
遊

女

宮

木

の

入

水

田

川

邦

子

昨
年

の
秋
学
会

行
事

の
合
間
半

日
を
使

い
、

四
五
人

の
友
人

と
慌

し

い
神
崎

探
訪
を

こ
こ
ろ
み
た

の
が
、

こ
の

一
文

を
草

す
る
き

っ
か
け
で
あ
る
。
と

い

っ

て
も
何
か
特
筆

で
き
る
成
果
を
得
た
と

い
う
わ
け
で
も
な

い
。

こ
れ

よ
り
半
月
ほ
ど
前
、

こ
れ
も
偶
然
伏
見

の
町
を
歩
く
機
会

が
あ
り
、
そ

の
時
眺
め

た
町

の
た
た
ず
ま

い
と
、
神

崎

の
雰
囲
気
が
非
常
に
よ
く
似
て

い
た

の
に
ま
ず
驚

い
た

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ひ
と
く
ち

に
言
え
ば
空
し

い
明
か
る

さ
と

い
う

よ
う
な
も

の
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。
共

に
か

つ
て
は
交

通
の
要
路

に
あ

っ
て
河
岸

に
栄
え
た
水
駅

で
あ

る
。
町
並

の
印
象
が
似

て
い
る

の
は
当
然
か
も

し
れ
な

い
が
、
多
く

の
人
が
集
り
ま
た
去

っ
て
、
歴
史
的
社
会
的
役
割
を
果
し

畢
え

た
場
所
特
有

の
、
人
間

の
残

し
た
乱
雑
さ
、
し
ど
け
な
さ
が
あ
り
、
そ
し

て
そ
れ
故

に
ま

た
な

つ
か
し
さ
が
あ
る
と

い
う
点

で
も
共
通
し
て

い
た

の
で
あ

る
。神

崎

は
尼
崎
市

の
南
端

に
あ

る
が
、
対
岸

の
大
阪
市
淀
川
区
加
島
は
、
上
田

秋
成
が
四
十
歳
頃

か
ら
し
ば
し
隠
棲

の
居
を
定
め
た
処

で
、

こ
こ
で
医
を
修
め

『
雨
月
物
語
』

の
推
敲
を
し
、

『
竹
取
物
語
』

の
講
義
な
ど
も

し
た
と

い
う
。

加
島

に
今
も
あ

る
香
具
波
志
神
社

は
別
名
加
島
神
社
と
も

い
う
が
、

こ
の
神
を

秋
成
が
生
涯
尊
崇

し
て
や
ま
な

か

っ
た

の
は
、
養
父
以
来

の
信
仰

を
受
け
継

い

だ
の
と
、
幼
時
彼

の
難
病

を
救
済

し
た
神

で
あ

っ
た
か
ら
だ
。

同
行

し
た
若

い
友
人

た
ち
は
み
な
上

田
秋
成

の
熱

心
な
讃
仰
者

で
、

い
く

つ

か
の
論
文

や
著
書

も
も

の
し
て
お
り
、
神
崎
探
訪

を
思

い
立

っ
た
の
も
、
加
島

・
神
崎

周
辺

は
、
秋
成
が

し
ば

し
ぼ
文
学
的
散
策

を
こ

こ
ろ
み
た
土
地
で
あ
る

か
ら

だ
。

い
う

ま
で
も

な
い
が

こ
の
近
辺
は
神
崎
川

の
下
流

に
位
置
し
、
古
代

か
ら
中
世

の
な
か
頃

ま
で
は
、
京
都

か
ら
山
陽
、
南

海
、

西
海
道

、
ざ
ら

に
は

朝
鮮

中
国
大
陸
方
面

に
つ
な
が
る
舟

航

の
要
地

で
、
少
し
上
流

の
江

口
と
共
に

遊

女
た
ち
が
沢
山
集

っ
て

い
た
と

こ
ろ
で
あ

る
。
、

上

田
秋
成
が
生
涯
心
に
は
ぐ
く
み
、
何
回

か
作
品

に
書

い
た
理

想

の

女

性

「宮

木
」
は
、
古

代

こ
の
近
辺

に
居
た
遊
女

の
名

で
、
古
く
は
大

江

匡

房

の

ヘ

へ

『
遊

女
記
』
に
も

「蟹

島

(
加
島
)
劉
宮
城
為
レ
宗
」
と
そ

の
名
が
見
え
、
『
後

拾
遺

和
歌
集
』

に
も

「
遊
女
宮
木
」
と
し

て
歌

一
首
が
入

っ
て
い
る
が
ら
、

こ

の
二
人
が
同

一
人
物

で
あ
る
か
ど
う

か
は
分
ら
な

い
が
、
伝
承

に
の
み
名
を
残

す
架
空

の
人
名
と
は

い
え
な

い
。
遊
女

「
宮
木
」

に
事
寄

せ
る
文
章
と
し

て
、

秋
成
に
は
小
説
と
し

て
は

「
浅
茅
が
宿
」
(
『
雨
月
物
語
』
)
と

「
宮
木

が

塚
」

(
『春

雨
物

語
』
)
、
さ
ら

に

『
藤
簍
冊
子
』

に
は

「
見
二
神
崎
遊
女
宮
木
古
墳

噌作

歌
」
(
長
歌
)
、
「
由
利
阿
気
川
橋
柱
硯
台
銘
井
序
」
な
ど

と
い
う
文
章
も
