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『
浅
茅
が
露
」
作
者
考

藤
原
為
家
作
者
説
の
可
能
性

辛

島

正

雄

一

は
じ
め
に

先

に
筆
者
は
、
鎌
倉
時
代
物
語

『
浅
茅
が
露
』

の
作
者

に

つ
い
て
、
そ

の
作

風
か
ら
し

て
男
性

の
手

に
な

る
も

の
で
あ

ろ
う

こ
と
、

そ
し

て
、

『
風
葉
和
歌

集
』

へ
の
入
集
状
況

の
特
異
さ
か
ら
推
す
と
、
そ

の
人
物

に
は
、
同
集

の
最
終

撰
者

で
あ

っ
た
藤
原
為
家
が
擬
せ
ら
れ

る
の
で
は
な

い
か
、
と

い
う
仮
説
を
提

示

し
て
み
た

(拙
稿
「
『
浅
茅
が
露
』
作
者
考

・
序
章

「
「
藤
原
為
家
作
者
説

の

仮
設

」
〈「
語
文
研
究
」

61
号

一
九
八
六
年
六
月
〉
)。
本

稿

で
は
、

そ
の
後

を

う
け

て
、
具
体
的

に
為
家
執
筆

の
可
能
性
を
探

っ
て
ゆ
く

こ
と
に
し
た
い
。

二

為
家
と
物
語

俊
成
ー
「

定
家
ー

為
家
と
続
く
重
代

の
和
歌

の
家

に
あ

っ
て
、
俊
成

・
定

家
と
物
語
と

の
関
わ
り

の
深
さ
に

つ
い

て
は
、

こ
れ

ま
で
も

し
ば

し
ば
論
じ

ら

れ

て
き
た
。
し
か
し
、

為
家

と
物
語

と
の
関
係

と
い
う
こ
と

に
な

る
と
、
必
ず

し
も
十
分
な
考
究

の
手

は
伸

び

て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。
た
だ
、
お
そ
ら
く

は
、

か
れ

の
父
定
家

が
若
き

日
に
見
せ
た
物

語

へ
の
熱

烈
な
傾
斜

の
ご
と
き

も

の

は
、
経
験
し
な
か

っ
た
か
と
思

わ
れ

る
。

そ
の
為
家

の
青
年
期

に

つ
い
て
は
、
佐
藤
恒
雄
氏

に
詳
細
な
論
考

が
あ
る
。

い
ま
、
氏

の
調
査

に

つ
け
ば
、
貞
応
二
年

(
一
二
二
三
)

八
月
、
二
十

六
歳

に

し

て
、
父

に
歌
道
不
堪
を
も

っ
て
嘆
か
せ

て
い
る
自

ら

の
低
迷

状
況

を
打
破

す

べ
く
詠
ま
れ
た

『
千
首
』
中

に
、
「物

語
類

の
影
響

を
受

け

て
い
る
と
思

し
い
歌

若
干
」

の
存
在
が
、
指
摘

さ
れ
る
。

も

っ
と
も
、

そ
れ
も
、

『
千
首
』

に
お
い

て
、

最
も
特
徴
的

な
の
は
、
彩

し
く
先
行
作
品
を
摂
取

し
た
跡
を
と
ど
め

て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
(中
略
)
千
首
も

の
大
量

の
歌
を

速
詠

す
る
こ
と
は
、

た
と
え
已
達

の
歌
人

で
あ

っ
て
も
容
易
な

こ
と

で
は

な
か

っ
た
は
ず

で
、

ま
し

て
二
十
六
歳

の
未
練

の
歌
人
為

家

に
と

っ
て

は
、

そ

の
目

標
を
ど

こ
に
置

く

に
せ
よ
、

大
き

な
困
難

を
伴

っ
た
試

み

だ

っ
た
に
ち

が
い
な

い
。

そ
し

て
お

そ
ら
く
、

そ
の
困
難

の
最
た

る
も

の

は
、
表
現
な
ど
技
巧
上

の
問
題

よ
り
も
、
む
し

ろ
語
彙

そ
の
も

の
の
貧
困

の
点

に
あ

っ
た
も

の
と
思
わ
れ

る
。
そ

こ
に
彩
し

い
先
行
歌
が
顧
み
ら
れ

る
必
然
性
が
存
し
た

の
で
あ

ろ
う
し
、
ま
た
、
先

に
述

べ
た
如
く
珍
し

い

素
材

や
こ
と
ば
を
開
拓
し
よ
う
と
し
た

こ
と
も
、

一
つ
に
は
や
は
り
そ

の

点

に
由
来
し

て
い
た

に
ち
が

い
な

い
の
で
あ
る
。

と

い
う

『
千
首
』
全
体

の
性
格

の
中

で
は
、
結
局
、
そ

こ
で
の
物
語
等

か
ら

の
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影
響
な

る
も

の
も
、
こ
れ
ま
た
同
氏

に
よ
れ
ば
、
「
総
じ

て
物

語
類

か
ら

の
影
響

は
さ
し

て
多

い
と
は

い
え
な

い
」

の
で
あ
り
、

し
か
し
、
既

に
こ
の
こ
ろ

の
為
家

が
、
『狭

衣
』
『
更
級
』
『
伊
勢
』
『源
氏
』

な
ど

の
占
典
を
学
び
は
じ
め

て
い
た
こ
と
は
確

か
で
あ
り
、

そ
の
意
味

で

一
顧

の
価
値

は
あ
る
。

と

い
う
程
度

の
意
義

が
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な

か

っ
た
の
で
あ

る
。
し
か

し
な

が
ら
、
そ
う
し
た
物
語
類

へ
の
親
呪

の
開
始

は
遅

れ
る
と
し

て
も
、
努
力
家
肌

の
か
れ
が
、
後
年

一
日

一
首
を
心

が
け
た
ご
と
く
、
物
語
類
を
も
地
道

に
学
ぼ

う
と
し
た
と
す
れ
ば
、

ほ
ど
な
く
相
当

の
力
量
を
備
え

る
に
至

っ
た

で
あ

ろ
う

こ
と
も
、
想
像

に
か
た

く
な

い
。

さ

て
、
そ
れ
よ
り
十
年
遅

れ
て
、
天
福
元
年

(
一
二
三
三
)
春

の
頃
、
「
絵
つ

く
の
貝

お
ほ
ひ
」

(『
古
今
著
聞
集
』
巻
十

一
・
画
図
第
十
六
)
が
催
さ
れ
た
。

こ
の
折

の
物
語
絵

の
こ
と

に

つ
い
て
は
、
寺
本
直
彦
氏

の
論
考

に
詳
し

い
が
、

そ
の
物
語
絵

の
企
画
者
が
定
家

で
あ
り
、
為
家
ほ
か
御
子
左
家

一
門
が
そ
れ

に

協
力
し

た
も

の
と
推
定
さ
れ

て
い
る
。
そ
し

て
、
『
明
月
記
』
同
年

(
改
元
前

で

貞
永

二
年
)
三
月
十
八
日

の
条

に
、

金
吾

(為
家
の
こ
と
ー

筆
者
注
)
服
薬
之
間
在
此
宅
。
物
語
絵
月
次
事

評
定
。
閾
月
今
旦
求
出
之
間
、
及
暁
鐘

不
寝
帰
盧
。

と
記
さ
れ

て
い
る

の
な
ど
を
見
る
と
、
為
家

が
す

で
に
父

の
片
腕
と

し
て
立
派

に
相
談
役
と
な

っ
て
い
る
さ
ま
が
窺

え
る
よ
う
で
あ
る
。
当
代
随

一
の
物
語

の

権
威

で
あ
る
定
家

に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
、
為
家

が
こ
の
方
面

で
も
頂
点

に
立
ち

つ
つ
あ

っ
た
こ
と
を
も
の
が
た
ろ
う
。

ま
た
、
伊
井
春
樹
氏
に
よ
れ
ば
、
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
史
上
、
鎌

