
﹇
論
文
要
旨
﹈

夢
と
ま
じ
な
い 

花
部
英
雄

　

四
五
〇
〇
も
の
俗
信
を
集
め
た
「
北
安
曇
郡
郷
土
誌
稿
」
は
、
日
本
の
俗
信
研
究
の
先
駆
け
と
な

る
資
料
集
で
あ
る
。
そ
の
中
の
「
夢
合
せ
」
の
項
に
二
〇
〇
ほ
ど
の
夢
に
か
か
わ
る
俗
信
が
あ
る
。

ま
ず
は
こ
の
俗
信
の
う
ち
「
夢
の
予
兆
」
に
あ
た
る
内
容
を
分
析
し
、
民
俗
と
し
て
の
夢
の
一
般
的

傾
向
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
、「
夢
の
呪
い
」
に
つ
い
て
、
夢
を
見
る
以
前
、
以
後
と
に
分
け
て

そ
の
内
容
を
検
討
し
、
夢
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
、
そ
れ
に
対
応
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
さ

ら
に
呪
い
の
う
ち
韻
文
形
式
を
と
る
三
首
の
歌
を
話
題
に
し
て
、
全
国
的
事
例
か
ら
そ
の
内
容
、
意

味
を
分
析
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
呪
い
歌
の
流
通
の
背
景
に
専
門
の
呪
術
者
の
関
与
が
あ
る
こ
と
を

例
証
し
、
呪
術
儀
礼
の
場
で
行
な
わ
れ
、
や
が
て
民
間
に
降
下
し
て
き
た
こ
と
を
跡
づ
け
る
。

　

続
い
て
、
呪
文
の
「
悪
夢
着
草
木
好
夢
滅
珠
玉
」
を
話
題
に
す
る
。
福
島
県
の
山
都
町
史
に
悪
夢

を
見
た
朝
、
北
に
向
か
い
「
悪
夢
ジ
ャ
ク
、
ソ
ラ
ム
ク
、
コ
ウ
ム
ジ
ョ
ウ
」
と
三
回
唱
え
れ
ば
よ
い

と
い
う
。
前
述
の
呪
文
を
耳
に
聞
い
た
形
で
伝
え
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
呪
文
が
求
菩
提

山
修
験
の
符
呪
集
に
あ
り
、
修
験
山
伏
が
こ
の
祈
祷
に
か
か
わ
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

同
じ
呪
文
が
、
陰
陽
道
系
の
呪
術
を
記
し
た
南
北
朝
時
代
の
『
二
中
歴
』
に
あ
り
、
こ
こ
で
は
人

形
に
悪
夢
を
付
着
さ
せ
て
水
に
流
し
た
り
、
焼
却
し
た
り
す
る
作
法
が
記
さ
れ
て
い
る
。
宮
廷
の
陰

陽
道
儀
礼
の
中
で
、「
悪
夢
は
草
木
に
着
け
」
の
呪
文
が
唱
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
平
安
時

代
の
『
簾
中
抄
』
や
『
口
遊
』
で
は
、
桑
の
木
に
悪
夢
を
語
る
と
あ
る
。
な
ぜ
桑
の
木
に
悪
夢
を
語

る
の
が
悪
夢
祓
い
に
な
る
の
か
。

　

現
行
の
民
俗
を
見
て
い
く
と
、
奄
美
の
ク
チ
タ
ヴ
ェ
（
呪
文
）
に
好
い
夢
は
残
り
悪
い
夢
は
草
の

葉
に
止
ま
れ
と
い
う
の
が
あ
る
。
ま
た
、
南
天
に
夢
を
語
り
、
揺
す
る
と
い
う
例
も
あ
る
。
南
天
は

「
難
転
」
の
語
呂
合
せ
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
呪
術
儀
礼
に
用
い
ら
れ
る
が
、
古
く
は
桑
が
悪
夢
消

滅
の
草
木
で
あ
っ
た
。
桑
は
蚕
の
食
物
で
あ
り
、
悪
夢
を
桑
の
葉
に
付
着
さ
せ
、
蚕
に
食
べ
て
も
ら

う
こ
と
で
悪
夢
を
消
滅
さ
せ
る
と
い
う
の
が
そ
の
原
義
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
本

稿
の
結
論
と
な
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
夢
の
予
兆
、
夢
の
呪
い
、
呪
い
歌
、
夢
と
南
天
と
桑

❶
夢
合
せ

❷
夢
の
呪
い

❸
夢
の
呪
い
歌
三
首
と
呪
術

❹
悪
夢
は
草
木
に
着
け
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❶
夢
合
せ

　
『
北
安
曇
郡
郷
土
誌
稿　

第
四
輯　

俗
信
俚
諺
篇
）
1
（

』
は
昭
和
七
年
九
月
に
、
信
濃

教
育
會
北
安
曇
部
会
に
よ
っ
て
、
郷
土
研
究
社
か
ら
上
梓
さ
れ
た
。
俗
信
と
い
う
語

の
珍
し
か
っ
た
時
代
に
四
五
〇
〇
あ
ま
り
の
俗
信
、
諺
が
一
冊
の
本
と
し
て
公
刊
さ

れ
て
い
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
後
に
俗
信
辞
典
を
編
む
こ
と
に
な
っ
た
鈴
木
棠

三
が
、
俗
信
の
概
念
や
採
集
整
理
の
上
で
研
究
者
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
（『
日

本
俗
信
辞
典
』「
は
じ
め
に
）
2
（

」）
と
評
価
し
た
の
は
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
と
い
え
る
。

本
書
の
最
後
に
あ
る
一
志
茂
樹
「
卷
末
記
」
に
よ
る
と
、
採
集
、
編
集
に
あ
た
っ
て

は
難
儀
し
た
と
の
感
想
が
記
さ
れ
て
い
る
。
柳
田
國
男
の
指
導
を
仰
ぎ
な
が
ら
と
は

い
え
、
俗
信
研
究
が
な
さ
れ
る
以
前
の
こ
と
で
、
暗
中
模
索
の
状
態
の
中
か
ら
産
ま

れ
た
も
の
と
い
え
る
。
俗
信
研
究
の
さ
き
が
け
と
し
て
、
か
つ
そ
の
指
針
と
な
っ
た

本
書
を
話
題
に
し
な
が
ら
、
本
稿
の
「
夢
と
ま
じ
な
い
」
へ
の
研
究
の
懸
け
橋
と
し

て
い
き
た
い
。
幸
い
な
こ
と
に
、
本
書
の
「
夢
合
せ
」
に
一
九
二
の
俗
信
と
、「
呪
・

願
・
ま
じ
な
ひ
」
に
一
つ
の
ま
じ
な
い
歌
が
出
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
分
析
の
対
象
に

し
な
が
ら
考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
。

　

さ
て
、「
夢
合
せ
」
に
載
せ
ら
れ
た
俗
信
は
、
吉
不
吉
の
別
な
く
、
ま
た
夢
の
内

容
別
整
理
と
い
っ
た
こ
と
も
な
く
、
雑
然
と
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
こ
れ
に
一
つ

の
見
通
し
を
つ
け
る
た
め
に
、
私
に
整
理
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
整
理
の
基
準
と

し
て
、
ま
ず
そ
の
夢
が
好
い
も
の
悪
い
も
の
の
ど
ち
ら
に
受
け
と
め
て
い
る
か
、
次

に
そ
れ
ぞ
れ
の
夢
を
内
容
上
か
ら
任
意
に
分
類
し
て
み
た
。
そ
れ
を
表
に
示
す
と
次

の
よ
う
に
な
る
。

　

