
｀

平
安
末
期
に、
憂
き
世
と
し
て
の
閉
塞
感
の
深
う
現
世
か
ら
逃
れ
救
わ
れ

る
た
め
の
手
段
と
し
て
人
々
が
求
め
た
も
の
は、
仏
教
の
世
界
で
あ
っ
た。

人
々
は、
出
家
遁
世
す
る
こ
と
に
生
き
が
い
を
見
出
し
て
い
く。

こ
の
よ
う
な
時
代
の
影
響
を
受
け
て、
r
忠
度
集」
に
も
仏
教
を
取
り
上

げ
た
歌
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る。
八
五、
八
六
番
の
法
輪
寺
詠
の
贈
答
歌
と、

九
五
ー
九
八
番
の
釈
教
歌
が
そ
れ
で
あ
る。
前
者
は
法
輪
寺
に
龍
っ
た
人
が

或
る
人
に
贈
っ
た
歌
と
そ
の
返
歌
（
忠
度
の
代
作
）

で
あ
り、
後
者
は
r
法

華
経』
の
経
文
の
文
句
を
和
歌
に
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る。
こ
れ
ら
は、
深
遠

な
仏
教
の
真
理
を
追
究
し
た
宗
教
性
の
濃
い
も
の
と
い
う
よ
り、
仏
道
を

テ
ー
マ
に
し
な
が
ら
も、
機
知
を
込
め
技
巧
を
凝
ら
し
て
歌
を
詠
ん
だ、
趣

味
性
の
強
い
も
の
で
あ
る。
こ
こ
で
は、
r
忠
度
集』
の
法
輪
寺
詠
を
取
り

上
げ
な
が
ら、
そ
の
表
現
上
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う。

な
お、
使
用
し
た
本
は、
八
代
染
は
r
新
日
本
古
典
文
学
大
系』、
『
万
葉

は
じ
め
に

『
忠
度
集』

の
法
輪
寺
詠
に
つ
い
て

梨』
『
源
氏
物
語』
『
和
漢
朗
詠
集」
は
r
新
絹
日
本
古
典
文
学
全
梨』‘
r
伊

勢
物
語』
『
栄
花
物
語』
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系』、
八
代
染
以
外
の
勅
撰

集・
私
家
集・
私
撰
集
は

品磁躙
国
歌
大
観』
に
よ
っ
た。

ま
ず、
『
忠
度
集」
の
法
輪
寺
詠
を
挙
げ
て
み
よ
う。

法
輪
に
こ
も
り
た
る
人
の、
申
し
お
く
り
て
侍
り
け
る

お
も
ひ
た
つ
心
よ
わ
く
も
ぬ
る
る
か
な
草
の
い
ほ
り
に
す
み
ぞ
め
の
袖

（
雑、
八
五）

返
し、
人
に
か
は
り
て

草
の
い
ほ
は
お
も
ひ
や
る
だ
に
露
け
き
に
さ
ぞ
す
み
ぞ
め
の
袖
は
ぬ
る

ら
ん

（
雑、
八
六）

二
首
と
も
に、
「
草
の
い
ほ
り
（
草
の
い
ほ）」
と
「
す
み
ぞ
め
の
袖」
を

詠
み
込
ん
で
お
り、
「
す
み
ぞ
め」
は
「
扱
染」
と
「
住
み
初
め」
の
掛
詞

と
な
っ
て
い
る。

八
五
番
の
歌
は、
法
輪
寺
に
籠
っ
た
ば
か
り
の
人
が
或
る
人
に
贈
っ
た
歌

瀬

良

基

樹
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で、

出
家
を
決
意
し
て
実
際
に
法
輪
寺
に
節
っ
て
み
た
が、

住
み
初
め
気
弱

く
も
露
に
溜
れ
た
草
庵
の
中
で
俯
衣
の
袖
を
涙
で
濡
ら
し
て
い
る
と
い
う
も

の
で、

出
家
当
初
の
意
志
が
鈍
り
が
ち
な
こ
と
を
嘆
く
歌
で
あ
る。

そ
れ
に
対
し
て
八
六
番
の
歌
は、

八
五
番
の
歌
の
返
歌
と
し
て
忠
度
が
代

作
し
た
も
の
で、
「
露
け
き」

の
「
露」

は
「
草」

の
緑
語
で
涙
を
喩
え
て

い
る
。

あ
な
た
が
龍
っ
て
い
る
卒
庵
は
想
像
す
る
だ
け
で
も
露
に
溜
れ
た

湿
つ
ぼ
い
も
の
な
の
に、

実
際
に
入
っ
て
み
る
と、

さ
ぞ
住
み
初
め
は
僧
衣

の
袖
が
涙
で
溜
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
と
詠
ん
で、

出
家
当
初
の
俗
世
と
縁
を
絶

つ
こ
と
の
難
し
さ
を
思
い
や
っ
た
歌
で
あ
る。

法
輪
寺
詠
は、
『
後
拾
逍
集』

の
法
円
法
師
や
源
道
済
の
歌
以
来、

赤
染

(
1)
 

衛
門、

道
命
法
師、

公
任、

俊
忠
・

俊
成
父
子、

西
行
ら
の
多
く
の
歌
人

に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る。

法
輪
に
道
命
法
師
の
侍
り
け
る
と
ぶ
ら
ひ
に
ま
か
り
た
る
夜、

呼

子
鳥
の
嗚
き
侍
り
け
れ
ば
よ
め
る

わ
れ
ひ
と
り
聞
く
も
の
な
ら
ば
呼
子
烏
ふ
た
声
ま
で
は
喝
か
せ
ざ
ら
ま

し

（
後
拾
遺
集、

巻
二
春
下、
一

六
一
、

法
円
法
師）

us
 

法
輪
に
ま
い

り
て
よ
み
侍
り
け
る

-
II}
 

年
ご
と
に
せ
く
と
は
す
れ
ど
大
井
川
む
か
し
の
名
こ
そ
な
を
流
れ
け

れ

（
後
拾
遺
集、

巻
十
八
雑
四‘
1

0
五
九、

源
道
済）

法
輪
へ
ま
う
で
け
る
に、

嵯
峨
野
の
花
お
も
し
ろ
く
さ
き
て
侍
け

．

れ
ば、

み
て
よ
め
る

秋
の
野
の
花
み
る
ほ
ど
の
こ
：
ろ
を
ば
ゆ
く
と
や
い
は
む
と
ま
る
と
や

い
は
ん

（
詞
花
集、

巻
三
秋、
l

一

三、

赤
染
衛
門）

春
よ
り
法
輪
に
こ
も
り
て
侍
け
る
秋、

大
井
河
に
も
み
ぢ
の
ひ
ま

な
く
流
れ
け
る
を
み
て
よ
め
る

6“)
 

