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は

じ

め

に

平
安
後
期
成
立
の

『夜
の
寝
覚
』
翁
夜
半
の
寝
覚
」
「寝
覚
物
語
」
と
も
）
は
、
藤
原
定
家
書

写

『更
級
日
記
』
の
奥
書
に
よ
り
、
菅
原
孝
標
の
女

の
作
と
伝
え
る
。
五
巻
本
ま
た
は
三
巻
本

が
現
存
す
る
が
、
ど
れ
も
中
間
と
末
尾
に
相
当
な
欠
巻
が
存
す
る
。
中
間
欠
巻
部
に
関
し
て
は

『物
語
二
百
番
歌
合

（拾
遺
百
番
歌
合
と

『風
葉
和
歌
集
』
『無
名
草
子
』
と
、
中
世
に
な

っ
て
改

作
さ
れ
た

『中
村
本
　
夜
の
寝
覚
』
か
ら
、
末
尾
に
関
し
て
は
そ
れ
ら
に
加
え

『寝
覚
物
語
絵
巻

詞
書
』
な
ど
の
限
ら
れ
た
資
料
か
ら
、
そ
の
内
容
を
推
定
す
る
に
留
ま
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
近

年

『夜
の
寝
覚
』
の
末
尾
欠
巻
部
の
古
筆
切
で
あ
る

「伝
慈
円
筆
寝
覚
物
語
切
」
三
葉
と
、
中
間

末
尾
両
欠
巻
部
の
場
面
を
有
す
る

「夜
寝
覚
抜
書
」
が
相
次
い
で
発
見
発
表
さ
れ
、
推
定
の
域
を

出
な
か

っ
た
内
容
が
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

そ
の
中
で
特
に

「夜
寝
覚
抜
書
」
は
、
現
在
大
阪
青
山
大
学
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
中

間
欠
巻
部
か
ら
三
場
面
、
末
尾
欠
巻
部
か
ら
二
場
面
の
、
和
歌
を
中
心
と
し
て
叙
情
的
印
象
的
な

場
面
が
抜
書
き
さ
れ
、
九
首
の
歌
を
収
め
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
五
首
は
、
今
回
新
た
に
見
出
さ

れ
た
新
出
和
歌
で
、
「あ
は
れ
な
ど
か
げ
を
な
ら
べ
て
山
の
は
に
す
み
は
つ
ま
じ
き
契
な
り
け
ん
」

の
歌
は
、
現
存
部
で
そ
の

一
部
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
た
歌
で
あ
り
、
主
要
な
場
で
詠
じ
ら
れ

て
い
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の

「夜
寝
覚
抜
書
」
は
、
『夜
の
寝
覚
』
の
文
章
か
ら
直
接
抜
書
き
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
資
料
的
価
値
は
極
め
て
高
い
。

そ
れ
ら
新
出
和
歌
に
関
し
、
以
前
い
さ
さ
か
卑
考
で
論
じ
た
が
、
十
分
言
い
尽
く
せ
な
か

っ
た

田

明

並
大

箇
所
が
あ
る
。
今
回
そ
の
歌
を
中
心
に
、
そ
の
歌
の
意
味
す
る
内
容
、
そ
し
て
そ
れ
に
関
わ
る

『夜
の
寝
覚
』
の
構
造
に
ま
で
論
じ
て
み
た
い
。

一
、
新
出
和
歌
と
中
間
欠
巻
部
広
沢
で
の
再
会

今
回
問
題
と
す
る
歌
は
、
「夜
寝
覚
抜
書
」
の
次
の
歌
で
あ
る
。
亀
資
料
集
成
』
資
料
四
の
二
）

い
ま
は
い
と
ヾ
お
も
ひ
い
で
じ
を
ぬ
る
た
ま
の
な
に
と
み
え

つ
る
ゆ
め
に
あ
る
ら
む
　
Ａ

ぬ
る
た
ま
の
ゆ
め
の
う
ち
な
る
身
と
も
が
な
す
べ
て
こ
の
世
に
あ
ら
じ
と
思
を
　
Ｂ

こ
の
Ａ
Ｂ
歌
に
至
る
ま
で
の
、
物
語
の
経
緯
を
ま
と
め
た
い
。　
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
五
巻
本

（小
学
館

『新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
松
平
文
庫
蔵
本
、
引
用
も
同
）
に
則
る
と
、
巻

一
巻
頭

で
、
源
氏
の
太
政
大
臣
の
二
人
の
姫
君
が
紹
介
さ
れ
る
。
そ
の
妹
君

（中
の
君
）
十
三
歳
の
八
月

十
五
夜
に
、
姫
の
夢
に
天
人
が
下
り
、
琵
琶
の
秘
曲
を
授
け
る
。
翌
年
の
同
夜
も
再
び
天
人
が
夢

に
現
れ
、
残
り
の
秘
曲
を
教
え

「あ
は
れ
、
あ
た
ら
、
人
の
い
た
く
も
の
思
ひ
、
心
を
乱
し
た
ま

ふ
べ
き
宿
世
の
お
は
す
る
か
な
」
と
姫
の
宿
世
を
嘆
き
消
え
る
。
中
の
君
は
、
そ
の
天
人
の
予
言

通
り
、
種
々
の
苦
悩
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
。

中
の
君
は
、
姉
の
婚
約
者
で
あ

っ
た
中
納
言
と
物
忌
み
で
訪
れ
た
九
条
の
家
で
出
逢
い
、　
一
夜

の
契
り
の
結
果
懐
妊
し
て
し
ま
う
。
中
納
言
の
方
も
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
女
性
を
捜
し
求

め
、
遂
に
妻
の
妹
で
あ
る
こ
と
を
つ
き
と
め
る
。
巻
二
で
は
、
二
人
の
間
に
生
ま
れ
た
姫
君
を
中

納
言
は
密
か
に
引
き
取
る
。
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そ
の
後
錯
簡
部
、
つ
ま
り
中
間
欠
巻
部
が
存
す
る
。
他
の
資
料
か
ら
そ
の
内
容
を
類
推
す
る

に
、
中
の
君
は
、
三
人
の
娘
を
残
し
妻
に
先
立
た
れ
た
左
大
将
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る

（『無

名
草
子
』
『中
村
本
　
夜
の
寝
覚
』
な
ど
）
。
大
納
言
と
な

っ
た
男
君
は
、
中
の
君
の
婚
約
に
衝
撃

を
受
け
、
手
引
き
を
介
し
、
広
沢
で
中
の
君
と
逢
う
。
Ａ
Ｂ
の
歌
は
こ
の
折
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
改
作
本
で
あ
る