以
上
は
夢
の
予
兆
を
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。「
蝮ま
む
しの
夢
を
見
る
と
金
が
溜
る
」

と
い
っ
た
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
が
、
中
に
は
、

　

赤
い
馬
の
夢
を
見
れ
ば
火
に
気
を
つ
け
よ
、
黒
い
馬
の
夢
を
見
る
と
雪
が
降

る
　

蛇
の
切
れ
た
夢
は
悪
い
、
信
心
し
な
い
と
い
け
な
い

　

死
ん
だ
目
上
の
者
の
夢
を
見
た
ら
気
を
つ
け
ろ
、
何
か
そ
の
時
は
不
思
議
な

事
が
あ
る
か
ら

な
ど
の
よ
う
に
、
呪
い
（
呪
法
）
や
禁
忌
と
混
同
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
な
お
、

次
の
よ
う
な
も
の
は
明
ら
か
に
呪
い
や
占
い
に
相
当
す
る
。

表1　夢内容別一覧表

分類項目 好い夢 悪い夢

自然 天文・気象 11 1

地勢 7 4

動物 12 18

植物 7 5

人工 人造物 5 2

生活道具 8 3

人事 生業 3 7

人物 3 6

生活（食・入浴） 0 17

社交 3 5

拾得 0 3

災難（紛失・洪水・火事・斬殺） 11 5

便所・糞 4 1

死・葬儀 9 7
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便
所
へ
落
ち
た
夢
を
見
る
と
餅
を
搗
い
て
祝
ふ
（
呪
い
）

　

馬
の
夢
を
見
る
と
お
観
音
様
を
拝
む
も
の
だ
（
呪
い
）

　

青
山
に
蛇
の
夢
は
産
土
様
の
注
意
（
占
い
）

　

蛇
の
夢
を
見
る
の
は
神
様
へ
不
信
心
だ
か
ら
（
占
い
）

　

魚
を
澤
山
捕
っ
た
夢
を
見
る
と
火
に
気
を
つ
け
ろ
（
呪
い
）

　

大
水
の
夢
を
見
た
ら
火
に
気
を
つ
け
ろ
（
呪
い
）

　

火
事
の
夢
を
見
る
と
屋
根
に
水
を
か
け
る
も
の
（
呪
い
）

　

他
に
も
呪
い
は
最
後
に
ま
と
め
て
71
あ
る
。
そ
れ
ら
を
数
に
入
れ
な
い
で
集
計
し

た
の
が
前
掲
の
表
の
数
値
で
あ
る
。

　

数
量
的
な
観
点
だ
け
か
ら
見
る
な
ら
、「
動
物
の
夢
」
が
好
い
悪
い
と
も
に
拮
抗

し
て
い
て
全
体
の
二
割
弱
で
あ
る
。
そ
の
内
訳
は
馬
、
蛇
、
魚
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る

が
、
通
常
か
か
わ
り
の
深
い
動
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
く
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
好
い

夢
悪
い
夢
で
判
然
と
し
て
い
る
の
は
、
好
い
夢
で
は
天
体
・
気
象
、
悪
い
夢
で
は
生

活
（
食
事
、
入
浴
） 

で
あ
る
。
天
体
は
太
陽
、
月
が
主
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
の
『
夢

合
延
寿
帒
）
3
（

』
で
も
、
好
い
夢
の
筆
頭
は
日
の
出
、
日
輪
で
あ
る
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
の

夢
の
解
釈
を
著
し
た
『
夢
占
い
事
典
）
4
（

』
で
も
、
太
陽
の
夢
は
王
、
月
は
美
女
の
象
徴

表
現
と
解
釈
し
て
い
る
。

　

反
対
の
悪
い
夢
の
食
事
・
入
浴
は
、
た
と
え
ば
「
物
を
食
べ
た
夢
を
見
る
と
風
邪

を
引
く
」
や
「
湯
に
入
っ
て
ゐ
る
夢
を
見
る
と
死
人
が
あ
る
」
な
ど
と
言
う
。
起
き

て
い
る
時
間
帯
で
は
楽
し
く
快
適
な
も
の
で
あ
る
は
ず
の
こ
と
が
、
夢
に
見
る
と
反

対
に
な
る
の
は
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
逆
転
現
象
は
、「
災
難
や
死
・

葬
儀
の
夢
」
を
吉
夢
と
す
る
の
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、「
夢

は
逆
夢
」
の
発
想
と
同
じ
で
、
嫌
な
夢
は
実
は
瑞
兆
で
、
逆
に
好
い
夢
を
教
戒
に
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
、
生
と
死
の
で
き
ご
と
を
反
対
に
扱
う
論
理
と
同
一
と
い
え

る
。
夢
を
日
常
に
合
わ
せ
な
が
ら
も
、
起
き
て
か
ら
の
平
常
に
引
き
ず
ら
な
い
よ
う

な
配
慮
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

次
に
、
吉
凶
を
表
わ
す
具
体
的
表
現
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
好
い
夢
を
「
吉
」

「
よ
い
」
と
い
っ
た
抽
象
的
表
現
を
と
る
の
が
一
番
多
い
が
、
続
い
て
「
金
が
溜
ま

る
（
10
）」、「
子
が
生
ま
れ
る
（
7
）」、「
立
身
出
世
す
る
（
6
）」、「
縁
談
が
ま
と

ま
る
（
5
）」、「
命
が
長
い
（
5
）」
と
あ
る
。
反
対
に
悪
い
夢
の
表
現
で
は
、「
人

の
死
や
不
幸
が
あ
る
（
42
）」
が
断
ト
ツ
で
、
次
に
「
風
邪
を
引
く
（
31
）」、「
悪
い
、

災
難
、
凶
事
に
遭
う
（
11
）」
な
ど
と
続
く
。
何
を
禍
福
と
す
る
か
の
平
常
の
生
活

の
指
標
が
、
こ
う
し
た
表
現
に
示
さ
れ
て
い
る
と
受
け
と
め
ら
れ
る
。
そ
の
点
に
お

い
て
、
庶
民
生
活
の
内
実
を
表
わ
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

さ
て
、
見
た
夢
が
ど
の
よ
う
な
現
実
に
対
応
し
て
い
る
の
か
を
現
実
に
合
わ
せ
予

測
し
て
い
く
の
が
夢
の
予
兆
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
話
題
に
し
て
き
た
の
は
、
夢
の
内

容
を
ど
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
か
で
あ
る
。
続
い
て
合
わ
せ
た
現
実
が
思
わ
し
く

な
い
場
合
に
、
そ
の
夢
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
ら
い
い
の
か
の
手
引
き
を
示
す
の

が
、
呪
い
（
呪
法
）
で
あ
る
。
予
兆
を
受
け
た
次
の
段
階
に
あ
る
。

❷
夢
の
呪
い

　
『
北
安
曇
郡
郷
土
誌
稿　

第
四
輯　

俗
信
俚
諺
篇
』
に
載
る
夢
の
ま
じ
な
い
の
内
、

「
夢
判
断
一
富
士
二
鷹
三
茄
子
四
葬
式
五
火
事
」「
夜
明
け
の
夢
は
正
夢
」「
夢
は
五

臓
の
疲
れ
」
な
ど
の
諺
を
除
く
51
件
を
、
夢
を
見
る
以
前
、
夢
を
見
た
後
と
い
っ

た
事
前
事
後
の
区
分
を
す
る
と
、
事
前
の
呪
い
や
禁
忌
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ

る
。　

寝
る
前
に
念
仏
を
三
回
唱
え
て
寝
る
と
こ
わ
い
夢
を
見
な
い

　