春
雨
の
あ
や
を

り
か
け
し
水
の
お
も
に
秋
は
も
み
ぢ
の
錦
を
ぞ
敷
く

（
詞
花
集、

巻
三
秋、
一

三
四、

道
命
法
師）

母
の
思
ひ
に
侍
け
る
秋、

法
輪
に
こ
も
り
て、

あ
ら
し
の
い
た
＜

吹
き
け
れ
ば

う
き
世
に
は
い
ま
は
あ
ら
し
の
山
風
に
こ
れ
や
な
れ
ゆ
く
は
じ
め
な
る

ら
ん
（
新
古
今
集、

巻
八
哀
侶
歌、

七
九
五、

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成）

こ
れ
ら
の
歌
は、

法
輪
寺
周
辺
の
風
物
と
し
て、

呼
子
鳥、

嵯
峨
野
の
秋

の
花、

大
井
河
の
紅
紫、

嵐
山
の
山
風
な
ど
を
詠
み
込
み
な
が
ら、

都
を
離

れ
た
非
日
常
の
情
趣
的
な
美
の
世
界
が
鮮
や
か
に
捉
え
ら
れ
て
い
る。

そ
れ
に
対
し
て
r
忠
度
株』

の
法
輪
寺
詠
は、

直
接
に
法
輪
寺
に
籠
っ
て

仏
道
修
行
に
入
ろ
う
と
す
る
時
の
心
情
を
歌
っ
て
お
り、

歌
枕
と
し
て
の
法

輪
寺
を
詠
ん
だ
こ
れ
ら
の
歌
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
る。

近
藤
み
ゆ
き
氏
は、
「
身
と
心
と
仏
道
と
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
つ
め、
そ
の
『
揺

れ』

を
あ
か
ら
さ
ま
に
歌
に
託
し
て
い
く
あ
り
方」

は、

能
因
あ
た
り
か
ら

見
ら
れ、
r
r
世
を
そ
む
く』

人
々
と
r
思
ひ
を
や
る』

人
々
の
双
方
が、

相

手
側
の
世
界
へ
の
思
い
を
歌
に
託
し、

歌
を
仲
立
ち
と
し
て
交
流
す
る
」

あ

り
方
は、
「
浄
土
教
信
仰
の
没
透
を
背
景
に、

世
を
そ
む
く
こ
と
が、

身
近

(
2)
 

で
真
剣
な
問
題
と
な
っ
た
十
世
紀
後
半」

か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
『
忠
度

集』

の
法
輪
寺
詠
も、

こ
の
よ
う
な
和
歌
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら、

そ

- 60 -



r
忠
度
集」
の
八
五
番
の
歌
に
は
「

草
の
い
ほ
り」 、
八
六
番
の
歌
に
は
「

草

の
い
ほ」
が
用
い
ら
れ
て
い
る 。
r

和
名
抄」
に
は
「

営」
を「
い
ほ
り」 、
「

庵」

と
「

磁」 ．
は
「

い
ほ
L

と
読
ま
せ
て
い
る 。

営

府
韻
云
営
余
傾
反
日
本
紀
云
和
名
伊
保
利
軍
営
地

庵
室

魃
朗
云
庵
烏
含
反
方
言
腰
云
草
庵
和
名
伊
保
草
舎
也

厖

毛
詩
云
農
人
作
蘊
以
便
田
串
刀
魚
反
和
名
伊
保

r
万
葉
集』
で
は 、
「

殷
（
い
ほ
り 、
い
ほ）」
や
「

仮
磁」
（
か
り
い
ほ 、

か
り
ほ）
は 、
農
事
や
旅
宿
用
の
仮
小
屋
を
さ
し
て
い
る 。

平
安
時
代
に
な
る
と 、
「

庵
（
い
ほ
り 、
い
ほ）」
は
r

千
戟
集」
以
後
多

(

3)
 

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

勅
撰
集
を
調
べ
て
み
る
と 、
「

い
ほ
り 、
い
ほ」

百
十
九
例 、
「

仮
い
ほ 、
仮
の
い
ほ·
仮
ほ 、
仮
ほ
の
い
ほ」
二
十
七
例 、
「

草

の
い
ほ
り 、

草
の
い
ほ」
二
十
五
例 、
「

柴
の
い
ほ
り 、
柴
の
い
ほ」
十
四
例 、

「
杉
の
い
ほ
り 、

杉
の
い
ほ」
八
例 、
「

笹
の
い
ほ
り 、

笹
の
い
ほ」
r

苔
の

い
ほ
り 、
苔
の
い
ほ」
各一一
例 、
「

紅
葉
の
い
ほ」
「

っ
た
の
い
ほ」
各一
例 、

合
計
百
九
十
九
例
と
な
っ
て
い
る 。
r

至
葉
集』
r

新
古
今
集』 、

品初
続
古
今

集」 、
『

新
千
戟
集』 、
r

風
雅
集」
の
順
に
多
用
さ
れ
て
い
る 。
部
立
で
み
る

と 、
雑 、
秋 、
耕
旅
の
順
に
多
く 、
釈
教
の
部
が
そ
れ
に
紐
い
て
い
る 。
結

局
こ
の
「

庵」
と
い
う
語
は 、
平
安
末
期
以
降
特
徴
的
に
使
わ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る 。

J

に
特
有
の
美
意
識
を
込
め
よ
う
と
し
て
い
る 。

「
庵」
は 、
和
歌
集
以
外
に
も 、
r

大
和
物
語』 、
r

宇
津
保
物
語』 、
『

枕

草
子』 、
r

狭
衣
物
語』 、
r
と
り
か
へ
ば
や
物
語』 、
r

夜
の
寝
覚」 、
『

栄
花
物

語』
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
る 。
「

草
の
い
ほ
り」
は 、
『

伊
勢
物
語』 、
『

枕

草
子」 、
r

夜
の
寝
党』 、
r

今
昔
物
語
集』
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
る 。
『

栄
花

物
語』
「

た
ま
の
う
て
な」
の
巻
に
は 、
「

草
甜
に
目
を
塞
ぐ
間
は 、
即
ち
蓮

ぁ

t

墜
に
筵
を
結
ぶ
程
な
り
け
り 。」
と 、
『

往
生
要
集』
大
文
第
二
の一
を
受

け
た
形
で
用
い
ら
れ 、
こ
の
語
は
漢
語
「

草
庵」
の
訓
読
語
と
し
て
使
わ
れ

て
い
る 。

い

11
"

