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松

平

文

庫

蔵

『
姫

宮

私

言
』

ー

翻
刻

と
解
題
ー

渡

辺

真

理

子

一
、

序
並
び
に
本
文
翻
刻

島

原

松
平

文
庫

の
中

に
、

「
姫
宮

私
言

」

と
題
す

る

一
冊

の
歌
書

が
あ

古

今

の
序

る
。

こ

の
本

に

つ
い
て
は

、
島

津
忠

夫
氏

が

「室

町

末
期

作
。

注
1

を

敷

術
し

た
よ
う

な

も

の
」

と

の
簡

単

な
御
紹

介

を
さ

れ

て

い
る

が
、

こ

こ
に
本

文
を

提
供

し
、

解

題
を
加

え

た

い
と
思
う
。

こ

の
本

の
体

裁

を
記

す
。

大

き
さ

は
美
濃

版
。

表

紙

は
藍
表

紙

で
、
雷

文

繋
押

型
花

文
様

。
表

紙
左

肩

に
墨

流
し

模
様

短

冊
型

の
題
箋

が
付

さ

れ
、

本

文

と

は
異
筆

で
あ

る
が
近

世
初

期

の
筆
跡

で

「
姫
宮

私

言
」

と
書

か
れ

て

い
る
。
書

名

は
外
題

に
よ

る

が
、
外

題

の
事

は
後

に
述

べ
る
。

な

お
、

内
題

と
奥
書

は
な

い
。

本
文

料

紙
は
楮

紙

と
斐

紙

の
ま

ぜ
漉
き

か
。

装
釘

は
袋

綴
。

本

文

は

一
面
十

行
。

一
行

十

七
字

か
ら

二
十

五
字
。

和

歌

は
二

行
書

き

で

、
.
一
行
目

は
本

文

の
肩

よ
り

一
字

下
げ

、

二
行
目

は
本

文

と
同

列

で
あ

る
。

本

文

の
書

写
年

代

は
寛

文
元
禄

の
頃

と
思

わ

れ

る
。

本

文
中

に
は
所

々

に
、
本

文

と
同
筆

で
ミ

セ
ケ
チ

や
書

き
入

れ

が
施

さ
れ

る
。

墨

付
き

全

十
丁
。

巻

末

に
、

元
禄

十
三

年

に
没
し

た
松

平
忠

房

の

「
尚
書

源

忠
房

」

及

び

「
文
庫

」

の
蔵
書

印

が
あ

る
。

以
上

の
如

き
装

釘

は
、
松

平

文
庫

所
蔵

本

の
大

半

と
同
様

で
あ

る
。

こ

の
本

の
性

格

を
要

約
す

る

と
、
古

今
集

序

の
文
章

を
借

り
、

主

に
女

流
歌

人

の
歌
を

集

め

て
手
本

と
し

た
女

子
向

け

の
教
訓

的
歌

論
書

と

い
う

事

に
な

ろ
う
。

「
国
書

総

目
録

」

に
よ

る
と

、
現
在

こ
の
題
名

で
知
ら

れ
て

い
る

の
は

こ
の

一
本

の
み

で
あ

る
。
他
書

の
異
名

で
は
な

い
か
と

い
う

怖

れ

は
あ

る

が

「
大

日
本

歌
書

綜

覧

」

「
日
本

歌
学
大

系

」

「歌

学

文
庫

」
等

に
見

え

る
歌
書

類

に
は

、

こ

の
本

と

同

一
内

容

の
も

の

は
な

い
。

ま

た
、

「
姫

宮

私

言
」

と

い
う
書

名

も

、
上
記

の
歌
書

類

を

は
じ

め

と
し

て
今

の
所
、

他

に
は

一
切

見
出
す

事

が

で
き

な

い
。
現
段

階

で
は

孤
本

と
言
う

ほ
か
な

く
、

内

容
的

に
も
、

下

に
述

べ

る
如
く

や

や

ユ

ニ
ー

ク
な
も

の
が
あ

る
と

言
え

そ
う

で
あ

る
。

次

に
全

文
を

翻
刻

す

る
。

翻

刻

凡
例

○
原
本

に
で
き

る

だ
け
忠

実

に
翻

刻
す

る
よ
う

に

つ
と
め
、
仮

名

遣
等

は

元

の
ま
ま

に
し

た
。

Ｏ
句

読
点

は
私

意

に
よ

る
。

○
和

歌

は
、

見
易

い
よ
う

に
本

文

よ
り

二
字

下

げ

、

二
行
目

も

一
行

目

と
肩

を
並

べ
た
。

歌

に
続

く
本

文

は
、
原

文

で
は
続

け

て
書

く

が
、
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改
行

し

た

o
補

入

の
文
字

は
左

側

に

。
を

付

け

て
示
し

た
。

o
ミ

セ

ケ
チ

の
場
合

は

、
訂

正
さ

れ
た

文
字

の
左
側

に

ヒ

の
符

号
を

付

け

、
下

に
正

し

い
字
を
書

い
た
。

o
本

文

に
不

審

個
所

が
あ

る
場

合

は
、
右

側

に

(
マ

マ
)

の
注

記
を

付

し
た
。

o
各

丁

表
裏

の
末

尾

ご

と
に
、

丁
数

と

オ
、

ウ

の
符

号
を
付

け

た
。

[
姫
宮

私
言

]

