
｢夢に見ゆ (る)」とうたうことは

序

万
葉
集
に
は
夢
に
関
わ
る
歌
が
百
余
首
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
殆
ど
が
男

（１）

女
の
相
聞
の
歌
で
あ
り
、
ま
た
、
後
期
万
葉
に
偏
在
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。（２）

さ
て
、
そ
の
よ
う
な
歌
の
な
か
で
、
「
夢
に
見
ゆ
（
る
）
」
と
う
た
う
も
の
が

そ
の
多
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
相
手
に
そ
の
姿
が

夢
に
見
え
た
と
う
た
い
か
け
た
り
、
夢
に
見
え
た
こ
と
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
る

感
情
や
行
動
な
ど
に
つ
い
て
う
た
い
か
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
問
答
歌
に
は
「
夢
に
見
え
き
や
」
と
問
い
か
け
る
も
の
が
あ
り
、
「
夢
に

見
ゆ
（
る
）
」
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
恋
歌
の
贈
答
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
い
う
な
ら
ば
、
「
夢
に
見
ゆ
（
る
）
」
と
う
た
う
こ
と
が
夢
に
関
わ

る
歌
の
中
心
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
「
夢
に
見
ゆ
（
る
）
」
と
う
た
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

こ
の
よ
う
に
う
た
う
の
は
ど
こ
に
そ
の
源
流
が
あ
り
、
そ
し
て
歌
が
そ
れ
を
ど

の
よ
う
に
組
承
入
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
万
葉
相
聞
歌
の
一
類
型
と
な
っ
て
い
る
「
夢
に
見
ゆ
（
る
）
」
の

歌
を
め
ぐ
っ
て
考
え
て
ふ
た
い
。

「
夢
に
見
ゆ
言
ご
と
う
た
う
こ
と
は

「
夢
に
見
ゆ
（
る
）
」
と
う
た
う
も
の
の
諸
相
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た

い。こ
れ
ら
の
歌
に
は
、
相
手
が
夢
に
見
え
る
の
は
そ
の
相
手
が
恋
う
か
ら
だ
と

す
る
も
の
と
自
分
が
そ
の
相
手
に
恋
う
か
ら
だ
と
す
る
も
の
と
の
二
通
り
の
う

た
い
方
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

１
我
が
背
子
が
か
く
恋
ふ
れ
こ
そ
ぬ
ぱ
た
ま
の
夢
に
見
え
つ
つ
寝
ね
ら
え
ず

け

れ

（

巻

四

・

奎

む

２
思
ふ
ら
む
そ
の
人
な
れ
や
ぬ
ぱ
た
ま
の
夜
ご
と
に
君
が
夢
に
し
見
ゆ
る

（巻十一・一三究）

３
我
妹
子
が
い
か
に
思
へ
か
い
ぱ
た
ま
の
一
夜
も
落
ち
ず
夢
に
し
見
ゆ
る

（巻十五・昊碧）

こ
れ
ら
は
前
者
の
例
で
あ
る
。
１
は
、
あ
な
た
が
こ
ん
な
に
恋
う
か
ら
こ
そ
夢

に
見
え
て
眠
ら
れ
な
い
の
だ
と
う
た
う
も
の
。
「
夢
に
見
え
つ
つ
寝
ね
ら
え
ず

け
れ
」
は
、
そ
の
よ
う
な
夢
の
会
い
に
よ
っ
て
自
ら
の
心
も
誘
わ
れ
て
ゆ
き
、
（３）

そ
の
た
め
に
眠
ら
れ
な
い
と
い
う
事
情
を
う
た
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
２

は
、
そ
の
姿
が
夢
に
見
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、
自
分
を
思
っ
て
い
る
と
い
う
そ

真

下

厚
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｢夢に見ゆ（る)」とうたうことは

の
人
な
の
か
と
疑
う
。
や
は
り
先
の
よ
う
な
考
え
方
が
前
提
に
あ
る
。
こ
の
歌

で
は
夢
に
見
え
る
人
物
を
「
君
」
と
う
た
う
と
こ
ろ
が
注
意
さ
れ
る
。
後
述
す

る
よ
う
な
、
夢
が
ひ
と
つ
の
真
実
で
あ
る
と
す
る
万
葉
び
と
の
見
方
が
こ
こ
に

も
窺
わ
れ
よ
う
。
３
は
造
新
羅
使
人
歌
の
一
首
で
、
覇
旅
歌
に
属
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
見
た
夢
に
つ
い
て
の
う
た
い
方
は
相
聞
の
恋
歌
と
重
な
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
も
の
に
対
し
て
、

４
朝
柏
潤
八
川
辺
の
篠
の
目
の
偲
ひ
て
寝
れ
ば
夢
に
見
え
け
り（巻十一・一壱話）

５
旅
に
去
に
し
君
し
も
継
ぎ
て
夢
に
見
ゆ
我
が
片
恋
の
繁
け
れ
ば
か
も

（巻十七・二天）

６
荒
磯
ゆ
も
ま
し
て
思
へ
や
玉
の
浦
離
れ
小
島
の
夢
に
し
見
ゆ
る（巻七・三三）

（４）

は
、
後
者
の
例
で
あ
る
。
４
は
、
相
手
に
心
が
強
く
向
か
う
こ
と
に
よ
っ
て
夢

に
見
え
、
夢
の
会
い
が
果
た
さ
れ
た
と
う
た
う
も
の
。
５
は
、
家
持
の
越
中
国

下
向
に
際
し
て
大
伴
坂
上
郎
女
が
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。
叔
母
・
甥
の
間
柄
で
は

あ
る
が
、
歌
の
贈
答
に
お
い
て
は
男
女
の
恋
に
倣
う
こ
と
、
同
性
同
士
の
場
合

と
同
様
で
あ
る
。
【
そ
の
よ
う
に
、
恋
の
贈
答
に
倣
っ
て
「
我
が
片
恋
の
繁
け

れ
ば
こ
そ
」
「
君
し
も
継
ぎ
て
夢
に
見
ゆ
」
と
う
た
う
の
は
、
こ
ち
ら
が
相
手

に
恋
う
ゆ
え
に
夢
に
そ
の
姿
が
見
え
る
と
す
る
捉
え
方
を
前
提
と
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
６
は
巻
七
「
覇
旅
作
」
の
中
の
一
首
で
、
恋
歌
で
は
な
い
。
夢
に

見
え
る
対
象
と
し
て
島
を
取
り
上
げ
た
と
い
う
点
で
も
特
異
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
こ
ち
ら
側
が
玉
の
浦
の
小
さ
な
離
れ
島
に
強
く
心
魅
か
れ
る
こ
と
を
表
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
島
を
讃
め
た
土
地
讃
め
歌
と
な
っ
て
い
る
。
う
た
い
手

は
離
れ
島
を
中
心
と
し
た
玉
の
浦
の
世
界
を
夢
に
見
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
夢
に
う
た
い
手
の
魂
が
そ
の
体
を
離
れ
出
て
玉
の
浦
の
世
界
に
依

り
濯
ぎ
、
そ
の
世
界
が
見
え
て
く
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
決
し
て
、
恋
う
こ（５）

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
世
界
を
こ
ち
ら
側
に
引
き
寄
せ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
５
で
も
、
「
旅
に
去
に
し
君
」
が
夢
に
見
え
る
と
い
う
の
は
、
う

た
い
手
の
魂
が
旅
に
あ
る
相
手
に
依
り
逓
い
て
、
そ
の
姿
が
見
え
る
こ
と
な
の

であろう。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
も
の
は
、
原
理
的
に
は
、
相
手
に
と
っ
て
も
そ

の
姿
が
夢
に
見
え
る
こ
と
に
な
る
。

７
す
べ
も
な
き
片
恋
を
す
と
こ
の
こ
ろ
に
我
が
死
ぬ
べ
き
は
夢
に
見
え
き
や

（巻十二・二二）

の
よ
う
に
、
「
夢
に
見
え
き
や
」
と
う
た
う
の
は
、
こ
ち
ら
側
が
強
く
恋
う
こ

と
で
遊
離
し
た
魂
が
相
手
に
依
り
想
き
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
に
は
こ
ち

