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馬
内
侍
集

に
お
け
る
編
纂
意
識
の

特
徴
に

つ
い
て
の

一
考
察

福

井

迫

子

「馬

内
侍

集
」

は
、

い
わ

ゆ
る
雑
纂

形
態

で
あ

る
。

し

か

し
、
非

組

織

的

な

そ

の
形
態

の
中

に
も

、
部

分
的

に
も

あ
れ

、
何

ら

か

の
撰
者

の
意

志

の
投
影
が
み
ら
れ
る
の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

こ
う
し

た
疑

問

に

つ

い
て

、

こ
れ

は

一
考

察
を

試

み
た
も

の
で
あ

る
。

は
じ
め

に
家
集

の
性
格

、
所

収
歌

の
詠

作
時

期

の
考
察

を
し

た
上

で
、

撰
者

馬
内
侍

の
家

集
編
纂

に
対

す

る
態
度

・
意

識

な
ど

に

つ
い
て

の
考
察

を
進

め
た

い
。

馬

内
侍
集

は
、
馬
内

侍

が
多

岐

に

わ
た

る
宮
仕

え
生

活

に
お

い
て
、

多

く

の
権
門

貴
公

子

た
ち
と
交

し

た
恋
愛

歌

の
贈
答

を
主

と
し

て

、

い
く

ら

か

の
、
後

宮

及
び
齋
院

生

活

の
雑

詠

か
ら

成

っ
て

い
る
○

家

集
収

録
歌

二
○

七
首

の
中

、
私

の
調
査

で
は
、

馬
内

侍

の
詠
作

と

み

ら
れ
る
も

の
は
約

七
割
弱

の

=

二
一
首
、

そ

の
う

ち
恋

歌

が
八

三
首

、
比

率

に
し

て
六

三
、

三

パ
ー

セ

ン
ト
を

占

め
る
。

こ
れ

を
、

因

み
に
略

ー
同

時

代

に
生
き

た
小

野
小

町

・
清

少
納

言

・
紫
式

部

・
赤
染

衛
門

・
伊

勢
大

輔

・
和

泉
式
部

の
そ
れ

ぞ
れ

の
家
集

に
於

け

る
自
詠

歌
総

数

に
対
す

る
恋

歌

の
百
分

比

と
比

べ

て
み
よ

う
。
す

な

わ

ち
、
竹

内
美

千

代
氏

の
御

研
究

に
よ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
百
分
比

は
、
赤

染
衛

門
集

が
最

も

低
く

て

一
七
、

五

パ
ー

セ

ン
ト
、

次

い
で
紫

式
部

集

二
三

パ
ー

セ

ン
ト
、

伊
勢

大
輔

集

二

八

パ
ー

セ

ン
ト
、
清

少
納

言

集

四
三

パ
ー

セ

ン
ト
、
和

泉

式
部

集
四

四

、

五

パ
ー

セ

ン
ト
及

び
小

野
小

町
集

五

三

パ
ー

セ

ン
ト

と
な

っ
て

い
る

が
、

こ
れ

ら

の
家

集

の
中

で

は
、
馬

内
侍

集

の
百
分

比

六
三

、
五

パ
ー

セ

ン
ト

は
最

も
高

い
位

置
を

占

め
る

こ
と

に
な

り
、
恋

愛

歌
人

と
し

て
そ

の
名

の

高

い
小
町

や
和
泉

式
部

の
家
集

が
示

す

百
分
比

を

は
る

か

に
上

ま

わ

っ
て

い
る
点

に
注

目

さ
れ

る
。

こ
れ
は
、

赤
染

衛
門

や
和

泉
式

部

の
如

く
長

生

き
し

て
、
漸
く
盛
ん
に
催
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
歌
合
口
せ

の
席

に
参
上

し

、・

多

く

の
歌
を

残
し

た

り
、

ま

た
隠
棲

後

、
釈
教

歌
を

多

く
残
す

な

ど

の

こ

と

の
な

か

っ
た
故

で
あ
る

か
も

し

れ
ぬ

が
、

こ
の
家

集

の
性
格

を
端

的

に

示
す

も

の
で
も
あ

り

、
馬

内
侍

そ

の
人

が
、
特

に
権

門
貴

公

子

た
ち

と

の
、

い
わ

ゆ

る
恋

愛

至
上

に
生

き

た
、
恋

愛
歌

人

と
評

さ
れ

て
き

た
ゆ

え
ん

で

も
あ

ろ
う

。

二
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こ
こ

で
、

こ
の
家
集

中

の
歌

が

、
馬
内

侍

の
生
涯

の
う

ち

、

ほ

f
ど

の

時
点

か
ら

ど

の
時

点

に
至

る
澗

の
も

の
か
を

知
る
必

要

が
あ

ろ
う
。

し

か

し

、
詞
書

に
よ

っ
て
詠

歌
年

次
を

あ
き

ら

か
に
し
得

る

も

の
は
極

め

て
少

な

い
。

十
九
番

「
し

は
す

ふ
た

つ
あ
り

し
年

」

の
詞
書

か

ら
、
天

元
五

年

(
九

八
二
年

)
と
判

明
す

る
も

の
、ま

た
、
男
性

の
官

職
名

か
ら

年
代

の
わ
か

る

も

の
な

ど
を

除

い
て
は
す

べ
て
明
確

に
し

が

た
く
、

詞
書

や
歌

の
内

容

か
ら
そ

の
大
略

を
推
定

す

る
よ

り

ほ
か
な

い
。

従

っ
て
推
定

し

誤
り

が
あ

る
か
も
知

れ

ぬ
が
、

で
き

る

だ
け

心

し
て
推

定
し

て

み
た

の
が

、
次

に
記

す

も

の
で
あ

る
。
し

か
し

、
推

定

可
能

な
範

囲

は
限
ら

れ

て
お

り
、
こ
こ

に

記
し
た
僅
か
に
二
〇
余
首

に
す

ぎ
ず

、後

の
百

八
〇
余

首

に

つ
い
て
は

、お
そ

ら
く
宮

仕

え
中

の
詠

作

で
あ

ろ
う

と

い
う

こ
と
以

上

に
は

明
ら
か
で
な

い
。

な

お
左

に
記
す

詠

歌
年

次

の
推

定

は
、

便
宜
上

ほ

.・
年
代

順

に
並

べ
た

も

の
で
あ

る
。

*
以
下
に
引
用
の
家
集
本
文
は
、
す
べ
て
契
沖
筆
三
手
文
庫
蔵
本

に
よ
る
も
の
で

あ
り
、
歌
番
号
は
、
同
契
沖
筆
本
に
通
し
番
号
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

*

[
の
印
は
、
贈
答
あ
る
い
は
同
時
点

に
於

て
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
こ
と
を
示

す
。

歌
番

詞
書

な

い
し
歌
詞

の

一
部

左
大
将
兵
衛
佐

に
て
を

は
せ
し

と
き
う

つ
き
に
物
を

い
ひ
そ

め
た
ま

て

し
た

の
は
か
ま

の
こ
し

に
結

ひ
て
謙
徳

公

の
も
と
に

つ
か
は
し
け
る

五
せ
ち

の
と

こ
ろ
,に
し

の
ひ
て
あ

る
に

考

え
ら
れ
る
詠
作
年
次

朝
光

兵
衛
佐
在
任
期
間

安
和
二
年
五
月
二
十

七
日
(
9
)
～
天

禄
元
年
十
二
月
九

日

(
0、79
〉
の
間

謙

徳
公
の
莞
去
し

た
天
禄
三

年

(鵬
)

十

一
月

一
昭
以
前

「
お
ほ
と

の
」
を
中
関
白

と
す

れ
ば
、

お
ほ
と
の

、
少
将

に
て
を
は

せ
し
時
見

つ
け
た
ま
う

て

(略

)

と
も
た
ち
の
も
と
よ
り
あ
ま

に
な
り
な

む
と
あ
り
し
は

い
か

に
と

い
ひ
た
れ

は

し
か
す

が
に
か
な
し
き
も

の
は

し
は
す

ふ
た
つ
あ
り
し
年

(中
略

)う
る

ふ

月
は

い
か

・
お
も

ふ
と
い
ひ
た
れ
ま

き

り
　

す

の
な
き
し
を

ひ
と
り

こ
と

にさ

い
院
よ

り
う

つ
え
を

た
ま

へ
れ
は

か
め
の
か
た
を

つ
ぐ

り
て

こ
に
う
す

物

を

雄
り
て
蛍

を

い
之
お
ほ
ぐ
こ
め
た
り

さ

ふ
ら
ふ
人

,、
に
よ
ま

せ
さ

せ
た
ま

ひ

し

左
大
将

ち
か

こ
と

ふ
み
を

を

こ
せ

た
ま

て

(
略

〉

ち
は
や

ふ
る

か
も

の
社

の
神
も
き
け

み
そ
き

の
日
し

の
ひ
て
か
た
ら

ふ

人

、、
の
む
と
」よ

り

う

し
ろ
め
た
神
も
き

・
い
れ
ぬ

さ
ふ
ら
ひ
し
人

の
ほ
か
な
る
に

ふ

み
た
ま
ふ
と
て

少
将

で
あ

っ
た
天
延
二
年
十
月

(
479
)

ー
貞

元
二
年
正
月

七
日

(
779
)
の
間

婬

子
中
宮

逝
去

の
頃
と
仮
定
す

れ
ば
、

捏

子
逝

去
の
天
元
二
年

(
979
)
六
月
三

日
以
後

～
七
月

頃

天
元
五
年

(
蹴
)
閏
十
二
月

『
大
齋
院
前

の
御
集
』
所

収
歌

永
観

.
寛
和

の
間
う
(
鵬
)
ー

(麟

)
頃

『大
齋

院
前

の
御
集

』
所
収
歌

丁
卯

、う
永
観

二
年

一
月
十
六

日

(鰹

)

又
は
、
己
卯

、
永
延
元
年

一
月
十

六
日

(蜥

)

『
大
磨

院
前

の
御
集

』

所
収
歌

寛
和

元
年
を
中
心

と
す

る
両
三
年

の
間

(
謝
)
ー

(螂

)

寳
院
出
仕
時

代

往
ハ

注
ニ

天
元
三
年

頃

(089

)
～
永
延

二
年
頃

(789

)
ま

で
か

齋
院
出
仕
時
代

右

同

齋
院
出
仕
時
代

右
同

一58一



し

め
の
う

ち
に
お
な
し

い
か
き

の

兵
衛

の
す
け
な

る
人
か
た
ち

ふ
と

み
な
人
き

・
て
後

中
将

に
ふ
み
か

よ
は
し
け
れ

は
人
の
き

・
て

い
ひ

た
る

か
し
は
木
は
雨
も
人

め
も

し
け
し
と
て

み
か
さ

の
山

に
ふ
み
か
よ
ふ
と
か

あ

せ
ち

の
大
納
言
む
か
し
は
物
な

と
き

こ
え
た
る
を

の
ち
は

ほ
か
に

て
人
か
た
ら

ふ
と
き

・
て

さ
は
に
み
な
お
り
た
ち
ぬ
と
も
葉
を

わ

か
み
わ
か

・
り
そ

め
し
よ
と

の
あ

や
め

は清

涼
殿
の
御

つ
ほ

ね
に
う

へ
わ
た
ら
せ

た
ま
ひ
て

(略

)

お
な
し

と
し
の
三
月
に
中

宮

の
御

か
た

に
花
を

か
め
に
さ
さ
せ
た
ま

ひ
て

(略

〉
兵
衛
佐

・
中
将

の
組
合

せ
を

○
実
方
と
中
関
白

と
す

れ
ば
、
天
元
元

年
十
月

(
879
)
～
永
観
元
年
十
月

二

十
日

(9

)
の
間

○
道
長
と
中
関
白

と
す

れ
ば
、
永
観

二

年
二
月

一
日

(
489
)
～
寛
和

二
年
七

月
十
三

日

(
689
)