や

ま

と
寄

は
、
あ

め

つ
ち

の
ひ
ら
け

は

し
ま

り
け

る
と
き

よ

り
、

い
て
き

に
け
り
。

し

か
あ

れ

と
も

、

世

に

つ
た

は
る
事

は

、
久

か
た

の
あ

め
に
し

て
、
し

た

て
る

ひ
め

に

は
し

ま
れ
り
。

し
か

る
に

、
た
ま

く

吾

と

の
み

し
り

な

か
ち
、

人

の
世

の
わ

た
く

し

こ
と

に
お
も

ひ

て
、

こ
れ
を

ふ

か
く

ま

な

ふ
人

よ
む

人

お
ほ

か
ら
す

。

あ

め

の
す

さ

ひ
に
は

、
れ

い
も

に
と

い

へ
る

こ
と

を
さ

た

め
、

も
ろ

こ
し

に
は

、
詩

を
も

て
あ

そ

ひ
、

こ
の

日

の

も

と

に
は

、
や

ま

と
寄

と

い

へ
る

こ
と

を
、

世

の
ま

つ
り

こ
と
人

の
し

わ

さ
定

を

か
れ
し

よ
り

こ
の
か

た
、

心
な

き
野

へ
の
草

葉

、
山

の
木

の
葉
も

み
な

ふ
く

風
を

も

て
」

(
ー

オ

)
を

の
か

こ
ゑ
と
な

し

、
寄
を

き

ん
す

る

な

る

へ
し
。

し

か

の
み
な

ち
す

、

花

に
な

く
鶯

、
水

に
す

む

か
は

つ
の
こ

ゑ
を

き
け

は
、

世

に

い
け
る
物

寄

を
よ
ま

す

と

い
ふ
事

な
し

。
し

か
れ

と

も

、

よ
う

つ
の
こ
と
は
さ
は
、

た
ね
な
く
し

て
み
の
な
る

こ
と
な
し
。
草
木
は

露

の
う

る

ひ
を

え

て
を

り

ふ
し

の
色

を
ま

せ
り
。

あ

る

は
月

日

の
ひ
か
り

に
あ

た
り

て
、
時

を

し

り
世
を

つ
く
。

物

み

な
か
く

の
こ
と
し
。

さ
れ

は
、

寄

は

人

の
心

を

た

ね
と
す

れ

は
、
あ

ら
は

し

て
を
し

へ
を

け

る
事

な

し
。
こ

の

こ
と

の
世

に
う

つ
り
ゆ

く
を

か

な
し

み
お

ほ
し

て
、
延

喜

の
か
し

こ
き

み
か
と

、
な

へ
て

に
寄
を

よ
ま

せ
」
(ー
ウ
)
給

ふ

て
、人

の
心

の
か
し

こ
き

と

を

う
か
な

る
と
を

し
ら

し

め
、

た
か
き

い
や
し
き

人
を

わ

か
す

、
神

の
御

代

よ
り

の
寄

を
え

ら

ひ
あ

つ
め
、
古

今

し

ふ
と
な

つ
け

て
世

に

の

こ
し

を

き

た
ま

ふ
。
万
葉
集

は
古

今

し

ふ

い
ま

た
撰

さ
り

し
さ
き

の
事

な

れ

と
も
、

時
う

つ
り

こ
と

へ
た

た
り

て
世

に
し
る

人

か
た
し
。

お
ほ
よ

そ
、

寄

は
む

つ
の
し

な
を

は
な

れ
た

る

は
な
か

る

へ
し
。

か

の
な

に
は

つ
の
寄

を
そ

へ

寄

と
な

む

い

へ
る
。

な
に
は

つ
に
さ
く

や

こ

の
花

ふ
ゆ

こ
も

り
今

は
春

へ
と

さ
く

や

こ
の

花
こ
の
寄

は

、
な

に
は

つ
の
み

こ
に
ん

と
く
」

(
2

オ
)
天
皇

と
聞

へ
た

ま

ひ
け

る
、

お

ほ
む
を

と
う

と

の
宇

治

の

み
や
と
御

位
を

た

か

ひ
に
ゆ

つ

り

給

て
三
と

せ

に
な

れ

る
と
し

、
宇

治

の
宮

な
く
な
り
給

た

れ
は
、

わ
う

に
ん
と

い

へ
る
人

こ

の
寄

を
よ

み

て
に

ん
と
く

天
皇

へ
た
て
ま

つ
り

け

る
。

さ

て

こ
そ
、

こ

の
寄

を
御

門

の
御

は
し

め
と

は
申
な

れ
。

こ
れ
を
寄

の
ち

・
と
さ

た
め

て
、
ま

た
あ

さ

か
山

の

こ
と

の
葉

を

は

・
と
な

む
、
あ

は

せ

⑦

て
手

な
ら

ふ
人

の
は
し

め
に
も

し
け

る
。

あ
さ

か

山
か
け

さ

へ
み
ゆ

る
山

の
井

の
あ

さ
く

は
人

を

お
も

ふ
物

か

は
こ

の
寄

は
、

か

つ
ら
き

の
お
ほ
君

と

い

へ
る
人
、

み

か
と
よ

り
」

(
2

ウ

)
国

の

つ
か
さ
を

給

て
み
ち

の
く

に

へ
く

た
ら
れ

け
る

と
き

、
釆

め
な

り

け
る
女

の
を

さ

そ
ひ
ゆ

き
け

り
。

ゆ
き
　

て

み
ち

の
く

に

の
あ

さ

か

ヒ

と

い
つ

へ
る

さ
と

に

い
た
れ
り

け
れ

は
、
国

の
司
ま
う

け

な
と

し
け

り
。

ま
う

け

と
は
、

か

つ
ら
き

の
大

君
を

も

て
な
す

へ
き

さ
け

な
と

、
も

た

せ

行

と
な

る

へ
し
。

こ
と
も

を
ろ

凶
そ

か
な

り
と

て
、
大

君

の
心

と

け
す

み

な
す

さ
ま

し

か
り
け

れ

は
、
釆

女
な

り
け

る
女

か
は

ら
け

と
り

て
、

こ

の
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う

た
を

よ

み
て

た

て
ま

つ
れ
り

け

る
。
ま

つ
、
と

こ
ろ

は
あ

さ

か
の
さ

と
な

れ

は
あ

さ

か
山

と

い
ひ

い
た
し

て
、

か
け

さ

へ
み
ゆ

る
山

の
井

と
、

い
か

に
も

あ

さ
き
物

な

る

へ
し
」

(
3
オ

)
そ

れ

に
お
ほ
君

の
心

を
よ

そ

へ
て

よ

め
る

と
な

り
。

さ
れ

は
、

人

は

い
か
な

る

へ
き
事
も

、

と

こ
ろ
に
よ

り

人

に
よ

る

へ
し

。

か

つ
ら
き

の
お
ほ
き

み
ほ
と

の
人

の
、
あ

や
し

の
し

つ

山
か

つ
な

と
を
思

ふ
物

か
は
、
と

よ

め
る
な

る

へ
し
。

こ
れ
に
そ

大
君

の
心

と
け

に
け

る
。

そ

れ
う

た

は
、

め

に
み
え

ぬ

お
に

か
み
を

も
あ

わ

れ
と

お

も

は

せ
、

た
け

き
も

の

・
ふ

の
心

を
も

な
く

さ

む
る

と
は

こ
れ
な

り
。

い

ま

の
寄
、

世
中

電

い
う

に

つ
き

、
人

の
心

花

に
な
り

て
、

ま

こ
と
あ

る
人

な
し

。

さ
れ

は
よ

め

る
寄

さ

へ
あ

た
に
し

て
、

ま

め
な

る
と

こ
ろ

に
は
、

は
な
す

す

き

ほ

に

い
た
す

へ
き

事

に
も
あ

ら
す

な

り
に

た
り
θ

(
3
ウ

)

い
に
し

へ
の
こ
と

の
葉

に
も

、

つ
る

か

め
に
よ

そ

へ
て
君

を

い
わ

ひ
、

ふ

し

の
け

ふ
り

に
た
く

へ
て
人

を

こ

ひ
、
草

の
露

水

の
あ

わ

を

み
て
、
世

の

中

の
は

か
な
き

我

か
身

の
ゆ
く

ゑ
を

お

と
ろ
き

、

む
は
玉

の
よ

る

の
ね
さ

め

に
も

こ
の
再

を

お
も

は
む

人
、

こ
の
世

の
さ

か

へ
お

と
ろ
え
を

も

し
り

の
ち

の
世

の

つ
み
を

も

の
か
る

へ
き

物

か
。

こ
と

の
葉

の
か
な

は

ぬ
み

ち
と

の
ち

の
世

と

ふ
た

つ
な
ら

て
は

ね
さ

め

に
も
な

し

か
や

う

な

る
や

、ま

儲

こ
と
あ

る

人

の
心

な

る

へ
き
。
な

を
、
を
う

な

の

寄

は

つ
ね

に
は

か
は

る

へ
き

か
。
そ
れ

小
野

の

こ
ま

ち

か
う

た

の
す

か

た
」

(
4
才

)
を

の
み
、

を
う

な

の
寄

の
し
な

に

は
お

ほ
え
侍

る
。

つ
ら

ゆ
き

か

こ
と
葉

に
も

、
を

の

、
こ
ま

ち
か

寄

は
そ

と
を

り

ひ
め

の
流

疑
切
な

り
。

あ

わ
れ

な

る
や
う

に

て

つ
よ

か

ら
す
。

い
は

・
よ
き

を
う

な

の
な
や

め
る

と

こ
ろ

あ

る
に

に

た
り
。

つ
よ

か
ら

ぬ

は
を
う

な

の
寄
な

れ

は
な

る

へ
し

、

と

い

へ
り
。

寄

の
す

か

た

の
や

さ
し

く

お
も
し

ろ

け
れ

は
、

よ
き
女

に

た

と

へ
、
晋

の
よ

は
き

を
、
を

う

な

の
な

や

め
る

と

こ
ろ
あ

る

に
た
と

へ
た

る
な

る

へ
し
。

お
も

ひ

つ

ゝ
ぬ
れ
は

や
人

の

み
え

つ
ら
む

ゆ
め

と
し

り

せ
は
さ

め
さ

ら
ま

し
を

」

(
4
ウ

)

色

み
え

て
う

つ
ろ

ふ
も

の
は

世

の
中

の
人

の
心

の
花

に

そ
あ
り

け

る

又
、
小

野

の
小

町
か

つ
ま
大

江

の

こ
れ

の
り
か
心

か

は
り
す

る

ほ
と

に
、

世

の
中
物
う

く

な
り
行

こ
ろ
、

ふ
ん
屋

の
や
す

ひ

て
、

み
か

は
の
か

み

に

な

り
て
く

た
り

け

る
時

、

小
野

小

町
か
心

を
も

な
く

さ

め
て
、

あ

か
頃

た

O

O

み

に

い
さ

と
さ

そ

ひ
し

に

わ

ひ
ぬ

れ
は
身

を
う

き
草

の
ね

を
た

へ
て
さ
そ

ふ
水
あ

ら

は

い
な
む

と
そ

思

ふ

と

い
ひ

て

つ
か
は
し

け

る
と
な

ん
。

い
つ
れ
も
あ

は

れ

ふ
か
く
な

さ

け

あ

.り

て
、

を
う

な

の
ま
な

ふ

へ
き

寄

な

る

へ
し
。

そ

の
寄

と

い

へ
る

」

(

5

オ

)
す

か

た
は

郭
公

な
く

や
五

月

の
あ
や

め
草
あ

や

め
も

し
ら

ぬ
恋

も
す

る
か

な

こ
れ

は
ほ

と

・
き

す

の
さ

か
り

に
な
く
事

、

さ
月

の
こ
ろ

ほ
ひ
な

れ
は

郭

公
な
く

や

さ
月

と

い
ひ
は
し

め

て
、
あ

や

め
草

と
を
け

り
。

こ

、
ま

て

は

寄

の
そ

こ
な

り
。

あ

や
め
も

し
ら

ぬ
と

い
は
ん

と
て
、

あ
や

め
草

と
は

い

へ
り
。

人

を
恋

わ

ひ
て
、
心

そ
ら

お

ほ
れ

た
る
や
う

に
し

て
、
物

の
あ

や

め
も

わ
か

ぬ
な

る

へ
し
。

泉

式
部

か
寄

に
わ

わ

れ

の
み
や

お
も

ひ
を

こ
せ

む
あ
ち

き
な

く
人

は
ゆ

く
ゑ

も
し

ら

ぬ

O

も

の
ゆ

へ

こ
れ

、
藤

原

の

つ
ね
」

(
5
ウ

)
ま
さ

の
朝

臣

に
く
し

て

た
ん

こ

の
く

に

へ
ま

か
り

け
る

に
、

し

の
ひ
て
物

い
ひ
け

る
お

と

こ
の
も

と

へ
つ
か
は

し

け
る

と
な

む
。

又
お
な

し
よ

め

る
寄
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竹

の
葉

に
あ

ら
れ

ふ

る
な
り

さ
ら

く

に

ひ
と
り

は

ぬ

へ
き

心
ち

こ

そ

せ

ね

こ
れ

は
た

あ
や

し
く

、

さ
す

か
に
あ

わ

れ
な

り
け
り
。

こ

の
心

は

へ
は

か
な

ら
す

と

た

の
め
け

る
お

と

こ
の
、
今

や

い
ま

や
と

ま
ち
け

れ

と
も

こ

さ
り

け

る
に
、

竹

の
葉

に
あ

ら
れ

ふ
り

か

・
り
た

る
を

み
て
よ

め
り

け
り
。

さ

か
み

か
寄

に
は

あ
り

ふ
る
も
く

る

し

か
り
け

り
な

か

か
ら

ぬ
人

の
心

を
」

(
6
才

)

