
鈴
木
弘
道
氏
著
の
「
平
安
末
期
物
語
の
研
究
」

は
、

第
一
篇
夜
半
の
寝
覚

第
二
篇
浜
松
中
納
言
物
語

一
第
三
篇
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語

の
三
篇
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
卒
安
末

期
物
語
研
究
の
執
筆
順
序
は
、
本
書
に
收
め
ら
れ
て

い
る
順
序
と
は
逆
に
、
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語
の
研
究

が
‐
も
つ
と
も
古
い
も
の
で
あ
る
。
昭
和
二
十
五
年
三

月
刊
卒
安
文
学
研
究
第
三
輯
所
載
の
「
と
り
か
《
・
ぱ

や
物
語
と
後
代
文
学
『
ち
ご
い
ま
』
と
の
関
係
ｌ
」

（
本
書
第
三
篇
第
五
章
第
二
節
）
が
は
じ
め
で
あ
る

と
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
呼
び
か
け
は
啄

木
の
問
題
に
限
ら
な
い
。
著
者
の
こ
の
呼
び
か
け
は

本
耆
の
特
色
と
し
て
、
ど
の
論
考
も
す
べ
て
読
者
に

訴
え
て
く
る
も
の
が
多
い
司
未
整
理
の
資
料
を
よ
く

鈴
木
弘
道
氏
著

「
平
安
末
期
の
物
語
研
究
」

う
か
。
著
者
は
こ
の
年
に
立
命
館
大
学
を
卒
業
さ
れ

て
い
る
Ｊ
す
で
に
源
氏
物
語
の
注
釈
害
を
出
版
し
て

い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、

か
ね
て
よ
り
著
者
は
源
氏
物
語
の
研
究
を
し
た
い
と

思
っ
て
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
源
氏
を
理
解
す
る

た
め
に
は
、
そ
の
周
辺
の
作
品
を
き
わ
め
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
た
ま
た
ま
未
だ
多
く
の
人
に
よ
っ
て

研
究
さ
れ
て
い
な
い
作
品
を
研
究
す
る
↑
」
と
も
有
意

義
な
仕
事
で
は
な
い
か
と
の
後
藤
丹
治
博
士
の
す
す

め
も
あ
っ
て
、
卒
業
論
文
を
と
り
か
へ
ば
や
物
語
に

き
め
ら
れ
た
と
い
》
う
こ
と
で
あ
る
。

本
書
に
收
録
さ
れ
て
い
る
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語
の

こ
な
し
た
上
で
の
発
言
は
著
者
独
自
の
も
の
と
し
て
』

読
み
ご
た
え
の
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
慾
を

い
え
ば
そ
れ
ら
の
資
料
を
も
つ
と
丹
念
に
引
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
資
料
そ
の
も
の
に
語
ら
せ
る
方
法

大

橋
清
・
秀

』

研
究
は
物
語
の
構
想
》
物
語
に
現
れ
た
愛
情
、
無
名

草
子
に
於
け
る
今
と
り
か
へ
ぱ
や
論
、
狭
衣
物
語
と

の
比
較
、
及
び
影
響
作
品
、
外
国
文
学
と
の
比
較
文

学
研
究
に
わ
た
っ
て
い
る
。
著
者
の
実
証
的
な
真
學

な
研
究
態
度
は
本
書
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語
の
研
究
に
於
て
は
、
広
く

外
国
文
学
に
ま
で
及
び
、
独
自
の
境
地
を
開
拓
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
勤
務
の
か
た
わ
ら
の
研