倉
期
、
「
為

家

の
周
辺

で
は
数
多

く
の
秘
説
が
発
生
し

て
い
た
形
跡
が
あ
る
」
と
も

い
う
。

『弘
安
源
氏
論
義
』
に
お

い
て
、
「
源
氏

の
ひ
じ

り
」
と
し

て
自
他
と
も

に
許
し

て
い
た
飛
鳥
井
雅
有
が
、
文
永
六
年

(
一
二
六
九
)

二
十
九
歳

の
折
、
嵯
峨

の

山

荘

に
阿
仏
尼

と
と
も

に
隠
棲
す

る
七
十

二
歳

の
老

大
家

為
家

の
も
と

に
、

『源

氏
物

語
』
全
編

の
講
釈
を
聴
聞

に
訪
れ

て
い
る
こ
と

は
、

そ
の
著

『
嵯
峨

の
か
よ
ひ
』

に
よ

っ
て
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
が
、

そ
の
末
尾

に
雅
有

は
、

こ
れ
ほ
ど
我
国

の
才
学

あ
る
人

は
あ
ら
じ
と
お
ぼ
ゆ
。

と

の
感
想

を
記

し
て
い
る
。

そ
し

て
、

こ
れ
よ
り
二
年
後

、
文

永
八
年

に
は
、

大
宮
院

よ
り
委
嘱

さ
れ
た

『
風
葉
和
歌
集
』

の
撰
修

を
完
了
さ
せ

て
い
る

こ
と

は
、

い
う

ま
で
も
な

い
Q

こ
う
し

て
、
ご
く
あ

ら
あ

ら
と

な
が
め

る
だ
け
で
も
、
重
代

の
和
歌

の
家

を

継
ぐ
者
と
し

て
、
為
家

が
父
祖

の
築
き
上
げ

た
物
語

と
の
深

い
関
係

を
持
続

さ

せ

て
い
た

こ
と

は
、
疑

い
を
容
れ
な

い
。

た
だ
、
多
少
気

に
な
る
こ
と
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
佐
藤
氏
が

『
千
首
』
中

の
物
語
摂
取
歌

に

つ
い
て
、

所
詮
、
俊
成
が
完
成
し
た
よ
う
な
物
語

の
世
界

そ
の
も

の
を
取

り
い
れ

る

ゆ
き
方

に
は
程
遠

い
。
場
面
全
体
、
地

の
文

の
こ
と
ば
な

ど
を
と

り
用

い

る

の
で
は
な
く
、
歌

の
詞
を
主
と
し

て
摂
取
し

て
い
る
の
で
あ

っ
て
、

そ

の
意
味

で
は
、

物
語
摂
取
と

い
う
よ
り
古
歌
摂
取

に
近

い
と

い

っ
て
よ

い

で
あ
ろ
う
。

と
さ
れ
る
点

で
あ
る
。

こ
れ
は
、
必
ず
し
も
青
年
期

の
習
作
ゆ
え
と

一
概

に
い

え
な
い
面

が
あ
る
よ
う

で
、
物

語

の
世
界

を
貧
欲

に
摂

り
込
む

こ
と

で
歌
境
を

拡

げ
よ
う
と
す
る
態
度

は
、
歌
人
為

家

に
あ

っ
て
は
、
さ
ま

で
切
実

に
は
問
題

に
さ
れ

な
か

っ
た
も

の

の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し

て
見

て
く
る
と
、
為
家

に
物

語
に

つ
い

て
の
深
い
造

詣
が
あ

る
こ
と

は
問
題
な
く

認
め
ら
れ
る
と
し

て
も
、

か
れ
に
父
定
家

の
ご
と
き
、
物

語

の
創
作

に
ま
で
手
を
染

め
る
熱
意

が
あ

っ
た
も
の
か
ど
う
か
は
、

多
分

に
懐

疑
的

に
な
ら
ざ

る
を
え
な

い
だ

ろ
う
。
し
か

し
な
が
ら
、
物
語
執
筆

の
契
機

な
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ど
と
い
う
も
の
は
、
本
業

の
歌

の
場
合
と

は
異
な
り
、
書
か
な

い
な
ら
書
か
な

い
で
す
む
も

の
だ
と
し

て
も
、
事
と
次
第

に
よ

っ
て
は
、
案
外
容
易

に
そ

の
機

会

は
訪
れ
う

る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
し
た
が

っ
て
、
定
家

の
ご
と
き
条

件
が

整
わ

ぬ
か
ら
と

い

っ
て
、
た
ち
ま
ち
に
為
家

の
物

語
執
筆

の
可
能
性

を
否
定

し

て
し
ま
う
必
要
も
あ
る
ま
い
。
潜
在
的

に
、
為
家

に
は
、
物
語
創
作

の
能
力

が
、

十
分

に
あ
り
そ
う
な
の
だ
か
ら

。
そ
こ
で
、
以
下

に
、
為
家

の
経
歴
と

『
浅

茅
が
露
』
の
作
品
内
容
と

の
間

に
、
何

ら
か

の
接
点

の
よ
う
な
も

の
が
な

い
か
、

見

て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

三

『浅
茅
が
露
」
の
大
納
言
典
侍
と
後
嵯
峨
院
大
納
言
典
侍

物
語

『
浅
茅
が
露
』
は
、
す

で
に
故

人
と
な

っ
て
い
る
か

つ
て
の
愛
妾
大
納

言
典
侍
を
追
慕
す
る
帝

の
姿
を
描
く
場

面
か
ら
幕
を
開
け
、
以
下
、
そ

の
大
納

言
典
侍
が
源
中
将
と

の
間

に
も
う
け
た
ヒ

ロ
イ

ン
と
、

二
位

・
三
位
と

い
う
、

従
兄
弟
ど
う
し
の
関
係

に
あ
る
二
人

の
中
将

と
を
中
心
人
物

と
し

て
、
綾

な
さ

れ

て
ゆ
く
。

と

こ
ろ

で
、

こ
の
大
納
言
典
侍

な
る
人
物

で
あ
る
が
、
作
中

の
主
要
人
物

た

ち

の
系
譜

的
な
繋

が
り
か
ら
見

る
と
、
冒
頭

で
の
思

い
入

れ
た

っ
ぷ
り
の
い
か

に
も
重
要

そ
う
な
扱

い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、

は
な
は
だ
孤
立
し

た
存
在

で
あ

る

こ
と
に
気

づ
か
せ
ら
れ

る
。
大
納
言
典
侍
と

い
う
か
ら

に
は
、

そ
の
父

が
大
納

言

で
あ

っ
た
ろ
う
こ
と

は
想
像

で
き

る
も

の
の
、

そ
の
他

の
具
体
的
な
氏
素
性

に

つ
い
て
の
説
明

は
、
皆
無
な

の
で
あ

る
。

そ
の
死

の
悲
し
み
が
、
帝

の
退
位

に
ま
で
尾

を
引
き
、
源
中
将
を
し

て
、

二
人

の
間

の
娘

(
ヒ

ロ
イ
ン
)
を
棄

て

さ
せ
て
ま
で
出
家
せ
し
め

る
、
と

い

っ
た
具
合

に
、
深

い
関
わ
り

の
あ

っ
た

二

人

の
男

の
運
命

に
は
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
も

の
の
、
畢
寛

そ
れ
だ
け

の
こ
と
な

の
だ
。
も

っ
と
も
、

ヒ

ロ
イ

ン
の
運
命

に

つ
い
て
は
、

薄
幸

の
母
大

納
言
典

侍

の
運
命
を
受

け
継

ぐ
も

の
の
よ
う

に
も
見
ら

れ

て
い
る
の

で
あ

る

が
、
別
稿

に
述

べ
た
ご
と
く
、

こ
の
物
語

の
骨
組

み
を
成
す
系
譜
的
な
絡

み
か

ら

い
え
ば
、

ヒ

ロ
イ

ン
の
悲
運

は
、
三
位
中
将
と
も
ど
も
、
帥

の
宮
家

の
血
を

引
く
者

と
し

て
実

現
し

て
い
る
も

の
と
見
る

べ
き

で
あ

ろ
う
。
謎
解
き
的
展
開

に
著

し
い
特
徴

を
も

つ
こ
の
物
語

の
謎

の
核
を
な
す

の
は
、
冒
頭
、
帝

の
深

い

哀
惜

を
受

け

て
い
る
大
納
言

典
侍
を
め
ぐ
る
事
情

で
は
な
く
、
そ

の
冒
頭
場
面

の
最
後

で
帝

の
ひ
と

り
ご
と
に
出

た

「
三
位

の
中
将
」

(
6
ウ
)

の
正
体

で
あ

り
、
か
れ

の
バ
ラ
バ
ラ
に
な

っ
た

一
族

の
行
方

が
、
物

語

の
進

行
と
と
も

に
明

ら
か

に
な

っ
て
く

る
と

い
う
仕
組

み
な

の
で
あ
る
。
七
夕

も
過
ぎ
た
あ
る
夕

べ

に
、
亡
き
大
納
言
典
侍
を
偲

ぶ
帝

の
傷
心

の
姿

は
、
所
謂

〈狭
衣
型
〉

の
冒
頭

形
式
と
も
相
挨

っ
て
、
す

こ
ぶ
る
印
象
的

で
あ

る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
が
、

当

の
帝

の
存
在
は
、

そ
こ
で
の
印
象

ほ
ど

の
重

さ
を
担

う
も

の
で
は
と
う

て
い

あ
り
え
ず
、
〈
狭
衣
型
〉

の
冒
頭
形
式
だ
か
ら
と

い

っ
て
、

『狭
衣
物
語
』

の
冒

頭
場

面
が
物

語
全

体

の
基
調
を
す

で
に
し

て
暗
示
し

て
い
た
の
と
同
列

に
扱

う

よ
う
な

こ
と
は
、

で
き
な

い
。
率
直

に
い

っ
て
、
冒
頭
場
面

で
の
帝

の
大
納
言

典
侍
追
慕

の
筆

つ
か
い
は
、
以
下

の
物
語

の
展
開

の
た
め

の
必
要

の
程
度
を
、

は
る
か
に
越

え
る
も

の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
の
で
あ
る
。
物
語

の
表
舞
台
か

ら
ほ
ど
な
く
退

い
て
し
ま
う
人

物

(帝
)