O

い
の
ち

と
も

か
な

あ
わ

れ

は

こ
れ
や

ま
さ

り
な

ん
。

あ
り

ふ

る
と

い

へ
る

は
、

い
た

つ
ら

に
世

に
な

か
ら

へ
た
る

は
く

る
し
け

れ

は
、
し

ぬ

へ
く

お
も

へ
と
、

つ
れ

な

ふ

い
の
ち

の

い
け

る
を

、
わ

れ

に
ほ

と
な
く
う

と
み

た
る

お
と

こ

の
心

み
し

か
さ
を

と
り

か

へ
て
、
わ

れ

の
み
は

や
く

こ
の
世

つ
き

な

ん
と
な

け

き

た

る
な

り
。

そ

の
寄
人

に

か
は
ら

て

は
、
あ

ち

は
ひ
を

う

か
な
る

へ
し
。

清

少
納
言

か
寄

に
は

わ
す

ら

る

ゝ
身

は

こ
と
は

り

と

い
ひ
な

か
ら
思

ひ
あ

へ
ぬ
は
涙

な
り

け

り

こ
れ

は
心

か

は
り
し

た

る
男

に

い
ひ

つ
か
は

し
け

る
と
な

む
。

数
な

ら

ぬ
身

を

は
」

(
6
ウ

)
た

れ
も

わ
す

る

へ
き

事

は
り
な

る
を

、
涙

は

お
も

ひ
し
ら

て
や

お
ち

ぬ

る
、

と
よ

め
り
。

た

い
け

む
も

ん
ゐ

ん

の
ぼ
り

河
か

寄

あ

た
人

は
し

く

る

・
夜

は

の
月

な
れ

や
す

む
と

て
え

こ
そ

た

の
む
ま

し
け

れ

と
。

お
も

へ
は
く
も

り

か
ち

に
、
う

き

雲

の
さ

た
め
な

き
さ

ま
、

あ

た
な

る
人

の
心

、

こ
と
な

ら

ん
や
。

す

ほ
う

の
内

侍
か
寄

に

春

の
夜

の
夢

は

か
り

な

る
手
枕

に

か

ひ
な

く

た

・
む
名

こ
そ

お
し

け

れ

春

の
夜

は

こ
と

に
夢

は
か
り

み
し

か
き

物
な

り

。
月

か
す

め
る
夜

の
お

も
」

(
7
オ

)
し

ろ
き

に
、

ね
や

の
戸

に
さ
し

い
り

て
、

枕
も

か
な

と

ひ

と
り

こ
ち

け

る
を
き

・
て
、
あ

る
人

、

こ
れ
を

な
ん

枕

に
、

と
て
手

を

さ

し
出

し
け

る

に
よ

め
る

と
な
む
。

お
な
し

く
よ

め
る

嵜

春

雨

の
け

ふ

ふ
り

そ

む
る

か
ひ
あ

り

て
山

の

こ
す

ゑ
そ
う

す

み

と
り

な
る

き

さ
ら

き
は

か
り

に
雨

の
し

め
や

か
な

る
日
、

南
殿

の
山

の
け

は

ひ
を

み
れ

は

一
し

ほ

の
け
し

き

に
て
、

よ

め
る
と

な
り
。

い

つ
れ

も
、

を
う

な

の
寄

の
す

か
た

は
大

か
た

か
は

る
と

こ
ろ
な

ん
な

き
。

さ

れ
と
、

よ
し

あ

し

は

い
か

て
ま

た
さ

た
め
侍

ら

ん
。

む
か
し

の
寄

人
」

(
7
ウ

)

の
よ

め

る
う

ち

に
、

み

み
に

た

つ
ふ
し
も

な
く

、

こ
と
葉

の
た

く

み
も

み
え
す

、

を

の

つ
か
ら
う

ち

ま

か
せ
た

る
さ

ま

の
、
さ
す

か

に
あ

わ
れ
も

ふ
か
く

、

た
け

た
か
き

を
心

あ

ひ
に

み
を
よ

ふ
を

、
よ
き

寄

と
思

ひ

て
ま
な

ひ
給

ふ

へ
し
。

み

・
に
た

ち

た
る
寄

と
は

五
月

雨

に
し

ら

ぬ
そ
ま
木

の
な
か

れ
き

て
を

の
れ

と
わ

た
す

た
に

の

か
け
は

し

こ
れ

ら
は

こ
と

に
、
く

ひ
き

れ
寄

と

て
、

五
も
し

つ

・
か
す
。

さ
み

た

れ

と
を

き
た

協
ち

は
、
五

月
雨

の
ふ
る

と
も
、

又

は
雲

と
も
、

又

は
そ
ら

と
も

つ

・
け

て
あ

る

へ
き

に
、

さ

み
た
れ

に
し

ら

ぬ
」

(
8
才

)

と
は
さ

ら

に

つ

ゝ
か
す
。
・さ
て

こ
そ
く

ひ
き

れ
寄

と
は

い
ひ

け
れ
。

お

な
し
く

ま

な

ふ
ま
し

き
寄

の
さ

ま

.世
中

の
う

き

た
ひ

こ
と

に
身

を

な
け

て
は

ひ
と

ひ

に
千

た

ひ
わ

れ
や

ヒ

し

に
せ
む

こ
れ
ら

の
た

く
ゐ

、
み
な
う

ち

き
く

よ
り

、

こ
と
葉

も

こ
は

た
ち

て
更
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に
と
り

と

め
た

る
よ

し
な

し
。

こ
と

に
我

や
し

に
せ
む

を

は
よ

み
給

ふ

へ

か
ら
す

。

世
を

ほ

め
、

君

を

い
わ

ふ
寄

に

は

春

日
野

に
わ

か
な

つ
み

つ

・
よ
う

つ
代

を

い
わ

ふ

ご

、
ろ
は
神

そ

し

る

ら

ん

よ

う

つ
代
を

松

に

そ
君

を

い
わ

ゐ

つ
る
」

(
8
ウ

)
千

と

せ

の
か
け

に
す

ま

む

と

お
も

へ
は

こ
れ
ら

の
寄

な

る

へ
し
。

又

せ
む

達

へ
ち

の
寄

た
ら

ち

ね

の
お
や

の
ま

ほ

り
と

あ

ひ
そ

ふ
る

心

は
か
り

は

せ
き

な

と

・
め

そ

こ
れ
は
を

の

・
ち

ふ
る
か

、

み
ち

の
く

に

の
す

け

に
ま

か

り
け

る
時

に

は

・
の
わ

か
れ

お

し

み
て
よ

め

る
と

な
ん
。

あ

か
す

し

て
わ

か

る

・
袖

の
し
ら

た

ま
を

君

か
か

た

み
と

つ

ゝ
み
て

そ
ゆ

く

わ

か

れ
を

お
し

む
寄

は

こ
れ

ら

の
た
く

ひ

な
る

へ
し
。

あ

ひ
し

や
う

の

寄

、

な

く
な

み

た
雨

と

ふ
ら
な

む

わ
た

り

か
わ
」

(
9

オ
)
水

ま
さ

り

な

は

か

へ
り
く

る

か
に

.窃

こ
れ

は

い
も
う

と
め

な
く

な

り
た

り
け

る
時

に
、
を

の

・
た

か
む

ゆ
ら

の
あ
そ

む
、

よ

み
け

る
寄

な
り
。

わ

た
り

河

と

は
し

て

の
山
も

と

に
あ

り

と

い
ふ
さ

い
つ
か

は
な

る

へ
し
。

我

か
涙

の
雨

の

こ
と
く

ふ
れ

か
し
。

も

し
さ

い

つ
河

の
水
ま

さ

ら
は

、
わ

か
れ

た

る
人

の

か

へ
り

も
や

く

る
、

と

よ

め
る

と
な

む
み

ゆ
る
。

そ
れ
寄

は
、

こ
の
世

の
も

て
あ

そ

ひ

の
み
な

ら

の
ち

の
世

の
ま
よ

ひ
を

し
る

な

す

、
生
老

病

死

の

こ
と
は

り
を

わ
き

て
、

(
マ

マ
)

れ
は
、

か

み

ほ
と
け

の

み
ち

お
な

し
。

よ
は

ひ
我

か
身

の
さ
ひ

わ

ひ
あ

り

て
と

み
さ

か

へ
」

(
9

ウ

)
た
り

と

て
、
ま

と
し

き

を

い
や
し

む
る
事

な

か
れ
。

さ

か
り
な

る
物

は

つ
ゐ
に
お

と
ろ

へ
、

あ

へ
る
物

は

は
な

る

、
事

.
し

か
な

り
。

春

の
あ

し

た
鶯

の
さ

へ
つ
り

、
花

の
さ

き
ち

る
を

み
、
秋

の
せ

み

の
こ
す

ゑ

に
吟
し

夕

く

れ

は

、
木

の
葉

の
お

つ
る
を

き

・
、
あ

る
は

ま

つ
山

の
な

み
を

か
け

人
を

お
も

ひ
、
野
中

の
し

み

つ
を

む
す

ひ

て

い
に
し

へ
を

し

た

ひ
、

松

む
し

の
ね

に

と
も
を

し

の
ひ
、

を

み
な

へ
し

の

一
時

を

く

ね
る

に
も
寄

を

い
ひ
て
そ

な
く

さ

め
け

る
。

こ
れ
を

ふ
か
く

た

つ
ね
は
、

大

空

に
す

め
る
月

に

む
か

へ
る
な

る

へ
し
。」

(
10
オ

)
大

か
た

の
心

な
ら

は

し

は
あ

さ
ま
し

き
事

に

こ
そ

」

(
10
ウ

)