と
こ
ろ
で 、
r

源
氏
物
語』
に
は 、
r

草
の
庵」
は
五
例
用
い
ら
れ
て
い
る 。

①

（
明
石
の
入
道
の
尼
君
へ
の
手
紙）

こ
の
月
の
十
四
日
に
な
む 、
草
の
庵
ま
か
り
離
れ
て
深
き
山
に
入
り
は

べ
り
ぬ
る 。

（
若
菜
上）

③

（
蕉
が
宇
治
の
八
の
宮
邸
を
訪
れ
る）

げ
に 、
聞
き
し
よ
り
も
あ
は
れ
に 、
住
ま
ひ
た
ま
へ
る
さ
ま
よ
り
は
じ

め
て 、
い
と
仮
な
る
草
の
庵
に 、
思
ひ
な
し 、
こ
と
そ
ぎ
た
り 。

ふ
③

（
八
の
宮
の
薫
へ
の
贈
歌）

わ
れ
亡
く
て
草
の
庵
は
荒
れ
ぬ
と
も
こ
の
ひ
と
こ
と
は
か
れ
じ
と
ぞ
思

（
椎
本）

切

（
薫
の
八
の
宮へ
の
返
歌）

い
か
な
ら
む
世
に
か
か
れ
せ
む
長
き
よ
の
ち
ぎ
り
結
べ
る
草
の
庵
は

（
椎
本）

（
橋
姫）
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山 新 新 新 新 風 続 続 玉 新 絞 絞 統 新新 干 詞

！ 
後 拾 後 古 勅

船't U企 拾 千 扱
干 後 拾 古 後 勅古 拾

．

9禾』 計 古 珀
遺 載 雅 拍

載 築 撰 逍 ム7 揆 撰今 戟 花
遺

逍 撰 A .., 
造

集 集 梨 集 集 集 染 集 集 集 集 集 染 梨集 集 染 集 染 集 狼 集
い

8 31 3 1 2 2 3 7 2 2 2 1 2 3 1 

し‘

7 88 13 1 4 10 10 7 12 3 7 2 5 2 9 1 2 
ほ

15 119 13 4 5 12 10 2 10 19 5 7 4 7 3 11 4 l 2 計

17 3 1 3 I 1 2 1 1 I 1 1 1 寂�92 仮ぃ
ほ

10 1 2 1 2 I I 2 ょ陪衣 仮
ほ

27 4 2 2 5 1 2 2 1 1 1 I I 1 2 1 計

l 3 
い珀

5 12 2 1 1 1 I I 1 ほhの

13 1 3 1 2 1 2 1 I 1 
い阜

ほの
5 25 3 l 3 2 3 1 3 I 2 4 1 1 lit 

I 10 3 l 2 1 3 
い柴
ほhの
い宋

6 4 1 1 1 1 

1 I 7 
ほの

14 4 1 1 3 1 3 1 計
ヽ い杉

i I 3 1 2 ほり の

5 1 1 3 
い杉

ほの
8 I 2 2 3 計

い笹
ほhの
い砒

2 1 
ほの

1 2 1 1 計

1 
い苔

1 ほhの
い台

I 
ほの

2 2 計

I 1 
い r

薬
止

ほ の
い つ

l I 
ほ の

28 199 23 8 8 18 16 3 12 27 8 12 6 11 5 23 9 2 I 2 2 3 計
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伺