ら
の
姿
が
夢
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
の
問
い
か
け
で
あ
る
。
こ
こ

に
お
い
て
、
相
手
と
こ
ち
ら
と
の
立
場
を
入
れ
換
え
れ
ば
、
前
者
の
場
合
、
す

な
わ
ち
相
手
が
恋
う
ゆ
え
に
そ
の
姿
が
こ
ち
ら
側
の
夢
に
見
え
る
と
い
う
こ
と

（６）

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
佐
藤
和
喜
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
両
様
の
う

た
い
方
は
遊
離
魂
と
い
う
考
え
方
に
お
い
て
同
じ
な
の
で
あ
る
。
５
の
よ
う
な

場
合
、
う
た
い
手
の
夢
に
相
手
の
姿
が
見
え
て
い
る
と
き
、
依
り
愚
か
れ
た
相

手
の
夢
に
も
う
た
い
手
の
姿
が
見
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

現
実
に
は
双
方
が
同
時
に
夢
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
殆
ど
あ
り
得
な
い
。

こ
の
よ
う
な
観
念
が
成
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
よ
う
な
ず
れ
が
あ
る
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
歌
の
贈
答
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
も
な

ろう。と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
、
夢
に
相
手
が
見
え
る
こ
と
に
つ
い
て
の
二
通
り

の
捉
え
方
は
、
い
ず
れ
も
夢
の
意
味
を
解
こ
う
と
す
る
こ
と
と
関
わ
っ
て
顕
在

化
し
て
い
る
。
１
．
３
．
４
．
５
．
６
な
ど
は
相
手
が
夢
に
見
え
る
理
由
を
解
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(る)」とうたうことは｢夢に見ゆ

く
こ
と
と
関
わ
っ
て
、
ま
た
、
２
は
夢
の
「
君
」
の
素
性
を
解
く
こ
と
と
関
わ

って。し
た
が
っ
て
、
歌
の
構
造
に
お
い
て
も
、
「
夢
に
見
ゆ
（
る
）
」
と
い
う
事
象

を
叙
述
す
る
部
分
と
、
２
．
６
で
は
「
ｌ
や
」
、
３
．
５
で
は
「
Ｉ
か
」

「
’
か
も
」
の
よ
う
な
疑
問
的
条
件
句
、
１
．
４
で
は
「
ｌ
ぱ
」
な
ど
の

よ
う
な
確
定
条
件
句
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
成
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
疑
問

的
条
件
句
、
確
定
的
条
件
句
の
部
分
は
夢
の
意
味
を
解
き
、
そ
の
意
味
づ
け
を

し
よ
う
と
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
一
方
で
、
こ
の
よ
う
に
夢
の
意
味
を
解
こ
う
と
す
る
こ
と
を
、
表

現
の
お
も
て
に
立
て
て
う
た
わ
な
い
歌
も
あ
る
。

８
秋
の
夜
の
霧
立
ち
渡
り
お
ほ
ほ
し
く
夢
に
そ
見
つ
る
妹
が
姿
を（巻十・一三空）

こ
の
歌
、
朧
ろ
に
あ
な
た
の
姿
を
夢
に
見
た
と
う
た
う
の
み
で
、
な
ぜ
夢
に
相

手
の
姿
が
見
え
た
の
か
を
解
こ
う
と
す
る
か
た
ち
で
う
た
っ
て
は
い
な
い
。
た

だ
、
夢
に
見
え
た
こ
と
を
う
た
い
手
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
も
の
と
な
っ

て
い
る
か
は
推
定
で
き
る
。

９
夕
月
夜
暁
闇
の
お
ほ
ほ
し
く
見
し
人
故
に
恋
ひ
渡
る
か
も（巻十二・二三）

の
よ
う
な
歌
か
ら
す
れ
ば
、
夢
に
ぼ
ん
や
り
と
姿
を
見
た
ゆ
え
に
自
ら
の
魂
が

誘
い
出
さ
れ
て
く
る
と
い
う
の
か
も
し
れ
な
い
。
９
が
う
つ
つ
で
の
出
会
い
で

あ
る
の
に
対
し
、
８
は
夢
の
会
い
で
あ
っ
て
、
や
や
異
な
る
。
と
は
い
え
、
う

つ
つ
の
世
界
も
夢
の
世
界
も
万
葉
び
と
に
と
っ
て
と
も
に
実
在
す
る
世
界
で
あ

っ
て
、
う
つ
つ
で
の
朧
ろ
な
出
会
い
も
夢
で
の
朧
ろ
な
出
会
い
も
恋
す
る
心
を

い
っ
そ
う
強
く
誘
い
出
し
て
く
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
こ
の
歌
、
夢
に
見
た
事
象
そ
の
も

の
が
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

刈
常
な
ら
ぬ
入
国
山
の
秋
津
野
の
か
き
つ
は
た
を
し
夢
に
見
し
か
も

（巻七・三豊）

こ
の
歌
の
方
が
、
か
き
つ
ば
た
を
夢
に
見
た
と
い
う
事
象
の
承
を
う
た
う
点

で
、
よ
り
素
朴
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
巻
七
警
聡
歌
に
分
類
さ
れ
た
一
首
で
、
こ

の
歌
、
そ
し
て
こ
の
夢
を
解
く
こ
と
は
歌
を
贈
る
相
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
ふ
え
る
。一一

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
夢
に
見
た
こ
と
を
相
手
に
う
た
う
の
は
な
ぜ
か
。
ま
た

こ
の
よ
う
な
歌
が
夢
の
事
象
と
夢
解
き
と
を
併
せ
う
た
う
の
は
ど
う
し
て
な
の

か
、
そ
の
源
流
を
た
ど
っ
て
考
え
て
ゑ
た
い
。

記
・
紀
・
風
土
記
、
さ
ら
に
『
日
本
霊
異
記
』
に
は
夢
に
ま
つ
わ
る
説
話
が

い
く
つ
か
承
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
記
・
紀
に
承
え
る
夢
の
説
話
が
天
皇
に
か

（７）

か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
西
郷
信
綱
氏
の
論
じ
る
と
こ
ろ
で
あ

（８）

る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
ら
の
書
物
と
し
て
の
性
格
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
説
話
の
な
か
か
ら
先
の
問
題
と
の
か
か
わ
り
を
求
め
て
承
る
こ
と
と
し
よ

』【／◎神
武
記
に
は
高
倉
下
が
夢
で
建
御
雷
神
か
ら
太
刀
を
授
か
り
、
カ
ム
ャ
マ
ト

イ
ハ
レ
ビ
コ
に
献
上
し
た
説
話
が
あ
る
。
夢
は
神
が
現
わ
れ
、
働
き
か
け
て
く

る
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
の
夢
で
神
は
倉
の
天
井
に
穴
を
あ
け
て
そ
こ
か
ら
太
刀

を
落
と
そ
う
と
託
宣
す
る
。
朝
、
倉
の
中
に
は
夢
の
通
り
太
刀
が
あ
っ
た
と
し

て
い
る
。
こ
こ
か
ら
窺
わ
れ
る
ご
と
く
、
夢
に
見
え
る
事
柄
は
真
実
な
る
も
の

で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
逆
に
、
悪
い
夢
を
見
た
場
合
、
そ
れ
か
ら
何
と
か

逃
れ
よ
う
と
す
る
。
平
安
時
代
以
降
、
「
夢
違
へ
」
と
い
う
呪
法
が
確
認
で
き
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｢夢に見ゆ (る)」とうたうことは

る
が
、
こ
う
し
た
呪
法
の
存
在
は
夢
の
内
容
が
真
実
な
る
も
の
と
し
て
い
か
に

重
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
思
わ
せ
る
。
な
お
、
古
橋
信
孝
氏
は
、

ｕ
都
路
を
遠
承
か
妹
が
こ
の
こ
ろ
は
祈
ひ
て
寝
れ
ど
夢
に
見
え
来
ぬ

（巻四・美ち

の
歌
に
つ
い
て
、
夢
に
見
え
な
い
と
い
う
悪
い
結
果
を
二
人
の
距
離
の
遠
さ
の

（且

せ
い
に
し
て
そ
の
事
実
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
た
も
の
と
解
さ
れ
た
が
、
「
夢
違