の
間

○
道
長

と
公
任

と
す
れ
ば
、
永
観

二
年

二
月

一
日

(
9
)
～
寛
和
二
年

七
月

二
十
三
日

(689

)
の
間

按
察
使

大
納

言
を

○
為
光

と
す

れ
ば
、
天
元
元

(
879
)
年

十
月
十
七
日
～
天
元
五
年

(289
)

の

間
○
朝
光
と
す
れ
ば
、
永

延
二
年
正
月
二

十

九
日

(
889
〉～
正
暦
四
年
正
月

(
鵬
)

の
間

○
済
時

と
す
れ
ば

、
正
暦
四
年
正
月
十

三
日

(399

)
～
長
徳

元
年
四
月

二
十

三

日

(
599
)

の
間

1

・
2
は
同
年
。
中

宮
を
定
子

と
す

れ

ば
、
定
子

入
内

の
正
暦
元
年

(蜘

)
正

月
「
五

年

(
鰯
)
頃

の
問
。

(中
関

白

家
全
盛

の
頃

)

五
月
宮

の
御
ま

へ
に
雨

の
い
み
し
く

ふ

る
に

(略

)

五
月

の
な
か
雨
に
あ
や
め

の
お
ち
た
る

を
宮
御
覧
し

て

正
月
に
空

の
け
し
き
な

と
も
よ
し
よ
め

と
宮

の
仰
ら
れ
し
か

は

十
月
は
か
り
お
も

へ
る

こ
と
よ

み
て
と

宮
よ
り
お

ほ
せ
ら

れ
し
か
は

こ
れ
を

き

・
て
あ
き

の
ふ
の

朝
臣

さ
月
山

み
や
ま
か
く
れ

の
草
木

と
や

あ

る
と
こ
ろ
の
御
ま

へ
に
き
く
あ
は
せ

給

ふ
と
て
あ
る
も

の

・
月
あ

か
き

に
こ

ひ
あ

り
く
を
み
て

人

か
た
ら

ふ
と
き

・
た
ま

ひ
て
中
関
白

中
関

白
殿
を
は

せ
む

と
の
た
ま
て
ま

へ

わ
た
り
た
ち
花

の
か
き

り
お
ら
せ
て
す

き
給

ぬ
れ
は

右
大

殿
も

の
し
た
ま

て
の

こ
ろ

(略

)

あ

は
た

の
右
大
殿
夜

ふ
か
く
か

へ
ら

せ

た
ま

ひ
て

(
略
)

正
暦
年

間

(蜘

)
～

(
鰯
)
頃

右
同

右
同

右
同

高
階

明
順
と
み

て
、
定

子
立
后

に
際
し

て
正
暦
元
年
十
月
五

日
皇

后
宮
権
大
進

と
な

っ
た
時
か
ら
、

同
四
年
正
月
二
十

八

日
但
馬
守

に
任

ぜ
ら
れ
、
下
る
ま

で

の
間
。

正
暦
末

年
頃

鵬

・m
共

に
中
関

白
と
あ
る

の
で
、道
隆

が
関
白
時

代
と
み

て
、正
暦
四
年

(
3
)

四
月
二
十
二
日

～
そ
の
死
、
長
徳
元
年

四
月
三
日

(
9
)
に
至
る
間
。

右
大
殿

は
道
兼

と
思

わ
れ
る
。
従

っ
て

右
大
臣
在
任
期

間

の
こ
と
と
す

れ
ば
、

正
暦
五
年

八
月

二
十
八
日

(4

)
～
長

徳
元
年
四
月
二
十
七
昭

(5
)
の
間
か
。
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か
た
ら
ふ
人
お

ほ
か
る
お
と

こ
の

と
を
き
所
な

り
け

る
か

の
ほ
る
と

き

く
か
ま
た

み
日
あ

り
と
き

・
て

こ
よ

ひ
君

い
か
な

る
さ
と

の
月
を

み
て

都
に
た
れ
を
思

ひ

い
つ
ら
ん

か

へ
し

宿

こ
と
に
ね
ぬ
夜

の
月
は
な
か
ん
れ
と

と
も

に
見
し
よ
の
影
は

せ
さ
り
き

て
ん
上

に
て
な
き
名
を

い
ひ
た

て

ナ

し
十
〇

:
才
ー

も
え

こ
か
れ
お
き

の
や
け
の

・
く
ゆ
る

う

へ
に
見

え
ぬ
な
き
な
を

お
ほ
す

な
る

か
な

慨
は
『如
意
宝
集
』
所
収
歌
。玄
々
集

で
は
、

但
馬

に

い
る
明
順
に
贈

っ
た

こ
と
に
な

っ
て
い
る
。そ
う
と
す
れ
ば
正
暦
四
年

(399

)

正
月
二
十
八

日
但
馬

守

に
任

ぜ
ら
れ
た

以
後

返
歌

搦
は
、
『道
信
集
』

に
近
似
し

た
歌

が
あ

る
。
も
し
道

信
と
す

れ
ば
、永
柞

元

年
三
目

(
脚

さ
以
後
正
暦

二
年

(働

)

頃

士
亥

、の
問
。

『如
意
宝

集
』
所
収
歌

「如
意
宝
集

』
成
立

の
長
徳

二
年
へ
螂
)

以
前

本
文

三
章

67
頁
参

照
。

荻
谷
朴

氏
の
説
に
よ
る

(
「平
安
朝
歌
合
大
成

」
三
ノ
六
二
五
頁

)

天

元
二
年
六
月
娘

子

の
死
後
、
朝
光
を
介

し
て
そ
の
血
縁
関
係

の
選
子

の
も

と

に
移

っ
た
と
み
ら
れ
る
。

「大
齋
院
前

の
御
集
」

の
中

で
、
最
も
新

し

い
年

次
を
示
す

「実
方

の
少
将

」

の
在
任
期
間
、
及
び
御
集

を
ま
と
め
た
期
間
な

ど
考
慮

し
て
推
定
し
た
..し

か
し
、

正
暦
元
年
定

子
入
内

頃
ま
で
齋

院

に
仕

え
た
可
能
性

も
あ
る
。

も
し
中
宮
を
婬
子

と
す

れ
ば
、
天
延
元
年

(379

〉
ー
天
元

二
年

(鵬

〉
頃
と
な

る
。「平

安
朝
歌
合
大
成
」
三

ノ
六
七
五
頁

に
よ
る
。

「あ
き

の
ぶ
但
馬

に
あ
り
け

る
に
月

を
み
て

い
ひ
や
る
」
と

の
詞
書

で
入

っ
て

い
る
。

「道
信
朝
臣
集
」

(桂
宮
叢
書
二
八
八
頁

)
に
、

「あ

る
女

に
」

の
詞
書

で

「や

ど
ご
と
に
あ
り
あ

け
の
月
は
な

が
め
し

に
君
と
み
し
夜

の
か
げ

は
せ
ざ
り
き
」

と

あ
る
。

道
信

は
、

「
大
日
本
史
」
国
郡

司
表

に
よ
る
と
永
禄

元
年
三
月
但
馬
権
守

に
任
ぜ
ら
れ

て
お
り
、
ま
た
大
鏡
裏
書

に
正
暦
二
年
美
濃
権
守

と
な

っ
た

こ
と

が

み
え
る

の
で
、
馬
内

侍

の
歌
捌

へ
の
返
歌

と
み
れ
ば
、
そ

の
間

の
詠
作
と

い
う

こ

と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
、
馬
内
侍
集

邸
と
近

似
し
て
は

い
る
も

の

・
、
二

・
三
句

に
微
妙
な
ち
が

い
が
あ

り
、
特

に
当
時

は
古

歌
や
他
人

の
詠
作

の

一
句

を
変
え
て

贈
答

に
用

い
た
り
す

る
例
も
ま

・
み
ら

れ
る
の
で
、

こ
れ
も
そ
う

し
た
類

か
も
知

れ
ず

、
道

信
と
特

に
親
交

の
あ

っ
た
公
任

・
実

方

穴
道
信

の
友
交
関
係

に

つ
い
て

は
安
藤

太
郎
氏

の

「藤

原
道
信

の
生
涯

に

つ
い
て
」

(
「言
語
と
文
芸

」
昭
和

三

六
年

一
一
月

)
に
詳
し

い
御

研
究
が
あ
る
)
、

ま
た
相

如
ら
が
共
ハ
に
馬
内
侍

と
親

交
を
持

っ
て

い
る
点

か
ら
す

れ
ば
、
お
そ
ら
く
道

信
と
も
友
交
関
係

が
あ

っ
た
だ

ろ
う

と
推

ら
れ
る

の
で
は
あ

る
か
、
道
信
と
内
侍

の
交
際

を
証
明
し
う

る
資
料

も

他

に
は
無

い
の
で
、

邸
の
歌

を
道
信

の
詠
と
す

る
確
証

は
な

い
。

こ
う
し

た
問
題

を
孕

む
の
た
が

「如
意
宝
集

」
に
は

「た
じ
ま
な

る
男
に
」
云

々
と
あ

り
、
道
信

が
但
馬
権

守
を

つ
と
め
、
次

い
で
明
順
が
但
馬
守

に
任
ぜ
ら
れ
て

い
る

と
こ
ろ
な

ど
か
ら
、

一
応
あ
げ

て
お

い
た
、
以
上

の
よ
う

に
人
物
関

係
に
矛
盾
が
あ

る
が
、

嗣
搦
の
贈
答

時
期

は
、
道
信

・
明
順

の
両
者

が
但
馬

に
関
係

の
あ

っ
た
、
永
柞
以

後

正
暦
年
間

の
も

の
と
、
略

、.
推
測
で
き
る

の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

り
、
久
曽
神

昇
氏

の

「如
意
宝
集

は
、
長
徳
二
年

四
月

乃
至

長
徳

三
年
七
月

の
間

に
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な

っ
た
も

の
」

で
あ

ろ
う
と
さ
れ
る
考
証

(
「
平
安
稀
襯
撰
集
」
解
説
篇
五

六
頁

ー
古
典
文

庫
)
に
よ
る
。

し

か
し
、
幸

い
に
所

収

歌

の
中
、

詠
作

時
期

が
最

も
早

い
こ
と
を

暗
示

す

る
歌

の
詠

作

年
次

の
推

定

が
可
能

で
あ

る
。
す

な

わ
ち

最
も

早

い
も

の

は
、
左

大
将

(朝

光

)