あ

り
、

一62一



遊
女
宮
木

へ
の
執
心

は
、
壮
年
か
ら
晩
年

に
至
る
ま
で
息
が

長

い
。
宮
木

は
作

者
秋
成

の
聖
女
だ

っ
た

の
で
あ
る
。
壮
年

以
後

の
秋
成
は
ほ
と

ん
ど
流
浪
者

の

よ
う
な
生
活
を
し
て

い
る
が
、
神
崎

加
島

は
彼
に
は
思

い
出
深

い
故
地

で
あ

っ

た
事
と

こ
れ
は
無
関
係

で
は
な

い
よ
う
に
思
う
。
特

に
晩
年

『
春

雨
物
語
』
に

書

い
た

「宮
木

が
塚
」
は
、

こ
の
地
に
伝

わ
る
遊

女

の
入
水
伝
説

に
促
さ
れ
て

筆

を
執

っ
た
も

の
で
、
作

品
の
末
尾

に
は
、

三
十
年
も

昔
に
遊
女

塚
を
探

し
求

め
て
詠

じ
た
長
歌
を
附

し
て
お
り
、
彼

の
遊

女
宮
木
、

さ
ら
に
神
崎
加
島

へ
の

深

い
思

い
を
し

の
ば
せ
る
と

こ
ろ
が

あ
る
。

し
か
し
私

は

こ
こ
で
秋
成

の
作

品
を
論

じ
る

つ
も
り
は
な

い
。
秋
成
に

つ
い

て
は
、

先
学

の
詳

し
駆
研
究

や
作
品
論
が
数

多
く
あ
る
か
ら
、

そ
ち
ら
に
譲

っ

た
方
が

よ

い
だ
ろ
う
。
た
だ
秋
成
が
関

心
を
持

っ
た
神
崎

の
遊
女

の
伝
説

を
は

じ
め
、
多
く

は
古
代

に
ま
で
遡

る
水
辺

の
遊

女
た
ち
の
物
語
が
、

さ
し
当

っ
て

今

の
私
の
関

心
事

な
の

で
あ
る
。

秋
成

が

「
宮
木
が

塚
」

の
素
材

に
し
た
の
は
、
神
崎

の
地
に
古
く

か
ら
伝

え

る
、
宮
木

を
は
じ
め
と
す
る
五
人

の
女

の
入
水
伝
説

で
、
分
類
学
的

に
整

理
す

れ
ぽ
圓
光
大

師

(法
然
上
人
)
伝
説

の

一
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
れ
ほ
ど
遠

く
な

い
室
津

に
は
、

『
法
然
上
人
絵
伝

』
に
も
載

る
、
有
名

な
室

の
遊
女

の
往
生
譚
が

あ
る
か
ら
、
室

と
神
崎

双
方

に
似

た
よ
う
な
、
法
然

上

人
と
遊
女

の
物
語
が
残

っ
た
と
も

い
え
る
。

神
崎

に
は

「
元
禄

五
年
」

の
記
銘
が
あ

る
、
立
派
な
笠
塔
婆

の
遊
女
塚
が
あ

る
が
、

こ
れ

は
も
う
度

々
紹
介

さ
れ

て
い
て
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
も

の
だ
。
江

戸
時
代

な
か
頃

か
ら
土
中

に
埋
れ

て
行
方

不
明

に
な

っ
て
い
た
の
を
、
明
治

に

な

っ
て
か
ら
掘

り
起

し
た
も

の
だ
と
、
地
元

の
古
老

は
い

っ
て
い
た
。
土
中

に

埋
れ
た
の
は
何
時
頃

か
、
秋
成
が

こ
れ
を
見

て
い
た
か
ど
う

か
、
そ

こ
ま

で
詮

索
す
る
余
裕

は
今

の
私

に
は
な

い
。

尼
崎
市
内

の
寺
町
に
あ
る
如
来
院
は
、
も
と
は
神

崎
川

の
近
く

に
あ

っ
た
古

刹

で
、
五
人

の
遊
女

の
入
水
伝
説
は

こ
の
寺
が
伝
え

て
お
り
、
遊
女

た
ち

の
遺

髪
と

い
う

の
も

こ
の
寺

に
あ
る
。
現
実
目

の
前

に
す
る
女

の
髪

の
束

は
か
な

り

古

ぼ
け
て
は

い
る
が
、

こ
れ
を
法
然
上
人
建
永

二
年

(
=

一〇
七
)
ま

で
遡
ら

せ
て
考
え
る
人
は
ま
ず

い
な

い
だ
ろ
う
。

そ

の
他
如
来
院

に
は
、
神

崎

の
遊
女
塚
と
形
状
が
非
常

に
よ
く
似

て
、

ひ
と

囲
り
は
大
き

い
。
や
は
り
六
字

の
名
号
を
刻
ん
だ
、
か
な
り
古

い
碑
が
あ
る

の

が
気
に
な

っ
た
。
(側

面

の
文
字
は
全
く
判
読

で
き
な

い
)
。
ま

た

五

人

の

遊

女

の
入
水
や
大
施
餓
鬼
を
描

い
た
、

「
浄
土
元
祖

諸
国
廿
五
箇
所
第
四
番
札

所

摂
州
尼
崎
珠
光
山
偏
照
寺
如
来
院
」
な
る
版
木
も
伝
え

て
い
る
。

(
64
頁

挿
絵
)