夢
を
見
て
困
る
時
は
枕
の
下
に
鋏
を
入
れ
て
寝
る
と
よ
い

　

帯
を
枕
に
し
て
寝
る
と
長
い
夢
を
見
る

　

夜
茶
を
飲
め
ば
夢
を
見
る

　

左
手
を
下
に
し
て
寝
る
と
夢
を
見
る
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事
前
の
呪
い
は
、
い
わ
ば
夢
の
予
防
対
策
で
あ
る
。
寝
る
前
の
念
仏
三
唱
は
仏
へ

の
祈
願
な
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
鋏
を
枕
の
下
に
入
れ
る
の
は
夢
を
切
る
と
い
う
連

想
に
つ
な
が
る
。
同
じ
こ
と
は
帯
を
枕
代
わ
り
に
す
る
場
合
も
、
帯
の
長
さ
が
夢
の

長
さ
に
通
じ
る
発
想
と
い
え
る
。
寝
し
な
の
茶
を
避
け
る
の
は
、
な
る
べ
く
興
奮
を

抑
え
慎
む
配
慮
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
左
手
の
枕
も
、
身
体
的
抑
圧
を
意
味
す
る
の

だ
ろ
う
か
。
夢
を
見
な
い
た
め
の
事
前
の
対
応
に
は
、
夢
に
対
す
る
神
経
質
な
ま
で

の
心
遣
い
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

夢
は
見
る
も
の
と
言
う
が
、
は
た
し
て
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
客
観
的
に

自
分
が
夢
の
外
側
か
ら
見
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
が
、
そ
れ
は
覚
め
た
後
か
ら
の

観
察
、
想
起
に
す
ぎ
な
い
。
柄
谷
行
人
に
言
わ
せ
れ
ば
、「
夢
の
世
界
で
は
わ
れ
わ

れ
は
文
字
通
り
に
夢
中
に
生
き
て
い
る
）
5
（

」
の
だ
と
い
う
。
恐
ろ
し
さ
の
あ
ま
り
に
声

を
発
し
た
自
分
の
声
に
驚
い
て
目
を
覚
ま
し
、
夢
で
あ
る
こ
と
に
ホ
ッ
と
す
る
。
こ

う
し
た
恐
怖
の
夢
は
夢
合
せ
以
前
に
、
も
う
二
度
と
見
た
く
な
い
と
誰
し
も
が
思
う

で
あ
ろ
う
。
夢
見
の
事
前
の
呪
い
に
は
過
敏
な
ま
で
の
夢
の
恐
怖
へ
の
対
処
術
が
う

か
が
え
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
夢
を
見
た
事
後
の
対
応
を
示
す
呪
い
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が

載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

良
い
夢
を
見
た
ら
四
つ
前
は
人
に
話
す
な

　

悪
夢
は
人
に
話
せ

　

鳥
の
夢
を
見
た
と
云
う
と
い
け
ぬ

　

下
駄
の
歯
が
欠
け
た
夢
を
見
た
時
は
ど
れ
で
も
自
分
の
下
駄
の
歯
を
一
枚

抜
い
て
捨
て
る
と
よ
い

　

悪
い
夢
を
見
た
時
は
五
月
五
日
に
作
っ
た
粽ち
ま
きを
見
る
と
其
の
悪
夢
が
消
え

る
　

先
祖
様
の
夢
を
見
た
ら
線
香
を
あ
げ
ろ

　

魚
や
蛇
の
夢
を
見
た
ら
お
産
土
様
に
お
参
り
し
ろ

　

夢
で
白
い
幣
束
を
見
れ
ば
産
土
神
と
心
得
よ

　

夢
流
し
の
歌

　

 　

見
し
夢
は
ば
く
の
餌
食
に
な
る
か
ら
は
心
も
晴
し
暁
の
空
、「
ア
ビ
ラ
オ

ン
ケ
ン
ス
ワ
カ
」
と
三
度
唱
え
る

　

蛇 

の
夢
を
見
て
気
持
ち
の
悪
い
時
は
、
男
は
「
夢
見
て
さ
め
て
枕
の
下
の

小
脇
差
抜
い
て
見
て
も
何
事
も
な
し
オ
ン
ア
ビ
ラ
オ
ン
ケ
ン
（
三
度
）」、

女
は
「
夢
見
て
さ
め
て
枕
の
下
の
玉
手
箱
開
け
て
見
て
も
何
事
も
な
し

オ
ン
ア
ビ
ラ
オ
ン
ケ
ン
（
三
度
）」
と
唱
え
る
と
夢
が
消
え
る
。（
ま
じ

な
ひ
・
祈
願
・
呪
）

好
い
夢
は
人
に
話
す
な
と
い
う
の
は
、
昔
話
「
夢
見
小
僧
」
の
テ
ー
マ
に
か
か

わ
る
重
要
な
禁
忌
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
話
せ
ば
夢
が
相
手
に
移
る
と
説
か
れ
る
が
、

「
四
つ
」
す
な
わ
ち
午
前
十
時
以
降
は
す
で
に
本
人
に
固
着
し
て
移
ら
な
い
こ
と
を

い
う
の
だ
ろ
う
か
。
鳥
の
夢
を
話
し
て
は
い
け
な
い
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
瑞
夢
な
の

か
ど
う
か
は
っ
き
り
し
な
い
。

　

下
駄
の
歯
が
欠
け
た
夢
は
、
そ
の
通
り
現
実
的
な
処
置
を
す
る
こ
と
で
災
い
な

し
。「
五
月
五
日
の
粽
」
を
見
れ
ば
悪
夢
が
消
え
る
と
い
う
の
は
、
粽
を
邪
気
を
祓

う
儀
礼
食
と
し
て
仏
に
供
え
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
効
力
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
続
く
先
祖
や
産
土
神
な
ど
が
呪
い
対
策
に
か
か
わ
る
の
は
、
夢
と
神
仏
と
の
密

な
る
関
係
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
夢
を
「
神
仏
の
諭
し
」
と
す
る
の
は
一
般
的
で
、

先
祖
や
神
仏
へ
の
信
心
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

夢
流
し
歌
が
三
首
報
告
さ
れ
て
い
る
。
一
首
目
の
バ
ク
（
獏
）
の
歌
は
、
悪
夢
を

バ
ク
に
食
わ
せ
た
の
で
も
う
何
事
も
起
こ
ら
な
い
。
蛇
の
夢
に
対
す
る
男
歌
は
、
小

脇
差
を
抜
い
た
が
何
事
も
な
い
、
女
歌
も
玉
手
箱
を
開
け
た
が
何
事
も
な
い
、
と
い

ず
れ
も
皆
無
を
強
調
す
る
こ
と
で
不
安
を
解
き
放
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

呪
い
に
歌
を
用
い
る
の
は
専
門
家
の
か
か
わ
り
を
予
想
さ
せ
る
。
そ
れ
は
ア
ブ
ラ

オ
ン
ケ
ン
と
い
う
呪
文
を
挿
入
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
山
伏
修
験
の
影
響
下
に
あ
る
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と
い
え
る
。
呪
い
に
は
本
来
、
職
業
的
呪
術
師
の
か
か
わ
っ
て
き
た
が
、
夢
の
呪
術

に
つ
い
て
も
同
様
と
い
え
る
が
、
そ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
次
に
全
国
的
事