が
右
兵

衛
佐

で
あ

っ
た
卯
月
ー

公
卿

補
任

に
よ

る
と

、
安
和

二

年
閏

五
月

に
右

兵
衛

佐

に
任

ぜ
ら

れ
て

い
る

の

で
、

「
卯

月

」

は
、
翌

天
禄

元
年

(
079

)
四
月

と

み
ら
れ

る
ー

か
、
十

六
番
歌

の

謙

徳
公

と

の
交

際

が
最
も
早

い
頃

の
も

の
か
と
思

わ

れ
る
。

謙
徳

公

と

の

交

際

に

つ
い
て
は
ー

公

は
天
禄

三

年

(
279

)
十

一
月

一
日
、

四
九
才

で

蒔発
じ
た

の
で
、

そ

れ
以
前

、
仮

り

に
そ

の
交

際

が
朝
光

と

の
交
際

以
前

の

こ
と
と
す

れ

ば
、
或

は
公

が
右

近
大
将

・
左

近

大
将

を

つ
と

め
た
安
和

二

年

(
9

)
頃

か
、
そ

の
翌

年
天
禄

元

年

の
は
じ

め
右

大
臣

に
任

ぜ
ら

れ
た

頃

か
。

謙

徳

公
四
六

、
七
才

、
内

侍

一
八
、

九
才

頃

の
こ
と

・
推

定
す

る

こ
と
も

で
き
よ
う

か
と
思
う

。
参

考

ま

で
に
記
す

な

ら
ば

、
拾
遺

集

五
五

三

・
五

五
四
番

に
、

実
資

が
童

で
あ

っ
た
頃

(
安
和

二
年

(
鵬

)
二
月

二

二

日
、

=

二
才

で
元

服
す

る
前

以

)
馬
内
侍

の
家

に
碁

を
う

ち

に
行

き
草

紙
を

か
け

も

の
と
し

た
が
、

そ

の
時

に
交
し

た
内

侍

と
清
慎

公

と

の
贈
答

が
あ

り
、
齋

宮
女

御
集

に
は
、
村

上
帝

崩
御

(
7

)
の
後

、
里

に
下

っ
て

お
ら

れ
た

女
御
を

お
慰

め
し

た
贈

答
歌

が
あ

る

が
、

そ
れ

ら
は

一
首
も

家

集

に
は
収

め
ら

れ
て

い
な

い
の
で
あ

る
。

つ
ま

り
家
集

に
は
、
徽

子

の
も

と

に
出

仕

し
た
時

代

(
鈴
木

氏

に
よ

れ
ば
、

お

そ
ら

く
規

子

の
御

相
手

役

と
し

て
幼
時

か

ら
出
仕

)
の
も

の
は

一
首
も

収
録

せ
ず

、

こ

、
に

一
応

の

区

切

り
が

お
か

れ
た
よ
う

で
、
家

集

は
そ

れ
以
後

の
宮

仕

え

に
お
け

る
恋

愛

生
活

を
主

と
し

た
歌

の
記

録

と
な

っ
て

い
る
。

こ
う

し

た
意
味

か

ら
も

天
禄

元
年
頃

を
家

集

収
録

歌

の
最

も

早

い
時

点

と
見

る

こ
と

に
妥
当

性

が

あ

ろ
う

か
と
思
う

。

ま

た
所
収

歌

の
う

ち

、
詠

作
時

期

の
最
も

遅

い
も

の

は

「
お

と
ろ

へ
は

て

・
う

ち
院

に
す

む

に
」

の
詞
書

を
も

つ
二
○

六
番

が

そ

れ
で
あ

ろ
う
。

お
そ
ら

く
定

子
中

宮
崩

御

の
後

、
何
時

の
頃

か

は
わ

か

ら

ぬ
が
、
漸

く
老

年

に
達

し

た
そ

の
身

を
宇

治

院

に
お
き

、
隠

棲

生
活

に

入

っ
た

こ
と

を
暗

示
す

る

も

の
で
あ

る
。
家

集

中

に
は

、

こ
の
歌

よ
り

以

上

に
老

年

に
達

し

て
か
ら

の
詠

作

と
み

ら
れ
る

歌
も

な

く
、
隠

棲
生

活

に

ふ
さ
わ
し

い
と
思

わ
れ

る
釈

教
歌

も
な

い
。

宮

廷
を

退

い
た
彼

女

の
老

後

を
物

語

る
も

の

は
、
た

だ

こ

の

一
首

の

み
に
帰

せ
ら

れ

て

い
る
。

華

や

か

な
宮

廷
女

性

と
し

て

の
恋

の
思

い
出

の
数

ー
を
記

し
来

っ
た
今

、

お
そ
ら

く

は
余

り

に
も
華

や

か
だ

っ
た

人
生

の
末

に
、

宇
治
院

に
身

を

托
す
老

い

し

れ
た

日

の
歌
を

数
多

く
記

し

と
ど

め
る

に
は

忍

び
得

な

か

っ
た

の
か
も

知

れ

ぬ
。

な
お

、

こ

の
歌

は
、

家
集

末
尾

か

ら
二
番

目

に
位

置
し

、
後
拾

遺
集

に

も
入

っ
て

い
る

の
で
、

あ

る

い
は
勅
撰

集

か
ら

の
補

入

で
は
な

い
か
と
見

ら

れ
る

ふ
し

も
な

い
で
は
な

い
が
、
後

拾
遺

集
春

上

、
七

○
番

「
と

ゾ
ま

ら

ぬ
心

ぞ
見

え

む
帰

る
雁
花

の
さ
か

り
を

人

に
か
た

る
な

」
の
詞
書

に
「
帰

雁

を
よ

め
る

」

と
あ

り
、
馬

内
侍

集

二
○

六
番

の
詞
書

に
は

「
お

と
ろ

へ

は

て

、
う

ち

院

に
す

む
に

か

へ
る
雁
を
き

・
て
」

と
あ

る

の
と
く

ら

べ
れ

ば
、

詞
書

の
在
り

方

か
ら
し

て
も

、

家
集

の
も

の
を
簡

略

に
し

て
勅
撰
集

に

入
れ

た
と

は
考

え
や
す

い
が
、

そ

の
逆
は

到
底
考

え

ら
れ

な

い
。

詠

歌

年
次

は
明

ら

か

で
な

い
が
、
「
お

と
ろ

へ
は

て

・
」
の
詞
書

か

ら
、

お
よ

そ

六
○
才

を

越
す

頃

で

で
も

あ

っ
た

ろ
う

か
と
思

わ

れ
る
。

以

上
不

十
分

な

が
ら

、
家
集

の
性

格

と
所

収
歌
中

最

も
早

い
詠
作

年

次

を

示
す

と
思

わ
れ

る
も

の
及

び
最

も
遅

い
詠
作

年

次
を

示
す

と
思

わ
れ

る
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歌

に
よ

っ
て
、
そ

の
年

代

の
あ

ら
ま

し
を
考

察

し

て
み
た
。

三

 

以
下

、
章
を

改

め

て
、
馬
内

侍

の
編
纂

意
識

と
も

い
う

べ
き

も

の

・
断
片

的
な

が
ら

表

れ
た
特

徴

に

つ
い
て
、
具
体

的

に
見

て
ゆ

く

こ
と

に
し

た

い
。

一
般

に
私
家

集

の
編
纂

形
態

に
は
、

整

理
さ

れ
た
も

の
と
と

て
は
編

年

体

の
も

の
及

び
類
纂

形
態

の
も

の
が
あ

り
、

歌
集

に
或

る
ま

と
ま

り
を

付

与

し
よ
う

と
す

る

編
者

の
意

志

投
影

が
そ

こ

に
見

ら

れ
る
も

の
と
、

そ
れ

に
属
さ

な

い
雑
纂

形
態

の
も

の
と

に
二
分
す

る

こ
と

が

で
き
る
。

馬

内
侍

集

は
、

い
わ

ゆ
る
雑
纂

形

態

に
属
す

る
自
撰

集

と

み
ら
れ

て

い
る
。

し

か

し
、
雑
多

な
歌

を

、
撰
者

と
し

て

の
何

の
意

志
投

影

も
な

く
排

列
し

た
も

の

で
あ

ろ
う

か
。

あ

る

い
は
、

部
分
的

に
も

せ
よ

何

ら

か

の
連

想

に
連
な

る
発
展

や
類
聚

意
識

に
よ

る
排

列
な

ど
、
或

る
種

の
編
纂

上

の
意

識

が
働

い
て
排

列
さ

れ
た

と
見
ら

れ
る

と

こ
ろ
は

な

い
で
あ

ろ
う

か
。
本

位

田
氏

が

「
馬

内
侍
集

覚
書

」

の
中

で
、

原
形

は
ほ
ぼ
年

代

を
追

い
な

が
ら
、

そ
れ

ぞ
れ

の
相
手

を
中

心

に
ま

と

め
ら

れ

て

い
た

の
で
は

な

か
ろ
う

か
と
想

像

さ
れ

る

が
、
脱
落

、
錯

簡

が
多

く
、
さ

ら

に
後
人

の
補

入
や
童

入

が
加

わ

っ
て
、

今
日

見
る

よ
う

な
混

乱
し

た
姿

に
な

っ
た

の
で
あ

ろ
う
。

と
記

さ

れ
る
程

に
混

乱
を
招

い
た
姿

が
現

在

の
形
態

な

の
で
あ

ろ
う

か
。

た
し
か

に
脱
落

・
錯
簡

と
お
ぼ

し
き
所

が
あ
り

、
そ

れ

に

つ

い
て

の
考

慮

は

必
要

で
あ
る
。

し

か
し

、
氏

の
述

べ
ら

れ
る
意

識

の
他

に
も

い
く

つ
か

の
編
纂

上

の
意

識

が
重
な

り
、

働

い
た
結

果
、

こ
の
よ
う

な
非
組

織

的
な

形
態

を
呈
す

る
に
至

っ
た
と

み
ら

れ
る
部

分
は

な

い
で
あ

ろ
う

か
。

こ
う

し

た
意
味

か
ら

、
少

ー
角
度

を

変
え

て
見

て
ゆ

き
た

い
と
思

う
。

ま
ず
、
年
代
順
排
列
に
対
す
る
意
識
に
つ
い
て
ー

、
前
節
で
詠
歌
年

代

を
推
定

し

て

み
た
表

を
見

て
も

わ
か

る
よ
う

に

、
所
収

歌

の
中

詠
作
時

期

の
も

っ
と

も

早

い
も

の
は

、
左
大

将

が
兵
衛

佐

で
あ

っ
た

頃
、

も
し

く

は
謙
徳

公

に
袴
を
奉

っ
た
頃

の
歌

と

み
ら
れ
、

そ

れ
は

天
禄

元
年

(
079

)

頃

で
あ

っ
た
。

然

る

に
巻
頭
歌

を
見

る

と
、

清

涼

殿

の
御

つ
ほ
ね

に
う

へ
わ

た
ら

せ
た

ま

ひ
て
梅

の
は

な

の
す
く

な

く
さ
き

た

る
を
け

ち

め
も

み
え
し

か

し
す

く
な

け

れ

は

と
お

ほ

せ
ら
れ

し

か
は

さ
か

り
あ

り

て
ち

ら
ま
し

い
か

に
お
し

ま

・
し

こ

・
ろ

の
と
け
き

春

の
は

な

か
な

お
な
し

と

し

の
三
月

に
中

宮

の
御

か
た

に
花
を

か

め

に
さ

・

せ
た
ま

ひ
て

こ
れ

か
ち

る
心
よ

め

と
お

ほ
せ

ら
れ

し
か

は

ち
ら

し

と
や

た

の
め
そ

め
け

ん

は
か
な

く
も

と
ま

ら

ぬ
花

に
そ

ふ
心

か
な

と
あ

っ
て
、

「
上
」

が

円
融
帝

を

さ
す

の
か
、

一
条
帝

を

さ
す

の
か

明
ら

か

で
な

い
が
、

中
宮

(②

の
詞
書

)
を

時
代

的

に
早

い
捏

子

と
見

て
考

え

れ
ば

、
天

延
元

年

(
379

)
～
天

元
二

年

(
脚

)

の
間

と
な

り
、

八

二
番

・

一

六
番

の
詠

作
年

代
よ

り
も

巻

頭
歌

の
方

が
後

に
な

る
。

年
代

順
排

列

の
意

識

が

一
貫

し

て

い
る
も

の
な

ら
ば

、
当

然

一
六
番

な

い
し

は
八

二
番

の
歌

が
巻

頭

に
き

て
然

る

べ
き
は
ず

で
あ

る
。

こ
う
し

て
年

代
順

排
列

の
公
式

は
先
ず

破

ら

れ

て

い
る
。

最
も

敬

愛
す

る
帝

と
中

宮

の
御
前

に
お

い
て
、

歌
を
奉

っ
た
栄

あ

る
日

の
思

い
出

が
、

年
代

順
排

列
を
排

し

て

、
ま
ず

巻

頭
を

飾

ら
し

め
た

の
で
あ
ろ
う

。

ま

た

一
四
二

・

一
四

三

の
排
列

を

み
る

と
、

一
四

二
番

の
蛍

合

せ

の
歌
は

「
大

齋
院

前

の
御
集

」

と

の
重

複
歌

で

あ
る
が
、
萩

谷
朴
氏

に
よ
れ
ば
安

和

元
年

を
中

心

と
す

る
両
三

年

の
間

(
鰯
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に
催

さ

れ

た
時

の
も

の
と
目

さ

れ

て

い
る
。

そ
し

て
次

に
配
さ

れ

て

い
る

一
四
三
番

の
歌

は
、
そ

の

詞
書

に

「
十
月

は
か

り

お
も

へ
る

こ
と

よ
み
て
と
宮

よ
り

お
ほ
せ
ら
れ
し

か

は
」

と
あ

つ
て
、
例

に
よ

っ
て

「
宮

」

を
娘

子
と

み
る

か
、

定
子

と

み
る

か

の
問
題

を
含

む

が
、
婬

子

と
す

れ

ば

　
ー
　

年

の
間

、
定
子
と
す

れ
ば

正
暦

年
間

(
　
1
　

)

