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『夜

の
寝
覚
』

の
予
言
と
構
想

天
人
予
言
の
達
成

坂

本

信

道

る
。
本
稿

で
は
、
冒
頭

の
二

つ
の
天
人
予
、話
の
達
成
と
全
篇
構
想
と

の
関
連
に

つ
い
て
考
察
し
、
『
夜

の
寝
覚
』

の
作
品
像

に
迫

っ
て
い
く

こ
と

に
す
る
。

作
品

の
全
体
像
を
把
握
す

る
に
あ
た

っ
て
は
、
全
篇

の
精
緻

な
読

み
が
不
可

欠
だ
と

い
え
る
が
、
伝
存

の
状
況

に
よ

っ
て
は
、
そ
れ
が
著

し
く
困
難
な
作
品

も
少
な
く
な

い
。

そ
の
よ
う
な
場
合
、
推
測
を
重

ね
る
こ
と
で
欠
損
部
分
を
補

う
わ
け

で
あ

る
が
、
必
然
的

に
作
品
像
も
揺
れ
動

く
こ
と
に
な
る
。
中
間
と
末

尾

に
か
な
り

の
欠
損
が
あ
る

『
夜

の
寝
覚
』

も
、

そ
う
し
た
状
況

に
お
か
れ

て

い
る
作
品

で
あ

っ
て
、
全
体
像

に

つ
い
て
充
分

明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
と
は
言

い
難

い
。

こ
の
う
ち
中
間
部

の
欠
巻

は
、

『拾
遺
百
番
歌
合
』

・

『
無
名
草

子
』

・
『
風
葉
和
歌
集
』
、
さ
ら

に
は
中
世

の
改
作

で
あ
る

『
夜
寝
覚
物

語
』
等

に
よ

っ
て
、
ほ
ぼ
全
容

が
明
ら
か

に
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
末
尾

の
欠
巻
中

の
こ
と
は
断
片
的

に
し
か
わ
か
ら
ず
、
事
件

の
順
序

さ
え
決
定
し
か
ね
る
所
も

多

い
。
し
た
が

っ
て
、
末
尾

の
想
定

の
仕
方
次
第

で
作
品
像
も
異
な

っ
た
も

の

と
な
り
、

い
ま
だ
に
定
説

を
見
な
い
の
が
現
状
と

い
え

よ
う
。
現
在
ま

で
の
研

究
を
概
観
す
れ
ば
、
現
存
本
末

尾
ま
で
に
構
想

の

一
応

の
完
結
を
見
る
説
と
、

散
逸
末

尾
ま

で
す

べ
て
を
含

ん
で
構
想

の

一
貫
を
主
張
す
る
説
と

に
分

け
ら
れ

二

周
知

の
ご
と
く
、
『夜

の
寝
覚
」
は
、
女
主
人
公
中
君

の
、
姉

の
夫
中
納

、一日
と

の
密
通

に
よ

っ
て
生

じ
る
様

々
な
苦
難
が
全
篇

の
中
核
と
な

っ
て
い
る
○
委
曲

を
尽
く
し
た
執
拗

な
ま
で
の
心
情
描
写
は
、
暗
欝
な
イ

メ
ー
ジ
ば

か
り
を
漂

わ

せ
、
現
存
本

に
拠

る
限

り
、

作
者

の
意

図

は

一
女
性

の
悲
劇

を
描

く

こ
と

に

あ

つ
た
よ
う
に
も
見

え
る
。
実
際
、

人

の
世

の
さ
ま
ざ
ま
な

る
を
見
聞
き

つ
も
る
に
、

な
ほ
寝
覚

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

(1
)

 た
く
も

あ
り
け

る
か
な
。

ニ

ー

39
)

と
い
う
作
品

の
方
向
を
暗
示
す
る
よ
う
な
起
筆

と
、
現
存
本

の
、

こ
の
世

は
、

さ
は
れ
や
。
か
ば
か
り
に
て
、
飽
か

ぬ
こ
と
多
か
る
契
り

に

て
、

や
み
も
し
ぬ

べ
し
。
後

の
世

を
だ
に
、

い
か

で
と
思
ふ
を
、
さ
す
が

に
す
が
す

が
し
く
思

ひ
立

つ
べ
く

も
あ
ら

ぬ
絆

が
ち

に
な
り
ま
さ

る

こ
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そ
、
心

憂
け
れ
と
、
夜

の
寝
覚
絶
ゆ
る
よ
な
く
と
そ
。

(
五
…
珊
)

と

い
う
結
び

は
、
表
現

の
上

で
女
主
人
公

の
悲
劇
の
物
語
の
首

尾
と

し
て

一
貫

す

る
と
言
え
な
く
も
な

い
。

こ
の
よ
う
な
呼
応
は
、

こ
れ
だ
け

で

一
ま
と

ま
り

の
感
じ
を
与
え

る
し
、
ま
た
、

こ
こ
ま

で
の
内
容
が
暗

い
色

調
を
帯

び
て
い
る

の
は
確

か
で
あ

る
。
だ
が
、
現
存
本

の

「
暗
」

に
対
し
、
散
逸
末
尾

を

「
明
」

と

し

て
と

ら
え
、
異
質

な
も

の
と

し

て
峻

別
す
る

こ
と
は

い
か

が

で
あ

ろ
う

か
。
現
存
本
末
尾

の
詞
章
を
物
語
全
体
を
し
め
く
く
る
も

の
と
し
、

現
存
本

の

完
結
を

唱
え
た
阪
倉
篤
義
氏

は
、

と
に
か
く

こ
の
第

四
部

(注

散
逸
末
尾
)
は
、
第

一
部
以
下
第

三
部

に
い
た
る
部
分

(注

現
存
本
末
尾
ま

で
)
と
は

一
往
別
箇

に
、

面
自

さ

・
楽

し
さ
を
求
め

る
物
語
と
し

て
新
し
く
構
想
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と

見

て
よ
い
も

の
で
あ

ろ
う
。
暗

・
明

・
暗

の
色
調
を
主

に
書
き

つ
が
れ

て

き
た
第

三
部

ま
で
の
物
語

に
、
作
者

は
、
新
し
く
明
る

い
色
調
を
鮮

明

に

(
2
)

持

っ
た
物
語
を
、

「読
者

の
た
め

に
」
書
き
加
え
た

の
で
あ
る
。

と
散
逸
末
尾

の
明

る
さ
を
説
き
、
散
逸

の
原
因
も
続
篇
と
し

て
成
立

・
流
布

し

た
た
め
だ
と
推
定

し
て
い
る
。
し
か
し
、
外
部
資
料

に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
散

逸

部

の
内
容

は
決
し

て
明

る
い
も

の
で
は
な

い
。
帝

の
求
愛

に
対
し

て
の
中

君

の

困
惑
、
中
君

の
偽
死
、
実
子

ま
さ
こ
の
勅
勘

に
よ
る
隠
棲
、

こ
れ
ら
は
す

べ
て

中
君

の
苦
悩

の
生
涯

の

一
駒

で
あ
り
、

そ
の
意
味

で
現
存
本
と
同
じ
く
、
散
逸

末
尾

は

「
暗
」
ζ

.弓
兄
る
で
あ

ろ
う
。

と

こ
ろ
で
、
散
逸
末
尾
が

「
明
」
と
さ
れ
る

の
は
、
お
そ
ら
く
最
終
結
末

で

中
君

一
族

に
栄
華
が
訪
れ

る
た
め
と
思
わ
れ
る
。
中
君
と
男
主

人
公
中
納
言

の

間

に
生

ま
れ
た
石
山
姫

の
立
后
、
中
君
養
女
尚
侍
腹

の
皇

子

の
立
坊

な
ど
が
、

現
存
本

の
暗
さ
と
相
容
れ
な

い
と
言
う
訳

で
あ
る
。

こ
う
し
た
解
釈

の
根
拠

と

し

て
、
従
来
は
次

に
掲
げ
る

『
無
名
草
子
』

の
記
述

が
挙

げ
ら
れ
て
き

た
。

ま
た
、
后

の
宮

・
東
宮

な
ど

一
度

に
立
ち
給
ふ
折
、
中

の
う

へ
ゐ
ざ
り
出

で
て
、寝

覚
せ
し
昔

の
こ
と
も
忘

ら
れ
て
今

日
の
ま
ど

ゐ
に
ゆ
く
心
か
な

(3
)

と
言

は
れ
た
る
ほ
ど
、
い
と
に
く
し
。

(
71
頁
)

こ
れ

に

つ
い
て
野

口
元
大
氏
は
、

あ

の
夜
な
夜
な
か
ら

い
く
ほ
ど
も

な
く
、

こ
の
晴

や
か
な
場

に
自
分
か
ら

の
り
出
し

て
、
(中
略
)
こ
ん
な
歌
を
臆
面
も
な
く
詠

む
ヒ

ロ
イ
ン
を
、
わ

れ

わ
れ

は
、
第
三
部
終
末

の
あ

の
彼
女

と
同

一
人
格
と
し

て
詠
み
と
る

こ

と

が
は
た
し

て
で
き

る
で
あ
ろ
う
か
。

『無
名
草
子
』

の

「
い
と

に
く
し
」

(4
)