例
を
あ
げ
な
が
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。

❸
夢
の
呪
い
歌
三
首
と
呪
術

　
『
北
安
曇
郡
郷
土
誌
稿　

第
四
輯　

俗
信
俚
諺
篇
』
に
強
く
刺
激
を
受
け
て
採
集

し
ま
と
め
た
「
肥
後
国
阿
蘇
郡
俗
信
誌
」（
旅
と
伝
説
九
―
五
、
昭
和
一
一
年
）
に
、

獏
の
夢
の
呪
い
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

前
夜
悪
し
き
夢
を
見
た
時
に
は
、
翌
朝
ゴ
ッ
ト
起
き
に
（
起
き
て
す
ぐ
）
何

も
食
わ
ぬ
う
ち
に
よ
ー
べ
の
夢
を
天
の
獏
（
又
は
パ
フ
）
に
食
は
す
る
と
三
回

唱
え
て
、
天
に
唾
を
三
度
は
け
ば
、
そ
の
悪
難
を
の
が
る
と
云
ふ
。

　

見
し
夢
を
ば
く
の
餌
食
と
な
せ
し
夜
に　

明
日
も
晴
れ
し　

あ
け
ぼ
の
の
空

　

を
三
遍
詠
む

　

今
晩
の
夢
は
獏
に
食
は
す
る　

獏
に
食
は
す
る　

と
三
遍
唱
え
る
）
6
（

　

し
か
し
天
に
唾つ
ば
す
る
の
は
、
通
常
の
モ
ラ
ル
か
ら
す
れ
ば
忌
ま
れ
る
行
為
で
あ
る

が
、
尋
常
を
超
え
た
事
態
で
あ
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
今

晩
の
夢
は
獏
に
食
は
す
る
」
と
事
前
の
呪
い
ま
で
も
用
意
す
る
周
到
ぶ
り
で
あ
る
。

徳
島
で
は
、「
悪
い
夢
を
見
た
ら　

昨
夜
の
夢
は
獏
に
食
わ
せ　

と
三
度
い
ふ
て
、

南
天
の
木
に
水
を
か
け
る
と
よ
い
）
7
（

」
と
あ
る
。
南
天
に
水
を
掛
け
る
の
は
「
難
を
転

ず
る
」
の
意
と
し
て
各
地
に
伝
わ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
。
青

森
県
八
戸
市
の
い
た
こ
の
伝
承
に
よ
る
と
、

　

吉
き
夢
な
ら
我
が
屋
に
福
ふ
く
う

守
ら
せ
給
ふ　

悪
し
き
夢
な
ら
天
の
獏
に
申
し

奉
る　

　

か
っ
か
と
鳴
く
烏　

夢
が
や
さ
い
か
や　

ア
ク　

ア
ク
マ
ド　

ソ
ウ
カ

（「
い
た
こ
の
伝
承
」
小
井
川
潤
二
郎
）

と
あ
る
。
目
の
不
自
由
な
い
た
こ
は
、
師
匠
か
ら
声
の
伝
授
が
基
本
で
あ
る
か
ら
詞

章
に
個
人
差
が
大
き
い
。「
ア
ク　

ア
ク
マ
ド　

ソ
ウ
カ
」
は
聞
き
よ
う
に
よ
っ
て

は
ア
ブ
ラ
ウ
ン
ケ
ン
ソ
ワ
カ
に
通
じ
る
と
も
言
え
な
く
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
獏
の
歌
が
文
字
に
記
録
さ
れ
て
い
た
も
の
の
報
告
も
あ
る
。
千

葉
県
の
鎌
ヶ
谷
市
史
に
「
諸
国
扣
帳
」
か
ら
と
し
て
「
夢
ナ
ガ
シ
歌
／
見
タ
ユ
メ
ヲ

天
バ
ク
ノ
エ
ヂ
キ
ニ
ス
ル
カ
ラ
ハ
心
モ
ハ
レ
ル
ア
ケ
ボ
ノ
ノ
空
／
天
バ
ク
ニ
ク
ワ
セ

ロ
」
と
あ
る
。
諸
国
扣ひ
か
え
帳
に
関
す
る
説
明
記
事
が
な
い
の
で
わ
か
ら
な
い
が
、
文

字
を
識
る
人
の
ど
の
よ
う
な
関
与
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
北
安
曇
郡
と
同
様

に
「
夢
ナ
ガ
シ
歌
」
と
す
る
の
は
共
通
し
て
い
る
。

　

江
戸
末
期
の
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
筆
写
の
「
庭
訓
往
来
相
指
釈
」
に
も
、「
見

し
夢
を
ば
く
の
ゑ
し
き
に
な
す
な
ら
ハ
心
も
は
れ
し
曙
の
空
」
と
い
う
呪
い
歌
が
記

さ
れ
て
い
る
。
ど
こ
で
誰
が
筆
写
し
た
も
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
中
に
は
多
岐

の
種
類
に
わ
た
る
呪
歌
が
写
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
祈
祷
等
に
用
い
る
た
め
に
書
写

し
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

　

北
安
曇
郡
郷
土
誌
稿
に
あ
る
夢
の
呪
い
歌
の
も
う
一
つ
は
、
先
述
し
た
蛇
の
「
夢

流
し
歌
」
で
あ
る
。
男
女
両
用
が
記
さ
れ
て
い
た
が
、
男
用
の
歌
は
寡
聞
に
し
て
他

に
例
を
知
ら
な
い
が
、
女
用
の
歌
な
ら
事
例
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
同
県
諏
訪
湖
畔

地
方
の
歌
と
し
て
、
昭
和
九
年
刊
の
雑
誌
「
旅
と
伝
説
」
に
「
気
持
ち
の
悪
い
夢
を

見
た
時
／
夢
見
て
さ
め
て
枕
の
下
の
玉
手
箱
あ
け
て
見
た
れ
ば
何
事
も
な
し
／
ア
ビ

ラ
ウ
ン
ケ
ン
ソ
ワ
カ
と
三
度
唱
え
る
）
8
（

」
と
あ
る
。
他
に
も
、
岡
山
県
加
東
郡
市
場
村

に
「
悪
い
夢
を
見
た
時
／
夢
を
見
た
夢
を
見
た　

枕
の
下
の
空
手
箱　

あ
け
て
み
れ

ば
何
ご
と
も
な
し
／
こ
の
歌
を
三
回
唱
え
て
枕
を
裏
返
し
て
寝
る
と
い
い
）
9
（

」
と
あ

る
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
玉
手
箱
が
「
空
手
箱
」
に
な
っ
て
い
る
。
何
も
な
い
の
連
想

か
ら
「
空か
ら

」
に
変
わ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
作
法
に
「
枕
を
裏
返
し
」
と
あ
る
か
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ら
箱
枕
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

岩
手
県
岩
泉
町
で
は
、「
気
が
か
り
な
夢
を
払
う
」
と
し
て
、「
夢
見
た
夢
見
た
／

枕
の
下
の
玉
手
箱
／
良
き
夢
な
り
／
明
け
て
開
い
て
栄
う
る
べ
し
／
悪
し
き
夢
な
り

／
天
竺
の
獏
に
申
す
／
ア
ビ
ラ
ウ
ン
ケ
ン
ソ
ワ
カ
／
ア
ビ
ラ
ウ
ン
ケ
ン
ソ
ワ
カ
／
ア

ビ
ラ
ウ
ン
ケ
ン
ソ
ワ
カ
）
10
（

」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
玉
手
箱
が
夢
を
入
れ
る
器
の
働
き
を

な
し
、
吉
凶
に
応
じ
て
、
そ
の
後
の
作
法
を
変
え
て
い
る
。
玉
手
箱
の
玉
は
す
な
わ

ち
魂
で
、
夢
を
見
せ
る
源
泉
と
い
っ
た
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
静
岡

県
の
場
合
は
、

　

