
歌

こ
と
ば

「女
郎
花
」
考

そ
の

「
移
動
」
と

「
前
栽
掘
り
」
、

そ
し

て

「
歌
合
」
と

の
関
係

飯

塚

ひ

ろ

み

は
じ
め
に

歌

こ
と
ば

「女
郎
花
」
を
詠

ん
だ
和
歌

で
最
も
著
名

な
も

の
と
し

て
は
、

お

そ
ら
く

は

『
古
今
集
』
秋
歌
上

に
採
録

さ
れ
た
僧
正
遍
昭

の
、

名

に
め

で
て
を

れ
る
ば

か
り
ぞ
を

み
な

へ
し
我

お
ち

に
き

と
人

に
か

(1
)

た
る
な

(古
今

二
二
六
)

が
挙
げ
ら

れ
る
で
あ

ろ
う
。

「を

み
な

へ
し
」

と
い
う
歌

こ
と
ば
自
体

は
、

古
く

『
万
葉
集
』
か

ら
そ
の
用
例

が
認
め
ら

れ
る
が
、
女
郎
花
を
女
性

に

見
立

て
て
戯
れ

た
と

み
ら

れ
る
こ
の
歌

が
、

そ
の
後

の
和
歌
世
界

に
お
け

る
女
郎
花
像
を
作

り
上
げ

て
い

っ
た
と
も

い
え
る
。

た
と
え
ば

『
和
歌
植

物
表
現
辞
典
』

(東

京
堂
出
版

一
九

九
四
)
を
要

約
す

る
と
、

(
1
)
「
を

み
な

へ
し
」
が
歌
語

と
し

て
豊
か
な
表
現
性

を
発
揮
す

る
の

は

『
古
今
集
』
以
後
。
秋
上

に
収
め
ら

れ
た
遍
昭

の
作

に
よ
り
、

(2
)

僧
を
も
堕
落

さ
せ
る
妖

し
く
美
し

い

「
女
」
と

い
う
イ
メ
ー
ジ

が

新

た
に
付
与

さ
れ
た
。

と
、

「
女
郎
花
」

の
歌

こ
と
ば
と
し

て
の
転
換

期
を

『
古
今
集

』
と
し
、

二
二
六
番
歌

の
影
響
を
積
極
的

に
認
あ

る
。

ま
た
、

(
∬
)
『
古
今
集
』

で
は

「
野

の
女
」

に
見
立

て
て
よ
ま
れ

る
例

が
多
く
、

「旅

の
野

で
男
を
魅

了
す
る
女
」

と

い
う
役
回

り
の
女
性

に
見
立

て
ら

れ
、
恋
人
を

な
ぞ
ら
え
る
こ
と

は
な
い
。

と
い
う

『
古
今
集
』

の
特
徴
を

お
さ
え
、

そ
れ

は
八
代
集

に
拡
大

し
て
も

い
え
る
こ
と
を
次

の
よ
う
に
示
唆
す

る
。

(
皿
)