と
評
す

る
ゆ
え
ん

で
あ
ろ
う
。

と
し
、
中
君

の
変
貌
ぶ
り
が
非
難
を
受

け

て
い
る
の
だ
と
す

る
。
そ
し

て
、
そ

れ
を
も

と
に
、
散
逸
末
尾

は
読
者

の
求

め
に
応

じ
る
か
た
ち

で
幸
福
な
物
語
が

綴

ら
れ

て
い
た
と
推
察
、
冒
頭

に
言
う

「心

づ
く
し
」
な
物
語

は
、
現
存
本
末

尾

ま
で
で
終
結
し

た
と
結
論
づ
け
る
。

ま
た
、
永
井
和
子
氏

は
、
前
掲

『
無
名

草
子
』

の
評

に

つ
い
て
、

こ
れ

は
物
語

の
末
尾
欠
巻
部
分

に
泌
た
る
た
め

に
は

っ
き
り
し
な

い
が
、

不
幸
だ

っ
た
昔
を
忘
れ

て
、
幸
福

な
現
在

に
満
足

し
て
い
る
こ
と
を
難
じ

た
も

の
で
あ

ろ
う
。
(中
略
)
中
君
は
、
幸
福

に
な

っ
て
は
い
け
な

い
人
な

(5
)

の
で
あ

る
。

と
、
同
様

の
見
解
を
示
し

て
い
る
。

こ
れ
ら

の
見
解
は
、
中
君
を
不
如
意

の
人
生

に
居

る
べ
き
人
物
だ
と
し
、

一

族

の
栄
達
を
喜

ぶ
姿
が
悲

劇

の
女
主
人

公
と

し

て
ふ
さ

わ
し
く
な

い
た
め
、

『
無
名
草
子
』

の
批
判
を
受
け
た
と
す

る
。

だ
が
、
冒
頭

で

「
心
づ
く
し
な
る

た
め
し
」
と
語
ら
れ

て
は

い
る
も
の
の
、
物
語

が
終
結
を
目
前

に
大
団
円

に
至

る
こ
と

は
極
め

て
自
然
な

こ
と
で
あ
る
。
『夜

の
寝
覚
』
の
結
末
が
中
君

一
族

の

一18一



栄
華

に
彩

ら
れ

て
い
る
こ
と

は
物
語
と
し

て
自
然

で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
、
そ

こ
で
歓
喜

の
あ

ま
り
歌
を
詠
む
中
君

の
姿
が
描
か
れ
た
と
し

て
も
、
そ
の

こ
と

自
体

は

「
に
く
し
」
と
言

わ
れ
る
ほ
ど
異
質

の
も

の
で
は
あ

る
ま

い
。
む
し
ろ
、

『
無
名
草
子
』

の
非
難
は
、
中
君

の
行
為
が
、
当
時

の
讃
嘆

の
基
準
、
奥

ゆ
か

し

さ
、
虞
ま
し
さ
か
ら
は
ず
れ

て
い
る
か
ら
と
見
る

の
が
自

然

で
は
な
い
だ
ろ

う
総

我
が
娘

の
立
后
、
孫

の
立
坊
は

こ
の
う
え
な
い
慶
事

で
あ
る
が
、

そ
れ

が
め

で
た

い
だ
け
逆

に
、
中
君
は
慎
ま
し
く
優

雅
に
対
処

し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
得
意
満
面

に
な

っ
て
い
る
中
君

の
態

度
は
、
当
時

の
行
動

の
規
範
か
ら
逸

脱
し
た
も

の
で
、
物
語

の
主
人
公
、

理
想
的
女
性

と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な

い
も

の
な

の
で
あ
る
。
本
来

の
中

君
は
、

も
ち
ろ
ん
慎

ま
し
く
た
し
な

み
深

い
女
性

と
し

て
描
か
れ

て
い
る
。

い
と
お
ほ
ど
か
に
、

尽
き
せ
ず
あ
え
か
に
は
も

て
な
し
な
が

ら
、
さ

べ
き

節
々
聞
き
過
さ
ず
、
憂

き
も
あ

は
れ
な
る
も
、
か
な
ら
ず
聞
き
と
ど
め
思

ひ
知
る
な
め
り
か
し
と
見
え

て
、

う
ら
も
な
く
心

う

つ
く
し
げ

に
う
ち
か

す
め
た
ま
ふ
有
様

の

(
五
ー
謝
)

と
、
如

才
な
く
、

か

つ
ど
こ
ま
で
も
控

え
め
な
中
君
な

の
で
あ

っ
た
。

こ
れ
と

比
較

す
れ
ば
、
先

に
掲

げ
た

『無
名
草
子
』

に
見
ら
れ

る
中
君
が
、
女
主
人
公

と
し

て
の
理
想
性

を
欠

い
た
尊
大
な

ふ
る
ま
い
を
非
難

さ
れ

て
い
る
の
が
わ
か

る

で
あ
ろ
う
。
中
君

に
栄
華

が
訪
れ
る

こ
と
が
、
物
語

の
も

つ
悲
劇
と
し

て
の

構
想

に
合

わ
な
い
か
ら
と
か
、
悲
劇

の
ヒ

ロ
イ
ン
の
境
遇
と
し

て
似
合
わ
な

い

か
ら
と
か

の
理
由

に
よ
る

「
に
く
し
」

で
は
な

い
の
で
あ
る
。

次

の
記
述

は
、
『無
名
草
子
』
に
お

い
て
、
右

の
ご
と
き
観
点
か
ら

「
に
く
し
」

と
い
う
非
難

の
辞

が
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
裏
付
け

て
く
れ
る
。

ま
た
、

関
白
、
我

と
も
見

ま
し
仲

の
契
り
と
宣
ふ
、
大
将

の
上
ゐ
ざ
り
出

で

て
、

武
蔵
野

の
ゆ
ゑ
の
み
な
ら
ず
枝
深
き

こ
れ
も
契

り
の
あ

る
と

こ
そ
見

れ

と
詠

み
た
る
も
、

い
と

に
く
し
。
(
71
頁
)

右
衛
門
督

の
上
、
殿

の
思
ひ
人

に

て
、
対

の
君
な
ど

い
ふ
名

つ
き

て
、
君

だ
ち
後
見
し

て
あ
る
だ

に
心
づ
き
な
き

に
、

う
け
ば
り

て
物
怨
じ
な
ど
し

た
る

こ
そ
憎
け
れ
。
(
72
頁
)

前
者

は
子
孫

の
繁

栄
を
得
意

に
な

っ
て
詠
歌
す

る
態
度
、
後
者
は
夫

没
後
、
男

主
人
公

の
愛
人
と
な
り
臆

面
も

な
く

で
し

ゃ
ば

っ
て
嫉
妬
す
る
態
度

を

「
に
く

(
7
)

し
」
と
評
し

て
い
る
。
慎

し
み
を
失
な

い
、
得

々
と
し

て
い
る
人
物

に
非
難

が

む
け
ら
れ

て
い
る
の

で
あ
る
。

以
上

の
よ
う
に
、
『
無
名
草
子
』
の
中
君
批
判

は
、
栄
華

の
さ
な
か
で
謳
歌
す

る
姿
が
、
中

君
の
悲
劇

の
女
主
人
公
と
し

て
の
造
型
に
似

つ
か
わ
し
く
な
い
か

ら
と

い
う

の
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
現
存
本
末

尾
ま
で
の

「暗

さ
」
を
基

調
と
す
る
展
開
に
対

し
、

そ
う
し
た
中
君

の

「
明
る
さ
」

が
適
合

し
得

て
な

い

と

い
う
非
難

で
は
な

い
の
で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
『
無
名
草

子
』
の
評
.一一口を
も

と

に
散
逸
末

尾
を

「明
」
と
し
、
現
存
本
末
尾
ま

で
を

「暗
」
と
し

て
そ
の
独

立

・
完
結

を
説
く

こ
と

は
妥
当

で
な

い
と
考

え
ら
れ
る
。

さ

て
、
鈴
木
紀
子
氏

は
以
上

の
よ
う
な
観
点

か
ら
で
は
な
く
、
現
存
本
末
尾

に
お
い
て
物
語
が
終
結

の
気
配
を
見
せ
る

こ
と
を
根
拠

に
、
現
存
本

『
夜

の
寝

(8
)

覚
』

の
完
結
性
を
説
く
。
氏

の
推
定
理
由

の

一
つ
は
、
帝

の
母
大
皇
宮
が
、
中

君

と
中
納
言

の
仲
を
割

こ
う
と
す
る

の
を
諦

め
る
こ
と

で
あ

る
。
中
君
を
帝
と

無

理
や
り
対
面
さ
せ
る
機
会
を
仕
組
ん
だ
り
、
中
君

の
生
霊
出
現

の
噂
を
ま

い

た
り
し
て
、
中
君
を
悩
ま
せ

て
き
た
大
皇
宮

が
、
「
つ
ひ
に
こ
の
人

の
な
か
を
逆

へ
果

て
ず
」
な

っ
た
と
、
妨
害
を
諦
め
て
し
ま
う
こ
と

に

つ
い
て
、
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今
後
再
び
大
皇
宮

の
謀
略

に
悩

ま
さ
れ
る
こ
と

は
な

い
と
思
わ
せ
る
書
き

ぶ
り

で
あ
る
。

言更

に
司
召
に
よ

っ
て
主
人
公

一
族

の
昇
進
が
華

々
し

い
の

を
見

て
交
わ
さ
れ
る
朱
雀
院

と
大
皇
宮

の
会
話

に
は
、
も

は
や
主
人
公
達

に
は
太
刀
打

で
き
な

い
諦
め
と
悟

り
が
見

ら
れ

(後
略
)