悪
い
夢
を
見
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、「
夢
ケ
ヤ
シ
（
戻
し
）」
の
歌
よ
み
を
す

る
　

夢
覚
め
て
枕
の
下
の
玉
手
箱　

開
け
て
み
た
れ
ば
何
事
も
な
し

　

夢
を
み
て
三
日
三
夜
慎
め
ば　

悪
し
き
は
祓
い
善
き
は
栄
え
よ
）
11
（

と
あ
り
、
こ
れ
は
「
玉
手
箱
」
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
夢
流
し
を
「
夢
ケ
ヤ
シ

（
戻
し
）」
と
類
似
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、
歌
を
暗

誦
す
る
の
を
「
歌
よ
み
を
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
ウ
タ
ヨ
ミ
」
と

い
う
民
俗
語
彙
は
一
般
庶
民
が
呪
い
歌
を
唱
え
る
こ
と
と
は
段
階
の
異
な
る
用
法
で

あ
っ
た
。
先
に
取
り
上
げ
た
「
肥
後
国
阿
蘇
郡
俗
信
誌
」
に
よ
る
と
、
阿
蘇
郡
で
は

唱
え
ご
と
一
般
を
「
う
た
よ
み
」
と
称
す
る
と
言
い
、

　

此
の
う
た
よ
み
を
行
ふ
時
の
儀
礼
と
し
て
は
、
当
郡
古
城
村
北
坂
梨
に
て

は
、
必
ず
こ
の
咒
歌
咒
句
を
三
度
唱
へ
て
、
最
後
に
ア
ブ
ラ
（
又
は
オ
ン
）
ケ

ン
ソ
ワ
カ
と
の
真
言
を
加
え
、
口
よ
り
息
を
フ
ッ
フ
ッ
と
出
し
て
吹
き
つ
け
る

の
で
あ
る
‥
‥

と
儀
礼
作
法
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
修
験
系
の
祈
祷
法
で
あ
る
。
そ
れ
が
民
間
に

降
下
し
流
通
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
い
え
る
。
ウ
タ
ヨ
ミ
の
事
例
に
つ
い
て
、
さ
ら
に

夢
流
し
の
歌
の
事
例
を
紹
介
す
る
。
和
歌
山
県
で
は
、

　

次
の
歌
ヒ
詠
ミ
を
す
れ
ば
消
え
る

奥
山
の
根
な
し
葛
が
夢
み
せ
た
夢
は
逆
夢
罪
は
滅
べ
る
）
12
（

と
あ
る
。「
歌
ヒ
詠
ミ
」
の
表
現
は
、
単
に
唱
え
る
と
い
う
よ
り
、
儀
礼
を
感
じ
さ

せ
る
。
ウ
タ
ヨ
ミ
の
語
は
本
州
か
ら
奄
美
大
島
ま
で
広
く
報
告
さ
れ
て
い
る
の
で
、

か
つ
て
専
門
的
に
利
用
し
て
歩
い
た
呪
術
者
の
存
在
が
予
想
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
根
な
し
葛
」
の
歌
で
あ
る
が
、
同
じ
和
歌
山
県
の
西
牟
婁
郡
で
は
、

「
夢
見
が
悪
け
れ
ば
夢
も
ど
き
し
て
／
ゆ
う
べ
夢
見
た
根
な
し
か
づ
ら
の
夢
を
見
た

今
朝
起
き
て
み
る
と
何
事
も
な
く
、
ナ
ム
ア
ブ
ラ
ウ
ン
ケ
ン
ソ
ワ
カ
（
3
回
）
13
（

）」
と

あ
る
。
こ
ち
ら
で
は
根
な
し
葛
が
夢
を
見
せ
た
の
で
は
な
く
、
根
な
し
葛
の
夢
を
見

た
と
、
主
体
が
夢
を
見
る
側
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
が
も
と
に
な
る
の
か
決

め
が
た
い
が
、
他
の
木
に
巻
き
つ
い
て
生
き
る
蔓
性
の
葛
の
習
性
を
と
ら
え
て
、
根

（
根
拠
）
が
な
い
か
ら
ど
こ
か
に
消
え
て
し
ま
い
悪
い
影
響
を
残
さ
な
い
と
い
う
の

が
趣
旨
で
あ
ろ
う
。

　

江
戸
の
元
禄
十
四
年
刊
記
の
『
陰
陽
師
調
法
記
』
の
三
十
二
「
あ
し
き
ゆ
め
の
夢

違
の
咒
」
に
三
首
の
歌
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
が
「
お
く
山
の
根
な
し
か
づ
ら
に
見
つ

る
夢
こ
と
な
し
草
に
見
ゆ
る
な
り
ケ
リ　

三
べ
ん
よ
む
べ
し）
14
（

」
と
あ
る
。
呪
術
や
祈

祷
の
需
要
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
書
肆
か
ら
一
般
読
者
に
呪
い
が
商
品
販
売
と
し
て

提
供
さ
れ
た
の
で
は
、
呪
術
者
の
生
き
る
手
立
て
が
な
く
な
っ
て
い
く
こ
と
に
な
ろ

う
。
な
お
こ
の
歌
は
、「
修
験
深
秘
行
法
符
咒
集
」
巻
九
「
三
百
四
十
六　

見
悪
夢

時
違
大
事
」
に
儀
礼
作
法
と
と
も
に
載
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
人ひ
と
が
た形
に
「
奥

山
ノ
根
無
シ
葛カ
ズ
ラヲ
見
ル
夢
事
無
草
ニ
巳
ル
也
ケ
リ）
15
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」
の
歌
の
他
に
二
首
の
歌
を
書

き
、
息
を
吹
き
か
け
祓
う
と
あ
る
。
こ
の
作
法
は
阿
蘇
郡
の
う
た
よ
み
と
同
様
で
あ

る
。
明
ら
か
に
修
験
が
祈
祷
の
呪
法
に
用
い
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
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呪
い
歌
は
、
本
来
呪
術
者
の
呪
法
儀
礼
の
一
環
と
し
て
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
商
品
化
の
流
れ
も
あ
っ
て
、
歌
や
呪
文
だ
け
が
脱
落
す
る
よ
う
に
し
て
、
一
部

信
奉
者
等
に
細
々
と
保
持
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
命
脈
を
保
っ
て

き
た
呪
い
歌
の
姿
を
、
一
つ
の
歌
を
例
に
取
り
上
げ
、
そ
の
歴
史
的
展
開
を
た
ど
り

つ
つ
呪
術
の
原
理
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。

❹
悪
夢
は
草
木
に
着
け

　

福
島
県
耶
麻
郡
山
都
町
の『
山
都
町
史
』の「
呪
術
」の
項
に
次
の
呪
い
歌
が
あ
る
。

　

悪
夢
を
み
た
時
は
、
朝
早
く
起
き
て
顔
を
洗
い
、
北
に
向
か
っ
て
手
を
合
わ

せ
「
悪
夢
ジ
ャ
ク
、
ソ
ウ
モ
ク
、
コ
ウ
ム
ジ
ョ
ウ
」
と
三
回
唱
え
る
と
夢
が
払

わ
れ
る
）
16
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起
き
抜
け
の
悪
夢
祓
い
の
所
作
の
中
で
、
唱
え
る
言
葉
が
不
明
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
こ
れ
を
話
し
て
く
れ
た
人
も
、
意
味
不
明
の
ま
ま
に
伝
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