（
横
川
の
僧
都
の
妹
尼
の
中
将
へ
の
返
歌）

う
つ
し
植
ゑ
て
思
ひ
み
だ
れ
ぬ
女
郎
花
う
き
世
を
そ
む
く
草
の
庵
に

（
手
習）

m
の
「
草
の
庵」

は、

明
石
の
入
道
が
今
ま
で
住
ん
で
い
た
明
石
の
浦
の

寺
を
さ
す。

入
道
は
尼
君
が
明
石
の
君
を
懐
妊
し
た
年
の
二
月
に
見
た、

若

君
（
明
石
の
女
御）

が
国
母
に
な
る
と
い
う
夢
の
実
現
を
信
じ
て
播
磨
に
下

り、

明
石
の
浦
に
居
を
構
え
て、

勤
行
の
時
に
も、

こ
の
夢
が
正
歩
に
な
る

こ
と
と、

自
分
が
極
楽
往
生
で
き
る
こ
と
を
祈
っ
て
き
た。

そ
し
て、

明
石

の
女
御
に
星
子
が
誕
生
し
た
今、

こ
の
夢
は
実
現
す
る
見
通
し
が
た
ち、

入

道
は
さ
ら
に
極
楽
往
生
を
め
ざ
し
て
修
行
を
積
む
べ
く、

今
の
住
居
を
離
れ

て、

深
山
に
入
っ
て
い
こ
う
と
す
る。

ゅ、

③、

い
の
「
草
の
庵」

は、

道
心
厚
い
簡
素
な
八
の
宮
邸
を
さ
し
て

い
る。

③
の
歌
の
「
ひ
と
こ
と」

は
「一

言」

と
「一

琴」

を
掛
け、

ま
た

「
か
れ」

は
r
枯
れ」

と
「
離
れ」

を
掛
け、

い
の
歌
の
「
よ」

は
「
世」

と
「
夜」

を
掛
け
て
い
る。

ま
た、

③、

④
の
「
枯
れ」、

④
の
「
結
ぺ
る」

は
「
草」

の
縁
語
と
な
っ
て
い
る。
『
古
今
集』

の
喜
撰
法
師
の
歌
に
も、

わ
が
庵
は
宮
こ
の
辰
巳
し
か
ぞ
住
む
世
を
う
ぢ
山
と
人
は
い
ふ
な
り

（
巻
十
八
雑
歌
下、

九
八――-）

と
あ
る、

宇
治
の
住
ま
い
で
あ
る。

③
と
い
の
八
の
宮
と
薫
の
贈
答
歌
に
つ

い
て
は、

八
の
宮
は、

自
分
の
死
後
こ
の
「
草
庵」

は、

庶
に
と
っ
て
仏
道

修
行
の
楊
と
し
て
の
存
在
価
値
を
失
お
う
と
も、

二
人
の
娘
の
幸
福
を
支
え

る
場
と
な
る
こ
と、

つ
ま
り
薫
が
娘
達
の
後
見
を
し
て
ほ
し
い
と
願
い、

薫

も
そ
れ
を
了
承
し
て
い
る。

固
の
「
草
の
庵」

は、

横
川
の
僧
都
の
妹
尼
が
住
む
草
庵
を
さ
し
て
い
る。

横
川
の
僧
都
の
一

行
に
助
け
ら
れ
た
浮
舟
は、
r
伊
勢
物
話」

に
登
場
す
る

うし
と
ら

惟
商
親
王
が
阻
棲
し
た
比
叡
山
の

艮

の
小
野
に
あ
る
妹
尼
の
草
庵
で
心
安

ら
か
に
暮
ら
し
て
い
た
が、

妹
尼
の
か
つ
て
の
婿
の
中
将
に
覗
き
見
さ
れ
て

し
ま
う。

こ
の
歌
は、

中
将
が
秘
か
に
浮
舟
の
許
を
訪
れ
て、

あ
だ
し
野
の
風
に
な
ぴ
く
な
女
郎
花
わ
れ
し
め
結
は
ん
道
と
ほ
く
と
も

（
手
習）

と
詠
ん
で
贈
っ
た
歌
の
返
歌
を
書
く
こ
と
を
浮
舟
に
そ
そ
の
か
し
か
ね
て、

妹
尼
が
中
将
に
返
し
た
歌
で
あ
る。
「
女
郎
花」

は
浮
舟
の
比
喩
で
あ
る。

中
将
は
「
女
郎
花」

を、

を
み
な
へ
し
お
ほ
か
る
野
べ
に
や
ど
り
せ
ば
あ
や
な
く
あ
だ
の
名
を
や

た
ち
な
ん

（
古
今
六
帖、

第
六、

三
六
六
三、

さ
の
の
よ
し
き）

と
あ
る
よ
う
に、
「
あ
だ
し
野」

に
咲
く
花、

つ
ま
り
恋
に
生
き
る
女
と
し

て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る。

妹
尼
も
中
将
に
調
子
を
合
わ
せ、

そ
の
よ
う
な

浮
舟
を
出
家
さ
せ
る
こ
と
に
踏
躇
し
て
い
る
と
訴
え
て
い
る。

浮
舟
に
と
っ

て
「
草
の
庵」

は、

仏
道
の
世
界
に
生
き
る
か
恋
愛
の
世
界
に
生
き
る
か
の

心
の
葛
藤
を
強
い
る
も
の
で
あ
り、

む
し
ろ
否
応
な
し
に
自
分
を
俗
世
間
へ

引
き
戻
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た。

r

源
氏
物
語」

に
用
い
ら
れ
た
「
草
の
庵」

は、
「
憂
き
世」

を
離
れ
て

仏
道
修
行
に
励
む
こ
と
の
で
き
る、

都
と
深
山
の
中
冊
に
位
槌
す
る
山
里
で

あ
り、

心
の
平
安
を
得
ら
れ
る
場
所
で
あ
っ
た。

し
か
し、

そ
れ
も
人
里
に
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次
に、
「
草
の
い
ほ
り、