二
、

書

名

「
姫
宮

」

と
は
、

あ

る
特
定

の
人
物
を

さ
す

の
で
は
な

く

、
源
為

憲

が

尊
子

内
親

王

に

「
三
宝
絵

詞

」
を
献

じ

、
俊
成

が
式

子
内

親

王

に

「
古
来

風
躰

抄
」

を
撰

進

し

た
故

事

に
な

ら

い
、
さ

る
高

貴
な

女
性

に
奉

っ
た
と

い
う

形
式

を

と

っ
た

か
と
思

わ

れ
る
。

少
な

く

と
も
内

容

に
は

「
姫
宮

」

の
実
在

を
思

わ

せ
る
も

の
は
な

い
。

女

子

に
対
す

る
歌

論
書

と

し

て
、

こ

の
よ
う

な
形

を

と

っ
て
権
威

づ
け
を

試

み
た

の
で
は
あ

る

ま

い
か
。

次

に
、

「
私

言
」

の
読

み
方

で
あ

る

が
、
文

明
本
節

用
集

に
は

「
サ

、

メ
ゴ

ト
」

と

い
う

訓

が
あ

る
。

こ
の
時
想

起
さ

れ

る
も

の
が
心

敬

の
連
歌

論
書

「
さ

、
め
ご

と
」

で
あ

る
。

こ

の
書

の
伝

本

の
中

に
は
、

明
応

二
年

の
奥
書

を

持

つ
松

平
文
庫

所

蔵

の
古

写
本

の
如

く

「
私
言

」

の
字

を
使

っ

た

題
を
持

つ
も

の
が
あ

る
。

こ
の
言
葉

は
、

心
敬

の
書

が
出

て
以
来

、

歌

論
書

に
お
け

る

「
聞
書

」
や

「
口
伝
」

等

と
同
様

な
意

味

で
使
用

さ

れ
る

よ
う

に
な

っ
た

の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

さ
れ
ば

こ
そ
、

「
日
本

歌
学

大

系

」
本

の
如

く

、
著
者

の
名

を

冠
し

て

「
心
敬
私

語

」
と
題

さ

れ
る
本

も

あ

る

の
で
あ
ろ
う

。

類
似

の
書

名

と
し

て
は

「定

家
物

語

」

「
徹
書
記

物
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語
」

「
兼
載
雑

談

」
な

ど

が
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
考

え

る
と

、

「
姫

宮

私

言
」

は

「
心
敬

私
言

」
を

摸

し

て
題

さ

れ
た
書

名

で
あ

る
と
思

わ

れ
る
。

し

か
し

、

こ
の
場
合

に
は

「
姫
宮

」

は
著
者

で

は
な
く

、

「
私
言

」
を

捧

げ
ら

れ

た
対

象

と
取
ら

ざ

る
を
得

な

い
。

こ

の
本

の
書

名

は
、

前
述

の
如

く
外

題
を

採

用
し

た
も

の
で
あ

る
。

こ

の
題

箋

が
後

世
貼

付
さ

れ

た
と
す

る

と
問
題

で
あ

る

が
、
近

世
初

期

と
思

わ
れ

る
筆

跡

に
よ

り
、

元
題

箋

と
推

定

さ

れ
る
。
(
本

文

と
書

写
年

代

は
ほ

ぼ
同

じ

で
あ

る
。)
従

っ
て

こ

の
書
名

そ

の
も

の
も

、
元
来

の
も

の
之
考

え

ら

れ
る
。

三
、

成
立
年
代

こ

の
本

に
は
奥
書

が
な
く

、
他
書

に
も
書

名

が
見

え
な

い
。

従

っ
て
成

立

年
代

を
推

定
す

る

に

は
内
容

を
検

討
す

る

ほ
か
な

い
。

装
釘

や
印
記

は

同

文
庫

に

お
け

る
大
多

数

の
本

と

同
じ

で
あ

る
。

そ
れ
ら

は
忠

房

及
び

そ

れ

以
前

の
蒐

書

に

か
か

る
も

の

と
さ
れ

、
殆

ど

の
本

の
成

立

は
そ

れ
以
前

で
あ

る
。

「
姫
宮

私

言
」

の
原

本
も

、

お
そ

ら
く

は
室
町
末

ま

で

に
成
立

し

て

い
た

と
思

わ
れ

る
。

上
限

は

「
悦
目

抄

」
初
出

の
歌

が
あ

る
事

に
よ

っ
て
、

「
悦

目
抄

」

が
成

立
し

た

と
言

わ
れ

る
鎌
倉

末

か
ら
室

町
初

に
か

け

て

の
時

期

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、
前
述

の
如

く
書

名

に
関
し

て

「
さ

さ

め

ご

と
」

が
影
響

し

て

い
る

可
能

性

が
強

い
。

故

に
上

限

は

「
さ

さ

め
ご

と
」

の
成

立
し

た

寛
薩

四
年

(
一
四

六

一
)

に
引
き

下
げ

ら
れ

る
。

・
こ

の
本

の
内

容

は
、

四
部

に
分

か
れ
る
。

第

一
部

で

は
古

今
集

の
序
を

種
本

と
し

て
和

歌

の
起

源

、
お

よ

び
難
波

津

の
歌

と
浅
香

山

の
歌

の
故

事

を
述

べ
て

い
る
。

第

二
部

で

は
、
女

の
歌

の
手

本

と
し

て
、
小

町
以

下

六

名

の
女
流

歌

人

の
歌

及

び
読

み
人

し
ら
ず

の
歌

が
、

簡
単

な
解

説
付

き

で

一
～
三

首
ず

つ
取

り
上

げ
ら

れ

て

い
る
。

第

三
部

は

「
ま
な

ぶ
ま

じ
き
歌

」
、

祝
歌

、
饒

別
歌

、
哀

傷

歌

の
例

が
あ
げ

ら
れ

て

い
る
。
第

四
部

は
、

和

歌

の
仏
教

的
功

徳
を
古

今

集

の
序
を

借
り

つ

つ
説

い
て

い
る
。

以
上

の
よ
う
な

内
容

は
、

現
在

翻
刻

さ

れ
て

い
る
中

世

の
他

の
歌
書
類

と

は
、
少

々
趣
を

異

に
す

る
。

即
ち

、

「
了

俊

一
子
伝

」
や

「
釣
舟

」

等

の
啓
蒙

的

歌
学
書

に
は
必
ず

詳
細

に
記

さ

れ
て

い
る
具

体
的
作
歌

の
方
法

(題

詠

の
詠

み
方

、
稽

古

の
心
構

え

、
本
歌

取

り

の
要

領
な

ど

)
が

、

こ

の
書

に
は
全
然
載

っ
て

い
な

い
の

で
あ

る
。

ま

た
、
定

家
を

始

め
、
和

歌

の
宗

匠

の
歌
や

説

が
な

い
。

例

歌
と

し

て
引

い
て

い
る
歌

の
出
典

は

、
古

今
集

が
九

首

の
ほ

か
は
、

詞
花

集
五

首
、

千
載
集

一
首
、

そ

の
他

五
首

、

出
典

不

明

一
首

で
あ

り
、
新

古

今
集

以
下

か
ら

は

と
ら
れ

て

い
な

い
。

し

か

も
、
従

来
歌

学
書

等

に
と
り

あ
げ

ら

れ
た
事

の
な

い
歌

が
多

い
。

こ
れ

ら

の
事

は

、

こ
の
本

が
女
子

向
け

の
歌
書

で
あ
る

事

と
も
関

連

が

あ

る

と
思

わ

れ
る
。

正
統

的
な

歌
論

書

よ
り
も

「
乳

母

の
さ
う

し
」

「
身

の
か

た
み

」
な

ど

の
室

町
初

・
中

期

の
女
子
教

訓
書

、
特

に

そ
れ
ら

の
歌

道

や
仏

道

に
言

及
し

た
部
分

と
似

て

い
る
所

が
あ

る
。

う

ち

み
え

し
あ

た
り

は
、
歌

の
心

や
す

ら

か
に
、

く
ち

お

と
な
し
う

よ

み
な
し

、
春

は
は
な

さ
く

を
ま

ち
、

秋

は
月

の
ひ

か
り
を

あ
は

れ
び

、

飛

花
落
葉

の

こ
と

は
り

、

こ
と

の
は
に

み
え

た
り
。

(
身

の
か
た

み
)

し

か
し
、

そ
れ

ら

の
教

訓
書

の
如

き

、
教

え
を
授

け

る
と

い
う

口
調

で
な

い
部

分
も
多

い
。

他

に
種

々
の
要

素

が
混
在

し

て

い
る
。

そ

れ

に

つ

い
て

は
後

述
す

る

と
し

て
、
最

後

の
文
章

の

大

か

た

の
心

な

ら
は
し

は
あ

さ
ま

し
き
事

に

こ
そ

と

い
う

、
他

の
手
段

に
よ

る
教
育

を

否
定
す

る

が
如

き

口
ぶ
り

か
ら
推

察

す

る
と

、
前
記

の

一
般
的

な
女

子
教

訓
書

と

は
隔
り

が
あ

る

に
し

て
も

、
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室

町
中

期
あ

た

り

の
源
氏

物
語

を

は
じ

め
文
学

が
女

子

の
し

つ
け

の
中

に

と

り

い
れ

ら
れ

た
と

い
う

風
潮

の
中

に

お

い
て
、
考

え

る
事

が

で
き

る
。

そ

の
よ
う

な

教
訓

的
和

歌

観

こ
そ
執

筆

の

一
因

と
も

な

っ
た

で
あ

ろ
う
。

ま

た
、
先

に
あ

げ

た
内

容
上

の
特

徴

か
ら
察

す

る
と

、
各

派

が
対

立
抗

争

し
、

特
定

の
歌

集

や
歌

人
を

崇
拝

し

て

い
た
当
時

の
専

門

歌
人

と
、

こ

の
書

の
作

者

と

は
少
し

隔

り

が
あ

る
。

し

か
し

後
述

す

る
如
く
、古
今
集
の

注
釈
書
等

の
説
を
継
承
し
て

い
る
事
を

考

え
合

わ

せ
る
と

、
作
者

は
専

門
歌

人

で

は
な

い
が

、
か

な
り

和
歌

に
興
味

を
持

っ
て

い
た
人

で
あ

ろ
う

。

も

し

歌
人

が
書

い
た
と

し

て
も

、

ほ
ん

の
手
す

さ

び
程
度

の
も

の
で
あ

ろ
ラ

。

な

お

、
語
彙

・
語
法

の
点

で
、
成

立
年
代

を
推

定
す

る
手

が
か
り

と
な

る

よ
う

な

も

の
は

な

い
。

但

し

「
饒

別
」

を

「
せ
む

べ
ち

」
、

「
三
途

川
」

を

「
さ

い

つ
川

」
と
撞

音

を

「
む
」

「
い
」

を
以

て
表
記

す

る
点

に
擬
古

文

的
傾

向

が
見

え

る
。

中

世

の
古
辞

書

類

に
は
、

そ

れ
ぞ

れ

「
せ
ん

べ

つ

」

、

「
さ

ん
づ
」

と

と
な

っ
て

い
る
。
(文

明

本

・
易

林

本
節

用

集
等

)