法
然
上

人
が
讃
岐

の
流

謫

の
地

に
赴
く
途
上

の
物
語
と

い
う
点

で
は
、
室

の

遊

女
と
神

崎

の
遊
女

の
物

語
は
共
通
し

て
い
る
が
、
細
部

に
は
か
な
り

の
違

い

も
あ
る
。
少

し
長
く
な
る
が

「
如
来
院
略
縁
起
」
を
引
け
ば
、
左

の
通
り

で
あ

る
。

(
法
然
)
上

人
鳥

珊
よ
り
川
船

に
召
さ
れ
、
神

崎

の
浦

に
船
宿

り

し

玉

ふ

時
、
此
所

の
遊
女
あ
ま
た
有

り
し
中

に
、
あ
す
ま
み
や
き

か
る
も
小
倉
大
人

と
も
五
人

の
遊

女
は
、

と
き

の
人

の
哥

に
も
、
あ
づ
ま
ち
や
み
ゃ
き

の
原

の

露

か
る
も
月

の
小
倉

に
う
た

の
大
人
と
よ
め
る
と
か
や
、
此
者
共
上
人
の
御

船

へ
推
参

し
て
、

教
化
を
願
奉
る
。
上
人

い
と
殊
勝
成
事

に
思
召
、
厭
離
穢

土

欣
求
浄

土
の
法
門

を
念
頃

に
し
め
し
玉

へ
ば
、

一
念
発
起
し

て
た
け
な
る

黒
髪
を
切
、
手
箱

に
入
、

上
人

へ
さ

Σ
げ
出
家
遁
世
を
願
奉
る
。
其
至
誠
心

を
感
心
ま
し
ま
し

て
、
頓
而
出
家
さ

せ
、
法
名
を
改
十
念
を
さ
づ
け
玉

へ
ば
、

難
有
御

暇
を
申
、

立
出
し
か
、
世

を
あ

ぢ
き

な
く

お
も
ひ
し
に
や
、
其
ま

N
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五
人

一
所

に
神
崎
川

の
橋

よ
り
、
念
仏

の
声
と
も

に
入
水
し

て
、
空
し
く
成

り
ぬ
。
紫
雲
空

に
た
な
引
、
異
香
四
方

に
薫
し
、
不
思
議

の
勝
瑞
有
け
れ
ば
、

人

々
驚
き
橋

の
上

よ
り
是
を
見
れ
ば
、
上
人
教
化

に
預
り
し
五
人
の
尼
也
。

水

は
下

へ
流
れ
、
な
き

か
ら

は
川
上

へ
ゆ
り
あ
げ
橋
杭

へ
か

鼠
る
。
今

に
ゆ

り
あ
げ

の
橋
と
云

ひ
伝
る
は
是
也
。
皆

々
打
寄
り
、

む
な
し
き
か
ら
を
と
り

あ
げ
見
れ
ば
、
合
掌
み
だ
さ
ず
、

ゑ
め
る
が

ご
と
く
に
て
有

し
と
。
上
人
此

由
を
聞

し
召
、
ふ
び
ん
成
事

に
お
ぼ
し
め
し
、
前

所
と

い
ふ
野
辺
に
送

り
、

五
人

一
所

に
葬
り
、
塚
を

つ
き
、
ゑ

か
う
し
玉
ふ
。

(
以
下
略

。
句
読
点

は

筆
者
)