に
、
物
語

の
人
物
関
係

の
中

で
孤
立

す

る
、

も
う
十
数
年

も
前

に
亡

く
な

っ
た
人
物

(
大
納
言
典
侍
)
を
、

い
ま
さ

ら

の
よ
う
に
追
慕

さ
せ
る
な
ど
と
い
う

の
は
、
物

語

の
論
理
と
し

て
、

ほ
と

ん

ど
無
駄

な
こ
と

で
あ

ろ
う
。

と

こ
ろ
が
、

そ

の
無
駄

が
、

よ
り

に
よ

っ
て
冒
頭

に
据

え
ら
れ

て
い
る
の
だ
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
描

い
た
作
者

の
中

に
は
、

無
駄
と

わ
か

っ
て
い
て
も
、

な
お
描

か
ず

に
は

い
ら
れ
な

い
、
何
ら
か

の
事
情

で
も
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
作
者

に
は
、

深

い
詠
歎

と
と
も

に
帝

に
大
納
言
典
侍
を
偲
ば

せ
る
と

い
う
こ
と
そ
れ
自
体

に
、
物

語

の
論
理

に
優
先
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す

る
意
味

が
あ

っ
た

の
で
は
な

い
か
、
と
付
度
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
為
家

の
経
歴
を
辿

っ
て
い
て
注

目
さ
れ
る
の
は
、

か
れ
に
、
後
嵯

峨
院
大
納
言
典
侍
と
呼
ば
れ
る
、
早
世
し
た
娘

の
あ

っ
た
事
実

で
あ
る
。

為
家

の
長
女
、
後
嵯
峨

院
大
納
言
典

侍
為

子
に

つ
い
て
は
、
岩
佐
美
代
子
氏

の
伝
考
が
委
細
を
尽
く
し

て
い
る
。
定

家
晩
年

の
鍾
愛

の
孫
娘

で
あ
り
、
幼

く

よ
り
後
嵯
峨
院

に
奉
仕
し
、
典
侍

と
し

て
重

ん
ぜ
ら
れ

た
が
、

二
条
関
白
家

の

嫡
男
九
条
左
大
臣
道
良
と
結
婚
、
家
庭

に
入

る
。

し
か

し
、

一
女
を
も
う
け
た

の
み

で
夫

に
先

立
た
れ
、
自

ら
も
三
十
歳

あ

ま
り

の
短

い
生

涯
を
終

え

て
い

る
。こ

の
娘

を
失

っ
た
折

の
為
家

の
悲

し
み
は
、
ま

こ
と

に
深

い
も

の
で
あ

っ

た
。
題
詠
ば
か
り

で
、
実
生
活

に
密
着

し
た
詠
作

の
乏
し

い
為
家

の
家
集

の
中

に
あ

っ
て
、

こ
の
娘
夫
婦

の
死
を
悼
む
歌
が
と
も

に
見
出
さ
れ

る

(『
中
院
詠

草
』
参
照
)
の
も
、
理
由

の
な

い
こ
と

で
は
あ

る
ま
い
。
も
し
、
そ
の
よ
う
な
悲

嘆

の
中

に
物

語
執
筆

の
心

が
動

い
た
と
す
れ
ば
、
物
語

の
本
筋

に
は
直
接
影
響
し

な
い
部
分

に
、
作
者

の
生

の
感
情
が

ひ
そ
か

に
投
入
さ
れ

て
く
る
と

い
う

こ
と

も
、
あ
り
え
な
い
で
は
な
か

ろ
う
。
『
浅
茅
が
露
』
の
冒
頭

の
あ
り
か
た
が
、
か

か
る
作
者
為
家

の
精
神
状
態
を
反
映
す
る
も

の
だ
と
す
れ
ば
、
娘
大
納
言
典
侍

を
偲

ぶ
自

ら
の
思

い
を
、
物
語

の
帝

に
託
し
た
も

の
と
し

て
、

そ
の
過
度
な

ま

で
に
感
傷
的
な
筆
つ
か

い
の
由
来
も
、
説
明
し
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

も

っ
と
も
、
大
納
言
典
侍
な
る
呼
称
そ
の
も
の
は
、
格
別

め
ず

ら
し

い
も

の

で
も
な
く
、
為
家

に
た
ま
た
ま
早
世

し
た
同
名

で
呼

ば
れ

る
愛
娘
が

い
た
か
ら

と

い

っ
て
、
そ
れ
を

た
だ
ち

に

『
浅
茅
が
露
』
の
大
納
言
典
侍

に
引
き

つ
け
て
、

為
家
作
者
説

の
傍

証
と
し
よ
う
と
す

る
な

ら
ば
、

い
か

に
も
牽
強
付
会

の
誘
り

を
ま

ぬ
か

れ
な
い
と

こ
ろ
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
『
浅
茅

が
露
」
に
は
、
娘
大

納

言
典
侍

を
失

っ
た
悲

し
み
の
中

に
父
為
家

に
よ

っ
て
書
か
れ
た
と
見
る

の
に

都
合

の
よ
さ
そ
う
な
徴
証

が
、

な
お
い
く

つ
か
見
出

せ
る
よ
う
な

の
で
あ

る
。

四

哀
傷
の
発
想
と
表
現

岩
佐
氏

に
よ
れ
ば
、
大
納
言
典
侍
を
失

っ
た
折

の
為
家

の
哀
傷
歌
は
、
都
合

五
首
を
数

え
る
の
で
あ

る
が
、
『
浅
茅

が
露
』
が
同
じ
時
期

の
創
作

に
か
か
る
と

す
れ
ば
、
両
者

に
は
類
似

の
発
想
や
措
辞

の
現
れ
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
よ
う
。

ま
ず