へ
」
の
呪
法
を
支
え
る
心
意
は
上
代
に
あ
っ
て
も
存
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
二
十
縁
に
、
夢
に
娘
の
悪
い
相
を
見
た
母
親
が
謂
経

を
し
て
そ
の
災
い
か
ら
逃
れ
た
と
い
う
話
が
載
る
。
こ
の
説
話
で
は
、
仏
教
の

功
徳
を
解
く
た
め
に
、
「
夢
違
へ
」
の
呪
法
が
謂
経
と
い
う
か
た
ち
に
な
っ
て

い
る
が
、
こ
こ
に
も
そ
の
前
提
と
し
て
夢
の
真
実
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。（加）

こ
の
よ
う
な
夢
の
真
実
性
を
保
証
す
る
も
の
は
現
実
と
の
符
合
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
今
日
の
我
々
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
結
果
と
し
て
現
実
の
で
き
ご

と
に
合
わ
な
い
夢
も
数
多
く
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
夢
を
真
実
な

る
も
の
と
受
け
と
め
て
い
る
人
々
に
あ
っ
て
は
、
と
り
わ
け
奇
異
な
る
夢
、
不

可
思
議
な
る
夢
が
解
か
れ
、
そ
の
後
に
起
こ
っ
た
特
別
な
で
き
ご
と
に
直
面
し

て
そ
れ
に
暗
合
す
る
夢
の
承
が
記
憶
の
彼
方
か
ら
喚
び
起
こ
さ
れ
、
そ
の
で
き

ご
と
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
絶
対
化
さ
れ
て
、
そ
の
真
実
性
が
繰
り
返
し

確
認
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
夢
が
真
実
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
人
炎
が
そ
れ
に
信
頼

を
寄
せ
て
安
定
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
よ
う
な

夢
の
世
界
は
人
間
の
意
志
も
理
解
も
及
ば
な
い
、
不
可
解
で
、
不
可
思
議
な
る

も
の
で
あ
り
、
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
れ
、
望
ま
し
く
な
い
こ
と
で
あ
れ
、
人
だ

の
心
理
を
不
安
定
な
状
態
に
追
い
込
む
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。

垂
仁
記
に
は
、
天
皇
が
巫
女
的
な
性
格
を
有
す
る
サ
ホ
ピ
メ
の
膝
枕
（
こ
れ

が
「
神
床
」
に
相
当
す
る
）
で
眠
っ
て
い
て
、
自
分
の
顔
に
雨
が
降
り
か
か
り
、

首
に
は
蛇
が
巻
き
つ
い
た
夢
を
見
る
話
が
載
る
。
こ
の
夢
は
、
「
異
夢
」
と
さ

れ
る
よ
う
に
、
夢
を
見
た
天
皇
に
と
っ
て
解
き
が
た
い
不
可
解
な
も
の
で
あ

り
、
神
の
世
界
に
か
か
わ
る
こ
と
の
で
き
る
巫
者
で
あ
る
サ
ホ
ピ
メ
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
解
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
（
先
の
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
二
十
縁
で

は
母
親
自
身
が
解
く
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
専
門
的
な
呪
者
が
解
く
も
の
に
な
っ
て
は
い

な
い
が
、
こ
れ
は
母
親
が
家
の
司
祭
者
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
）
こ
の
夢
解
き
に
よ
っ
て
、
反
乱
と
天
皇
の
暗
殺
と
を
予
兆
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
夢
は
ま
た
現
実
の
兆
と

な
る
点
に
お
い
て
不
可
思
議
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
夢
は
夢
を
見
た

者
自
ら
の
解
き
得
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
不
可
解
な
こ
と
と
受
け
と
め
ら

れ
、
そ
の
結
果
、
非
常
に
不
安
定
な
心
理
状
態
に
陥
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ

う
。
い
わ
ば
夢
に
と
り
愚
か
れ
、
愚
き
動
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
状
態
は
南
西
諸
島
の
民
間
巫
者
た
ち
の
成
巫
体
験
か
ら
も
窺
わ

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
沖
縄
宮
古
島
の
民
間
巫
者
根
間
ツ
ル
子
氏
は

成
巫
の
過
程
に
お
い
て
た
く
さ
ん
の
不
可
解
な
恐
ろ
し
い
夢
を
見
、
そ
の
う
ち

の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
は
そ
の
意
味
を
解
く
こ
と
が
で
き
た
が
、
ま
だ
意
味
の

わ
か
ら
ぬ
夢
も
多
く
、
一
生
か
か
っ
て
そ
れ
ら
を
解
い
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い

（、）

の
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
、
夢
を
解
く
行
為
は
、
伝
承

世
界
の
な
か
に
お
い
て
、
そ
れ
に
意
味
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
夢
を
見
た

者
に
安
定
化
の
方
向
に
向
か
わ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
の
よ
う
に
夢
解
き
が
な
さ
れ
て
も
な
お
、
現
在
ま
た
は
将
来
に
起
こ

る
現
実
と
の
符
合
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
十
分
な
安
定
は
は
か
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
第
十
八
縁
に
は
、
持
経
者
が
観
音
悔
過
の
時

に
夢
で
法
華
経
の
一
宇
の
承
を
謂
持
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
託
宣
を
授
か
る
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｢夢に見ゆ (る)」とうたうことは

と
い
う
説
話
が
載
る
。
こ
の
説
話
で
は
、
「
有
人
日
」
の
よ
う
に
、
誰
と
も
わ

か
ら
な
い
者
が
現
わ
れ
て
託
宣
を
下
す
。
こ
の
人
物
が
神
・
仏
や
特
定
の
人

物
と
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
完
全
に
夢
解
き
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え

な
い
が
、
夢
の
な
か
に
お
い
て
す
で
に
あ
る
程
度
の
夢
解
き
が
な
さ
れ
て
い

（⑫）ると
い
え
よ
う
。
夢
で
託
宣
を
授
か
る
と
い
う
の
は
、
夢
を
見
る
者
が
神
・
仏

に
よ
っ
て
特
別
に
選
ば
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う

で
あ
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
夢
を
見
た
者
は
ま
っ
た
く
安
定
的
な
状
態
に

あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
従
夢
醒
驚
而
思
怪
」
の
よ
う
に
、
持
経
者
は
、
奇
異

な
る
こ
と
、
不
可
思
議
な
こ
と
と
思
い
、
そ
の
託
宣
の
ま
ま
に
自
ら
の
前
世
の

居
所
を
訪
ね
よ
う
と
す
る
。
夢
に
愚
き
動
か
さ
れ
て
（
あ
る
い
は
仏
の
心
に
愚
き

動
か
さ
れ
て
、
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
）
、
現
実
と
の
符
合
を
求
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
そ
の
夢
を
解
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
、
神
・
仏
に
よ
る
託
宣
を
夢
に
見
る
と
い
う
場
合
、
さ

ら
に
そ
の
託
宣
に
従
い
、
そ
の
実
現
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は

当
然
と
い
え
ば
い
え
よ
う
。
神
・
仏
は
人
間
を
超
え
た
存
在
で
あ
る
か
ら
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
託
宣
は
、
現
実
に
は
そ
れ
を
受
け
る
本
人
に
と
っ
て
困
惑

す
る
よ
う
な
内
容
の
も
の
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
奄
美
・
沖
縄

の
民
間
巫
者
た
ち
が
い
っ
た
ん
は
拒
絶
す
る
よ
う
な
神
の
祭
祀
へ
の
命
令
の
よ

う
に
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
神
の
意
志
で
あ
る
か
ら
抗
し
が
た
く
そ
の
実
現
を

図
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
仲
哀
記
の
説
話
で
は
神
の
託
宣
を
疑
っ
た
天
皇
は

命
を
落
と
す
こ
と
と
な
る
。

さ
ら
に
、
夢
と
そ
の
意
味
づ
け
と
の
関
わ
り
か
ら
い
え
ば
、
夢
を
見
た
者
自

身
が
そ
の
時
期
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
俗
信
に
よ
っ
て
夢
を
解
き
、
意
味
づ
け
を