草
の
い
ほ」

を
歌
語
と
し
て
詠
み
込
ん
だ
勅
撰

狼
の
歌
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う。

題
知
ら
ず

．

今
日
見
れ
ば
玉
の
台
も
な
か
り
け
り
菖
澗
の
草
の
庵
の
み
し
て

（
拾
逍
集、

巻
二
夏、

―
1

0、

よ
み
人
知
ら
ず
・

賀
茂
保
憲
女
集、

な
つ、

四
九）

勅
撰
集
で
「
草
の
庵」

が
初
出
す
る
歌
で
あ
る。

端
午
の
節
句
の
今
日
は、

ど
こ
を
見
渡
し
て
も
軒
瑞
に
菖
蒲
を
荘
い
た
草
庵
ば
か
り
で
立
派
な
楼
梱
は

な
い
の
意
で、

葛
蒲
を
軒
に
荘
い
た
家
を
質
素
な
草
庵
に
見
立
て
て
い
る。

こ
の
歌
は
「
玉
の
台」

と
「
草
の
庵」

を
対
比
さ
せ
た
点
に
特
色
が
あ
り、

こ
の
歌
を
本
歌
と
し
て、

か
り
そ
め
の
く
さ
の
い
ほ
り
に
や
ど
り
て
ぞ
た
ま
の
う
て
な
の
し
る
し

と
は
な
る

（
行
尊
大
僧
正
集、

六
二）

が
詠
ま
れ
て
い
る。

こ
の
行
照
の
歌
は、
r
法
華
経」

信
解
品
の
r
長
者
窮

子
の
除
え」

の
窮
子
が
卒
庵
に
止
宿
し
て
仏
の
御
利
益
を
得
た
話
を
背
景
に

し
て
い
る。

同
様
に、
「
長
者
窮
子
の
喩
え」

に
拠
っ
た
歌
と
し
て、

止
宿
草
庵

草
の
庵
に
年
へ
し
ほ
ど
の
心
に
は
つ
ゆ
か
か
ら
ん
と
お
も
ひ
か
け
き
や

近
い
こ
と
も
あ
っ
て、
一

時
的
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た。

公
の
歌

（
下
巻、

山
家、

五
五
五、

白
居
易）

（
統
拾
逍
染、

巻
十
九

釈
教
歌、
一

三
四
六、

選
子
内
親
王
•

発
心
和
歌
集、

二
八）

が
あ
る。

こ
の
歌
の
「
草」
「
か
か
る」

は
「
つ
ゆ」

の
縁
語
で、
「
つ
ゆ」

は
仏
の
加
護
を
喩
え
て
い
る。

歌
意
は、

窮
子
が
父
の
長
者
の
屋
敷
の
門
外

の
草
避
で
長
年
過
ご
し
て
い
た
時
の
心
に
は、

仏
の
加
護
を
受
け
る
と
は
予

想
し
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
も
の
で、

長
者
は
釈
迦
を、

窮
子
は
衆

生
を
喩
え
て
お
り、

仏
徳
の
偉
大
さ
を
詠
ん
で
い
る。

次
に、
r
和
漢
朗
詠
集」

の

蘭
省
の
花
の
時
錦
帳
の
下

直
山
の
雨
の
夜
草
庵
の
中

を
踏
ま
え
た
歌
を
あ
げ
て
み
よ
う。

題
し
ら
ず

さ
み
だ
れ
に
思
ひ
こ
そ
や
れ
い
に
し
へ
の
草
の
庵
の
夜
半
の
さ
ぴ
し
さ

（
千
載
集、

巻
三
夏
歌、
一

七
七、

延
久
第
三
親
王
輔
仁）

親
王
は、

五
月
雨
の
静
か
な
音
を
開
き
な
が
ら、

今
旧
友
は
宮
中
の
佳
宴

に
出
席
し
て
時
め
い
て
い
る
の
に、

自
分
は
辺
境
の
山
中
の
草
庵
に
一

人
寂

し
く
龍
っ
て
い
る
と
い
う
白
楽
天
の
不
本
意
な
境
退
へ
の
嘆
き
に
同
感
し
て

い
る。

五
月
雨
は、

白
楽
天
の、

延
い
て
は
作
者
の
孤
独
感
を
強
め
て
い
る。

入
道
前
関
白、

右
大
臣
に
侍
け
る
時、

百
首
歌
よ
ま
せ
侍
け
る
郭

昔
お
も
ふ
草
の
い
ほ
り
の
夜
の
雨
に
な
み
だ
な
そ
へ
そ
山
郭
公

（
新
古
今
集、

巻
三
夏
歌、

二
0
1
、

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成）

- 64 -



俊
成
は、
自
分
を
白
楽
天
と
重
ね
合
わ
せ
て、
自
分
が
か
つ
て
宮
中
で
は

な
や
い
だ
生
活
を
送っ
て
い
た
頃
を
思
い
出
し
て、
今
の
草
庵
の
中
に
い
る

落
塊
し
た
生
活へ
の
悲
哀
感
を
強
め
て
い
る。
漢
詩
の
世
界
に
歌
語
と
し
て

の
「
ほ
と
と
ぎ
す」
を
詠
み
込
ん
だ
点、
懐
旧
の
情
と
孤
独
感
が
よ
り
極
ま
っ

て
い
る。

忠
度
の
法
輪
寺
詠
に
は、
「
す
み
ぞ
め
（
の
衣）
の
袖」
が
歌
わ
れ
て
い
る。

「
屈
染
の
衣」
は、
r
古
今
染」
以
来
哀
113
の
部
に
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
が、

喪
服
の
意
で
用
い
ら
れ
た
も
の
が
多
く、
こ
の
歌
の
よ
う
に
僧
衣
の
意
で
広

く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は、
r
拾
逍
集」
の
頃
か
ら
で
あ
る。

と
こ
ろ
で、
忠
度
の
法
輪
寺
詠
は、
「
草
の
い
ほ」
と
「
す
み
ぞ
め
の
袖」

を
結
ぴ
つ
け
て
詠
ん
で
い
る。
こ
の
よ
う
な
歌
は
数
が
少
な
い。

（

へ
｝

源
消
雅
九
月
ば
か
り
様
変
え
て
山
寺
に
侍
け
る
を、
人
の
問
ひ

て
侍
け
る
返
事
せ
よ
と
申
侍
け
れ
ば、
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る

(g
 

思
ひ
や
れ
な
ら
は
ぬ
山
に
す
み
ぞ
め
の
袖
に
露
を
く
秋
の
け
し
き
を

（
千
載
集、
巻
十
七
雑
歌
中、
l

―
四
八、
源
通
消）

こ
の
歌
は
「
す
み
ぞ
め」
に
「
屈
染」
と
「
住
み
初
め」
を
掛
け
て
い
る。

作
者
は
山
寺
に
籠
り
始
め
た
ば
か
り
の
頃
で、
秋
の
季
節
感
と
出
家
当
初
の

寂
容
感
か
ら、
r
す
み
ぞ
め
の
袖」
に
涙
し
て
い
る。
こ
の
歌
の
心
情
は、
r
忠

度
集』
の
法
輪
寺
詠
の
贈
歌
(r
忠
度
集』
八
五
番
の
歌）
の
そ
れ
に
通
じ

る
も
の
が
あ
り、
共
に
「
す
み
ぞ
め
の
袖
が
ぬ
る」、
「
す
み
ぞ
め
の
袖
に
露

あ
っ
た。

四

五

を
く」
と
似
た
表
現
を
用
い
て、
出
家
直
後
の
修
行一
途
の
生
活
に
入
る
こ

と
の
困
難
さ
を
訴
嶼
し
て
い
る。

袖
が
涙
で
溜
れ
る
と
い
う
表
現
は、
『
万
業
集」
に
す
で
に
み
ら
れ
る。

今
よ
り
は
逢
は
じ
と
す
れ
や
白
た
へ
の
我
が
衣
手
の
乾
る
時
も
な
き

（
巻
十
二、
二
九
五
四、
作
者
未
詳）

平
安
時
代
に
入
る
と、

ぶき
を
涙
の
比
喩
と
捉
え、
「
袖
に
露
屈
く」
と

い
う
表
現
が
多
用
さ
れ
る
ょ
う
に
な
っ
た。
さ
ら
に、
「
袖
の
露」
と
同
類

の
も
の
を
あ
げ
て、
両
者
を
対
比
し
な
が
ら
「
袖
の
館」
の
持
つ
意
味
を
弛

(

4
)

 