、
為
家

の
歌
を
列
挙
す
れ
ば
、
以
下

の
と
お
り

で
あ
る
。

大
納
言
典
侍
身
ま
か
り

て
の
比

建
長
七
年

①
あ

は
れ
な
ど
お
な
じ
姻

に
立
そ
は

で

の
こ
る
思

ひ
の
身

を

こ
が
す
覧

(『
中
院
詠
草
』

一
二
一二
番

〈『
私
家
集
大
成

第

4
巻

中
世

R
』
〔
一
九

七
五
年
、
明
治
書
院
〕
所
収

本
〉
、
『続
古

今
和

歌
集
』
巻
十
六

・
哀
傷

・

一
四
六

一
番
、
安

井
久
善
編
著

『
藤
原
為
家
全
歌
集
』
〈
一
九
六

二
年
、
武

蔵
野
書
院
。
以
下

『
全
歌
集
』

の
略
称

を
用
い
る
〉

二
〇
九

五
番
)

人

の
と
ぶ
ら
ひ
て
侍

し
時

②

と
は
れ

て
も

こ
と

の
葉

も
な
き
か
な
し
さ
を

こ
た

へ
が
ほ
に
も
ち

る
涙

か
な

(
『中
院
詠
草
』

一
二
四
番
、
『井
蛙
抄
』
巻

三

「
な
に
が
ほ
」
ノ
項

二

「
大

納
言
典
侍
早
世
時

為
家
」

ト
シ
テ
出

ル

〈
『
日
本
歌
学
大
系

第
五
巻
』

〔
一
九
五
七
年
、
風
間
書
房
〕
五

二
頁
〉
、
『
全
歌
集
』
二
〇
九
六
番
)

後
嵯
峨
院
大
納
言
典
侍
、
身
ま
か
り
け
る

こ
ろ

為
家
卿

③

い
ま
は
我
ま
ど
ろ
む
人

に
あ

つ
ら

へ
て

夢

に
だ
に

こ
そ
き
か
ま

ほ
し
け

れ
(
『拾
遺

風
体

和
歌
集
』
哀
傷
歌

・
二

一
八
番

〈『
新
編
国
歌
大
観

第
六
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巻

私
撰
集
編

Ⅱ
』

二

九
八
八
年
、
角
川
書
店

〕
所
収
本
〉
、
『全
歌
集
』

私

一
二
八
五
番
)

文
永
元
年
毎
日

一
首
中
、

七
月
中

四
日
夜

民
部
卿
為
家
卿

④
と
も
す
火
も
手
向
く
る
水

も
ま

こ
と
あ
ら
ば

た
ま
の
あ
り
か
を
き
く

よ

.
し
も
が
な

(『
夫
木
和
歌
抄
』

巻
十

九

・
雑

一
・
火

・
七
九

一
七
番

〈『
新
編
国
歌
大

観

第
二
巻

私
撰
集
編
』

二

九

八
四
年
、
角
川
書
店
〕
所
収
本
〉
、
『
全

歌
集
』
私
四
二
一二
番
)

⑤
か
た
見
ぞ
と
み
れ
ば
な
み
だ
の
た
き

つ
せ
も

な
を
な
が
れ

そ
ふ
水
ぐ
き

の
あ
と

(『
秋
夢
集
」

四
五
番

〈
『私
家
集
大
成

第

4
巻

中
世

H
』
所
収
本
〉
)

さ

て
、
④

の
歌

か
ら
、
岩
佐
氏

は
、
次

の
よ
う

に
推
論
さ
れ
た
。

七
月
十

四
日
の
孟
蘭
盆

の
夜
、
と
も
す
火
、
手
向
け
る
水

に
す
が

っ
て
魂

の
あ
り
か
を
求

め
る
為
家

の
心

は
、
自
ら

は
悲
し

み
に

一
睡
も

で
き
ぬ
ま

ま

に
、

せ
め

て
他
人

の
夢

に
で
も
典
侍

の
消
息
を
聞
き
た

い
と
願
う
、
前

掲

「
い
ま
は
我
」

の
歌

(③

の
歌

の
こ
と
ー

筆
者
注
)
と
符
節
を
合
す

る
が
如
く

で
あ
る
。

こ
の
悲
痛
な
歌

の
詠
ま
れ
た
文
永
元

(弘
長
四
)
年

七
月
十
四
日
夜

こ
そ
、
亡

き
典
侍

の
魂
を
ま

つ
る
盆
供
養

の
夜

で
は
な

い

か
。

ま
た
、
同
じ
く
、

か

の
女

の
家
集

に

つ
い
て
、

彼
女

の
家
集

に
与

え
ら
れ
た

「
秋
夢
集
」

の
命
名
か
ら
、

そ
の
没
し
た
季

節
は
秋

で
あ

っ
た
か
に
思

わ
れ

る
。

(傍
点

マ
マ
)

と

さ
れ
、
結
局
、
典
侍

の
死

は
、
弘
長

三
年

(
一
二
六
三
)
秋

の
頃

で
あ

ろ
う

と

い
わ
れ

る
。
為
家
、
時

に
六
十
六
歳

で
あ
る
。

一
方
、
『
浅
茅
が
露
』
の
大
納
言
典
侍

の
死
ん
だ
時
期
は
明
示
さ
れ

て
い
な

い

の
で
あ

る
が
、
冒
頭

で
帝
が
七
夕

の
過
ぎ
た
頃

に
故
人
を
偲
ん

で
退
位

を
考
え

て
い
る
こ
と
や
、
後
文

の
高
野

の
尼

の
話

の
中

で
、
源
中
将

が
典
侍

の
没
し
た

翌
年

の
秋
、
八
月
十
五
夜

に
出
家
し
た
と
語

っ
て
い
る

こ
と
か
ら
す

る
と
、

ど

う
も
秋

の
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

こ
の
共

通
性

に
注
目

す
る

と
、
起
筆

の

一
文

に
、

春
過
ぎ
夏
も
た
け
し
か
ば
、
七
夕

・
彦
星

の
心
も

と
な

く
待
ち
わ

た
る
七

日
の
宵
も
過
ぎ
ぬ
る
頃
、

月
さ
し
出

で
て
影
す
ず

し
き
夕
暮

の
程

に
、
上

は
、
清
涼
殿
に
ひ
と
り
た
た
ず

ま
せ
給

ひ
て
、
あ

は
れ

に
御
覧
じ
め
ぐ
ら

す
。

(
ー
オ
)

