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藤

原

兼

輔

伝

考

(二
)

工

藤

重

矩

四

兼
輔
の
交
遊

先
に
発
表

し

た

「
藤

原
兼

輔

伝
考

(
一
)
」

で

は
、
参

議
就

任

(
延
喜

二

一
年

)
以
前

に
お
け

る
事

跡

に

つ

い
て
、
定

方

と

の
関

係
、

宮
廷

で

の

活
動

を
中

心

に
述

べ
た
。

本

稿

は
そ

れ

に

つ

い
で
同
時

期

で

の
周
辺

的

人

物

と

の
交

遊

に

つ

い
て
述

べ
よ
う

と
す

る
。

既

に
、
兼
輔

の
交
遊

に

つ
い
て
は
藤

岡

忠
美

氏

に
よ
り

、
兼

輔
中

心

の

「
小
世

界
」

の
存

在

と
そ

の
和
歌

史

的
意
義

と
が
指

摘

さ
れ

て

い
て
、

い

わ

ゆ

る

「
兼

輔

サ

ロ
ン
」

と
し

て
、

そ

の
性
格

に
は
若
干

の
疑

問

は
持

た

れ

つ

つ
(琵

、
そ

の
存
在

自

体

は
ほ

ぼ
通
説

と
な

っ
て

い
る
。

本

稿

で

は
、

結

論

と
し

て
は
、

こ
れ
を

否
定

す

る

こ
と

に
な
る

が
、
論

述

の
過

程

で
し

ば

し

ば
唐
突

に

「
兼
輔

サ

ロ
ン
」
を

云

々
し

て

い
る

の
は
、

そ

の
説
を

無

視
し

て
は

進
め

な

い
か
ら

で
あ

る
。

初

め

に
お
断

わ
り

し

て
お
く
。

期
間

と
し

て
は
参
議

以

後

の
も

の
を

も
少

し
く

含

む
け

れ
ど
も

、
多

く

は
そ

れ
以
前

の

こ
と

で
あ

る
。

参
議

以

後

の
定
方

と

の
交
渉

、
晩

年

の
忠

平

と

の
関

係
等

に

つ
い
て
は

、
次
稿

に
譲

っ
て
触

れ
な

い
。

「
兼
輔

集

」

「
後
撰

集

」

「
大
和

物
語

」
等

に
見
え

る
人
物

は
か

な
り

多
彩

で
、
兼
輔

の
交
渉

の
在
り

方
を

、

ま

た
延
喜

期

に
お
け

る
歌
壇

的

位

置

を
示
唆

し

て

い
る

よ
う

に
思

わ

れ
る
。

以

下
、

そ

の

一
人

一
人

に

つ
い

て
ほ

ぼ
官
位

順

に
検
討

を

加
え

て

い
く
。

敦
慶
親
王

・
敦
実
親
王

共
に
宇
多
天
皇
の
皇
子
で
母
后
は
醍
醐
天
皇

と
同
じ
藤
原
胤
子
。
胤
子
は
兼
輔
の
従
姉
妹
で
あ
る
。

敦

慶
親

王

は
中
務

卿

、
式

部

卿

な

ど
を
勤

め

て
、
延

長

八
年

二
月

二
八

日

に
莞

じ

て

い
る
。

「
兼
輔

集

」
等

に
故

親

王

を
偲

ぶ
定

方

と

の
贈

答

歌

が
有

る
が
、

そ

れ

は
直

接

に

は
兼
輔

と
親

王

と

の
交
渉

を
示

さ
な

い
と
し

て
も

、
生
前

か
な
り
親

し

い
交

渉

の
あ

っ
た

こ
と
を
前

提

と
し

て
理
解

す

べ
き

こ
と

を
要
求

す

る

よ
う

で
あ

る
。

「
大
和

物

語
」

七

一
段

に
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故

式
部

卿

の
宮
う

せ
た
ま

ひ
け

る
時

は
、

き

さ
ら

ぎ

の

つ
ご
も
り

、

花

の
さ
か
り

に
な

ん
あ

り

け
る
。

堤

の
中
納

言

の
よ

み
た

ま

ひ
け

る
、

さ
き

に

ほ
ひ
か

ぜ
ま

つ
ほ
ど

の
山
桜

人

の
世
よ

り

は
久
し

か
り

け

り

三
条

の
右

の
お
と

デ
の
御

か

へ
し

春

々

の
花

は

ち
る

と
も

さ
き

ぬ

べ
し

ま
た
あ

ひ

が
た
き

人

の
世

ぞ
う

き

(
日
本

古

典
文
学

大
系

)

と
あ

る

の
は
血
縁

を
失

っ
た
悲

し

み
に

よ
る
。

敦

実
親

王

は
兄
親

王

の
莞

後

、
そ

の
官

を
襲

っ
て
式

部

卿
と
な

っ
た
よ

」
4
)

う

で
あ

る
。

こ
し

き

ぶ
卿
す

み
た

ま

ひ
し

四
条

の
宮

に

て
、

い
ま

の
式

部
卿

は

じ

め
た
ま

ひ
け

る
ひ
い
ま
の
と
あ
る
は
入
道
の
な
り

き

み

が
な

も

み
や

も
む

か
し

の
し

か
な

が
ら

か
は

れ
る
も

の
は
と
し

に
ぞ
あ

り

け

る

(
兼

輔
集

一
○

一
)

式

部
卿

と

い
う
官

名

も
、

四
条

の
宮

も

、
な

き
親

王

が
式
部

卿
を
拝

命

さ

れ
た
時

と

同
じ

だ

が
…

…

…

と
、
新

ら

た

に
式
部

卿

に
任

ぜ
ら
れ

た
敦

実
親

王
を

見

て

の
詠

で
あ

る
。

露

わ

な
祝

い
言

で

な
く
、

し

み
じ

み
と
し

た
感

慨
を

め

で
た

い
席

で
歌

い
え
た

の
は
、
血

縁

で
あ

る

こ
と
に
依

る

の

で
あ

ろ
う
。

但

し

、
当
然

の

こ
と
な

が
ら

、
兼

輔

が
式
部

卿

の
宮

に
伺
候

し

て

い
る

の
で
あ

っ
て

、
親

王

が
兼
輔

邸

を
訪

れ

て

い
る

の
で
は
な

い
。

「
大
和

物
語

」

二
九
段

に
、

「
故
式

部

卿

の
宮

に
、

三
条

の
右

の
お

と

、・
、

異
上

達
部

な

ど
類
し

て
ま

い
り

て
、
碁

う

ち
御
あ

そ

び
な

ど
し
給

て

、

夜

ふ
け

ぬ
れ

ば
、

こ
れ

か
れ
酔

ひ
給

ひ

て
、
も

の
が
た
り

し
」

た

と

い
う

話

が

伝
え

ら

れ
て

い
る
。

こ
の
よ
う

な

機
会

に

は
兼
輔

も

参
加

す

る

こ
と

も
あ

っ
た

で
あ

ろ
う
。

両
親

王

と

の
交
遊

を
伝

え

る
も

の
は
右

の
如
く

で
あ

る

が

、
血
縁

・
姻

戚
関

係
を
軸

と
し

た
も

の

で
、
親

王

が
兼
輔

邸
を

訪

れ
る

の
で
は
な

く

、

兼
輔

が
親

王

の
許

に
伺

候
す

る
態

の
も

の
で
あ

る
。

両
親

王

が
時

の
天
皇

の
弟

宮

で
あ
り

、
岳

父
定

方

の
甥

で
あ

'、
て
み

れ
ば

、
そ

れ

は
当
然

の
こ

と

で
あ

る
。

藤

原
仲

平

基
経

の
男
。

時

平

の
弟

、
忠

平

の
兄
。
延
喜

八
年

参
議

(
三

四
才

)。

同

十

七
年
中

納

言
。

延
長

五
年

大
納

言
。

承

平
三

年
右

大

臣

(
五

九

才

)
。
承

平

七
年

左
大

臣
。

天
慶

八

年
莞

(
七

一
才

)
。

枇

杷
殿

と
号

さ
れ

た
。枇

杷

殿

に
ま

で
た
り

け
れ

ば
、
昔

物
語

し

給

ふ
と

て
北

面

に
よ

び

合

せ

て
、

ふ
る

ご
と

・
も
あ

り

け

る
中

に

り
て
か
(桂
・
六
)

い
に
し

へ
の
こ
と

か
た

ら

へ
ば
時
鳥

い
か

に
し

て
か

は
古

声

の
す

る

(
兼
輔

集

磯
掴
諏
猷
覗
本

)

諸
本

間

の
異

同

が
大
き

い
。

西
本

願
寺

本

(
以

下
西

本

と
略
す

)
は

、

「
は

や
う

あ

ひ
し

れ
り
け

る

人

の
、
も

の
が
た
り

な

ど
し

け

る
程

に
、
郭

公

の
鳴

け

れ
ば

」

と
、

人
名

・
場
所

を

明
示

し
な

い
。

こ
れ

と
同
系

統

の

類

従
本

に
は

こ

の
歌

が
無

い
。

桂
宮

本

で
は

、

「
び

は
ど

の

・
き

た

の
か

た

に
た

い
め

ん
し

て
、
も

の
が
た

り
き

こ
ゆ

る

ほ
ど

に
、

ほ

と

・
ぎ

す

の

な
け

ば
」

と
、

相
手

を
仲

平

の
北
方

と

し

て

い
る
。

「
古
今

和
歌

六

帖
」

物

が
た
り

に
作

者
名

不
記

で
出

る
。

歌

仙
家
集

本

系

に

せ
よ

桂
宮

本

に

せ
よ
、

兼
輔

が
枇

杷
殿

に
参

上

し

て

い
る
点

で
は
同

じ
な

の
だ
が

、
桂
宮

本

は

「北

方

」

と
対
面

し

て

い
る

こ
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と

に
な

っ
て

い
て
、

そ

の
歌

か
ら

し
て
も

穏

や
か

で
な

い
。

歌

仙
家

集
本

の
形

が
崩

れ
改

め

ら
れ

た
も

の

で
あ

ろ
う

か
。

仮
り

に

、
仲
平

を
相

手

と

考

え
れ

ば
、

か
な

り
親
し

い
間

柄

で
あ

っ
た

と

い
え
る
。

そ

の

こ
と
は

以

下
に
見

る
歌

か
ら

も

い
え
る
。

む

め

の
は

な
お

も
し

ろ
か

り
け

る
を

み

に
と

て
、

び
は
ど

の

に
お

は
し

た
り

け
る

に

や

ど
ち

か
く

に

ほ
は
ざ

り

せ
ば
む

め

の
は
な

か

ぜ
の
た

よ
り

に
き

み

を

み
ま

し
や

へ
兼
輔

集

五

)

