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一
寝
覚
物
語
の
伝
本
は
、
三
巻
本
と
い
い
、
五
巻
本
と
い
い
、
い
ず
れ
も

中
間
部
と
末
尾
と
に
、
大
量
の
欠
巻
が
生
じ
て
い
る
が
、
そ
の
内
、
末
尾

欠
巻
部
の
内
容
を
う
か
が
わ
せ
る
資
料
と
し
て
は

無
名
草
子
・
拾
遺
百
番
歌
合
・
風
葉
和
歌
集
・
夜
寝
覚
抜
書
・
寝
覚

物
語
絵
巻
・
伝
慈
円
筆
大
六
半
切
・
伝
後
光
厳
院
筆
六
半
切

な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
て
、
最
後
の
伝
後
光
厳
筆
切
は
、
比
較
的
近
年
に

な
っ
て
、
寝
覚
の
断
簡
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し

（
1
（た

も
の
で
、
現
在
一
五
葉

ほ
ど
の
切
の
存
在
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
に
つ
い
て

の
言
及
は
避
け
、『
寝
覚
物
語
欠
巻
部
資
料
集
成（

2
（

』
に
三
葉
ほ
ど
紹
介
さ

れ
て
い
る
伝
慈
円
筆
切
の
新
出
断
簡
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
を
主
目
的

と
し
、
併
せ
て
、
斎
宮
と
い
う
登
場
人
物
に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を
試

み
て
み
る
次
第
で
あ
る
。

二
今
回
新
た
に
出
現
し
た
切
に
つ
い
て
、
書
誌
を
記
せ
ば
、
大
き
さ
は
縦

が
二
〇
・
八
セ
ン
チ
の
、
横
が
一
七
・
九
セ
ン
チ
で
、
一
面
十
三
行
詰
。
料

紙
は
鳥
の
子
で
、
書
写
年
代
は
鎌
倉
の
初
期
か
ら
中
期
。
伝
称
筆
者
は
、

朝
倉
茂
入
の
極
め
に
、
慈
鎮
和
尚
と
な
っ
て
い
る
が
、
無
論
、
何
か
確
証

が
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
。
全
文
を
翻
刻
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
（
巻

末
図
版
参
照
）。

伝
慈
円
筆
『
寝
覚
物
語
』
切
の
出
現

―
「
斎
宮
」再
考
―

田　

中　
　
　

登
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1　

申
さ
む
か
た
な
け
れ
は
御
心
も
ゆ
る
さ
れ
て
ふ
と
申

2　

い
て
ん
も
い
と
ゝ
は
ゝ
か
り
あ
れ
は
心
は
た
れ
か
侍
ら
む
こ

3　

と
〳
〵
し
き
ゝ
は
の
人
は
お
も
ふ
に
よ
に
侍
ら
し
と
こ
た
へ

4　

申
給
へ
は
か
の
も
や
に
あ
や
し
う
そ
ら
め
に
や
あ
ら
む

5　

め
つ
ら
し
き
さ
ま
し
た
る
人
の
ふ
と
み
え
つ
る
は
と
の

6　

給
ま
ゝ
に
な
み
た
の
さ
し
く
み
給
を
さ
れ
は
よ
と
い
み

7　

し
う
い
と
を
し
け
れ
は
こ
と
〳
〵
に
き
こ
え
ま
き
ら
は

8　

し
て
や
み
た
ま
ひ
ぬ
と
の
は
せ
む
さ
い
く
う
に
御
た
い
め

9　

む
あ
り
て
心
よ
り
ほ
か
に
な
か
ら
へ
す
こ
す
や
う
に
侍

10　

れ
と
ゝ
を
さ
か
り
ま
か
る
ま
ゝ
に
も
い
ふ
か
ひ
な
う
な
く

11　

さ
め
ら
る
ゝ
時
の
さ
も
な
く
い
よ
〳
〵
心
に
も
の
ゝ
お
ほ

12　

え
ま
さ
ら
れ
侍
れ
は
か
く
て
も
い
と
な
か
ら
へ
に
く
ゝ

13　

の
と
や
か
に
を
こ
な
ひ
の
か
た
に
お
も
ふ
き
ぬ
へ
く
お
も
ひ

以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
新
出
断
簡
の
内
容
の
検
討
に
入
る
前
に
、