と
叙
す
る
筆

つ
か
い
に
は
、
④

の
歌

に
通

う
思

い
が
色
濃
く
滲

み
出

て
い
る
よ

う

に
も
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
物
語

に
お
い
て
は
、
人

の
死
を
描
く

の
に
、

好
ん

で
秋
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
考
慮

に
入
れ

る
必
要
が
あ

ろ
う

(例
え
ば
、

紫

の
上

の
死

は
、

八
月
十

四
日
で
あ

る
)

が
、

や
は
り
注
意
し

て
お
き
た

い
と

こ
ろ

で
あ
る
。

ま
た
、

右
に
も
ふ
れ
た
高
野

の
尼

の
話

の
中

に
、
源
中
将
と
大
納
言
典
侍

の

こ
と
を
語

っ
て
、
次

の
よ
う
に
あ
る
。

女

房
は
、
朝
夕

に
ね
を

の
み
泣

き
て
お
ぼ

し
な
げ
き
し
か
ど
も
、
御
契
り

や
深
か
り
け
ん
、

ほ
ど
な
く
孕

み
給

ひ
て
、
姫
君

ひ
と

り
生

み
給

ひ
し
、

三

つ
に
な
り
給

ふ
年
、
亡

せ
給

ひ
に
き
。
中
将

は
、
「
同
じ
煙

に
も
」
と
し

づ
み
給

ひ
し
か
ど
も
、

云
々

(
71
オ
)

「
同
じ
煙

に
も
」
云
々
は
、

い
う
ま

で
も
な
く
、
『
源
氏
物

語
』
「
桐
壼
」
巻

の
、

母
北

の
方
、

同
じ
煙

に

の
ぼ
り
な
む

と
、
泣
き

こ
が
れ

た
ま

ひ
て
、
云

々
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(d

一
〇
〇
頁
)

を
踏
ま
え
た
措
辞

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
の
こ
と

は
、
①

の
歌
が
、
同

じ
く

右

の

「
桐
壷
」

巻

の

一
節

を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ

る
こ
と

と
、
軌
を

一
に
す

る

の
で
あ
る
。

と

こ
ろ

で
、
娘
大
納
§
、口典
侍

に
先
立

た
れ
た
老
父
為
家

が
、
悲
嘆

の
中

で
自

ら

の
思

い
を
表
現

す
る

た
め

の
拠

り
所

と
し

た
の
が
、
①

の
歌

に
見

る
ご
と

く
、
『
源
氏
物

語
』

の
世
界

で
あ

っ
た
ら
し
い
。
こ
の
こ
と

は
、
④

の
歌
が
や

は

り

「
桐
壼

」
巻

の
、

た
つ
ね
ゆ
く
ま
ぼ
ろ
し
も
が
な

つ
て
に
て
も
魂

の
あ
り
か
を

そ
こ
と
知

る

べ
く

(①

一
一
一
頁
)

を
踏

ん

で
い
る
こ
と
、

ま
た
、
④

と
対
を
な
す

が
ご
と
き
③

の
歌
が
、
お

そ
ら

く
は

「
幻
」
巻

の
、

大
空

を
か
よ
ふ
ま
ぼ
ろ
し

夢

に
だ

に
見
え

こ
ぬ
魂

の
行
く
方
た
つ
ね
よ

(d
五
三

一
頁
)

の
歌
と
無
関
係

で
な

さ
そ
う
な

こ
と
か
ら
も
、
十
分

に
考
え
ら
れ

て
、よ
い
。
も

ち

ろ
ん
、
愛
す

る
肉
親

の
死

に
あ

っ
た
者
が
、
「
桐
壷
」
や

「幻
」
巻
を
想
起

し

て
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
哀
傷

歌
を
詠
ず
る

こ
と
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
浸
透

度
か

ら
し

て
も
、
特
殊
な

こ
と

で
は
な

い
だ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
典
侍

の
死
を
悼

ん

で
為
家
が

『
源
氏
物
語
』

の
世
界
を
踏
ま
え
た
哀
傷

歌
を
残
し
て
い
る

こ
と

と
、
『
浅
茅
が
露
』
の
大
納
言
典
侍

の
死

の
記
述

に

『
源
氏
物

語
』

の
世
界

が
重

ね
ら
れ

て
い
る
こ
と
と
は
、
偶
然

の

一
致
と
処

理
し

て
問
題

の
な
い
と
こ
ろ

で

は
あ

る

(例
え
ば
、
『
苔

の
衣
』
巻
三

に
は
、

ゆ
め

に
だ

に
ま
ど
ろ
ま
れ
ね
ば
な
き
玉

の
あ
り
か
ほ
そ
こ
と
み
ぬ
ぞ
か
な

へ
22

)

し
き

な
る
哀
傷
歌
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は

「桐
壼
」
「幻
」
両
巻

の
歌
を
取
り
合

わ
せ

た
も

の
で
あ

る
こ
と
、
明
白

で
あ
ろ
う
)
が
、
や
は
り
興
味

を
惹
く
事
例

で
は

あ

る
。

さ
ら

に
、
岩
佐
氏

に
よ

っ
て
、
典
侍

の
残

し
た
歌
巻

の
奥

に
為
家

が
記
し

た

と
推
定
さ
れ
た
⑤

の
歌
も
、
故
人

の
遺
墨
を
見
出

し
た
肉
親

の
抱
く
悲
し

み
を

率
直

に
詠
じ
た
も

の
で
、

多
分

に
類
型
的

で
は
あ
る
が
、

こ
れ
が
、

『
浅
茅

が

露
』

に
お

い
て
、
三
位
中
将

か
ら

ヒ
ロ
イ

ン
の
形
見

の
品
を
手
渡
さ
れ

た
中
納

言

(二
位
中
将
)
が
、

ま
ぎ

ら
は
し

た
る
色
紙

の
手
習

・
絵

な
ん

ど

の
筆

の
流

れ

・
墨

つ
き
ま

で
、

な

べ
て
に
は
あ
り
が
た
き
さ
ま
な
り
。

(中
略
)

つ
く
ぐ

と
見

る

に
、
涙
は
滝

の
音

の
や
う
に
こ
ぼ
れ
給

ひ
け
り
。

(
66
オ
～

66
ウ
)

と
描
か
れ

て
い
る

の
に
似
通

っ
て
い
る
の
も
、
気

に
な
る
と

こ
ろ
で
あ

る
。

そ

し

て
、
⑤

の
歌

も
、

お
そ
ら
く
は

「幻
」
巻

の
、

い
と
、
か
か
ら
ぬ
ほ
ど

の
事

に
て
だ
に
、
過
ぎ

に
し
人

の
跡
と
見

る
は
あ

は
れ
な
る
を
、

ま
し

て
、

い
と
ど
か
き
く

ら
し
、

そ
れ
と
も
見
分
か
れ
ぬ

ま

で
降
り
お

つ
る
御
涙

の
、
水
茎

に
流
れ
そ
ふ
を
、
云
々

(④
五
三
三
頁
)