つ
ま
り

こ
れ
は
初
め
か
ら
、

〈
入
水
V

と
く
死
V

の
影
が

色
濃

く
纒

い
つ
く

物
語

で
あ

る
。

室

の
遊
女

の
往
生
譚
は
、

「
い
か
な
る

つ
ミ
あ
り
て
か
、

か

エ
る
身

と
な
り

侍
ら
む
。

こ
の
罪
業
お
も
き
身
、

い
か

に
し
て
か
の
ち
の
世

た
す

か

り

候

べ

き
」
と

か
、

「
さ
や
う
に
て
世
を
わ
た
り
給
ら
ん
罪
障

ま

こ
と
に
か
ろ
か
ら
ざ

れ

ハ
、
酬
報
ま
た

ハ
か
り
か
た
し
」

「弥

陀
如
来

ハ
、

さ
や
う
な
る
罪
人

の
た

め

に
こ
そ
、
弘
誓
を
も
た
て
た
ま

へ
る
事

に
て
侍
れ
、
た

x
ふ
か
く
本

願
を
た

の
ミ
て
、
あ

へ
て
卑
下
す
る
事
な

か
れ
」
な
ど
、
遊
女
と
法
然

の
問

答
は
念
仏

思

想

に
基
き
、
理
路
整
然
と
展
開
さ
れ
る
。
教
団

側
が
整

理
し
た
往

生
譚

で
あ

ろ

う

か
ら
、

こ
れ
は
当
然
か
も
し
れ
な

い
。
か
く
て
室

の
遊
女
は
法

然
の
教
化

を

受
け

て
出
家
遁
世
、

ひ
と
筋

に
念
仏
し
、
や
が
て
往
生
を
遂
げ
た
と

い
う
か
ら
、

念
仏
宗

の
宗
教
説
話
と
し

て
は
、

こ
ち
ら

の
方

が
正
統

で
あ
る
。
神
崎

の
方

は

水

の
女

の
死

の
物
語

で
あ

っ
て
、
法
然

の
名
は
後
か
ら
加
わ

っ
た
も

の
か
も
し

れ
な

い
し
、
法
然

で
な
く

て
も

よ
い
と
思
わ
れ
る

の
は
、
正
確

に
は
念

仏
往

生

譚

に
な

っ
て
い
な

い
、
古

い
俤
が
透
け
て
見
え
か
ら
で
あ
る
。

水

に
縁

の
深

い

「
ゆ

(
淘
)
り
あ
げ
」
と

い
う
言
葉
も
、
見
逃
す

こ
と
が
で
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き
な

い
。

「如
来

寺
略
縁
起
」

で
は
、

五
人

の
遊
女

の
入
水
話

の
あ
と
に
は
、

必
ず
そ

の
屍
が

上
流

に
押
し
上
げ
ら
れ
、
橋

に
か
か

っ
た
と
す

る
物
語
が
加

わ

り
、
物
名
起
源
説

の
よ
う
な
締

め
く
く

り
に
な
る
。
如
来
院

に
は
ゆ
り
あ
げ
橋

の
橋
柱

で
造

っ
た
と
す
る

「勢

至
如
来
像

」
が

あ
り
、
秋
成
も

「
由
利
阿
気
川

橋
柱
硯
台

銘
井

序
」
を
草

し
て
い
る
。

と
に
か
く
ゆ

り
あ
げ
橋

の
木
片

は
、
地

元

で
は
今

で
も
聖
物
視

さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

遊

女
塚
の
近

ぐ
に
住
む

一
老
婆
が

「
ゆ

り
あ
げ
」

の
謂

を
説
明

し
、
洪
水

や

身
投
げ

で
死
骸
が
浮
上
す
る
と
き
、
河

上
で
発
見
さ
れ
れ
ば
そ
れ
は
極
楽

に
往

生

で
き
た
証
拠
で
、
川
下

に
屍
が
流

さ
れ
れ
ば
、
極
楽
往

生
で
き
な

い
人

だ
と

す
る
、
古

い
言

い
伝
え
が
あ

る
の
だ
と
言

っ
て
い
た
。、
お
そ
ら
く
潮

の
干
満
が

ひ
き
起
す
現
象
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、

大
水
害

に
よ
る
受

難

の
記
憶
や
、
世
を

は

か
な

ん
で
入
水
し
た
遊
女
た
ち
の
死
の
物

語
が
、
幾

重
に
も
オ
ー
バ
ー

ラ
ッ

プ
し

て
、
そ
れ
が

「
ゆ
り
あ
げ
」

の

一
点

に
象

徴
化

さ
れ
て
行

っ
た

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

遊
女
と

い
う
対
象
化
さ
れ
た
〈
性
〉
を
生
き

る
女
た
ち
は
、
普
通

の
女

に
と

っ
て
は
近
く

て
遠

い
存
在

で
あ

る
。
彼
女

た
ち
は

ほ
と

ん
ど
何
も
語
ら
な

い
。

古
代

か
ら
近
世
ま

で
、
文
学
や
芸
能

に
現
わ
れ

る
遊
女

の
数

は
数
え
き
れ
な

い

ほ
ど
な

の
に
、
そ
れ
ら

は
ほ
と

ん
ど
男

の
手

に
よ
り
書

か
れ

た
も

の
で
、
彼
女

た
ち

の
心
の
内
奥

へ
分
け
入

る
こ
と

に
成
功
し
た
も

の
は
あ
ま
り
な

い
。
そ
れ

は
彼
女

た
ち
が
対
象
化
さ
れ

た
性
と
し

て
、
男

た
ち

の
欲
望
を
映

し
と
る
鏡

で

あ
る

こ
と
を
強
要
さ
れ
さ
れ

て
い
た

か
ら

で
あ

ろ
う
。
美
貌
教
養
芸
能
共

に
、

並

は
ず
れ

て
優
れ

て
い
た

一
群

の
遊
女

た
ち
が
、
特

に
近
世

の
初
期

に
は
沢
山

現

わ
れ

た
が
、
そ

の
素
質
や
才
能
も
、
男

た
ち
の
求

め
る
快
楽
や
美
、
欲
望

に

奉

仕
す
る
た
め
に
浪
費

さ
れ
る
の
み
で
、
歌
集

の

一
つ
も
残
さ
な

か

っ
た
の
は
、

い
か

に
屈
折

し
た
不
自
然

な
生

を
生

き
て
い
た
か
の
証

に
な
る
だ

ろ
う
。

た
だ

こ
の
な
か
で
中

世
の
遊

女

の
み
は
少

し
異

な
る
と

こ
ろ
が

あ
る
。
古
代

以
来

の
巫
女
の
流

れ
に
遊

女

の
起
源

を
見

る
の
は
、
今

や
常
識

に
な

っ
て
い
る

が
、

そ
れ
は
彼
女

た
ち
の
特
技

で
あ

っ
た
、
神

を
饗
応

す
る
舞
踊

や
音
楽
が
、

中
世
に
な

っ
て
大
き
な
開
花
を
見
た
か
ら
で
あ

る
。
古
代
的

な
託
宣

や
神
が

か

り
が
、

芸
能

行
為
に
代
替

さ
れ
、

む
し
ろ
そ
ち
ら
が

目
的

の
よ
う
に
な

っ
て

い

く
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
彼

女
た
ち
は
神

に
奉

仕
す
る
聖
女

で
あ

り
、

ま
た

神

の
申
し
子
で
あ
る
と
す
る
意

識
を
失

っ
て

い
な

い
。
む
し
ろ
内

面
的

に
は
巫

女

の
属
性
を
は

っ
き
り
残

し
て

い
て
、
信
仰

は
物
神

両
面
で
生
活

の
依

り
所

で

あ

っ
た
か
ら
、
そ

の
神

仏
を
讃
仰
す
る
芸
能
行
為

に
は
磨
き
が
か
け
ら
れ
、
彼

女
た
ち

の
夢
や
憧

れ
、

欲
望
な
ど
が
そ

の
ま
ま
投
影
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
曽

我
兄
弟
や
源
義
経
な
ど

の
貴
種
英
雄
と
巫
女

の

ロ
レ

マ
ン
ス
な
ど
は
そ
の
よ

い

例

で
、

こ
れ
ら
が
後
世

の
文
芸
や
芸
能

に
与
え
た
影
響

は
大
き

い
。

中
世

の
巫
女

(
遊
女
)