八
代
集

の
う
ち
恋
部

に
収
め

ら
れ
た
の
は
わ
ず

か
に

一
首

で
、
典

四
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歌
こ
と
ば

「女
郎
花
」
考

型

的
な
恋
歌

の
素
材

と
は
な

り
得

な
か

っ
た
。

「
を
み
な

へ
し
」

で
比
喩

さ
れ
た
女
性

に
は
ど

こ
か
男
性

か
ら
の
揶
揄

・
侮
蔑

の
気

持

ち
が
こ
あ
ら
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。

こ
こ
に
見
え
る

「揶
揄

・
侮
蔑
」

は
、
誹
諧
歌

や
遊
戯
歌

に

つ
な
が
る

要
素

も
あ

っ
た
ら
し
く
、

(
W
)
俗

語
的

な
表

現
と
結

び

つ
く

こ
と
が
多

く

『古
今
集
』

の
誹
諧
歌

に
四
首
。
物
名
歌

や
折
句

の
よ
う
な
遊
戯
歌

も
多

い
。

と
も
述

べ
、

そ
の
用
例

を
や
は
り

『古
今
集
』

に
見
出
し

て
い
る
。

そ
し

て
最
後

に
歌

こ
と
ば
と
し

て
の

「女
郎
花
」

の
様
相

を
、

(
V
)
平
安
初
期

に
は

「女
」

を
連
想

さ
せ
る
身
近

な
歌

語
と
し

て
重

用

さ
れ
た
が
、
誹
諧
歌

や
物

名
歌

が
和
歌
史

の
中

で
衰

退
す
る
に

つ

れ

て
そ
の
連
想

に
よ
る
詠

が
減

少
。

平
安

後
期
以
降
に
は
、
題
詠

や
叙
景

歌

の
中

で
群
生
す
る

「
を
み
な

へ
し
」

の
花
そ

の
も
の
が

う
た
わ
れ
る
よ
う
に
変
じ

て
い
く
。

と
ま
と
め
る
。

詳
細

な
調
査

に
基

づ

い
た
見
解

で
あ
り
、

的
確

で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

一
方

で

『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
』
(増
訂
版

・
笠
間
書
院

一
九
九
九
)
は
、

(
班
)
『
金
葉

集
』
を
例
外

と
す
る
ほ
か
は
、
『
後
拾
遺
集
』

の
六
例
中
五

例
ま

で
が
、

一
条
朝
以
前

の
、

い
わ
ば
三
代
集
時
代

の
人
々

の
詠

四
八

で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
数
字

に
現

れ
る
以
上

に
減
少

し
て
ゆ
く

こ
と
を
知

る
の
で
あ
る
。

と
、
歌
集
別

の
変
遷

で
は
な
く

「
女
郎

花
」

の
歌
そ
の
も
の
が
詠
ま
れ
た
時

期
が

一
条
朝
以
前
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
鋭

い
指
摘
を
し
、
そ
の
理
由
を
、

(
W
)
何

よ
り
も

「言
葉
」

に
依
拠

し
、

ま
た
自
然

は
人
事

を
よ
む
た
め

の
表
象

で
あ

っ
た
三
代
集
時
代

の
和
歌

の
あ
り
方

と
、
宮
廷

サ

ロ

ン
に
お
け
る
男
女

の
即
興
的
や
り
と
り
が
中
心
を
な
す

『
後
撰
集
』

の
世

界
が
、

こ
の
よ
う
に

「
を
み
な

へ
し
」

を
数
多

く
歌

に
よ
ま

せ
る
こ
と
に
な

っ
た
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
、

『古
今
集
』

に
始

ま
る

「言
葉
」
遊

び
に
加

え

て
、
『
後
撰
集
』

の
世

界
を
作

り
出
す
男
女

の
や
り
と
り

に

「女
郎
花
」

の
増
加

の
要
因
を
見
る
。

こ
れ
は
言

い
換

え
れ
ば
、
「
男
女

の
即
興
的

や
り

と
り
」

の
旦
ハ材

の
ひ
と

つ
と
し

て

「
女
郎

花
」

も
存
在

し

て
い
た
と

い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
う

で
あ

り
な
が

ら

『
和
歌
植

物
表

現
辞

典
』

(
皿
)

の
い
う
よ
う

に

「
典
型
的

な
恋
歌

の
素
材
と

は
な
り
得

な
か

っ
た
」

こ

の
歌
材
は
、

そ
れ

で
は

「宮

廷
サ

ロ
ン
に
お
け
る
男
女

」
か
ら
ど
の
よ
う
に
扱

わ
れ

て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
を
考
え
る
ひ
と

つ
の
手
が
か
り
と
し

て
、
今
回
は

「
女
郎
花
」

の
存
在

す
る
場
所

の
変
化

に
注
目

し
た
。
先

に
述

べ

て
お
く

な
ら
ば
、



『
古
今

集
』
と

『
後
撰

集
』

の
問

に
は
、

貴
族

の
生
活
圏
外

の

「
野
」

か

ら
貴
族

の
邸

の

「
前
栽
」

へ
と

い
う

「
女
郎
花
」

の

「移
動
」
が
見
ら

れ

る
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
女
郎
花

の

「
移
動
」
と

い
う
観
点
か

ら
、

三

代
集

に
お
け

る

「
女
郎
花
」

の
用
法
を
整
理
し

つ
つ
、
歌

こ
と
ば

「
女
郎

花
」

に

つ
い
て
考
え

て
み
る
こ
と

に
す

る
。

一
、
「女
郎
花
」
の
用
例
数
と

「
場
所
」
の
変
遷

ま

ず

は

女

郎

花

の
具

体

的

な

用

例

数

を

視

覚

デ

ー

タ

で
確

認

し

て
お

こ

う

。

〔表
1
〕
「女
郎

花
」
歌
集
別
用
例
数

(対
象

は

『万
葉
集
』
並

び
に
八
代
集

及
び
同
時
代

の
私
撰
集
。

用
例
数
は

『
新
編
国
歌
大
観
』
(○
∪
-即
○
ζ

"<
Φド
N)

に
よ
る
)

0

歌

こ
と

ば

「女
郎
花
」
考

十{佐坏
女
郎
花

が
古

く
か

ら
歌

に
詠

ま
れ
た
こ
と

は

『
万
葉
集
』

に
十

四
の
用

例

が
あ
る

こ
と
か

ら
確

認
さ
れ
る
が
、

『
万
葉

集
』

の
総
歌

数
か
ら
考

え

(
3
)

れ
ば
多

い
と

は
い
え
な
い
用
例
数

で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
女
郎
花

の
用
例

が
集
中
す

る
の
は
三
代
集
と
な

る
。
三
代
集

の
隙
間
を
縫
う
よ
う
な
形

で

『
新
撰
万
葉
集
』

に
二
十
五
例
、
『
古
今
和
歌
六
帖
』

に
四
十
七
例
と
、
私

撰
集

に
お

い
て
も
か
な
り

の
用
例
を
持

つ
こ
と
が
わ
か

る
。

『
古
今
集
」

で
二
十
例
と
用
例
が
増
え
た
要
因
と
し

て
は
、
宇
多
院

に

よ

る
数
度

の

「
女
郎
花
合
」

の
開
催
が
考
え

ら
れ
る
。
『
古
今
集
』

の
用

例

の
う
ち

「
朱
雀
院

の
を
み
な

へ
し
あ
は
せ
」

に
詠
ま
れ
た
と

い
う
詞
書

を
持

つ
も

の
が
八
例
認
め
ら
れ

る
の

で
あ
る
。
『
後

撰
集
」

で
は

「女

郎

花
合

」

の
歌
と
み
ら
れ
る
も

の
は
三
例
と
減
少

し

て
お
り
、
代
わ

っ
て
権

者

の
日
常

生
活

の
中

で
の
詠

み
が
増

え

て
い
る
。

ま
さ

に

『歌
枕
歌

こ

ぼ
辞
典
」

が
い
う
と
こ
ろ
の

「宮

廷
サ

ロ
ン
に
お
け
る
男
女

の
即
興
的

り
と
り
が
中
心

を
な
す
」
世

界

で
あ
る
。

し
か
し

『拾
遺
集
』

で
早

く

減

少
傾
向
が
見

ら
れ
、

『
後
拾
遺
集
』

以
降

は
さ
ら

に
減
少
し
数
例
程

に
落

ち
着

く
こ
と
が
わ
か
る
。

次

に
女
郎
花

の
あ

る
場

所

の
変
遷
を
見

て
み
よ
う
。

〔表

2
〕

は
三
代

の
女
郎
花
歌
を
歌

の
内
容

や
詞
書
を
手
が
か

り
に
し

て
分
類
し

た
も

の

あ

る
。
「
野
」
「
前
栽
」

の
ほ
か
に
、
例

え
は

四
九



歌
こ
と
ば

「
女
郎
花
」
考

(朱
雀
院

の
を
み
な

へ
し
あ
は
せ

に
よ
み

て
た

て
ま

つ
り
け
る
)忠

岑

ひ
と
り

の
み
な
が
む
る
よ
り
は
女
郎
花
わ
が
す
む
や
ど

に
う
ゑ

て
見

ま
し
を

(古
今

・
二
三
六
)