と
い
う

一
節

が
念
願

に
あ

っ
た
も

の
で
あ

ろ
う
。

こ
う
し

て
見

て
く
る
と
、

五
首
中
、
②

の
歌
を
除

い
た
四
首
が
、
愛
す
る
女

に
先
立

た
れ
た
悲

し
み
を
描
く

こ
と

に
お

い
て
首
尾
照
応
す
る

『
源
氏
物
語
』

の

「
桐
壼
」
「
幻
」
両
巻

と
関

わ
り
の
あ

る
も

の
だ
と

い
う

こ
と

に
な
り
、
為
家

が
、
桐
壺
更
衣

に
先
立

た
れ

た
母

の
ご
と
く
、
あ
る

い
は
桐
壼
帝

の
ご
と
く
、

ま
た
紫

の
上
を
失

っ
た
光
源
氏

の
ご
と
く
、
わ
が
愛
娘

の
死

に
直

面
し
た
自
ら

の
姿
を
思

い
描

い
て
い
た
さ
ま
が
、
彷
彿
と
滝
ん

で
く
る
よ
う

で
あ
る
。

そ
れ

に
し

て
も
、
こ
の
よ
う
な
為
家

の
悲
し
み
を
表
現
す
る
際

の
拠
り
所

が
、
『浅
茅

が
露
』

で
の
悲
傷

の
描
写

に
踏
ま
え
ら
れ
た
も

の
と
、

か
く
も
重

な
り
合

う
と

こ
ろ
が
多

い
と

い
う

の
は
、
ど
う

い
う

こ
と
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者

に
は
、
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偶
合

と
い
う
に
は
い
さ
さ
か
近
き

に
す
ぎ

る
両
者

の
関
係
を
説
明
す
る

に
は
、

『
浅
茅

が
露
』

の
作
者
も
為
家

で
あ

っ
た
が
ゆ
え
と
す
る

の
が
、
最
も
自
然

で

あ

る
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

五

『浅
茅
が
露
』
に
お
け
る
父
と
娘

と

こ
ろ
で
、
『
浅
茅
が
露
』
が
、
為
家

に
よ

っ
て
、
愛
娘

の
死

を
契
機

に
執
筆

さ
れ
た
と
し

て
、
作
中

人
物

中
、
大
納
言
典
侍

と
の
関
係
と

と
も

に
注
意

さ
れ

る

の
が
、

ヒ

ロ
イ

ン
の
運
命

で
あ
る
。

先

に
も
触

れ
た
と

こ
ろ

で
あ
る
が
、

ヒ

ロ
イ

ン
は
、
大
納
言
典
侍
と
源
中
将

と

の
間

の
娘

で
あ
る
。

か
の
女

の
辿

っ
た
運
命

は
、
ま

こ
と

に
過
酷
な
も

の
で

あ

っ
た
が
、
注
意

さ
れ
る
の
は
、

一
度
死

に
か
か

っ
た
と

こ
ろ
を
、
実
父

の
指

示
を
受

け
た
聖
に
助

け
ら
れ
て
蘇
生

し
た
、
と

い
う
点

で
あ

る
。

こ
れ
は
、
冒

頭

の
大
納
言
典
侍

へ
の
哀
悼

の
記
述

の
必
要
以
上

の
詳
細
さ
が
、
為
家

の
悲
し

み
の
情

の
直
接
的

な
反
映
だ

っ
た
と
す
れ
ば
、

こ
ち
ら

は
、
現
実

に
は
か
な
わ

な
か

っ
た
思

い
を
、
物
語

に
託

し
た
設
定

で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。

『
浅
茅

が
露
』

は
、
残
念
な

こ
と

に
、
物
語

の
結
末
部
を
逸
し

て
お
り
、
不

確
定

な
部
分
を
残

さ
ざ

る
を

え
な
い
の
だ
が
、
現
存
本
終
わ
り
近
く
、

い

っ
た

ん
は
死

ん
だ
も

の
と
思

わ
れ

て
い
た

ヒ

ロ
イ

ン
は
、

い
と

こ
に
あ
た
る
三
位
中

将

に
見
出

さ
れ
る
。

ヒ

ロ
イ

ン
を
救

っ
た
北
山

の
聖

の
話

に
よ
れ
ば
、
師

で
あ

る
書

写
山

の
聖

が
、
掌
中

の
玉
を
失
う
夢
を
見
た
た
め
、

北
山

の
聖

を
し
て
、

野
中

に
置
か
れ

た
女
人
を
救
う

べ
く
指
示
し
た

の
だ
と

い
う
。

こ
の
書

写
山

の

聖
が
、

ヒ

ロ
イ
ン
の
実
父

で
あ

る
こ
と
は
、
物

語
を
注
意

深
く
読

め
ば
、

お
の

ず
と
判

る
よ
う

に
な

っ
て
い
る
。
そ
れ

に
し

て
も
、

こ
う
し
た
父
と
娘

の
因
縁

を
、
物
語
も
終
結
間
際

に
な

っ
て
強
力

に
押

し
出

し

て
く
る
と
い
う
の
は
、

こ

の
作
品

の
大
き
な
特
徴

で
あ
る
と
い

っ
て
よ
い
。

総
じ

て
、

こ
の

『浅
茅

が
露
』

と
い
う
物
語

は
、

そ
の
分
量

の
割

に
、
人
物

関
係

が
錯
綜

し
、
話

の
焦
点

が

一
定
し
な

い
と

の
印
象
が
強

い
。
物
語

の
類
型

的

な
パ
タ
ー

ン
を
踏
襲
す

る
こ
と

の
多

い

一
方
、
そ

の
型

の
も

つ
面
白

さ
を
十

分

に
発
揮

し
え
な

い
ま
ま
、
思

い
が
け
な

い
方
向

に
逸
れ

て
し
ま
う
と
い

っ
た

展
開

が
、

一
再
な
ら
ず
見
ら
れ
る
よ
う

で
あ
る
。

こ
の
物
語
か
ら
、

最
も
オ
ー

ソ
ド

ッ
ク
ス
な
物
語

の
型
を
抽
出
す
る
と
す
れ
ば
、
二
位
中
将

と
ヒ

ロ
イ

ン
と

の
悲
恋
と

い
う
、
古
物
語
以
来

の
お
定
ま
り

の
パ
タ
ー

ン
が
ま
ず
目

に

つ
く
と

こ
ろ
で
あ

ろ
う
。
と

こ
ろ
が
、

ヒ
ロ
イ

ン
の
死
後
、

そ
う
し
た
か

た
ち
と

し
て

の
展
開
は
、

一
気

に
失

速
し

て
し
ま
う
。

こ
の
後
、
悲
嘆

に
沈
む

二
位
中
将

の

姿

で
も
追

い
続
け
れ
ば
、
自
然

な
展
開
も
図

れ
る
の
で
あ

ろ
う
が
、
実
際

は
、

そ
れ
ま

で
脇
役

で
あ

っ
た
三
位
中
将

に
、

に
わ
か
に

ス
ポ

ッ
ト

・
ラ
イ

ト
が
当

て
ら
れ
、
か
れ

の
道
心

と
か
ら
め
て
、

そ
の
失

わ
れ
た
母
方

の
系
譜

の
解
き
明

か
し
と
い

っ
た
趣

を
濃

く
し

て
く
る
。

そ
し

て
、

そ
ち
ら
と

の
関
わ
り
か
ら
、

意
外
な

ヒ
ロ
イ

ン
の
再
登
場
と

な
る
わ
け

で
あ

る
。

思
う
に
、
散
漫

に
見

え
る
こ
の
物
語

の
展
開
も
、
結
局
は
、
悲
惨
な
運
命
を

辿

り
、
死

に
ま
で
到

ら
ん
と
す

る
ヒ

ロ
イ

ン
を
、
陰

で
見
守

っ
て
い
た
実
父
が

助

け
る
と
い
ヶ
、

そ
の
局
面

に
集
約

さ
れ

て
く
る

の
で
は
な

い
か
。
そ
う
す
る

と
、

二
位
中
将

は
、
極
端

に
い
え
ば
、

ヒ

ロ
イ

ン
を
追

い
詰
め
る
役
割

を
担

っ

て
い
る
に
過
ぎ
な

い
わ
け

で
、

そ