既
知
の
断
簡
三
葉
と
、
新
出
断
簡
（
こ
れ
を
断
簡
四
と
呼
ぶ
）
の
物
語
展

開
上
の
順
序
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
以
下
（
断
簡
番
号
は
『
資
料
集
成
』

に
よ
る
）
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
の
で
、
話
の
都
合
上
、
断
簡

二
の
内
容
か
ら
み
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

断
簡
二
→
断
簡
四
（
新
出
）
→
断
簡
一
→
断
簡
三

三
さ
て
、
断
簡
二
は
、
蘇
生
後
出
家
し
て
世
間
か
ら
身
を
隠
し
て
い
た
寝

覚
上
を
、
真
砂
と
お
ぼ
し
き
人
物
が
発
見
す
る
場
面
で
、
こ
れ
は
絵
巻
の

第
一
図
の
内
容
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
絵
巻
の
第
一
図
の
詞
書
は

今
は
失
わ
れ
て
伝
存
し
な
の
で
、
そ
の
意
味
で
も
、
当
該
断
簡
の
存
在
は

貴
重
で
あ
る
。
以
下
の
引
用
は
、『
資
料
集
成
』
に
よ
る
。
な
お
、
傍
線

は
本
稿
に
お
い
て
、
新
た
に
付
し
た
も
の
。

　

け
だ
か
く
、
し
う
と
く
な
る
さ
ま
し
た
り
。
そ
の
か
た
は
ら
に
そ

ひ
て
そ
ば
み
た
る
人
は
、
わ
づ
か
に
廿
四
、五
に
お
よ
ぶ
ほ
ど
ゝ
み

え
て
、
い
と
わ
か
う
ゝ
つ
く
し
げ
に
、
ひ
た
い
が
み
も
ゆ
く
〳
〵
と

ふ
さ
や
か
に
そ
ぎ
か
け
ら
れ
た
る
、
つ
ら
つ
き
、
か
た
わ
ら
め
、
い

ひ
し
ら
ず
い
み
じ
き
人
な
め
り
と
め
も
を
ど
ろ
か
る
ゝ
に
、
わ
が
あ

け
く
れ
こ
ゝ
ろ
に
か
け
て
、
こ
ひ
し（

３
）

く
思
ひ
き
こ
ゆ
る
む
か
し
の
お

も
か
げ
と
、
ふ
と
お
も
ひ
い
で
ら
る
ゝ
心
ち
し
て
、
き
り
ふ
た
が
る

な
み
だ
を
か
き
は
ら
ふ
ほ
ど
、
か
ぜ
の
あ
ら
ゝ
か
に
ふ
き
て
、
き
丁

…
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3
行
目
「
ゆ
く
〳
〵
と
」
は
、
お
そ
ら
く
「
ゆ
ら
〳
〵
と
」
の
誤
写
で

あ
ろ
う
。
さ
て
、「
け
だ
か
く
、
し
う
と
く
な
る
さ
ま
」（
気
高
く
、
宿
徳

な
る
さ
ま
）
を
し
て
い
る
人
と
は
、
寝
覚
上
に
と
っ
て
は
叔
母
に
あ
た
る

斎
宮
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
斎
宮
に
つ
い
て
は
、
後
に
ま
た
触
れ
る
予

定
。
そ
し
て
、「
そ
の
か
た
は
ら
に
そ
ひ
て
そ
ば
み
た
る
人
」と
い
う
の
が
、

わ
が
主
人
公
寝
覚
上
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
こ
の
二
人
を
垣
間
見