四
、

中
世
古
今
集
注
釈
書
と
の
関
連

第

一
部

及

び
第

四
部

は

、
古

今
集
序

の
章
句

を
そ

っ
く

り
借

り

る
か
、

多

少

と
も

文
意

を

と

っ
て

い
る

文
章

で
大

部
分

が
綴

ら

れ

て

い
る
。

そ

の

自

在
な

引

用

の
様
子

は

、
作
者

が
古
今

集
序

に
か
な

り
通

じ

て

い
た
事

を

示

す
。

し

か
し

古
今

集
序

原

文

の
整
然

と

し
た
論

理
的

な
構

成

に
は

及

ぷ

べ
く

も
な

く
、

漠
然

と
し

た
ま

と
ま

り

の
な

い
も

の
に
な

っ
て

い
る
。

な

お
、

仮
名

序

だ
け

で
な

く

、
真

名
序

や
新

古

今
集

の
序

に
も

一
部
よ

っ
て

い
る
。

さ

て
、
第

一
部

の
中

に
直
接

古
今

集
序

に
よ
ら

な

い
。

次

の
よ
う

な

文

が
あ

る
。

あ

め

の
す

さ

ひ
に

は
、

れ

い
も

に
と

い

へ
る

こ
と

を
さ

た

め
、
も

ろ

こ

し

に
は
、
詩

を
も

て
あ

そ

ひ
、

こ
の
日

の
も

と
に

は
、

や
ま

と
寄

と

い

へ
る

こ
と
を
、

世

の
ま

つ
り

こ
と

、
人

の
し

わ
さ
定

を

か

れ
し
よ

り

こ

の
か
た
、

心
な

き
野

へ
の
草
葉

、

山

の
木

の
葉

も

み
な

ふ
く

風
を

も

て

を

の
か

こ
ゑ

と
な

し
、
寄

を

き
ん
す

る

な
る

へ
し
。

全

体

と
し

て
意
味

が
通

ら
ず

、
間

に
脱

文

が
あ

る

の
で

は
な

か
ろ
う

か
。

こ

こ
に
は

、

い
わ
ゆ

る
和
歌

三
国

伝
来

説

が
現

れ

て

い
る
。

そ

の
場

合

「

あ

め

の
す

さ

ひ
」

が
何

を
指

す

の

か
問
題

と
な

ろ
う
。

「
天
竺

」

の
訓
読

と
す

る
と
都

合

が
よ

い
が
、

「竺

」

の
訓

は
古
辞

書

に
よ

る

と

「
ア

ッ
シ
」

の

み
で
あ

る
。

し

か

し
、
後

に
示
す
和

歌

三
国

伝
来

説

の
例

か
ら
考

え

て

「
天
竺

」

の
事
を

指

し

て

い
る

と
見

た

い
。

故

に

「
あ

め

の
す

さ

ひ
」

の

「
あ

め
」

は

「
天
竺

」

の

「
天

」
を

訓
読

し
、

「
す

さ

ひ
」

は
誤
写

、
若

し
く

は
次

の
行

に
あ

っ
た

「
も

て
あ

そ

ひ
」

が
目
移

り
し

た

も

の
と
、
考

え

て
お
く
。

和

歌
三

国
伝
来

説

は
、
鎌

倉

末
期

に

「
古
今

和
歌

集
聞
書

三
流
抄

」

に

登
場

し

て
以
来

、
中

世

の
古

今

集
注

釈
書

、
謡

曲

、
連
歌

論
書

ま

で
広

く

流
布

し

た
。

後

に

「
沙

石
集
」

以

下

の
「
相
歌

陀
羅

尼
説

」

と
結
び

つ
き
、

歌
道

仏
道

一
如

観

と

い
う

中
世

的
な

思
想

に
合

致

し

て
、

一
般

に
受
容

さ

れ
や
す

か

っ
た

の
で
あ

ろ
う

。

そ

の
初

期

の
形

で
あ

る

「
毘
沙

門
堂

本
古

今
麟

註
」
所
載
の
説
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

天
竺

二
禮
文

ト

テ
六
義

ヲ
宗

ト

シ
テ
弄

プ
事

ア

リ
。
其

ヲ
倶

摩
羅

什
三

蔵

習

テ
唐

土
ノ
詩

ノ

六
義

ト

ス
。
其

ヲ
日
本

ノ
希

世
丸

ノ
宰
相

天

智
天
皇

ノ
御
時

遣

唐
使

ニ
テ

習
テ

、
日
本

ノ
歌

ノ
六
義

ト

ス

ル
也
。

「古

今
和

歌
集

聞
書

三

流
抄
」

(
以
下

「
三

流
抄

」

と
称
す

)

に
は
、

「

礼

文
」

が

「
乱
文
」
と
な

り
ー

お
そ

ら
く

誤
写

で
あ

ろ
う
ー

人
名

が
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相

違

し

て

い
る
以

外
、
ほ

ぼ
同
様

の
説

が
あ

る
。

と

こ
ろ

が
、

管

見

の
範

囲

で
は
、

「
了
誉

注
」

(
応

永

13
年
成

立

)
以

下
殆

ど

の
古

今

集
注

釈
書

で

は

「
天
竺

の
礼

文
」

と

あ

る

べ
き

所

が
、

「
天
竺

の
梵

語

」

と
な

っ
て

い
る

。

ま

た

、

六
義

と
結

び

つ
け

て

い
な

い
。

注
釈
書

以
外

に
目
を

転

ず
る
と
、
世
阿
弥
か
ら
金
春
禅
竹
に
相
伝
し
た
と
い
う

』
翁

」
お

マ

マ
)

依

て
大

和

寄

云
}
。

と

い
う

、
注
』
三
流

抄

」

の
説

を

受
け
継

い
だ
記

述

が
見

ら
れ

る
。

更

に
、

謡
曲

「
白
楽

天

」

に
、
次

の
よ
う

な
所

が
あ

る
。

天
竺

の
霊

文
を

唐

士

の
詩
賦

と
し

、
唐

土

の
詩
賦

を

も

っ
て
わ

が
朝

の

歌

と
す

、

「
姫
宮

私

言
」

で

は
、

「
れ

い
も

に
」

と
あ

り

、

「礼

文

」
説

を
採

用
し

て

い
る
。

こ

の
事

か
ら
、

こ
の
本

は
中
世

の
古
今
集

注

釈
書

の
う

ち

、

「

三

流
抄

」

や

「
毘
沙

門
堂

本
古

今
集

註

」

の
如
き

附
会

説
話

中
心

に
鎌

倉

末

に
成

立

し

た
も

の
、

及

び
謡
曲

と

の
関

連

が
深

い
と
言

え
そ
う

で
あ

る
。

こ

の
ほ
か

に
注

目
す

べ
き

部

分
は
、

「
難
波
津

」

「
浅
香

山

」
両

歌

の

故

事
来
歴

で
あ

る
。

ま
ず

「
難

波
津

」

の
歌

の
注
釈

は
、
古

今

集
序

の
古

注

と
殆

ど
同
様

で
あ

る
が

、
人
名

が

「
な

に

は
つ

の
み

こ
」

「
宇
治

の
宮
」

と
簡

略

に
な

っ
て

い
る
。

こ
れ
は
古

今
集

注
釈
書

等

に
も

し

ば
し

ば
見

え

る
事

で
あ

る
。

類

似

の
呼

称
を

あ
げ

る

と

「
三
流
抄

」

で

「難

波
津

王

」

(
但

し

、
話

の
筋

が
違

う

)
、

「
毘

沙
門

堂
本

古
今

集

註
」

で

「難

波
津

宮

」
、

「
古

今
栄

猫
が

」

で

「
宇
治

宮

」
、

と

い
う

所

で
あ

る
。

「
浅
香

山

」

の
歌

の
説

明

の
中

で
は

、
葛
城

の
王

が
釆
女
を

誘

っ
て
陸

奥

へ
下

っ
た

と

い
う

点

と

、
歌

の
解

釈

で
釆
女

が

山

の
井

に
王

の
心

を

た
と

え

、
「◎
か

づ
ら
き

の
大
君

ほ

ど

の
人

の
あ

や

し

の
し
づ

山

が

つ
な

ど
を

思

六
義

者

、
古

今

注

云
、

天
竺
礼

文

、
唐

詩
賦

、

日
本
和

歌
、

三
国

和
来

、

ふ
も

の
か
は

」
と

し

て

い
る
点

が

、
他

の
多

く

の
注
釈
書

と
異

る
。

前

者

の
説

を

と

っ
て

い
る
も

の
を
あ

げ

る

と
、
「
三

流

抄

」
、
「
毘

沙

門

堂

本

古

今
集

註
」

に

「
近

江
ノ

釆
女

ヲ
具

シ
テ
下

ル
」

と
あ

り
、

「
了
誉
油

」

に

「
駿
河

ノ
国

ヨ
リ
参

タ

リ

シ
萎

ヲ
委

姥

ヲ
賜

テ

..-

.配

所

マ
デ

具

セ
ラ

レ
タ
リ

」

と
あ

る
ほ

か
、

「
古
今

私
秘

糞
」

に
も
見

え
る
。

一
方

、

後

者

の
説

は
次

の
よ
う

な
諸

注

に
見

え
る
。

意

ハ
、
大

臣
程

ノ
人

ノ
雑

事
悪

シ
ト

テ
腹

立
玉

フ
。

浅

ク
見

ユ
ル
振
舞

ナ

り
。

(
三
流

抄

)

此
歌

ノ
心

ハ
山

ノ
井

ハ
木

葉
チ

り

入

ル
故

二
深

モ
ア
サ

ク
ナ

ル
ナ
リ
。

其
様

二
大

臣

程

ノ
人

ノ
土
民

ヲ

シ
力
リ

給

フ
力
ト

ハ
ヂ

シ

ム

ル
也
。

(毘

沙
門

堂
本

古
今

集

註

)

よ

め
る

こ

・
ろ
は

、
王

な

ど

の
あ

さ
く

心
を

人

に
見

え
ぬ
も

の
ぞ
と

山

の
井

に
よ

せ
て

い
さ

め
け
る

に

(
古
今

栄

雅
抄

)

特

に
前

二
著

の

「
大

臣
程

ノ
人

ノ
…

…
」

と

い
う

部

分

と
、
「
姫

宮

私
言

」

の

「
か

つ
ら
き

の
大

君

ほ
と

の
人

の
…

…
」

と

い
う

部
分

と

が
似

て

い
る
。

第

二
部

に
も

、
古

今
集

注
釈

史
上

注
意

さ

れ
る

べ
き

個
所

が
あ

る
。

そ

れ

は
、
小

野
小

町

の

「
わ

び

ぬ
れ

ば
身
を

う
き

草

の
ね

を
た

え

て
さ
そ

ふ

水
あ

ら

ば

い
な

む

と
そ
思

ふ
淳

い
、つ
歌

の
説

明

で
あ

ゑ

こ

の
歌

は
、
古

今
集

第

螂
番

(
巻
十

八

・
雑

下

)