類

従
本

は
西
本

に

ほ
ぼ
同

じ

だ
が
、
歌

仙

家
集
本

で
は
、

「
梅

の
花

お

も
し
ろ

か
り

け
る

と

て
、
人

の
来

た
り

け

れ
ば
」

と
あ

り
、
左

注

に
、

「
そ

の
ま
ら
う

ど
は
右

の

お
と

.・
な
り

」

と
す

る
。

桂
宮

本

は
、

「
か
け

た
る

つ
か
さ

に

て

の
こ
ろ
、

そ

の

つ
か
さ

の
ひ

と
む

め

の
は

な

の
も

と
ち

か
く

ゐ
た
る

に
」

と
あ

り
、

「
続

後
撰
集

」
春
上

(
五
○
)

で
は

「
題

し
ら
ず

」

と
し

て
採

ら
れ

て

い
る
。

西
本

系

で
は
枇

杷
殿

に
兼
輔

が
参

候

し
、

歌
仙
家

集
本

系

で
は
右
大

臣

が
兼
輔

邸

(
明
記

し
な

い
が
そ
う

で
あ

ろ
う

)
を

訪

れ
た

こ
と

に
な
り

、

桂
宮
本

で
は
同
僚

が

お
そ

ら
く

は
兼
輔

邸

に
来

た

こ
と
に
な

っ
て

い
る
。

西
本

の
場

合
、

歌

は
明

ら
か

に
宿

の
主
人

の
詠

だ

か
ら

、
兼
輔

の
歌

で

は
な

い
こ
と

に
な
り

、
家
集

に
入
れ

る
理
由

が

な
く
な

る
。

ま

た
、

「
お

は
し

た
り

け

る
」
と

尊
敬

語
を

用

い
て

い
る

が
、
兼
輔

の
行

為

に
尊
敬

語

を
使

用
し

た
例

は
無

く
、

仲
平

の
方

が
上
位

な

の
だ
か
ら

、
前

の
歌

仙
家

集
本

(
い
に
し

へ
の
の
歌

)

で

「
枇

杷
殿

に
ま

で

た
り
け

れ
ば

」
と
謙

譲

語
を

用

い
る
如

く
、

こ
こ
で
も

謙
譲

語

で
あ

り
た

い
。

少

く

と
も
尊
敬

語

は
避

け

る

べ
き

所

で
あ

る
。

で
あ

れ
ば

、

「
び

は
ど

の
に
」

は

「
の
」
の

誤
写

(ユ

↑

の

)
の
可
能

性
も

あ

る
。

も

し

そ
う

で
あ

れ
ば
、

仲
平

が
兼

輔

邸

の
梅

花

を
見

に
訪

れ

た
時

の

こ
と

で
、
歌

の
詠
者

は
兼
輔

で
あ

る
。

右

の
よ
う

に
仮
定

し

て
も

な

お
疑

問

は
残

る
。

桂

宮
本

で

「
か

け

た
る

つ
か
さ

」

の
頃

と

い
う

の
を

手
掛

り

に
考

え

る
と
、

仲
平

と
官

職

を
同
じ

く
す

る
時

期

は
延
喜

十

年

正
月

か
ら

十
三

年
正
月

に
か
け

て
で
、
仲

平

は

左

兵
衛
督

、

兼
輔

は
佐

で
あ

っ
た
。

ま

た
兼
輔

は
内

蔵
助

で
も

あ

っ
た
。

し

か
し

、
数
多

い
兼
官

の
経

歴

の
う

ち
、
特

に

こ
の
時

期

を

「
か

け
た

る

つ
か
さ

に

て

の
こ
ろ
」

と

い
う

の
も
不
審

で
あ

る
。

仲
平

に
拘

ら

ね
ば

、

宰

相
中

将

の
頃

(
延
喜

二

一
ー

延

長
五

年

)
、
中
納

言

兼
右

衛

門
督

の

頃

(
延

長
八
ー

承
平

三

年
)

の
方

が

ふ
さ

わ
し

い
か
も

し
れ

な

い
。

歌

仙

家
集
本

の
左
注

「
右

の
お
と

.・
」

に

つ
い
て
も
、

仲
平

は
承

平

三
年

か

ら

七
年

ま

で
右
大

臣

だ

っ
た
か

ら
矛

盾

は
し
な

い

(
こ
の
場
合

、
左

注

は

こ

の
間

に
書

か

れ
た

こ
と

に
な

る

)
。

し

か
し

、
右

大

臣

で
終

っ
た
定
方

も

捨

て
難

い
。

仲
平

と
見

て
も

諸
本

間

に
絶
対

的

な
矛

盾

が
起

る
訳

で
は
な

い
か
ら

、

一
応

、
仲
平

が
相

手

と
考

え

て
よ

い
と
思
う

が
、

「
兼
輔

サ

ロ
ン
」

の
関

係

で
、

「
び
は

ど

の
に
」

を

「
び
は

ど

の

の
」

の
誤

と
す

る
限

り

で
仲
平

が
兼
輔

邸
を

訪

れ
た

と
言

え
る

の
で
あ
り

、
し

か
も

相
手

が
仲

平

と
明

示

す

る

の
は
西

本
系

の
み

で
あ

る
事

を

、
念

の
た
め
記

し

て
お
く
。

伎

類
)

さ
く

ら

の
は

な

の
ち
る

を
か

き
あ

つ
め
て
よ

さ

ぶ
ら

ひ

に
お

か
せ

た

ま

へ
り
け

る
を

み

て
、
び

は

の
お

と

、、

ち
る

に

ほ
ひ
あ

だ
な

る
も

の
と

い
ふ
な

れ
ば

か
く

て

の
み
こ
そ

み
る

べ

か
り
け

れ

そ

の

つ
い
で
に

ひ
ろ

ひ
を

き
て
み
る
人

し
あ

れ

ば
さ

く
ら

ば

な
ち

り

て

の

・
ち

の
く

や
し

さ
も

な
し

(
兼
輔

集

一
五

・
一
六

)
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歌

仙
家

集
本

は

「
桜

の
花

の
散

り
け

る

が
み

か
は
水

に
入

り
け

れ
ば

、

枇
杷

大

臣
」

と
あ

り
、
桂

宮
本

は

「
殿
上

に
ち
り

た
る

花
を

お

こ
せ

た
ま

へ
る

を
見

て
、

ぴ

は

の
お
と

.・
」

と
す

る
。

兼
輔

の
歌

が

「
そ

の

つ
い
で

に
」
詠

ま

れ

た
と
す

る

こ
と

は
諸
本

同

じ
。

「
続
後

拾
遺

集
」

春
下

二

二
一
)

に

「
み
か

は
水

に
花

の
散

り
積

る
を

見

て
よ

み
侍

り
け

る

枇

杷

左
大

臣
」

の
詞
書

で
採

ら

れ

て

い
る
。

殿
上

(
下
侍

)

で
仲

平

の
詠

に
和

し

た
も

の

で
あ

る

こ
と

は
諸
本

同
じ

で
あ

る
、が

、
そ

の
場

の
最
上

位
者

が
仲
平

か
あ

る

い
は
他

の
者

か

で
、
兼

輔

の
歌

の
意

味

は
変

る
。

仲

平

で
あ

れ
ば

、

「
ひ
ろ

ひ
を

き

て
み
る

人
」

は
仲

平

を
指

し
、

よ
り

上
位

の
者

が
居

れ
ば
、

そ

の
人
を
指

す

こ
と

に
な

る
。

い
ず

れ

に
し

て
も

、

い
さ

さ

か
追

従

の
気
配

を
感

じ

さ
せ

る
。

こ

の
時

期

に

つ
い
て
、
敢

え

て
想
像

す

れ
ば

、
仲
平

は
昌

泰

四
年
三

月

か
ら
延
喜

入

年
二
月

ま

で
蔵

人
頭

で
あ

り

、
兼
輔

は
延

喜

二
年

正
月

蔵

人

労

で
従
五

下

を
叙

せ
ら

れ

て

い
る
。

そ

の
こ
ろ
な

ら
、

殿
上

の
下

侍

で
仲

平

と
右

の
よ
う

な

こ
と
も

あ

り
え

た

こ
と

で
あ
ろ
う

。

同

僚

で
あ

っ
た
り

も

し

て
、
往

来

は
し

ば
し

ば
あ

っ
た
と
思

わ

れ
る
。
ま

た
、

「
後

撰
集

」

哀
傷

二

四

一
○

・
一
四

】
一
)
に
藤

原
守

文

と
清

正

(
兼

輔

男

)

の
贈
答

歌

が
採
ら

れ

て

い
て
、

詞
書

に
よ

れ
ば

、
清

正
は
枇

杷

殿

の
忌

に

こ
も

っ
た

と

い
う
。

仲

平
家

と

兼
輔
家

と

は
既

に
血
縁

的

に
は

遠

い
こ
と
か

ら
考

え
れ

ば
、

あ

る

い
は
姻
戚

関
係

で
も

生
じ

て

い
た

の

で
あ

ろ
う

か
。

も
し

そ
う

で
あ

れ
ば

、

こ
れ

ま

で
の
資
料

も
よ

く

理
解

で
き

る

の
だ

が
、

そ

の
事

を

示
す

資
料

は
管

見

に
入

ら
な

い
。

藤

原

玄
上

南

家
中

納

言
諸
葛

五

男
。

刑
部
大

丞

、
木

工
助

、
中

務
少

輔

、
少

納
言

、
右

馬
頭

等
を

経

て
延
喜

十

三
年

四
月

十
五

日
右
中

将

、
十

六
年

三
月

二
八

日
左

中
将

に
転

じ

、
十

九
年
参

議

に
昇

り

(
六

四
才

)
、

承

平

三
年

正
月

莞
じ

た

(
七

六
才

)
。
従

三
位

。

(
公

卿
補

任

)