て
い
る
人
物
は
と
い
え
ば
、
断
簡
四
お
よ
び
断
簡
一
に
も
登
場
す
る
真
砂

で
あ
ろ
う
。
こ
の
死
ん
だ
と
ば
か
り
思
わ
れ
て
い
た
寝
覚
上
を
真
砂
が
発

見
す
る
と
い
う
、
劇
的
な
場
面
が
展
開
し
て
い
る
場
所
は
と
い
え
ば
、
父

入
道
の
住
む
広
沢
の
邸
か
と
推
測
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
断
簡
二
の
場
面
で
、
寝
覚
の
上

は
す
で
に
出
家
し
て
い
た
と
、
稿
者
な
ど
は
み
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

大
槻
福
子
氏
は
、
そ
の
著
『『
夜
の
寝
覚
』
の
構
造
と
方
法（

４
）』

の
中
で
、

寝
覚
上
の
ヘ
ア
ー
・
ス
タ
イ
ル
が
尼
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
み
て
、
こ

の
時
寝
覚
上
は
い
ま
だ
出
家
は
し
て
い
な
か
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
の
だ

が
、
浜
松
中
納
言
物
語
巻
二
の
、
尼
姫
君
に
つ
い
て
の
描
写
に
、
以
下
、

傍
線
を
引
い
た
箇
所
の
よ
う
に
、
寝
覚
上
の
描
写
と
酷
似
す
る
場
面
が
あ

る
こ
と
は
、
こ
の
際
、
注
意
し
て
お
い
て
よ
か
ろ
う
（
引
用
は
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
に
よ
る
）。

　

昼
は
さ
り
と
も
、
と
う
ち
解
け
給
へ
る
に
、
姫
君
言
は
む
か
た
な

う
あ
さ
ま
し
う
お
ぼ
さ
れ
て
、
ま
ぎ
ら
は
さ
む
か
た
も
な
け
れ
ば
、

た
だ
う
ち
そ
ば
み
て
ゐ
給
へ
る
を
見
聞
こ
え
給
へ
ば
、
花
の
に
ほ
ひ

も
立
ち
ま
さ
り
て
、
あ
ざ
や
か
に
け
高
う
、
あ
い
ぎ
や
う
づ
き
給
へ

り
し
人
の
髪
は
、
居
丈
に
あ
ら
む
か
し
、
ゆ
ら
ゆ
ら
と
そ
ぎ
か
け
ら

れ
て
、
五
重
の
扇
な
ど
を
広
げ
た
ら
む
心
地
し
て
、
な
ほ
い
と
た
を

た
を
と
、
あ
く
ま
で
あ
て
に
な
ま
め
き
て
、
額
髪
の
は
な
や
か
に
か

か
れ
る
に
、
は
づ
れ
た
る
つ
ら
つ
き
、
か
た
は
ら
目
、
か
く
て
し
も
、

さ
ま
こ
と
に
、
う
つ
く
し
げ
な
る
こ
と
ま
さ
り
に
け
る
こ
そ
、
と
見

え
て
…

こ
の
浜
松
の
尼
姫
君
の
描
写
と
の
類（

５
）

似
か
ら
し
て
、
前
引
断
簡
二
の
寝

覚
上
も
、
こ
の
時
す
で
に
出
家
し
て
い
た
と
み
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。

四
断
簡
二
に
見
ら
れ
る
劇
的
な
場
面
か
ら
い
く
ほ
ど
も
経
ず
し
て
、
真
砂

は
父
内
大
臣
（
末
尾
欠
巻
部
で
は
右
大
臣
）
を
伴
っ
て
、
寝
覚
上
に
面
会

を
申
し
入
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
前
述
新
出
の
断
簡
四
は
、
そ
う
し
た
場
面
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か
と
推
測
さ
れ
る
。

1
・
2
行
目
は
、
断
簡
の
冒
頭
部
な
の
で
、
意
味
が
と
り
に
く
い
が
、

相
手
の
寛
大
な
御
心
に
甘
え
て
、唐
突
に（
母
上
は
こ
ち
ら
に
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
で
し
ょ
う
か
）
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
申
し
出
る
の
も
、
遠
慮
さ