の
も
う

一
つ
の
特
徴

に
、
多
く

は
放
浪
漂
泊

の
生
活

を

し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。
も
ち

ろ
ん
無
秩
序
野
放
図
な
拡
散
的
放
浪

で
は

な
く
、
信
仰
圏

に
よ
る
テ
リ

ト
リ
ー
は
あ

っ
た
と
思

わ
れ

る
が
、
定
住
者

で
は

な

か

っ
た
。

こ
れ
が
後

に
賤
民
視

さ
れ

る
原
因

に
な

る
の
だ
が
、
旅
回
り

で
技

き
た

が
鍛

え
ら
れ

る
、
芸
能
者
特
有

の
利
点

は
あ

っ
た
は
ず

で
あ

る
。
放
浪
漂
泊

は

中
世
的
特
色

で
、
白
拍
子
、
傀
儡
女
、
歩
き
巫
子
な
ど
女

の
芸
能
集
団
ば

か
軌

で
な
く
、
琵
琶
法
師
、
猿
楽
、

田
楽
な
ど
男

の
芸
能
集
団
も
、
多
く

は
ま

た
漂

泊

の
徒

で
あ

っ
た
。
日
本

に
は
神

は
外
界

か
ら
や

っ
て
来

る
と

す

る
、

客

人

(
ま
れ
び

と
)
信
仰
が
根
強

い
か
ら
、
放
浪

は
信
仰

と
芸
能
が
結
合

し
て
い
た

時
代

に
は
、
欠

か
せ
な

い
条
件

で
あ

っ
た
わ
け
だ
。

旅

を
目
常

と
す
る
の
は
、
女

に
と

っ
て
は
相
当
厳

し

い
生
き
方

で
あ
る
。
し
,

か
し
行
動

の
自
由
が

も
た
ら
す
精
神
的

な
利
点

に
は
、
無
視

で
き
な

い
も

の
が
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あ
る
。
和
泉
式
部
が
上
臈
た
ち
と
連