管

絃

に
も
秀

れ

、
和

琴

「
玄
上

(
玄
象

)」

は

こ
の
持

物

で
あ

っ
た
と

い
う

(
拾

芥
抄

)
。

娘

は

文
彦
太

子

保

明
親

王

の
室

で
あ

っ
た

(
公
卿
補

任

・
大
鏡

)。

太

子

の
天
逝

は
玄

上

に
と

っ
て
も
不

運
な

こ
と

で
あ

っ
た
。

は

る
か

む

の
宰

相
左

近
中

将

に

て
、

こ
ろ

ば

い
を

・
り

て
お

こ
せ

た
り

し

き

み

が
た

め
わ

が
お

る
や

ど

の
む
め

の
花

い
う

に
ぞ

い
つ

る

ふ
か
き

こ

・
ろ

は

と
あ

る
返
事

い
う
も

か
も

と
も

に

・
ほ

へ
る

む
め

の
花

ち
る
う

た
が

ひ

の
あ

る

や

な

に
な

り

(
兼
輔

集

六

・
七

)

諸
本

詠

歌
事

情

は
同

じ

だ
が
、

歌
仙

家
集

本

・
桂
宮

本

は

「右

近
中

将

」

と
す

る
。

「
続

後
撰

集

」

春
中

(五

一
)
に
玄
上

の
歌

が
入
集
す

る
。

兼
輔

は

延
喜

十
三

年

正
月

二

一
日
左

少
将

、
十

九
年

正
月

二

八

日
左

権

中

将

と
な

っ
て

い
る
。

ま

た
、

延
喜

十

四
年

正
月

、
兼

輔

は
近

江
介

を
兼

ね
、
同

十
六

年
正

月

に
は
玄

上

が
近

江
権

守
を

兼

ね

て

い
る

(
公

卿
補
任

)。

つ
ま
り

、
延

喜

十
三

年

か
ら
十

六
年

三
月

ま

で
は

右
中

将

(
玄
上

)
ー

左

少

将

(
兼
輔

)
の
関
係

で
あ

っ
た

が
、
十

六
年

正
月

か
ら

は
近

江
権
守
ー

介

の
関

係

が
加

わ
り

、
十

六
年

三
月

か
ら

は
左

中
将

ー
左

少

将

と
更

に
二

重

の
上

司
下

司

の
関
係

に
あ

っ
た

こ
と

に
な

る
。

二
人

の
交

遊

は
そ

の
面

で
も

繁

く
あ

っ
た
で
あ

ろ
う
。

歌

は
恋

愛
歌

の
風

が
あ

る
が

、
老
中

将
茶

目

化
を

出
し

、

兼
輔

も
心
得

て
戯

れ

て

い
る

の
で
あ

ろ
う
。

し

か

し
、
意

地

悪
く

み

れ
ば

、
蔵

人
、

蔵

人
頭

(延

喜

十
七

年
八
月

)
で
あ

る
兼

輔

に
、
官

位
的

に
は
あ

ま

り
恵

ま
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れ
な

い
玄
上

が

と
り

い
っ
た
と
も

見
え

、
兼
輔

の

「
散

る
疑

ひ

の
あ

る

や

何

な
り

」

(
深

い
心

の
現

れ
と

い
う

が
、

そ
れ
も

散

っ
て
し

ま

い
そ
う

な

の
は

ど
う

い
う

こ
と
な

の
か
。

)
と

い
う
返

歌

は
、
直

接

の
上
司

で
も

あ

り

、

二
十
才

も
年

長

の
者

(
延
喜

十
八

年
。

玄
上

六
三
才

、
兼
輔

四
二
才

)

に
対

す

る
言
葉

と

し

て
は
不

遜

に
聞

え

な

い
で
も

な

い
。

そ

れ
は

と
も

か

く

、
少
く

と
も

玄
上

が

兼
輔
邸

に
出

入

し

た

こ
と
を
直

接

に
示

す
も

の
で

は
な

い
。

藤

原
治

方

南
家

経
邦

一
男
。

上

総

・
遠

江

・
摂

津
守
。

少

納
言

。
大

蔵
少
輔

。

正
五
位

下
。

(
尊
卑

分
脈

)

藤

原
は

る

か
た

か
う

ぶ
り
給

は
り

て
近

江
守

に
な

り

て
下

る
に

、

せ

ん

せ
う

と
て
ま

つ
に
、

こ
ず
な

り

に
け

れ
ば

、

こ
ぬ

人
を

ま

つ
あ

き

か

ぜ

の
ね

ざ

め
に
は

わ

れ
さ

へ
あ
や

な

た
び

ご

・
ち
す

る

あ

ふ
さ

か

の
家

か

り

て
、
そ

れ
よ

り

は
る

か
た
が

い
で
た

つ
に
、

あ

ふ
さ

か

の

せ
き

に

わ
が

や
ど

な

か
り

せ
ば
わ

か
れ

て

の
ち
は

た

の

ま

ざ
ら

ま
し

(御

所
本

三

十
六

人
集
　
　

八

八

・
八
九

)

「
こ
ぬ
人

を
」

の
歌

、
西
本

・
桂
宮

本

に
無

い
。

「
あ

ふ
さ

か

の
」

の

歌

の
詞
書

、

西
本
系

で
は

「
女

の
ま

だ
あ

は

ぬ
ほ
ど

に
人

の
く

に

へ
い
き

け

る

に
、
あ

ふ
さ

か
な

り
け

る
家

を

か
り

て
、

そ
れ
よ

り

い
で

た
ち
け

れ

ば
」

と

し
、

桂
宮
本

で
は

「
ひ

ん
が
し

く

に

へ
下
る

ひ
と

に
」

と
、
相

手

を

明
示

し
な

い
。

「
新
古

今
集

」

別

(
八
六
二
〉

で
も

「
逢

坂

の
関
近

き

わ

た
り

に
住

み
侍

り
け

る

に
、遠

き

所

に
ま

か
り
け

る
人

に
饒

し

侍

と
て
」

と
、

治
方

の
名

は
見
え

な

い
。

疑

問

は
残

る

が
、

一
応

、
歌

仙
家

集
本

に
従

っ
て
治
方

の
事

と

し

て
扱

う
。

治

方

が
五
位

に
叙

せ
ら

れ

て
蔵
人

所
を

下

り
、
遠

江
守

(
近
江
守

の

記

録

は
無

い
。

家
集

の
誤

写

で
あ

ろ
う
。

)
と
な

っ
た

の
は
延
喜

二
十
年

正
月

三
十

日

の

こ
と
で
あ

る

(
蔵

人
補

任

)
。

こ

の
時

、
兼

輔

は
蔵

人
頭

で
あ

っ
た
。

頭

兼
輔

は
蔵

人
所

を
罷

り

下
る
治

方

の
饅

を
し

よ
う

と

し
た

の

で
あ

る
。

場
所

は

、
待

っ
て

い
る
所

か
ら

し

て
お
そ

ら
く

は

兼
輔
邸

で

あ

ろ
う
。

そ
れ
を

治

方

は
す

っ
ぽ

か
し

た
訳

だ
か

ら
、

あ
ま

り
重

視
し

て

は

い
な

か

っ
た

の
で
あ

ろ
う

。

と

こ
ろ

で
、

「
躬
恒

集
」

(
西
本
願
寺
本

)
に

「
同

廿
年

二
月

廿
七

日

遠

江
守
藤

太

守

の
饒

、
右
近

先

少

将
曹

司

」
と

、
右

近
先

少
将

(
俊
蔭

)

の
曹

司

で
も

催
し

て

い
る
。

歌

仙
家
集

本

で

は

「
同

じ
年

の
二
月
遠

江
守

の
せ
ん

に
左

近

の
少
将

に
代

り

て
」

(

一
五
六
六
九
)

と
代

詠

な

の
で
あ

る

が
、
饒

が

二
月

に
催

さ
れ

て

い
る

こ
と

で
は

同
じ

で
あ

る
。

正
月

三

十

日
よ

り
約

一
ヶ
月

を
経

て

の
赴

任

は
妥

当
な

時

期

で
あ

る
。

と

こ
ろ
が
、

兼
輔

の
歌

は

「
あ
き

か

ぜ

の
ね
ざ

め

に
は
」

と
秋

(飽

)
風
を
吹

か
せ

て

い
て
、
春

の
詠

と
し

て
は
不
適

で
あ

る
。

「
兼
輔

集
」

の
詞
書

は
明

ら

か

に
赴

任

の
時

の

こ
と

で
、

「
躬

恒
集

」

か
ら

そ

れ
は

二
月

の
末

と
分

る
。

だ
と
す

れ

ば
、

既

に
し

て
春

の
内

か
ら
秋

風

(
飽

風

)
が
吹

く

と
、

か
な

り
痛
烈

な
皮

肉

を
言

っ
て

い
る
と
解

し

て
よ

い
だ
ろ
う
。

「
逢

坂

の
」

の
歌

も
、

逢
坂

の
関

に
も

し
私

の
家

が
無

か

っ
た
な
ら

、

一
度
別

れ

て
後

は
私

の
こ
と
な

ど
頼

り

に
は

し
な

か

っ
た

で
あ

ろ
う

と
、

待

っ
て

い
た
饒

の
時

に
は
来

ず

、
宿

は
借

り

に
来

る
治
方

へ
の
皮

肉
を

含

む
で
あ

ろ
う

。

治
方

と

は
蔵

人
所

の
同

僚

で
あ

っ
た

が
、
以

下

に
述

る
数

人
も

蔵
人
所

を

罷
り

下

る
時

の
饒

の
宴

で

の

こ
と
で
あ

る
。
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藤

原
さ

ね

き

南
家

良

尚
男

で
、
参

議
菅

根

の
弟

で
あ

る
従

四
位
上

陸

奥

守
真

興

(
尊
卑

分

脈

)
で
あ

ろ
う

か
。

「
大
和

物
語

」
=

九
段

の

「
み

ち

の
く

に

の
か
み
に
て
し
に
し
ふ
ち
は
ら
の
さ
ね
き
」
は
こ
の
真
興

と
さ
れ
る

が
、

或

い
は
同

一
人
物

で
あ

ろ
う

か
。

藤

原

さ

ね
き

が
蔵

人
よ

り

か
う

ぶ
り

た
ま

は
り

て
、
あ

す

を
り

む

と
す

る
夜

む

ば

た
ま

の
こ
よ

ひ

ば
か

り
ぞ

あ
け

こ
ろ
も
あ

け
な

ば

人
を

よ

そ

に

こ
そ

み
め

歌

仙
家

集

本
系

は
右

に
ほ

ぼ
同

じ
。
桂

宮
本

は

「
ふ
ち

は
ら

の
さ

ね
き

が
く

ら

ひ

と

に
て

か
う

か
う

ぶ
り

た
ま

は

る
、
明

日
叙

位

と
て
殿

上

の
し

も

さ

ぶ
ら

ひ
に

て
さ

け
な

ど

の

み
け
る

つ

い
で

に
」

と
場
所

を
下

侍

と
定

め

、
宴
席

で

の
詠

で
あ

る

こ
と
を

明
記
す

る
。

「
後
撰

集
」

雑

一
(
=

一

七
)