れ
る
の
で
、
と
い
っ
た
ほ
ど
の
意
で
あ
ろ
う
か
。

次
の
「
心
は
た
れ
か
侍
ら
む
」
は
、
真
砂
の
発
言
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ

が
ま
た
理
解
し
が
た
い
一
文
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
仕
方
が
な
い
か
ら
、
思

い
切
っ
て
誤
写
説
を
導
入
し
た
い
。
こ
の
部
分
は
本
来「
こ
ゝ
は
」と
あ
っ

た
も
の
が
、「
こ
ゝ
ろ
は
」
と
誤
写
を
し
、
そ
し
て
あ
る
段
階
で
「
心
は
」

と
漢
字
が
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
箇
所
は
「
こ
こ
は
、
ど
な
た
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と

い
っ
た
ほ
ど
の
意
味
に
な
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
な
ら
前
後
の
文
脈

と
矛
盾
は
し
ま
い
。

そ
れ
に
対
し
て
3
行
目
で
寝
覚
上
は
答
え
る
（
無
論
物
越
し
に
か
侍
女

を
介
し
て
で
あ
ろ
う
が
）。「
し
か
る
べ
き
身
分
の
人
は
、こ
こ
に
は
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
せ
ん
」
と
。
4
・
5
行
目
で
真
砂
は
な
お
も
く
い
さ
が
る
。「
あ

の
母
屋
の
と
こ
ろ
で
、
不
思
議
な
こ
と
に
私
の
見
間
違
い
で
し
ょ
う
か
、

尼
姿
の
方
を
お
見
か
け
し
ま
し
た
が
」と
。
そ
れ
を
受
け
て
6
～
8
行
目
、

寝
覚
上
は
「
や
っ
ぱ
り
見
ら
れ
た
の
だ
わ
」
と
、
真
砂
の
こ
と
が
い
と
お

し
く
思
わ
れ
る
の
で
、
言
葉
を
濁
し
て
、
そ
の
場
は
済
ま
し
て
し
ま
っ
た
、

と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

8
行
目
「
と
の
は
」
以
下
、
場
面
が
転
換
す
る
。
こ
の
「
殿
」
は
真
砂

の
父
親
、
す
な
わ
ち
寝
覚
上
の
夫
に
あ
た
る
人
物
で
あ
る
。
彼
は
真
砂
と

は
別
行
動
を
と
っ
て
い
て
、
こ
の
邸
の
住
人
斎
宮
と
面
談
し
、
寝
覚
上
死

後
の
自
己
の
つ
ら
い
胸
中
を
綿
々
と
訴
え
る
。
そ
れ
が
9
～
13
行
目
に
か

け
て
で
、「
不
本
意
に
も
生
き
な
が
ら
え
て
、
寝
覚
の
死
か
ら
月
日
が
立

つ
に
つ
け
て
も
、
心
の
慰
む
時
も
な
く
、
い
よ
い
よ
も
っ
て
苦
し
み
ば
か

り
が
ま
さ
り
、
こ
ん
な
状
態
で
は
日
々
も
過
ご
し
に
く
く
、
心
の
ど
か
に

仏
道
修
行
の
道
に
も
進
み
た
く
…
」
と
。

結
局
、
寝
覚
上
と
の
対
面
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
い
い
か

え
れ
ば
寝
覚
の
生
存
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
真
砂
と
内
大
臣
は
、
悄
然
と

し
て
こ
の
場
を
立
ち
去
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
も
、
斎
宮
が
登

場
す
る
こ
と
に
注
意
を
し
て
お
き
た
い
。

五
こ
の
断
簡
四
の
後
を
受
け
る
の
が
、
断
簡
一
で
あ
る
。
以
下
に
そ
れ
を

引
い
て
お
こ
う
。

　