す
る
場
合
が
あ
る
。
時
代
は
下
が
る
が
、
『
源
氏
物
語
』
若
菜
下
巻
に
は
、
猫

が
現
わ
れ
、
そ
れ
を
女
三
宮
に
奉
ろ
う
と
し
た
と
い
う
柏
木
の
夢
の
話
が
載

る
。
こ
こ
で
は
、
夢
解
き
の
人
を
招
く
な
ど
し
て
、
こ
と
さ
ら
に
解
こ
う
と
は

し
て
い
な
い
。
当
時
、
動
物
の
夢
は
相
手
の
妊
娠
の
兆
と
解
く
俗
信
の
類
が
あ

っ
た
ら
し
く
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
よ
っ
て
夢
を
見
た
柏
木
は
あ
る
程
度
の
夢

解
き
を
し
て
い
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
う
で
あ
っ
て
も
、
「
お
ど
ろ
き
て
、
い
か
に
見
え
つ
る
な
ら
む
、
と
思
ふ
」

と
す
る
よ
う
に
、
柏
木
は
な
お
夢
を
解
き
得
な
い
部
分
を
残
し
て
い
る
よ
う
に

叙
述
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
、
夢
解
き
の
こ
と
わ
ざ
な
ど
が
伝
え
ら
れ
て
い
た

と
し
て
も
、
自
ら
の
現
実
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
と
い
う
こ
と
は
複
雑
な
問

題
で
あ
っ
て
、
そ
の
す
べ
て
を
解
き
明
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
心

理
的
な
不
安
定
は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
な
お
残
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
不
可
解
、
不
可
思
議
な
夢
を
見
た
者
は
そ
の
夢
に
葱
き
動
か

さ
れ
、
現
実
と
の
符
合
を
求
め
て
動
か
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

し
て
、
現
実
と
の
符
合
が
確
認
さ
れ
る
瞬
間
、
そ
の
夢
の
真
実
性
は
実
感
さ
れ

る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
現
実
と
の
符
合
を
求
め
て
働
き
か
け
を
す
る
説
話
の
な
か

で
、
そ
の
夢
に
関
わ
る
人
物
に
そ
の
内
容
を
語
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
第
十
六
縁
は
、
寂
林
と
い
う
法
師
の
夢
に
乳
房
が
張
っ

て
苦
し
む
女
の
姿
が
見
え
、
彼
の
問
い
に
対
し
、
女
が
答
え
て
そ
の
わ
け
を
知

る
と
い
う
話
で
あ
る
。
彼
は
、
女
が
生
前
幼
子
に
乳
を
や
ら
ず
飢
え
さ
せ
た
罪

に
よ
っ
て
病
苦
を
受
け
て
い
る
の
を
知
る
。
そ
し
て
、
そ
の
罪
か
ら
逃
れ
る
た
め

に
は
そ
の
子
の
許
し
が
必
要
な
の
だ
と
い
う
求
め
に
応
じ
、
そ
の
子
供
に
あ
た

る
人
物
を
探
し
出
し
て
そ
の
夢
の
内
容
を
語
る
。
子
は
こ
の
こ
と
を
怨
ま
ず
、

仏
像
造
立
・
写
経
に
よ
っ
て
母
の
罪
を
照
っ
た
と
こ
ろ
、
寂
林
の
夢
に
再
び
そ

の
母
親
が
現
わ
れ
て
罪
か
ら
免
れ
た
こ
と
を
告
げ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ

の
説
話
に
お
い
て
、
夢
に
見
え
た
母
親
が
語
る
こ
と
ば
は
神
の
託
宣
な
ど
で
は
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｢夢に見ゆ (る)」とうたうことは

な
い
が
、
寂
林
は
目
覚
め
て
不
思
議
に
思
い
（
原
文
に
は
「
自
夢
驚
醒
独
心
怪

思
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
夢
に
と
り
澱
か
れ
た
不
安
定
な
状
態
を
表
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
）
、
夢
の
ま
ま
に
そ
の
里
、
そ
の
子
供
を
訪
ね
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
は
そ
の

人
物
に
、
「
述
於
夢
状
」
と
あ
る
よ
う
に
、
夢
の
内
容
を
語
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
そ
の
夢
が
現
実
と
符
合
す
る
こ
と
を
確
認
し
、
夢
の
意
味
を
解
こ
う
と

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
夢
で
の
母
親
の
求
め
を
実
現
さ
せ
て

ゆ
く
働
き
か
け
と
も
な
っ
て
い
る
。
同
中
巻
十
五
縁
に
も
法
会
の
導
師
を
務
め

る
羽
目
と
な
っ
た
乞
者
の
夢
に
牛
の
姿
と
な
っ
た
そ
の
家
の
主
人
の
母
親
が
現

わ
れ
て
自
ら
の
身
の
い
わ
れ
を
告
げ
、
こ
れ
を
聞
い
た
乞
者
は
翌
日
の
講
座
で

そ
の
夢
の
さ
ま
を
語
っ
た
と
い
う
説
話
が
載
る
。
こ
の
説
話
で
は
、
先
の
説
話

の
よ
う
に
夢
に
関
わ
り
あ
る
人
物
を
訪
ね
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
が
、
「
心

内
大
怪
」
と
思
っ
た
夢
を
そ
の
子
供
に
あ
た
る
願
主
に
語
っ
て
、
現
実
と
の
符

合
を
求
め
、
そ
の
真
実
性
を
確
認
す
る
こ
と
と
な
る
。
夢
で
の
母
親
の
話
が
そ

の
状
況
に
合
う
こ
と
に
加
え
、
そ
の
牛
が
母
親
の
語
る
通
り
に
座
に
伏
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
一
座
の
人
々
は
そ
の
真
実
性
を
確
信
す
る
の
で
あ
る
。

上
代
の
説
話
に
ゑ
ら
れ
る
、
こ
の
よ
う
な
夢
の
内
容
を
そ
れ
に
関
わ
り
あ
る

者
に
対
し
て
語
る
と
い
う
か
た
ち
は
、
中
古
の
文
学
に
お
い
て
も
恋
に
関
わ
っ

て
「
夢
語
り
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
ひ
と
つ
の
習
俗
の
形
式
と
し
て
存
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
夢
を
語
る
と
こ
ろ
に
は
、
不
可
解
で
不
可
思
議
な
夢
を
真

実
な
る
も
の
と
し
て
受
け
と
め
つ
つ
も
、
そ
の
安
定
化
の
た
め
に
現
実
と
の
符

合
を
求
め
よ
う
と
す
る
心
的
状
態
が
関
わ
っ
て
い
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ

に
、
夢
を
語
る
と
い
う
か
た
ち
が
胚
胎
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

万
葉
に
お
け
る
「
夢
に
見
ゆ
（
る
）
」
の
歌
は
、
こ
の
よ
う
な
、
夢
を
解
こ
う

と
し
、
現
実
と
の
符
合
を
確
認
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
方
向
性
、
あ
り

方
を
組
承
入
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一一一

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
万
葉
歌
の
「
夢
に
見
ゆ
（
る
）
」
の
歌
を
承

る
こ
と
と
し
よ
う
。

岨
生
き
て
あ
ら
ぱ
見
ま
く
も
知
ら
ず
な
に
し
か
も
死
な
む
よ
妹
と
夢
に
見
え

つる

（巻四・宍一）

は
、
夢
の
な
か
で
の
相
手
の
出
現
。
訴
え
か
け
を
う
た
う
も
の
で
、
夢
に
お
け

る
神
の
顕
現
・
託
宣
の
場
合
に
準
じ
る
も
の
と
い
え
る
。
夢
に
突
然
相
手
が
現

わ
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
こ
ち
ら
側
を
不
安
定
な
心
理
状
態
に
追
い
込
む

こ
と
と
な
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
の
訴
え
か
け
は
「
死
な
む
よ
妹
」
と
い
う
も
の

で
、
う
た
い
手
に
と
っ
て
こ
れ
は
、
「
な
に
し
か
も
」
と
あ
る
よ
う
に
、
非
常

に
不
可
解
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
夢
は
解
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
相
手
の
な