で

は

「
藤

原
さ

ね
き

が

蔵
人

よ
り

か
う

ぶ
り

賜

は
り

て
、
あ

す
殿

上

ま

か
り

お
り

な

む

と
し
け

る

夜
、

酒

た
う

べ
け

る

つ

い
で
に
」

と
。

続

群
書

類

従

に
収

め

ら
れ

る

「
蔵

人
補

任
」

(
延
喜

十

六
1

二
二

年

)

に
藤

原

さ

ね
き

の
名

は
無

い
。

詞
書

か
ら

兼
輔
も

蔵

人

の

一
貝

と
考

え
ら

れ

、
兼
輔

は
延

喜

二

一
年

、
頭

か
ら

参
議

へ
昇

っ
た

か
ら

、
さ

ね
き

が
殿
上

を

下
り

た

の
は

遅
く

と
も

延
喜

十

五
年

以
前

で
あ

る
。

兼

輔

は
蔵
人

の

一

員

と
し

て
宴

に
加

わ

っ
た

の
で
あ

り
、

こ
の
詠

は
個

人
的

理
由

に
よ

る

の

で

な
く

、
蔵

人
所

の

一
員

と

し

て

の
こ
と

で
あ

る

と
考

え
る

べ
き

で
あ

ろ

う
。

こ
れ
以

外

の
私

的
交

遊

も
あ

っ
た
か

も
し

れ
な

い
が
、
今

そ

れ
を
語

る

資
料

の
無

い
こ
と
、
玄

上

、
治

方

と
同

じ

で
あ
り

、
続

く

人

々
と
も

同

じ

で
あ

る
。

在

原

と
し
き

伝
不

詳
。

あ

ひ
み

つ

・
わ

か

る

・
か
た

に
あ

る
も

の
を
な

に

こ
と

の
は
を

な

ぐ

さ

め

に
せ
む

こ
れ

は
よ

ぱ

ふ
女

の
人

の
国

へ
い
き

け
る

に
、
在

原

の
と

し
き

が

蔵

人
よ

り

か
う

ぶ
り
給

は

り

て
や
り

け
る

郭
公
な
ー
東
雲
の
あ
け
ご
ろ
も
ふ
る
き
心
を
わ
す
れ
麓

難

劔

(
兼
輔

集

=
ハ
二
六
六

)

歌

仙
家

集
本

系

に

の
み
あ

る

の
で
異

同

は
確

か
め
え

な

い
が
、

左
注

と

詞
書

と

が
混

じ

て

い
る
。

「
郭
公

」

の
歌

は
在
原

と
し

き

が
蔵

人
所
を

罷

り

下
る

宴

で

の
詠

で
あ

ろ
う
。

「
東
雲

の
あ

け

こ
ろ
も

」

と
あ

る
か

ら
、

夜

を

明
し

た

の
で
あ

る
が

、
実
際

に
も

朱

の
抱
を

着

し

て

い
た

の

で
あ
ろ

う
。

で
あ

れ
ば
、

場
所

は
藤

原

さ
ね

き

の
場

合

と
同

じ
く

殿
上

下
侍

あ

た

り

で
あ

ろ
う
。

「
蔵

人
補

任
」

に
そ

の
名

が
見

え
な

い
か

ら
、

延
喜

十
五

年

以
前

の

こ
と

で
あ

る
。

兼
輔

は
蔵

人
所

の

一
員

で
あ
り

、

「
ふ
る
き
心

を

忘

れ
ざ

ら
な

む
」

と
言
う

の
も
、

個
人
的

心

情

と

い
う

よ

り
は
、

蔵

人

集

団

の
意

識

と
し

て
理
解
す

べ
き
も

の
で
あ
ろ

う
。

大

江
千

古

江
相

公
音

人
七

男
。

伊
与

権
守
。

式

部
少

輔
。

式
部

権

大

輔
。

延
長

二
年
卒

。

(尊
卑

分
脈

)

又

お
な
じ
中

納

言

、
蔵

人

に
て
あ

り
け

る
人

の
加
賀

守

に

て
く

だ
り

け

る
に

、
わ

か
れ
を

惜

み
け

る
夜

、
中
納

言

、

君

が

ゆ
く

こ
し

の
白

山
し

ら
ね

ど
も

雪

の
ま

に
ま

に
あ

と
は

た
つ

ね
む

(
大
和

物
語

七

五
段

)

「
兼
輔

集

」

で
は

「
大
江

千
古

が
し

ら

や
ま

に
ま
う

で
け

る

に
」

(
西

本
願

寺

本

他
本

ほ
ぼ
同
じ

)

と
あ
り

、

「
古
今

集

」
別

(三
九

一
〉
に
は

「
大

江

の
千
古

が

こ
し

へ
ま

か
り

け

る
馬

の
は
な

む
け

に
よ

め

る
」

と
、
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共

に
蔵
人

の
こ
と

は
記

さ
れ

て

い
な

い
。

「大

和
物

語

」

の
蔵
人

を
大

江

千
古

と
す

れ
ば

、
や

は
り

「蔵

人
補

任

」

に
名

を

見
な

い
か

ら
、

延
喜

十

、

五

年
以
前

、
延

喜
五

年
古

今
集

奏
上

説

に
従

い
、
後

年

の
補

入

で
な

い
と

す

れ
ば
、

そ

れ
以
前

の
こ
と

で
あ

る
。

で
あ

れ
ば
、

兼
輔

は
末

だ
官
位

は

低
く

(延
喜

二
年
非

蔵
人

棚
捌

に
て
従

五
位
下

)
、
藤

原

さ

ね
き

、

在

原

と

し
き

の
場

合

と
事

情

は

同
じ

で
あ

ろ
う
。

平
中

興

桓

武
平
氏

季

長
男

(尊
卑

分

脈

鞭
賦

)
。

昌

泰
元

年

十

二
月

蔵
人
。

同

三
年

二
月

文
章
生

。
八
月

少
内
記

。
同

月
転

大
内

記
。
延

喜

四
年
。

正
月
従

五

上
。

同
月

近
江

守
。

十
九

年

正
月
左

衛

門
権
佐
。

廿

二
年
正
月

美

濃
守

。

(
古

今
集

目
録

)

沈け
(類
)

平

の
な

か
き

が

は
り
ま

よ
り

の
ぼ
り

て
、
さ

は

る

こ
と
あ

り

て

い

ま
ま

で
ま

い
ら

ぬ
と

い
ひ
た

る
返

事

に

時

鳥
鳴

ま

ふ
さ

と

の
し

げ

け

れ
ば
山

辺

に
声

の
せ

ぬ
も

こ
と

は
り

*

*

*

こ
ひ
わ

た

る

た
な
ば

た

つ
め

に
あ

ら
ば

こ
そ

け

ふ
し
も

人

に
あ

は

む

と
思

は

め

こ
れ
は

か

の
さ
は

る

こ
と
あ

り

て
と
云

ひ
た
り
し
な

か
き

が
、
あ

り

、

、
て
七

日

に
き

た
り
け

れ
ば

、
う

ち

・
さ

ぶ
ら

ひ

に
て

い
ひ

い
だ
し

た
り

け
る

(
兼
輔
集

三

四

・
三
八

)

諸
本

詠
歌

事
情

は

ほ

ぼ
同
じ

で
あ

る
。

ま
ず

、
詠

歌

年
次

を
考

え

て
お

こ
う

。

「
播
磨

よ

り
上

り

て
」

と
あ

る

が
、

「
古

今
集

目
録

」

に
は
前
記

の
通
り

、

こ

の
国

の
官

は
な

い
。

と

こ

ろ
が
、

「
尊
卑
分

脈

」

光
孝
平
氏

の
忠

望
王

の
男

に
中

興

が

お
り

、
「
文

」

「
蔵

」

「播

磨
守

そ
五
上

、
古

今
作
者

」

と
注

さ
れ

て

い
る
。

「
古

今
集

目
録

」

に
も

、
前

に

は
引

か
な

か

っ
た

が
、

「
正
五
位

下

行
内

膳

正
忠

望

王

二
男
。

実

右
大
弁

季

長

一
男

」

と
あ

っ
て
、
何

ら

か

の
事
情

で
忠

望

王

の
子
と
な

っ
た

の
で
あ

る
。

重
要

な

官
或

い
は
極
官

を

記
す

こ
と

の
多

い

「
尊
卑
分

脈
」
に
播
磨

守

と
あ

る

か
ら

、

「
古
今

集
目

録

」
に
官

歴

の
消

え

る

延
喜

二
二
年
以

降

延
長

八
年
卒

す

る

(
勅
撰

作
者

部
類

)ま

で
、
若

し
美

濃

守

を
四
年

勤

め
た

と
す

れ
ば

、
延

長

四
年

正
月

以
降

の

こ
と

で
あ

り
、
兼
輔

は
参
議

(
延
喜

二

一
年

正
月

)或

い
は

中
納

言

(
延
長

五

年
正
月

)
で
あ

っ
た
。

と

こ
ろ

で
、

こ
れ
よ

り
以
前

か
ら

二
人

の
交

渉

は
あ

っ
た
。

外

吏

に
し
ば

く

ま

か
り

あ

り
き

て
殿

上
お

り

て
侍
け

る
時

、
か

ね
す

け

の
朝

臣

の
も

と

に
を
く

り

侍
け

る

平

中

興

世

と

・
も
に
峰

へ
ふ
も

と

へ
お

り

の
ぼ
り

ゆ
く
雲

の
身

は
我

に

ぞ
有

け

る

(後

撰
集

竺

甲
○

八

○

)

外
吏

に
し
ば
く

罷

り
歩
き

て
と
言

う

か
ら

、
遠

江
守

、
讃

岐
守

、

近

江
守

と
続

け

て
地
方
官

を

勤

め

て

い
た
頃

、

お
そ
ら

く

は
三
度

目

の
近

江

守

(
延
喜

十
五

年
任

)

の
頃

で
あ

ろ
う
。

こ
の
時

兼
輔

は
近
江

介

(
延
喜

十
四
年

兼

)