れ
立
ち
書

写
山
に
性
空

を

訪

れ

た

り
、

(
『
三
国
伝
記
』
)、
浄

瑠
璃
姫
が
大
天
狗

の
翼
に
乗

っ
て
大
空

を
飛
行

す
る
(『
十

二
段
草
子
』
)
な
ど

は
、
女

た
ち
自
ら
が
描

い
た
飛
躍
と
飛
翔

の
夢
で
あ

っ
た

に

違

い
な

い
。
閉
さ
れ
た
生
活
か
ら
は
生
ま
れ
よ
う
の
な

い
、
奇
想
天
外

な
、

し

か
し
ま

こ
と
に
正
統

な
夢
物
語

な

の
で
あ
る
。

古
代
水
辺

の
遊
女

に
つ
い
て
は
大
江
匡
房

の

『
遊
女
記
』
が
あ

り
、
貴
族

の

日
記

の
端

々
に
も
記
録

は
残

る
が
、
文
学

の
世
界

に
登
場
す
る
と
き
は
、
僧
侶

と
向
き
合

う
場
合

が
多

い
。
そ
れ
も
教
学

の
堂
塔

に
籠

り
権
門

に
出
入
り
す
る

高
僧
知

識
で
は
な
く
、
性
空
、

西
行

な
ど

回
国
遊
行
を
事
と

し
て
俗
世

と
交

わ

る
聖
系

の
人

々
、

ま
た
法
然
、

一
遍
、
空
也

の
よ
う
な
念
仏
宗
系

の

僧

で

あ

る
。

『
後
拾
遣
和
歌
集

』

第

廿

書
写

の
ひ
し
り
結
縁
経
く
や
う
し
侍
け

る
に
人

々
あ
ま
た

ふ
せ
を
く
り
け
る

中

に
お
も

ふ
心
や
あ

り
け

ん
し
は
し
と
ら
ざ
り
け
れ
ば
よ

め
る

遊
女
宮
木

つ
の
く

に
の
な

に
は
の
こ
と

か
の
り
な
ら

ぬ
あ
そ
び
た
わ

ふ
れ
ま
て
と

こ
そ

き
け

は
、
神
崎

の
入
水

の
遊
女

「
宮
木
」

の
名
が
、
勅
選
集

に
見
え

る
こ
と

で
注
目

を
引
く
が
、

こ
れ
も
贈
歌

の
相
手

は
性
空

で
あ

る
。

「
法
」
-と

「
遊
び
」

の
間

に
想
定
さ
れ

る
緊
張
関
係
が
露
わ

に
出

て
い
る
点

で
、

ひ
と
ま
ず
実

際

の
空
気

を
反
映

し
て
い
る
と
見

て
よ
い
だ

ろ
う
。

性
空

の
伝
記

は
空
想

で
紡

い
だ
よ
う
な
と

こ
ろ
が
多
く
、
不
可
思
議
な
挿
話

に
満
ち

て
い
る
が
、
な

か
に
も

『
古
事
談
』

『
十
訓
抄
』

『
撰
集
抄

』
に
見

え

る
、
生
身

の
普
賢
菩
薩
を
、
神
崎

の
長
者

に
見
る
話

は
有
名
だ
。
遊

女
を
菩
薩

と
錯
覚
す

る
通
俗
的
物
語

で
は
な
く
、
神
崎

の
遊
女

の
長
者
は
、
元
来
普
賢
菩

薩

で
あ

っ
た
と
す
る
と

こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
長
者
は
性
空

に
そ

の
真
実
を
明

か
し
た
後

、

「
不
可
及

口
外
」

(
口
外

に
及
ば
ざ
れ
)
と

い
う
や
、
そ

の
場

に

逝
去
し
た
と

い
う

の
も
、
単
な
る
遊
女

の
往
生
譚
と
は
異
な

る
。
遊
女

の
聖
性

と
、
性

空
の
宗
教

的
個
性

の
間
に
存
す
る
緊
張
関
係
が
描
か
れ

て
い
て
、
次
元

は
異

な

っ
て
も

『
後
拾
遺
集

』
と
共
通
す
る
も
の
が

あ
る
ど

い

っ
て
よ

い
か
も

し
れ
な

い
。
遊
女

や
遊
び

の
中
に
本

来
的

に
聖
性
、

ま
た
宗
教
性
を
見
る
発
想

が
あ

っ
た
こ
と
を
こ
の
説
話

は
物
語

っ
て
い
て
、
観
音
廻

り
を
す
る
お
初
(
『
曽

根
崎

心
中
』
)
が
、
観
音
菩
薩

に
変
身

す
る
の
も

こ
う

い
う
伝
統

の
流

れ

に

立

つ
と
い
え
る
。

性
空

と
遊

女
の
説
話
が
神
話
性

を
持

つ
の
に
対

し
、

西
行

と
遊

女
の
交
渉

は

人
間
的
、

ま
た
文
学
的

で
あ

る
。
江

口
の
遊
女

と
歌

や
連
歌

を
交

わ
し
、

「
仏

の
大
き

に
戒

め
給

へ
る
わ
ざ
を
す

る
」
遊
女
が
、

「
多
く
往
生

を
と
げ
、
浦
人

の
物

の
命

を
断

つ
も

の
の
中

に
、
終

を
い
み
じ
き
事

お
ほ
く
侍

り
。

こ
は
、
さ

れ
ば

い
か
な

る
事
そ
や
」
(
『
撰
集
抄
』
)
と
、
人
間
を
冷
静

に
見

つ
め
る

と

こ

ろ
が
あ

る
。
答

え
と
し
て

「
た
父
心
に
う

べ
き

に
や
。
露
命

を

つ
が

ん
と
て
の

は
か
り
ご

と
に
侍
れ
ば
、
心

に
も
あ
ら
ず
、

こ
れ

に
交
り

か
れ

に
と
も
な

へ
ど

も
、

こ
れ

に
心
を
移
さ
ず
か
れ

に
心
を
し

め
で
、

つ
ね

に
後
世

の
事
を
思
」

っ

て
い
る

の
で
、
往
生
を
遂
げ
る

の
だ
ろ
う
と
考
え
る
あ
た
り
、
そ

の
認
識

は
冴

え
て

い
る
。

こ
う
し
て
西
行
説
話
を
通
し

て
見

る
と
き
、
江

口
の
遊
女

に
は
神

秘
性
も
な
く
、

詩
歌

の
才

と
宗
教
的
自
省
心

の
強

い
、
西
行
生
写

し
の
あ
り

の

ま
ま

の
女
が
あ
る
だ
け
な

の
で
あ
る
。
後

の
謡
曲

『
江

口
』
は
、
性
空
的
幻
想

に
遡
行

し
て
お
り
、

「
歌
舞

の
菩

薩
」

の
示
現
を
見
る
が
、

こ
れ
は
能

の
夢
幻

的
構
造

が
、
基

本
的

に
は

シ
ャ
ー

マ
ン
の
神
降
し
と

い
う
、
古

代
的
な
形
を
と

る
と

こ
ろ
か
ら
来

て
い
る
。

中
世
回
国
遊
行
を
し

て
唱
導
文
学
を
伝
播

し
た
、

い
わ
ゆ
る
歩
き
巫
子

的
遊

..



女
よ
り
、
古
代

か
ら
中
世
水
辺

に
い
た
遊
女

の
方

に
.
む

し
ろ
人
間

の
素
顔
が

見
え
が
ち
な
の
は
、
馴

れ
親

ん
だ

西
行
説
話

の
故

か
も

し
れ
な

い
が
、
も
う

一

つ
は
彼
女

た
ち
が
、
語

る
に
足

り
る
、
数
奇
な
運
命

の
神

、
ま
た
は
個
性
的

で
威

力

の
あ
る
神

々
を
持

た
な
か

っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
遊
女

記
』
に
は
、
「
尸
倶
羅
之
再
誕

。
衣
通
姫
之
後
身
」

と
あ

り
、

一
名

「
道
祖
神
」

の

「
百
太
夫
」

を
祀
り
、
広

田
や
住
吉

に

「
祈

二微

(徴
)
嬖

匚

(
客

か
ら
呼

ば
れ
る
こ
と
を
祈

る
)

と
書
く
が
、
百
太
夫

は
神

と
し
て
は
微
弱
す
ぎ

る
し
、

広
田
や
住
吉

は
王
朝
貴
族

の
信
仰
が
あ

っ
た
格

の
高

い
海

の
神

で
あ

る
。
遊
女

た
ち
の
信
仰

は
貴
族

に
倣

っ
た
も

の
で
、
現
世
利
益

を
祈

る
の
に
止

ま

っ
た
の

で
は
な

い
か
と
思

う
。

水

は
決

し
て
そ
れ
自
身

の
あ

り
方

を
超
越

す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
つ
ま

り
、

形

を
と

っ
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
水

は
潜
在
性
、
萠
芽
、
潜
勢

力

、
と

い
う
条

件
を
克
服

す
る
こ
と
は
で
き

な

い
。
(
『豊
饒

と
再
生

宗
教

学
概
論

2
』
)