か
に
符
合
す
る
事
象
を
求
め
て
問
い
か
け
よ
う
と
す
る
。
こ
の
歌
は
大
伴
坂
上

大
嬢
が
家
持
に
答
え
て
贈
っ
た
歌
で
、
こ
の
歌
自
体
の
レ
ベ
ル
は
、
後
述
す
る

よ
う
に
、
別
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
基
底
に
は
こ
の
よ
う
な
夢
を
解
こ

う
と
す
る
方
向
性
、
あ
り
方
が
想
定
で
き
よ
う
。

咽
我
が
思
ひ
を
人
に
知
る
れ
や
玉
ぐ
し
げ
開
き
明
け
つ
と
夢
に
し
見
ゆ
る

（巻四・尭一）

こ
の
歌
は
、
「
玉
ぐ
し
げ
開
き
明
け
つ
」
と
い
う
さ
ま
が
夢
に
見
え
る
と
う
た

い
、
そ
れ
を
「
我
が
思
ひ
を
人
に
知
れ
る
や
」
と
解
こ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
、

前
節
に
あ
げ
た
、
夢
を
見
た
者
が
そ
の
当
時
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
夢
解
き
の
こ

と
わ
ざ
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
夢
を
解
こ
う
と
す
る
場
合
に
あ
た
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
わ
ざ
な
ど
に
照
ら
し
て
ゑ
て
も
、
現
実
に
お

け
る
相
手
と
自
分
と
の
間
の
個
別
的
な
状
況
に
完
全
に
は
符
合
し
な
い
。

天
武
紀
元
年
六
月
条
に
は
天
武
が
黒
雲
の
異
変
を
見
て
自
ら
卜
占
を
行
っ
た
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｢夢に見ゆ (る)」とうたうことは

と
い
う
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
は
そ
の
異
変
を
解
い
て
「
天
下
両
分
之

祥
也
。
然
朕
遂
得
天
下
嗽
」
と
い
っ
た
と
い
う
。
天
武
は
そ
の
異
変
を
卜
占
の

（過）

次
第
に
し
た
が
っ
て
「
天
下
両
分
之
祥
」
と
読
承
、
現
実
の
個
別
的
な
状
況
に

合
わ
せ
て
「
朕
遂
得
天
下
嗽
」
と
解
い
た
。
彼
は
巫
者
と
し
て
の
位
置
に
立

ち
、
ま
た
そ
の
卜
占
で
解
き
示
さ
れ
た
内
容
は
巫
者
の
権
威
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
允
恭
紀
二
十
四
年
条
に
も
温
か
い
汁
物
が
氷
る
と

い
う
異
変
に
つ
い
て
卜
占
を
さ
せ
た
と
い
う
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
時
に
ト

者
は
卜
し
て
「
有
内
乱
。
蓋
親
を
相
好
乎
」
と
い
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
も
や
は

り
卜
占
の
次
第
に
し
た
が
っ
て
「
有
内
乱
」
と
読
承
、
そ
の
状
況
に
合
わ
せ
て

「
蓋
親
々
相
好
乎
」
と
解
く
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。

五
九
一
番
歌
に
お
い
て
、
夢
解
き
の
こ
と
わ
ざ
・
俗
信
は
、
い
わ
ば
、
こ
れ

ら
の
卜
占
の
「
天
下
両
分
之
祥
」
・
「
有
内
乱
」
に
相
当
し
、
「
我
が
思
ひ
を
人

に
知
る
れ
や
」
は
「
朕
遂
得
天
下
歎
」
・
「
蓋
親
々
相
好
乎
」
に
相
当
す
る
と
い

え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
天
武
の
卜
占
の
解
き
方
は
こ
の
歌
に
ふ
え
る
夢
解
き

に
比
し
て
、
「
天
下
両
分
之
祥
」
と
「
朕
遂
得
天
下
殿
」
と
の
間
の
飛
躍
の
大

き
い
こ
と
が
異
な
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
も
の
は
、
巫
者
、
個
別
的
な
状
況

の
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
解
き
方
が
異
な
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
個
別
的
な
状
況
に
合
わ
せ
て
解
か
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
な

お
現
実
と
の
符
合
が
確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
相
手
に
う
た
い

か
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
夢
に
見
ゆ
（
る
）
」
の
歌
は
こ
の
よ
う
な
方
向
性
を
組

象
込
ん
で
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
歌
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
「
夢
に
見
ゆ
（
る
）
」

の
歌
に
は
「
ｌ
や
」
「
Ｉ
か
」
「
’
か
も
」
の
よ
う
な
疑
問
的
条
件
句
を

も
つ
も
の
が
多
い
こ
と
、
第
一
節
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
「
夢
に
見
ゆ
（
る
）
」

と
い
う
事
象
を
叙
述
す
る
部
分
と
こ
の
疑
問
的
条
件
句
と
か
ら
成
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
人
間
の
意
志
も
理
解
も
及
ば
な
い
夢
の
世
界
の
景
と
そ
れ
に
対
す

る
巫
者
の
立
場
に
立
っ
て
の
夢
解
き
の
部
分
で
あ
る
と
い
え
る
。
古
橋
信
孝
氏

は
〈
謡
〉
そ
し
て
〈
歌
〉
が
〔
景
（
神
の
意
志
の
あ
ら
わ
れ
）
＋
心
（
神
の
意
志
の
解

（皿）

釈
）
〕
と
い
う
構
造
を
も
つ
こ
と
を
論
じ
ら
れ
た
が
、
「
夢
に
見
ゆ
（
る
）
」
の
歌

（巧）

の
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
も
こ
れ
に
対
応
し
て
い
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
夢
解
き
の
部
分
は
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
前
述
の
卜
占

の
場
合
の
「
朕
遂
得
天
下
殿
」
「
蓋
親
を
相
好
乎
」
の
部
分
に
相
当
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
疑
問
の
助
詞
「
か
」
「
や
」
は
こ
れ
ら
の
助
辞
「
鰍
」

「
乎
」
に
意
味
的
に
も
重
な
っ
て
い
る
。
「
か
」
と
「
や
」
と
は
そ
の
疑
問
の
程

度
や
あ
り
方
に
お
い
て
異
な
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
歌
で
は
夢
解
き
に

お
け
る
断
定
的
な
表
現
を
避
け
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
ふ
え
る
。
こ
の

こ
と
は
自
然
・
社
会
の
異
変
に
つ
い
て
の
ト
占
の
漢
文
表
現
に
お
い
て
も
共
通

し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
人
間
を
超
え
た
世
界
の
解
釈
は
断
定
的
な
表
現
を

（妬）

避
け
て
推
量
表
現
や
疑
問
的
表
現
が
と
ら
れ
る
と
ふ
え
る
。

「
夢
に
見
ゆ
（
る
）
」
の
歌
の
こ
の
よ
う
な
構
造
の
う
ち
に
、
上
代
に
お
け
る

夢
と
夢
解
き
の
問
題
が
深
く
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
「
夢
に
見
ゆ
（
る
）
」
の
歌
の
基
底
に
不
可
解
、
不
可
思
議
な
夢
を
解

こ
う
と
す
る
方
向
性
を
含
承
込
ん
で
い
る
と
考
え
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
万
葉

集
に
残
さ
れ
た
歌
で
承
る
限
り
、
儀
礼
と
関
わ
る
挽
歌
に
お
い
て
、
相
聞
の
歌

と
ほ
ぼ
同
時
期
、
あ
る
い
は
や
や
早
い
か
と
も
思
わ
れ
る
も
の
と
し
て
そ
の
例

（Ⅳ）

が
見
出
さ
れ
る
の
は
意
義
深
い
も
の
で
あ
る
。

Ｍ
う
つ
せ
ゑ
し
神
に
堪
へ
ね
ば
離
れ
居
て
朝
嘆
く
君
離
り
居
て

我
が
恋
ふ
る
君
玉
な
ら
ば
手
に
巻
き
持
ち
て
衣
な
ら
ば
脱
ぐ

時
も
な
く
我
が
恋
ふ
る
君
そ
昨
夜
夢
に
見
え
つ
る
（
巻
二
・
三
）

こ
れ
は
、
天
智
挽
歌
群
の
う
ち
の
一
首
、
「
崩
時
」
に
「
婦
人
」
が
う
た
っ
た
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｢夢に見ゆ (る)」とうたうことは