『中
村
本
　
夜
の
寝
覚
』
に
あ
る
、

わ
が
心
な
が
ら
も
心
う
く
、
む
ね
う
ち
つ
ぶ
れ
て
見
給

へ
ば
、
「
ぬ
る
玉
の
」
な
ど
あ
る

も
思
あ
は
せ
ら
れ
て
、
あ
は
れ
な
り
け
る
契
、
お
ぼ
し
し
ら
れ
給

へ
ば
、
た
ゞ
い
ま
見
る
心

ち
し
て
涙
を
ち
給
ふ
。

あ
ま
り
あ
る
ま
じ
く
お
ぼ
し
た
り
し
御
文
を
、
め
と
ヾ
め
給
ふ
な
め
り
、
と
み
た
て
ま
つ

り
て

「さ
ば
か
り
の
給
は
せ
し
に
、
ね
ん
じ
て
き
こ
え
さ
せ
給

へ
」
と
い
ふ
も
、
は
づ
か
し

け
れ
ど
、
や
は
ら
す
べ
り
い
で

ゝ
か
き
た
ま
ふ
に
、
大
し
や
う
お
わ
し
て
、
「
い
づ
ち
」
な

ど
た
づ
ね
た
て
ま

つ
り
給

へ
ば
、
か
き
さ
し
て
や
り
て
、
や
が
て
そ
こ
に
ふ
し
給
ぬ
。

葛
資
料
集
成
』
資
料
五
の
五

一
）

の
箇
所
と
関
係
す
る
歌
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
『中
村
本
　
夜
の

寝
覚
』
は
、
改
作
し
た
文
章
や
歌
に
、
原
作
の
歌
の

一
部
を
用
い
る
こ
と
が
多

い
か
ら
で
あ
る
。

傍
線
部
の

「
ぬ
る
玉
の
」
は
、
こ
の
Ａ
の
歌
の

一
部
で
あ
ろ
う
。
改
作
本
巻
二
の
こ
の
場
面
の
少

し
前
で
は
、
男
君
が
広
沢
を
訪
れ
、
少
将
の
手
引
き
で
中
の
君
と

一
夜
を
過
ご
し
、
そ
の
暁
方
の

ま
ど
ろ
み
の
中
、
男
君
が
夢
を
見
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
の
夢
は
、

い
と
う
る
は
し
く
び
ん
づ
ら
ゆ
ひ
た
る
わ
ら
は
の
、
こ
が
ね
の
し
き
し
に
つ
ゝ
め
る
物
を

と
り
い
だ
し
て
、
で
」
れ
は
、
御
も
と
な
る
た
ま
の
た
ぐ
ひ
な
り
」
と
て
た
て
ま

つ
り
た
る

を
、
ひ
き
あ
け
て
見
給

へ
ば
、
し
き
の

一
の
ま
き
の
、
た
ま
の
ぢ
く
し
た
る
な
り
け
り
。
め

で
た
き
ふ
み
の
さ
ま
か
な
、
と
見
給
ふ
に
、
こ
の
を
ん
な
君
、
で
」
れ
こ
そ
、
ほ
う
ら
い
の

山
の
た
ま
の
え
だ
よ
。　
Ｔ
え
だ
は
御
も
と
に
あ
り
。
こ
れ
は
、
ま
ろ
が
に
せ
ん
」
と
て
と
り

給
ふ
を
、
わ
が
も
と
な
る
に
な
ら
べ
て
こ
そ
も
た
め
、
と
思
て
と
ら
ん
と
す
れ
ば
、
「し
ば

し
、
な
を
こ
れ
は
、
を
き
て
み
ん
。

つ
ゐ
に
は
た
て
ま

つ
ら
ん
」
と
て
ふ
と
こ
ろ
に
ひ
き
い

れ
給
ふ
。
翁
資
料
集
成
』
資
料
五
の
三
二
）

と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
が
、
こ
こ
で
は
男
君
は
そ
の
夢
の
意
味
を
知
り
得
て
い
な
い
。
男
君
は
、

コ
ま
こ
と
に
う
た
が
ひ
な
き
夢
の
さ
ま
な
れ
ば
、
い
と
ひ
や
り
給
ふ
ま
じ
き
夢
を
こ
そ
見
つ
れ
』

と
て
、
お
き
い
づ
べ
き
か
た
も
お
ぼ
え
給
は
ね
ば
」
「
資
料
集
成
』
資
料
五
の
三
二
）
と
悩
む
の

で
あ
る
。
そ
の
後
男
君
は
、

せ
め
て
、
な
ぐ
さ
め
が
た
き
御
心
に
、
夢
と
き
を
め
し
て
、
た
ま
の
え
だ
の
夢
を
か
た
ら

せ
た
ま

へ
ば
、
「あ
め
の
し
た
に
な
ら
び
な
く
、
か
し
こ
く
、
す
ぐ
れ
給

へ
る
お
の
こ
ゞ

ぞ
、
い
で
き
お
は
し
ま
さ
ん
。
た
ゞ
し
、
そ
れ
を
よ
そ
に
や
、
き

ゝ
給
は
ん
ず
ら
ん
。
さ
り

と
も
、
つ
ゐ
に
は
、
御
て
に
え
た
て
ま
つ
ら
せ
給
て
ん
」
と
申
す
に
、
わ
が
御
心
に
も
お
ぼ

し
あ
わ
せ
ら
れ
し
御
夢
な
れ
ば
、
…

（『資
料
集
成
』
資
料
五
の
三
九
）

と
夢
解
き
に
よ
り
夢
の
意
味
を
知
る
。
そ
の
意
は
、
二
人
の
間
に
は
男
の
子
が
誕
生
す
る
が
、
そ

の
子
は
し
ば
ら
く
他
人
の
子
と
し
て
育
て
ら
れ
る
が
、
最
後
に
は
我
が
元
に
戻
る
で
あ
ろ
う
と
い

う
も
の
で
あ

っ
た
。

Ａ
Ｂ
の
歌
は
、
こ
の
夢
を
見
た
直
後
の
歌
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
改
作
本