の
こ
と
と

な
り

、

相

並

ぶ
二

首

の
間

に
は
年

代
順

排
列

の
意

識

が
あ

っ
た

と
は
受

け

と
れ

な

い
。

ま
た
巻

末

に
置

か

れ
て
然

る

べ
き

は
ず

の
、
家

集
所

収

歌

の
う

ち
最

も

遅

い
詠

作

で
あ
る

こ
と
を

暗
示
す

る
二
○

六
番

の
歌

は
、

末
尾

か

ら
二

首
目

に
位

置
し

、
末
尾

は
年

代
的

に
早

い
詠

作

と
み

ら
れ

る
殿
上

生
活
時

の
も

の
で
あ
る
。

こ
う

し

た
傾
向

は

そ

こ
こ

・
に
み

ら
れ
、

お

・
よ
そ

後

の
方

に
老

境

に
近
く

詠
じ

た
歌

が
収
録

さ

れ
て

は

い
る
ら
し

い
も

の
の
、

年
代

順
排

列

の
意

識

は
、
編
者

馬

内
侍

の
脳

裡

に
必
ず

し
も

一
貫

し

た
も

の
で
は
な

か

っ
た
と
言

う

こ
と

が
で
き

よ
う
。

次

に
人
物
を
中

心

と
し

た
ま

と
ま

り
に

つ
い
て
調

べ
て

み
よ
う
。

左

に

示
す

の
は
、
特
定

人
物

と

の
か

・
わ

り
を
示
す

歌

の
番

号

で
あ

る
。

大
和

物

語

に
お
け

る
と
同
様

に
、
最
初

は

固
有

名

詞
を

用

い
て

人
物

が
示
さ

れ

て
も
、
次

か

ら
は
三

人
称
表

現

が
と

ら
れ

て

い
る

の
で
、
果

た
し

て

一
連

な

の
か
否

か
疑

わ
し

い
と

こ
ろ
も

あ

る
が
、

前
後

の
関

係

か
ら

一
続
き

に

な

っ
て

い
る
も

の
は
、

一
応

一
群
と
考

え

た
。

宮左
大
将

公
任

中
関
白

実
方

粟
田
右
大
殿

2

ふ

・
鴎

・
卯

爵

6

～

8

・

11

-

13

・

17

18

・
24

～

33

・
80

～

82

瀧

・

(
4

1

5

～

6

)