も
の
で
あ
る
。
い
つ
も
い
つ
も
ひ
た
す
ら
心
魅
か
れ
る
君
が
昨
夜
の
夢
に
見
え

た
と
い
う
も
の
。
濱
宮
に
籠
る
女
性
た
ち
の
夢
に
亡
き
天
皇
が
見
え
た
と
い
う

の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
招
魂
儀
礼
を
行
う
こ
と
と
直
接
的
に
関
わ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
夢
の
不
可
解
、
不
可
思
議
さ
に
う
た
れ
る
衝
撃
は
強
く
あ
っ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
相
聞
の
歌
の
場
合
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
夢
か
ら
生

じ
る
心
的
状
態
の
方
向
性
と
い
う
か
た
ち
を
基
底
に
置
き
つ
つ
も
、
贈
答
の
遊

戯
性
の
な
か
で
捉
え
返
さ
れ
て
く
る
。
挽
歌
の
場
合
、
死
の
儀
礼
と
深
く
関
わ

る
ゆ
え
に
よ
り
直
接
的
で
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
こ
う
し
た
歌
に
お
い
て
「
夢
に

見
ゆ
（
る
）
」
の
歌
は
生
永
出
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
歌
で
は
〔
夢
の
事
象
十
夢
解
き
〕
の
よ
う
な
構
造
を
と
っ

て
は
い
な
い
。
こ
れ
は
、
死
者
の
復
活
を
願
う
濱
宮
の
世
界
に
関
わ
る
こ
と
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
招
魂
儀
礼
の
結
果
、
死
者
の
魂
は
生
者
の
も
と
を
訪
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
夢
に
見
え
た
と
き
確
信
的
な
も
の
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

夢
は
招
魂
の
目
的
に
合
っ
た
も
の
と
し
て
確
認
さ
れ
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。

そ
の
よ
う
な
招
魂
の
目
的
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
う
た
わ
れ
る
の
が
「
玉
な

ら
ば
手
に
巻
き
持
ち
て
衣
な
ら
ば
脱
ぐ
時
も
な
く
我
が
恋
ふ
る
」
で

あ
る
。
そ
し
て
、
併
せ
て
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
心
魅
か
れ
る
状
態
を
死
者
の

魂
に
う
た
い
か
け
た
も
の
と
承
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四

こ
れ
ま
で
、
夢
を
解
く
こ
と
を
中
心
に
「
夢
に
見
ゆ
（
る
）
」
の
歌
に
つ
い
て

考
え
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
歌
の
殆
ど
は
男
女
の
恋
の
歌
の
贈
答
に
お
い
て
う

た
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

（皿）

男
女
の
恋
の
贈
答
歌
は
、
折
口
信
夫
の
い
う
よ
う
に
、
男
の
求
愛
の
歌
と
女

の
は
ぐ
ら
か
し
の
歌
を
基
本
と
し
て
成
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
歌
垣
の
歌
謡
の
掛

け
合
い
に
淵
源
す
る
。
高
木
市
之
助
氏
は
歌
垣
の
歌
謡
の
本
質
と
し
て
〈
闘
〉

（四）

を
見
出
さ
れ
、
森
朝
男
氏
は
さ
ら
に
こ
れ
が
万
葉
歌
の
〈
凶
暴
性
〉
に
も
つ
な

（別）

が
る
と
規
定
さ
れ
た
。
歌
と
い
う
こ
と
ば
の
闘
い
の
な
か
に
夢
に
つ
い
て
の
受

け
と
め
方
や
習
俗
も
取
り
込
ま
れ
、
万
葉
歌
の
側
か
ら
捉
え
返
さ
れ
て
く
る
こ

と
に
な
る
。

咽
門
立
て
て
戸
も
さ
し
た
る
を
い
づ
く
ゆ
か
妹
が
入
り
来
て
夢
に
見
え
つ
る

（巻十二・三一ち

舶
門
立
て
て
戸
は
さ
し
た
れ
ど
盗
人
の
掘
れ
る
穴
よ
り
入
り
て
見
え
け
む

（巻十二・二六）

と
い
う
一
組
の
歌
々
は
相
手
の
姿
が
夢
に
見
え
る
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
の
問
答
歌

で
あ
る
。
略
は
「
門
立
て
て
戸
も
さ
し
た
る
を
い
づ
く
ゆ
か
妹
が
入
り
来
て
」

に
夢
の
不
可
解
さ
、
不
可
思
議
さ
が
踏
ま
え
ら
れ
、
そ
れ
を
解
こ
う
と
す
る
働

き
か
け
と
一
応
は
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
焔
で
は
、
問
答
歌
の
常
と
し
て
、

「
門
立
て
て
戸
は
さ
し
た
れ
ど
」
の
よ
う
に
、
焔
の
句
を
受
け
る
。
そ
し
て
、

そ
の
問
い
か
け
に
対
し
て
、
「
盗
人
の
掘
れ
る
穴
よ
り
入
り
て
見
え
け
む
」
と

答
え
る
か
た
ち
で
、
そ
の
夢
を
解
い
て
承
せ
る
。
し
か
し
、
こ
の
答
え
は
、
諸

（虹）

注
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
遊
戯
性
に
富
む
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ど
こ
か
ら
入
っ

て
き
た
の
か
と
い
う
問
い
か
け
に
対
す
る
、
盗
人
の
掘
っ
た
穴
か
ら
と
い
う
と

こ
ろ
に
答
え
の
意
外
さ
、
巧
み
さ
が
あ
り
、
そ
こ
を
競
う
か
た
ち
で
歌
に
よ
る

闘
い
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
「
門
立
て
て
戸
も
さ
し
た
る
を

い
づ
く
ゆ
か
妹
が
入
り
来
て
」
と
い
う
、
夢
を
解
こ
う
と
す
る
働
き
か
け
の
問

い
も
、
こ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
「
夢
に
見
え
つ
る
」

も
恋
愛
に
お
け
る
実
体
験
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
を
表
し
て
い
る
と
は
考
え
に

く
い
。
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
底
流
に
は
夢
を
解

こ
う
と
す
る
方
向
性
が
存
し
て
い
る
。
あ
く
ま
で
、
男
女
の
恋
歌
の
贈
答
の
側
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｢夢に見ゆ (る)」とうたうことは

か
ら
の
捉
え
返
し
で
あ
る
が
、
そ
の
底
流
に
は
夢
を
め
ぐ
っ
て
の
観
念
や
習
俗

が
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ⅳ
は
ね
か
づ
ら
今
す
る
妹
を
夢
に
見
て
心
の
内
に
恋
ひ
渡
る
か
も（巻四・ぢ弓

肥
は
ね
か
づ
ら
今
す
る
妹
は
な
か
り
し
を
い
づ
れ
の
妹
そ
そ
こ
ぱ
恋
ひ
た
る

（巻四・七実）

は
大
伴
家
持
と
童
女
と
の
夢
を
め
ぐ
っ
て
の
贈
答
歌
で
あ
る
。
や
は
り
、
こ
の

（犯）

歌
も
遊
戯
的
な
恋
歌
の
贈
答
で
あ
ろ
う
。
Ⅳ
は
相
手
が
夢
に
見
え
た
こ
と
を
解

こ
う
と
す
る
こ
と
を
直
接
う
た
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
そ
こ
か

ら
引
き
起
こ
さ
れ
る
恋
心
を
う
た
う
も
の
で
あ
る
。
「
夢
に
見
て
」
は
、
下
の

句
と
の
つ
な
が
り
か
ら
い
え
ば
、
不
可
思
議
な
夢
の
会
い
を
強
調
す
る
も
の
と

な
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
恋
心
が
誘
い
出
さ
れ
て
い
っ
た
こ

と
を
印
象
づ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
恋
の
贈
答
歌
に
お
け
る
遊
戯
性
は
、
鈴