で
あ
る

『中
村
本
　
夜
の
寝
覚
』
に
従

っ
た
内
容
で
あ
る
。
こ
の
男
君
の
夢
に
関
す
る
資
料
は
、

改
作
本
に
し
か
な
く
正
し
く
原
作
に
あ

っ
た
と
は
断
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

二
、
歌
語

「
ぬ
る
た
ま
」

「夜
寝
覚
抜
書
」
に
あ
る
Ａ
Ｂ
の
歌
に
は
、
共
通
し
て

「
ぬ
る
た
ま
の
」
の
語
が
詠
み
込
ま
れ

て
い
る
。
こ
の
語
を
含
む
平
安
鎌
倉
時
代
の
歌
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
（傍
線
筆
者
）

『伊
勢
集
』
で
、

か
ら
も
り
が
道
た
づ
ね
わ
び
て
、
臥
し
た
る
を
と
こ
に

や
へ
と
む
る
道
は
夢
に
も
ま
ど
ふ
ら
し
ぬ
る
た
ま
に
さ
へ
あ
ふ
と
み
え
ね
ば
　
①

『相
模
集
』

ぬ
る
た
ま
の
ゆ
め
の
う
ち
に
あ
は
せ
し
よ
き
こ
と
を
ゆ
め
ゆ
め
か
み
よ
ち
が
へ
ざ
ら
な
む

②

俊
成
歌

『長
秋
詠
草
　
下
』

陀
羅
尼
品

乃
至
夢
中
、
亦
復
莫
悩

う
つ
つ
に
は
さ
ら
に
も
い
わ
ず
ぬ
る
玉
の
夢
の
中
に
も
は
な
れ
や
は
す
る
　
③
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家
隆
歌

『壬
二
集
』
恋
部

恋
歌
あ
ま
た
よ
み
侍
り
し
と
き

い
か
に
せ
ん
た
だ
思
ひ
ね
に
ぬ
る
玉
の
夢
の
枕
に
さ
む
る
面
か
げ
　
・④

雅
経
歌

『明
日
香
井
和
歌
集
』
（院
百
首
　
建
保
四
年
）

恋

歎
き
わ
び
ぬ
る
玉
の
を
の
よ
る
よ
る
は
思
ひ
も
た
え
ぬ
夢
も
は
か
な
し
　
・⑤

猶
こ
の
歌
は
、
『新
勅
撰
和
歌
集
』
（巻
十
五

・
恋
歌
五
）
に
も
採
ら
れ
、
詞
書
は

「題
知
ら
ず
」

で
あ
る
。

定
家
歌

『拾
遺
愚
草
』
（無
動
寺
法
印
早
率
露
胆
百
首
　
文
治
五
年
）

ぬ
る
玉
の
夢
は
う

つ
つ
に
ま
さ
り
け
り
こ
の
世
に
さ
む
る
枕
か
は
ら
で
　
⑥

他
に
和
歌
で
は
な
い
が
、
『左
近
権
中
将
藤
原
宗
通
朝
臣
歌
合
』
の
序
に

あ
る
と
こ
ろ
に
、
こ
と
の
お
こ
り
は
、
こ
の
春
は
を
と
こ
女
ほ
う
し
わ
ら
は
わ
か
ず
あ
そ
ぶ

べ
し
、
な
か
に
も
や
よ
ひ
は
こ
と
に
心
を
や
り
お
も
ひ
を
の
ぶ
べ
し
、
人
の
ぬ
る
た
ま
に
な

む
、
あ
き
ら
か
に
み
え
た
り
け
る
と
、
よ
に
い
ひ
わ
た
り
て
、
た
か
き
と
こ
ろ
も
い
や
し
き

と
こ
ろ
も
、
く
わ
は
せ
と
い
ふ
事
を
ぞ
し
け
る
、
そ
れ
を
女
房
た
ち
き
き
て
、
う
た
あ
わ
せ

こ
そ
人
の
心
を
と
ど
む
る
こ
と
な
れ
と
て
、
に
ょ
う
ぼ
う
は
左
右
わ
か
れ
て
、
…
⑦

と
あ
り

「人
の
ぬ
る
た
ま
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
康
和
二
年

（
一
一
〇
〇
年
）
に
開
催
さ
れ

た

『源
宰
相
中
将
家
和
歌
合
』
の
恋
歌
に
対
す
る
隆
源
の
陳
状
に
、

後
朝
歌
に
、
う
み
な
ど
よ
み
お
き
は
べ
ら
ぬ
こ
と
は
、
あ
ら
い
そ
の
な
み
う
ち
ま
か
せ
た
る

こ
と
に
や
、
あ
し
が
き
の
み
ぢ
か
き
集
に
も
あ
ま
た
侍
れ
ど
も
、
あ
を

つ
づ
ら
来
る
く
る
ま

う
す
べ
き
こ
と
な
ら
ぬ
う

へ
に
、
証
歌
は
ふ
る
き
歌
合
の
う
た
を
な
ん
い
だ
す
べ
き
と
侍

は
、
天
徳
歌
合
な
ど
の
み
え
ら
る
こ
と
か
と
た
ず
ね
申
さ
ま
ほ
し
う
ぞ
、
夜
の
恋
の
歌
に
、

そ
だ
を
か

へ
す
と
よ
め
る
は
、
い
ざ
、
い
か
が
あ
る
べ
き
か
ら
ん
、
た
ち
ま
ち
に
申
さ
で
も

侍
な
ん
、
た
だ
白
妙
の
か

へ
せ
ば
、
ぬ
る
た
ま
の
ゆ
め
に
い
も
を
な
ん
み
る
と
い
ふ
こ
と
あ

ま
た
あ
れ
ば
、
よ
み
て
侍
る
な
る
、
…
③

こ
の

「
ぬ
る
た
ま
の
」
は
、
近
年
の
辞
書

・
注
釈
書
で
は

「寝
魂
」
の
字
を
当
て
、
響
グ
の
別

称
」
の
意
と
す
る
。
そ
れ
ら
の
出
典
は
①
②
や
⑥
、
『
八
雲
御
抄
』
と
な

っ
て
い
る
。
管
見
で
あ

る
が
、
今
の
と
こ
ろ
見
出
せ
る
初
出
は

『倭
歌
作
式
』
と
考
え
ら
れ
、
「若
詠
髪
時
　
む
ば
た
ま

と
云
　
・…
‥
　
若
詠
夜
時
　
ぬ
ば
玉
の
と
云
　
若
詠
夢
時
　
ぬ
る
た
ま
の
と
云
」
と
八
十
八
例
の

枕
詞
の

一
例
と
し
て
示
し
て
い
る
。
だ
が

『万
葉
集
』
に
は

「ぬ
る
た
ま
」
の
例
は
な
く

「寝

魂
」
の
字
も
出
て
こ
な
い
。
ま
た
今
の
と
こ
ろ

「
ぬ
る
た
ま
」
に

「寝
魂
」
の
字
が
当
て
ら
れ
て

い
る
の
は
、
近
世
の
注
釈
書
ま
で
し
か
行
き
着

い
て
い
な
い
。
辞
書

・
注
釈
書
類
の

「寝
魂
」

は
、
お
そ
ら
く
平
安
末
鎌
倉
期
の
③
④
⑤
歌
の

「
ぬ
る
た
ま
」
に
、
「寝
る
」
の
意
が
掛
け
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た