03

●
11

●
別

あ

1

1

1

1

ワ
　

7
f
8

0

●
1

1

1

1

1

22

●
切

1

1

三
人
称
表
現

34

～

40

・
42

～

44

・
娼

～

50

・
54

～

61

・
64

-

66

68

～

76

・
98

～

醜

・
皿

～

鵬

・
伽

㌻

伽

等

右

に
見
る

と

こ
ろ
か
ら

、
交
際

の
あ

っ
た
男
性

に
よ

っ
て
部

分
的

に
も

あ

れ

一
応

ま
と

め
よ
う

と
し

た

ら
し

い
形
跡

は
窺

え
る
。

家
集

の
表
面

に

そ

の
名

を
表

わ
す

主
な

人

々
は
、
左

大
将

・
中

関
白

・
粟

田
右

大

臣

・
公

任

・
実
方

ら

で
あ

る
。

そ

の
う

ち
恋

愛

の
対
象

と
し

て
大

き

く
扱

わ
れ

て

い
る

の
は

、

い
う

ま

で
も
な

く

「左

大
将

」

と

の
関

係

で
あ

る
。

ま
た
脱

落

が
あ

る

の
か
も

知

れ

ぬ
が
、

前

に
受
け

る
名

が
無

く

て

「
こ
の
君
」

の

呼

び
方

で
始

ま

っ
て

い
る

一
群

が
あ

り
、

「
前

大
納

言

公
任

卿
集

」

に
そ

れ
ら

の
贈
答

が

み
ら

れ
る

と

こ
ろ

か
ら

「
こ
の
君

」

が
、
公

任
卿

で
あ

る

こ
と

が
わ

か
る
五

四

か
ら

六

一
に
至

る
歌

群
も

あ

る
。

ほ

か
に

こ
れ

と
同

じ

く
三

人
称

表

現

の

い
く

つ
か

の
ま

と
ま

り

や
、

公
任

・
実

方

・
相

如

と

続

い
て
そ

の
名
を

出

し

一
続

き

と
な

っ
て

い
る

一
○
五

か
ら

一
○

八

に
至

る
、
宮
廷
で
の
歌
入
グ

ル
ー
プ
と

の
交

流
を

も

の
が

た
る
場

面

も
あ

る

が
、

中

関
白

・
粟

田
右

大

殿

・
実

方

ら

と
の
贈
答

は
、

個

ζ
に
於

て

一
群
を

な

し

て

は

い
な

い
。

更

に
中
宮

の
仰

せ
に
応

じ

て
詠

じ
た
歌

も

一
群

の
ま

と

ま
り
と
は
な

っ
て
お
ら
ず

、
集
中

に
散

在
し

て

い
る
。

こ
う

し

た
点

か
ら

、

部

分
的

に

は
人
物

に
よ

っ
て
ま

と

め
よ
う

と
し

た
意

図

が
み

ら
れ

る
と

は

い
え
、

な

お
必
ず

し

も

元
貫

し

た
編
纂

上

の
意

識

と
し

て
あ

っ
た

と
は
言

い
切
れ

な

い
よ
う

で
あ

る
。

た

、・
当
時

に
あ

っ
て

は
、

い
ま

だ
文
芸

と

し

て

の
確

立

が
な

さ
れ
ず

、
会

話

的
伝
達

要
素

を

主

と
し

た
和
歌

の
性

格

か

ら
、
自

ら
人

物

を
中

心

に
そ

の
贈
答

歌
を

整
理

し
よ
う

と
す

る
傾
向

が
生

ま
れ

た
も

の

で
あ

ろ
う

。
従

っ
て

こ
う

し

た
方

法

は
、
私

家
集

が
編

ま

れ

る

一
般

的
傾

向
ー

特

に
女
性

の
私
家
集

に
多

い
回
想
形

態

の
ー

と
も

言
う

べ
き
も

の
で
、

む
し

ろ
平

凡
な
常

識
的

な

一
つ

の
編
纂

意

識

に
す

ぎ

な

か
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っ
た

こ
と
は
言
う

ま

で
も

な

い
。

と

こ
ろ

で
、

三
人

称

の
み

で
記

し
た
小

歌

群

の

い
く

つ
か
が
あ

る
。

こ

う

し

た
三

人
称

表
記

は
、

後
撰

集

や
当
時

す

で

に
さ
か

ん

に
試

み
ら
れ

つ

つ
あ

っ
た
歌

集

の
物

語
化

な

ど

の
影
響

下

に
あ
る

も

の
で
あ

ろ
う

が
、

そ

れ
ら

の

一
つ

一
つ
の
贈
答

が
す

べ
て
個

々
別

々

物

を
意

味
す

る
も

の

か
、

あ

る

い
は
同

一
人
物

と

の
関

係

で
あ

っ
た

と
し

て
も
、

状
況

・
場

面

に
応

じ

て
異

っ
た

三
者
的

表

現
を

用

い
た
も

の
か
、
疑

問
を

含
む

と

こ
ろ

で
は
あ

る
。

三

人
称
を

用

い
る
編
者

の
意

識

と
し

て
は

、

お
そ
ら

く
人
物

名
な

ど

に
は
お

か
ま

い
な
く

、
編
纂

時

に
お

け
る
編

者

自
身

の
関

心
事

は
、

む
し

ろ
内
容

や
歌

そ

の
も

の
に
注

が
れ

て

い
た

の
か
も

知

れ
ぬ
。

ま

た
あ

ら
わ

に
名
を

出
し

た
く

も
な

く
、
朧

化
法

を
用

い
た

の
か
も
知

れ

ぬ
。

尤

も
、
交

際

の
深

か

っ
た

「
左
大

将

」

に
し

て
も

実
名

で

は
な

い
。

ま

た
先

程

ふ
れ
た
前

大
納

言
公

任
卿
集

・
新

古
今

集

に
お

さ
め

ら
れ

た
五

四

・
五

五

の
贈

答
を

含
む

五
四

か
ら

六

一
に
至

る

一
群

が
、

三

人
称

で
記

さ

れ
て

い
る

こ
と
な

ど

に

つ
け

て
も

、
そ

こ
に
何

ら

か

の
編

者

の
意

図
を

見

る
よ

う
な
気

も
す

る
。

更

に

こ
れ
と
並

ん

で
注
意

さ
れ

る

こ
と

に

「
け

り
」

の
表

現

が
あ

る
。

「
け

り
」

に

つ

い
て

は
、
自
撰

家
集

に
用

い
ら
れ

る

の
は
、

自
撰

に

ふ
さ

わ
し
く

な

い
か
ら

、
傍

注
な

ど

の
窒

入

で
あ

ろ
う

か
、

と
見

ら
れ

る
先

学

も
あ

る
が

、

こ
れ
は

「
男
」

「
女

」
な

ど

の
第

三
者

的

表

現
と
相
侯

っ
て

客

体
化

し

た
自
己

の
動

作
を

現
在

に
迎

え

と

っ
て
、

そ

の
迎
え

と

っ

た
自
己

を
他
者

に
準
じ

て
客

観
視

す

る

「
け

り
」

、

つ
ま

り

『
け

り

は
過

去

か
ら
現

在
ま

で

の
時

間
的

経

過

と
そ

こ
に
行

動
す

る
他
者

と

い
う

二

つ

の
特

性
を

兼
備

し

た
語

』

と
説

明
さ

れ

て

い
る

よ
う

に
ー

や

は
り

編
者

の
意
識

の
中

に
働

い
た
物

語

化
的

傾
向

.
進

ん

だ
も

の
と

い
え
な

い
ま

ー

も
虚
構

性

へ
の
志

向

の
あ

っ
た

こ
と
を

、
そ

こ
に
見
出
す

こ
と

が
出
来

る

よ
う
に
思
う

の
で
あ

る
。

こ
う
し

た
点

か

ら
も
撰
者

馬

内
侍

の
脳
裡

に
は

、

特

に
思

い
出
深

い
貴

公
子

た
ち

の
名

以
外

に
は
、

三
人
称

表

現

で
事

足

り

た

の
で
あ

ろ
う

し
へ

多
少

と
も

物
語

め

か
し

て
筋

の
構
成

を

試

み
記

し

た

と

こ
ろ

は
三
者

表

現
を
撰

ん

で
用

い
た
も

の
で
は

な

か

っ
た

ろ
う

か

と
思

う

の
で
あ
る
。

か

つ
て
高
橋

正
治

氏

は
、
大

和
物

語

の
構
成

を

基
礎

と
し

た
試

論
を

発

表

さ
れ

た
。

一
見
雑
纂

と
見

ら

れ
る
大

和
物

語

の
構
成

に
於

て
、
或

る
章

段

に
出

て

来

た
人
物

に
関

し

て
惹

起
し

た

連
想

が
、

副
次

的
段

章

と
な

っ
て
次

に
展

開

さ
れ

、
連
想

の
糸

が
た

ど
ら

れ

て
本

筋

か

ら
離

れ

て
ゆ
き

、
ま

た
或

る

時
点

で
第

一
義

的

段
章

に
属

す

る
本
筋

に
も

ど
る

と

い
う

一
種

の
脱

線

が

そ

の
構

成

の
中

に
有

る

、
と
。

そ

し

て
、
副

次
的

段
章

が
殆

ん

ど
技
巧

歌

で
あ

る
点

や
人

物
名

の
な

い
「
男
」
・
「女

」
の
表

現

に
な

る
段
章

は

、内
容
中

心

で
、
人
物

に
対

す

る
興
味

で
は
な
く

、
内

容
や
歌

へ
の
関
心

に
比

重

が
か

か

っ
て

い
る

こ
と
を

解

明
さ
れ

た
。

馬

内
侍
集

に
あ

っ
て
は
、

物
語

化

へ
の
志

向
性

が
み
ら

れ

る
と
は

い
う

も

の

の
さ
し

て
進

ん

だ
も

の
で
も

な

く
、

詞
書

も
不
親

切

で
、

概
し

て
難

解
な

面

が
多

く

、

明
ら

か

に
読
者

を
意

識
し

た
大

和
物

語

と

は
自
ら

異
な

っ
て
は

い
る

が
、
高

橋

氏

の
御
研

究

に
通
う

一
面

の
あ

る

こ
と
は
否

め
な

い
よ

う

に
思
う

。

そ
れ

で

は

つ
ぎ

に
類

聚
傾
向

や
連

想
作

用

に
よ

る
排

列
、
脱

線
、

こ
と

ば

の
遊

び
等

に

つ

い
て
具
体

的

に
見

て
ゆ

く

こ
と

に
し
よ
う
。

一
六

八

か
ら

一
七
五

に
至

る
間

に
、
次

の
よ

う
な
排

列

が
あ

る
。

(但

し

、
詞
書

の

一
部

あ

る

い
は
歌

詞

の

一
部

で
示

し

た
。

)
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都

に
も

な

へ
て

は

い
は
し
桜

花

零
鵬
監
=龍
銘
讐

誌
にて

や

と
か

へ
て
に

ほ
ひ
を

と
る

な
梅

の
花

む

め

の
花

い
く

と

せ
春

を

へ
た

て

・
か

し

る

人

に
ほ

ひ
な

か
け

そ
梅

の
花

…

…
花

た

ち

は
な
も

か

は
か

り
や
な

る

思

ひ
き

や
花

た
ち

は
な

の
か

は
か
り

も

、
鞍

馬

に
詣

で
た
時

の
歌

三
首

で
あ

る
。
　

ー

旧

は
、
或

る
所

に
植

え

か
え
ら

れ

た
古

い
馴

染

み

の
梅

の
花

に
寄

せ

る
、

三
人

の
作
。

躍

薦
は
、
昔

の
友

と

の
贈
答

で
あ

る
。

こ
れ
ら

は
、
互

い
の
詠
作

年
次

は
不

明

で
あ

っ
て
、

時
期

を

同
じ

く
し

て
詠

じ
ら

れ
た

と
す

る
証
し

は
無

い
。

む
し

ろ
そ

れ
ぞ

れ
異

っ
た
年

に
詠

作

さ

れ
た
も

の
を

「
花

」

の
類

聚
意

識

に
よ

っ
て
集

め
ら

れ
た
も

の
と
見

る

の
が
妥
当

で
あ

ろ
う
。

ま

た
次

の

郭

公

わ
す

る
ら

む

こ
そ
う

の
花

の

(
略

)

み
そ
き

の
日
し

の

ひ
て
か

た
ら

ふ
人

ζ
の
も

と
よ
り

う

し
ろ

め

た
神
も

き

・
い
れ
ぬ

(
略

)