と

エ
リ

ア
ー
デ
は

い
う
。
そ
し
て

お
よ
そ
形

あ
る
も

の
は
、
水

を
超
越

し
、
水

か
ら
離
脱

し
て
、
自
己

を
表

わ

す
と
も
。
江

口

・
神

崎

の
遊
女
た
ち
が
、
水

辺

の
女
で
あ

っ
た

こ
と
は

い
う
ま
で

も
な

い
。
折

口
信
夫
は
禊
ぎ

を
助

け
る
神

女
が
物

忌
み

の
後
、

み
つ
の
を
ひ
も

を
解

い
て
「
神

の
嫁
」
に
な
る

こ
と
を
述

べ
て
い
る

(
「水

の
女
」

全
集
第

二

巻
)
。
水

・
女

・
禊

・
性
交

と

い
う
の
は
、
水

の
女

の
総
体

を
表
わ
す
属
性

で
、

女

の
も

っ
と
も
古

代
的

な
在

り
よ
う
を
示
し
て

い
る
。

江

口

・
神

崎
の
遊
女

に
つ
い
て
詳

し

い
研
究

を
残

し
た
滝
川
政

次
郎
は
、
遊

女

の
巫
女
性

に
つ
い
て
は
否
定

す
る
立
場
を
と

る

が

(
『
江

口

.
神
崎

』)
、

こ

れ
は
古
代

こ
の
近
辺
が
交
通

の
要
路

で
、
人

の
出
入
り
が
激
し
く
、
物

質
的

に

も
潤
沢
で
あ

っ
た

こ
と
か
ら
、

日
常
の
状

態
で
は
遊
女

の
存
在

に
聖
性
を
予
感

し
得

る
社

会

条
件
が
乏
し
く
、
表
面
か
ら
は
殆
ど
何
も
見
え
な

い
こ
と

に
よ

る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
だ
そ
れ
は
彼
女

た
ち
が
近
代

的
意
味

で
、

た
だ

の
娼

婦

で
あ

っ
た
と
す
る
根

拠

に
は
な
ら
な

い
。
巫
女
性
は
意
識

の
底

に
眠
ら
さ
れ

て
お
り
、

そ

の
事
自
体

に
苦
し
む

こ
と
も
あ
り
得

る
か
ら
だ
。
訪

れ
る
神

さ
え

あ

れ
ば
、

い

つ
で
も
神

の
妻
、
神

の
子

に
な
れ

る
の
が
古
代
中
世

の
女

た
ち
で

あ
る
か
ら
だ
。

「
水

は
決

し
て
そ
れ
自
身

の
あ

り
方

を
超
越
す

る
こ
と
は
で
き

な

い
」

と

い

う

の
は
、
水

の
象
徴
性

の
謂

で
あ
る
が
、
同
時

に
水
神

に
奉

仕
す
る
巫
女
か
ら
、

水

辺
の
遊

女
ま
で
を
包

括
す
る
特
性

に
も
通

じ
て

い
る
。
民

俗
的

に
見

て
も
禊

に
奉

仕
す
る
水

の
女
は
、
特

別
な
例
を
除

け
ぽ
、
次
第

に
卑
賤

な
位
置

に
格

下

げ
さ
れ
る
傾
向
が
あ

っ
た
よ
う
だ

(折

口
信
夫

前
掲
書

)
。
そ
れ
は
水

と

の

か

か
わ
り
が
、
生
き

る
た
め
の
手
段

に
転
化

す
る
と
き
、

決
定

的
に

な

る

よ

う

だ
。
水

の
辺

の
遊

女
は
そ
の
代

表
的

な
例
で
は
な
か
ろ
う
か
。
女

の
性

の
自
然

性

が
、
水

の
自

然
に
重
ね
合

わ
さ
れ
る
と
き
、
彼

女
た
ち
は
水

の
魔

性
に
吸
引

さ
れ
、

そ
の
無
規
範
無
定
型

性
に
浸
潤

同
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
無

思
想

(
依
拠

で
き
る
個
性
的
な
神

を
持

た
な

い
)
、
無
秩
序

(
『
遊
女
記
』
に
は
そ

の
有

り

さ

ま
が
書
か
れ
て

い
る
)
、

そ
し
て
哀
れ
で
悲

し

い
、
憂

き
河
竹

の
流
れ

に
身

を

委

ね

る
賤
業
と
な
ら
ざ
る
を
得

な

い
の
で
あ

る
。

水
辺

に
縛
り

つ
け
ら
れ
た
女
た
ち
が
、

低

い
水
面

か
ら
対
臙
的
位
置

に
あ

る

山

の
高
み
を
仰
ぎ
、
精
神

的
救
済

を
求
め
る

の
は
、
人

閭

の
精
神

の
あ
り
よ
う

と
し

て
当
然

の
成
り
行

き
と
思
わ
れ
る
。
水

の
無
規
範

無
限
定

性
に
浸
れ
き

っ

た
彼
女
た
ち

に
は
、
救
済

の
対
象
を
他

に
求
め

る
ま
り
他

に
道

は
な

か

っ
た

の

で
あ

ろ
う

か
ら
。
ま
さ

に
水

は
そ
れ
自
身

の
あ
り

か
た
を
自
力

で
は
超
越

で
き

な

い
の
で
あ

っ
た
。
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θ

・
こ
β

し
て
書
写
山

の
性
空
が
、
彼

女
た
ち

の
関
心

の
対
象

に
選

ば
れ
た
の
で

あ

ろ
う
。

「
く
ら
き

よ
り
闇
き
道

に
ぞ
入
り

ぬ
べ
き
遙
か

に
照
ら
せ
山
の
端

の

月
」

(『
拾
遺
集
』
)