の
よ
う
な
移
動
願
望
、
あ

る
い
は
移
動
予
定
が
う
か
が
え

る
も

の
を

「
移

動
」
と
し
た
。

〔表
2
〕
「女
郎
花
」
場
所
の
変
遷

『古
今
集
』
に
三
例
、
『拾
遺
集
』
に

一
例
あ
る
折
句
歌
は
除
外
し
た

お
そ
ら
く

は

『
万
葉
集
』
か

ら
の
流
れ

で
あ

ろ
う
が
、

『
古
今
集
』

で

は
約
半
数
が

「
野
」

に
あ
る
女
郎
花
を
詠
ん
だ
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
し

て

『
後
撰
集
』

で
は
権
力
者

の
歌

の
増
加

に
比
例
し

て
、
「
前
栽
」

に
あ
る
と

み
ら
れ
る
女
郎
花

の
比
率
が
大
き
く
な

っ
て
い
る
。

こ
れ

に
よ
り
女
郎
花

が
指
し
示
す
対
象
が
女
性

の
総
体
か
ら
個
体

へ
と
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
『
拾
遺
集
』

で
は
再
び

「
野
」

の
女
郎
花

の
比
率
が
高
ま

る
が
、
「
前

五
O

栽
」

の
例
も

そ

の
ま
ま
定
着
し
、

「
不
明
」
が
大

き
く
減
少
し

て
い
る
。

『
拾
遺
集
』

に
至

っ
て
、
女
郎
花

歌

の
用
法
が

「
野
」

と

「
前
栽
」

に
大

き
く
二
分
化
さ
れ
、
そ

の
中

で
そ
れ
ぞ
れ
が
確
立
さ
れ
た
と
読
み
取
る

こ

と
が

で
き
る

で
あ
ろ
う
。
実
際

の
移
動

の
様
子
を
、
用
例
を
取
り
上
げ
な

が
ら
次
節
以
降

で
確
認
す

る
。

二
、

『
古

今

集

』

の
用

例

『古

今
集
』

の
二
十

例

の
女
郎
花

を
部

立
別

に
分
類
す

る
と
、
「
秋
歌

上
」

が
十

三
例
、

「物
名
」

が
三
例
、
「
雑
体
」

が
四
例

で
あ
り
、
圧
倒
的

に
秋

の
歌
が
多

い
。

ま
た
、
『
万
葉
集
」

に
は

「
相
聞
」

歌
が
三
例
あ

っ

た

こ
と
を
考
え

る
と
、

『
古
今
集
』

に

「
恋
歌
」

に
分
類

さ
れ

る
も

の
が

な
い
こ
と
が
意
外

で
も
あ
る
。

「
秋
歌
上
」

の
女
郎
花
歌

は
、

「
萩
」

の
歌
九
首

の
あ
と

「
露
」

を

一

首
挟

ん

で
十
三
首

一
挙
に
並
ぶ
。
女
郎
花

の
あ
と

に
は

「
藤
袴
」
三
首
、

「
薄
」
二
首
、
「
撫
子
」

一
首
と

「
秋

の
七
草
」
が
続

い
て
配
置
さ
れ
る
。

こ
の

「
萩
」
を
し

の
ぐ
女
郎
花
歌

の
用
例
数
は

「
秋
歌
下
」

の

「
菊
」

の

十

一
首
を

も
上

回
る
。

「秋
歌

上
」

の
女
郎
花
歌

の
最
初

に
配
置

さ
れ
た

歌
は
す
な
わ
ち

『
古
今
集
』

の
女
郎
花
歌

の
最
初

の
歌
と
も
な

る
が
、
冒

頭

に
挙
げ
た
二

二
六
番
歌
が

そ
れ

で
あ

る
。
再
掲
し

て
お

こ
う
。



題
知
ら
ず

僧
正
遍
昭

名

に
め

で
て
を
れ
る
ば
か
り
ぞ
を
み
な

へ
し
我
お
ち

に
き
と
人

に
か

た
る
な

(
二
二
亠ハ
)

こ
の
歌

は

『
古
今

集
』

の
仮
名

序

に

「僧

正
遍
昭
は
、

歌

の
さ
ま
は
得

た
れ
ど
も
、

ま

こ
と
少

な
し
。
た
と

へ
ば
、
絵

に
か
け
る
女
を
見

て
、

い

た
づ
ら
に
心
を
動

か
す
が
ご
と
し
」

の
例
歌

と
し

て
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。

そ
こ
か
ら
考

え
る
と
、

こ
こ
に
生
身

の
女
性

の
存
在

は
な
く

「
を
み
な

へ

し
」

の
語

の
中

に

「
女
」
を
見

つ
け
、

「
い
た
づ

ら
に
心
を
動
か
」

し

て

詠

ん
だ
誹
諧
歌

と
も
解

せ
る
。

続

く
二
例
目

は
、

僧
正
遍
昭

が
も

と
に
奈
良

へ
ま
か
り
け
る
時

に
男
山

に
て
女
郎

花
を
見

て
よ
め

る

布
留
今
道

を

み
な

へ
し
う
し
と
見

つ
つ
ぞ
ゆ
き
す
ぐ

る
を

と
こ
山

に
し
た
て
り

と
思

へ
ば

(
二
二
七
)