「玉
」
の
字
は
、
古
代
か
ら

「魂
」
に
通
じ
る
こ

と
か
ら

「寝
塊
」
と
な

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「む
ば
た
ま
」
「
ぬ
ば
た
ま
」
に
関
し
て
は
、
古
く

『天
徳
四
年
三
月
三
十
日
内
裏
歌
合
』
の
十

六
番
の
判
詞
で
判
者
の
藤
原
実
頼
が
、
右
歌
中
務
の
歌

（む
ば
た
ま
の
よ
る
の
ゆ
め
だ
に
ま
さ
し

く
ば
わ
が
お
も
ふ
こ
と
に
み
せ
ば
や
）
に
対
し
、

…
右
歌
、
「む
ば
玉
」
と
書
け
り
。
夜
と
い
ふ
こ
と
は
、
ぬ
ば
玉
と
ぞ
い
ふ
か
し
。
う
ば
玉

は
同
じ
や
う
な
れ
ど
、
書
き
あ
や
ま
ち
た
る
な
め
れ
ば
、
そ
の
よ
し
奏
す
れ
ば
、
「あ
や
ま

ち
あ
ら
む
に
は
、
い
か
で
か
」
と
仰
せ
言
あ
れ
ば
、
以
左
為
勝
。

と
評
さ
れ
、
こ
の

「む
ば
た
ま
」
「
ぬ
ば
た
ま
」
の
使
い
分
け
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
判
詞
は
、

永
く
和
歌
の
規
範
と
な
り
、
『綺
語
抄
』
『和
歌
童
蒙
抄
』
『和
歌
色
葉
集
』
『
八
雲
御
抄
』
な
ど
に

引
か
れ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。

『万
葉
集
』
で
は
八
十
例
詠
ま
れ
た

「
ぬ
ば
た
ま
」
は
、
『古
今
和
歌
集
』
に
な
る
と
激
減
し
、

勅
撰
集
八
代
集
で
は

「む
（う
）
ば
た
ま
」
が
二
十
例
と
な

っ
て
い
る
。
現
在
の
と
こ
ろ

「う
ば
た

ま
」
「む
ば
た
ま
」
は
、
「
ぬ
ば
た
ま
」
の
変
化
し
た
も
の
と
い
う
の
が
通
説
に
な

っ
て
い
る
。
で

は

「
ぬ
る
た
ま
」
は
ど
う
な
の
か
。
建
久
九
年
に
後
鳥
羽
院
に
上
覧
さ
れ
た

『和
歌
色
葉
集
』
に

は
、

む
ば
た
ま
の
こ
の
夜
な
あ
け
そ
あ
か
ら
び
く
あ
さ
ゆ
ふ
君
を
み
ね
ば
こ
ひ
し
も

喜
撰
が
式
云
、
夜
は
ぬ
ば
た
ま
、
髪
は
む
ば
た
ま
、
夢
は
ぬ
る
た
ま
と
い
ふ
也
。
但
、
こ
の

集
に
は
む
ば
た
ま
の
夜
と
も
い
ひ
、
又
む
ば
た
ま
の
夜
と
も
よ
め
り
。
夜
も
髪
も
と
も
に
黒

け
れ
ば
か
よ
は
し
て
い
ふ
な
る
べ
し
。
天
暦
の
御
歌
合
に
、
小
野
宮
清
慎
公
判
者
に
て
、
む

ば
た
ま
の
夜
と
い
ふ
は
ひ
が
事
な
り
、
夜
を
む
ば
た
ま
と
こ
そ
い
へ
、
む
ば
た
ま
は
別
物
の
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名
な
り
と
て
、
ま
か
さ
せ
給

へ
り
。
喜
撰
が
式
の
ま

ゝ
に
や
。

と
、
こ
こ
で
は
天
徳
四
年
の
判
詞
例
に
加
え
て
、
『倭
歌
作
式

（喜
撰
式
と

に
記
載
が
あ
る
と
し

て

「夢
は
ぬ
る
た
ま
」
を
追
加
し
て
い
る
。
「夜

・
髪

・
夢
」
と
い
う
並
び
方
な
ど
を
考
慮
し
、

ま
た

『万
葉
集
』
な
ど
に
用
例
が
な

い
こ
と
か
ら
し
て
、
「
ぬ
る
た
ま
」
も

「
ぬ
ば
た
ま
」
か
ら

変
化
し
た
語
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「む
ば
た
ま
」
は
、
古
い
例
と
し
て
は

『古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
か
ら
見
ら
れ
、
「夜
」
「黒
い

御
衣
」
「
甲
斐
の
黒
駒
」
な
ど
に
掛
か

っ
て
い
る
。
「万
葉
集
」
で
は
八
十
例
見
出
さ
れ
、
「鳥
玉
」

「黒
玉
」
「夜
干
玉
」
「野
干
玉
」
な
ど
表
記
さ
れ
、
「夜

（宵

・
昨
夜
も
含
む
」
「黒

（黒
髪

・
黒

馬
も
含
む
と

「夢
」
が
主
た
る
被
枕
詞
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
三
種
の
被
枕
詞
か
ら

後
に

「む
ば
た
ま
の
夜
」
「
ぬ
（う
）
ば
た
ま
の
黒
」
「
ぬ
る
た
ま
の
夢
」

へ
と
修
飾
語
が
限
定
さ

れ
、
『倭
歌
作
式
』
や

『和
歌
色
葉
集
』
の
記
載

へ
と
繋
が

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

他
の
多
く
の
枕
詞
よ
り
も
、
人
々
に
馴
染
み
多
用
さ
れ
た
枕
詞
で
あ

っ
た
所
以
で
は
あ
る
ま

い

か
。こ

の
中
で
、
『万
葉
集
』
中

「む
ば
た
ま
」
が

「夢
」
に
掛
か
る
用
例
に
つ
い
て
は
、
岩
下
武

彦
氏
に
詳
し
い
論
が
あ
る
。
氏
に
よ
る
と

「む
ば
た
ま
」
が

「夢
」
「夜
の
夢
」
な
ど
に
掛
か
る

用
例
十
二
例
を
挙
げ
、
そ
の
中
の
五
例
は

「
互
い
に
相
手
に
対
す
る
思
い
が
募
る
と
相
手
の
夢
に

現
れ
る
と

い
う
事
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
様
子
が
伺
え
る
。
そ
れ
は
、　
〓
疋
の
祭
式
的
な
手
続
き
に