究
は
時
間
的
に
も
制
約
さ
れ
ざ
る
を
得
ず
、
資
料
面

の
不
如
意
は
容
易
に
解
決
す
る
↑
」
と
が
出
来
ぬ
と
考

え
ら
れ
て
か
、
同
時
代
の
作
品
で
あ
る
浜
松
中
納
言

物
語
に
目
を
転
ぜ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
浜
松
中
納

言
物
語
と
燗
桐
の
故
事
（
本
書
第
二
篇
第
二
章
）
、

浜
松
・
と
り
か
へ
ぱ
や
所
載
「
さ
せ
ま
る
伝
説
」

に
関
す
る
考
察
（
本
書
第
二
篇
第
三
章
）
な

ど
の
研
究
は
著
者
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ

ワ
（
）
０

次
に
夜
半
の
寝
覚
・
浜
松
中
納
言
物
語
の
成
立
順

五
一

を
多
く
採
用
で
き
な
か
っ
た
も
の
か
と
も
思
う
。

（
昭
和
三
十
五
年
三
月
刊
、
国
語
国
文
学
研
究
叢
書

、
、
三
二
○
頁
定
価
六
二
○
円
、
桜
楓
社
出
版
）

I

、



I

序
ｌ
作
者
を
菅
原
孝
標
女
と
仮
定
し
て
Ｉ
（
本

書
第
二
篇
節
一
章
）
は
浜
松
研
究
の
中
心
を
な
し
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
浜
松
天
喜
三
年
以
前
成
立
説
に

対
す
る
反
論
は
（
昭
和
三
二
年
一
○
月
刊
国
文
学

第
一
九
号
所
載
、
本
書
第
二
篇
第
一
章
第
一
節
三

③
）
、
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
時
す
で
に
反
響
の
あ
っ

た
説
得
力
に
富
む
好
論
文
で
あ
る
。
そ
し
て
著
者
は

一
、
形
式
的
方
面
（
㈹
使
用
語
句
、
②
文
章
、
③
所

載
和
歌
の
総
数
）
二
、
内
容
的
方
面
（
仙
夢
、
③
故

事
・
伝
説
、
⑧
官
能
的
色
彩
、
側
更
級
日
記
及
び
両
物

語
所
載
の
和
歌
）
に
わ
た
っ
て
詳
細
に
検
討
さ
れ
、

「
寝
覚
・
浜
松
に
は
同
質
的
現
象
の
あ
る
反
面
、
両
物

語
は
異
な
っ
た
作
者
の
手
に
成
っ
た
も
の
で
は
な
か

ら
う
か
と
さ
へ
感
じ
さ
せ
る
異
質
的
現
象
が
見
ら
れ

る
が
、
」
と
し
て
、
寝
覚
。
浜
松
の
作
者
を
孝
標
女
と

仮
定
し
て
論
を
す
す
め
ら
れ
、
①
寝
覚
は
浜
松
よ
り

も
先
の
成
立
で
あ
る
こ
と
。
②
浜
松
は
後
冷
泉
天
皇

の
康
平
二
隼
（
一
○
五
九
）
孝
標
女
五
十
二
歳
頃
以
後

の
成
立
で
あ
る
こ
と
。
⑥
寝
覚
は
後
朱
雀
天
皇
の
寛

徳
三
年
（
一
○
四
五
）
孝
標
女
三
十
八
歳
以
後
、
浜
松

の
成
立
期
以
前
の
創
作
で
あ
る
《
」
と
。
の
三
点
を
推

定
し
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
著
者
が
す
で
に
述
べ

て
い
ら
れ
る
よ
う
に
孝
標
女
作
と
仮
定
し
て
の
推
論

も
た
し
か
に
一
つ
の
方
法
で
あ
る
が
、
更
に
こ
の
間

題
に
つ
い
て
の
著
者
の
今
後
の
研
究
の
進
展
を
期
待

し
た
い
・
が
浜
松
研
究
に
於
け
る
布
石
と
し
て
の
価

値
は
す
こ
し
も
ゆ
る
ぐ
も
の
で
は
な
い
と
信
ず
る
。

さ
て
本
書
の
圧
巻
は
夜
半
の
寝
覚
の
研
究
で
あ

る
。
著
者
が
浜
松
を
研
究
さ
れ
て
い
る
う
ち
に
、
寝

覚
に
及
ん
で
ゆ
か
れ
た
こ
と
は
、
き
わ
め
て
自
然
な
こ

と
で
あ
る
。
本
書
の
は
じ
め
に
收
め
ら
れ
て
い
る
夜

半
の
寝
覚
研
究
史
を
読
み
す
す
ん
で
行
く
に
従
っ

て
、
わ
た
く
し
は
二
つ
の
事
柄
に
注
目
し
た
。
そ
れ

は
橋
本
佳
氏
編
著
校
本
夜
半
の
寝
覚
と
藤
田
徳
太

郎
。
増
淵
恒
吉
両
氏
獅
著
校
註
夜
半
の
寝
覚
の
刊
行

と
、
昭
和
二
十
九
年
か
ら
三
十
年
に
か
け
て
中
村
本

が
金
子
武
雄
氏
の
校
訂
に
よ
っ
て
古
典
文
庫
か
ら
緋

刻
刊
行
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
著
者
の
今
日
の

寝
覚
研
究
は
見
る
一
」
と
が
出
来
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
即
ち
著
者
の
寝
覚
研
究
は
校
本
夜
半
の
寝
覚
と