お
も
ひ
き
こ
え
て
し
を
、
中
納
言
の
た
ち
つ
ゞ
き
た
る
な
ま
め
か
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し
さ
、
な
つ
か
し
さ
、
こ
ま
や
か
な
る
に
ほ
ひ
な
ど
、
や
ゝ
た
ち
ま

さ
り
て
み
ゆ
る
を
、
さ
ま
〴
〵
と
を
く
な
る
ま
で
う
ち
み
や
ら
れ
、

人
や
り
な
ら
ず
か
な
し
き
に
も
、「
な
ぞ
や
、
わ
ろ
の
こ
ゝ
ろ
や
。

い
ま
は
か
く
思
ふ
べ
き
こ
と
か
」
と
せ
め
て
お
ぼ
し
を
ち
て
、
さ
い

宮
の
御
を
こ
な
ひ
に
御
返
に
い
ら
せ
給
て
、
つ
ね
よ
り
も
を
こ
な
ひ

あ
か
し
給
に
、
君
た
ち
の
お
も
か
げ
は
、
な
を
身
を
は
な
れ
ず
。

　
　

 

我
な
が
ら
ゆ
め
か
う
つ
ゝ
か
と
だ
に
こ
そ
さ
め
て
も
さ
め
ぬ
よ

に
ま
ど
ひ
け
れ

　
　

御
を
こ
な
ひ
の
ひ
ま
に
は
、
ち
ご
宮
の
か
ぎ
り
な
く
を
よ
す
げ
ま
さ

り
た
ま
ふ
を
、
こ
ひ
し
く
、
お
ぼ
つ
か
な
く
お
も
ひ
き
こ
え
給
。
御

か
た
み
に
は
、
か
ぎ
り
な
う
思
ひ
か
し
づ
き
ゝ
こ
へ

こ
の
「
中
納
言
」
と
は
、真
砂
の
こ
と
で
あ
る
が
、「
た
ち
つ
ゞ
き
た
る
」

と
い
い
、「
や
ゝ
た
ち
ま
さ
り
て
み
ゆ
る
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、こ
こ
に
は
、

真
砂
の
ほ
か
に
も
う
一
人
人
物
が
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は

大
槻
氏
も
指
摘（

6
（

す
る
よ
う
に
、
真
砂
の
父
内
大
臣
で
あ
ろ
う
。
今
回
の
新

出
断
簡
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
は
首
肯
さ
れ
よ
う
。

場
面
は
、
寝
覚
と
の
再
会
が
叶
わ
な
か
っ
た
父
子
が
、
悄
然
と
こ
の
邸

を
立
ち
去
っ
て
ゆ
く
後
姿
を
見
つ
め
な
が
ら
悲
嘆
に
く
れ
る
寝
覚
の
上
の

心
中
を
描
く
。
文
中
「
人
や
り
な
ら
ず
か
な
し
き
に
も
」
と
い
う
の
は
、

断
簡
四
に
も
あ
っ
た
ご
と
く
、
真
砂
の
申
し
出
を
自
ら
拒
否
し
て
し
ま
っ

た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。「
今
さ
ら
み
っ
と
っ
も
な
い
、
親
子
の
情