と
論
じ

る
。
し
か
し
、
作
中

で
の
大
皇
宮

の
役
割
を
考

え
る
と
、
現
存
本
末
尾

に
至

っ
て
諦
念

を
述

べ
退
場
し

て
い
く

の
は
、

む
し

ろ
当

然

で
は
な

か
ろ

う

か
。
大
皇
宮
は
中
間
欠
巻
部

で
登
場
し

て
以
来
、

・
帝

の
も
と

に
尚
侍
と
し

て
出

仕
す
る
よ
う
中

君
に
勧

め
る
。

・
朱
雀
院

に
出
仕
す
る
よ
う
勧
め
る
。

。
妊
計
を
め
ぐ
ら
し
、
帝
と
中
君
を
無
理
や
り
対

面
さ
せ
る
。

・
中
君

の
生
霊
出
現

の
噂
を

言
い
散
ら
す
。

な
ど
、
中
君
と
中
納
言

の
仲
を
壊
し
、
帝
と
中
君
を
結
び

つ
け
る
こ
と
に
よ

っ

て
、
わ
が
娘
女

一
宮
と
中
納
言

の
仲
を
安
泰
に
保

つ
こ
と
を
専

ら
そ
の
役
割

と

し

て
い
る
。
散
逸
末
尾

で
は
、
帝
が
中
君

に
執
拗
に
迫
り
、

そ
の
結
果
中
君

の

偽
死
、
ま
さ

ご
勅
勘
な
ど
が
起

こ
る
ら
し

い
が
、
・
こ
う
し
た
散

逸
末
尾

の
主

な

構
想
が
、
す

べ
て
帝

の
中
君
思
慕

に
端
を
発

し

て
い
る

こ
と
を
考

え
る
と
、
思

慕

の
契
機
を
作

っ
た

こ
と

で
大
皇
宮
は
役
割
を
終

え

て
し
ま

っ
た
の
で
は
な
い

始
鳴
大
皇
宮
が
直
接
難
儀
を
も
ち
だ
す

こ
と
は
な
く
な

っ
た
が
、

そ
れ
を
継
承

す
る
形

で
帝
が
登
場
し
、
中
君
と
中
納

　、口
に
干
渉

す
る
。
主
人

公
達

に
と

っ
て

困
難
な
事
態
は
散
逸
末
尾

に
至

っ
て
も
相
変

ら
ず
で
あ
り
、
現
存
本
末
尾

に
於

い
て
精
算
さ
れ
た
訳

で
は
な

い
の
で
あ
る
。
大
皇
宮

の
諦
念

・
退
場
を
も

っ
て

構
想

の
終
結
を
論
断
す
る

に
は
、

い
さ
さ
か
慎
重

を
期
す

べ
き

で
あ

ろ
う
。

鈴
木
氏
は
現
存
本

末
尾

で
中
君
が
琵
琶
を
弾
奏
す

る
こ
と
も
、
物
語
完
結

の

理
由

の

一
つ
に
数
え

て
い
る
。

こ
こ
に
は
深

い
意
味

が
あ
る
よ
う
に
は
見

え
な
い
○

こ
こ
で
、
彼
女

に
日

頃
慣
れ
た
箏

の
琴

で
は
な
く
琵
琶
を
弾
か
せ

て
い
る

こ
と
は
、
物
語

の
冒

頭

に
照
応

さ
せ
る
と
い
う
意
味

で
捉
え
れ
ば
、

こ
れ
も
、
終
末
を
意
識
し

た
作
者

の
意
向

が
窺

え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
、
琵
琶

は
天
人

か
ら

「
国
王
ま

で
伝

へ
た

て
ま

つ
り
た
ま
ふ
ば
か

り
」

と

い
う
予
言
と
と
も
に
習
得

し
た
楽
器

で
あ

る
。
中
君
が
日
頃

は
箏

を
弾

じ
て

い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
姉
大
君

が
い

つ
も
弾
く
琵
琶

の
方

を
教

え
ら
れ
た
こ

と

は
、
単

に

『
源
氏
物

語
』
橋
姫
巻

の
模
倣
と

い
う
だ
け

で
は
あ
る
ま
い
。
琵

琶

は
中
君

に
と

っ
て

「
非
日
常
」
性
を
示
す
も

の
で
あ
り
、
物
語
中

で
琵
琶

に

手
を
触
れ
る

こ
と

に
は
、
や
は
り
何
か
重
要
な
意
味
が
あ
る

の
で
は
な

い
か
。

こ
の
こ
と

に

つ
い
て
は
、
次
節

で
詳
述
す

る

つ
も
り
だ
が
、
簡
潔
に
言
え
ば
、

『
夜

の
寝
覚
』

に
於
け
る
琵
琶

の
非

日
常
性
と

は
、
皇
統
と

の
か
か
わ
り

で
あ

ろ
う
。
現
存
本
末
尾

の
場
面

は
、
広
沢
入
道
邸

で
行
な
わ
れ
た
私
宴

で
帝

と
は

無
関
係
な
よ
う
だ
が
、
後

に
中
宮

と
な

る
石
山
姫
が
、
秘
曲

の
伝
承
者
と
し

て

初
め

て
登
場
す
る
重
要
な
場
面

な
の
だ
。

こ
れ

ま
で
素
姓

の
卑
し
さ
が
唯

一
の

蝦
と
さ
れ

て
き
た
石
山
姫

で
あ
る
が
、
中
君

の
娘

で
あ

る
こ
と
が
公
表
さ
れ
、

将
来

の
栄
華
は
確
固
た
る
も
の
と
な
る
。
"都

で
の
輝
か
し

い
将
来

へ
む
か

っ
て

広
沢
を
離
れ
る
石
山
姫
。
そ
の
門
出

に
際
し

て
催
さ
れ
た
宴

で
、
中
君
が
琵
琶

を
弾
じ
、
石
山
姫
が
母
中
君
に
劣

ら
ぬ
名
手
と

し
て
紹
介
さ
れ
る
。
中

君

一
門

に
と

っ
て
は

「
国
王
」
と
か
か
わ
る
人
物

の
披
露

で
あ
り
、
物
語

の
終
結

と
言

う
よ
り
は
む
し
ろ
、

以
後

の
展
開

へ
の
出
発
点
と
な

っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
は
現
存
本
末

尾
ま

で
に
完
結
を
看
取
す

る
諸
説

に
対
し
私

見
を
加

え
た

も

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
在
残

っ
て
い
る
部
分

に
限

っ
て
文
学

性
を
論

ず

る

こ
と
は
可
能

で
あ
る
と
し
て
も
、
構
想

に
関
し

て
言
え
ば
、

現
存
本

の
う
ち

に
完
結
を
見
出

だ
す
の
は
、

や
は
り
無
理
が
あ

る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
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三

散

逸
末
尾

ま
で
を
含
め

た
作
品
像
を
ど
う
と
ら
え

て
い
く
か
が
当
面

の
課
題

で
あ
る
が
、
従
来
も
作
品

の
全
体
像
を
め
ぐ

っ
て
の
論
考

は
な
さ
れ
て
い
る
。

永
井
和
子
氏

は
、
現
存
本

に

つ
い
て
、
「
外
部
よ
り
も
個
人

の
心

を
忠
実

に
記
録

す
る
と
い
う
リ
ア
ル
な
方
向
」
へ
と

「
心
理
的
な
方
向

へ
深
め
ら
れ
」
た
結
果
、

作
者

と
作
品

の
距
離
が
失
な
わ
れ
、

日
記
的
な
世
界

に
近

づ
く
と
す

る
。

そ
し

て
、

そ
の
延
長
上

に
散
逸
末
尾
を
、
よ
り
心
理
的
に
深
化

さ
れ
た
も

の
と

し
て

(12
)

 予
想

し
て
い
る
。

ま
た
、
鈴
木

一
雄
氏
は
、
散
逸
末
尾

に
、
母
親
と

な

っ
た
女

性

の
心
理
を
描
く

こ
と

に
発
展

の
余
地
を
認
め
、
『蜻
蛉

日
記
』
下
巻
と
似

た
主

題
を
想
定
す

る
。
従
来

は
、
心
理
描
写

の
発
展

・
深
化
を
散
逸
末
尾

に
期
待

し
、

心

理
描
写

の
等
質
性
か
ら
現
存
本
と
散
逸
末
尾

の
連
続

が
考

え
ら
れ

て
き

た
の

で
あ

る
。

『夜

の
寝
覚
』
全
体

の
構
想

・
主
題
を
考
え
る
に
あ
た

っ
て
は
、
右

の
ご
と

き
心

理
面
か
ら

の
考
察
以
外

に
、
冒
頭

に
置
か
れ

て
い
る
天
人

予
言
の
達
成
と

い
う
面
か

ら
の
考
察
も
不
可
避

の
こ
と

で
あ
ろ
う
。

天
人
予
言

は
、
八
月
十
五
夜
、
中
君

の
夢

の
中

で
行

な
わ
れ
る
。
第

一
の
予

言

は
、今

宵

の
御

箏

の
琴

の
音
、
雲

の
上
ま

で
あ
は
れ

に
ひ
び
き
聞
え

つ
る
を
、

訪

ね
ま
う
で
来

つ
る
な

り
。
お

の
が
琵
琶

の
音
弾

き
伝

ふ

べ
き
人
、

天

の

下

に
は
君

一
人
な

む
も

の
し

た
ま

ひ
け
る
。

こ
れ
も
さ
る

べ
き
昔

の
世

の

契
り
な
り
。

こ
れ
弾
き

と
ど
あ

た
ま

ひ
て
、
国
王
ま

で
伝

へ
た

て
ま

つ
り

た
ま
ふ
ば
か
り

(
一
「

41
)