調
す
る
技
法
を
生
み
出
し
た
。
そ
れ
は、
「
露」
の
宿
る
二
つ
の
も
の
の
連

想
に
よ
り、
一
首
の
梢
調
を
よ
り
奥
行
き
の
あ
る
も
の
に
す
る
手
法
で
も

居
衣
袖
く
つ
る
ま
で
置
く
露
は
わ
が
身
を
秋
の
野
と
や
見
る
ら
ん

（
後
撰
集、
巻
六
秋
中、
三一
三、
よ
み
人
し
ら
ず）

姐
不
知

わ
が
袖
を
秋
の
草
菜
に
く
ら
べ
ば
や
い
づ
れ
か
露
の
お
き
は
ま
さ
る
と

（
後
拾
逍
集、
巻
十
四
恋
四、
七
九
五、
相
模）

前
者
は、
「
居
衣」
の
「
袖」
と
「
秋
の
野」
を
同
類
の
も
の
と
し
て、
共

に
露
の
囮
く
存
在
と
み
て
い
る。
後
者
は
「
わ
が
袖」
と
「
秋
の
草
葉」
を

同
類
の
も
の
と
し
て、
共
に
露
に
溜
れ
る
も
の
と
み
て
い
る。
両
者
共
に「
秋」

に
「
飽
き」
を
響
か
せ
て
い
る。
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六

ま
た
露
は、
袖
に
囮
く
だ
け
で
な
く、
「
草
の
い
ほ
り、
草
の
い
ほ」
に

恒
く
場
合
も
あ
っ
た。

む
か
し、
お
と
こ、
臥
し
て
思
ひ、
お
き
て
思
ひ、
思
ひ
あ
ま
り
て、

わ
が
袖
は
草
の
庵
に
あ
ら
ね
ど
も
暮
る
れ
ば
露
の
や
ど
り
な
り
け
り

（
伊
勢
物
語、

五
六
段•
新
勅
撰
集、
巻
十
七
雑
歌
二、
一
ー
ニ
三、
業
平
朝
臣）

業
平
の
歌
の
「
露」
は
「
草」
の
縁
語
で、
涙
の
比
喩
と
な
っ
て
い
る。
タ

方
に
r
露
の
や
ど」
る
も
の
と
し
て
「
袖」
を
あ
げ、
そ
れ
と
同
類
の
「
草

．
の
庵」
を
対
比
さ
せ
て、
夕
暮
れ
時
に
券
る
女
を
思
う
男
の
切
な
い
気
持
ち

を
印
象つ
け
て
い
る。

と
こ
ろ
で、
「
草
の
い
ほ
り、
草
の
い
ほ」
と
「
袖
の
露」
を
取
り
合
わ

せ
た
勅
撰
集
初
出
の
歌
は、

大
峰
の
生
の
岩
屋
に
て
よ
め
る

草
の
庵
な
に
つ
ゆ
け
し
と
お
も
ひ
け
ん
漏
ら
ぬ
岩
屋
も
袖
は
ぬ
れ
け
り

（
金
葉
集、
巻
九
雑
部
上、
五
三
三、

俯
正
行
尊・
行
葬
大
倍
正
集、
二＿
o、
初
句
「
さ
さ
の
い
ほ
は」）

で
あ
る。
こ
の
歌
の
上
の
句
は、
前
掲
の
業
平
の
歌
を
踏
ま
え
て
い
る。
「
漏

ら
ぬ
岩
屋
も」
の
「
も」
と
あ
る
よ
う
に、
行
尊
は
「
な
の
庵」
に
お
い
て

袖
を
涙
で
濡
ら
し
て
い
る。
行
尊
の
「
草
の
い
ほ
り」
を
詠
ん
だ
歌
を
あ
げ

．
る
と、

か
へ
り
せ
で
に
げ
て
ま
か
り
に
き、
こ
れ
は
い
ほ
の
は
し
ら
に
か

き
つ
け
侍
り
し
歌

お
も
ひ
き
や
草
の
い
ほ
り
の
つ
ゆ
け
さ
を
つ
ひ
に
す
み
か
と
た
の
む
ペ

し
と
は

（
行
雌
大
僧
正
集、
五）

つ
か
つ
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
て、
や
ど
る
べ
き
所
に
は、
人
み
な
か

ね
て
や
ど
り
に
け
れ
ば、
ふ
つ
と
ひ
と
や
ど
を
か
さ
ね
ぱ、
や
ど

る
と
て、
も
と
や
ど
り
た
る
人
に

か
り
そ
め
に
く
さ
の
い
ほ
り
に
や
ど
さ
れ
よ
つ
ゆ
の‘
？さ
身
の
お
き
ど

こ
ろ
な
し

（
行
腺
大
僧
正
集、
八
0)

こ
れ
ら
の
歌
に
は、
作
者
の
諾
国
修
行
の
苦
難
が
語
ら
れ
て
い
る。『
金
菜
集』

の
行
埠
歌
は、
結
局
「
草
の
庵」
に
お
け
る
修
行
の
辛
さ
か
ら
生
じ
る
袖
の

涙
と
（
露
の）
「
漏
ら
ぬ
岩
屋」
で
の
袖
の
涙
を
対
比
し
な
が
ら、
後
者
が

法
悦
の
涙
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
鷲
き
が
述
べ
ら
れ
て
い
る。

次
に、
こ
の
行
腺
の
歌
を
本
歌
と
し
た
も
の
を
あ
げ
よ
う。

み
た
け
よ
り
笙
の
い
は
や
へ
ま
ゐ
り
け
る
に、
も
ら
ぬ
い
は
や
も、

と
あ
り
け
ん
を
り
お
も
ひ
い
で
ら
れ
て

露
も
ら
ぬ
い
は
や
も
そ
で
は
ぬ
れ
け
り
と
き
か
ず
は
い
か
が
あ
や
し
か

ら
ま
し

（
山
家
染、
九一
七）

神
な
月
の
比、
法
印
良
守
し
や
う
の
い
は
や
と
い
ふ
所
に
こ
も
り

侍
り
け
る
に
つ
か
は
し
け
る

い
か
ば
か
り
し
ぐ
れ
に
袖
の
し
ほ
る
ら
ん
も
ら
ぬ
い
は
や
の
む
か
し
恋

ひ
つ
つ

（
王
葉
集、
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次
に、
r
山
家
集」

に
お
け
る、
「
庵」

と
「
涙
に
溜
れ
た
袖」

を
取
り
合

わ
せ
た
歌
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う。

西
行
に
と
っ
て
は、

庵
は
仏
逍
修
行
の

楊
で
あ
っ
た。

そ
れ
は、
「
憂
き
世」

と
し
て
の
俗
世
と
は
異
な
る
心
の
安

八 巻
十
匹
雑
歌
一
‘
l
-
C]
＿
五

普
洸
匝
入
道
前
閑
白
左
大
臣）

前
者
は
行
尊
の
修
行
を
追
体
験
し
た
心
境
を
詠
ん
で
い
る
。

後
者
の
涙
は、

修
行
の
厳
し
さ
と
同
時
に
行
尊
を
慕
う
心
情
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う。