に
心
惹
か
れ
る
な
ん
て
」
と
、
し
い
て
気
を
お
ち
つ
か
せ
よ
う
と
努
め
る

寝
覚
上
。
そ
こ
で
、
斎
宮
の
お
勤
め
の
御
供
（「
御
返
」
は
「
御
供
」
の

誤
写
か
）
を
し
て
自
ら
も
修
行
に
努
め
る
が
、
心
は
つ
い
つ
い
子
供
の
面

影
を
追
い
求
め
て
し
ま
う
。
歌
は
「
今
の
自
分
の
置
か
れ
た
状
況
が
夢
な

の
か
現
実
な
の
か
、
出
家
を
し
て
も
、
な
お
、
俗
世
に
あ
っ
た
時
の
よ
う

に
迷
い
か
ら
覚
め
な
い
こ
と
だ
よ
」
と
い
っ
た
ほ
ど
の
意
か
。

「
御
を
こ
な
ひ
の
ひ
ま
に
は
」
以
下
は
、
本
稿
の
趣
旨
か
ら
は
い
さ
さ

か
は
ず
れ
る
の
で
、
言
及
は
避
け
た
い
。
た
だ
、
こ
の
「
ち
ご
宮
」
に
つ

い
て
は
、
米
田
明
美
氏
に
用
意
周
到
な

（
7
（論

が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
参
照
さ

れ
た
い
。
本
稿
と
し
て
は
、
こ
の
断
簡
で
も
、
ま
た
ま
た
斎
宮
が
登
場
し

て
き
て
い
る
こ
と
に
大
方
の
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
。

六
以
上
、
本
稿
で
は
、
伝
慈
円
筆
切
の
新
出
断
簡
（
断
簡
四
）
を
紹
介
す

る
と
と
も
に
、
併
せ
て
そ
の
前
後
に
位
置
す
る
と
思
わ
れ
る
断
簡
二
と
一

と
に
つ
い
て
も
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
加
え
て
き
た
。
そ
の
際
、
斎
宮
と

い
う
人
物
の
存
在
に
つ
い
て
、
再
三
注
意
を
喚
起
し
て
お
い
た
が
、
そ
も
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そ
も
こ
の
斎
宮
と
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
人
物
な
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
現
存
本
巻
四
に
、
偽
生
霊
事
件
で
す
っ
か
り
嫌
気
が
さ
し
た
寝
覚
上

が
父
入
道
の
広
沢
の
邸
に
逃
げ
込
ん
で
来
た
時
に
、
次
の
よ
う
に
紹
介
さ

れ
て
い
る
（
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
）。

　

昔
お
は
せ
し
か
た
に
は
、
入
道
殿
の
一
つ
御
腹
の
女
二
宮
と
申
し

し
は
、
斎
宮
に
ぞ
居
た
ま
ひ
し
か
ど
、
代
は
り
た
ま
ひ
に
し
後
、
き

こ
え
を
か
す
人
あ
ま
た
あ
れ
ど
、
こ
と
の
ほ
か
に
お
ぼ
し
離
れ
て
、

世
を
背
か
せ
た
ま
ひ
に
け
る
が
、
京
の
宮
も
焼
け
に
け
れ
ば
、
同
じ

山
水
の
流
れ
も
も
ろ
と
も
に
き
こ
え
か
は
い
た
ま
ひ
て
、
こ
の
三
年

ば
か
り
は
、
こ
こ
に
ぞ
お
は
し
ま
し
け
る
。
浅
く
は
あ
ら
ざ
り
け
ん

御
罪
も
残
り
あ
る
ま
じ
く
、
行
ひ
す
ま
し
て
お
は
し
ま
す
を
、
う
ら

や
ま
し
く
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
御
対
面
ど
も
あ
り
。

寝
覚
に
と
っ
て
は
父
に
あ
た
る
広
沢
の
入
道
の
姉
妹
で
あ
り
、
そ
う
し

た
縁
で
、
こ
こ
広
沢
の
邸
に
住
ん
で
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
斎
宮
、
こ
の

後
に
も
、
現
存
本
で
六

（
8
（度

ほ
ど
登
場
す
る
が
、
登
場
す
る
と
い
っ
て
も
、

寝
覚
の
言
動
と
の
関
連
で
名
前
が
出
て
く
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
、
斎

宮
自
身
が
何
か
を
い
っ
た
り
、
し
た
り
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
け
っ
し
て

な
い
。
つ
ま
り
は
、
現
存
本
に
よ
る
か
ぎ
り
は
、
い
っ
こ
う
に
活
躍
す
る

気
配
を
見
せ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
人
物
が
末
尾
欠
巻
部
に
到
っ

て
、
俄
然
活
躍
の
跡
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。
蘇
生
後
の
寝
覚
上
を
匿
っ