校
註
夜
半
の
寝
覚
を
基
礎
資
料
と
し
、
古
典
文
庫
夜

寝
覚
物
語
の
刊
行
を
契
機
と
し
て
発
展
し
て
来
た
も

の
な
の
で
あ
る
。

第
一
章
中
村
本
に
於
け
る
流
布
本
中
間
閥
巻
該

当
部
分
の
検
討

第
二
章
中
村
本
成
立
当
時
に
於
け
る
原
作
の

形
態

五
二

第
三
章
中
村
本
巻
五
の
内
容
と
流
布
本
と
の

関
係

第
四
章
中
村
本
の
改
作
実
態
に
関
す
る
考
察

に
よ
っ
て
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
著
者
の
緒
細
な

研
究
は
中
村
本
の
考
察
に
集
中
し
て
い
て
、
著
者
の

独
檜
場
の
感
が
あ
る
の
で
あ
る
。
た
・
だ
論
考
の
中
に

記
号
が
た
び
た
び
出
て
来
て
、
Ｈ
Ｈ
と
な
り
⑪
⑥
と

繁
雑
に
な
る
に
従
っ
て
、
論
文
の
説
得
力
を
弱
め
る

恐
れ
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
自
身
が
時
々
自
分

で
書
い
て
い
て
惑
う
こ
と
が
あ
る
と
き
く
に
及
ん

で
、
こ
れ
は
無
理
な
お
ね
が
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

附
記
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。

本
書
は
著
者
の
ほ
ぼ
十
年
間
の
研
究
の
成
果
を
ま

と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
研
究
生
活
の
上

か
ら
み
れ
ば
、
決
し
て
め
ぐ
ま
れ
た
環
境
に
あ
っ
て

（
」
れ
ら
の
論
考
が
言
か
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
長
期
短
期
の
休
暇
に
集
中
的
に
書
か
れ
た

も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
そ
の
上
著
者
は
資
料
面
の
困

難
を
克
服
し
て
、
だ
れ
も
が
入
手
し
得
る
資
料
に
も

と
づ
い
て
精
力
的
な
努
力
を
つ
み
か
さ
ね
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
著
者
が
多
忙
な
日
々
に
あ
っ
て
、
こ
の
よ