と

い
う
も

の
で
あ
る
。

こ
の
予
言
と
構
想

に

つ
い
て
は
、

女
主
人
公

の
悲
劇

こ
そ
物
語

の
主
流
な
の

で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し

て
、
「
こ

れ
弾

き
と

ど
め
た
ま

ひ

て
、

国
王

ま

で
伝

へ
た

て
ま

つ
り
た
ま

ふ
ば
か

り
」

の
予

言
の
ほ
う
は
、

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
実
現
化
が
希
薄

で
あ
る
。

(中
略
)
物
語
発
端

の
奇
跡
や
予
言

の
跡

は
や
は
り
退
化
し

て
い
る

こ
と

(13
)

に
な

ろ
う
。

と

い

っ
た
見
解
が
主
流

で
あ
り
、
第

一
の
予
言

は
物
語

の
展
開
と
と
も

に
構
想

か
ら
欠
落
し

て
い

っ
た
と
す
る
の
が
、

な
か
ば
定
説
と
な

っ
て
い
る
。

だ
が
、

こ
こ
で

「
国
王
ま

で
伝

へ
」

る
と
い
う
意
味
を

よ
く
吟
味
し

て
み
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。
は
た
し

て
天
人

か
ら
秘
曲
を
授
か

っ
た
中
君
が
、
帝

に
そ

れ
を
伝
授
す

る
と

い
う
意

味

で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

天
人
が
秘
曲
を
教
授
す
る
話

は
、
既

に
指
摘

さ
れ

て
い
る
よ
う

に
、
『
宇
津
保

物
語
」
俊
蔭
巻

・

『
源
氏
物

語
』
宿
木
巻
な

ど
に
見
え

る
が
、
さ
ら

に
湖
れ
ば

『
今
昔
物
語
集
』

・

『古
事
談
』

・

『十
訓
抄
』
等

に
収
録
さ
れ
た
説
話

の
原

(
14
)

型

に
た
ど
り

つ
く

の
で
あ
ろ
う
。
有
名

な
も

の
は
廉
承
武

の
霊
が
村
上
天
皇

に

秘
曲
を
授
け
た
話

で
あ
る
が
、
説
話

に
共
通
す

る
の
は
、
あ
く
ま

で

「
天
人

に

よ
る
秘
曲
伝
授
」

の
神
秘

性
が
眼
目
に
な

っ
て
お

り
、
摩
詞
不
思
議
な
事
件
を

記
述
す

る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
天
人
が
音
楽

の

名
手

の
前

に
現
れ
、
秘
曲
を
伝
授

す
る
こ
と
で
話

は
完
結
す

る
。

と

こ
ろ
が
、
物
語

の
秘
曲
伝
授

の
場
合

は
そ
れ
だ
け
に
と
ど

ま
ら
な

い
。
『
夜

の
寝
覚
』
と
同
じ
く
、
秘
曲
伝
授
と
天
人
予
言
を
も

つ
物

語
に

『
宇
津
保
物
語
』

が
あ

る
が
、

を
き
て

あ
め

し
た

ひ

ぞ
う

(15
)

天

の
掟
あ
り

て
、
天

の
ド

に
琴
弾

き

て
族

た

つ
べ
き
人

に
な
む
あ
り
け

る

(俊
蔭

14
頁
)

と
い
う
、
天
女
が
俊
蔭

に
与
え
た
予

言
に
は
俊
蔭

一
族

の
栄
達

が
示

さ
れ

て
い

る
。
実
際
、
秘
曲

は
俊
蔭
か
ら
俊
蔭
女
、
仲
忠
、
犬
宮

と
伝
承
さ
れ
、
同
時

に
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一
族

の
繁
栄
が
進
行

し

て
い
く
○

だ
が
、
俊
蔭

の
伝
授
し
た
秘
曲
が
帝

に
直
接

伝
え
ら
れ
る

こ
と
は
な
か

っ
た
。

む
し
ろ
、
東
宮

の
琴

の
師
と
な

っ
て
秘
曲
を

残
ら
ず
伝
授
す
る

べ
く
帝

か
ら
命

じ
ら
れ
た
時
、
俊
蔭

は
、
「
無
礼

の
罪

に
は
当

た
る
と
も
、

こ
の
こ
と
は
ま
ね
び
仕

う
ま

つ
ら
じ
」
と
奏
上
し

て
官
界
を
去

っ

て
い
る
。
以
後
、
俊
蔭

は
不
遇
の
う
ち

に
世
を
去

り
、
予
言

の
ご
と
く

一
族

の

栄
達
を
見
る

の
は
、

は
る
か
に
物
語
末

の
楼
上
下
巻
を
待
た
ね
ば
な
ら
な

い
。

一
族

の
栄
誉
が
回
復

す
る
の
は
、
俊
蔭

か
ら
伝
え
ら
れ
た
秘
曲
を
犬
宮
が
披
露

す
る
場

面

で
あ
り
、

し
か
も
そ
の
折

に
、
嵯
峨

・
朱
雀
両
院

の
御
幸
が
行
な
わ

れ

て
い
る

こ
と
は
、
天
人

の
秘
曲
を
伝
承
す

る
こ
と
が
、

一
族

の
皇
統

接
近

を

も
た
ら
し
、
栄
華
を
手
中

に
収
め

る
た
め
の
重
要
な

「
仕
掛
け
」
と
し

て
機
能

し

て
い
る

の
を
示
し
て
い
る
と
言
え

よ
う
。

こ
こ
で
は
天
人
か
ら
秘
曲

が
伝
授

さ
れ
る

こ
と
よ
り
も
、
代

々
の
伝
授

に
よ
る
栄
達
が
中
心

に
な

っ
て
い
る

の
で

あ

っ
て
、
物

語
と
説
話

に
お
け
る
秘
曲
伝
授

の
意
味

の
相
違
は

こ
の
点

に
あ
る

の
で
あ
る
。

『夜

の
寝
覚
』

の
天
人
予
言
と
秘
曲

の
伝
承
も
、
栄
華

に
至
る

「仕
掛

け
」

と
し

て
解
釈

で
き
な

い
だ

ろ
う
か
。
帝

へ
の
伝
授
そ
の
も
の
が
目
的

で
な
く
、

帝

へ
伝
授
す

る
よ
う
な
栄
華
が

一
族

に
訪
れ
る

こ
と
に
重
点

が
あ
る
と
見

る
の

で
あ
る
。

秘
曲
を

「国
王
ま

で
伝

へ
た

て
ま

つ
り
た
ま
ふ
ば
か
り
」

と
い
う
予
言
を
与

え
ら
れ
た
中
君

自
身

は
、

准
后

に
は
な

っ
た
が
入
内

・
立

后
す

る
こ
と
は
な

く
、
臣
下

の
身
分
を
出
る

こ
と
は
な
か

っ
た
。

し
か
し
、

そ
れ

で
第

一
の
予
言

が
霧
消
し
た
訳

で
は
な

い
。
中
君
に
は
養

女
を
含
め
五
人

の
子
が
あ

る
が
、
そ

の
中

で
音
楽

の
才
能
が
描
か
れ

て
い
る

の
は
石
山
姫
だ
け

で
あ

る
。
石
山
姫
は

母
中
君
や
祖
父
入
道
か
ら
教

え
を
受

け
、

そ
の
結
果
、
石
山
姫

の
楽
才
は
、

た
だ
今

の
折

に
あ
は
せ
て
弾

き
た
ま

へ
る
、
す

べ
て
十
余

の
人

の
琴

の
音

と
も
聞
え
ず
、

上
手

め
き

お
も

し
ろ
き

こ
と
限
り
な
し
。

(中
略
)

こ
れ

は
、
い
と

お
も
し

ろ
く
美

々
し
く
、
そ
ぞ
ろ
さ
む
く
上
手
め

か
し
き

こ
と
、

今

か
ら
す
ぐ
れ

た
ま

へ
る
に

(五
=

鵬
)

と
、
秘
曲
伝
承
者

た
る
べ
き
資
質
を
も

つ
者
と
し

て
、
他

の
子

た
ち
と

は
明
ら

か
に
区
別

し
て
描
か
れ

て
い
る
。
中
君

の
秘
曲
伝
承
者

と
し
て
の
楽
才

は
、
石

山
姫

に
引
き
継

が
れ

た
の
で
あ

っ
て
、
「
国
王
ま
で
伝

へ
」

る
と

い
う
予
言

は
、

石
山
姫

へ
と
引
き
継
が
れ

て
い
る

の
で
は
な

い
か
。
石
山
姫

に

つ
い
て
は
、

た
だ

う
ち
見

る
よ
り
際
も
な
き
人

の
生
先
、

そ
の
道
な

ら
ぬ
大
和
相
を
お

ほ
せ
て
、
上
な
き
位
を
極
め
た
ま
は
む

こ
と
、
な

に
の
疑

ひ
あ

べ
う
も
あ

ら
ぬ
人

の
も

の
し
た
ま

ひ
け
る
。

(
五
i

鰯
)