と
、

「
男
」
と

い
う
名

の

つ
く
山

に
わ
ざ
わ
ざ
立

っ
て
い
る
女
郎
花
を

い

や

な
も

の
だ
と
詠
む
歌

で
あ
る
。
「
う

し
」

の
理
由

に

つ
い

て
片
桐
洋

一

氏

は
、

「
男
が
た
く

さ
ん
居
そ
う
な
山

に
立

っ
て
い
る
か
ら
自

分
な
ど
問

題

に
さ
れ
な

い
と
苦
し
が

っ
て
い
る
」

(笠
間
書
院

『
古
今
和
歌
集
』
)
と

す

る
。

し
か
し

『
古
今
集
』

の
配
列

の
中

で
解

釈
す

る
な
ら
ば
、

「
詞
書

歌
こ
と
ば

「
女
郎
花
」
考

か
ら
見

て
二
二
六

の
僧
正
遍
昭

の
歌
を
意
識
し

て
作
ら
れ
、
意
識
し

て
並

べ
ら
れ

た
も

の
」

(同
)

と

い
う
氏
自
ら

の
指
摘

を
も

っ
と
生
か

し

て
、

「
(高
僧

で
あ
る
)
遍
昭
を
も
堕
落
さ
せ

て
し
ま

っ
た

い
や
な
花

(
11
女
)
」

(6
)

と
捉

え
る

べ
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら

こ
そ
詠
者
は
女
郎

花

に
近

づ
か
な

い
よ
う
に
し

て

「
見

つ
つ
ぞ
ゆ
き
す
ぐ
る
」

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

『古
今
集
』

で
は
、

冒
頭
に

い
わ
ゆ
る
遊
女

的
な
女
性

の

イ
メ
ー
ジ
を
引
き
出

す
よ
う
な
女
郎
花

の
配
置

が
な
さ
れ

て
い
る
。

そ
れ

は

『
和
歌
植
物
表
現

辞
典
』

(
H
)

の

い
う

「
野

の
女
」

と
し

て
あ

り
、

女
郎
花

の
あ
る

「場
所
」

と
い
う
観
点

か
ら
見

れ
ば
、

是
貞
親
王
家
歌
合

の
歌

敏
行
朝
臣

秋

の
の
に
や
ど
り
は
す

べ
し
を

み
な

へ
し
名
を

む

つ
ま
じ
み
た
び

な

ら
な
く

に

(
二
二
八
)

題

し
ら
ず

小
野
美
材

を

み
な

へ
し
お

ほ
か

る
の
べ
に
や
ど

り
せ
ば
あ

や
な
く
あ
だ

の
名
を

や
た
ち

な
む

(
二
二
九
)

朱
雀
院

の
を

み
な

へ
し
あ

は
せ

に
よ

み
て
た
て
ま

つ
り
け

る

左
大
臣

(時
平
)

を

み
な

へ
し
秋

の
の
風

に
う
ち
な
び
き
心

ひ
と

つ
を
た
れ

に
よ
す
ら

剃

(二
一二
O
)

五

一



歌
こ
と
ば

「女
郎
花
」
考

寛
平

の
御
時
、
蔵
人

所

の
男

ど
も
、
嵯
峨
野

に
花
見

む
と
て
ま

か
り
た
り
け
る
時
、

帰
る
と

て
皆
歌

よ
み
け
る

つ
い

で
に
よ
め

る

平
貞
文

花
に
あ
か

で
な

に
か

へ
る
ら
む
を
み
な

へ
し
お
ほ
か
る

の
べ
に
ね
な

ま
し
も

の
を

(
二
三
八
)

の
よ
う
な

「
野
」

の
女
郎
花
を
詠
ん
だ
例
が
続
く
。

(7
)

ま
た
、
女
郎
花

に
関
わ
る
地
名

は
、
『
万
葉
集
』

で
は

「
佐
紀
」

で
あ

っ

た
も

の
が

「
男
山
」
(
二
二
七
番
歌
)
や

「嵯
峨
野
」

(二
三
八
番
歌
詞
書
)

に
変
化
し

て
い
る
。

こ
れ

に
は
平
城
京
か
ら

(長
岡
京
を
経

て
)
平
安
京

へ
の
遷
都

に
よ
る
要
因
も
あ

る
だ
ろ
う
が
、

「
男
」

あ

る
い
は

「
サ
ガ
」

(性
)

と

い
う
、

よ
り

「
女
」
と
結
び

つ
く
地
名
が
あ

え
て
選
択

さ
れ

て

い
る
と
も
考
え
ら
れ

る
。
ど

こ
の
野

に
も
あ

る
女
郎
花
が
、

そ
れ
ぞ
れ

の

詠
歌
事
情

に
よ
り
特
定

の
地
名
と
結
び

つ
く
と

い
う

こ
と

で
あ

ろ
う
。

三
、

『
後

撰

集

』

の
用

例

『
後
撰
集
』

の
女
郎
花
歌

は
二
十

四
首

で
あ
る
。
部
立

は

「秋
中
」

が

二
十
、
「
秋
下
」
が

一
、
「
雑
」
「哀
傷
」
「
恋
」
が
そ
れ
ぞ
れ

一
首

で
あ
り
、

『
古
今
集
』

と
同
様

に
圧
倒
的

に
秋
部

の
歌

が
多

く
、

延
喜
御
時
、
秋
歌

召
し
け
れ
ば
奉

り
け
る

貫
之

五
二

を
み
な

へ
し
に
ほ

へ
る
秋

の
む
さ
し
の
は
常

よ
り
も
猶

む

つ
ま
じ
き

か
な

(
三
三
七

・
秋
中
)

(題

し
ら
ず
)

つ
ら
ゆ
き

白
妙

の
衣
か

た
し
き
女

郎
花

さ
け

る
の

べ
に
そ

こ
よ

ひ
ね

に
け
る

(
三
四
二

・
秋
中
)

(題
し
ら
ず
)