の
歌

で
あ

っ
て
、
次

の
詞
書

が

あ

る
。

文
屋

の
や
す

ひ
で
が

み
か

は

の
ぞ
う

に
な

り

て
、
あ

が
た

み

に
は
え

い

で
た

ゝ
じ

ゃ
と

、

い
ひ
や

れ
り

け
る

返
事

に
よ

め

る

「姫

宮

私
言

」

の

「
大

江

の

こ
れ

の
り

が
心

が

は
り
す

る

ほ
ど
」

と

い
う

部

分

は
、
注

釈
書
等

に
よ
る

の
で
は
な

い
か
と
思

わ
れ

る
。

こ
の
歌

は
、

十

八
巻

の
ほ
か

に
、
序

の
古

注

の
部

分

に
あ

る
。

即
ち

六
歌

仙
評

の
小

野

小

町

の
部
分

に
附

加
さ

れ

て

い
る
三
首

の
う

ち

の

一
首

で
あ

る
。

「
三
流
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抄

」

の
、
そ

の
歌

の
注

に
、

此

評

ハ
業

平

二
捨

ラ

レ
テ
歎

キ

ケ

ル
比

、

文
屋

康

秀

三
河
守

二
成

テ

下

リ

ケ

ル
ガ
田
舎

へ
下
リ

テ
ア

ソ

ビ
玉

ヘ
ト

云

ケ
ル
返
事

ニ
ツ
力

ハ
ス
。

と
あ

り

、

「色

み
え

で
う

つ
ろ

ふ
も

の
は

世

の
中

の
人

の
心

の
花

に

ぞ
あ

り

け
る

」

の
注

は
、

此

寄

ハ
大

江

惟
章

ガ
妻

ト
成

ケ
ル
時

ニ
、

惟
章

ガ
心
替

リ

シ
テ

藤
原
朝

行

ガ
聾

ト

ナ

リ

ケ

ル
時

ヨ
メ

ル

。

と
な

っ
て

い
る
。

な

お
、

こ
の
説

は

「古

今

栄
雅
抄

」

に
殆

ど

そ

の
ま

ま

の
形

で
あ

る
。

こ

の
二
首

の
注

を
混

同

し

た
形

に
な

っ
て

い
る

の
が

、
謡
曲

「関

寺

小

町

」

の

一
節

で
あ

る

。

「
わ
び

ぬ

れ
ば

…
…

」

の
歌

の
次

に

こ
れ
は
大

江

の
惟

章

が
、
心

変

は
り

せ
し

ほ

ど
に
世

の
中

も

の
憂

か
り

し

に
、

文
屋

の
康

秀

が
三

河

の
守

に
な
り

て

下
り
し
時

、

田
舎

に
て
心

を
慰

め

よ

か
し

と
わ

れ
を
誘

ひ
し

ほ
ど

に
詠

み
た
り

し
歌

な

り

と

の
詞

章

が
あ

る
。

こ
れ
は
最

も

「
姫

宮
私

言
」

の
説

明

に
近

い
。

前

述

の
和
歌

三

国
伝
来

説

が

「
白
楽

天

」

に
現

れ
る
事

な

ど
、
多

く

の
例

に
よ

っ
て

、
世

阿
弥

を
中

心

と
す

る
謡

曲

に
は
古

今
躁

牲
釈
書

特

に

「
三

流

抄

」
ー

の
影
響

が

あ

る
事

が
、
多

く

の
先

学

に
よ

っ
て
説

か
れ

て

い

る
。

こ
の

「
関

寺
小

町

」

に
見

え
る

説
も

そ

の

一
例

で
あ

ろ
う
。

時

代
的

に
は

「
三

流
抄

」

、

「
関
寺

小

町
」

、

「姫

宮

私
言

」

の
順

で
あ

る
。

し

か
し

、

「
姫
宮

私
言

」

の
説

が
、
「
三
流

抄

」

か
ら

「関

寺

小
町

」

を

経

由
し

て
き

た

と
す

る

の
は

、

い
さ
さ

か
早

計

に
過
ぎ

よ
う
。

「
三
流

抄
」

と
他

の
二
著

と

の
間

に
は

、
前

述

の
よ
う

な
相

違

が
あ

る
。

ま
た

、

「
三

流
抄

」

「
関
寺

小

町
」

が

「
田
舎

」

と

い
う

平

易
な

言
葉

を
使

っ
て

い
る

の
に
対

し
、

「
姫

宮
私

言

」

は

「
あ

が

た

み
」
と

い
う

注
釈

を
必
要

と
す

る
言

葉
を

残
し

て

い
る
。

こ
こ

で
私

は

一
つ
の
推

論
を

試

み
た

い
。

「
三
流

抄
」

の
説

が
地
下

の
連

歌
師

層

に
受
容

さ
れ

、
講

ぜ
ら
れ

て

い

く
段

階

で
、

「
わ

び

ぬ
れ
ば

…
」

の
歌

と

「色

み
え

で
…
」

の
歌

の
注
と

が
混

同

せ
ら

れ
、

在
原
業

平

に
大

江
惟

章

が
取

り
違

え
ら

れ
た
説

が
普

及

し

た
。

そ

の
説

が

「
関
寺

小

町
」

や

「
姫
宮

私
言

」

に
、
相

互

に
は

何

の

関
連

も

な
く

、
取

り
入

れ
ら

れ

た
と
見

る
。

つ
ま
り

、

口
授

さ

れ
た

俗
説

や

、

「
三
流
抄

」

に
多

少
自

説
を

加

え
た
注

釈
書

が
、

「
三
流
抄

」

と

こ

の
両
著

と

の
間

に
介
在

し

た
と
考

え

る

の
で
あ

る
。

こ
れ
以

外

の
前
述

の
例

に
よ

っ
て
も

、

「
姫
宮

私
言

」

と

「
三
流
抄

」

(
「
毘

沙
門

堂
本

古
今
集

註
」

や

「古

今
栄

雅
抄

」

は
、

「
三

流
抄

」

の

説

を
祖

述
し

て

い
る

と
見

る

)
及
び
謡

曲

と

の
関

連

が
深

い
事

が
あ

き

ら

か
で
あ

る
。

こ
の
事
実

は
、

こ
れ
ら

の
書

に
啓
蒙

的
性

格

が
共

通
し

て

い

る
事

に
よ

る
当
然

の
帰

結

で
あ

ろ
う
。

即

ち
、

「
三
流

抄

」

と

い
う

附
会

説
話

中

心

の
中
世

的
性

格

が
強

い
注
釈
書

の
説

が
、
多

少

の
変

遷
を

伴

い

な

が
ら

連
歌

師

の
講
説

な

ど

で
広

く

世
間

に
広

ま
り

、
そ

れ
を

受
け

継

い

だ

の
が
謡
曲

で
あ

り

、

「姫

官

私
言

」

で
あ

る

と
言

え
よ
う

。

わ
ず

か
二

、
三

の
例

で
上
記

の
よ
う

な
結

論
を

導
き

出
す

事

に

は
、
多

少

の
危

惧

が
あ

り
、
他

の
可

能
性

も

考
え

ら
れ

な

い
で
は
な

い
が
、

一
応

「
姫
宮

私
言

」

と
古

今
集

注
釈
書

の
関
連
を
上
記

の
如
く
推

測

し

て
み

た
。

五
、

女

の
歌
の
理
想
像

第

二
部

は
、
前

述

の
如

く
有

名
女

流
歌

人

の
歌
を

選

ん
で
、

注
釈

を
施

し

た
も

の
で
あ

る
。
各

歌

の
注

釈

は
、
殆

ど
勅

撰
集

所
載

の
時

の
詞
書

を

そ

の
ま
ま

使

っ
て

い
る

に
過
ぎ

な

い
。

ち

な

み
に
歌

人
別

に
各

歌

の
出
典

を
記
す

と
次

の
如
く

で
あ

る
。
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小
野
小
町

泉
式
部

相
模

清
少
納
言

待
賢
門
院
堀
川

周
防
内
侍

読
み
人
知
ら
ず

古
今
集
3

詞
花
集
2

詞
花
集
1

詞
花
集
1

詞
花
集
1

千
載
集
1

古
今
集
1

(
す

べ

て
仮

名
序

の
古

注

に
あ

り

)

(金

葉
集

と
重

複

)

周
防
内
侍
集
1

(萬
黛

に
入
る
)

い
ず

れ

も
恋

歌

、
或

は
男

女
間

の
贈
答

歌

で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
女
流

歌

人

の
歌

の

み
を
選

ん

で

い
る
所

に
、
「姫

宮

」

へ
の
献
呈
書

の
形
を

と

っ
て

い
る

こ

の
事

の
独

自
性

が
あ

る
。

こ

の
部

分

の
最

初

に

な
を

を
う

な

の
寄

は

つ
ね

に
は

か
は
る

へ
き

か
。

そ
れ
小

野
小

町

か
う

た

の
す

か
た
を

の
み
を
う

な

の
寄

の
し

な

に
は

お
ほ
え

侍
る
。

と
あ

り

、
小

町

の
歌

の
注

釈

の
次

に

い
つ
れ
も
あ

は
れ

ふ
か
く

な

さ
け
あ

り

て
を
う

な

の
ま
な

ふ

へ
き
寄

な

る

へ
し
。

と

い
う

所

が
あ

る
。

こ
れ
ら

に
よ

っ
て
作
者

の
女

の
歌

に
対
す

る
考

え
を

知

る
事

が

で
き

る
。

こ

こ
に
記
載

さ
れ

て

い
る
順
序

に
従

っ
て
、
そ

れ
ぞ

れ

の
考

え

に
影
響

し

て

い
る
書

を
調

べ
て
み

た

い
。

女

の
歌

が
普
通

の
歌

と
異

る

と

い
う
事

は

、

「和

歌
大

綱
」
「
悦
目
抄

」

「
和

歌

肝
要

」
な

ど

の
偽
書

に
は

っ
き
り

と
認
識

さ

れ

て

い
る
。

歌

又

人

に
よ
り

て
よ

み

か

ふ
る
物
也

。

ち

こ
、
女

の
歌

は
あ
な

が
ち

に

つ
よ

き
も

は
し

た
な

し
。

さ

れ
ば

と

て
と
ら

へ
た

る
所
な

き
も

正
躰

な

し

。
や

は
ら

か

に
よ

み
て
、

を

か
し
き

ゆ
し
あ

る

べ
し
。
(
和

歌
大

綱

)