で
あ

る
。

兼
官

で
は
あ

っ
た

が
、
延

喜

十

七
年

の
宇
多

法
皇

石
山
寺

御
幸

で
は
現

地

に
赴

い
て
接

待

に
奔

走
し

て

い
る
か
ら

、
守

の
中

興
と
も

密

な
連
絡

を

と

っ
て

い
た

こ
と
で
あ

ろ
う
。

更

に
そ

れ
以
前

、

中
興

は
昌

泰

元
年

(
八
九
八

)
蔵

人

と
な

っ
て

い
る

が
、

兼
輔

は
延

喜

二
年

(
九
○
二

)
ま

で
六
位
蔵

人

で
あ

っ
た
。

二
人

が

同
時

に
蔵

人
所

に
在

っ
た

こ
と
は
疑

い
な

い
。

そ

れ

が

一
方

は
地
方
官

と

な

り
「

一
方
は

よ
う

や
く
国

政

の
中

枢

に
近

づ

こ
う

と
し

て

い
た
。

蔵
人

(
蔵
人

頭

)

で
あ

り

、
定

方

と

い
う

庇
護

者

を
持

つ
兼
輔

に
、
昔

の
誼

と

現
在

の
守
-

介

と

い
う

繋

り

に
よ

っ
て

、
中
興

は

「
世

と

・
も

に
」

の
歌

を
詠

み
送

っ
た

も

の
で
あ

ろ
う
。
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さ

て
、
「時

鳥

」
の
歌

に
戻

る
。
こ

の
時

二
人

の
差

は
更

に
大

き

く
播
磨

守

と
参

議

(中
納

言

)
と

に
開

い
て

い
た
。
中

興
が
わ

ざ

わ
ざ
訪

問

で
き

な

い

由

を
言

い
遣
し

た

の
も

、

お
そ
ら

く
何

ら

か

の
庇
護

を
蒙

っ
て

い
た

か
、

そ
れ
を

期
待

し
た

か

に
依
る

で
あ

ろ
う
。

そ
れ

に
対
す

る
兼

輔

の
返

事

は

「御

機
謙

伺

い
す

る
所

が
沢
山

あ

っ
て
忙

し

い
の
だ
ろ
う

か
ら
、
こ
ん
な
山

奥

ま

で
や

っ
て

こ
な

い
の
も

も

っ
と
も

な

こ
と
だ
。
」
と

い
う

程

の
意

で
あ

る
。

「
山
辺

」
と

は
粟

田

の
邸

を
言
う

の

で
あ

ろ
う

が

、
そ

れ
は

「
里

」
、

つ

ま

り
洛

中

の
権
門

に
対

し

て

こ
と
さ

ら

に
強
調

し
た

も

の

で
あ

ろ
う
。
「鳴

ま

ふ
」

「
こ
と
わ

り
」
と

い
う

こ
と
ば
も

皮
肉

を

含

ん
だ
表

現

で
あ

ろ
う
。

七
月

七

日

の
歌

は

二

年

中
恋

し

が

っ
て
今

日
を
待

っ
た
織

女
な

ら

と

も

か

く
、
私

は
逢

い
た
か

っ
た

訳

で
は
な

い
の
だ
。

先
日

は
挨
拶

に
も
来

な

か

っ
た

が
、
今

一
日

で
す

ま

そ
う

と

は
虫

が
よ
す

ぎ

は
し
な

い
か
。

今

日
は

と

に
か
く
逢

え

な

い

の
だ
。

」

と
、
散

文

化
す

れ

ば
な

る
。

「
下

侍

に

て
言

ひ
出

し

」
た

と

い
う

か
ら
、

自
ら

で
な

く
、
使

に
歌

を
持

た

せ

て

の
こ
と

で
あ

る
。

か

な
り

ね
ち

ね
ち

し

た
言

い
方

で
あ

る
。

次

に
示
す

定
方

に
対

す

る
歌

い
振

と
比
較

す

れ

ば
、
一
層
明

か

で
あ

る
。

三
条

の
右

大

臣

ど

の

、
ま

だ
若
く

お

は

せ
し
時

、

交
野

に
狩

し

た

ま

ひ
し
時

、

追

ひ
て
ま

で
て

き

み
が
ゆ

く

か
た

の
は

る
か

に
聞
し

か

ど
し

た

へ
ば
来

ぬ
る
物

に
ぞ

あ
り

け

る

い
そ
ぐ

こ
と
あ

り

て
、
さ

い
だ

ち

て
か

へ
る

に
…

…

庇

護
者

定
方

に

は

「
い
そ

ぐ

こ
と
」

を
も
措

い
て
後

を
追

っ
た

兼
輔

で

あ

る
。
自

分

が
多
少

と

も
庇
護

す

る
者

に
は

「
さ
ば

る

こ
と
」
を

措

い
て

も
慕

い
来

る

こ
と

を
求

め
た

の
で
は
な

か
ろ
う

か
。

治

方

の
場
合

を
考

え

て
も
そ
う

で
あ

ろ
う

。

藤

原
忠

房

京

家
右

京
大

夫

正
五

下

興
嗣

一
男
。

大

和

守
。

左
兵
佐

。

右
京

大

夫
。

左
少

将
。
歌

人
。
楽

道

長
。

(
尊
卑

分
脈

)

兼
輔
朝

臣
左

近
少
将

に
侍

り
け

る
時

、

む
さ
し

の
御

む

ま

む
か

へ

に
ま

か

り
た

つ
日

、

に
は

か

に
さ

は
る

こ
と
あ

り

て
、

か

は
り

に

お
な

じ

つ
か
さ

の
少
将

に
て
む

か

へ
に
ま

か

り

て
、
あ

ふ
さ
か

よ

り
随
身

を

か

へ
し

て

い
ひ
を

く

り
侍

け

る

藤

原
忠

房
朝

臣

秋

ぎ

り

の
た
ち

の

・
駒
を

ひ
く

時

は
心

に

の
こ
り

て
君

そ

こ
ひ
し

き

(
後
撰
集

秋
下

三

六
七

)

詞
書

に
明
か

な

ご
と
く

、
同

僚

で
あ

っ
た
か
ら

、
交

遊

の
あ

っ
た

こ
と

は
疑

い
な

い
が

、

こ

の
忠

房

の
歌

は
駒

迎
の
使

と
な

る

は
ず

で
あ

っ
た
兼

輔

へ
の
挨

拶

と
し

て

送

っ
た
も

の

で
あ

ろ

う
。
「君

ぞ
恋

し

き
」

と

い
う

の

も

、
所

が
恋

の
歌

枕

の
逢

坂

だ
か

ら

で
、
必

ず

し
も

個
人
的

心

情
を

言

っ

た
も

の
と
は
限

ら
な

い
と
思

わ

れ
る
。
他

に
ど

の
よ
う

な

交

遊
が
あ

っ
た

か
明

か

で
な

い
け

れ
ど
も

、

少
く

と
も
右

の
資
料

も

い
わ

ゆ

る

「
兼
輔

サ

ロ

ン
」

の
存

在

を
示

す
も

の
で
は

な

い
。

甘
南
備
扶
持

神
南
備
の
す
け
も
ち
、
つ
か
さ
う
じ
、
近
き
い
も
と
に
さ
う
ず
く

ぬ
ぎ
け
る
所
に
女
す
ゑ
た
り
け
れ
ば
、
女

に
代
り
て

神
南
備
の
岩
瀬
の
も
り
の
岩
ず
り
は
恋
し

つ
も
れ
る
我
か
と
や
思

(兼
輔
集

噸
梱
鰍
駄
覗
)

歌
仙
家
集
本
系
に
の
み
見
え
る
歌
で
あ
る
。
神
南
備

の
す
け
も
ち
は
、

「類
従
符
宣
抄
」
第
八
に

「前
大
和
守
甘
南
備
真
人
扶
持

被
従
三
位
守

大
納
言
兼
右
近
衛
大
将
行
皇
太
子
傅
藤
原
朝
臣
道
明
宣
儒

件
人
其
身
不
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向

任
所

莫
責

本
任

放
還

者

延
喜

十
五

年
十

二
月

廿
八
日

、
少
外

記
和

利

親

奉
」

と
あ

る
者

と
同

一
者

で
あ

ろ
う

。

「扶

桑

略
記

」
所
引

の

「
宇
多

御

記

」
寛

平
元

年
十

二
月

二

日
条

に
、
陽

成
院

乱
行

の
調

査

の
復
命

を

「
甘

南
扶

持

」

が
行

っ
て

い
る
。

こ
れ

も

同

一
者

で
あ

ろ
う
。

詞
書

の
意

、
不

明

の
所
も

あ

る
が
、

「兼

輔
サ

ロ

ン
」

の
存
在

を
積

極

的

に
示
す

も

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
。

御
春
有

輔

(佐
)

兼
輔

の
兵
衛
督

の
か
も

が
は

の
ほ
と

り
に

て
、
左

衛
門

尉

み
は

る

の

あ

り
す

け

か
ひ

へ
く
だ

る

に
、
饒

し

た
る

日
よ

め
る

(
西
本

貫

之
集

五
五

八

〉

歌

は
省

い
た
。
御

春
有

輔

は

「古

今

集
目

録
」

に

「
敏
行

家

人
」

と
あ

る
が
、

「
古

今
集

」
哀
傷

(
八
五
三

)

の
詞
書

に
、
利

基
を

偲

び
、

そ

の

曹

子

に
居

た

こ
と
が
あ

る

と
言

っ
て

い
る
事

か

ら
、
敏

行

で
な
く

、

兼
輔

の
父
利
基

の
家

人

で
あ

っ
た

の
だ
ろ
う

と
言

わ

れ

て

い
る

(
目
崎
徳

衛

氏

)。

そ

こ
で
、
有
輔

の
饅

に
貫

之

の
よ

う

な
歌

人
を
招

い
て
歌
を

詠

ま

せ
る

こ

と

は
、
有

輔

に

と

っ
て
面
目

な

こ
と

で
あ

り
、

そ

の
よ
う

な

挙

に
及

ん
だ

兼
輔

の
人
間

と
し

て

の
情
誼

の
篤

さ

を
見

る
人
も

い
る

が
、

こ
の
饒

の
宴

は
、
単

に
父

利
基

の
家

人

で
あ

っ
た

こ
と

に
依

っ
て

の

み
催

さ

れ
た

の

で

は
な

い
。

有
輔

は
延
喜

三
年

七
月

二

八
日

に
は
蔵

人
所

出
納

で
あ

っ
た
と

い
う

こ
と

が

「
西

宮
記

」

蔵
人
所
講
書

に
見

え

る
。

兼
輔
も

延
喜

二
年

ま

で
蔵
人

で
あ

っ
た
。

二
人

は
同
時

に

蔵
人
所

に
あ

っ
た
と
見

て

よ

い
。

更

に
、

兼
輔

は
延
喜

元
年

か

ら
三
年

二
月

ま

で
右
衛

門

少
尉

だ
が

(
公
卿

補

任

)
、
有

輔

は
延

喜

二
年

二
月

に
は
左

衛
門

少
志

と

な

っ
て

い
て

(
古

今

集

目
録

)
衛

門
府

の
同
僚

で
も
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

饒

を
催

し

た

の
は
延
喜

七

年
正

月

か
ら
十

年

正
月
(
右

兵
衛

佐
在
任

中

)