と
将
来
后
位

に

つ
く

こ
と
が
暗
示
さ
れ
、
事
実
、
『無
名
草
子
』
や

『
風
葉
和
歌

集
』

に
拠
れ
ば
、
東
宮
妃
と
し

て
入
内

し
、

や
が
て
中
宮
と
な

っ
た

こ
と
が
知

ら
れ

る
。
天
人

の
秘
曲
伝
承
者
が
后
位

に

つ
く
、

こ
こ
に

「
国
王
ま

で
伝

へ
た

て
ま

つ
り
た
ま
ふ
ば
か
り
」
と
あ

っ
た
第

一
の
予
言

の
実
現
を
見

て
よ

い
の
で

は
な
か

ろ
う
か
。

『
宇
津
保
物
語
』

で
は
音
楽

の
伝

承
が

一
族

に
栄
華
を
も
た
ら
す
仕
掛
け

で

あ
り
、
『
源
氏
物
語
』
で
も
音
楽
伝
承

が
明
石

一
族

の
栄
達

に
大
き
く
関
与
し

て

い
る
。
特

に
後
者

は
、
伝
承
者

で
あ
る
明
石
姫

が
中
宮
と
な

る
構
図
が
、
『
夜

の

寝
覚
」
と
同

一
で
あ

っ
て
、

こ
れ
ら
は
音
楽
伝
承
潭
と
し

て
の
性
格

を
備

え

て

(16
)

い
る
。
音
楽
は

一
族

の
栄
達

・
皇
統
接
近
と
深
く
関
わ

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

そ
う
言
え
ば
、
『
夜

の
寝
覚
』
に
於

い
て
、
天
人
か
ら
習
得
し
た
琵
琶

が
弾

か

れ
る

の
は
極

め

て
限

ら
れ
て
お
り
、
わ
ず
か
二
箇
所

に
過
ぎ
な
い
が
、

い
ず

れ

も
帝

・
皇
統

と
関
係
が
あ

る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

一
箇
所

は
中

間
欠
巻
部
内

で

の

こ
と

で
、
改
作
本

に
よ
る
と
、
嵯
峨
野

の
花
見
に
出
か
け
た
宮
中
将

が
偶
然

中
君

の
弾
く
琵
琶
を
聞
く
。
す

っ
か
り
魅
了
さ
れ
た
宮
中
将

は
、
後

日

「
天

の
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楽

に
や
と
耳
と
ど
ま
り
て
」

と
帝

に
伝
奏
す

る
が
、

こ
れ
が
以
後

の
帝

の
中
君

恋
慕

へ
繋

が

っ
て
い
く
。

『夜

の
寝
覚
』
後
半

の
帝
と
中
君

の
物

語
の
発
端

は
、

天
人

の
伝
え
た
琵
琶

な
の
で
あ

る
。
中
君
が
琵
琶
を
弾
く

の
は
も
う

一
箇
所
、

現
存
本
末
尾

に
あ

る
。
広
沢
か
ら

の
帰
京
を
前

に
、
入
道

・
石
山
姫

・
ま
さ
こ

の
居
る
場

で
中
君

は
琵
琶
を
弾
く
。
全
く

の
私
宴

で
あ
り
帝

・
皇
統

と
は
無
縁

の
よ
う
だ

が
、

こ
の
場

に
後

に
中
宮
と
な
る
石
山
姫

が
臨
席
し

て
琵
琶
を
聴
く

こ
と
は
、
「
国
王
ま

で
」
伝

え
る
こ
と
と
金
く
関
係
が
な
い
と
は
言

え
な
い
。
こ

の
折

の
中
君

の
琵
琶
は

「
お
ん
じ
や
う
が
く
」

と
形
容

さ
れ

て
い
る
が
、

こ
の

(
17
)

語

は
天
人

の
秘
曲
を
意
味
す
る
も
の

で
あ
る
。

一
方
、
石
山
姫

は
こ
の
場
面

で

そ
の
楽
才
が
述

べ
ら
れ

て
お
り
、
秘
曲
伝
承
者

と
し

て
秘
伝

の
琴
を
祖
父
入
道

か
ら
贈
ら
れ
る
。
伝

承
者

の
資
質

を
備

え
る
石
山
姫
が
、
母

の
伝
え
る
天
人

の

秘
曲
を

聞
く
場
面

で
あ
り
、
秘
曲

伝
授

の

一
繭
と
見

て
さ
し

つ
か
え
あ

る
ま

壌

以
後
石
山
姫

の
入
内

・
立
后

に
よ
り
、
天
人

の
秘
曲
は

「
国
王
」

に
限
り

な
く
接
近
し

て
い
く

の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
『
夜

の
寝
覚
』
の
秘
曲
を

「
国
王
ま
で
伝

へ
た

て

ま

つ
る
」
と
い
う
第

一
の
予

廿、口は
、
中
君
自
ら
が
帝

に
伝

授
す
る
の
で
は
な
く
、

中
君

の
子
孫

が
秘
曲
伝
承

の
果

て
に
皇
統

に
接
近
す
る

こ
と
だ
と
解
釈

で
き
る

と
思

わ
れ
る
。
具
体
的

に
は
、
秘
曲
伝
承
者

で
あ
る
石
山
姫

の
立
后

に
よ

っ
て

国
王

へ
の
伝
授

は
な

さ
れ
た
と
言

っ
て
よ

い
の
で
あ
る
。
天
人

の
予
言
と
秘
曲

は
、
中
君

一
族

の
栄
達
を
推

進
し
て
い
く
た
め
の

「
仕
掛

け
」
な
の
で
あ

っ
て
、

物

語

の
終
末

に

一
族

の
繁

栄

が
訪

れ

る
ま

で
機
能

し

つ
づ
け

て
い
る
。

つ
ま

り
、
第

一
の
予
言

は
物
語

の
終
末
ま

で
構
想

の
中

心
と
し
て
効
力
を
失
な

っ
て

い
な
い
と
言
う

こ
と

に
な
る
○

第

二
の
天
人
予
、ゴ一口は
、
第

一
の
予

言
の
翌
年
、
約
束

ど
お
り
天
人
が
現
れ

て

秘
曲

を
伝
授
し
、

あ

は
れ
、
あ
た
ら
人

の
、

い
た
く
も

の
を
思
ひ
、
心

を
乱

し
た
ま
ふ
べ
き

宿
世

の
お
は
す
る
か
な

二

ー

44
)

と
告
げ

る
。

こ
れ
は
巻
四

に
あ
る
、

つ
く
づ
く
と
お
ぼ
し

つ
づ
く
る
夜
な
夜
な
、
「
さ
る
は
、
面
な
れ

て
、
さ
す

が

に
度
ご
と

に
、
い
み
じ
う
心

の
乱

る
る
こ
そ
は
、
か

の
十
五
夜

の
夢

に
、

天

つ
乙
女
の
教

へ
し
さ
ま
の
、
か
な

ふ
な
り
け
れ
」
と
お
ぼ
し
い
つ
る
ぞ

(四
t

鯛
)