小

野
小

町

が
女

の
歌

の
理
想

で
あ

る

と

い
う

事

は
、

言
う

ま

で
も
な

く
古

今
集

序

の
小
町

評

の
影
響

が
大

で
あ

る
。

そ

の
考
畷
え
が

「
和
歌

口
伝
」
に

も

受

け
継

が
れ

て

い
る
。

は

か
な
し

や

た

の
め

ば

こ
そ
は

ち
ぎ

り
け

め
や

が

て
別

れ
も

し

ら
ぬ

命

に

同

人

(
俊

成
女

)

女

の
歌

は
是

躰

に
侍

る

べ
き

に
や
。

小
町

が

ふ
り

に
よ

む

べ
し

と
そ

申

侍

り
し
。

「
あ

は
れ

ふ
か
く

」

と

い
う
事

は

、
古
今

集
序

の
小

町

評

に

「
あ

は
れ

な

る
や
う

に

て
め
匁

か
ら
ず

」

と
あ

り
、

そ
れ
を

模

倣
し

た
も

の

で
は
あ

る

が

、

「
秋

風
抄

序
」

に
も

見
え

る
。

皇

太
后

宮
大

夫
俊

成
女

は
あ

は

れ
な

る
や
う

に
て
ま

こ
と
す
く

な

し
。

そ

の
他

に
注

目
す

べ
き

事

は
、
前

述

の

こ
の
部
分

の
和
歌

が
す

べ
て
恋

歌
、
或
は
男
女
間
の
贈
答
歌
で
あ
る
事
と
、

「徹
書
記
羅

」

「兼
懲

談
」

に
見

え

る
、
恋
歌
と
し

て
女

の
歌
を

重
視
す

る

考
え

と

の
関

連

で
あ

る
。

一
、

懇

の
う

た
は
女

房

の
う

た

に
し

み

い
り

て
面

白
き

が

お
ほ

き
な

り
。

(徹
書

記

物
語

)

一
、
懸

の
歌
を

常

に
よ

め
ば

、
言
葉

や

は
ら

か
に
や

さ
し

く
な

る

と
な

り
。

懲

の
歌

は

、
女
房

の
歌

を
本

に
見

る

べ
し
と

な
り
。

(
兼
載

雑
談

)

こ

の

一
流

に
お
け

る

「
女
房

の
う

た
」

と
は

、
式
子

内
親

王

・
俊
成

女

・

宮

内
卿

と

い
う

新
古

今
歌

人

が
中
心

で
あ

ろ
う
。

そ

の
点

「
姫

宮
私

言
」

と

の
相

違

が
見
ら

れ
る
。

し

か
し
、

当
時

こ
の
よ
う

な
考

え

が
常
識

的
な

も

の
と
し

て
、
存
在

し

て

い
た

の
で
あ
ろ

う
。

故

に

「
姫
宮

私

言
」

の
著

者

は
、

女

の
歌

の
手

本

と
し

て
恋
歌

を
集

め
た

と
考

え
ら

れ
る
。

「
姫
宮

私

言
」

は
女
流

歌

人

の
歌
を
集

成

し
、

女
子

の
詠

む
歌

の
理

想

像

を
そ

れ
ら

に
求

め
た
点

に
独

自
性

が
あ

る
。

し

か
し

、
そ

の
事

は

「
女
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房
三

十

六
人

歌
合

」

や
、

以
上

に
あ

げ

た
歌
論
書

の
所

説

の
延
長
線

上

一

出
現

し

た

の
で
あ

る
。

六

、

仏
教
思
想

の
影
響

一

第

四

部
、

及

び
第

一
部

の
後
半

に
画、
仏

教
思

想

の
影
響

が
色

濃

い
所

が

あ

る
。

引

用
す

る

と
次

の
如
く

で
あ

る
。

む

は

玉

の
よ

る

の
ね
さ

め

に
も

こ

の
寄

を

お
も

は

む
人
、

こ
の
世

の
さ

か

へ
お

と

ろ
え

を

も
し

り
、

の
ち

の
世

の

つ
み
を
も

の
か
る

へ
き
物

か
。

こ
と

の
葉

の
か

な
は

ぬ

み
ち

と

の
ち

の
世

と
ふ

た

つ
な

ら

て
は

ね
さ

め

に
も

な
し

か

や
う
な

る
や

ま

と

こ
と
あ

る

人

の
心
な

る

へ
き
。

ヒ

(
以
上

一
部

よ
り

)

そ

れ
寄

は

、

こ

の
世

の
も

て
あ

そ

ひ

の
み
な
ら
す

、

生
老

病
死

の
こ
と

ま

り
を

わ

き

て
、

の
ち

の
世

の
ま
よ

ひ
を

し

る
な

れ

は
、

か

み
ほ

と
け

の

み
ち

お
な

し
。

レ

げ
に

我

か
身

の
さ

ひ
わ

ひ
あ

り

て
と

み
さ

か

へ
た

り
と

て
、

ま

と
し

き

を

い
や
し

む

る
事

な

か
れ
。

さ

か
り

な
る
物

は

つ

ゐ

に
お

と
ろ

へ
、
あ

へ
る

物

は
は

な
る

・
事

し

か
な

り
。

(
以

上
第

四
部

よ

り
)

第

一
部

の
最

後

の
歌

は
出
典

不

明

で
あ

り
、

お
そ

ら
く

作
者

自
身

が
作

っ

た
、
教

訓
歌

め

い
た
も

の
で
あ

ろ
う

。
第

四

部

は

「
生
老
病

死
」

及

び

「

盛

者
必

衰

・
会

者

定
離

」

と

い
う

仏
典

の
章
句

を

、
敷

行
し

て

い
る
。

和

歌
を

仏

教
的

に
解

釈
す

る
事

は

「古

来

風
躰

抄
」

以
来

中
世

の
歌

論

書

に
は
、

頻

出
す

る

。
し

か
し

、

「
姫
宮

私

言
」

の
所

論

は

「三

五
記

」

の
牽

強
附

会

的
歌

道

仏
道

一
如

観

や

、

「
さ

・
め

ご
と
」

に

お
け
る

仏
道

と
歌
道

と

の
相
剋

の
上

に
打

ち
た

て
ら

れ

た
歌
道

仏
道

一
如
観

と
は

、

か

な
り

の
隔

り

が
あ

る
。

無
常

を
感

じ
さ

せ
、
菩

提

の
因

縁
と

な

る
事
を

和

歌

の
徳

と

し

て
説
く

姿
勢

は
、

「
鉗
舟
一

や

「
か

り
ね

の
す

さ
が
.一

、

更

に
は

連
歌
論

書

の

一
部

に
共
通
す

る
。

歌

を
よ

ま

ん
と
思

は

ん
人

は
、

や
ま
と

も

ろ

こ
し

の
あ

は

れ

な
る

た
め

し

、
仏
法

世

俗

の
道
ま

で
も

心

に
か
け

、

つ
ね

は
世

の
は

か
な

き
事

を

観
じ

て
、
後

の
世

の
實

の
み
ち

を

ね
が

ひ
…
…
…
…

(釣

舟

)

春

さ
り

秋

く
れ
、

花
散

り
葉

お

つ
。

是

み
な
有

為

転
変

の

こ
と
わ
り

と

無
常

心

タ
観

じ
、

何
事

に
も
我

と
す

る
事
を

と

・
め

、
心

の
邪

を
さ

け
、

欲
情

貧

着
を

離
れ

、

一
心

の
円
鏡

に
向

ふ
時

、

と
も

す

れ
ば
う

か
び
来

る

憂
き

世

の
く

さ
　

の
事

を

心

の
た

ね

と
し

て
、

言
葉

に

い
ひ
出

つ

る
を

、
吾

朝

の
歌

と
名

つ
く

る
也
。

(
か
り

ね

の
す

さ

み

)