の
頃

で
あ

る
。

父

の
家

人

で
あ

っ
た

と

い
う

事

は
確

か
に

大
き

な
理

由

で

は
あ

る

が
、
ま

た
蔵

人
所

、
衛

門

府

の
同
僚

で
あ

っ
た
と

い
う
事

も

見
逃

せ
な

い
理

由

で
あ

る
。

清

原
深
養

父

夏

夜
、

ふ

か
や

ぶ
が
琴

ひ
く
を

き

・
て

藤

原

兼
輔
朝

臣

み
じ

か

夜

の
ふ
け

ゆ
く

ま

・
に
高

砂

の
峰

の
松

風

ふ
く

か

と
そ
き

く

お
な
じ

心
を

つ
ら
ゆ
き

葦

引

の
山

し

た
水

は
ゆ
き

か

よ

ひ

こ
と

の

ね
に
さ

へ
な

が

る

べ
ら
也

(
後
撰

集

夏

一
六
七

・
}
六
八

)

家
集

で
は
桂
宮

本

に

の
み
採

ち

れ

て

い
る

(
貫
之

の
歌

は
無

い
)
。

貫

之

の
歌

は

「
貫

之
集

」

に
は
な

い
が
、

「
古
今

六
帖

」

に
貫

之
作

で
採

ら

れ
て

い
る
。

ま

た
、

慶
長

十
五

～
寛

永

十
九
年

の
成

立

と

い
わ
れ

る

(
群

書

解
題

)

「
月

刈
藻
集

」

(
続
群
書
類
従

)
に

同
人
語

云

、
左

衛
門
督

兼

輔
夏

比
深

養

父
貫
之

招

而
有

當
座
△
蔦

夕

日
隠

二
西

山

一
。

通

夜
促

一管

絃

「。

干
時

深

養

父
弾
レ
琴

。
其

声
為
二
諄

タ

。

兼
輔

感

歎
而
読
レ
撒
。

ル

ミ

ジ
力
夜

ノ

貫

之
此

歌
賞

而

流
水
曲

准

謂
歌
。

ア

シ
ヒ
キ

ノ
…
…

う:

深

養

父
流

感
涙

一。
管

絃

畢

而
席
去
。

息

泰
光

語

云

々
。

と
説
話

化

さ
れ

て

い
る
。

信
悪

性

に
は
乏

し

い
。

「
同

人
」

の
語

と
し

て

こ

の
話

の
す

ぐ
前

に
、
紀
貫

之

は
始

め
實

之

と
号
し

て

い
た

が
、
小

朝
拝

の
時

、
冠

を
落

し

た

の
で
、
居

合

せ
た
上

達
部

達

は
、
實

之

が
冠

を
落

し

た
か

ら
貫
之

だ

、
と
笑

い
あ

い
、
以

後
貫

之

と

い
う

よ
う

に
な

っ
た
、

と

い
う
話

を
載

せ
る

が
、

共

に
戯

事

で
あ

ろ
う

。
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「
後
撰

集
」

に

は

「
お
な

じ
心
を

」

と

い
う

場
合

、

同
じ
時

に
詠

ん
だ

も

の
と
全

く
別

の
機

会

に
詠

ま
れ

た
も

の
と

が
あ
(憂
。
従

っ
て
、

こ
の
場

合
も

深
養

父
が
居

た

こ
と
は
確

か

だ
が

、
貫

之

が

同
席

し

て

い
た
か

ど
う

か

の
決
定

は
保

留
し

て

お
か

ね
ば
な

ら
な

い
。

仮

に
三

人
が
同

席
し

て

い

た
と

し

て
も
、

そ

の
場

所

が
何

処
か

で
三

人

の
関

係

の
在

り
方

へ
の
解
釈

は
変

る
。

こ
れ

ら

の
事

が
判

明
し

て

い
な

い
以
上

、

「
兼
輔

サ

ロ
ン
」

の

存

在
を

積
極
的

に
示
す

も

の

で
は
な

い
ど

言
わ
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。

凡

河

内

躬

恒

躬

恒

と

兼
輔

と

の
交
遊

に

つ
い
て
は
峯

岸
義

秋
氏

の

『
平

安
時

代
和

歌
文

学

の
研
究
』
に
詳
し

く

、
資
料

的

に
は
尽

く
さ

れ

て

い

る
。

延
喜

十

六
年
宇

多
法
皇

の
石

山
寺

御
幸

の
折

、
近

江
介

兼
輔

は
躬

恒

に
屏

風
歌

を
書

か

せ
、
当

日

は
法
皇

の
舟

近

く
侍

ら

せ
て

い
る
(躬

恒
集

)。

一
方
躬

恒

は
延
喜

後

半

(
お
そ

ら
く

十

五
年

以
降

)
貫
之

を
介

し

て
兼
輔

に
名
簿

を

送

っ
た

(
後
撰
集

)
。

延

長

三
年

淡
路
操

の
任

が
果

て

て
上
洛

し

た
時

、
粟

田

の
兼
輔

邸
を

訪

れ

た

(後
撰

集

)

の
は
、

兼
輔

に
何

ら

か

の
庇
護

を
蒙

っ
て

い
た
為

で
あ

ろ
う

と

さ
れ

て

い
る
。

ま

た
延
喜

十

八
年

秋

兼
輔

ら
殿

上
人

の
遊

覧
行

に
、
是

則

、
千
古

と
共

に
随

行
し

て
詠

歌
し

て

い
る

(躬
恒

集

)
。

以
上

が

二
人

の
交
渉

を
語

る
主

な
資

料

で
あ

る
。

こ
れ

か
ら
す

る
限

り
、

上
下

の
関

係

を
基
本

と
す

る

こ
と

は
争

え
な

い
所

で
あ

ろ
う

。
名

簿

を
提
出

し

て

い
る

の

で
、
兼
輔

の
庇

護

を
蒙

っ
て

い
た

で
あ

ろ
う

こ
と
も
先

学

の
言

れ
る

通

り

で
あ

る
。

た
だ

、
兼
輔

の
庇
護

が
、
例

え

ば

「
宇
多

法
皇

の
躬

恒

へ
の
春
顧

を

想

い
や

っ
た
兼
輔

の
格

別

な
配
慮

」

(
峰

岸
氏
前

掲
著

二
○

三
頁

)
と

い
い
、

或

い
は

兼
輔

の
支
持

の
下
に

延
喜

十
八

年

の
遊
覧
行

が
躬

恒
中

心

に
催

さ

れ

た

(
同
三

五
頁

)
と
言

わ

れ
る

よ
う

に
、

「
躬
恒

の
栄
誉

」

と
兼
輔

の

「
情

誼

の
あ

つ
さ

」
の
側

か
ら

の

み
語

ら

れ
る

の
は

や

は
り
片

手
落

で
あ

ろ

う

。

た
と

え
、

躬

恒

が
兼
輔

の
厚
情

に
感

泣

し

た
で
あ

ろ
う

と

し

て
も
、

兼
輔

に
と

っ
て

は
、
法

皇

の
接
待

は
近
江

介

と
し

て

の
仕

事

で
あ

り
、
法

皇

を

喜

ば

せ
る

こ
と

は
即

ち
自
分

の
名
誉

で
あ

っ
て
、

そ

の
手

段

に
躬
恒

を
使

っ
た

に
す

ぎ

な

い
ー

一
石
二
鳥

の
効

果

を

ね
ら

っ
て
ー

か
も
し

れ
な

い
の

で
あ

る
。

庇

護

と

い
う

事

は
必
然

的

に
見

返
り

を
伴
う

も

の
で

あ

る
ゆ

え
に
、

単

に
厚
情

と

の
み
は
言

い
切
れ
な

い
で
あ

ろ
う
。

こ

の
場

合

多

く

は
兼
輔

へ
の
理
解

に
関

わ

っ
て

い
る

こ
と
な

の

で
、

こ

こ
で
は
、

兼

輔

の
庇

護

が
単

に
そ

の
人
間

性

の

み
か
ら

発
し

て

い
る

の

で
は
な
く

、

し

か
も

躬
恒

と

の
交

渉
も

「
身

分
階

級
を

離

れ
た

人
間

性
自

体

の
親

密

さ

に
よ

っ
て
結

ば

れ

て

い
る
」

(
藤
岡

忠
美

氏

)

こ
と
を

示
す

も

の

で
は
な

い
と

い
う

こ
と
を

指
摘

す

る

に
止

め
て

お
き

た

い
。

紀

貫

之

貫

之

が
兼
輔

と
私
的

交
渉

を
持

つ
よ
う

に
な

っ
た

の
は
、
先

に
述

べ
た
御
春

有
輔

の
饒
宴

に
招

か

れ

て

い
る

か
ら

、
古

今
集

撰
進

後

ま

も
な

く

の
延
喜

十

年
前
後

で
あ

ろ
う

と
言

わ
れ

て

い
る
。

以
後

、
兼

輔

が

莞
じ

て
後

も

そ

の
後

家

や
男

雅

正

の
許

を
訪

れ

た
り

し

て

い
て
、
親

し

い

交

り

の
あ

っ
た

こ
と
を
物

語

っ
て

い
る
。

し

か
し

一
方

で
、
身

分
的

差

に

よ

っ
て

「親

分

子
分

的
」

要
素

の
あ

っ
た

こ
と
も

ま

た
否

め
な

い
。

お
な
じ
中

将

の
み
も

と

に

い
た

り

て
、
か

れ

こ
れ
松

の
も

と

に
下

り

ゐ

て
酒
な

ど

の
む

つ
い
で
に

影

に
と

て
た
ち

か
く

る

れ
ば
唐

衣

ぬ
れ

ぬ
雨

ふ
る
松

の

こ
ゑ
か
な

(
貫
之

集

一
八
○

三

六

)