よ

っ
て
得
ら
れ
た
夢
に
は
特
別
な
意
義
が
あ
り
、
公
的
に
信
ず
べ
き
も
の
と
考
え
た
古
代
人
に
特

有
の
夢
に
つ
い
て
の
態
度
に
連
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
勿
論
現
実

よ
り
も

一
段
軽
い
も
の
と
し
て
夢
を
提
え
て
い
る
例
も
あ
る
も
の
の
、
「
ぬ
ば
た
ま
の
夢
」
に
相

手
に
対
す
る
思
い
が
募
り
相
手
の
夢
に
現
れ
る
と
し
て
、
信
ず
べ
き
夢
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
こ

と
は
見
逃
せ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
平
安
期
に
入
っ
て
か
ら
の
相
模
の
歌
②
や
、
内
容
か
ら
応
徳
三

年

（
一
〇
八
六
）
の

『若
狭
守
通
宗
朝
臣
女
子
達
歌
合
』
の
序
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る

『左
近
権

中
将
藤
原
宗
通
朝
臣
歌
合
』
の
序
⑦
や

『源
宰
相
中
将
家
和
歌
合
』
の
恋
歌
に
対
す
る
隆
源
の
陳

状
③
に
そ
の
片
鱗
を
見
出
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

②
の
歌
は
、
詞
書
は
な
い
が
前
後

「夢
」
を
題
材
に
し
た
歌
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で

「
ぬ
る
た
ま
の
ゆ
め
の
う
ち
に
あ
は
せ
し
よ
き
こ
と
を
」
と

「夢
合
わ
せ
」

つ
ま
り
見
た
夢
を
占

っ
た
と
い
う
内
容
の
歌
は
、
こ
の
歌
の
み
で
あ
る
。
『相
模
集
』
に
置
か
れ
て
い
る
②
の
前
後
の

歌
か
ら
、
お
そ
ら
く
相
手
が
夢
に
現
れ
た
内
容
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
⑦
に
関
し
て
は
、
こ
の

歌
合
の
開
催
が

「人
の
ぬ
る
た
ま
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
な
り
、
「
ぬ
る
た
ま
」
が
夢
告
の
役

割
を
持

っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
③
は
袖
を
返
し
て
寝
る
と
相
手
が
夢
に
現
れ
る
と
い
う
平
安
時

代
の
俗
信
の
意
を
示
し
て
い
る
。

以
上
考
究
す
る
に
、
『古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
『万
葉
集
』
な
ど
に
多
く
詠
じ
ら
れ
た
枕
詞

「
ぬ
ば
た
ま
」
か
ら
派
生
し
た

「
ぬ
る
た
ま
」
は
、
単
に

「夢
」
に
掛
か
る
だ
け
で
な
く
、
上
代

の
互
い
に
相
手
に
対
す
る
思
い
が
募
る
と
相
手
の
夢
に
現
れ
る

「夢
」
と
し
、
更
に
そ
の
意
を
夢

解
き
に
占
わ
せ
真
意
を
知
る
と
い
う

「夢
告
」
７
７
占
い
」
と
い
う
意
味
も
暗
示
さ
せ
、
使
用
さ

れ
た
時
期
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
れ
は
平
安
時
代
中
期
頃
、
女
流
歌
人
相
模
が

活
躍
し

『夜
の
寝
覚
』
が
執
筆
さ
れ
た
頃
で
あ

っ
た
ろ
う
。

三
、
男
君

の
夢

と
物

語

の
構
造

『夜
の
寝
覚
』
の
冒
頭
は
、

人
の
世
の
さ
ま
ざ
ま
な
る
を
見
聞
き

つ
も
る
に
、
な
ほ
寝
覚
め
の
御
仲
ら
ひ
ば
か
り
、
浅
か

ら
ぬ
契
り
な
が
ら
、
よ
に
心
づ
く
し
な
る
例
は
、
あ
り
が
た
く
も
あ
り
け
る
か
な
。

そ
の
も
と
の
根
ざ
し
を
尋
ぬ
れ
ば
、
そ
の
こ
ろ
太
政
大
臣
と
き
こ
ゆ
る
は
、
朱
雀
院
の
御

は
ら
か
ら
の
源
氏
に
な
り
た
ま

へ
り
し
な
む
あ
り
け
る
。
…

と
始
ま
り
、
こ
の
女
君

（中
の
君
）
の
父
親

（太
政
大
臣
）
の
出
自
が
語
ら
れ
、
二
人
の
北
の
方

と
そ
の
子
ど
も
達

（男
二
人
と
女
二
人
）
が
紹
介
さ
れ
、
「中
に
も
、
中
の
君
の
十
三
ば
か
り
に

て
、
ま
だ
い
と
い
は
け
な
か
る
べ
き
ほ
ど
に
て
」
と
中
の
君
の
登
場
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
後
す

ぐ
中
の
君
の
夢
に
三
度
天
人
が
現
れ
、
琵
琶
の
秘
曲
を
授
け
る
場
面
へ
と
続
く
。

つ
ま
り

「人
の

世
の
さ
ま
ざ
ま
な
る
を
見
聞
き

つ
も
る
に
、
な
ほ
寝
覚
め
の
御
仲
ら
ひ
ば
か
り
…
」
は
、
中
の
君

の
見
た
夢
の
実
現
が
中
心
と
な

っ
て
物
語
が
展
開
す
る
と
い
う
構
造
に
な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

て
き
た
。
今
回
明
ら
か
に
な

っ
た
Ａ
Ｂ
の
歌
か
ら
、
男
君
も
夢
を
見
た
こ
と
が
原
作
に
も
存
す
る

こ
と
が
推
定
さ
れ
た
。
先
行
物
語
に
お
い
て
男
性
が
見
た
夢
と
し
て
、
特
に
本
物
語
に
多
大
な
影
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響
を
与
え
た