よ
み
人
し
ら
ず

秋

の
野

に
よ
る
も
や
ね
な
ん
を
み
な

へ
し
花

の
名
を

の
み
思

ひ
か
け

つ
つ

(三
四
五

・
秋
中
)

の
よ
う

に
、

『
古
今
集
』
時

代

の
歌
が
引

き
続

き
入
集
し

て
い
る

(
三
四

五
番
歌
は

「
よ
み
人
し
ら
ず
」

で
あ

る
が
、
『躬
恒
集
』

に
も
見
ら
れ
る
)
。

し
か
し

一
方

で
は
、
右
大
臣

(
11
藤
原
師
輔
)

・
左
大
臣

(
11
藤
原
実

頼
)

・
三
条
右
大
臣

(
11
藤
原
定
方
)

・
枇
杷
左
大
臣

(
11
藤
原
仲
平
)

・

太
政
大
臣

(
11
藤
原
忠
平
)
と

い

っ
た
、
時

の
権
力
者

の
歌

の
入
集
も
目

立

つ
。

こ
れ

ら
権
力
者

の
歌

は
、
女
郎
花

の
あ

る

「
野
」

に
出
か

け
て
ゆ

く

の
で
は
な
く
、
彼

ら
の
生
活
圏
内

に
存
在
し

て
い
る
女
郎
花
を
詠
む
と

い
う
傾
向

に
あ
る
。

大
輔

が
後
涼
殿

に
侍

り
け
る
に
ふ
ち

つ
ぼ
よ
り
を

み
な

へ
し
を

を
り

て
つ
か
は
し
け
る

右
大
臣

(藤
原
師
輔
)

折

り

て
見
る
袖

さ

へ
ぬ
る
る
を
み
な

へ
し

つ
ゆ
け
き
物

と
今

や
し
る



ら

ん

(
二
八

一

・
秋

中

)

す

ま
ひ
の
か

へ
り
あ
る
じ
の
く
れ

つ
か
た
、
を

み
な

へ
し
を
を

り
て
あ

つ
よ
し

の
み
こ
の
か
ざ
し

に
さ
す

と
て

三
条
右
大
臣

(藤
原
定
方
)

を

み
な

へ
し
花

の
な
な
ら
ぬ
物

な
ら
ば
何

か
は
君

が
か
ざ

し
に
も

せ

ん

(
三
四
八

・
秋
中
)

法
皇
、
伊
勢

が
家

の
を

み
な

へ
し
を
め

し
け
れ
ば

た
て
ま

つ
る

を
き

き
て

枇
杷
左
大
臣

(藤
原
仲
平
)

女
郎
花
折

り
け
ん
袖

の
ふ
し
ご

と
に
す
ぎ

に
し
君
を
思

ひ
い
で
や
せ

し

(
三
四
九

・
秋
中
)

な
ど
が
そ
の
例

で
あ

る
。

ま
た
、

七
月
許

に
、
左
大
臣

の
母
身

ま
か
り
け
る
時

に
、

お
も

ひ
に
侍

け
る
問
、
后

の
宮

よ
り
萩

の
花
を
折

り
て
給

へ
り
け
れ
ば

太
政
大
臣

(藤
原
忠
平
)

を
み
な

へ
し
か
れ
に
し
の
べ
に
す

む
人

は
ま
つ

さ
く
花
を

ま
た
で
と

も
見

ず

(
一
四
〇

一
・
哀
傷
)

は

「女
郎
花

が
枯

れ
て
し
ま

っ
た
野
辺
」

と
詠

ん
で
は
い
る
が
、

そ
こ
に

住

む
の
は
太
政
大
臣
忠
平

で
あ
る
か
ら
、
自

ら
の
邸

を

「
の

べ
」

に
た
と

え
た
も
の
で
あ
り
、

こ
こ
に
詠

ま
れ
た
女
郎
花

は
忠

平
邸

に
あ

っ
た
も
の

歌
こ
と
ば

「女
郎
花
」
考

で
あ

る
と
見

な
さ
れ
る
。
后

の
宮

の
い
る

「宮
中
」

か
ら

「萩
」

が
贈

ら

れ
た
こ
と
に
対
し

て
、
「
女
郎
花
」
「
野
辺
」
と
謙
遜

し
て
詠

ん
だ
も

の
で

あ

ろ
う
。

ま

た
、

一
四
〇

一
番
歌

は
、
女
郎
花
を
総
体
と
し

て
の

「女
」

で
は
な

く
、
特
定

の
女
性

(忠
平

の
妻
)

に
た
と

え
て
詠

ん
だ
も

の
で
あ

る
。

こ

の
よ
う
な
詠
み
方

は
他

に
も
、

『
古
今
集
』

に
は
な
か

っ
た

「
恋
」

の
部

に
属
す

る
女
郎
花
歌
、

あ

ひ
知

り
て
侍

る
女

の
、
人

に
あ
だ
名
立
ち
侍

け
る
に

つ
か
は

し

け
る

平

ま
れ
よ
の
朝
臣

枝

も
な
く
人

に
を

ら
る
る
女
郎
花

ね
を
だ

に
の
こ
せ
う
ゑ
し

わ
が

た

め

(八

四
四

・
恋

四
)

で
も
確
認

さ
れ
、
『
後
撰
集
」

で
は

「女
郎
花
」

が

「野

に
群
生
す

る
花
」

か
ら

「
邸

に
植
え

る
花
」

へ
と
変
化

し
、

そ
れ

に
伴

い
、
音

の
重
な

り

(
「
ヲ
ミ
ナ

ヘ
シ
」

と

「
女

(
ヲ
ミ
ナ
)
」
)

か
ら
発
生

し
た

「総
体

と
し

て

の
女
性
」
を
示
す

以
外

に
、

「個
体

と
し

て
の
女
性
」

(妻

・
恋
人

な
ど
)