伝
承
の
事
例
と
し
て
は
他
に
例
を
知
ら
な
い
片
々
た
る
も
の
と
い
え
る
が
、
し
か
し

こ
こ
に
一
例
報
告
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
は
伝
承
世
界
へ
の
展
望
が
開
け
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
呪
文
の
形
を
想
像
さ
せ
る
も
の
が
、
江
戸
時
代
後
期
の
『
夢
う
ら
な
ひ
』
に

あ
る
。

　

あ
し
き
夢
を
見
た
る
と
き
此
歌
を
三
べ
ん
唱
と
な
へ

氏う
ち
が
み神

を
拝
す
れ
ば
吉
夢
と
変

す
べ
し

　

見
し
夢
を
ば
く
の
ゑ
じ
き
な
す
か
ら
に
心
も
は
れ
し
あ
け
ぼ
の
の
そ
ら

　

ま
た
法は
う

　

悪あ
く
む夢

著つ
く

草そ
う
も
く
に

木　

好こ
う
む
め
つ
す

夢
滅
珠し
ゆ
う
ぎ
よ
く

玉

咎を
な
し
と
が

矣　

　

右
は
水
を
飲
東
に
向
ひ
唱
ふ

　

ま
た
法は
う

　
　
　

急
如
律
令

　

こ
の
符ふ
う

を
男
は
左
女
は
右
の
手
に
か
き
て
一
切
の
災
わ
ざ
は
ひを

は
ら
ひ
吉き
ち
じ事

に
な
す

と
也
）
17
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山
都
町
史
を
こ
れ
に
比
較
す
る
に
、「
悪
夢
ジ
ャ
ク
、
ソ
ウ
モ
ク
、
コ
ウ
ム
ジ
ョ

ウ
」
は
、「
悪あ
く
む夢

著つ
く

草そ
う
も
く
に

木　

好こ
う
む
め
つ
す
し
ゆ
う
ぎ
よ
く

夢
滅
珠
玉

咎を
な
し
と
が

矣
」
の
一
部
脱
落
転
訛
し
た
も
の
で
、

明
ら
か
に
文
字
か
ら
で
は
な
く
耳
か
ら
聞
い
て
覚
え
て
い
た
呪
文
で
あ
ろ
う
。
ま
た

「
北
に
向
か
っ
て
」
は
「
東
に
向
ひ
」
て
の
記
憶
違
い
か
も
し
れ
な
い
。『
夢
う
ら
な

ひ
』
以
外
の
資
料
も
す
べ
て
東
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
呪
術
儀
礼

の
場
等
で
聞
い
た
も
の
を
記
憶
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
江
戸
後
期
に

出
板
さ
れ
た
『
夢
う
ら
な
ひ
』
は
何
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

北
九
州
の
求
菩
提
山
修
験
た
ち
が
利
用
し
た
符
呪
集
の
中
に
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う

な
呪
符
が
あ
る
。
呪
術
儀
礼
に
用
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

悪
夢
ヲ
察
タ
ル
時
善
事
ニ
成
法
並
符

　

孫
真
人
云
ク　

悪
夢
ヲ
察
シ
タ
ラ
バ
人
ニ
語
ベ
カ
ラ
ズ　

先
水
ヲ
以
テ
東
方

ニ
向
テ
撰
之
呪
〆
曰

　

悪
夢
着
草
木
好
夢
滅
珠
玉

咎
尖

　

此
文
ヲ
唱
ユ
ベ
シ　

善
事
ニ
ナ
ル
ナ
リ
、
此
符
ヲ
書
テ
モ
吉

　

急
如
律
令

　

此
符
ヲ
男
ハ
左
ノ
手　

女
ハ
右
ノ
手
ニ
書
テ
吉
ナ
リ
）
18
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『
夢
う
ら
な
ひ
』
と
の
異
同
を
見
る
と
、
初
め
に
呪
符
の
出
所
を
「
孫
真
人
云
ク
」

と
提
示
す
る
。
ま
た
、
悪
夢
を
「
人
ニ
語
ベ
カ
ラ
ズ
」
は
、『
夢
う
ら
な
ひ
』
に
は

な
い
。「
法
」
は
「
文
」
と
あ
り
、
水
を
ど
う
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い
。
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孫
真
人
と
は
求
菩
提
山
修
験
に
関
係
す
る
人
な
の
か
、
悪
夢
は
人
に
語
る
こ
と
を
せ

ず
、
ま
ず
水
を
持
ち
東
方
に
向
か
っ
て
、
ゆ
っ
た
り
と
悪
夢
の
呪
文
を
唱
え
れ
ば
好

い
。
ま
た
符
に
書
い
て
も
い
い
が
、
男
は
右
手
、
女
は
左
手
で
書
く
と
い
い
と
あ
る
。

具
体
的
な
処
方
等
が
示
さ
れ
て
お
り
、
依
頼
者
に
応
じ
る
際
の
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
と

い
え
る
。
こ
れ
が
い
つ
の
記
録
か
定
か
で
は
な
い
が
、
こ
う
い
っ
た
呪
符
が
修
験
の

手
元
か
ら
離
れ
て
、
や
が
て
都
市
に
お
い
て
出
版
化
さ
れ
「
夢
う
ら
な
ひ
」
に
記
載

さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
は
近
世
以
降
の
事
例
で
あ
る
。
続
い
て
、
中
世
に
さ
か
の
ぼ
っ

て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
鎌
倉
時
代
の
建
久
年
間
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
百
科
辞

書
の
『
二
中
歴
』
に
同
様
の
呪
い
が
出
て
い
る
。

　

　

悪
夢
相
時
誦

　

辛
国
乃
三
竹
丹
鳴
鹿
毛
知
加
倍
乎
須
礼
八
由
留
佐
礼
尓
介
里

　

一
説
云　

悪
夢
着
草
木
好
夢
成
寶
玉

　

今
案
左
平
手
取
人
形
右
手
取
水
向
東
戸
三
遍
誦
之
捨
之

　

一
云　

南
旡
成
就
須
弥
功
徳
王
如
来
三
反

　

手
云
議
曰
左
手
取
人
形
向
東
方
三
遍

　

誦
人
形
火
捨
之
云
）々
19
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こ
ち
ら
は
漢
文
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
は
悪
夢
を
相た
だ

す
誦
文
と
い
う
意
味
で
あ
ろ

う
。
ま
ず
「
辛
国
乃
」
の
歌
が
あ
る
。
こ
の
歌
の
類
話
は
平
安
時
代
の
藤
原
清
輔
の

歌
学
書
『
袋
草
紙
』
の
「
誦
文
歌
」
に
、「
吉
備
大
臣
夢
違
誦
文
歌
」
と
し
て
「
あ

ら
ち
を
の
か
る
や
の
さ
き
に
た
つ
し
か
も
ち
か
へ
を
す
れ
は
ち
か
ふ
と
そ
き
く
」
と

あ
る
。
次
に
一
説
と
し
て
、「
悪
夢
着
草
」
の
呪
文
が
取
り
あ
げ
ら
れ
る
が
、「
好
夢

滅
珠
玉
」
が
「
好
夢
成
寶
玉
」
と
字
句
が
違
っ
て
い
る
。
好
い
夢
は
宝
と
成
れ
と
す

る
方
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
須
弥
功
徳
王
如
来
」
と
い
う
如
来
名
か
ら

す
る
と
、
こ
れ
が
仏
教
系
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
続
く
儀
礼
の
作
法