「
影

に
と

て
た
ち

か
く

る
れ

ば
」

と

は
、
兼
輔

の
庇
護

を
蒙

っ
て

い
た

か
或

い
は

そ
れ

を
期
待

し

て

の

こ
と
で
あ

ろ
う
。
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兼
輔

が
参

議

に
就

い
た
時

、
貫

之

は

そ

の
邸

を
訪

れ
、

庭

の
紅
梅

に
こ

と
よ

せ

て
、

春

ご
と

に
咲
き

ま
さ

る

べ
き
花

な

れ
ば
今

年
を

も
ま

だ
あ

か
ず

と

そ

み
る

と
、
前

途

の
栄

え
あ

る

べ
き

こ
と
を

詠

ん

で

い
る

(貫

之

集

)
。

こ

の
よ
う

に

一
方

で
は

、
兼
輔

の
妻

が
死

ん
だ
時

の
詠

(
貫

之
集

)
や

兼
輔

の
母

が
死

ん
だ
時

の
詠

(貫

之

集

)
な

ど
が
あ

り
、

一
方

に
は
、
暗

に
官
位

の
沈

滞

を
訴

え

て

い
る
詠

も

あ

る

(
貫

之
集

一
入
○
三
二

)

。

そ

こ

で
二
人

の
交
遊

を
要

約
す

れ

ば
、

阿
部

俊
子
氏

の
言
わ

れ

る
よ
う

に
、

兼

輔

と
貫
之

の
間

に
は
、
意

識

の
中

に

二
様

の
関
係

が
併

存
し

て

い

た

の
で
あ

ろ
う
。

即

ち
、
歌

人
風

流

人

と
し

て

は
親

し

い
友

で
あ

り

、

権

力
機

構

の
中

の
公

人
と

し
て

は
上

下
関
係

に
立

つ
。

こ

の
人
達

(
定
方

、

兼
輔
、

貫

之

の

こ
と
ー

引

用
者

注

)
は
、
親

し

く

て
も

そ

の
実
態

は

、
連
帯

感

、

一
体

感

で

つ
な
が

る
グ

ル
ー

プ
構

成

で

は
な
く

、

兼
輔

は
貫

之

に
と

っ
て
は

そ

の
意

識

の
基

底

で
何

か

の
希

望

に

つ
な

が
る

可
能
性

を

も

つ
理
解
者

と
か

パ
ト

ロ
ン
と

か

の

位

置

に
あ

っ
た

と
見

る

べ
き

で
あ

ろ
う

と
思

う
。

と

い
う

こ
と
に
な

る

の

で
あ

な
弛

。

で

は
具
体

的

に
ど

の
程
度

政
治

的

社
会

的
な

面

で
兼

輔

は
貫

之

に
助
力

す

る

こ
と

が

で
き

、

文
学
的

な

面

で
は

ど

の
程
度

身

分
的
制

約

を
離

れ

え

た
か

と
な

る
と
、

必
ず

し

も
明

ら

か
で

は
な

い
。

何

よ
り

資
料

が
少

く
、

ま

た

そ

の
判
定

に
は

、
当
時

の
貴

族

の
生

活

の
全
体

を
、

少
く

と
も

彼
ら

の
交
遊

の
在

り
方

の
全

体

を
知

る
必

要

が
あ

っ
て
、

い
ま

私

の
手

に
余

る

こ
と

で
あ

る
。

以
上

「
兼

輔
集

」

を
始

め

と
す

る
和
歌

資
料

に
依
り
、

兼
輔

の
交
遊

を

見

て
き

た
。

そ

の
う

ち

で
、
藤

原
治

方
、

藤
原

さ

ね
き

、
大

江
千

古
、

在

原

と
し

き

は
蔵

人
所

の
同

僚

で
あ

り
、
平

中
興

、
御

春
有

輔

も

か

っ
て
は

そ
う

で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う

に
蔵
人

所
関

係

の
者

が
多

い
の
は
兼
輔

が
蔵

人
所

に
終
始

関
係

し

て

い
た
事

に
依

る

の
だ

が
、
蔵

人
所

が

文
学

的
雰

囲

気

を
持

っ
て

い
て
、
詠

歌

の
機

会

の
多

か

っ
た

こ
と
も

そ

の
理
由

で
あ

ろ

う
。

蔵

人
関

係

で
は
他

に
、
峯
岸
義

秋

氏

の
考

証

さ
れ

た
延
喜

十

八
年

晩

秋
遊

覧

行

が
あ

る
。

氏

は
躬

恒
中

心

の
文

人
グ

ル
ー

プ

の

一
行

で
あ

る

と

言

わ
れ

た

が
、

こ

の

一
行

が
蔵

人

で
あ

り

、
躬

恒
ら

は

そ

の
随

行
者

に
す

ぎ

な
か

っ
た
と

い
う

こ
と

は
、

既

に
村

瀬
敏

夫

氏

に
指
摘

が
あ
唾

、
私
も

述

べ
た

の

で
、

こ

こ
に
は
繰

り

返
さ

な

い
。

こ

の
時

、
兼
輔

は
蔵

人

頭

で

あ

っ
た

の
で
、

お
そ
ら

く

リ
ー

ダ
ー

シ

ッ
プ

は
と

っ
た

で
あ

ろ
う

が
、

そ

れ

は
蔵

人

の
集

団

の
故

で
あ

っ
て
、

「
兼
輔

サ

ロ

ン
」

の
主

人
と
し

て
で

は
な

い
こ

と
は
も

ち

ろ
ん

で
あ

る
。

さ

て
、
最
初

に
触

れ
た
よ
う

に
、
兼

輔

を
中

心

と
す

る

「
小

世
界

」

が

あ

っ
た

と

い
う

見

方

が
、
藤

岡
忠
美

氏

に
よ

っ
て
提

唱
さ

れ
、

通
説

と
な

っ
て

い
る
。

そ

の

い
わ
ば

小
世

界

と
も

い
え

る
も

の
を

構
成

し

て

い
る
主
員

は

、

こ
う

し

た
皇
室

へ
の
傾

倒

が
顕

著

な
定

方

・
兼
輔

と
、

そ
れ

に
職
業

歌

人
貫
之

を

加
え

た
三

人

で
あ

っ
た
。

彼

ら
三

人
を

と
り

巻

い
て

こ

の
舞

台

に
集

ま
る

人

々
は

と

い
う

と

、
躬
恒

・
是

則
等

職

業
歌

人

や

藤
原

玄
上

等

の
老

公
卿

や
、

大

江
千
古

・
藤

原
治

方

等

の
受
領

階
級

や

、
神
無

備

の
す

け
も

ち

と

い
う

神
官

の
家

系

と

お
ぼ
し

き

人
物
等

お

よ
そ
雑

多

な
階

級

に
属
す

る

人
た

ち

で
あ

っ
た
。
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と

「
古

代

風

で
浪
漫

的
色

彩

を
帯

び

た

一
つ
の
小
世

界
」

の
存

在
を

指
摘

さ
れ
、

そ

の
特
性

と
し

て
、

「
身

分
階

級

を
離

れ
た

人
間
性

自
体

の
親

密

さ

に
よ

っ
て
結

ば

れ

て

い
る
」

こ
と

、

「
和

歌

の
上

で
も

人
生
苦

を
主

題

と
し
た

歌

が
多

い
」

こ
と
、

「
生

活
態

度

が
浪
漫

的

で
享
楽

的

で
あ

る
」

こ
と
な

ど
を

挙
げ

ら

れ
た
。

し
か

し
な

が
ら

、
見

て
来

た
よ
う

に
、
藤

岡
氏

の
挙

げ

ら
れ

た
人
物

の

大
部

分

は
蔵

人
所

の
同

僚

で
あ
り

、
官

職
を

同
じ

く
す

る

人

々
で
あ

る
。

そ

の
舞
台

も
多

く

は
兼
輔

邸

で

は
な
く

、

い
わ
ゆ

る

「小

世

界
」
ま

た

「
兼

」15
)

輔
サ

ロ
ン
」

(
目
崎

徳
衛

氏

)