と

い
う
中

君
の
回
想

に
よ

っ
て
受
け
ら
れ

て
お
り
、
第
二

の
予

言
は
構
想

と
し

て
存
続

し
て
い
る
こ
と

が
知
ら
れ

る
。
実
際
、
中
納
言

と

の
意
外

な
契

り
、
帝

の
執
拗
な
求
愛
、
意

の
進
ま

ぬ
老
関
白
と

の
結
婚

な
ど
、
中
君

の
不
如
意

の
生

涯
は
全
篇

に
わ
た

っ
て
い
る
た
め
、
従
来
も
中
君
の
不
幸
を
述

べ
た
第

二
の
予

言

は
、
作
品

の
構

想
を
示
す
も
の
と
し
て
重
視

さ
れ

て
き
た
。
『夜

の
寝
覚
』
は

第

二
の
予
謡

に
あ

る
ご
と
く
、
不
幸

に
沈
む
中
君

の
姿

・
心
理
を
描
く

こ
と
が

主
題
だ
ζ

.昌
う

の
で
あ
る
。

し

か
し
な

が
ら
、

悲
運

の
女
主
人
公

の
心
理
を

腕

々
と
綴

っ
て
い
く

こ
と

が
、
物
語

の
目
的

・
主
題
と
な
る

こ
と
が
可
能

で
あ

っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
た
し

か
に

『
夜

の
寝
覚
」
は
中
君

の
不
幸

が
基

調
に
な

っ
て
い
る
が
、
主
人
公
が
不

幸

の
ま
ま

に
終
始
す
る
物

語
が
か

っ
て
存
在

し
た
か
。

そ
れ
が

『
夜

の
寝
覚
』

の
新
奇
さ
だ
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
当
時

の
物
語

の
中

に
あ

つ
て

『
夜

の

寝
覚
』
だ
け
が
、
主
人
公
の
心

理
描
写

と
い
う
点

で
飛
躍
的

に
新
し
さ
を
獲
得

で
き
た
と
す
る

の
は
、

い
か

に
も
不
自
然

で
あ
ろ
う
。
主
人
公
が
辛
酸
を
嘗
め

つ
く
し
た
あ
と
、
幸
福

に
至
る
か
、
あ

る
い
は
幸
福

の
実
現
を
確
実

に
し
た
時

点

で
終
結
す
る

の
が
、
物

語
本
来

の
姿

で
あ

る
。
幸
福

は
最
後

の
到
達
点

で
あ

り
、
物
語

の
ほ
と
ん
ど
は
そ
こ
に
至

る
ま
で
の
不
如
意
な
状
況
を
描
く

こ
と

に

充

て
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
『夜

の
寝
覚
』
に
語
ら
れ

る
中
君

の
不
幸
も
、
主
人
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公
と
し

て
み
れ
ば

こ
と
さ
ら
珍

し
い
も
の
で
は
な

い
こ
と

に
な
る
。

一
組

の
男

女

の
物
語

で
、

そ
れ
が
い
か
に

「心

づ
く
し
」
な
も

の
で
あ
る
か
を
述

べ
る
冒

頭
を
持
ち
、

そ
れ
に
従

っ
た
苦
難
を
描
き
、

か

つ
終
末

に

一
族

の
栄
達
を
見
る

こ
の
物

語
は
、
物
語
本
来

の
性
質
を

そ

っ
く

り
備
え

て
い
る

の
で
あ
る
。

中

君
が
不
幸

な
生
涯
を
送

る
で
あ

ろ
う
と

い
う
第
.
一
の
予
言
は
、
な
る
ほ
ど

物

語

の
構
想

と
な

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が

『
夜

の
寝
覚
』
の
す

べ
て
で
は
な
い
。

こ
れ
ま
で
は
構
想
か

ら
欠
落
し

た
と
し

て
軽
視
さ
れ

て
き
た
、
秘
曲

を
国
王

ま

で
伝

え
る
と

い
う
第

一
の
予
言
も
、
構
想
上

の
重
要
さ
か
ら
言

え
ば
、
第

二
の

予
、ゴ
ロ
に
劣
ら
な

い
の
で
あ

る
。
中
君

の
不
幸
な
生
涯
を
描

い

て
そ
の
心

理
を
克

明

に
記
す

こ
と
が
主
題

で
あ
る
と
す
る

の
は
、
あ
ま
り
に
近
代
的

な
感
覚

に
よ

る
解
釈

で
は
な
か

ろ
う
か
。

四

中
君

の
不
幸
を
描

い
た
作
品
だ
と
い
う
立
場

を

一
旦
棄
捨
す

る
と
、
主
人
公

が
幸
福
を
手

に
す
る
よ
う
な
要
素

を
、
『夜

の
寝
覚
』
も
ま
た
含
ん

で
い
る

こ
と

が
見
え

て
く
る
。

ま
ず
第

㎜
に
挙

ぐ

べ
き
は
、
登
場
人
物
達

の
最
終
官
位

で
あ
ろ
う
。
人
名
を

物
語

の
最
終
官
位

で
示

す

『風
葉
和
歌
集
』

に
拠

る
と
、
中
君
は
准
后
、
中
納

言
は
関
白

、
石
山
姫

は
中
宮

な
ど
と
な

っ
て
い
る
。
老
関
白

の
次
女

で
、
尚
侍

と
な

っ
て
い
た
中

君
の
養
女

は
皇
子
を
産

ん
で
い
た
が
、
『
無
名
草

子
』
に
拠

る

と
そ
の
皇

子
は
東
宮
と
な

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
中

君
と
中

納
言

は
中
宮

の

父
母
、
東
宮

の
祖
父
母
と
し

て
、
ゆ
る
ぎ
な

い
地
位
を
獲
得

し
て
い
る
が
、

こ

う
し
た
栄
達

は
散
逸
末
尾

に
入

っ
て
突
然
始
ま
る

の
で
は
な
い
。
既

に
現
存
本

末
尾

の
司
召

で
も
、
「
た
だ

こ
の
御
ゆ
か
り

の

一
筋

の
、
世

の
道
理
も
消
ち

て
喜

び
栄
え
た
る
さ
ま
」
(五
「
脳
)
と
、

一
門

の
高
官
独
占

が
語
ら
れ

て
い
る
。
勢

力

た
る
や
並

ぶ
も

の
な
く
、
朱
雀
院

で
さ
え
、

帝

す

ら
大
臣

の
ま
ま

に
お

は
す
。
代
も
去
り
に
た
り
。
逆

へ
言

ふ
べ
き
か

た
な
き

こ
と
な
り
。

(五
「

臨
)

と
諦
め

る
次
第

で
あ

っ
た
。
少
な
く
と
も
世

間
的
境
遇

か
ら
は
、
中
君
が
不
如

意

の
ま

ま
で
済

ん
で
し
ま
う

こ
と
に
は
な

っ
て
い
な

い
の
で
あ

る
。

右

の
よ
う
な
事
実

に

つ
い
て
、
官
位

と
い
う
表
面
的
な
所

で
は
幸
福

で
あ

っ

て
も
、
中
君

の
心
情
は
な
お
不
幸

だ

っ
た
と
す

る
反
論
も
あ

る
だ
ろ
う
。
そ

こ

で
第
二

に
、
中
君
と
中

納
言

と
が
睦

び
合

う
姿
が
描
か
れ

る
よ
う

に
な

っ
て
く

る
こ
と
を
挙
げ

て
お

こ
う
。

二
人

の
逢
瀬

が
な
ご
や
か
な
調
子
を
帯
び

て
く
る

の
は
、
中
君
が
無
理
や
り
帝

と
対
面

さ
せ
ら
れ
、
や

っ
と

の
こ
と

で
窮
地

を
脱

し

て
以
降

で
あ
る
。

十
年
ぶ
り

の
逢
瀬

で
は
、

め
づ
ら
し
く
あ
は
れ
に
、
夢

の
心
地
す

る
に
も
、
忍
び
が
た
う
涙

の
こ
ぼ

れ

つ
つ
、
秋

の
夜

だ
に
人
が
ら
な

る
も

の
な
れ
ば
、
ま

い
て
、
春

の
夜

の

短

さ
は
、

ま
ど
ろ
む

ほ
ど
な
く
明
け

ぬ
る
な
め
り
。
(
三
ー
脇
)

と
歓
喜

す
る
中
納
言言
だ

が
、

こ
れ
が
中
納
言
だ
け

の

一
方

的
な
喜
び

で
な

い
こ

と
は
、
中
君

が
帝

の

一
件
を
告
白
し
、
中
納
言
を

「心
浅

う
も

は
べ
ら
ざ

り

つ

る
も

の
を
」
と
頼

り
に
し

て
い
る

こ
と
か
ら
も
知

ら
れ
る
。
逢
瀬

の
尽
き

ぬ
喜

び
が
、
「
春

の
夜

の
短
さ
」
な

の
で
あ
ろ
う
。

中
君
が
中
納
言

の
屋
敷

へ
移
り
住
ん

で
、
世
間
的

に
も

二
人

の
仲
が
認
め
ら

れ

て
以
後

は
、
さ
ら

に
こ
う
し
た
場
面

が
増

し
て
く

る
。
今
ま

で
の
中
君

の

つ

れ
な
さ
を
責
め
る
中
納
言

に
対

し
、
中
君

は
、

「
な
ど
、
か
く
我
が
御
方

ざ
ま
に
の
み
は
。
誰
が

つ
ら
か
り
け
る
乱
れ

に

か
は
」
と
言
ひ
出

で
た
ま

へ
る
を
、
「
い
か
に
、
い
か

に
」
と
、
せ
め

て
問
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は
れ

て
、
「
い
な

や
、
旅
寝

の
夢
を
思

ひ
あ
は
す
る
ま

で
は
ひ
と
り
あ
ら
む

と
お
ぼ
さ
ざ

り
け
る
浅
さ

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
り
け
る
乱

れ
と
こ
そ
お
ぼ
ゆ

れ
」
と

う
ち
笑

み
て
、
う
ら
も
な
く
言

ひ
出

で
た
ま
ひ
た
る
な

つ
か
し

さ

に
、
我
も
笑
ま
れ

て

(五
「

謝
)

と
恨

み
返
す
。
九
条

で
相
手

の
素

姓
も
知
ら
ぬ
ま
ま
に
契

り
を
結

ん
だ
後
、

そ

れ
を
明
ら
め
も
せ
ず

に
他

の
女
と
結
婚

し
た
中
納
言
を
責
め

て
い
る
が
、

こ
の

部
分

に
関
し

て
鈴
木

一
雄
氏

は
、
「寝
覚

の
上

は
初
め

て
女
と
し

て
恨
む
」
と
指

(19
)

摘
す
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
で
あ

ろ
う
。

も
う
二
例

だ
け
挙
げ

る
。
女

一
宮

の
所

へ
心
な
ら
ず
も
出
か
け

て
ゆ
く
中
納

言

に
む
か

っ
て
、
中
君

は

「泣
く

に
し
と

ま
る
も

の
な
ら
ば
」
(五
ー

魏
)
と
詠

み
か
け
る
が
、

こ
れ
も
以
前

に
は
な
か

っ
た
女
と
し

て
の
中

君

の
心
情

を
あ
ら

わ
し

て
い
る
。

ま
た
、
帝

の
手
紙
を
詰
問
す
る
中
納
言

に
、

「
あ
め
り
し
か
ど
、

い
さ
、
見

ず
な
り
に
け

り
」
と
と
り
あ
わ
な

い
風
な
が
ら
、

ま
だ
結

ば
れ
た
ま

ま
の
、
目
を
通
し

て
な

い
帝

の
手

紙
を
渡

し

て
見
せ
る

(五
ー

臓
)
。
こ
う
し
た

中
君

の
行
為

は
、
恋
愛
関
係

に
あ
る
男
女

の
あ

い
だ

の
、

ご
く
普
通

の
情
景
と

み
て
さ
し

つ
か

え
な

い
と
思
わ
れ
る
。

冗
長

に
な
る
の
で
す

べ
て
の
場
面
は
列
記
し
な
い
が
、
今
例

示
し

た
よ
う
な

中
君

の
姿

に
、
中
納
言
と

の
仲
を
見
切
り
、
人
生

を
諦

め
て
し
ま

っ
た
姿

は
見

(
20
)