に
於

て
、
前

者

は
、
す

け
ゆ
き

(相

如

か

)
と

の
贈
答

で
あ

り
、

後
者

と

の
つ
な

が

り
は

な

い
。

お

そ
ら

く
四

月

の
連
想

か

ら
葵

祭

の
喫

の
日

の
歌

が
排
列

さ
れ

た
も

の
で
、
季

節

に
よ

る
類

聚

と
も

い
う

べ
き

で
あ

ろ
う
。

こ
う

し

た
類
聚

に
は
、

他

に

十
月

は

か
り

お
も

へ
る

こ
と
よ

み
て

と

…

…

か
り

も
り

し

つ
る
秋

に
も
あ

る

か
な

…

…
あ

し

ろ

に
な

ん
日

こ
ろ
あ

る

と

て
紅
葉

に

ひ
を

・
つ

・
み
て

…
う

つ
ろ

ひ
た

る
萩

の
の
下
葉

に
か
き

て

な
ど

の
、
詠

歌

動
機

を
全

く

異

に
す

る
互

い
に
無
関

係

な
歌
を

、

秋

の
季

を
合

せ
て
集

め

た

と

こ
ろ
が
あ

り

、

人
事

に
関
す

る
も

の

で
は
、

枷
伽

の

共
ハ
に
或

る

男

へ
の
拒

否

の
歌

に
続

い
て
伽

に
は
詞
書

と
歌
と
の
間
に
或

い
は

脱

落

が
あ

る

の
で
は

な

い
か

と

の
疑
問

の
あ

る
と

こ
ろ

で
は
あ

る

が
、
前

二
者

と
の
関

係

は
無

い
に
も

か

か
わ

ら
ず

「
思

ひ
な

か
け

そ
岸

の
藤

波

」

と
、
き

っ
ぱ
り
と
し

た
拒
否
の
態

度
を

、

さ
る

男

に
示
し

た
も

の
が
、
配

さ

れ
て

い
る
。

同
時

に

ま
た
前

二
者

の

「
浪

の
下

水

・
し
ら

な

み
」

か
ら
後

者

「
ふ
じ
な

み
」

へ
の
連
想

も
働

い
て

の
排

列

で
あ

ろ
う

か
。

こ
う

し

た
傾
向

は

、

ほ
ゝ

時

代
を

同

じ
く

し

て
生
き

た
歌

人

た
ち

の
、

自

撰

と
見

ら
れ

る
家

集

で
、
し

か
も

雑
纂

形
態

の
も

の
、
た

と

え
ば
小

馬

命

婦
集

や
伊

勢
大

輔
集

・
小
大

君
集

・
紫

式
部

集

・
清

少
納

言
集
等

に
も

部

分
的

に
み
ら

れ
る

も

の
で
あ

る
。

四
季

に
よ
る
類

聚

と
か

哀
傷

歌

が
年

代
排

列

の
原

則
を

破

っ
て
集

め
ら

れ
て

い
る

と
か

、
歌
合
口
、
絵

合
等

の
歌

が
ま

と
め
ら

れ
る

と
か
あ

る

い
は
釈

教
歌

が
続

い
て
年

代

に
お

か
ま

い
な

く
排

列

さ
れ

る
と

か

の
形

を
も

っ
て
表
れ

て

い
る
。

こ

の
段

階

に
お

け
る

連
想

類
聚

意
識

は
整

理
さ

れ

て

い
な

い
家
集

中

に
は
往

々
に
し

て
み

ら
れ

る
も

の
で
あ

る
。

つ
ぎ

に
連
想

に
よ

る
排
列

・
遊

び

・
脱
線

な

ど

に

つ

い
て
見

よ
う
。

さ

い
院

よ

り
う

つ
え
を

た
ま

へ
れ

は

77
な
け

き
と

そ

ほ
と
　

思

ふ
お

の

・
を

と
は

い
は

ひ

の

つ
え

を
き

る

に
そ
有

け

る

返

し

78
お

の

の
を

と
も

た

つ
ね

さ
り

せ
は

は
ま
椿

い
は

ひ
の

つ
え
を

い
か

て
し

ら
ま

し
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人

の
も

と
に

か
れ

た
る
も

み
ち

の
枝

を
や

り

た
れ

は

79
し

も

か
れ

の
あ

ふ
く
な

け

き

の
枝

な

れ
は

ふ
か
き

色

と
は

み
え
す

そ

あ
り
け

る

左

大

将
ち

か

こ
と

ふ

み
を
を

こ
せ
た
ま

て
か

は
り

の

ふ
み

を

こ
せ

よ
と

せ
め

た
ま

ひ
し

か
は

80
ち

は
や

ふ
る

か
も

の
社

の
神

も

き
け

君
わ
す

れ
す

は
我

も

わ
す

れ

し

や
す

の
ふ

ふ
み
を

こ
す

れ

と

い
ひ
も
は

な

た
ね
は
う

り

に

か
き

て

81
う

り

ふ
山
そ

の

ほ
と
と

の
み

た

の
め

つ

・
ひ
さ

し
く

な
る

は

つ
ら

き

わ
さ

か
な

左

大
将

兵
衛

佐

に
て
を

は

せ
し

と
き
う

つ
き

に
物

を

い
ひ

そ
め

た
ま

て

82
ほ
と

・
き

す

こ
ゑ
を

は
き

け

と
花

の
え

に
ま

た
ふ

み
な
れ

ぬ
物

を

こ
そ

お
も

へ

か

へ
し
か
し

は
木

の
わ
か
き

葉

に
さ
し

て

83
ほ
と

・
き
す

し

の
ふ
る
も

の
を

か
し

は
き

の
も

り

て
も

聲

の
き

こ

え
け

る
か
な

あ

せ
ち

の
大

納
言

む

か
し

は
物
な

と
き

こ
え
た

る
を

の
ち

は

ほ
か

に
て
人

か
た

ら

ふ
と
き

・
て

84
さ
は

に
み
な

お
り

た
ち

ぬ
と

も
葉
を

わ

か

み
わ
か

か
り

そ
め
し

よ

と

の
あ

や

め
は

五
月

の
な

か
雨

に
あ

や
め

の
お
ち

た
る

を
宮

御
覧

し

て
あ

は
れ
歌

よ

め
と

お
ほ

せ
ら

れ
し

か
は

85
昌

蒲
草

い

つ
れ

の
さ
は

に
ね
を

と

め
て
身

を

は
な

か
め

に
く

た
し

は

つ
ら
ん

右

の
77
-

85
に
至

る
歌

の
う

ち
、
ま
ず

77
「

82
に
至

る

六
首
を

み
る

こ
と

に
し
よ

う
。

77

78
は
、
齋

院

選
子

か
ら
贈

ら

れ
た
卯

杖
を

め
ぐ

っ
て

の
馬

内

侍
と
斎

院

の
宰
相

と

の
贈
答

歌

で
あ

る
が
、

他

は
詠
歌
時

点

及

び
動
機

は
す

べ
て

無
関

係

な
歌

で
あ

る
p

こ
れ

ら

の
歌

の
間

に

お
け

る
連
想

の
糸

を

た
ぐ

る

事

に
よ

っ
て
逆

に
編
者

の
意
識

と
し

て

の
排

列

過
程

を
探

っ
て
み

よ
う
。

先

ず

、

77

の

「
な
げ

き

」

の
詞

は
、

「
嘆
き

」

の
音

か
ら

「
投
木

」

へ
の

連
想

を
呼

び
、

更

に

「枯

れ
枝

」

へ
と
連
想

が

及
び

79
番

の
詞
書

「
か
れ

た

る
も

み
ち

の
枝

」

・
歌

の

「
な

け
き

の
技

」
を

介

し

て
、

79
番

の
歌

が

こ
の
位
置

に

置

か
れ

た
も

の
で
あ

ろ
う
。

そ
し

て
ま

た
、

79

の

「
な

げ
き

の
枝

」

は
78

の

「
祝

い
の
杖

」

と

の
対

照
を

な

し

て

い
る

こ
と

も
見
逃

せ

な

い
。

77
の

「
嘆
き
」
か
ら

の
連
想

の
糸
を

た

ど

っ
て
み

る
と

、
嘆
き

(投

木

)
か

ら
79

の

「枯

れ

た

る
も

み
ち

の
枝

(
離

れ
た

る

・
深
き
色

と
見
え

ず

)
ー
な

げ

き

の
枝

」

へ
、

80

の

「
誓

言
文

」

へ
と

連
想

が

た
ど
ら

れ
、

更

に

81
の

「
文
」

、

82

の

「
ふ
み

(
文

・
踏

)
な
れ

ぬ
」

へ
と
連
繋

を
も

っ
て
発
展

し

て

い
く
。

ま

た

80
の

「
か
は

り

の
文

お

こ
せ
よ
」

・
81

「
文

お

こ
す

れ
ど

」

・
82

「
ま

だ

ふ
み
な

れ

ぬ
」
な

ど

と
尻
取

り
遊

び

の
よ
う

な

言
葉

の
連

繋

に
よ

る
遊

び
を
感

じ

さ

せ
る
と

こ
ろ

に
も

注

目
さ

せ
ら

れ

る
。
細

か
い
と

こ
ろ
で
は
、

80

の

「
せ
め
る

」
、

81

の

「
い
い
は
な

た
ず

」

の
表
現

も
対

照
的

な
概

念

と
し

て
意
識

的

に
言
葉

を

選

ん
で

お

い
た
も

の

か
も
知

れ

ぬ
。

ま
た
左

大
将

と
や
す

の

ぶ
は
、
内

侍

と

の
関
係

の
親
疎

が

対

照
を

な
し

て

お
り

、
共
ハ
に
我

が
身

に
思

い
を
寄

せ
る
男

性

の
対
照

と
状

況

の
お
も
し

ろ

さ
を
意

識

的

に
ね
ら

っ
た
排

列

で

は
な

い
か

と
思
う
。

な

お

、

81
か
ら

82

へ
の

つ
な

が
り

は

「
つ
ら
き

わ
ざ

か
な

」

と
結

ぶ
81

の
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歌

の

「
つ
ら
し

」

が
、
憂

し

・
つ
ら
し

の
詞

の
連

想

に
か
け

て

「
う
き

卯

月

」

へ
と

つ
な

が

り
を

も

っ
て

い
く

と
も
考

え

ら
れ

る
。

こ
の
よ
う

に
、

こ
こ
で
は

言
葉

の
類

似

性

・
言
葉

の
も

つ
イ

メ
ー

ジ
か
ら

く
る

連
想

や
意

味

の
対

照

性

が
重

っ
て

い
る
。

ま

た
、

77

78

の

「
蛮
院

」

か
ら

の
連

想
を
う

け

て
、

80

の

「
賀
茂

の
社

の
神

」
が
配

さ

れ
た

も

の

で
あ

ろ
う

こ
と
は

容
易

に
考

え

及

ぶ
と

こ
ろ

で

あ

る

が
、
こ
れ

は
、

『
紫

式
部

集
』

に
お
け

る

「
か
も

に
も
う

で
た

る

に

ほ
と

・
き
す

な
か
な

む

と
云

々
」

の
詞
書

を
も

つ
十

三
番

の
歌

「
ほ
と

、

き
す

こ
ゑ
ま

つ
ほ

と
は

か
た
を

か

の
」

と

、

「や

よ

ひ

の

つ
い
た
ち

か

は

ら

に

い
て
た
る

に
」

の
詞
書

の
十

四
番

の
歌

「
は

ら

へ
と

の
神

の
か
さ

り

の
み
て
く

ら
に
」

の
二
首

に
あ

っ
て
、

十
三
番

の
歌

が
賀
茂

参

詣

の
折

の

作

で
あ

る
と

こ
ろ
か
ら

、
賀
茂

の
連

想

に
よ
り

年
代
排

列

の
原

則

を

お
か

し

て

こ

・
に
配

さ
れ

た
も

の
で
あ

ろ
う

、
と

の
今
井

源
衛

先
生

に
.よ
る
御

考
察

と
類
似

し

た
排

列

で
あ

ろ
う
。

こ
れ

と
同
種

の
も

の
は
、
ま

た
、
家

集

3

・
4
に
も

見
ら

れ

る
。

す

な

わ
ち

七
月

七

日
に
は

ち
す

の
た
ま

を

つ
く
り

て
さ

り

に
し

人

の
を

こ
せ
た
れ

は

3
、
思

ひ
あ
ま

り
た

の
め
し

中

の
く
や

し
き

は

こ

の
世

と

た
に
も

ち
き

・ら
さ
り

し
よ

と
も

た
ち

の
も

と
よ
り

あ
ま

に
な
り

な

む
と
あ

り

し

は

い
か

に
と

い
ひ
た
れ

は

4
、

し

か
す

か

に
か
な

し
き

も

の
は
世

の
中
を

う
き

た

つ
ほ
と

の
心

成

け

り

と
あ

っ
て
、
3
の

「は
ち
す

の
た
ま

」
か

ら

の
連
想

で

「
尼

に
な

り
な

む
」

を

4
に
配

し

た
も

の
で
あ

ろ
う
。

詠
作

年

次

は
共

に
不

明

で
あ

る

が
、
想

像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
4
は

、
あ

る

い
は
堀

川
中

宮
婬

子

の
崩
御

(
天

元

二
年
六
月

三

日

)
後

、
小

馬
命

婦

や
他

の
女
房

た

ち

が
、
多

く
尼

に
な

っ
て

い
っ
た
天
元
二
年
七
月
頃

の
事

と
も

推

測

で
き

な

く
も

な

い
。

も

し

、

そ
う

と
す

れ
ば

、
馬
内
侍

は
未

だ
二
八

、
九

才
、

世

を
そ

む
く

に

は
未
練

の
あ

っ
た
心

境
を
述

べ
た
も

の
と

い
う

こ
と

に
も

な

る
だ

ろ
う
。

因

み

に

婬
子

の
五
七

日

は
七
月

七

日
に
あ

た
り

、
七

七

日
は

七
月

一
二

日

に
あ

た

る

の

で
、
そ
う

し

た
連

想

に
よ

っ
て

こ
の
歌

が
配

さ

れ
た

と
も

見

ら
れ
な

い
で
あ

ろ
う

か
。

さ

て
、

こ

・
で
85
ま

で
範

囲

を
広

げ

て
考

え

て
み
よ
う

。

82
83

は
80

と

同
じ

く
左

大
将

と

の
関

係
を

示
す

も

の
で
あ

る
。

更

に
84

の

「
あ

ぜ

ち
大

納

言

」
を
朝

光

と

み

る

こ
と
が

で
き

る
な

ら

ば
、

こ
れ

も
左

大
将

と

の
思

い
出

を
語

る
、

い
わ
ば

主
想

の

一
連

と

い
う

こ
と

に
な

る
だ

ろ
う
。

按

察

使
大
納

言

を
左

大

将

の
後

の
姿

と
見

る

こ
と

は
、
大

胆
な

憶

測

に
過
ぎ

る

か
も

知

れ
な

い
が

、
も

し

こ
う
し

た
憶

測

が
許

さ

れ
る

と
す

る
な

ら
ば

、

左

大

将

と

の
馴

れ

そ

め

の
思

い
出

(
83

)
と
、

交
際

が

切
れ

て
後

の
回

想

(
84
)
を

並
列

し

た
と

見
る

こ
と
も

。で
き

よ
う
。

84
と

85
と

の
関
係

は

、

84

の
歌

詞

「
…
葉

を

わ

か
み
わ

か

・
り

そ
め

し

よ
と

の
あ

や

め
は
」

か

ら

の
連
想

で

、

85
の

「
五
月

の
な

か
雨

に
あ

や

め

の
お

ち

た
る
を

宮
御

覧

し

て
云

々
」

が
お

か
れ

た
も

の
で
あ

ろ
う

。

『
あ

や
め
』

の
連

想

で

「
若
き

あ

や

め
」

と

「
あ

や

め
落

つ
」

が
対

照
的

に
思

い
出

さ
れ

た
副
想

と

み
ら
れ

る
。

77
か
ら

85

に
至

る
既
述

の
こ
と

が
ら

を
整

理
し

図

示
す

る
と
次

の
よ
う

に
な

る

だ
ろ
う
。
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主
想

連
想
に
よ
る
副
想

柵

齋
院
.鐸

四
謹

薦

み
ち
の
枝

80
賀
茂

の
社

の
神

鍵

と
文

翠

す
の
ぶ
.野

つ琵

82
左
大
将

・
卯

月

83

(左

大
将

と

の
交

際

は
じ

め

)

(交

が
切
れ

て
後

の
回
想

)

84
按
察
使

大
納

言

85
中
宮

若

き
あ

や

め

あ

や
め
落

つ

又
、

次

の
44
-

51

の
八

首

の
連
な

り

に

つ
い
て
も

似

た
よ
う

な

こ
と

が

言

え
よ
・っ
。

(
詞
書

脱

か
)

の
と
か
な

る
春

の
う

ら

に
も
す

か
た

め
は
猶

こ
ゆ

る
き

の

い
そ

か
し

や

な
ぞ

あ

る

お
と

こ

の
も

と
よ

り

な
き

た

ん
る
涙

の
た

ま
を
衣

手

に

つ

・
む
人

め

に

ほ
と
そ

へ
に
け

る

マ
マ
(
こ
イ

〉

つ
か

ひ
あ

し

く
し

て
見

つ
け

ら
れ

て
そ

ひ
た

る
人

さ
り

ぬ
と

き

・
て

こ
の
き

み

人

し
れ
す

ぬ

れ
わ
た

る
身

は
な

み
た

川

い
は
れ

の
池
を

あ

は
れ

と
そ

お
も

ふ

返

し

47
お
も

ほ

え
す

涙

の
川
に

ぬ
れ
き

ぬ
を
我

よ

り

ほ
か

に
た

れ
か
き

る

へ

き

た

つ
た

山

に
二
日

は
か

り
あ

り

て
た

つ
た
山

も

い
か
か

と

て

48

ふ
く

風

に
け

に
な

ひ
か
す

は
を

み
な

へ
し

し

の

ひ
に
か

・
る
露

を

し

ら
な

ん
と
あ

れ

は

49
さ

か

の

い
う

な
る

こ

・
う
と

や
き
く

と

い
ひ
し

か

は

を

み
な

へ
し

つ

・
む
わ

か
み

は
野

へ
な

れ
や

お
な

し

君
九
月

は
か
り

に

50
思

ふ
人

や

・
す

き

ぬ
と
や

き
く

の
花

雨

を
き

・
て
も

露

に

ぬ
る
ら

ん

ほ

か
に

と

て
か

へ
し

つ
な

と
か
を

と

は

の
と

い
ひ
た

り
し

か

は
身

つ
か
ら

き

た
る

に
あ

は
ね

は
九
月

九

日
菊

に
さ

し

て

51
菊

の
う

へ
の
露
を

は
を

き

て
な

み
た

こ
そ

わ

た

の
衣

の
袖

も

か
は

か

ね
44
は

風
俗
歌

「
玉

だ
れ
」

か

ら

の
連

想

か
ら
成

る

と
解

さ

れ
る
歌

で
あ

る

が
、

「
玉

だ

れ
」

の
連
想

を
う

け

て

45
の

「
涙

の
玉

」

へ
と
連
な

り
、

46
47

の

「
ぬ

れ
わ

た

る
身

・
ぬ

れ
衣
を

着

る
我
」

、

ぬ
れ
衣

の
連

想

を
う

け

て

「無

き
名

立

つ
立

田
山

」
・
「露

」

へ
と
発
展

し

て

い
く
。

次
に
48
～
53

の
間
は
秋

(九
月

)