『源
氏
物
語
』
で
は
、
藤
壺
と
密
通
し
た
後
光
源
氏
が
見
た
夢
、
光
源
氏
の
夢
枕
に

亡
く
な

っ
た
藤
壺
が
現
れ
た
夢
、
女
三
の
宮
と
密
通
し
た
柏
木
の
見
た
夢
、
夕
霧
の
夢
中
に
亡
く

な

っ
た
柏
木
が
登
場
す
る
場
面
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
若
紫
の
巻
で
語
ら
れ

る
光
源
氏
の
夢
は
、

中
将
の
君

（光
源
氏
）
も
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
う
さ
ま
異
な
る
夢
を
見
た
ま
ひ
て
、
合
は
す

る
者
を
召
し
て
間
は
せ
た
ま

へ
ば
、
及
び
な
う
思
し
も
か
け
ぬ
筋
の
こ
と
を
合
は
せ
け
り
。

「そ
の
中
に
違
ひ
目
あ
り
て
、
つ
つ
し
ま
せ
た
ま
ふ
べ
き
こ
と
な
む
は
べ
る
」
と
言
ふ
に
、

夢
解
き

（合
は
す
る
者
）
を
介
し
そ
の
夢
の
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
れ
は
光
源
氏
自
ら
が

「違
ひ
目
あ
り
て
」
須
磨
明
石

へ
と
蟄
居
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
と

い
う

『源
氏
物
語
』
の
重
要

な
ス
ト
ー
リ
ー
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
だ
が
こ
の
若
紫
の
巻
の
夢
で
は
、
改
作
本
の

『中
村
本

夜
の
寝
覚
』
の
男
君
の
見
た
夢
の
記
述
よ
う
な
夢
の
具
体
的
な
描
写
は
な
い
。

『夜
の
寝
覚
』
の
場
合
は
、
「
ぬ
る
た
ま
」
の
語
か
ら
す
る
と
、
女
君
が
男
君
の
夢
に
現
れ
た
内

容
で
あ

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
『風
葉
和
歌
集
』
恋
四

（『資
料
集
成
』
資
料
二
の
四
）
に
、

ね
ざ
め
の
ひ
ろ
さ
は
の
准
后
、
心
に
も
あ
ら
ず
お
い
関
白
に
む
か
へ
ら
れ
て
、
な
げ

き
待
け
る
こ
ろ
、
わ
か
関
白
の
ゆ
め
に
見
え
待
け
る
歌

物
お
も
ふ
に
あ
く
が
れ
い
で

ゝ
う
き
み
に
は
そ
ふ
た
ま
し
ひ
も
な
く
ノ
ヽ
ぞ
ふ
る

と
い
う
歌
が
あ
る
。
中
間
欠
巻
部
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
改
作
本
に
は
該
当
す
る
箇

所
は
な
い
。
し
か
し
こ
の

「
ぬ
る
た
ま
」
の
語
の
解
釈
か
ら
、
こ
の
歌
こ
そ
男
君
の
夢
中
で
中
の

君
が
詠
じ
た
歌
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
後
こ
の
Ａ

・
Ｂ
の
歌

へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
は

な
い
か
。

こ
の

『夜
の
寝
覚
』
の
男
君
の
見
た
夢
が
、
前
述
の
改
作
本

『中
村
本
　
夜
の
寝
覚
』
と
同
様

の
内
容
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
ま
で
は
分
ら
な
い
が
、
新
出
和
歌
の

「
ぬ
る
た
ま
」
の
歌
語
か
ら
、

そ
の
夢
に
は
女
君
が
現
れ
る
と
い
う
内
容
で
、
Ａ
歌
の

「な
に
と
み
え

つ
る
ゆ
め
に
あ
る
ら
む
」

の
意
か
ら
す
る
と
、
男
君
が
こ
の
後
夢
占
か
夢
解
き
を
し
た
可
能
性
は
な
く
は
な
い
。
「
ぬ
る
た

ま
」
の
語
の
使
用
例
や

『源
氏
物
語
』
に
も
夢
解
き
に
よ
っ
て
二
人

（光
源
氏
と
藤
壺
）
の
行
く

末
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
十
分
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
考
え
る
と
本
物
語
は
、
冒
頭
で
語
ら
れ
た
中
の
君
の
夢
を
具
体
化
す
る
と
い
う
手
法
を
用
い

物
語
が
紡
ぎ
だ
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
途
に
男
君
の
夢
の
実
現
も
挟
み
込
ま
れ
進
ん
で
い
く

展
開
に
な

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
中
の
君
が
見
た
天
人
に
よ
る
二
つ
の
夢
中

で
の
予
言
を
物
語
の
大
枠
に
し
、
そ
の
中
に
男
君
の
見
た
夢
の
実
現
も
織
り
交
ぜ
、
中
の
君
と
男

君
の
少
な
く
と
も
合
計
三
種
の
夢
を
含
む
構
造
で
あ

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
が
物
語
の

最
初
か
ら
作
者
の
意
図
す
る
も
の
だ

っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
物
語
を
書
き
進
む
う
ち
に
構
想
が
拡

大
し
て
そ
う
な

っ
て
い
っ
た
の
か
等
興
味
は
尽
き
な
い
。
こ
れ
か
ら
更
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ

つヽ
。

四
、
ま

　
と

　
め

今
回
、
近
年
発
見
発
表
さ
れ
た
大
阪
青
山
大
学
蔵

「夜
寝
覚
抜
書
」
の
歌
の
二
首
の
歌
か
ら
、

歌
語

「ぬ
る
た
ま
」
の
使
用
例
を
分
析
し
、
そ
の
歌
の
意
味
す
る
内
容
を
論
じ
て
み
た
。

『古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
『万
葉
集
』
な
ど
に
多
く
詠
じ
ら
れ
た
枕
詞

「ぬ
ば
た
ま
」
か
ら
派

生
し
た

「
ぬ
る
た
ま
」
は
、
単
に

「夢
」
に
掛
か
る
だ
け
で
な
く
、
上
代
の
互
い
に
相
手
に
対
す

る
思
い
が
募
る
と
相
手
の
夢
に
現
れ
る

「夢
」
と
し
て
、
使
用
さ
れ
た
時
期
が
あ

っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
お
そ
ら
く

『夜
の
寝
覚
』
作
中
で
詠
じ
ら
れ
た
時
期
も
そ
の
頃
で
あ
ろ
う
。
原
作
の
中
間

欠
巻
部
に
は
、
男
君
が
左
大
将
と
の
結
婚
が
決
ま

っ
た
中
の
君
と
密
か
に
逢
い
、
そ
の
後
男
君
が

夢
を
見
る
場
面
が
描
か
れ
、
『風
葉
和
歌
集
』
の
歌

・
Ａ

・
Ｂ
と
詠
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
改

作
本
に
描
く
男
君
の
夢
内
容
と
全
く
同
じ
と
言
え
る
か
ど
う
か
ま
で
は
分
ら
な
い
が
、
二
人
の
今

後
を
占
う
夢
で
あ

っ
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
場
面
が
原
作
に
も
あ

っ
た
と
す
る
と
、
『夜
の
寝
覚
』
は
、
物
語
冒
頭
で
中
の

君
の
見
た
夢
の
実
現
が
物
語
の
主
た
る
構
造
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、　
一
方
男
君
の
夢