え

て
来
な

い
。
特

に
巻
五

に
入

っ
て
か
ら
は
、
中

君
と
中
納
言

が
男
女
と

し
て

う
ち

と
け
た
や
り
と
り
を
す
る

こ
と
が
多
く
な
る
の
で
あ

っ
て
、

二
人

の
仲

は

そ
れ
以
前

よ
り
円
滑

に
い

っ
て
い
る
。
『
夜

の
寝
覚
』
は
少

し
ず

つ
終
末

の
大
団

円

に
向
か

っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五

最
後

に
、
物
語
が
幸
福
な
結
末

へ
と
進

み

つ
つ
あ

る
こ
と
を
作
中
和
歌

の
面

か
ら
検
討
し

て
み
よ
う
。

物
語

の
作
中
和

歌
に

つ
い
て
は
、
唱
和
歌

・
贈
答
歌

・
独
詠
歌
と

い
う
分
類

(21
)

が

一
般

に
行
な
わ
れ

て
い
る
が
、
『
夜

の
寝
覚
』
の
和
歌
を

こ
れ

に
従

っ
て
分
類

す
る
と
、

現
存
本
中

に
見

え
る
全
七
十
五
首

の
う
ち
、

中
君

の
独
詠
歌

八
首

中
納
言

の
独
詠
歌

六
首

中
納
言

の
贈
歌

(中
君

の
答
歌
な
し
)

六
首

中
君
と
中
納
言

の
贈
答
歌

十

四
首

の
計

三
十

四
首
が
中
君
と
中
納
号.口
に
関
係

し

て
い
る
。
右

の
数
値
を
見

て
意
外

な

の
は
、
中
君

の
独
詠
歌

の
少
な
さ

で
あ
る
。
独
詠
歌

の
表
現
性

に

つ
い
て
は
、

物
語

で
は
特

に
作
中
人
物

の
他
者

と
分

か
ち

が
た
い
憂
悶

や
感
懐
を
表
現

す

る
方
法
と
し

て
効

果
的

で
あ
る
が
、
初
期
物
語

に
く
ら

べ
、
源
氏
物
語

を
境
と
し

て
急
増
し
、
主
人

公
な
い
し
は
そ
れ

に
準
ず
る
人
物
が
、
周
囲

へ
の
疎
外
感
や
憂
悶

を
抱

く
内
面
的
人
間
と
し

て
造
型
さ
れ

て
い
る

こ
と

(
22
)

と
見
合
う
。

と

い

っ
た
も

の
が

一
般

に
二一.口
わ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
女
性

の
不
幸

な
生

涯

を
通
じ
、
そ

の
内
面

ま

で
を
描
写

し
て
い
る
作
品
と
従
来
言
わ
れ

て
き
た

『夜

の
寝
覚
』

の
主
人
公
中
君

は
、

ま
さ
に
独
詠
歌
を
詠
む

に
ふ
さ
わ
し

い
人
物

の

は
ず

で
あ
る
。
宇
治
十
帖

の
心
理
世
界
を
継
承
し
、
次
第

に
現
世

へ
の
諦
念

に

支
配
さ
れ

て
い
く
中
君
だ

と
す
れ
ば
、
巻
次

の
進
む

に

つ
れ

て
独
詠
歌

は
増
加

(23
)

す
る

の
が
当
然

だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
実
際

の
独
詠
歌

の
分
布
は
、

巻

一

①

(
44
)

巻
二

⑳

(
122
)

・
⑱

(謝
)

・
⑳

(劉
)

巻

四

⑮

(
414
)

・
⑰

(鰯
)

・
⑳

(鰯
)
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巻
五

⑲

(750
)

で
あ

り
、
心
理
描
写
が
増
加
し
、
中

君

の
諦
念

が
深
化
す

る
と
言
わ
れ
る
巻
三

以
降

で
も
増
加
せ
ず
、
巻
五

に
至

っ
て
は

一
首

し
か
な

い
。

こ
れ

に
対
し
、
中

君
と
中
納
言

の
贈
答
歌
は
、

巻

二

⑳
⑳

(8
∩Uり

∩ノ臼∩ノ自

∩ソ勧∩/臼)

巻
三

⑭
⑮

(852
)

巻

四

⑱
⑭

(283
)

巻
五

⑭
⑮

(950
)

・
⑯
⑰

(
珈
鵬
)

・
⑱
⑲

(脚
)

・
⑭
⑮

(獅
)

と
巻

三
以
降

に
六
組
あ
り
、
特
に
巻
五

へ
の
集
中

が
甚
し

い
。
独
詠
歌

の
漸
減

と
贈
答
歌

の
急
増

は
、
物
語
が
次
第

に
幸
福

な
要
素
を
も
ち

は
じ
め

て
い
る

こ

と
を
現
し

て
い
る

の
で
は
な

い
か
。
中

君
と
中
納
言

の
関
係

は
、
円
満
な
方
向

へ
と
移
行
し

て
い
る
と
言
え
よ
う
。

浮
舟

は

『
源
氏
物
語
』
全
七
百
九
十

五
首

の
う
ち

二
十
六
首
を
詠
ん

で
い
る

(25
)

が
、
独
詠
歌
は
十

一
首

に
及
び
、

そ
の
九
首

ま
で
が
手
習
巻

に
あ
る
。
欝
屈
た

る
浮
舟

の
想

い
は

一
連

の
独
詠
歌

に
託
さ
れ
て
お
り
、
「
手
習
君
」
な
る
呼
称
が

彼
女

の
境
涯
を
端
的

に
示
し

て
い
る
。
ま
た
、
『狭
衣
物
語
』
全

二
百
十
四
首

の

(26
)

う
ち
、
独
詠
歌
は
百
十
首

、
狭
衣
大
将

の
独
詠
歌

は
七
十
五
首
を
占
め
る
.

最

後
ま

で
飽
く

こ
と
な
き
想

い
を
抱

い
て
彷
径
す

る
彼
も
ま
た
、
晴
れ
や
ら
ぬ
心

情
を
独
詠
歌

の
う
ち
に
吐

露
し

つ
づ

け
る
。

浮
舟
や
狭
衣
大
将

と
比
較

す
る
と
、
『夜

の
寝
覚
』
の
中
君
は
独
詠
歌

の
詠
者

と
し

て
は
随
分
違

っ
て
い
る
。
和
歌

の
面
か

ら
見
れ
ば
、
中
納
言
と

の
贈
答
歌

を
多
く
も

つ
中
君
は
、
現
世
を
諦
め
、

一
人
悶

々
と
憂

い
に
沈
ん

で
い
る
と
は

言
え
な
い

で
あ
ろ
う
。
不
幸
な
境
涯

の
中

に
あ
り
な
が
ら
も
、
中

君
は
決

し
て

閉
塞
し
た
状

況
の
中

に
い
る
の
で
は
な

い
。
娘

の
立
后
、
孫

の
立
太

子
と
い
う

幸

福
な
結
末

を
遥
か

に
望

み
な
が
ら
、
中
君
と
中
納
・再
の
仲
は
好
転

し

つ
つ
あ

る

の

で
あ

っ
た
。

山
ノ、

 