て
、
出
家
の
志
を
遂
げ
さ
せ
た
り
、
お
ま
け
に
、
内
大
臣
の
悩
み
の
相
談

役
に
な
る
な
ど
、
現
存
本
を
読
む
か
ぎ
り
、
い
っ
た
い
だ
れ
が
彼
女
の
こ

の
活

（
9
（躍

ぶ
り
を
予
想
し
え
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
現
存
本
と
末
尾
欠
巻
部
と
に
お
け
る
斎
宮
の
役
割
の
落
差
を
、
わ

れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
は
、
現

存
本
巻
五
ま
で
で
、
作
者
は
い
っ
た
ん
筆
を
置
き
、
そ
の
後
、
構
想
を
新

た
に
し
て
、
末
尾
欠
巻
部
分
を
書
き
継
い
で
い
っ
た
と
み
る
べ
き
か
、
そ

れ
と
も
、
現
存
本
の
斎
宮
に
つ
い
て
の
少
な
い
記
述
を
伏
線
と
し
、
末
尾

欠
巻
部
で
大
い
に
活
躍
さ
せ
た
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
後
者
で

あ
る
と
し
た
な
ら
、
現
存
本
巻
四
の
斎
宮
に
つ
い
て
の
簡
単
な
紹
介
文
の

箇
所
で
、
す
で
に
作
者
は
あ
の
複
雑
な
末
尾
欠
巻
部
を
構
想
し
え
て
い
た

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
ら
一
連
の
断
簡
に
接
す
る
ま
で
は
、稿
者
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、

前
者
の
線
で
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
今
後
は
、
後
者
の
可
能
性
も

考
え
て
み
る
必
要
が
出
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

（
注
）

（
1
）　

横
井
孝
「『
夜
の
寝
覚
』
末
尾
欠
巻
部
断
簡
の
出
現
」（『
王
朝
文
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学
の
古
筆
切
を
考
え
る
』（
武
蔵
野
書
院
、
平
成
二
十
六
年
）

（
2
）　

田
中
登
ほ
か
『
寝
覚
物
語
欠
巻
部
資
料
集
成
』（
風
間
書
房
、
平

成
十
四
年
）

（
3
）　
「
こ
ひ
し
く
」
の
一
語
が
、『
資
料
集
成
』
で
は
脱
落
し
い
て
い
た
。

こ
こ
に
謹
ん
で
訂
正
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
4
）　

大
槻
福
子
『『
夜
の
寝
覚
』
の
構
造
と
方
法
』（
笠
間
書
院
、
平
成

二
十
三
年
）

（
5
）　

こ
の
こ
と
は
、
早
く
拙
稿
「『
夜
の
寝
覚
』
と
『
浜
松
中
納
言
物

語
』
の
作
者
」（『
平
安
文
学
論
究
第
十
八
輯
』
風
間
書
房
、
平
成
十
六

年
）
の
中
で
指
摘
し
た
。

（
6
）　

注
（
4
）
に
同
じ
。

（
7
）　

米
田
明
美
「「
夜
の
寝
覚
」
末
尾
欠
巻
部
復
元
「
ち
ご
宮
」
に

つ
い
て
二
説
」（「
甲
南
女
子
大
学
研
究
紀
要　

文
学
・
文
化
編
」
第

四
十
三
号
、
平
成
一
九
年
）

（
8
）　

赤
迫
照
子
「『
夜
の
寝
覚
』
の
斎
宮
―
「
伝
慈
円
筆
寝
覚
物
語
切
」

一
葉
を
糸
口
に
―
」（『
古
代
中
世
国
文
学
』
二
十
三
号
、平
成
十
九
年
）

（
9
）　

斎
宮
の
存
在
に
注
目
し
た
論
に
（
8
）
の
赤
迫
論
文
が
あ
る
。

 

　
（
た
な
か　

の
ぼ
る
／
本
学
教
授
）
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