が
、
こ
れ
ま
で
と
違
い
、
左
手
に
「
人ひ
と
が
た形
」
を
持
ち
、
右
手
に
水
を
持
っ
て
東
戸
に
捨

て
よ
と
あ
る
。
同
じ
く
人
形
を
火
に
燃
や
せ
と
い
う
の
も
あ
る
。
悪
夢
を
人
形
に
込

め
て
水
に
流
し
た
り
焼
却
し
た
り
す
る
の
は
、
こ
れ
が
陰
陽
師
の
祓
え
の
思
想
と
重

な
る
。
求
菩
提
山
の
符
呪
が
、
修
験
系
と
す
れ
ば
こ
ち
ら
は
陰
陽
師
系
と
い
え
る
。

　

続
い
て
、
平
安
末
期
の
藤
原
資
隆
の
『
簾
中
抄
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

あ
し
き
夢
見
た
る
時
の
歌　

か
ら
く
に
の
そ
の
ヽ
み
た
け
に
な
く
し
か
も
ち

か
へ
を
す
れ
は
ゆ
る
さ
れ
に
け
り

　

又
云　

南
無
功
徳　

須
彌
厳
王
如
来
廿
一
反

　

又
云　

悪
夢
着
草
木　

吉
夢
成
寶
玉

　

東
に
向
て
水
を
そ
ヽ
き
て
三
反
こ
れ
を
と
な
ふ
れ
は
と
か
な
し
。
あ
る
ひ
は

く
は
の
木
の
も
と
に
て
夢
に
見
る
事
を
い
ひ
て
か
く
と
な
な
ふ
へ
し
と
い
へ
り

又
夢
の
よ
し
あ
し
を
た
や
す
く
人
に
か
た
る
へ
か
ら
す
よ
き
夢
見
た
る
時
の
頌

　

福
徳
増
す
長
須
彌
功
徳
神
変
王
如
来

　

又
云　

南
無
成
就
須
彌
功
徳
王
如
来
三
反
）
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『
二
中
歴
』
と
違
う
の
は
、「
く
は
の
木
の
も
と
に
て
夢
に
見
る
事
を
い
ひ
て
か
く

と
な
ふ
へ
し
」
と
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
悪
い
夢
を
桑
の
木
の
も
と
で
話
せ
と
あ

る
。
こ
れ
は
二
中
歴
以
後
の
資
料
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
陰
陽
師
以

前
と
考
え
る
と
、
興
味
深
い
資
料
が
、
幼
童
の
教
科
書
と
し
て
書
か
れ
た
と
さ
れ
る

『
口
遊
』
に
あ
る
。

　

悪
夢
着
草
木
。
吉
夢
成
寶
玉
。
謂
之
夢
頌
。

　

今
案
。
到
桑
樹
下
談
所
見
夢
誦
之
三
遍
）
21
（

。

　

こ
れ
は
儀
礼
を
と
も
な
わ
な
い
シ
ン
プ
ル
な
「
夢
頌
」
で
あ
る
。
桑
樹
に
悪
夢

を
語
っ
て
祓
う
と
い
う
の
は
宗
教
者
の
関
与
を
離
れ
た
素
朴
な
呪
い
の
姿
で
あ
る
。
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「
草
木
」
が
桑
で
あ
っ
た
と
し
て
、
で
は
な
ぜ
桑
な
の
か
、
桑
に
語
る
こ
と
が
ど
う

し
て
悪
夢
を
祓
う
こ
と
に
な
る
の
か
が
次
の
課
題
で
あ
る
。

　

民
間
伝
承
の
中
の
夢
の
呪
い
に
、
植
物
が
登
場
す
る
例
に
は
南
天
が
あ
る
。

○
夢
を
み
て
三
日
三
夜
慎
め
ば
悪
し
き
は
祓
い
善
き
は
栄
え
よ

　

ま
た
、
南
天
を
み
な
が
ら
「
獏
食
え
」
と
三
回
唱
え
る
）
22
（

。（
静
岡
）

○ 
（
悪
い
夢
を
見
た
ら
）
朝
真
先
に
南
天
の
木
に
言
ふ
と
差
支
え
な
い
）
23
（

。（
和
歌

山
）

○ 

朝
、
人
に
話
さ
ず
ナ
ン
テ
ン
の
葉
を
採
っ
て
三
度
葉
末
の
方
へ
な
で
る
）
24
（

。

（
静
岡
県
磐
田
郡
）

　

南
天
は
「
難
転
」
の
語
呂
合
わ
せ
で
、
庭
木
や
縁
起
物
等
と
し
て
重
宝
さ
れ
る
。

悪
い
夢
を
見
な
い
た
め
に
、
蒲
団
の
下
に
敷
い
て
寝
る
と
い
う
の
も
多
く
分
布
す

る
。
し
か
し
、
桑
は
出
て
こ
な
い
。
他
に
植
物
が
出
て
く
る
も
の
と
し
て
、
鹿
児
島

県
奄
美
大
島
の
ク
チ
タ
ヴ
ェ
（
口
祟
べ
）
と
い
わ
れ
る
呪
文
に
、
悪
夢
を
見
た
ら
次

の
呪
文
を
唱
え
れ
ば
よ
い
と
い
う
。

　

ゆ
ぶ
ぃ　

み
ち
ゃ
ん　

い
む
ぃ
や　

　
　
　
　

昨
夜
見
た
夢
は

　

ゐ
い　

い
む
ぃ　

の
ほ
て
ぃ　

　
　
　
　
　
　

良
い
夢
は
残
っ
て

　

わ
る
さ
ん　

い
む
ぃ
や　

　
　
　
　
　
　
　
　

悪
い
夢
は

　

は
る
ば
る
ぬ　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
々
の

　

く
さ
ぬ
ね
に　

と
ぅ
ま
れ
ぃ　

　
　
　
　
　
　

草
の
根
に
止
ま
れ

　

い
む
ぃ
や　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
悪
い
）
夢
は

　

は
る
ば
る
ぬ　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
々
の

　

く
さ
ぬ　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
の

　

ぬ
れ
ぃ
ば　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぬ
れ
葉
（
に
と
ま
れ
）
25
（

）

　

こ
の
ク
チ
タ
ヴ
ェ
に
も
と
づ
い
た
「
夢い
む
ぃや

原
々
ぬ
草く
さ

ぬ
ぬ
れ
葉ば

」
と
い
う
諺
も
知

ら
れ
る
。
ま
た
島
歌
に
、「
夢
を
見
た
か
ら
と
い
っ
て
夢
語
り
を
す
る
な
／
夢
は
野

原
の
草
の
う
ら
葉
へ
と
行
っ
て
し
ま
う
」
と
あ
る
。
悪
い
夢
を
草
の
根
や
葉
に
唱
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
根
や
葉
に
移
し
付
着
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
難
を
逃
れ

る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。

長
崎
県
対
馬
の
「
夢
ち
か
え
の
祭
文
」
の
一
部
に
「
な
お
も
あ
し
き
夢
お
あ
し

の
う
ら
は
に
か
き
つ
け
て
あ
ま
の
さ
か
さ
ま
に
な
か
し
す
つ
る
）
26
（

」
と
い
う
詞
章
が
あ

る
。
悪
し
き
夢
を
葦
の
裏
葉
に
書
い
て
逆
さ
ま
川
に
流
し
捨
て
る
と
い
う
内
容
で
あ

る
。
流
し
去
る
と
い
う
発
想
は
、
静
岡
の
「
南
天
を
み
な
が
ら
「
獏
食
え
」
と
三
回

唱
え
る
」
の
場
合
、
南
天
の
葉
に
留
ま
っ
た
悪
夢
を
獏
に
食
わ
せ
消
し
去
る
と
同
じ

意
味
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
桑
の
葉
に
つ
け
た
悪
夢
を
蚕
に
食
べ
て
も
ら
う
と
い
う