の
死
後

に
い

っ
こ
う
出
家

へ
の
傾
斜

が
見
ら

れ
な
か

っ
た
の
も
、
無
理
も
な

い
話

で
あ

っ
た
。
ま
た
、

三
位
中
将

も
、
蘇
生

し
た
ヒ

ロ
イ

ン
を
物
語
世
界

に
再
登
場

さ
せ
る

に
恰
好

の
人
物

と
し
て
周
到

に

設
定

さ
れ
た
も

の
と
見
る

べ
き

の
よ
う

で
あ
る
。

つ
ま
り
、

こ
の
物
語

は
、
恋

愛
物
語
と
し

て
の
ス
タ
イ

ル
を
徐
々

に
喪
失

さ
せ
、
親
子

の
絆
を
高
僧

の
法
力

潭

に
寄

せ
て
か
た
ど
る
と

こ
ろ

に
、
最
大

の
山
場

を
お
い
た
も

の
の
ご

と
く
な

の
で
あ

る
。
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為
家

は
、
康
元
元
年

(
一
二
五
六
)

二
月
、
五
十
九
歳

で
出
家
し
た
。
か
れ

の
出
家
生
活

は
、
と

う
て
い
物
語

の
書
写
山

の
聖

の
ご
と
き
も

の
で
は
あ
り
え

な
い
が
、
娘

を
失

っ
た
悲

し
み
を
、

は
か
な

い
夢
想

に
託
す
と
す
れ
ば
、
か
か

る
人
物

た
ち
の
位
置
づ

け
と
い
う
も

の
は
、
自
然

に
発
想
さ
れ

て
く
る
底

の
も

の
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。

な
お
、
物
語

の
大
納
言

典
侍

が
後
嵯
峨
院

大
納
言
典

侍

に
当

た
る
と

す
れ

ば
、

娘

で
あ
る
ヒ

ロ
イ

ン
は
、
典
侍

が
道
良
と

の
間

に
も
う
け

た
ひ
と
り
娘

に

擬

す
る

こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
娘

に

つ
い
て
も
、
岩
佐
氏

の
伝
考

に
詳
し

い
が
、

氏

の
推
測
に
よ
り
生
年
を
建
長

三
年

(
一
二
五

一
)
と
仮
定
す

る
と
、
母
典
侍

の
没
し
た
弘
長
三
年

(
一
二
六
三
)
当
時
十

三
歳
、

こ
れ

は
、

ヒ

ロ
イ

ン
の
初

登
場

の
際

に
、

「十

五
六

ば
か
り
に
や
あ

ら
ん
と
お

ぼ
ゆ
る
人
」

(26

オ
)
と
し

て
い
る

の
と
、
か
な
り
近

い
線

で
あ

る
。

ヒ

ロ
イ

ン
が
、
母
を
失

い
、
父
も
行

方
不
明
と

い
う

こ
と
で
、
孤

児
同
様

の
身

で
あ

る
の
も
、

そ
の
娘
が
、
父
、

つ

い
で
母
を
相
次

い
で
失

い
、
孤
独

な
境

遇
と
な

っ
て
い
た
の
と
相
似

る
。
為
家

は
、

こ
の
不
欄
な
孫
娘

を
も
、
母
典
侍
同
様
鍾
愛

し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、

物
語

の
ヒ

ロ
イ

ン
の
ご
と
き
悲
惨

な
運
命

に
孫
娘

が
弄
ば
れ

る
こ
と
を
願
う

は

ず
は
な

い
の
だ
が
、

そ
の
人
物
像

の
背
後

に
、

こ
の
孫
娘

の
面
影
が
あ

っ
た
こ

と
も
、
考
え
ら
れ
な
い

で
は
な
い
。

六

お
わ
り
に

以
上
、
物
語

『浅
茅

が
露
』

の
作
者

を
藤
原
為
家

と
す

る
仮
説

の
裏
付
け
を

求
あ

て
、
物
語

の
内
容

と
為
家

の
閲
歴

と
の
相
関

に
注
目
し

て
み
た
。

こ
の
想

像
が
当
た

っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
『
浅
茅
が
露
』
の
執
筆

は
、
弘
長
三
年
秋

の
大

納
言
典
侍

没
後

ほ
ど
な
く
で
あ
ろ
う
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

こ
れ
は
、
大
槻
修

氏

の
成
立
時
期

の
推
定
説

と
も
抵
触
し
な

い
し
、
『
風
葉
和
歌
集
』
成
立
以
前
と

い
う
条
件

を
も
満
足

さ
せ
る
。
ち

な
み
に
、

こ
の
前
後

の
為
家

の
作
歌
活
動

に

つ
い
て
は
、
岩
佐
氏

が
、

為
家

の
歌
歴

を
見
る
に
、
文
応
期
及
び
文
永
期

は
作
歌
活
動
が
非
常

に
活

濃

で
、
こ
れ
に
は
さ
ま
れ
た
弘
長

二
一二
年

は
比
較
的
低
調

で
あ

る

(『
全
歌

集
』
解
説
)。
為
家

は

こ
の
期

ま

で
を

一
段
落
と

し
て
家
集
を
自
撰

し
た
と

考
え
ら
れ

て
お
り
、
そ
れ
は
六
十

五
六
歳

と
い
う
年
齢
か

ら
し

て
も
妥
当

な
推
測

で
あ
る
が
、
そ

の
為
家

が
六
十
七
歳

の
弘
長

四

(文
永
元
)
年
初

頭
か
ら
、

再
び
年

齢

に
似
ぬ
驚

く
ば
か
り
精
力
的

な
作
歌
意
欲
を
あ
ら

わ

に
示
し

て
活
躍
を
は
じ
め
る

の
は
、

一
体

何
故

で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
に
弘

長
三
年
秋

の
典
侍

の
死
が
介

在
し
、

そ
の
悲
し
み
に
よ
る
虚
脱
状
態
を
自

ら
克
服
し
よ
う
と
す
る
為
家

の
精
神
的
苦

闘
が
、
文
永
期

の
顕
著

な
作
歌

実
績
と
な

っ
て
実

っ
た
と
解

釈
す
る
事

が
、
最

も
自
然

な
の
で
は
な
か
ろ

う
加
吻
.

と
述

べ
て
お
ら
れ
る
。
す
る
と
、
そ

の

「虚

脱
状
態
」

の

「克

服
」

の
た
め
に

は
、
物
語
を
書
き
す
さ
ん
だ

こ
と
も
、

一
役
か

っ
て
い
た

の
か
も
知

れ
な
い
。

紙
幅

の
都
合

に
よ
り
、
限
ら
れ
た
観
点
か
ら

の
相

似

の
指
摘

に
終
始

す
る
こ

と
と
な

っ
た
が
、
本
稿

で
触
れ
え
な
か

っ
た
物
語

の
表

現
と
為
家

の
和
歌

と
の

類
似
関
係
等
、
な
お
稿
を
継

い
で
考
え

て
ゆ
き
た

い
と
思
う
○

(
一
九
八
八
年
十

一
月
稿
)

注

(1
)
佐
藤
恒
雄

「藤
原
為
家

の
青
年
期
と
作
品

ω
㈲
」
(「中
世
文
学
研
究
」
2
～

3
号

一
九
七
六
年
七
月
～

一
九
七
七
年

七
月
)
。

(2
)
注

(1
)
佐
藤

論
文
Gり
二
四
頁
。

(3
)
佐

藤
恒
雄

「藤

原
為
家

の
初
期

の
作

品
を
め
ぐ

っ
て

『千
首
』
を
中
心

に
、
後

一90「



代
と
の
関
わ
り
の
側
面
か
ら
ー

」

(「言
語
と
文
芸
」

11
巻
3
号

「
九
六
九
年
五

月
)
四
〇
頁
。

(4
)