の
存
在

を
示
す

も

の
で
は
な

か

っ
た
。

因

み

に
、
藤

岡
忠

美

氏

は
賀
茂

川

堤
邸

の

「
庭

園

の
結

構

に
専

心
し

て

い
た
」

と
さ

れ
、

「
そ

れ
が
全

生
活

を

か
け

て

の
集

中
的

実
践

で
あ

っ
た
」

と
も

言

わ
れ

て
、

そ

の
例

と

し

て
「
大

和
物

語

」第

七

四
段

を
引

か
れ

て

い

る

が
、

「
か

の
殿

の
寝
殿

の
前

に
す

こ
し
遠

く

た
て
り

け

る
桜

を

、
ち

か

く
堀

り
植

へ
た
ま

ひ
け

る

が
、

か
れ
ざ

ま

に
み

え
け
れ

ば
、

(
歌

略

)
」

と

い
う

記

事

か
ら

、
右

の
こ
と

が
ど

こ
ま

で
言
え

る

か
疑

問

で
あ

る
。

要
す

る
に
、

少
く

と
も

藤
岡

氏

の
言

わ
れ

る
意

味

で
の

「小

世
界

」

が

兼
輔
邸

を
舞

台

に
構

成

さ
れ

て

い
た
と

は
言

い
難

い
よ
う

に
思

わ

れ
る
。

わ
ず

か

に
貫

之

が
比

較
的
繁

く

出

入
し

て

い
る

が
、

こ
れ

と
て
身

分
的

制

約
を
絶

対
的

に
越

え
る
も

の
で
は

な

い
。

定
方

は
従

兄

弟

で
あ

り

、
岳

父

で
あ

り
、

兼
輔

男

の
雅

正

・
庶

正

は
定
方

女

を
妻

と
し

て

い
る

(
尊
卑

分

脈

)
。

貫

之
ら

と

は
次

元

の
異

る
関

係

な

の
で
あ

っ
て
、
同

一
に
論

ず

る

訳

に
は
ゆ

か
な

い
。

血

縁

・
官
職

等

に
よ

る
集
団

が

ま
ず
あ

っ
て
、

而
る

後

に
和

歌

の
贈
答

や
、

遊
宴

が
催

さ

れ
て
詠

歌

が
あ

れ
ば

、
文
壇

的
傾

向

を
示

し
、

ま

た
身

分
的
制

約

を
も
相

対

的

に
超

え

た
関

係
も

生

じ
う

る
と

い
う

の
が

、
兼

輔

の
時

代

の
交
遊

の
基
本

的
な

在

り
方

で
あ

っ
て
、

と
り
交

さ

れ
た
和

歌

だ

け

で
は

、
関
係

の
正
確

な
判

断

は

で
き

な

い
と
思

わ

札

る
。

し

か
も

、
見

た
如

く

、
和
歌

資
料

の
異
同

は
甚

し
く

、
全

く
逆

の
解
釈

さ

え
可
能

な
場

合

も

あ

る

の
で
あ

る
。

和

歌

の
詠

ま

れ
た
背

景

を

一
々
指
摘

し

た

の
は

そ

の
故

で
あ

る
。

な

お
、

資
料

に
残

ら
な

か

っ
た
人
物

は
数

多

い
筈

で
あ

る
。

こ
れ

は
無

視

す

る
。

や
む

を

え
ぬ

こ
と

で
あ

る
。

ま

た
、
交

遊

を
私

的

、
公
的

と
分
け

る

こ
と

も
元
来

は
無

理

な

こ
と

で

あ

る
。

け

れ

ど
も
、

交
遊

の
基

盤

を
明

ら

か
に
す

る
為

に
敢

え

て
し

た
。

今

少

し
弾

力

の
あ

る
見
方

が

、
お

そ
ら

く

は
必
要

で
あ

ろ
う

と

、
私

自
身

思

っ
て

い
る
。

(
未
完

)

註1

『語
文

研
究
』

第
三
○
号

(
昭
和

四
六
年
三
月

)

2

「古
今

か
ら
後
撰

へ
」

(
「平

安
和

歌
史
論
』
所

収
)

初
め

「
国
語
国
文

研

究
』
第
入
号

(昭
和
二
九
年
三
月

)
に
発
表
。

・

山
・
博
氏

.
王
朝
歌
壇
の
研
究
腱

纈

・

三
二
二
真

阿
部
俊
子
氏

「
堤

中
納
言
兼
輔
集
雑

考
」

「国
語

と
国

文
学
」

昭
和
四

五
年

七
月

号

4

二
人

の
記
録

を
拾
う
と
、
延
長

二
年

一
月
二
五

日
中
務
卿
敦

慶
親
王

(花
鳥
余

情

)
。
同

二
年
六
月
式
部
卿
貞
保
親

王
莞

(紀
略

)
。

こ
の
後
敦
慶

が
式
部
卿

と

な

っ
た
ら

し

い
。

同
八
年

二
月

二
八
日
式
部
卿
敦
慶
親

王
莞

(紀
略

)
。

同
五
年

十
二
月

二
七
日
中

務
卿
敦
実
親
王

(
北
白
川
宮
御
所
蔵

文
書

・
大
日
本
史
料
引

)
。

延
長
八
年
十

二
月

十
七
日
前
弾

正
井
為
中
務
卿

(西
官
記

)
。

こ
の
時
中
務
卿
敦

実
親
王

は
式
部

卿
と
な

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
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5

「兼
輔
集

」
は
、
西
本
願

寺
本
系

と
し

て

「
西
本
願
寺
本

三
十

六
人
集

精
成
」

(久
曽
神
昇
氏

)

・

「
群
書

類
従
』
、
歌

仙
歌
集

本
系
と
し

て

「続
国

歌
大
観
』

・

「御
所
本

三
十
六
人
集
」

(新
典
社
影
印

)
、
桂
宮
本
は

『
桂
宮
本
叢
書
』
を

用

い
る
。
特

に

・
・
本

と
記
さ
な

い
場
合

は
西
本
願

寺
本

で
あ

り

(時

に
西
本

と

略
称

)
、
番
号

は

「
精
成
』

の
そ
れ
で
あ
る
。

6

山

口
博
氏

は

「敦
忠

室

で
あ

っ
た
仲
平

女
が
、
敦
忠
没
後

に
清

正
と
結
婚
し

た

も

の
と
考

え
る
」
と
さ
れ
る

(註

3
掲

出
書

五
四
六
頁

)
。
う断

定
は

で
き
な

い

が
、
姻
戚
関
係

を
考
え
る
余
地

は
あ

り
そ
う

で
あ
る
。

7

千
古

は
延
喜

四
年
式
部
少
丞

(
七
位
相

当

)
で
あ
リ
、
同

六
年

閏
十
二
月
刑
部

大
輔

(大
丞

の
誤
り
で
あ
ろ
う

)
で
あ

っ
て

(日
本
紀
寛
宴
和

歌

)
、
延
喜
五

年

以
前

に
加
賀
守

に
な

っ
た

と
は
考

え
に
く

い
。
と
す
れ

ば
、

「古
今
集
」

の
場
合

は
蔵
人
所
を
下

る
時

の
こ
と
で
は
な

い
か
も
し
れ
な

い
。

8

峯

岸
義
秋
氏

「
平
安
時
代
和
歌

文
学

の
研
究
」
参
照
。

9

「
七
月

八
日

の
あ
し
た

に

兼
輔

朝
臣

(歌

)
」

「
お
な
じ
心
を

つ
ら

ゆ
き

あ

さ
戸
あ
け
て
な

が
め
や
す

ら
む
七
夕

は
あ

か
ぬ
別

の
空
を

こ
ひ

つ
つ
」

(
二
四
八

・
二
四
九

)

こ
の
貫

之

の
歌
は

「貫

之
集

」
で
は

「七
日

の
朝

に
躬

恒

が
も
と
よ
リ

(歌

)

と
あ
る
返
し

(歌

)

あ

く
る
年

の
七
日
躬
恒

が

も

と
に
送

れ
る

朝
戸
あ
け

て
…
…
:
…
」

と
あ

っ
て
、
兼
輔

と
同
席
し

て
の
こ
と

で
は
な

い
と
考
え

て
よ

い
だ
ろ
う
。

10

阿
部
氏
前

掲
論
文

(注

3
)

11

峯

岸
氏
前

掲
著

(注

8
)
参
照

12

『
古
今
集

の
基
盤

と
周
辺
』

(桜
楓
社

、
昭
和
四
六
年

)
二
○
四
頁

13

「
蔵

人
所
の
文
学
的
活
動
に
つ
い
て
」(昭

和
四

六
年
秋
季
中

古
文
学
会

口
頭
発
表

)

14

藤
岡

氏
前

掲
著

(
注
2
)

四

一
ー
四
二
頁

15

「
紀
貫

之
」

(人
物
叢
書

)

第

二
章
第

四
節

「自
足
し

た

『小

世
界
』

」

受
贈
雑
誌

46
年
10
月
ー
47
年
3
月

(
2
)

専
修
国
文
10
11
/
東
横
国
文
学

(東
横
学
園
女
子
短
大
)
4
/
国
文

(

お
茶
の
水
大
)
36
/
人
文
学

(同
志
社
大
)
捌
/
金
澤
大
学
教
育
学
部
紀

要
20
/
田
唄
研
究

(
田
唄
研
究
会
)
14
/
国
語
国
文
学

(東
京
学
芸
大
)

6
/
方
言
研
究
会
報

(広
島
大
)
14
/
文
経
論
叢

(弘
前
大
)
7
巻
1
/

文
化

(東
北
大
)
35
巻
1
2
/
神
戸
外
大
論
叢
21
巻
6

・
22
巻
1
-
3
/

人
文
論
究

(関
西
学
院
大
)
21
巻
1
～
4
/
金
澤
文
庫
研
究
紀
要
8
/
国

語
国
文
論
集

(学
習
院
女
子
短
大
)
1
/
清
泉
女
子
大
学
紀
要
19
/
有
明

工
業
高
等
専
門
学
校
紀
要
8
/
文
学
論
藻

(東
洋
大
)
46
/
研
究
会
報

(

同
志
社
大
)
2
3
/
大
衆
詩
人

(大
衆
詩
人
の
会
)
1
/
文
学
語
学
論
集

(琉
球
大
)
15
/
愛
知
県
立
大
学
文
学
部
論
集
22
/
明
治
大
学
教
養
論
集

69
/
萬
葉

(萬
葉
学
会
)
78
/
言
語
文
化

ニ

ツ
橋
大
)
8
/
国
語
国
文

(宮
城
教
育
大
)
3
/
国
語
国
文
学
会
誌

(学
習
院
大
学
)
15
/
人
文
科

学

(同
志
社
大
)
1
巻
3
/
国
文
白
百
合

(白
百
合
女
子
大
)
3
/
薩
摩

路

(鹿
児
島
大
)
16
/
女
子
大
文
学

(大
阪
女
子
大
)
23
/
県
大
国
文

(

愛
知
県
立
大

・
愛
知
女
子
短
期
大
)
6
/
国
文
学
会
報

(京
都
教
育
大
)

11
/
平
安
博
物
館
研
究
紀
要
4
/
鶴
見
女
子
大
学
紀
要
9
/
同
志
社
文
学

7
/
成
城
国
文
学
論
集
4
/
成
瞑
大
学
文
学
部
紀
要
7
/
書
陵
部
紀
要
23

/
中
国
古
典
研
究

(早
稲
田
大
)
17
/
人
文
研
究

(神
奈
川
大
)
49
50
/

外
国
文
学
研
究

(同
志
社
大
)
2
/
国
文
学
研
究

(梅
光
女
学
院
大
)
7

/
国
語
国
文
学

(岐
阜
大
)
8
/
国
文
学

(関
西
大
)
46
/
能
楽
思
潮
58

59
/
文
学
科
論
集

(広
島
大
)
7
/
中
央
大
学
国
文
15
/
野
州
国
文
学

(

国
学
院
大
栃
木
短
大
)
9
/
日
本
学
術
会
議
月
報
13
巻
2
/
甲
南
大
学
紀

要
6
/
日
本
文
学
研
究

(高
知
日
本
文
学
研
究
会
)
9
/
王
朝
文
学
史
稿

(王
朝
文
学
研
究
会
)
創
刊
号
/
樟
蔭
国
文
学

(大
阪
樟
蔭
女
子
大
)
9

/
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
論
集
9
/
日
本
大
学
研
究
紀
要
14
/
文
芸
と
思
想

(福
岡
女
子
大
)
35
36
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