を

た
と
え
る
用
法
も
持

つ
よ
う
に
な

っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

加

え
て
、

『古
今
集
」

に
は
二
例

し
か
見

ら
れ
な
か

っ
た

「を

る
」

(折

る
)

と
い
う
関
連
語

が

『
後
撰
集
」

で
は
五
例

に
増

え
、
女
郎
花
を

「折

る
」

こ
と
が
女
性
を
手

に
入

れ
る
こ
と
と
結
び
付

い
て
ゆ
く
。

こ
の
顕
著

五
三



歌
こ
と
ば

「
女
郎
花
」
考

な
例
が
、
三
四
九
番
歌

へ
の
返
し
、

を
み
な

へ
し
を
り
も
を
ら
ず
も

い
に
し

へ
を
さ
ら

に
か
く

べ
き
物
な

ら
な
く

に

(三
五
O

・
伊
勢
)

で
あ
り
、
女
性

の
側
か
ら
も

「
折
ら
れ
る
」

こ
と
が
男
性
と
関
係
を
持

つ

こ
と
だ
と
理
解
さ
れ

て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み

に
こ
の
贈
答
歌

の

事
情
を
説
明
す
る
と
、
三
四
九
番

の
詞
書

の

「
法
皇
」
は
宇
多
天
皇

で
あ

り
、
仲
平

に
歌
を
贈
ら
れ
た
伊
勢
は
、
仲
平
と
恋
人
関
係

に
あ

っ
た
後

に

宇
多
院

に
愛
さ
れ
た

こ
と

の
あ

っ
た
女
性

で
あ
る
。
か

つ
て
寵
を
う
け
た

宇
多
院

に
女
郎
花
を
奉

っ
た
伊
勢

に
対
し

て
、
や
は
り
か

つ
て
の
恋
人

で

あ

っ
た
仲
平
が

「
女
郎
花
を
折

っ
て
昔

の
恋
人

(宇
多
院
)
を
思

い
出
し

た
か
」
と
皮
肉
ま
じ
り

に
贈

っ
た
歌
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

に
対
し

て

伊
勢
は

「
折

っ
て
も
折
ら
な
く

て
も
」

つ
ま
り

「
関
係
が
あ

っ
て
も
な
く

て
も
」
そ
れ
は
も
う
昔

の
こ
と
だ
と
切
り
返
し

て
い
る
の
で
あ

る
。

こ

の
よ
う
な
、

『
古

今
集

』

に

は
見

ら
れ

な
か

っ
た

「
贈
答

歌
」

が

(8
)

『
後
撰
集
』

に
は
採
録

さ
れ
る
。
二
八

一
番
歌

も
師
輔
か
ら
大
輔

へ
贈
ら

(
9
)

れ
た
も

の
で
あ
り
、
大
輔
か
ら

の
返
歌
も
載
せ
ら
れ

て
い
る
。
『
古
今
集
』

で
は
男
性

に
よ
り

一
方
的

に

「
女
」

に
重
ね
ら
れ

て
い
た
女
郎
花
が
、
恋

人
関
係

に
あ
る
男
女
間

の
贈
答

の
中

で
女
性

に
も
認
知
さ
れ
た

こ
と
を
示

す
実
例

で
は
あ

る
が
、
大
輔

・
伊
勢
と
も

に
八
四
四
番
歌

の
詞
書

の
よ
う

五

四

な

「
あ
だ
名
」

の
立
ち
や
す

い
女
性

で
あ

っ
た

こ
と

に
は
注
意
し

て
お
く

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

四
、
『拾
遺
集
』
の
用
例

『
拾
遺
集
』

の
女
郎
花
歌
は
十
四
首
と
な
り
、
『
古
今
集
』
『
後
撰
集
』

に
比

べ
て
減
少
す

る
。
部
立
別
で
は

「
秋
」
が
九
、
「
雑
秋
」
が
四
、
「
別
」

が

一
首

で
あ
り
、

こ
れ
ま

で
と
同
様

に
秋

の
歌
と
し

て
扱
わ
れ
る
女
郎
花

歌

の
あ

り
方

が
見

て
と
れ

る
。

女
郎
花

の
用
法

は
、

『
後
撰
集
』

に
見
ら

れ
た

「
対
象

の
変
化
」

(総
体
か
ら
個
体

へ
)
と
同
時

に
、

題
し
ら
ず

よ
み
人
し
ら
ず

女
郎
花
お

ほ
か
る

の
べ
に
花
す
す
き

い
つ
れ
を
さ
し

て
ま
ね
く
な

る

ら
ん

(秋

・
一
五
六
)

嵯
峨

に
前
栽
掘
り

に
ま
か
り

て

藤
原
長
能

日
ぐ
ら
し

に
見
れ
ど
も
あ
か
ぬ
を
み
な

へ
し

の
べ
に
や

こ
よ

ひ
た
び

ね
し
な
ま
し

(秋

・
一
六

一
)

の
よ
う
な

「
野

の
女
」

の
見
立

て
や
、

題
し
ら
ず

小
野
宮
太
政
大
臣

く
ち
な
し

の
色
を
ぞ
た

の
む
女
郎
花
は
な

に
め

で

つ
と
人

に
か
た
る

な

(秋

・
一
五
八
)



題
し
ら
ず

よ

み
人
し
ら
ず

白
露

の
お
く

つ
ま

に
す
る
女
郎
花
あ
な
わ
づ
ら

は
し
人
な

て
ふ
れ

そ

(秋

・

一
六
〇
)

房

の
前
栽
見

に
女
ど
も
ま
う

で
来
た
り
け
れ
ば

遍
昭

こ
こ
に
し
も
何

に
ほ
ふ
ら
ん
を
み
な

へ
し
人

の
物

い
ひ
さ
が

に
く
き

よ

に

(雑
秋

・
一
O
九
八
)