は
、
和
泉
式
部
が
性
空

に
贈

っ
た
歌

で
あ

っ
た
が
、

『
発
心

集
』

で
は
遊
女
が
僧
侶

に
結
縁
を
求

め
て
唱
う
、
鄭
曲
と
な

っ
て
い
る
。
月

の

め

に

美

し
い
夜

の
海
上
を
、
遊
女

の
舟
が
僧
侶

の
舟
近
く
漕
ぎ
寄

せ
、
結

縁

の
鄭
曲

を
唱
う

の
で
あ

る
。

お
そ
ら
く
空

に
は
書
写

の
山
も
望

ま
れ
た
で
あ
ろ
う
。

こ

の
説
話
が
表
現
す

る
詩
的
絵
画
的
構
図
は
、
美
し

い
と

い
う
以
上
に
、
水

の
女

の
精
神
世
界
を
描
く
も

の
と

し
て
注
目
さ
れ

て
よ
い
。

性
空
が
水

の
女

の
心
を
山

に
誘
う

の
に
対
し

て
、
法
然
は
水
そ

の
も

の
に
向

け
さ

せ
る
。
念
仏
往
生

の
思
想
は
死
を
凝
視
す
る
思
想
で
も
あ
り
、

入
水

死
は

水

の
女
が
西
方
浄
土

へ
向

か
う

に
は
、

い
ち
ば

ん
手
近
か
な
方

法
で
あ

っ
た
か

ら
だ
づ

入
水
が
往
生

の
手
段
と
し

て
ど

の
よ
う
に
評
価

さ
れ
て

い
た
か

に

つ

い

て
,

は
、
丶今

の
私

に
は
何
も
言
え
な

い
。

『
発
心
集
』

で
は
身
燈

・
入
水
を
疑
問
視

す

る
意
見
を
述
べ
て

い
る
か
ら
、
長
明

の
よ
う
な
心
あ
る
人
に
は
受

け
容

れ
難

い
も

の
だ

っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
そ

の

『
発
心
集

』

に
は
娘
に
先
立
た
れ
た
失

意

の
女
房
が
、
天
王
寺

に
参
り
、
難
波

の
海

で
入
水
往
生
を
遂
げ
る
話
が
、
美

し
く
描

か
れ
る
。
し

か
し
そ

の
後

の

「蓮

花
城
入
水

の
事
」
で
は
、
入
水
す
る

瞬
間

に
後
悔

の
念
が
生
じ
、
往
生

で
き
な
か

っ
た
僧
が
、
亡
霊

に
姿

を
変

え
て

友
人
を
訪
れ
、
引
き
止
め
て
く
れ
な
か

っ
た
恨
み
を
述

べ
る
話

を
載
せ
て

い
る
。

『
沙
石
集
』

で
ば
念

が
入

っ
て
い
て
、
何
回
か
入
水
を
繰
り
返
し
た
上

人
が
、

そ

の
都
度
妄
念
を
起
し

て
失
敗
し
、
最
後

に
往
生
を
遂
げ
る

の
で
あ
る
。
ど
う

や
ら
入
水
往
生
は
男

に
は
難
く
、
女
に
は
容
易

で
あ

っ
た
よ
う
だ
。

折

口
信
夫
は
自
殺

の
方
法
と
し

て
、
身

投
げ

で
死

ぬ
事

の
初
め
を
開

い
た

の

ム
チ

は
、
丹
波
道
主
貴

(
「
垂
仁
紀
」
)

の
神

女
で
水

の
女

で
あ

っ
た
と
記
す

(
前
掲

書
)
。
『
雨
月
物
語
』

の
宮
木

の
哀
話

の
末
尾

に
、
秋
成
が
書
き
加
え

る
、
真
間

の
手
児
奈

の
入
水

の
話
も
、
〈
宮
木
V

の
名
が
呼
び
起
す
文
学
的
連
想

に
よ
る

も

の
で
あ

っ
た
。
手
児
名

は

『
万
葉
集
』
が
伝
え

る
水

の
女

(
遊
女
)

の
悲
劇

と
見

て
よ
い
。

仏
教
が
念
仏

の
思
想

と
共

に
大
衆
化

し
た
、
古
代
末
期

か
ら
中
世

に
か
け

て

は
、
水

の
女
遊
女
が
聖
な

る
も

の
に
再
生
す

る
に
は
、
念
仏
往
生
と
入
水
、

こ

の
二

つ
が
考

え
得

る
道

で
あ

っ
た
。

こ
の
時
性
空

や
西
行

は
去
り
、
法
然
が
女

た
ち
の
前

に
姿

を
現

わ
す

の
で
あ

る
。
室
津

と
神
崎

に
そ
れ
ぞ
れ
伝
わ
る
遊
女

往
生
譚

も
二

つ
の
形

を
と
る
の
で
あ

る
が
、
法
然
を
中

心
に
見

て
い
た
私

は
、

『
絵
伝

』
に
も
あ

る
よ
う
な
室

の
遊
女

の
往
生
譚

に
、
正
統

旦
つ
端
正
な
姿
を

見
、
神
崎

の
遊
女

の
入
水
譚

に
は
何

か
釈
然
と
し
な

い
も

の
、

つ
ま
り
土
俗
臭

の
強

い
傍
系
説
話

の
よ
う
な
感

じ
を
持

っ
て
い
た
の
で
あ

る
。

し
か
し
水

の
女

の
再
生

は
や

は
り
水

に
依

る
し

か
な

い
訳

で
、

こ
れ

は
古
代

か
ら

の
約
束

で
あ

っ
た
。
五
人

の
遊
女
が
同
時

に
入
水
す

る
の
が
、
神
崎
伝
承

の
特
色

で
あ

る
が
、

「
垂
仁
紀
」

で
は
后

に
上

る
水

の
神
女
も
五
人
姉
妹

で
あ

る
。
禊

で
神

に
奉
仕
す

る
女
神

(
巫
女
)

は
、
神
女
群

と
し
て
複
数

で
考
え
ら

れ

る
場
合
が
多

い
の
は
、
そ

の
遊
舞

(
あ
そ
び
)
が
群
遊

で
あ

っ
た
か
ら
だ

と

折

口
は
い
う
。

秋
成

の
宮
木

は
普
賢
菩
薩

や
歌
舞

の
菩
薩
、
歌

を
詠
む
才
女

で
す
ら
な
く
、

恋
人

を
殺

し
た
男

に
肉
体

ま
で
も

て
あ
そ
ば
れ

て
、
屈
辱
的
な
生

に
絶
望
す

る

女

で
あ

る
。
遊
女

の
聖
性

は
人
間
性

に
代
わ
り
、
人
間

で
あ

る
こ
と

と
遊
女

で

あ

る
こ
と
の
間

に
引
き
裂

か
れ
て
、
死

を
選

ぶ
女

と
い
う

こ
と

に
な
れ
ば
、

こ

れ

は
も
う
近
世
小
説

の
域

を
越

え
て
い
る
と
い
え
る
か
も

し
れ
な

い
。
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