う
な
大
著
を
も
の
さ
れ
た
こ
と
は
、
わ
た
く
し
の
よ

う
な
平
凡
人
に
と
っ
て
何
よ
り
の
は
げ
ま
し
で
あ

る
。
今
更
わ
た
く
し
の
よ
う
な
門
外
漢
が
述
べ
る
ま



弓

、

は
、
自
分
を
語
る
一
」
と
な
の
で
す
が
、
就
中
、
作
家

論
は
、
そ
の
極
る
と
こ
ろ
と
言
へ
ま
せ
う
。

そ
の
作
家
を
自
分
が
撰
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
必

然
性
、
そ
の
作
家
と
の
血
み
ど
ろ
の
戦
ひ
、
そ
こ
に

何
を
見
出
し
、
何
を
学
び
と
っ
た
か
を
、
生
々
と
語

る
と
こ
ろ
に
、
作
家
論
は
成
り
立
ち
ま
せ
う
。

近
頃
は
、
一
寸
し
た
伝
記
害
ブ
ー
ム
の
感
か
あ
り

ま
す
が
、
多
く
、
あ
り
き
た
り
の
材
料
と
月
並
な
見

解
を
や
り
く
り
し
た
だ
け
の
も
の
の
や
う
で
す
。

堺
君
は
、
序
説
で
か
う
書
き
ま
す
。
「
今
、
、
現

代
を
考
え
る
時
、
文
学
と
い
い
、
思
想
と
い
い
混
沌

か
ら
で
す
。
も
と
も
と
、
文
章
を
書
く
と
い
ふ
こ
と

で
も
な
く
、
本
書
の
良
い
と
こ
ろ
も
、
足
ら
ざ
る
点
往
年
の
立
命
館
出
版
部
の
よ
う
な
出
版
機
関
が
立
命

も
す
べ
て
だ
れ
よ
り
も
著
者
自
身
が
一
番
よ
く
知
つ
館
大
学
の
事
業
と
し
て
再
開
さ
れ
る
こ
と
を
、
こ
の

て
い
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

本
書
が
世
に
出
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
後
記

に
書
い
て
居
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
が
、
わ
た
く
し
は

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
１

１

作
家
論
は
恐
ろ
し
い
。
自
分
を
語
る
に
他
な
ら
ぬ

堺
光
一
君
の
「
上
田
秋
成
」
を
め
ぐ
る
饒
舌

村
田
穆

の
上
を
覆
う
て
い
る
。
今
日
ほ
ど
、
真
実
な
人
間
倫

理
そ
し
て
新
し
い
思
想
と
文
学
の
創
造
が
待
望
さ
れ

て
い
る
時
代
は
ほ
か
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
に

あ
た
っ
て
、
二
百
五
十
年
前
の
危
機
の
時
代
を
不
屈

に
生
き
抜
い
た
秋
成
が
、
自
身
の
苦
脳
と
時
代
の
危

機
の
中
で
如
何
に
自
己
を
追
求
し
、
如
何
に
現
実
話

生
き
、
如
何
に
思
想
し
、
そ
し
て
如
何
に
文
学
し
た

か
と
い
う
こ
と
を
探
っ
て
み
る
こ
と
は
意
義
深
い
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
秋
成
の
人
間
像
、

思
想
、
文
学
の
歩
み
の
過
程
を
考
え
て
ゆ
こ
う
と
思

う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
私
は
秋
成
の
文
学
及
び
思

と
し
て
迷
路
に
踏
み
｛
」
ん
で
い
る
。
否
そ
れ
以
上
に

人
間
存
在
に
つ
い
て
の
深
い
悩
み
が
わ
れ
わ
れ
全
休

際
切
に
お
ね
が
い
し
た
い
。

わ
た
く
し
は
鈴
木
弘
道
氏
の
今
日
の
し
あ
わ
せ
を

と
も
に
よ
ろ
こ
び
と
し
た
い
の
で
あ
る
。

一
ｕ

し
て
次
第
に
秋
成
の
本
質
論
に
お
よ
ぶ
こ
と
と
す

る
。
」
二
三
頁
’
一
四
頁
）

現
代
を
二
百
五
十
年
前
に
対
比
し
、
秋
成
の
追
求

に
自
分
の
生
き
方
を
探
ら
う
と
し
た
堺
君
の
、
熱
っ

ぽ
い
傾
倒
が
、
ま
づ
此
の
害
を
凡
百
の
秋
成
論
か
ら

区
別
す
る
の
で
す
。
ど
の
一
節
を
切
り
ぬ
い
て
も
、

大
て
い
は
堺
君
の
生
血
が
噴
き
出
す
の
で
す
。

さ
て
、
本
論
で
は
、
第
一
章
で
、
「
人
間
と
し
て

の
秋
成
」
が
論
じ
ら
れ
ま
す
。
彼
の
生
涯
を
分
つ

い
ら
も
の

て
、
「
Ｉ
浮
浪
子
時
代
」
「
１
国
学
者
時
代
」
「
Ⅲ

狂
蕩
者
時
代
」
と
し
、
「
そ
の
大
き
な
差
異
を
端
的

五
三

主
体
性
と
し
て
の
個
性
が
如
何
に
し
て
形
成
さ
れ
て

ら
、
事
実
の
上
か
ら
語
っ
て
ゆ
こ
う
と
思
ゞ
フ
。

う
な
歴
史
の
劃
期
で
あ
っ
た
時
代
の
中
で
、
秋
成

ろ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
私
は
、
ま
ず
、
こ

想
に
づ
い
て
性
急
な
本
質
論
を
、
て
つ
と
ｈ
且

い
っ
た
か
を
、
↓
歴
史
的
な
現
実
と
対
応
さ
せ
な

Ａ
５
判
四
五
三
頁
初
音
書
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