注

(1
)
佐
藤
論
文
㈲

二
五
頁
。

(5
)
西
尾
光

一
・
小
林
保
治
校
注

『古
今
著
聞
集
下

(新
潮
日
本
古
典
集

成
)
』
(
一
九
八

六
年
)

四
六
頁
。

(
6
)
寺
本
直
彦
著

『源
氏
物
語
受
容
史
論
考
』
(
一
九
七
〇
年
、
風

間
書
房
)
後
編

・
第

四
節

「天
福
元
年
後
堀
河
院
御
時

の
物
語
絵
」
参

照
。

(7
)
国
書
刊
行
会
本

『
明
月
記

第

三
』

三
四
〇
頁
。

(8
)
伊
井
春
樹
著

『源
氏
物
語
注
釈
史

の
研
究

室
町
前
期
』
(
一
九
八
〇
年
、
桜
楓
社
)

付
章
第

一

「
源
氏
物
語
研
究
史
概
説
」

一
一
四
八
頁
。

(9
)
池
田
亀
鑑
著

『源
氏
物

語
大
成

巻
七

研
究
資
料
篇
』
(
一
九
五
六
年
、
中
央

公

論
社
)
所
収
本

五
三
九
頁
。

(10
)
水

川
喜
夫
著

『飛
鳥
井
雅
有

日
記
全
釈
』
(
一
九
八
五
年
、
風
間
毒
旦
房
)

一
四
七
頁
。

(11
)
注

(1
)
佐
藤
論
文
㈲

二
五
頁
。

(12
)
大
槻
修
著

『あ

さ
ち

が
露

の
研
究
』
(
一
九
七

四
年
、
桜
楓
社
)
研
究
編

「登
場
人

物

に

つ
い
て
」。

(13
)
拙
稿

「『
浅
茅
が
露
』
管
見

主
題
性
と
物
語
史
的
位
置
1

」
(「国
語
と
国
文

学
」

63
巻

4
号

一
九
八
六
年
四
月
)
。

(
14
)
岩

佐
美
代
子
著

『京
極
派
歌
人

の
研
究
』
(
一
九
七
四
年
、
笠
間
書
院
)
第

二
章

・

第
三
節

「九
条
左
大
臣

女
と
そ
の
母
後
嵯
峨
院
大
納
言
典
侍
」。

(
15
)
注

(14
)
岩
佐
論
文

一
六
六
頁
。

(16
)
注

(14
)
岩
佐
論
文

一
六
五
頁
。

(17
)
①

の
詞
書

に

「建
長
七
年
」
と
見

え
る
こ
と

に

つ
い
て
、
岩
佐
氏
は
誤
写
と
判
断

さ

れ
る
が
、
佐
藤
氏

は
、
そ

の
可
能
性
も
皆
無

で
は
な
い
と
さ
れ
る

(佐
藤
恒
雄

「
御
子

左
家
領
越
部
庄

の
三
分

と
そ
の
行
方
」

〈「中
世
文
学
研
究
」

10
号

一
九
八
四
年
八

月
〉

一
四
六
～

一
四
七
頁
)
。
今
は
、
岩

佐
説
に
従

っ
て
お
く
。

(18
)

『浅
茅

が
露
』

の
引
用
は
、
『
あ
さ
ち
が
露

・
在
明

の
別

(天
理
図
書
館
善
本
叢
書

6
)
』
(
一
九
七

二
年
、
八
木
書
店
)
に
よ
り
、
適
宜
校
訂

を
加

え
た
。
所
出
丁
数

・
表

裏
を
示
す
。

(
19
)
『源
氏
物
語
』

の
引
用

は
、
阿
部
秋
生

・
秋
山
慶

・
今
井
源
衛
校
注

・
訳

『源
氏
物

語

(
日
本
古
典
文
学
全
集

!2
～

17
)』

(
一
九
七
○
～

一
九
七
六
年
、

小
学

館
)

に
よ

り
、
所
出

冊
数

・
ペ
ー
ジ
数

を
示
し

た
。

(
20
)
注

(14
)
岩
佐
論
文

に
、
「特

に
源
氏
物
語
桐
壺
更
衣
葬
送

の

一
節
を
ふ
ま
え
た
第

一
作

(①

の
歌

の
こ
と
ー

筆
者
注
)
の
措
辞
は
」
云

々

(
一
五
六
頁
)
と

の
指
摘

が

あ

る
。

(21
)
拙
稿

「中
世
擬
古
物
語
研
究

へ
の

一
視
点

『浅
茅

が
露
』
『
増
鏡
』
所
見

の
類

話

の
こ
と
な
ど
ー

」
(「文
献
探
究
」
17
号

一
九
八
六
年
三
月
)
に
、
す

こ
し
詳
し

く
触
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
の

で
、
参

照
さ
れ
た
い
。

(22
)
久
曽
神
昇
校

『苔

の
衣
下

(古
典
文
庫
八

三
冊
)
』
(
一
九
五

四
年
)
五

二
頁
。

(23
)
注

(14
)
岩
佐
論
文

一
六
八
頁
。

(24
)
注

(13
)
拙
稿

で
は
、
散
逸
部
分

の
内
容
を
、
三
位
中
将
と
生
母
と

の
再
会
を
中
心

に
、
か
な
り
多
め
に
想
定
し
て
い
た
が
、

そ
の
後
、
鷺
澤
伸
介

「
『あ
さ
ち
が
露
』
小

考
」
(「芸
文
東
海
」
8
号

一
九
八
六
年
十

二
月
)
に
よ
り
、
根
本
的

に
見
か
た
を
改

め

る
必
要
が
出

て
き
た
。

全
体
的
な
作
品
世
界

の
把
握
を
も
含
め

て
、

あ
ら
た
め

て

補
正

の
機
会
を
得
た

い
。

(
25
)
神
田
龍
身

「鎌
倉
時
代
物
語
論
序
説
!

仮
装
、
も
し
く
は
父
子
の
物
語

」

(「
日
本
文
学
」

35
巻

12
号

一
九
八
六
年
十
二
月
)

に
、

既

に
し

て
出
奔
し

て
し
ま

っ
て
い
る
父
親
と
、
残

さ
れ
た
娘

と
い
う
そ
の
関
係

を

べ
=
ス
に
し

て
物

語
全
体

を
構
成

し
た
も

の
で
あ

る
と

い
え

よ
う
。
(六
五

頁
)

と

の
指
摘
と
分
析

が
あ
る
。

(26
)
注

(14
)
岩
佐
論
文
。

(27
)
注

(
12
)
大
槻
著
書
研
究
編

「
『あ
さ
ち
が
露
』
と

『浅
茅
原

の
尚
侍
』
(そ

の

一
)」

参

照
。

(28
)
注

(14
)
岩
佐
論
文

一
六
七
頁
。

〔追
記
〕
校
了
直
前
に
な
っ
て
、
豊
島
秀
範
氏
の
好
論

「
『浅
茅
が
露
』
論
ー

主
題
性
を

求

め
て

」
(
「弘
学
大
語
文
」
15
号

一
九
八
九
年
三
月
)
に
接
し
た
。
本
稿

に
そ

の
所
説

は
参
照

で
き
な
か

っ
た
が
、
共
感
す
る
と

こ
ろ
大

で
あ

っ
た
。
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