な
ど
の
誹
諧
歌

の
復
活

と
い
う
古
今
時
代

へ
の
回
帰
現
象
も
確
認

さ
れ

る
。

こ
れ

に
関
連
し

て
か
ど
う
か
、
女
性

に
よ
る
女
郎
花

の
認
識
が
ど

の
よ

う

で
あ

っ
た
か
が
推
量

で
き
る
例
と
し

て
次

の
歌
が
挙
げ
ら
れ
る
。

題
し
ら
ず

よ
み
人
知
ら
ず

手
も
た
ゆ
く
う
ゑ
し
も
し
る
く
女
郎
花
色
ゆ
ゑ
君
が
や
ど
り
ぬ
る
か

椡

(
一
五
七
)

新
大
系
脚
注

で
は
、
「
手

も
だ
る
く
な

る
ほ
ど
苦
労
し

て
移

し
植

え
た

か
い
が
あ

っ
て
、
女
郎
花

の
色

の
美
し
さ

に
魅
せ
ら
れ

て
、
あ
な
た
が
泊

ま

っ
て
く
れ
た

こ
と
だ
」

と
訳
し
、

こ
れ
を
女
性
詠
と
し

て
扱

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

女
性
が
恋

人
を
呼
び
寄
せ
る
手
段
と
し

て
女
郎
花
を
利
用
し

て

い
る
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。
女
郎

花
と

い
う
花

の
美
し
さ
を
讃
え
る
よ
り

も
、
理
屈
ぬ
き

に
女
郎
花

の
色
香

に
す
り
寄

っ
て
ゆ
く
男

の
性
を
痛
烈

に

皮

肉

っ
た
歌

と
も
捉
え
ら
れ

る
だ

ろ
う
。
『
拾
遺
集
』

の
時
代

に
は
、

遊

歌
こ
と
ば

「
女
郎
花
」
考

女
性
を
伴
う
女
郎
花

の
イ

メ
ー
ジ
が
女
性

に
も
浸
透
し

て
い
た
と

い
う

こ

と

で
あ
ろ
う
か
。

五
、
「
野
」
か
ら

「前
栽
」
へ

～

「前
栽
掘
り
」
の
実
例

そ
れ

で
は
、

『
後
撰
集
』

で
増
加
し
た

「
前
栽

」

の
女
郎
花

は
ど

の
よ

う

に
持
ち
込
ま
れ
、
そ
し

て
根
付

い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

い
く

つ
か

の
例

か
ら
考
え

て
み
た

い
。

八
月
な
か

の
十
日
ば
か
り

に
雨

の
ぞ
ほ
ふ
り
け

る
日
、
女
郎
花

ほ
り

に
藤
原

の
も
ろ
た
だ
を
野
辺

に
出
だ
し

て
、
遅
く
帰
り
け

れ
ば

つ
か
は
し
け
る

左
大
臣

(
藤
原
実
頼
)

く
れ
は

て
ば
月
も
待

つ
べ
し
女
郎
花
雨
や
あ

て
と
は
思
は
ざ
ら
な
ん

(
後
撰
二
九
四
)

嵯
峨

に
前
栽
掘
り

に
ま
か
り

て

藤
原
長
能

日
ぐ
ら
し

に
見
れ
ど
も
あ
か
ぬ
を
み
な

へ
し

の
べ
に
や

こ
よ
ひ
た
び

ね
し
な
ま
し

(
拾
遺

一
六

一
)

詞
書

に

「
女
郎

花
ほ
り
」

「前
栽

掘
り
」
と

い
う

こ
と
ば
が
見

え
る
。

当
然
な
が
ら
、
邸

の
庭
に
植

え
る
た
め

に
掘
り
に
行
く

の
で
あ
ろ
う
。

し

か
し

こ
れ
は
、
た
だ
自
邸

に
植
え
る
花
を
野

に
取
り

に
行
く
と

い

っ
た
よ

う
な
気
軽
な
行
動

で
あ
ろ
う
か
。
『
後
撰
集
』
二
九
四
番
歌

の
詞
書

に
は
、

五
五



歌
こ
と
ば

「女
郎
花
」
考

「雨

の
ぞ

ほ
ふ
り
け
る
日
」

に
わ
ざ

わ
ざ

「
女
郎
花

ほ
り
」

に
出
か

け
た

と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
思

い

つ
き

で
前
栽

に
植

え
る
花

を
取

り
に

行

っ
た
と
い
う
よ
り
は
、

こ
の
日
に
行

か
な
け
れ
ば

な
ら
な
か

っ
た
事
情

が
あ
り
そ
う

で
あ
る
。

そ

こ
で
、

こ
の
よ
う
な

「
女
郎
花

ほ
り
」
「
前
栽
掘

り
」
と

い
う
も

の

が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
を
探

る
た
め
、
史
実

に
そ
の
事
例

を
求

め

て
み
た
。
史
実

に
お

い
て
は
平
安
朝

に
六
例
、
「
前
栽

掘
り
」

に
あ

た
る

記
事

が
確

認
さ
れ
た
。

う
ち
二
例

は
長

和
元
年
九

月
六
日

『小

右
記
』
並

び
に

『
御
堂
関
白

記
』
、
三
例

は
翌
長
和
二
年
八
月
十

三

日

(及
び
十

四

日
)

の
同
じ
く

『小

右
記
』
『御
堂
関

白
記
』、
残

る

一
例
は
万
寿
四
年
八

月
四
日

の

『小

右
記
』

の
記
事

に
見
ら
れ
る
。
万
寿
四
年
は
詳
細
が
不
明

で
あ
る
が
、
長
和
元
年

・
長
和
二
年

に

つ
い
て
は
い
ず
れ
も
皇
太
后
宮
彰

子
に
献
ず
る
た
め

に
行
わ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
三
代
集
か
ら
時
代
は
降
る

こ
と

に
な
る
が
、
特

に
詳
細

に
記
録
さ
れ

て
い
る
長
和
二

(
一
〇

一
三
)