「
露
を
く
袖」

と
波
や
時
雨
の
雫
に
溜
れ
る
旅
寝
の
た
め
の
「
庵」

を
対

比
さ
せ
た
歌
も、
『
千
載
集」

の
頃
か
ら
み
ら
れ
る
。

家
に
百
首
歌
よ
ま
せ
け
る
時、

旅
の
歌
と
て
よ
み
侍
り
け
る

c“
〉

あ
は
れ
な
る
野
島
が
崎
の
庵
か
な
露
を
く
袖
に
波
も
か
け
け
り

（
千
載
集、

巻
八
楼
旅
歌、

五―――
-
、

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成）

摂
政
右
大
臣
家
の
歌
合
に
旅
の
歌
と
て
よ
め
る

旅
寝
す
る
庵
を
過
ぐ
る
む
ら
し
ぐ
れ
名
残
ま
で
こ
そ
袖
は
ぬ
れ
け
れ

（
干
戟
集、

巻
八
粒
旅
歌、

五＿―-
九、

藤
原
資
忠）

俊
成
の
歌
は、

涙
で
溜
れ
た
「
袖」

が
「
庵」

に
か
か
る
「
波」

の
雫
の
た

め
に
一

層
濁
れ
た
と
言
い
、

資
忠
の
歌
は
「
む
ら
し
ぐ
れ」
が
「
庵」
に
降
っ

て
い
る
時
は
勿
詮
「
袖」

が
濡
れ、

そ
れ
が
通
過
し
た
後
も
も
の
寂
し
さ
の

た
め
涙
で
「
袖」

が
濡
れ
た
と
述
べ
て、

共
に
旅
情
の
涙
を
流
し
て
い
る。

七

ら
ぐ
場
所
で
は
あ
っ
た
が`

仮
の
住
居
に
す
ぎ
ず、

彼
の
求
め
る
真
実
の
世

界
は
旅
に
あ
る
と
い
う
逆
説
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た。

田
庵
聞
虫

こ
は
ぎ
さ
く
山
だ
の
く
ろ
の
む
し
の
ね
に
い
ほ
も
る
人
や
袖
ぬ
ら
す
ら
ん

（
巻
上
秋、

四
六
1

-）

萩
の
花
と
涙
を
結
ぴ
つ
け
た
歌
は、

み
な
と
と
い
ふ
所
を
過
ぐ
と
て
よ
め
る

思
ふ
こ
と
な
け
れ
ど
滸
れ
ぬ
わ
が
袖
は
う
た
、
あ
る
野
辺
の
萩
の
器
か
な

（
後
拾
造
集、

巻
四
秋
上、

二
九
六、

能
因
法
師）

な
ど
の
前
例
が
あ
る
。
「
田
庵」

と
は、

田
に
来
る
猪
や
鹿
を
追
い
払
う
た

め
の
番
小
屋
を
さ
す。
一

人
庵
の
中
に
罷
っ
て
い
て
「
こ
は
ぎ」

の
中
で
嗚

<
r
む
し
の
ね」

を
聞
い
て
い
る
と、

秋
の
寂
彦
感
は
一

屈
強
ま
っ
て
い
く。

月
歌
あ
ま
た
よ
み
け
る
に

あ
ば
れ
た
る
草
の
庵
に
も
る
月
を
袖
に
う
つ
し
て
な
が
め
つ
る
か
な

（
巻
上
秋、

三
四
八）

こ
の
歌
の
よ
う
な
「
袖
の
涙
に
映
る
月」

は、
『
後
撰
集」

に、

袖
に
う
つ
る
月
の
光
は
秋
毎
に
今
夜
変
ら
ぬ
影
と
見
え
つ
、

（
巻
六
秋
中、

三
一

九、

よ
み
人
し
ら
ず）

と
詠
ま
れ
た
例
が
あ
る。
r
山
家
集』

に
は
他
に
も、

し
ら
ざ
り
き
雲
井
の
よ
そ
に
み
し
月
の
か
げ
を
た
も
と
に
や
ど
す
べ
し

と
は

（
巻
中
恋、

六
一

七）

も
の
お
も
ふ
そ
で
に
も
月
は
や
ど
り
け
り
に
ご
ら
で
す
め
る
み
づ
な
ら
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述
懐

ね
ど
も

（
巻
中
恋、
六
三
二）

う
ち
た
え
て
な
げ
く
な
み
だ
に
我
が
袖
の
く
ち
な
ば
な
に
に
月
を
や
ど

さ
ん

（
巻
中
恋、
六
三
五）

つ
ゆ
け
さ
は
う
き
身
の
袖
の
く
せ
な
る
を
月
み
る
と
が
に
お
ほ
せ
つ
る

か
な

（
巻
下
雑、
一
四
l

-

）

な
ど
が
あ
り、
こ
れ
ら
の
歌
に
は、

草庵
の
独
居
生
活
を
慰
め
る
も
の
と
し

て
月
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る。

西
行
の
草
庵
生
活
は、

あ
は
れ
し
る
な
み
だ
の
露
ぞ
こ
ぽ
れ
け
る
く
さ
の
い
ほ
り
を
む
す
ぶ
ち

ぎ
り
は

（
巻
下
雑、
九一
ー
）

姐
不
知

あ
ば
れ
た
る
草
の
い
ほ
り
の
さ
ぴ
し
さ
は
風
よ
り
ほ
か
に
と
ふ
人
ぞ
な
き

（
巻
下
雑、
一
ー
四
八）

と
あ
る
よ
う
に、
孤
独
で
わ
ぴ
し
い
も
の
で
あ
っ
た。
し
か
し、
西
行
は、

い
か
に
せ
ん
か
げを
ば
そ
で
に
や
ど
せ
ど
も
心
の
す
め
ば
月
の
く
も
る
を

（
巻
中
秋、
三
四
六）

月
に
は
ぢ
て
さ
し
出
で
ら
れ
ぬ
心
か
な
な
が
む
か
袖
に
か
げ
の
や
ど
れ
ば

（
巻
下
雑、
一
四
0
九）

と
歌
っ
て、
自
分
の
心
を
映
す
鏡
と
し
て
月
を
捉
え、
「
澄
む」
と
い
う
点

で
月
と
心
は
対
照
的
で
あ
る
と
す
る。
西
行
の
自
己
の
「
憂
き
身」
を
嘆
く

袖
の
涙
は、
仏
道
の
世
界へ
傾
斜
し
た
心
の
現
れ
と
い
う
よ
り
も、
美
意
識

以
上
の
よ
う
に、
露
の
屈
く
「
袖」
と
同
類
の、
露
に
濡
れ
る
「
草
の
庵」

や
「
岩
屋」、
波
や
村
時
雨
の
雫
の
か
か
る
「
庵」
を
対
比
さ
せ
て
「
涙」

の
持
つ
意
味
を
際
立
た
せ
る
技
法
は、
r
伊
勢
物
語』
五
十
六
段
の
菜
平
の

歌
あ
た
り
か
ら
み
ら
れ
る。
「
草
の
庵」
や
r
岩
屋」
や
「
庵」
が
盛
ん
に

歌
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は、
憂
き
世
を
逃
れ
て
出
家
遁
世
す
る