（
認
）
（
型
）

木
日
出
男
氏
、
高
野
正
美
氏
な
ど
の
説
か
れ
る
よ
う
な
社
交
的
機
能
を
有
す
る

恋
歌
の
性
格
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ

の
「
夢
に
見
て
」
の
句
は
単
な
る
こ
と
ば
の
上
で
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に

は
、
や
は
り
夢
が
真
実
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
不
可
解
、
不
可
思
議
な
も
の

と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
ろ
う
。
そ
の
姿
を
夢
に
見
て
、
そ
れ

を
相
手
に
伝
え
た
と
き
、
相
手
の
側
も
自
ら
の
心
の
働
き
の
不
可
解
、
不
可
思

（あ）

議
で
あ
る
こ
と
に
心
づ
き
、
動
揺
す
る
。
こ
の
歌
の
こ
と
ば
が
そ
の
よ
う
な
重

ゑ
を
も
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
肥
の
う
た
い
手
は
、
「
は
ね
か
づ
ら
今
す
る
妹

は
な
か
り
し
を
」
の
よ
う
に
、
鋭
く
切
り
返
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
、
夢
に
見
え
た
こ
と
を
相
手
に
伝
え
、
そ
れ
を
よ
り
積

極
的
に
現
実
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
か
た
ち
づ
く
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
「
ｌ
ぱ
」
と
い
う
確
定
的
条
件
句
を
も
つ
歌
の
形
式
も
、
こ
の
よ

う
な
恋
歌
の
贈
答
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。

岨
朝
髪
の
思
ひ
乱
れ
て
か
く
ば
か
り
な
ね
が
恋
ふ
れ
そ
夢
に
見
え
け
る

（巻四・重西）

別
葦
垣
の
外
に
も
君
が
寄
り
立
た
し
恋
ひ
け
れ
こ
そ
ば
夢
に
見
え
け
れ

（巻十七・美若）

や
１
．
４
な
ど
が
こ
の
例
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
１
は
「
我
が
背
子
が
か
く
恋
ふ
れ
こ
そ
」
、
岨
は
「
か
く
ば
か

り
な
ね
が
恋
ふ
れ
そ
」
と
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
相
手
か
ら
の
求
愛
・
思
慕
の
歌

を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
１
は
湯
原
王
の
歌
（
巻
四
・

奎
Ｏ
を
受
け
た
娘
子
の
歌
。
岨
は
、
そ
の
贈
歌
は
失
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

左
注
に
「
右
歌
報
賜
大
嬢
進
歌
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
坂
上
大
嬢
の
贈
歌
を

受
け
た
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ

も
、
そ
の
贈
歌
が
恋
い
慕
う
こ
と
を
表
し
、
ま
た
は
そ
の
よ
う
に
想
定
さ
れ
る

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
て
の
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
う
た
い

手
が
相
手
を
夢
に
見
て
そ
れ
を
解
き
得
ず
不
安
定
な
状
態
の
と
き
、
そ
の
相
手

か
ら
贈
ら
れ
て
き
た
歌
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
す
る
こ
と
が
で
き
、
夢
の
現
実
へ

の
符
合
の
確
認
を
相
手
に
働
き
か
け
た
も
の
と
い
う
よ
う
に
想
定
し
て
み
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
歌
は
、
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
踏
ま
え

つ
つ
、
恋
の
遊
戯
的
な
贈
答
歌
と
し
て
う
た
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
夢

に
見
え
る
こ
と
の
理
由
を
確
定
的
な
言
い
方
で
う
た
う
、
「
ｌ
ぱ
」
形
式
の

歌
に
は
、
４
の
よ
う
な
例
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
多
く
が
相
手
か
ら

の
歌
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
形

式
の
歌
は
恋
歌
の
贈
答
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
生
ま
れ
て
き
た
と
ゑ
て
い
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
６
の
よ
う
な
、
そ
の
地
が
夢
に
見
え
る
こ
と
を
う
た
う
こ
と
に
よ
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｢夢に見ゆ (る)」とうたうことは

結

以
上
、
「
夢
に
見
ゆ
（
る
）
」
の
歌
を
め
ぐ
っ
て
夢
を
解
く
こ
と
を
中
心
に
考

えてゑた。

こ
の
よ
う
な
歌
は
、
古
代
に
お
け
る
夢
の
観
念
や
夢
解
き
の
習
俗
の
方
向

性
、
あ
り
方
を
そ
の
基
底
に
含
象
込
ん
で
い
る
。

「
夢
に
見
ゆ
（
る
こ
の
歌
は
男
女
の
恋
歌
、
ま
た
は
そ
れ
に
準
じ
る
も
の
と

し
て
頻
出
す
る
。
こ
れ
は
、
人
間
の
男
女
の
恋
愛
が
神
婚
に
倣
う
も
の
で
あ

り
、
夢
が
神
の
葱
依
（
そ
し
て
幻
想
と
し
て
の
神
婚
）
と
深
く
関
わ
る
こ
と
に
よ

る
と
こ
ろ
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
に
加
え
て
、
夢
の
現
実
と
の
符

合
の
確
認
へ
の
方
向
性
と
恋
の
歌
の
闘
い
の
方
向
と
が
う
ま
く
重
な
り
合
っ
て

い
る
こ
と
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（邪）

な
お
、
中
古
の
文
学
に
は
、
西
村
亨
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
望
ま
し
く

思
わ
れ
る
よ
う
な
夢
の
場
合
、
積
極
的
に
恋
の
相
手
に
夢
語
り
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
心
魅
か
れ
る
こ
と
を
強
調
し
た
土
地
讃
め
の
歌
は
、
万
葉
集
で
は
他
に

例
が
承
え
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
盛
ん
に
う
た
わ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た

ら
し
い
。
や
は
り
、
こ
れ
も
ま
た
、
恋
歌
の
類
型
が
踏
ま
え
ら
れ
て
の
も
の
で

は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

ま
た
、
９
の
よ
う
に
、
夢
を
解
く
こ
と
な
く
そ
の
事
象
そ
の
も
の
を
投
げ
出

し
て
い
る
よ
う
に
承
え
る
歌
も
、
「
か
き
つ
は
た
」
の
よ
う
な
植
物
を
女
性
の

臂
喰
と
す
る
と
い
う
臂
嚥
歌
の
方
法
を
前
提
と
し
て
詠
出
さ
れ
た
も
の
で
、
贈

答
の
双
方
に
お
い
て
歌
、
そ
し
て
夢
の
意
味
が
了
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
万
葉
の
相
聞
の
歌
に
は
夢
に
見
え
る
と
い
う
事
象
と
夢
解
き
の
部
分
と
が

問
い
と
答
え
の
か
た
ち
で
二
首
に
分
か
れ
て
い
る
も
の
は
見
出
す
こ
と
が
で
き

ない。

っ
て
そ
れ
を
現
実
化
し
て
ゆ
こ
う
と
働
き
か
け
る
も
の
が
承
ら
れ
る
が
、
こ
れ

は
万
葉
恋
歌
の
「
夢
に
見
ゆ
（
る
）
」
と
う
た
う
社
交
的
な
贈
答
の
世
界
が
中
古

の
和
歌
世
界
に
受
け
継
が
れ
、
さ
ら
に
そ
の
周
辺
に
ま
で
広
が
り
を
ゑ
せ
た
こ

と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

注
（
１
）
大
久
保
広
行
「
夢
」
（
『
国
文
学
』
第
十
七
巻
第
六
号
一
九
七
二
年
五
月
）

など。

（
２
）
こ
れ
ら
の
も
の
の
な
か
に
は
、
「
夢
に
し
見
ゆ
る
」
「
夢
に
見
え
つ
る
」
「
夢

に
見
え
け
り
（
る
・
れ
）
」
「
夢
に
見
え
こ
そ
」
「
夢
に
見
え
き
や
」
「
夢
に
見
え

つ
つ
」
「
夢
に
見
て
」
の
よ
う
な
類
句
が
頻
出
す
る
。

（
３
）
こ
の
「
夢
に
見
え
つ
つ
」
は
、

古
に
あ
り
け
む
人
も
我
が
ご
と
か
妹
に
恋
ひ
つ
つ
寝
ね
か
て
ず
け
む

（巻四・男ち

玉
か
つ
ま
島
熊
山
の
夕
暮
れ
に
ひ
と
り
か
君
が
山
路
越
ゆ
ら
む
く
一
に
云

ふ
「
夕
霧
に
長
恋
し
つ
つ
寝
ね
か
て
ぬ
か
も
」
〉
（
巻
十
二
・
二
奎
）

の
「
恋
ひ
つ
つ
」
「
長
恋
し
つ
つ
」
に
類
似
す
る
と
み
ら
れ
る
。

（
４
）
多
田
一
臣
「
〈
お
も
ひ
〉
と
〈
こ
ひ
〉
と
」
（
『
語
文
論
叢
』
第
千
六
号
一

九
八
八
年
十
月
『
万
葉
歌
の
表
現
』
一
九
九
一
年
）
は
、
「
し
の
ひ
」
を
、
対

象
に
強
く
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
が
真
直
ぐ
に
対
象
に
向
け
ら
れ
て