も
そ
の
内
容
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
れ
は
作
者
が

「人
の
世
の
さ
ま
ざ
ま
な
る
を

見
聞
き
つ
も
る
に
、
な
ほ
寝
覚
め
の
御
仲
ら
ひ
ば
か
り
…
」
と
書
き
起
こ
し
た
執
筆
当
初
か
ら
構

想
に
あ

っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
書
き
進
め
る
中
で
物
語
が
展
開
し
拡
が

っ
て
い
っ
た
の
か
は
こ
れ

か
ら
更
に
論
を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
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藤
原
定
家
筆

「更
級
日
記
」
奥
書

「
ひ
た
ち
の
か
み
す
か
は
ら
の
た
か
す
ゑ
の
む
す
め
の
日
記
也

母
倫
寧
朝
臣
女
博
の
と
の
ヽ
は

ゝ
う

へ
の
め
ひ
也
　
よ
は
の
ね
さ
め
み
つ
の
は
ま

ゝ
つ
み
つ
か
ら
く
ゆ

る
あ
さ
く
ら
な
と
は
こ
の
日
記
の
ひ
と
の
つ
く
ら
れ
た
る
と
そ
」

②
　
田
中
登

「
『夜
半
の
寝
覚
』
末
尾
欠
巻
部
断
簡
の
出
現
」
『中
古
文
学
』
第
五
〇
号
　
平
成
四
年

一
一

月
、
同

「新
出
の

『夜
半
の
寝
覚
』
末
尾
欠
巻
部
断
簡
」
『汲
古
』
第
二
九
号
　
平
成
八
年
七
月
、
同

『古
筆
切
の
国
文
学
的
研
究
』
平
成
九
年
　
風
間
書
房
。

０
　
伊
井
春
樹

「
『夜
の
寝
覚
』
散
逸
部
分
の
復
元
―
―
新
出
資
料

『夜
寝
覚
抜
書
』
を
め
ぐ

っ
て
―
―
」

『国
語
と
囲
文
学
』
平
成

一
二
年
八
月
、
田
中
登

「
『夜
寝
覚
抜
書
』
の
解
読
法
」
『国
文
学
』
（関
西
大

学
国
文
学
会
）
平
成

一
三
年
三
月
、
同

「『夜
半
の
寝
覚
』
末
尾
欠
巻
部
の
内
容
―
―
近
年
出
現
し
た
資

料
の
位
置
づ
け
を
中
心
に
」
『國
語
と
國
文
学
』
平
成

一
五
年

一
二
月
。

田
　
田
中
登

・
米
田

。
中
葉
芳
子

・
澤
田
和
人
編

『寝
覚
物
語
欠
巻
部
資
料
集
成
』
二
〇
〇
二
年
三
月

風
間
書
一房
の
注
、
石
埜
敬
子

「歌
の
解
釈
と
位
相
を
め
ぐ
っ
て
―
―
改
作

『夜
の
寝
覚
』
の
方
法
」
『講

座
　
平
安
文
学
論
究
　
第
十
八
』
平
成

一
六
年
五
月
　
風
間
書
房
。

固
　
拙
稿

「
『夜
寝
覚
抜
書
』
の
性
格
」
『日
本
文
芸
論
叢
』
平
成

一
五
年
三
月
　
和
泉
書
院
、
田
淵
福
子

コ
夜
寝
覚
抜
書
』
の
方
法
」―
―
第
二
場
面
と

『小
夜
衣
』
と
の
関
連
を
中
心
に
―
―
」
『中
古
文
学
』

第
七
五
号
　
平
成

一
七
年
五
月
な
ど
。

固
　
拙
稿

「
『夜
寝
覚
抜
書
』
の
新
出
和
歌
の
周
辺
―
―
中
間
欠
陥
部
の
広
沢
で
の
逢
瀬
と
別
れ
―
―
」

『古
代
中
世
和
歌
文
学
の
研
究

（藤
岡
忠
美
先
生
喜
寿
記
念
論
集
こ

平
成

一
五
年
二
月
　
和
泉
書
院
。

ｍ
　
『夜
寝
覚
抜
書
』
の
引
用
は
、
田
中
登

。
米
田

・
中
葉
芳
子

・
澤
田
和
人
編

『寝
覚
物
語
欠
巻
部
資
料

集
成
』
含
一〇
〇
二
年
三
月
　
風
間
書
房
）
に
依
る
。
以
下
、
「無
名
草
子
」
「風
葉
和
歌
集
」
「拾
遺
百

番
歌
合
」
「中
村
本
　
夜
の
寝
覚
」
の
引
用
も
、
こ
れ
に
依
る
。
ま
た
各
の
引
用
に
付
す
資
料
○
の
○
○

も
こ
の
本
に
依
る
も
の
で
あ
る
。

囲
　
坂
倉
篤
義

『夜
の
寝
覚
』
（昭
和
三
九
年
五
月
　
山石
波
日
本
古
典
文
学
大
系
）
、
関
根
慶
子

。
小
松
登

美

『増
訂
　
寝
覚
物
語
全
釈
』
（昭
和
四
七
年
九
月
　
学
燈
社
）
を
参
考
に
し
た
。

団
　
注
０
参
照
。

⑩
　
坂
本
俊
子

「
『夜
の
寝
覚
』
中
間
欠
巻
部
の
夢
と
そ
の
役
割
―
―
『史
記
の

一
の
巻
」
と
そ
の
王
の
軸
」

『王
朝
細
流
抄
』
第
五
号
　
平
成

一
二
年

一
二
月
、
藤
井
由
起
子

「中
村
本

『夜
寝
覚
物
語
』
の

〈
夢
〉

の
論
理
」
『詞
林
』
（大
阪
大
学
古
代
中
世
文
学
研
究
会
）
第
三
三
号
　
一
一〇
〇
三
年
四
月
。

囲
　
引
用
は
、
平
野
由
起
子
校
注

「伊
勢
集
」
『平
安
私
家
集
』
（岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
に
依