人
々
が
増
大
す
る
よ
う
に
な
っ
た
『
千
戟
集』
の
頃
か
ら
で
あ
っ
た。
そ
し

て、
こ
れ
ら
は
仏
道
修
行
と
結
ぴ
つ
け
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
は、

趣
向
を
凝
ら
し
理
知
を
拗
か
せ
て一
首
の
情
趣
を
高
め
る
た
め
の
歌
語
と
し

て
定
浩
し
て
い
っ
た。

忠
度
の
歌
も、
業
平
の
歌
を
本
歌
と
し
て
い
る。
業
平
の
歌
の
恋
愛
の
本

意
に
対
し、
忠
度
の
歌
は、
「
草
の
い
ほ」
と
「
す
み
ぞ
め
の
袖」
が
「
露」

に
濡
れ
る
点
で
同
類
の
も
の
と
し
て
捉
え、
出
離
当
初
の
不
如
意
さ
や
孤
独

感
か
ら
生
ず
る
涙
に
共
感
し
て
い
る
点、
「
仮
厖」
と
r
袖
に
阻
＜
露」
を

取
り
合
わ
せ
て
詠
む
r
万
菜
集』
以
来
の
伝
統
を
踏
ま
え
な
が
ら、
時
代
の

影
響
を
受
け
た
新
し
さ
も
み
ら
れ
る。

注
(
1)
西
行
の
法
輪
寺
詠
に
つ
い
て
は、
柴
佳
世
乃
氏
r
酉
行
と
法
輪
寺
ー
迫

命
と
の
関
連
に
お
い
て
1」
(『
お
茶
の
水
女
子
大
学・
国
文』
第
八
十
二

号
平
成
七
年一
月）
に、
詳
述
さ
れ
て
い
る。

(
2)
近
藤
み
ゆ
き
氏
「
阻
者
文
学
と
し
て
の
和
歌
の
系
滸」
（
後
藤
祥
子
組
『
王

お
わ
り
に

の
世
界
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う。

- 68 -



研
究
室
受
賭
図
書
雑
誌
目
録
VI

成
揆
國
文
（
成
跛
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科）

成
城
国
文
学
（
成
城
国
文
学
会）

十
七

成
城
國
文
埃
論
集
（
成
城
大
學
大
學
院
文
學
研
究
科）

二
七

消
心
語
文
（
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
消
心
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会）

静
大
国
文
（
静
岡
大
学
人
文
学
部
国
文
談
話
室〉

四
二

説
林
（
愛
知
県
立
大
学
国
文
学
会）

四
九

叢
（
大
谷
高
等・
中
学
校）

二
九

相
愛
国
文
（
相
愛
女
子
短
期
大
学
日
本
語
日
本
文
学
研
究
室）

創
造
と
思
考
（
湘
南
短
期
大
学
国
語
国
文
学
会）

大
学
院
紀
要
（
都
留
文
科
大
学
大
学
院）

五

＋
 

十
四

東
北
文
学
の
世
界
（
盛
岡
大
学
文
学
部
B
本
文
学
科）

束
横
国
文
学
（
東
横
学
園
女
子
短
期
大
学）

＝＿
二

常
葉
学
園
短
期
大
学
紀
要
（
常
薬
学
園
短
期
大
学）

三
i

宮
山
大
学
国
語
教
育
（
宵
山
大
学
国
語
教
育
学
会）

二
六

名
古
屋
近
代
文
学
研
究
（
名
古
屋
近
代
文
学
研
究
会）

十
八

名
古
屋
平
安
文
学
研
究
会
会
報
（
名
古
屋

平安
文
学
研
究
会）

四

＿
四

(
3)
「

草
庵」
の
変
遷
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
て
述
ぺ
た
も
の
と
し
て
は 、
石
田

吉
貞
著
『

改
訂
中
世
草
庵
の
文
学」
（
北
沢
図
班
出
版 、
昭
和
四
五
年）
に

詳
し
い
説
明
が
あ
る 。

(
4)
松
野
陽一
氏
は 、
「

野
の
草
葉
に
囮
＜
露
と
袖
や
袂
に
落
ち
る
涙
と
を
対

比 、
ま
た
は
類
同
的
に
扱
う
作
品
は 、
『

後
撰
集』
の
r

我
な
ら
ぬ
卒
紫
も

も
の
は
思
ひ
け
り
袖
よ
り
外
に
お
け
る
白
露」
(―
二
八
二

藤
原
忠
国）

な
ど
例
が
多
い 。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る 。
（
有
吉
保 、
松
野
陽一

、
片
野

逹
郎
紺r
鑑
賞

日
本
古
典
文
学
A

第
十
七
巻「
新
古
今
和
歌
集・
山
家
集・

金
愧
和
歌
集」
角
JII
術
店

昭
和
六一＿
年）

（
せ
ら

も
と
き

私
立
岡
山
県
山
陽
裔
校
諧
師）

I一
六

五
八、

中
京
国
文
学
（
中
京
大
学
国
文
学
会）

二
十

中
央
大
學
國
文
（
中
央
大
學
國
文

學會）

四
四

通
信（
束
京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所）

I
OI

、
1
0
二‘
-

gニ

筑
波
応
用
言
語
学
研
究
〈
筑
波
大
学
大
学
院
栂
士
課
程
文
芸・
言
語
研
究

科
応
用
言
語
学
コ
ー

ス）

帝
塚
山
学
院
大
学
日
本
文
学
研
究
（
帝
塚
山
学
院
大
学
日
本
文
学
会）

東
海
学
園
国
語
国
文
（
東
海
学
園
女
子
短
期
大
学
国
語
国
文
学
会）

五
九

束
京
女
子
大
學
日
本
文
學
（
東
京
女
子
大
学
日
本
文
学
研
究
会）

九
五 、

九
六

同
志
社
國
文
学
（
同
志
社
大
学
国
文
学
会）

五
四

束
北
大
学
文
学
部
言
語
科
学
論
集
（
東
北
大
学
文
学
部
晋
語
科
学
専
攻） 九

九、
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