し
ま
う
状
態
を
い
う
と
す
る
。

（
５
）
多
田
注
（
４
）
論
文
は
、
「
こ
ひ
」
を
「
お
の
れ
の
魂
が
対
象
に
よ
っ
て
吸
引

さ
れ
、
支
配
さ
れ
る
状
態
」
と
捉
え
て
い
る
。

（
６
）
古
代
文
学
会
六
月
例
会
（
一
九
九
一
年
六
月
一
日
）
発
表
時
の
際
の
指
摘
に

よる。

（
７
）
『
古
代
人
と
夢
』
（
一
九
七
二
年
）
。

（
８
）
菅
原
昭
英
「
古
代
日
本
の
宗
教
的
情
操
山
②
」
（
『
史
学
雑
誌
』
第
七
十
八
編

第
二
・
三
号
一
九
六
九
年
一
・
二
月
）
。

（
９
）
『
古
代
の
恋
愛
生
活
』
（
一
九
八
七
年
）
。

（
ｍ
）
出
石
誠
彦
『
支
那
神
話
伝
説
の
研
究
』
（
一
九
四
三
年
）
は
漢
籍
の
説
話
の

な
か
に
こ
の
よ
う
な
観
念
を
見
出
し
た
。

（
ｕ
）
直
話
に
よ
る
。
根
間
氏
の
成
巫
過
程
に
お
け
る
夢
の
報
告
・
考
察
に
つ
い
て

は
松
浪
久
子
「
宮
古
カ
ン
ヵ
ヵ
リ
ャ
ー
の
成
巫
謹
」
（
『
奄
美
沖
縄
民
間
文
芸
研

究
』
第
十
三
号
一
九
九
○
年
七
月
）
・
同
「
カ
ン
カ
カ
リ
ャ
ー
〔
宮
古
島
巫

親
〕
の
成
巫
謹
」
（
『
大
阪
青
山
短
期
大
学
紀
要
』
第
十
七
号
一
九
九
一
年
三
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｢夢に見ゆ（る)」とうたうことは

月
）
が
あ
る
。
な
お
、
宮
古
諸
島
の
カ
ン
カ
カ
リ
ャ
ー
の
事
例
に
つ
い
て
は
佐

々
木
宏
幹
『
シ
ャ
ー
言
一
ズ
ム
の
人
類
学
』
（
一
九
八
四
年
）
な
ど
、
奄
美
の

ユ
タ
の
事
例
に
つ
い
て
は
山
下
欣
一
『
奄
美
の
シ
ャ
ー
言
一
ズ
ム
』
（
一
九
七

七
年
）
な
ど
が
詳
し
い
。

（
狸
）
な
お
、
垂
仁
記
の
夢
の
よ
う
に
、
託
宣
の
意
味
を
さ
ら
に
解
く
た
め
に
ト
占

を
行
う
と
い
う
も
の
も
あ
っ
て
、
漢
籍
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
（
出
石
誠
彦
注

（
ｍ
）
書
）
。
な
お
、
こ
の
ト
占
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
岩
田
勝
（
『
日
本
歴
史

と
芸
能
』
第
八
巻
『
修
験
と
神
楽
』
一
九
九
○
年
）
が
指
摘
し
て
い
る
。

（
蝿
）
た
と
え
ば
『
新
撰
亀
相
記
』
に
は
亀
卜
の
兆
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

（皿）『古代歌謡論』（一九八二年）。

（
巧
）
な
お
、
「
夢
に
見
ゆ
」
に
類
す
る
表
現
と
し
て
「
面
影
に
見
ゆ
」
が
あ
げ
ら

れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
歌
は
一
首
も
な
い
。

（
蛸
）
清
水
章
雄
「
ら
し
」
（
『
古
代
語
誌
』
一
九
八
九
年
）
・
斉
藤
英
喜
「
逆
言
・

狂
言
と
挽
歌
」
（
『
セ
ミ
ナ
ー
古
代
文
学
鯛
』
一
九
八
九
年
十
一
月
）
。

（
Ⅳ
）
大
久
保
広
行
注
（
１
）
論
文
。
三
浦
佑
之
「
万
葉
集
の
夢
」
（
『
成
城
万
葉
』
第

十
七
号
一
九
八
○
年
十
一
月
）
は
夢
が
挽
歌
に
う
た
わ
れ
る
こ
と
や
蹟
宮
の

籠
り
の
夢
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

（
妃
）
『
古
代
研
究
国
文
学
篇
』
（
一
九
二
九
年
）
な
ど
。

（
過
）
『
古
文
芸
の
論
』
（
一
九
五
二
年
）
。

（
即
）
『
古
代
和
歌
と
祝
祭
』
（
一
九
八
八
年
）
。

（
虹
）
『
萬
葉
集
古
義
』
・
「
萬
葉
集
全
釈
』
・
『
萬
葉
集
評
釈
』
・
『
萬
葉
集
私
注
』
・

『
萬
葉
集
全
註
釈
』
・
日
本
古
典
文
学
全
集
『
萬
葉
集
』
・
新
潮
古
典
集
成
『
萬

葉
集
』
・
『
萬
葉
集
全
訳
注
・
原
文
付
』
な
ど
。
な
お
、
『
萬
葉
童
蒙
抄
』
は
「
今

時
の
風
髄
に
は
不
可
好
贈
也
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
そ
の
戯
笑
性
に
つ
い
て
い

っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
配
）
『
萬
葉
集
私
注
』
・
『
萬
葉
集
注
釈
』
・
日
本
古
典
文
学
全
集
『
萬
葉
集
』
・
『
萬

葉
集
全
注
』
な
ど
。

（
記
）
「
家
持
の
相
聞
歌
」
（
『
論
集
上
代
文
学
第
九
冊
』
一
九
七
九
年
）
。

（
型
）
「
社
交
歌
と
し
て
の
恋
歌
」
（
シ
リ
ー
ズ
古
代
の
文
学
７
『
古
代
詩
の
表
現
』

一
九
八
二
年
『
作
者
未
詳
歌
の
研
究
』
一
九
八
二
年
）
。

（
妬
）
猪
股
と
き
わ
「
歌
の
く
こ
こ
ろ
〉
と
無
心
所
着
歌
」
（
『
古
代
文
学
』
第
二
十

六
号
一
九
八
七
年
三
月
）
・
「
こ
こ
ろ
」
（
『
古
代
語
誌
』
一
九
八
九
年
）
、
野

田
浩
子
。
神
」
と
く
こ
こ
ろ
〉
」
（
『
東
横
国
文
学
』
第
二
十
一
号
一
九
八
九

年
三
月
）
・
「
〈
景
〉
あ
る
い
は
〈
物
〉
と
く
こ
こ
ろ
〉
」
（
『
古
代
文
学
』
第
二
十

九
号
一
九
九
○
年
三
月
）
・
「
〈
属
物
〉
歌
考
」
（
『
東
横
国
文
学
』
第
二
十
二

号
一
九
九
○
年
三
月
）
な
ど
は
、
心
の
動
き
の
不
可
解
さ
、
不
可
思
議
さ
に

注
目
し
、
心
が
神
の
側
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

（妬）「王朝恋詞の研究』（一九七二年）。
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