の
季

を
合

せ

て
集

め
た
も

の
で
あ
り

、

近

似
し

た
言

葉

の
意
味

か

ら

の

つ
な

が
り

を
追
う

こ
と
が

で
き

る
。
す

な

わ
ち

、
袖

も

か
は

か
ね
↓

う

き
気

(
浮

き
木

)
↓

な
き

な

た

つ
袖

・
草

つ

ゆ
け
し
、
等

の
つ
な
が
り

で
あ
る
。

46

47

・
48
～

51
ま

で
は
、

「
こ
の
君

」

「
同

じ
君

」

と
表

現
さ

れ
て

い
る
或

る

公
達

と

の
関

係
を

物
語

る

も

の
で
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あ

る
。

前

に
も

ふ
れ

た

が
、
名

を
記

さ
ず

、

三
人

称
表

現

で
話
を
繰

り

ひ

ろ

げ
る

と

こ
ろ

で
は

、
展
開

さ

れ

る
内
容

の
お
も

し
ろ

さ
や

歌

へ
の
興

味

が
前

面

に

お
し
出

さ

れ

て

い
る

こ
と
は
確

か

で
あ

る
。

た
と

え
ば
左

大

将

を

対
象

と
し

た

と

こ
ろ

で
は
、
特

定

個

人
と
し

て
の
左
大

将

そ

の
人

へ
の

関

心

が
よ
り

強
く

示

さ
れ

て

い
る

が
、

44

の
歌

の
よ
う

に
、

洗
練

さ
れ

た

貴

公
子

の
女

に
対

す

る

か
ら
か

い
と
み

ら
れ

る
も

の
や
、

女
郎

花

を
中

心

と
し
た

48

49

の
贈

答
等

、

い
か

に
も

平
安

貴
族

ら
し

い
お
も

し
ろ
味

が
あ

り

、
歌

そ

の
も

の

へ
の
関
心

の
方

が
深

か

っ
た

の
で
は
な

い
か
と
思

わ

れ

る
。
内

容

は
省

略
す

る

が

、話

の
内

容

そ

の
も

の
に
お
も

し
ろ

味
を

示
し

て

い
る
も

の
に
35
～
40

に
至

る
贈

答

や

54
～

61

に
至

る
贈

答

な

ど

が
あ

る
。

そ

の
他
、

こ
と
ば

の
遊
戯

に

よ
る

二
首

(
元
来

成

立
上

無
関

係
な

)
の

連

接

に
は
、

か

た
ら

ひ
て
と

し

こ
ろ
あ

り

つ
る
人

ゆ
う

さ

り

ひ
と

の
む

こ

に
な

り
ぬ

と
き

・
て
筏

の
か

た
を

つ
く
り

て
書

て
や

る

96
お

ほ
井

河
人

め
も

ら
さ

ぬ
け

ふ
や

さ
は

そ
ま

の

い
か
た

し
d
剥

を

ま

つ
ら

ん

正
月

に
空

の
け
し

き
な

と
も

よ
し

よ

め
と
宮

の
仰
ら

れ
し

か

は

97
浦

こ
と

に
あ

ま

は

み
る
ら

ん
は

つ
春

の
け

ぬ

る
き
風

に

浪
や

な

こ
ま

む

が
あ

り
、

ゆ
う

さ
り
↓

く

れ

(
日

の
暮

れ

か
ら
年

の
暮

れ

へ
と
意

識

内

で

発
展

)
ー
↓

正
月

・
は

つ
春

、

と

の
連

想

の
糸
を

た

ど

っ
て
配

さ

れ
た

も

の
か
。

そ

の
ほ

か
17

～
19

に
至

る

「
涙

の
川

・
氷

」

「
十
月

・
し
ぐ

れ

」

「
し

は
す

・
た
も

と

の
う

る
う

月

の
わ

び
し

さ
」

な

ど
、
月

の
推

移

や
類

.似

し

た
詞
等

に
よ

る
連

接

・
類

聚

と

み
ら

れ
る
も

の
な

ど

が
あ

る
。

以
上

、

歌
題

や
内

容

に
よ
る

連
想

・
類
聚

意

識

の
働

い
て

い
る
と

み
ら

れ
る

と

こ
ろ
を

例

示
し

て
み

た
。

こ
れ
ら

の
例

に
よ

っ
て
も

、
類
聚

規

準

が

一
元
的

で
な

く
、
決

し

て
統

一
的

に
何

か

に
よ

っ
て

一
貫

さ

れ
て

い
る

の
で
も
な

く
、
部

分
的

連
想

に

つ
な

が
り

、
小
部

分

の
個

々
の
事

実

へ
の

関
心

が
深

め
ら

れ
、
或

は
言

葉

の

お
も

し

ろ
さ

や
具

体
的

表

現

の
連
関

に

ま

で
及

ん
で
、
多

彩

な
類
想

を
呼

ん

で

い
る

こ
と

が
わ

か
る

で
あ

ろ
う
。

次

に
、
対
照
的
な
も

の

、
排
列

に
主

軸

を

お

い
た
例

を
示

し

て

み
よ

う
。

相
隣

る
二

首

の
歌

は
贈

答
歌

で
は
な
く

、

元
来
相

互

に
無

関
係

な
成

立

事

情

を
有

す
る
も

の
で
あ

る
。

　

84
さ

わ

に

み
な
お

り

た
ち

ぬ
と

も
葉

を
わ

か

み
わ

か
か

り
そ

め
し

よ

と

の
あ

や

め
は

(若

き
あ

や

め

)

85
あ

や

め
草

い
つ
れ

の
さ
わ

に

根
を

と

め
て
身

を

は
な

か

め
に
く

た

し

は

つ
ら

ん

(五

月

の
な

か

め

に
あ

や

め

お

つ
)

　

90
人

の

こ
む

と

て

こ
さ

り
し

に

91

こ
む

と

い
う

人
来

て

　

93
三
笠

の
山

に

ふ
み

か
よ

ふ

と
か

94

ゆ
き

か
よ

ふ
跡

た
え

ぬ

る
か

　
慨

い
み
し

く

ふ

る
と
も

か
な
ら
す

ま

い
ら

ん

「
さ
ら

な
り

」

燭
あ

り
さ

ま

に
し

た

か

い
て

か
れ
よ

り

も
ま

い
ら
ん

「
や

え

ふ
き

の
ひ
ま

も

あ
ら

し
を

」

　……
た
れ
を

け

ふ
ま

つ
と
か

い
は
ん

捌
ま

た
わ

す

ら

る
る
な

ら

ひ
有

け

り

　

86

か
き

の
下
葉

に
か
き

て

「
つ
ゆ

と
け

て

」

87

い
も

の
葉

に

つ
ゆ

の
と

ま

れ
る
を

「
下
葉

に

お
く

つ
ゆ

」

こ
う

し

た
排

列

部
分

が

そ

の
例

で

あ
る
。

④

は

84

の
若

き

あ
や

め

か
ら

一69「



の
連
想

で
、
五
月

の
長
雨
に
落

ち

た
あ

や

め
が

配
さ

れ

た
も

の

で
あ

ろ
う
。

⑥

は
事

実

に

よ
っ

た

も

の

で
、

90

の
待

っ
て

い
た

の
に
来

な

か

っ
た
、

に

対

し

て

は
91

「
こ
む

と

い
う

人
」

が
来

て

一
夜

中
う

ろ

つ

い
て

い
た

が
逢

っ
て
や
ら

な

か

っ
た

と

の
内
容

を
持

つ
と

こ
ろ

で

の
対

照

性

で
あ

る
。
　

は
、

「
ふ
み

か
よ

ふ
」

に
対

し

て

「
ゆ
き

か

よ
う

跡

た
え

ぬ

る

か
」

と
配

し

た
も

の
で
、

通

う

・
通

う

こ
と
が

た

え

る

の
対
照

性

、
㈱

8

は
言
葉

の

表
面
上

の
対
照
性
を
も

っ
て
配
し

た

も

の

で
あ

ろ
う
。

二

は

「
か
な

ら
ず

」

「
あ

り

さ
ま

に
し

た

が

い
て

」

の
言
葉

と

共
ハ
に
そ

の
状

況

の
対

照

も
あ

っ

て
興
を

引

き
配

さ
れ

た
も

の
で
あ

ろ
う

か
。

こ
う

し

た
趣

は
、
大

体

後
半

に
多

く
表

れ

て

い
る
が
意
識

的

に
排
列

し

た
も

の
で
あ

ろ
う
。

四

以
上

見

て
来

た
よ

う

に
、
馬

内
侍
集

に
は
非

組
織

的
な

形
態

の
中

に
、

連

想

に
よ
る

興
味

の
推
移

、

詞

の
遊

び

、
対
照

意

識
、
類

聚
傾

向

、
物

語

化

へ
の
志
向
等

の

い
り
く

ん

だ
も

の
が

み
ら
れ

る
。

極

め

て

二
般
的

に
言

っ
て
、

男
子

の
家

集

に
は

、
部

立

の
あ

る
も

の
は

別

と
し

て
も

、

ほ

"