Ｚ
Ｏ

。

Ｄ
　
同
、
武
内
は
る
恵

・
林
マ
リ
ヤ

。
吉
田
ミ
ス
ズ

『相
模
集
全
釈
』

一
九
九
二
年

一
二
月
　
風
間
書
房

（私
家
集
全
釈
叢
書
）。

田
回
口
　
引
用
は

『新
編
国
歌
大
観
』
に
依
る
。

輸
　
引
用
は
、
久
保
田
淳

『藤
原
定
家
全
歌
集
　
上
』
（
一
九
八
六
年
六
月
　
河
出
書
房
新
社
）
に
依
る
ｃ

Ｏ
⑬
　
引
用
は

『新
編
国
歌
大
観
』
に
依
る
。

Ｏ
　
『角
川
古
語
大
辞
典
　
第
五
巻
』
（角
川
書
店
）
で
は
、
「寝
魂
」
の
字
を
当
て

「夢
の
別
称
。
［八
雲

ｏ
三
］
に

『夢
ぬ
る
た
ま
と
も
云

（俊
抄
こ

と
あ
る
。
『
や
へ
と
む
る

（＝

一
本

「と
づ
る
し

み
ち
は

夢
に
も
ま
ど
ふ
ら
し
ぬ
る
た
ま
に
さ
へ
あ
ふ
と
み
え
ね
ば
』
（伊
勢
集
）
『ぬ
る
た
ま
の
う
ち
に
あ
は
せ

し
よ
き
こ
と
を
ゆ
め
ゆ
め
神
よ
ち
が
へ
ざ
ら
な
む
』
（相
模
集
と

と
す
る
。
ま
た
注
＜１１＞
は
、
「ぬ
る
た

ま
、
寝
る
魂
。
夢
。」
と
注
し
、
高
野
晴
代
校
注

『伊
勢
集
』

一
九
九
八
年

一
〇
月
　
明
治
書
院

（和
歌

文
学
大
系
１８
）
の
注
も
同
じ
。
注
回
は
、
「寝
る
魂
　
眠
っ
て
い
る
魂
。
「魂
」
は
人
間
の
精
霊
な
ど
を

さ
す
。
『寝
る
魂
の
夢
は
う
つ
つ
に
ま
さ
り
け
り
此
の
世
に
さ
む
る
枕
か
は
ら
で
』
（拾
遺
愚
草
　
四
九

七
ご

と
す
る
。

ｍ
　
佐
佐
木
信
綱
編

『日
本
歌
学
大
系
　
第
三
巻
』
昭
和
三
九
年
五
月
　
風
間
書
房
。

四
　
寛
政
十
年
に
記
さ
れ
た

『新
勅
撰
和
歌
抄

（祖
能
抄
と

で
は
、
⑤
の
注
釈
と
し
て
、
「ぬ
る
た
ま

は
、
寝
魂
也
。
そ
れ
を
緒
に
て
貫
く
玉
に
い
ひ
か
け
た
る
也
。
こ
ゝ
に
玉
の
緒
と
い
ふ
は
た

ヽ
魂
の
こ

と
也
。」
と
し
て
い
る
。

囲
　
室
町
時
代
の

『伊
勢
物
語
』
の
注
釈
書

「伊
勢
物
語
奥
秘
書
」
に

「さ
ざ
浪
の
よ
る
は
筵
を
し
け
る

江
に
た
が
ぬ
る
玉
ぞ
蛍
飛
ぶ
か
げ
」
が
あ
る
。

囲

『歌
合
集
』
（岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
）
の
注
、
前
述
の

『天
徳
四
年
三
月
三
十
日
内
裏
歌
合
』
の

十
六
番
の
判
詞
の
引
用
も
こ
れ
に
依
る
。

的
　
佐
佐
木
信
綱
編

『
日
本
歌
学
大
系
　
第
壱
巻
』
昭
和
三
二
年
三
月
　
風
間
書
房
。

印
　
岩
下
武
彦

「人
麻
呂
に
お
け
る
枕
詞

「ぬ
ば
た
ま
の
」
の
用
法
と
表
記
に
つ
い
て
」
『日
本
文
學
』

（東
京
女
子
大
学
）
第
七
七
号
　
平
成
四
年
三
月
、
川
島
二
郎

「人
麻
呂
の
枕
詞

『ぬ
ば
た
ま
の
』
に
つ

い
て
」
『天
理
大
学
学
報
』
第
五
七
巻
　
第

一
号
　
平
成

一
七
年

一
〇
月
。

的
　
注
口
参
照
。

ｍ
　
②
の
前
歌
は

「あ
さ
か
ら
む
夢
の
か
ぎ
り
は
し
き
た
へ
の
床
の
ち
り
と
も
う
ち
は
ら
は
な
む
」
で
、

後
の
歌
は

「
い
つ
く
し
き
き
み
が
お
も
か
げ
あ
ら
は
れ
て
さ
だ
か
に
告
ぐ
る
夢
を
見
せ
な
む
」
で
あ

Ｚ
Ｏ

。

ｍ
　
野
口
元
大

「
Ⅱ
主
題
と
構
造
」
『夜
の
寝
覚
研
究
』
平
成
二
年
　
笠
間
書
院
、
永
井
和
子

「第

一
章

寝
覚
物
語

　
一
、
寝
覚
物
語
の
冒
頭
―
―
中
の
君
と
音
楽
―
―
」
『続
　
寝
覚
物
語
の
研
究
』
平
成
二
年

九
月
な
ど
。

の
　
引
用
は

『源
氏
物
語

一
』
■

九
九
四
年
三
月
　
小
学
館
　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）
に
依
る
。
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Fron■ the new appearance 31-syllable Japanese poem of Yom no Nezame

A dream and structure of the story that Otoko― gilni watched

YONEDA Akemi

Abstract: yor"んθ Neそα″zι, the tales written in the Hcian era,nlisses volumes both at the nliddle and end of

every existent text, and the reconstmction of the contents of those volumes have been attempted by many

scholars.Although this work seemed to have been completed,recently new lnaterials for those Ⅱlissing volumes

have been discovered and so now we need to reconstruct the contents a1l over again.

Accordingly, It became clear that a story advanced according to the contents of the dreanl that Otoko― gilEli

watched fronl the meaning of a 31-Syllable Japanese poem discovered newly. It will be necessary to exanline

the stlucture of the story in future.