『夜

の
寝
覚
』

は
、
女
性

の
不
如
意
な
生
涯
を
語
る
主
題
小
説
と
し

て
、
ま

た
、
現
世

の
不
幸

の
中

で
自
身

の
心
を
見

つ
め
る
女
性

の
内
面

を
描
く
心
理
小

説

と
し
て
解
釈

さ
れ
、
評
価
さ
れ

て
き
た
。
そ
れ
は
起
筆
部
分

に
あ

る

「心
づ

く
し
な
る
」
契

り
、
現
存
本
末
尾

の

「
夜

の
寝
覚
絶

ゆ
る
よ
な
く
と

そ
」
、
あ

る
」

い
は

「
い
た
く
も

の
を
思

ひ
、
心
を
み
だ
し
た
ま
ふ

べ
き
宿
世
」

と
い
う
第

二

の
予
言

な
ど
の
辞
句

に
負
う
と

こ
ろ
が
多
か

っ
た
。

し
か
し
、
従
来
構
想
と

は
無
関
係

で
あ
る
と
さ
れ

て
い
た

「国
王
ま

で
伝

へ

た

て
ま

つ
り
た
ま
ふ
ば
か

り
」
と

い
う
第

一
の
予
言

は
、
子
孫

へ
の
音
楽
伝
承

の
結

果
、
秘
曲
伝
承
者
た

る
石
山
姫

の
立
后

に
よ
り
実

現
し
て
い
る
の
で
あ

っ

た
。
第

一
の
予
言

が
物
語
終
結
ま

で
構
想
と
し

て
存
続

し

て
い
た
と
い
う

こ
と

は
、
必
然
的

に
、
『夜

の
寝
覚
』
が

一
門

の
栄
達
を
予
示
す
る
第

一
の
予

言
の
も

つ
幸
福

な
性
格
を
失
な

っ
て
い
な

い
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。

こ
う
し

た
性
格

は
こ
れ
ま
で
ほ
と

ん
ど
顧

み
ら
れ
る

こ
と
が
な
か

っ
た
が
、
物
語
を
丹
念

に
た

ど
れ
ば
容
易

に
窺
う

こ
と
が

で
き
る
。
巻
三

・
四

・
五
に
お
け
る
中
君
と
中
納

言

の
男
女

と
し

て
睦
び
あ
う
場
面

の
数
々
、
あ
る
い
は
中
君

の
独
詠
歌
が
減
少

し
、
中
君

と
中
納
言

の
贈
答
歌
が
増
加
し

て
く
る
こ
と
な
ど

は
、
物
語
が
幸
福

な
結
末

へ
向
か

い

つ
つ
あ
る
こ
と
を
裏
付
け

て
い
る
と
思

わ
れ
る
。

『
夜

の
寝

覚
』

に
は
、
悲
運

に
沈
む
中
君

の
姿

ば
か
り

で
な
く
、
中
君

一
族
が
幸
福
な
栄

華

へ
向
か

う
さ
ま
も
併
せ

て
描
か
れ

て
い
る
。
物
語

の
典
型

で
あ

る
、
苦
難
を

克
服
し

た
主
人
公
が
幸
福

に
な
る
と
い
う
型
を
、

『
夜

の
寝
覚
』

は
備
え

て
い

て
、
そ
れ
は
既
に
、
冒
頭

に
置
か
れ
た
、
「国
王
ま

で
伝

へ
た

て
ま

つ
り
た
ま
ふ
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ば
か
り
」
と

い
う
第

一
の
予
言

で
示

さ
れ

て
い
た
の
で
あ

る
。

〈
注

〉

(1
)
『夜

の
寝
覚
』

の
本
文
は
、
小
学
館

日
本
古
典
文
学
全
集

『夜
の
寝
覚
』

に
拠

り
、

巻
数

と
頁
を
括
弧
内

に
示
す
。
以
下
同
じ
。

(2
)
阪
倉
篤
義
氏

日
本
古
典
文
学
大
系

『
夜

の
寝
覚
』

解
説
。

(3
)
『
無
名
草
子
』

の
本
文

は
、
新
潮

日
本
古
典
集
成

『無
名
草
子
』

に
拠
る
。

(
4
)
野

口
元
大
氏

「夜

の
ね
ざ

め
の
主
題
と
構
造

(上
)」

(「文
学
」
昭

42

・
4
)

(
5
)
永
井
和
子
氏

「寝
覚
物
語
の

「中
君
」
」
(『源
氏
物
語
を
中
心
と
し
た
論
考
』

昭

52

笠
間
書
院
)

阪
倉
氏

(2
)
は
、
「
第
三
部

に
描
か
れ
た
寝
覚
上
と

は
、
ま
る

で
別
人

の
感
を
与
え
る
も

の
」
と
す
る
。

(
6
)
『枕
草
子
』
を
例
に
と
れ
ば
、
「物

語
す
る
に
、
さ
し
出

で
し

て
我

ひ
と
り
さ

い
ま
く

る
者
。
す

べ
て
さ
し

い
で
は
、
わ
ら
は
も

お
と
な
も

い
と

に
く
し
」
(岩
波
書
店

日

本
古
典
文
学
大
系

『枕
草
子
』
二
十
八
段
)
や
、
村
上
天
皇
御
前

で
の
宣
耀
殿
女
御

の

奥
ゆ
か
し
さ

(同
二
十

三
段
)
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

(
7
)
『無
名
草
子
』
の
作
者

の
好
尚

に

つ
い
て
、
桑
原
博
史
氏

は
、
「喜
怒
哀
楽
の
情

の
あ

ら
わ
な
表
現
を

(喜
び
や
楽
し
さ

で
あ

っ
て
も
)
避
け

て
、
平
静
中
庸

で
あ
る

こ
と
を

美
徳
と
考
え

て
い
る
。
」
と
す
る
。

(前
掲

(3
)
書
解
説
)

(
8
)
鈴
木
紀
子
氏

「
「夜

の
寝
覚
」
現
存
本

の
完
結
性
」

(「平
安
文
学
研
究
」
第

五
卜

三
輯

昭
50

・
6
)

(
9
)

大
皇
宮
と
同
様
の
役
割

を
与

え
ら
れ
て
い
る
の
が
女

一
宮

で
、

大
皇
宮
が
女

一
宮

と
中
納
言

の
仲
を
堅
固
に
し
よ
う
と
乗

り
出
す
原
因
と
な

る
だ
け

で
あ
り
、

帝

の
中

君
思
慕
が
物
語

の
中
心
に
な

っ
て
く
る
と
、
表
舞
台
か
ら
退

い
て
し
ま
う
。

(
10
)
野

口
元
大
氏

前
掲

(4
)
に
同
じ
。

(
11
)
永
井
和
子
氏

(
12
)
鈴
木

一
雄
氏

(
13
)
鈴
木

一
雄
氏

(
14
)
鈴
木
弘
道
氏

「
ね
ざ
め

の
構
造
」

(「平
安
文
学
研
究
」

昭

35

・
11
)

前
掲

(1
)
書
解
説
。

前
掲

(1
)
書
猫
頁
頭
注
。

『寝
覚
物
語

の
基
礎
的
研
究
』
(昭

40

塙
書
房
)

(/5
)
『宇
津
保
物
語
』
の
本
文
は
、
『
宇
津
保

物
語

本
文

と
索
引
』
(昭
48

笠
間
書
院
)

に
拠

る
。

(
16
)

こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、

別
稿
を
用
意
し

て
い
る
。

「音
楽
伝
承
課

の
系
譜

『源
氏
物
語
』
明
言石

、
族
か
ら

『夜

の
寝
覚
』

へ
」

(未

発
表
)

(
17
)
前
掲

(16
)
参
照
。

(
18
)
尾
田
敬
子
氏
は
、
「中
君

の
血
縁

に

つ
な
が
る
音
楽

に
す
ぐ
れ
た

一
族
の
今
後

の
繁

栄
を
感
じ
さ
せ
る
場
面

と
な

っ
て
い
る
。
」
と
す

る
。
「散
逸

『巣
守
』
に

つ
い
て
の

一

試
論
」
(「
国
語
国
文
」

昭
59

・
Ⅱ
)

(19
)
鈴
木

一
雄
氏

前
掲

(
1
)
書
膓
頁
。

(20
)
こ
う
し
て
み
る
と
、
現
存
本
末

の

「
こ
の
世
は
、
さ
は
れ
や
…
…
」
と
い
う
記
述

の

方
が
む
し
ろ
唐
突

に
さ
え
感

じ
ら
れ
る
。
中
君

の
出
家
志
向
も
、
「心

の
中

に
す

こ
し

は
思
ふ
こ
と
な
れ
ど
、

あ
ぢ
き
な
く
世
を
厭
ふ
心
も
な
か
り
き
。

心
地

の
苦

し
か
り

し
か
ば
、
な
が
ら

へ
も
や
す
る
と
て
こ
そ
思

ひ
た
ま

へ
寄
り
し
か
」
(
五
ー

魏
)
と
述

べ
ら
れ
て
い
た
。

'

(21
)
森
岡
常
夫
氏

『
源
氏
物

語
の
研
究
』
(昭

23

弘
文
堂
)

鈴
木

一
雄
氏

「
『源

氏
物
語
』

の
文
章
」

(「解
釈

と
鑑
賞
」

昭
44

・
6
)

(22
)
『
和
歌
大
辞
典
』

(昭

61

明
治
書
院
)。
他

に
、
森

岡
常
夫
氏

「
ほ
と
ん
ど
知
的
技

巧
を
伴

は
ぬ
真
情

の
吐
露

で
あ
る
。

更
に
そ
の
多
く
は
主
要
人
物

に
よ

っ
て
詠
ま
れ

て
ゐ
る
」
(前
掲

(2!
)
に
同
じ
)、
後
藤
祥
子
氏

「独
詠

は
は

っ
き
り
と
、
不
幸
者

の

物

で
あ

る
」

(「
独
詠
歌

論
-

詠
嘆

の
変
貌

」

「国
文

目
白
」
七

昭

43

・

5
)
、
森
下
純
昭
氏

「独
詠
歌

の
系
譜

状
況
と

の
関
係

」

(「熊
本
大
学
国
語

国
文
学
研
究
」
五

昭

44

・
12
)
な
ど
。

(23
)
『
夜

の
寝
覚
』

の
和
歌

に
通
し
番
号
を

ふ

っ
て
○
印
内

に
示
す
。
括
弧
内

は
頁
数
。

(
24
)
贈
答

歌
の
増
加

は
物
語

の
幸
福
化
と
直
接

に
は
結
び

つ
か
な
い
か
も
し
れ
な

い
が
、

明

る
い
色
調
を
も

つ
も

の
も
あ
る

の
で
掲
出

し
た
。

(
25
)
数
値
は
小
学
館

日
本
古
典
文
学
全
集

『
源
氏
物
語
』
六

の

「源
氏
物
語
作
中
和
歌

一

覧
」

に
拠

つ
た
。

(
26
)
数
値

は
岩
波
書
店
口
本
占
典
文

学
大
系

『狭
衣
物
語
』

に
拠

っ
て
算
出
し
た
。
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