一
貫

し

た
何
ら

か

の
秩
序

に

よ

っ
て
統

一
さ

れ
よ
う

と
し

て

い
る
傾
向

が
あ

る
。

又
、

そ
う

し
た

男
性

の
家
集

に
比

し

て
、
概

し

て
自

由
な

立
場

を

と

っ
て

い
る

と

見
ら
れ

る
女

性

の
家

集

に
於

て
も

、

部
分
的

に
も

せ
よ
或

一
つ
の
秩

序

が
見

出
さ

れ
る

の
が
普

通

で
あ

る
。

そ

う

し

た
中

に
あ

っ
て
、

一
貫

し
た

体
系

を
求

め
よ

う

と
せ
ず

、
自

由
な

連

想
を

走
ら

せ

て
は
言
葉

の
遊

び
を

な
し

、
様

々
な

要
素

が
混

じ
り

合
口
っ
て

形
態

上

か
ら
は
全

く
雑

多
な

も

の
に
な

っ
て
は

い
る

が
、
そ

の
糸

を

た
ぐ

っ
て
み

れ
ば
、

今

み
て
き

た
よ
う

な
多

元
性

を
擁

し

て
、
そ

れ

が
意
識

的

に
展

開

さ
れ

た
結
果

で
あ

る
ら
し

い
こ
と

を
略

ー
見

る

こ
と
が

で
き

た
と

思
う
。

馬

内
侍

は
、

か

つ
て
大
齋

院
選

子

の
も

と
に

い
て
、

数
年

に

わ
た

る
歌

の
記

録
を

「
大
齋
院
前

の
御
集

」
の
形
態

に
編
纂

し

た
と

い
わ
れ

て

い
る
。

そ

れ
は
編

年
体

に
よ

る
も

の

で
は
な
く

、
四
季

を
中

心

と
し

た
編
纂

形

態

を

と

っ
て

い
る
。

静

か
な
齋

院

の
紫

野

の
生
活

は

、
内
裏

の
生
活

と

は
異

な

り
、
日
次

形
式

に
よ

る
よ

り
も

、美

し

い
四
季

に

よ
る
印

象

の
方

が
深

か

っ
た
為

で
で
も

あ

ろ
う

か
。

と

に
か
く

四
季

に
よ

る

一
貫

し

た
編
纂

意

識

に
よ

っ
て
ま

と
め

ら
れ

て

い
る
。

こ
れ
は

、
「
前

の
御

集
」

が
公

の
記

録

で

あ
り
、
私
的
な
も

の

へ
の
意
識
と

は
自

ら
異

な
っ
て

い
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
家
集

は
全

く
私
的

な

も

の
で
あ

る
。

ま

し

て
、

自

分

の
歩

ん

で
来

た
恋

愛
遍

歴
を

主

と
し

た
も

の
で
あ

る
だ
け

に
、
極

め

て
自
由

な
連

想
を

も

て
遊

ん
だ

も

の
で

は
な

か

っ
た
ろ
う

か
。

過

去

は
す

べ
て
美

し
く

、
夢

の
様

に
思

い
出

さ

れ
、

今

は
亡
き

若
き

日

の
恋

人
た

ち

の
上

に
心

は
せ

つ

・
老

い
の
慰

み

に
弄

び
書

き

綴

っ
た
も

の
で
は

な

か

っ

た
ろ
う

か
。

家
集

の
末

尾

も

「宇

治

院

に
す

む
」
隠

棲
生

活

の
も

の

で
は

な

く
、

宮
廷

生

活
中

の
詠

で
閉

じ
ら

れ

て

い
る
。

こ
う

し
た
点

に
も
彼

女

の

こ
だ
わ

ら
ぬ

性
格

が
よ

み

と
れ

る

の
で
あ

る
が

、

こ
う

し

た
形
式

の
な

い
編
纂

方
法

こ
そ
、

馬
内

侍
集

の
性

格

で
あ

る

の
み
な

ら
ず

や

・
飛
躍

し

た
言

い
方
を

す

れ
ば

馬
内

侍

そ

の
人

の
生

き
方

で
も
あ

り
、

文
芸

に
対
す

る
考

え
方

で

で
も

あ

っ
た

と

い
え

る
か
も

し

れ
ぬ
。

和
漢

の
才

を
豊

か

に

持

っ
た
清

少
納

言

が
、
枕

草

子

に
於

て
極

め
て
自

由
性

を
発

揮
し

た

の
に

も
似

て
、

形
を

脱

し
た
自

由

な
世
界

に
よ
り
美

的

な
も

の
を
求

め
て

や
む

こ
と
を
知

ら
な

か

っ
た
馬

内

侍

で
あ

っ
た

の
だ
ろ
う

。

そ
れ
故

に
生
活

の

面

に
於

て
も
常

道

を
逸
脱

し

た

一
面
も

あ

っ
た
よ
う

だ
が
、
幼

き

日

か
ら

文
芸

的
雰
囲

気

の
高

い
徽

子

女
王

、
婬

子
中
宮

、

選
子

内
親

王
、
或

は
詮
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子

、
定

子
中
宮

の
後
宮

に
息

づ

き
、

当
代

の

一
流
歌

人
や

洗
練

さ

れ
た
権

門
貴
紳
に
接
し
て
、
自
ら
磨
か
れ
て
行
っ
た
教
養
-

懸
詞
や
縁
語
を
駆

使

し
、
古

歌

を

そ
ら

ん
じ

、
そ

の
場

に

ふ
さ
わ

し

い
機

知

に
富

ん

だ
応
答

が
求

め
ら
れ

、

そ

こ
に
価
値

が
認

め
ら

れ
て

い
た
中

古
宮

廷
歌

人

の
も

つ

風

潮

の
中

で
育

て
ら

れ

た
、
馬

内
侍

の
詠

歌
態

度

・
意
識

・
虚
構
性

な

ど

が
生

ん
だ
結

果

で
あ

ろ
う

と
思
う

の
で
あ

る
。

す

な
わ
ち

こ
う

し

た
傾
向

は
、
彼

女

の
文
学

精

神

に
か

か
わ

る
も

の

で
あ

ろ
う
。

そ
れ

故

に
人
目

に

触

れ

る

こ
と
や
勅

撰

集

の
た

め

の
編
纂

の
目
的

に
で

は
な
く

、
彼

女
自
身

の
文
芸
的

な
遊

び

と
相
侯

っ
て
、
楽

し

み

つ

・
若
き

日

の
歌
屑

を
、

あ
　

ま

で
も
自

分

を
中
心

と
し

て
女

の
立

場

か
ら
整

理
し

た
も

の
で
、

そ

の
時

期

は
、
静

か
な
隠
棲

生
活

に
入

っ
て
か
ら

の
こ
と

と
推
察

さ

れ
る
。

注
1
、
底
本

は
契
沖
筆

本

(三
手
文
庫
蔵

)
と
し
、
勅
撰
集

か
ら

の
補
入
歌
を
除

い

た
歌

数
で
あ

る
。

2
、
竹
内
美

千
代
著

「紫
式
部
集
評
釈
」

二
二
二
頁

3
、
安
和

か
ら
長
徳
に
至
る
間

の
左
大
将
、
伊

サ

・
頼

忠

・
朝
光

・
道
隆

・
済
時

・
道
長

の
う

ち
、
年
令
的
に
も
よ
く
、

「朝
光
集

」
に
も
二
人

の
交
際
を
証

し

す

る
贈
答

の
あ
る
点
か
ら
、
朝
光

と
み
る
。
鈴
木

一
男
氏

・
竹
鼻
績
氏
も
朝
光

と
み
ら
れ
る
。

4
、

「馬
内
侍
」
ー

ー
そ

の
生
涯

を
中

心
に
ー

(
「国
文
学
」
昭
和

三
四
年
三

月
号

)

5
、

「人
文
論
究
」
昭
和
三

五
年
六
月
号

6
、
平
安
朝
歌
合
大
成

6
、
本
位

田
重
美

氏

一,馬
内

侍
集
覚
書

」
(
「人
文
論
究
」
昭
和
三

五
年
六
月
号

)

8
、
春

日
和
男
先
生

『
助
動
詞

「
け
り
」

の
二
面
性
」

(
「
言
語
と
文
芸
」
三
四

号

)

9
、

「別
本
大
和
物

語

の
成
立
に
就

て
ー
構
成
を
基
礎

と
し
た
試
論
1

(
「国
語

と
国

文
学
」
昭
和
二
八
年
二
月
号

)

10
、

「紫
式
部
集

の
復
元
と
そ

の
恋
愛
歌
」

(
「
文
学

」
昭
和
四
十
年

二
月

号
)

11
、
84

の
按
察
使
大
納
言
が
誰
を

さ
す

か
明
確

で
は
な

い
が
、
詠
歌
年
次
推

定
表

に
も
記

し
た
と
お
り
該
当
す
る
為
光

・
朝
光

・
済
時

の
う
ち
、
よ

り
可
能

性

の

大
き

い
の
は
、
後
者

二
人

で
あ

る
。

し
か
し
、
済
時

は
永
禄

二
年

以
来
左
大
将

で
、
世

に
言
わ
れ

る
小

一
条

大
将

と
し

て
名
が
通

っ
て
お
り
、
馬
内
侍
と

の
交

渉
を
物
語
る
形
跡

の
な

い
点
が
問
題

で
あ
る
。
朝
光

は
、
後
に
枇
杷
大
納

言
の

北
方

と
の
交
渉
で
有
名

で
あ

る
が
、
馬
内
侍

と
の
交
際

が
す

っ
か
り
絶

え
果

て

て
し
ま

っ
た
後

の
、
左
大
将

の
姿
と
し

て
、
交
際
時

の
左
大
将
な
る
称
号

を
用

い
ず

、
按
察
使
大
納
言

と
し
た

の
で
は
な

い
で
あ

ろ
う

か
。

た
し

か
に

「
左
大

将

」
と

「
あ

ぜ
ち
大
納
言

」
の
呼

び
名
を

一
人
物

に
用

い
る

こ
と

は
、
常

識
的

に
見
て
う
な
ず
け

ぬ
か
も
知
れ
な

い
。
し

か
し
、
粟
田
右
大
殿
と
も
右
大

殿
と

も
記

さ
れ
て

い
る

の
も
道
兼
を
さ
し

て
い
る
ら
し
く
受
け
と
れ
る
点
も

あ
り
、

「あ

ぜ
ち
大
納

言
」
を
朝
光

の
後
年

の
姿

と
見
る

こ
と
の
で
き
る
可
能
性

は
、

か
な
り
大
き

い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
と
思
う
。

12
、
錯
簡

の
疑

い
が
持

た
れ
て

い
る
箇
所

で
あ

る
。
本

位
田
氏

に
よ

れ
ば
、
20

の

歌
と
関
係

の
あ

る
と

こ
ろ
で
、

20

・
48
の
間

に
あ
る

べ
き
は
ず

の
20
の
返
歌
が

落
ち
た
も

の
と
み
ら
れ
て

い
る
。
な

お
、
48

の
詞
書

が

48
の
歌

の
詞
書

と
見
る

上

に
多
少
問
題

の
あ
る
点
も
御
指
摘

が
あ

る
。

13
、
注
12
に
記
し
た
よ
う
に
錯
簡
と

み
て
20
番

を
補

っ
て
考

え
て
も

、

「
ぬ
れ
衣
」

の
連
想

か
ら

「露

」

へ
と
続
き
問
題

は
な

い
。

14
、
柿
本
集

(
52
)

「無
名

の
み
立
田
の
山
の
麓

に
は
よ

に
も
嵐

の
風
も
吹
か
な
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も
」
。
古
今

和
歌
六
帖

(
7
)
無

名

の
み
立

田
の
山
の
さ
ね
蔓
人

に
知

ら
れ
で

く
る
由
も

が
な
」
。

拾
遺
集

(
6

〉
な
き
名

の
み
た

つ
た

の
山

の
青

つ
.・
ら
又

く
る
ひ

と
も

見
え
ぬ
と

こ
ろ

に
」
等

の
用

い
方

に
よ
る
。

15
、

「左
大
将

」
も
固
有
名
詞

で
な
く
、
三
人
称
表

現
で
は
あ
る
が
、

こ
の
家
集

で
は
、
特
定
個
人
朝

光
を
さ
し

て

い
る
と
思

わ
れ
、

「男
」

「女
」

と
か

「
去

り
に
し
人
」
な

ど
の
表

現
と
は
、
意
識

の
上

で
自
ら
異

っ
て
い
る
と
見

ら
れ
る

の
で
、
そ
れ
ら

と
は
区
別

し
て
考
え
た
。

〈付
記

〉

本
稿

は
、
去
る
昭
和
四
十
四
年
九
月

二
十

一
日
西
日
本

国
語
国
文
学
会

に
於

て
発
表

し

た
草

稿
に
加
筆
し
た
も

の
で
あ
る
。

建
禮
門
院
右
京
大
夫
集
校
本
及
び
総
索
引

威
宜
園
蔵
書
目
録

古
典
対
照
語
い
表

福
田
良
輔
教
援
退
宮
記
念
論
文
集

乾
い
た
空

善
本
写
真
集
30
～
33

近
世
文
芸
資
料
と
考
証
Ⅵ

密
田
教
授
退
宮
記
念
論
集

竹
馬
狂
吟
集

井
狩

正
司

杉
本

勲

宮
島

達
夫

同
教
援
退
宮
記
念
事
業
会

小
宮

隆
弘

天
理
図
書
館

棚
町

知
弥

同
事
業
会
編

木
村
三
四
吾

▼

受

贈

雑

誌

昭

和

44
年

1
月

～

12
月

白
路

24
巻

1

～
4

・
6

～
12

八
雲

29
巻

1

・
4

・
7
～
11

上
代

文

学
研

究
会

々
報

(
東
洋

大
学

)
19

文

芸
研

究

(東

北

大
学

)

60

・
61

・
62

肇
国

32
巻

1

・
6
～

8

国

文
学
論

叢

(
竜

谷
大
学

)
14

淑
徳

国
文

8

・
9

明
治

大
学

教
養

論
集

46

・
51

・
52

相
模

女
子

大
学

紀
要

31

・
32

城

(城

同
人
会

)
38

国

文
学
ー

言
語

と
文

芸
ー

(
東
京

教
育

大
学

)
61

・
65

文
学

論
藻

(東

洋
大

学

)
40

・
41

・
42

成
城

文
芸

(成

城
大

学

)
52

・
53

・
55

国
語

国
文

学

(
名
古

屋
大

学
国

語
国

文
学
会

)

23

・
24

国
文

学
=
解

釈

と
教
材

の
研
究
ー

(
学
燈

社

)

14
巻

2
～
15

国

語
国

文

(
京

都
大
学

)
37
巻

12

・
38
巻

1

～
11

語

文

(
日
本

大
学

)
31

文
芸

研
究

(
明
治

大
学

)
20

文
学
部

紀
要

(
中
京

大
学

)
3
巻

1

国

語

学

(東

京
大

学

)

75

・
76

・
77

国

語

と
国
文

学

(
東
京

大
学

)

46
巻

1
～

8

人
文

研
究

(
神
奈

川
大

学

)
40

・
41

・
42

人

文
学

研
究
所

報

(
神
奈

川
大

学

)
4

国

語
国

文
学

研
究

(
熊
本

大
学

)
4

萬
葉

(関

西
大

学

〉

70

・
71

能
楽

思
潮

50

・
51

・
52

・
53

演
劇

研
究

(
早

稲

田
大
学

)

3

学
苑

(
昭
和

女

子
大
学

)
鋼

～
謝
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