特

に

、
連

歌
論
書

に
於

け

る

「
飛
花

落
葉

の
観

念

」
を

連
歌

が
催

し
、

菩

提

の
因
縁

と

な
る

と

い
う

考

え
は

、
連
歌

と
和

歌

の
違

い
こ
そ
あ

れ
、

「

姫

宮

私
言

」

に
近

い
。

「
筑
波

問
答

」
な

ど
初

期

の
連

歌
論
書

で
は
、

和

歌

に
比
し

連
歌

は
そ

の
性

格
上

菩
提

の
因

縁

に
な

り
易

い
と
述

べ
、

そ
れ

が
地
下
連
歌
流
行
の
原
動
力
に
な
っ
た
と
い
う
事
で
雑

。
そ
の
考
え
方

が
、

後
代

和
歌

に
ま

で
及
ん

だ
と
見

る

の
は

穿
ち

過
ぎ

で
あ

ろ
う

か
。

例

え
ば

・連
歌
諸
体
秘
雛

」
に
・

四

季
草

木

の
う

へ
に
て
は
、

飛
花

落
葉

を
観

じ

て
、

生
老

病

死

の
こ
と

は

り
を

さ

と
り

て
世
間

の
夢

の
あ

だ
な

る
事

を
身

の
上

に

ひ
き

か
け

て

心

を
幽

玄

に
や

さ
し

く

い
ひ
な
し

て

注
認

と

い
う

部

分

が
あ
り

、
宗

牧

の

「
四
道
九

品
」

に
は
、

惣

じ

て
連
寄

師

の
心
持

、
慈
悲

正

直

を
専
と
し

て
、
有
為

転
変

の
理
を

句

毎

に
思

ひ

、
飛
花

落
葉

に
よ
そ

へ
て
も

世

間

の
栄

へ
の
夢

幻
な

ら

ん
事

を

思

ぴ
花
鳥

風

日

に
付

て
も

此

世

の
定

な

く
あ

だ
な

る
事

を
悟

る

べ
し
。

一22一



と

い
う

説

が
述

べ
ら

れ

て

い
る
。

こ
れ

ら
が
、

中

世

の
地

下

連
歌
師

の
平

均

的
思

想

で
あ

る
。

連
歌

と

仏
教

と
は

、
連
歌

師

の
多

く

が
僧

形
を

し

て

い
た
事

に
よ

っ
て
も

、
結

び

つ
き

が
強

か

っ
た
。

「
姫
宮

私

言
」

は
、

古

今

集
注

釈
書

と

の
関

連

の
際

考
え

ら
れ

た
事

や
、
書

名

の
点

か
ら

考

え
て

も

、
連

歌

師

の
影
響

を
無

視

で
き

な

い
か
も

し
れ

な

い
。

そ
う

す

る

と
、

こ

の
仏

教
思

想

の
影

響

も
、

歌
論
書

を

通
じ

て

の
も

の
と
す

る
よ

り

、
連

歌

論
書

を

通
じ

て

の
も

の

と
考

え
た
方

が
妥

当

で
あ

ろ
う

。

中

世
、
連

歌

師
た

ち

は
古
典

文
学

の

一
般

化

の
為

に
大

き
な
役

割
を

果

た
し

た
。

本

書

も
作
者

が
連
歌

師

で
あ

る

と
ま

で
は
言

え

な

い
が
、

連
歌

師

の
古

典

的
教

養

に
負
う

所

が
あ

っ
た

の
で
は

な

い
だ
ろ
う

か
。

以

上
述

べ
て
来

た

「
姫
宮

私

言
」

の
紹

介
を

要
約
す

る
と
次

の
如

く

で

あ

る
。

こ
の
書

は
古

今

集
序

を

敷
桁

し
、

注
釈
書

の
説
を

と
り
入

れ

て

い

る

が
、

例
歌

や
構

成

面

か
ら

見

て
、
当
時

の
歌
壇

と

は
孤

立
し

て

い
る
。

書

名

、

古

今
集

注
釈
書

の
影
響

、

仏
教

思
想

の
影

響

の
諸
点

か

ら
、
地

下

の
連
歌

師

と

の
関

連

を
看

過

で
き

な

い
と
思
う

。

ま

た
、
直

接

の
執
筆

理

由

と

し

て
は

、
当
時

流

行

の
女

子
教

訓
書

に
啓

発
さ

れ

た
事

が
考

え

得

る
。

本

書

は
中

世

の
古

今
集

注
釈

史

上
、

或

は
女
子

教
訓
書

を

考

え
る
上

の

一

資
料

を
提

供
す

る

も

の
と

信
ず

る
。

注

①

「
肥
前
島
原
松
平
文
庫
」

(文
学
昭
和
36
年
11
月
号
)

幻
注
D
に
よ
る
。

3ゆ

「悦
目
抄
」

の
成
立
年
代
は
明
ら
か
で
な

い
。
久
曽
神
昇
氏
は

「為
世
の
時
代
あ
た
り
」

(

日
本
歌
学
大
系
解
題
)
と
さ
れ
、

「群
書
解
題
」
で
は

「鎌
倉
末
期
か
ら
室
町
時
代
に
か
け

て
、
仮
托
書
流
行
の
時
代
風
潮
に
動
か
さ
れ
て
で
き
あ
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。」
と
さ
れ
る
。

の
草
稿
本
系
統
の
成
立
は
、
木
藤
才
蔵
氏
が
提
唱
さ
れ
た
寛
塵
四
年
説
が
、
ほ
ぽ
定
説
と
な
っ

て
い
る
。

(校
註
さ
さ
め
ご
と
〉

⑤
群
書
類
従
に
.よ
る
。

⑥
今
井
源
衛
先
生

「王
朝
物
語

の
研
究
」
三
六
○
頁

⑦
三
輪
正
胤
氏

「鎌
倉
後
期
成
立
の
古
今
和
歌
集
序
註
に
つ
い
て

(中

)
」
(
「文
庫
」
17
号
)

⑧
未
刊
国
文
古
註
釈
大
系
四
巻
に
よ
る
。
鎌
倉
末
期
成
立
か
。

⑨
片
桐
洋

一
氏

「古
今
和
歌
集
聞
書
三
流
抄
…
1
解
題
と
本
文
1

」
(女
子
大
文
学
第
22
号
)

に
よ
る
。
弘
安
末
年
成
立
と
さ
れ
る
。

0①

「世
阿
弥
自
筆
伝
書
集
」
に
よ
る
。

㎝
日
本
古
典
文
学
大
系

「謡
曲
集
下
」
に
よ
る
。

0⑳
明
応
7
年
成
立
。
飛
鳥
井
雅
俊
著
。
九
大
図
書
館
蔵
延
宝
2
年
刊
本
に
よ
る
。

一

〇の
応
永
13
年
成
立
。
九
大
図
書
館
蔵

「古
今
序
註
」
明
暦
4
年
刊
本
に
よ
る
。

23

00
猪
苗
代
蒙
載
、
兼
純
著
。
永
正
5
-
7
年
成
立
。
赤
羽
淑
氏

「ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大

一

学
古
典
叢
書
」
に
よ
る
。

09

日
本
古
典
文
学
大
系

「古
今
集
」
に
よ
る
。

00
日
本
古
典
文
学
大
系

「謡
曲
集
上
」
に
よ
る
。

00
前
掲
論
文
⑨
、
③
の
ほ
か
伊
藤
正
義
氏

「謡
曲

「富
士
山
』
考
」

(言
語
と
文
芸
」
餌
号
)、

熊
沢
れ
い
子
氏

「古
今
集
と
謡
曲
=
中
世
古
今
注
と
の
関
連
に
お

い
て
ー
」

(国
語
国
文
45
年
10

月
号
)
な
ど
。

㎝
詞
書
や
本
文
か
ち
出
典
は

「詞
花
集
」
並
び
に

「周
防
内
侍
集
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。

09
日
本
歌
学
大
系
第
四
巻
に
よ
る
。

侶①
日
本
歌
学
大
系
第
四
巻
に
よ
る
。

⑳
同
第
四
巻
に
よ
る
。

⑳
同
第
五
巻
に
よ
る
。



㈱
同
第
五
巻
に
よ
る
。

⑳
同
第
五
巻
に
よ
る
。

⑳
群
書
頬
従
に
よ
る
。

⑳
浜
予
代
清
氏

「連
歌
と
仏
道

・

(仏
教
文
学
研
茜

所
載

)

⑳
占
典
文
庫

「連
歌
論
新
集

」

(伝
宗
紙
)

⑳
岩
波
文
庫

「連
歌
論
集
下
」

〔

追

記

)

本
稿

脱
稿

後

、
新

に
発

行

さ
れ

た
片
桐

洋

一
氏
著

「
中

世
古

今
集

注
釈

書
解

題

二

」
を
拝

見

し

た
。

同
著

に
は

、
従
来

未
翻

刻

の
注
釈
書

が
幾

つ

か
翻

刻

さ

れ
、

ま
た

、

「
研
究
篇

」

に
於

い
て
も
関

連
し

た
注

釈
書

の
本

文

の
引

用

が
な
さ

れ

て

い
た
。

こ
れ

ら

に
よ

っ
て
、

こ
の
論

文

の
第

四
章

く
中

世

の
今

集
注

釈
書

と

の
関
連

v
に
珈

補

足
す

べ
き

事
実

を

知
り
得

た

の
で
、
次

に
記

す
。

片

桐
氏

の
偉

業

に
感
謝

の
意

を
表

し

た

い
。

ま
ず

、

和
歌

三
国

伝

来
記

を
伝

え

て

い
る
注
釈
書

は
数
多

い
が
、
そ

の

中

で

「
三

流
抄

」

に

の
み
見

え
る

「
乱

文
」

と

い
う
言

葉
を

使

っ
て

い
る

の
は
、

大

東
急
記

念

文

庫
本

「
占

今
和

歌
集

聞
書

」
、
京

大

付
属

図
書
館

41
院

家

旧
蔵
書

「
古

今
序

抄

」
、
東

山
御

文

庫
蔵

「
古
今

和

歌
集
聞
書

」

の
三
書

で
あ

る
。

こ
れ

ら

の
書

は

、

こ
の
点

か
ら
見

る

と
、

「
三
流
抄

」

等

の
初
期

の
注
釈
書

を
素
直

に
受
け
継

い
で

い
る

と

い
え
よ
う
。

ま

た

「
古
今

和

歌
集

頓

阿
序

注
」

は
、

難
波

津

の
歌

の
本

説

に
お
け

る
人

名

の
点

と
、

浅
香

山

の
歌

に

お
け
る

「
釆

女

が
葛

城

の
王

の
供

を
し

て
下

っ
た
已

と

い
う

点

に

お

い
て
、

「
姫
宮

私

言

」
に

一
致
す

る
。

な

お
、

小
野

小

町
と
大

江

惟
章

の
関

係

は
、

「
弘

安
十

年
古
今

集

歌
注

」
や

、
伊
勢

物

語

の
注
釈

書

「星

宮

口
伝

」
に
も

伝
え

ら
れ

て

い
る

)

受

贈
図
書

47
年

10
月

ー

48
年

6
月

文
芸
論

天
地

の
は
じ
め

(古
事
記
上
巻
真
訳

そ
の
1
、
2
)

対

山
館

文

庫
目
録

(国
文
学
関
係
)

西

日
本

歳
時

記

能
古

近
世

文
学

作
家

と

作
品

三
本
対
照

捷
解

新
語

本
文
篇

鏡
花

全
集

1
～

28

荷

風
全
集

1
～

28

今

川
為
和

集
㈹

(中
世
歌
書
翻
刻

第
4
冊
)

秋

成

(第
35
回
展
)

名

古
屋

大
学

国
語
国

文

学
論

集

(松
村
博
司
教
授
定
年
退
官
記
念
)

王
朝

第
六
冊

日
本

近
代

文
学

大
系

48

大
正

短
篇
集

イ

ソ

ッ
プ
伝

の
研
究

図
書
寮
叢
刊
詞
林

金
玉

集

上
巻

原
始

日
本

語

研

究
ー
日
本
語
系
統
論
へ
の
試
み
1

中
世

文

芸
叢
書

別

刊

Ⅲ

春
日
和
男

春
日
和
男

伝
習
館
郷
土
文
庫

小
原
+青
々
子

小
島
吉
雄

中
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