. 

The author investigates the background of this tendency, and concludes that 

the acceptance of Buddhism by wenren of the period was the main factor. The 

basis of Jin Shengtan’s literary criticism and interpretation, particularly, is the 

Buddhist concept of dependence and interdependence of dhamas.