の
と
、
同
様
の
現
実
的
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
い
え
る
。
南
天
は
あ
る
時
代
か
ら
流
行
的

に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
以
前
に
は
蚕
の
栽
培
に
も
と
づ
い
た

発
想
か
ら
こ
の
呪
文
は
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
さ

さ
や
か
な
結
論
と
な
る
。
仮
説
と
し
て
提
示
し
、
今
後
論
理
の
補
強
を
図
っ
て
い
き

た
い
。

註（
1
）　
『
北
安
曇
郡
郷
土
誌
稿　

第
四
輯　

俗
信
俚
諺
篇
』（
信
濃
教
育
會
北
安
曇
部
會
編
、
郷
土

研
究
社
、
昭
和
七
年
発
行
（
昭
和
五
四
復
刻
））

（
2
）　
『
日
本
俗
信
辞
典
』（
角
川
書
店
、
昭
和
五
七
年
）

（
3
）　
『
夢
う
ら
な
ひ
』（
江
戸
時
代
後
期
）（
江
戸
時
代
女
性
文
庫
10
、
大
空
社
、
平
成
六
年
）

（
4
）　
『
夢
占
い
事
典
』（
Ｍ
・
ポ
ン
グ
ラ
チ
ュ
、
Ｉ
・
ザ
ン
ト
ナ
ー
著
、
種
村
季
弘
他
訳
、
河
出

書
房
新
社
、
平
成
六
年
）

（
5
）　
『
意
味
と
い
う
病
』（
講
談
社
文
芸
文
庫
、
平
成
元
年
）

（
6
）　
「
肥
後
国
阿
蘇
郡
俗
信
誌
」（『
旅
と
傳
説
』
九
―
五
、
昭
和
十
一
年
）

（
7
）　
「
阿
波
の
言
ひ
習
は
し
」（『
近
畿
民
俗
』
二
三
号
、
昭
和
三
三
年
）

（
8
）　
「
唱
へ
ご
と
集
」（『
旅
と
傳
説
』
七
―
八
、
昭
和
九
年
） 

（
9
）　
「
播
州
加
東
郡
市
場
村
附
近
の
呪
文
歌
と
呪
ひ
」（『
旅
と
傳
説
』
九
―
一
二
、
昭
和
一
一
年
）

（
10
）　
『
火
っ
こ
を
た
ん
も
う
れ
―
岩
泉
の
む
か
し
話
―
』（
高
橋
貞
子
編
、
熊
谷
印
刷
出
版
部
、
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昭
和
五
二
年
）

（
11
）　
『
静
岡
県
史　

資
料
編
25　

民
俗
三
』（
静
岡
県
、
平
成
三
年
）

（
12
）　
「
紀
北
の
俗
信
（
二
）」（『
旅
と
傳
説
』
一
二
―
七
、
昭
和
一
四
年
）

（
13
）　
「
ま
じ
な
ひ
の
資
料
―
紀
伊
国
西
牟
婁
郡
宮
里
村
―
」（『
旅
と
傳
説
』
一
二
―
七
、
昭
和

一
四
年
）

（
14
）　
「
陰
陽
師
調
法
記
」（『
重
宝
記
集
一
』
勉
誠
社
、
昭
和
五
四
年
）

（
15
）　
「
修
験
深
秘
行
法
符
咒
集
」（『
増
補
改
訂
日
本
大
蔵
経
』
第
九
九
巻
、
昭
和
五
三
年
）

（
16
）　
『
山
都
町
史　

第
三
巻　

民
俗
編
』（
山
都
町
、
昭
和
六
一
年
）

（
17
）　

註
（
3
）
に
同
じ

（
18
）　
「
求
菩
提
山
呪
符
」（
重
松
敏
美
『
求
菩
提
山
の
修
験
文
化
故
』
豊
前
市
教
育
委
員
会
、
昭

和
四
四
年
）

（
19
）　
「
二
中
歴
」（『
改
訂
史
籍
集
覧
』
第
二
三
冊
、
臨
川
書
店
、
昭
和
五
九
年
復
刻
版
）

（
20
）　
「
簾
中
抄
」（『
古
辞
書
』
古
辞
書
叢
書
刊
刑
行
会
、
昭
和
五
三
年
）

（
21
）　
「
口
遊
」（『
続
群
書
類
従
』
第
三
二
輯
上
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
大
正
一
四
年
）

（
22
）　

註
（
11
）
に
同
じ

（
23
）　

註
（
12
）「
紀
北
の
俗
信
（
二
）」
に
同
じ

（
24
）　

註
（
2
）『
日
本
俗
信
辞
典
』
に
同
じ
。「
南
天
」
の
項
に
多
く
の
夢
に
関
す
る
事
例
あ
り

（
25
）　
『
南
島
口
承
文
芸
研
究
叙
説
』（
田
畑
千
秋
著
、
第
一
書
房
、
平
成
一
七
年
）

（
26
）　
「
国
分
家
文
書
１
」（『
音
声
と
し
て
の
呪
文
・
呪
歌
・
唱
え
言
の
総
合
的
研
究
』
国
學
院
大

學
特
別
推
進
研
究
調
査
報
告
書
、
平
成
二
三
年
）

（
國
學
院
大
学
文
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
一
一
年
七
月
一
四
日
受
付
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
一
一
日
審
査
終
了
）



“Kitaazumi-gun Kyodoshiko,” gathering as much as 4,500 folk beliefs, is a collection of materials that pioneered 

the study of Japanese folk beliefs. In these materials, about 200 folk beliefs related to dreams are treated in the 

“oneiromancy” section. Among these folk beliefs, this article first analyzes the contents of the “omen of dream” and 

clarifies the general pattern of dreams as folk culture. Subsequently, it examines the contents of the “curse of dream” 

before and after having dreams and confirms how people treat dreams and react to them. Furthermore, it deals with 

three curse songs of the verse form and analyzes the contents and meanings based on nationwide examples. Finally, 

it exemplifies the involvement of professional magicians in circulating these curse songs and proves that the songs 

were performed at venues of magic rituals, before eventually spreading to common people.

Subsequently, the article deals with the incantation of “akumu tsuku somoku-ni komu messu shugyoku-wo.” 

According to the history of Yamato, Fukushima, when you awoke from a bad dream in the morning, you might 

want to face north and repeat “akumujaku, soramuku, komujo.” three times. This seems to have been transmitted 

by ear from the incantation mentioned above, which appears in the collection of incantations for the Mt. Kubote 

mountaineering ascetics, suggesting that the mountaineering ascetics were involved in this prayer.

The same incantation appears in “Nichureki” of the Nanboku-cho period, in which the incantations of the Yin-

Yang school are described, and for the above incantation, how to attach a nightmare to a doll and let water carry it 

away or burn it is explained. The incantation of wishing “a nightmare attached to trees and plants” would have been 

chanted in the Yin-Yang rituals at the Imperial Court. “Renchusho” and “Kuchizusami” of the Heian period cite 

explaining a nightmare to a mulberry tree. Why would doing so result in the expulsion of a nightmare?

Among existing folk customs, Amami has kuchitave incantation  wishing a good dream stay and a bad dream 

attached to leaves of grass. There is also an example of explaining a dream to nanten nandina  and shaking it. 

Because the Japanese word “nanten” also means “change of bad luck,” it is used for various magic rituals. In ancient 

times, mulberry trees banished nightmares. People might have believed that because mulberries were eaten by 

silkworms, nightmares attached to mulberry leaves would also be eaten by silkworms and disappear. This is the 

conclusion of this article.

Key words: Omen of dream, Curse of dream, Curse song, Dreams and Nandina and mulberry
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