年

の
記
事
か
ら
事
情
を
確
認
し

て
み
よ
う
。

『
小
右

記
』
長
和

二
年

八
月

十
三

日
の
記
事

に
、

「
今

日
左
衛
門

督
教

通
相
催
人
々
向
嵯
峨
野
掘
前
栽
可
齎
参
皇
太
后
宮
云

々
、
資
平
随
身
餌
袋

(10
)

破
子
会
彼
所
云

々
」
と
あ
り
、
翌
十
四
日

の
記
事

に
は
そ

の
様
子
が
詳
し

く
記
さ
れ

て
い
る
。

五
六

資
平
云
、
昨
日
左
衛
門
督
教
通

・
左
宰
相
中
将
経
房

・
大
蔵
卿
正
光

・

三
位
中
将
頼
宗
及
頭
中
将

公
信

・
雲
上
人

々
各
随
身
様

々
破
子
向
嵯

峨

野
、
人

々
具
長
秘
、
但
右
馬
頭
兼
綱

・
左
中
将
能
信

・
春
宮
権
亮

道
雅
長
秘
施

風
流
、
或
作

通
垣
植
花
、
又
作
草
整

形
、
納
菓
子
立
花

中
、
能
信
所
為
、
於
野
中
食
、

更
到
右
近
馬
場
読
和
歌
、
参
皇
太
后

宮
、
左
相
府
、
大
納
言
斉

信
、
中
納
言
俊
賢

・
行
成
候
宮
、

有
酒
食

者
、

こ

の
様

子
は

『御
堂
関
白

記
』
同
十

三
日
条
に
も
同
様

に
記
さ
れ
る
。

参
皇
太
后
宮
、
入
夜
殿
上
人
堀
前
栽
持
参
、
両
三
上
達
部
相
具
長
櫃
、

両
三
有

風
流
、
其
中
有

居
檜
破

子
長

櫃
、

侍
二
人
取
之

持
上

間
、

打

落

為
散

々
、

人
々
指
々
高

声
相

咲
、

上
達
部
八
九
許
参
会
、

巡
行
数

度
、
持

来
破
子
等

取
散

退
出
、

前
栽
等
栽
御
前
了
、
依
月
光
瞳
々
立

篝
火
、

入
夜
月
明
令
取
退
、

こ
の

「
前
栽
掘
り
」
は
、

お
そ
ら
く
は
道
長

の
命

に
よ
る
も

の
で
あ
ろ

う
が
、
殿
上
人
が
大
勢

で
破
子
や
長
櫃
を
携
え

て
嵯
峨
野

に
出
向

い
た
と

い
う
大
掛

か
り
な
も

の
で
あ

る
。

『
小
右
記
』

に
よ
れ
ば
、
掘

っ
た
草

花

を
風
流

に
し

つ
ら
え

て
、
殿
上
人
ら
が
ま
ず
宴

(秋

の
花
見
?
)
を
催
し
、

右
近
馬
場

で
和
歌
を
詠
み
、
皇
太
后
宮

に
参

っ
た
と
あ
る
。
そ

の
後

の
こ

と
を
記
す

の
が

『
御
堂
関
白
記
』

で
あ
り
、
皇
太
后
宮

の
御
前

に
も
上
達



部
が
集

い
、
掘

っ
て
き
た
前
栽
を
植
え

て
、
篝
火
あ

る
い
は
月
明
か

り
の

も
と

で
そ
の
風
流
を
楽
し

ん
だ
様
子
が
書
き
留
め
ら
れ

て
い
る
。

六
、
「前
栽
掘
り
」
と
歌
合

道
長

の
場
合
が
、
宴

の
た
め

の

「
前
栽
掘
り
」

で
あ

っ
た

の
か
そ
れ
と

も

「
前
栽
掘
り
」

の

つ
い
で
の
宴

で
あ

っ
た

の
か

は
明
言

で
き
な

い
が
、

こ
の
事
例
を
参
考

に
し

て
三
代
集

に
論
を
戻
せ
ば
、

朱
雀
院

の
を
み
な

へ
し
あ
は
せ

に
よ
み

て
た

て
ま

つ
り
け

る

左
大
臣

を
み
な

へ
し
秋

の
の
風

に
う
ち
な
び
き
心

ひ
と

つ
を
た
れ

に
よ
す
ら

む

(古
今
二
三
〇
)

に
見
え
る

「
朱
雀
院

の
を
み
な

へ
し
あ
は
せ
」
が
そ

の
よ
う
な

「
前
栽
掘

り
」
を
伴
う
イ

ベ
ン
ト
の

一
環
と
し

て
開
催
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い

だ
ろ
う
か
。

こ
の

「
朱
雀
院

の
を
み
な

へ
し
あ
は
せ
」

で
詠
ま
れ
た
と
さ

れ
る
女
郎
花
歌
は

『
古
今
集
』

に
全
八
例

(
二
三
O
か
ら
二
三
六
及
び
四

三
九
)
あ
り
、
『
後
撰
集
』

の

お
な
じ
御
時

(
11
寛
平
)

の
を
み
な

へ
し
あ
は
せ

に

藤
原
お
き
か
ぜ

を
る
か
ら

に
わ
が
な
は
た
ち
ぬ
女
郎

花

い
ざ
お
な
じ
く
は
は
な
ば
な

歌
こ
と
ば

「
女
郎
花
」
考

に
見
む

(
二
七

四
)

も

こ
れ

に
加
え
ら
れ

る
。

『
古
今

集
」
以
前

に

「
女
郎
花
合
」

な
る
も

の
は
、
『
平
安

朝
歌
合
大

成
』

(増

補
新

訂
版

・
同

朋
舎
出

版

一
九
九

五
)

に
よ
れ
ば
、

昌
泰

元

(八
九
八
)
年
秋

の
①

「
亭
子
院
女
郎
花
合
」
、
某
年
秋

の
②

「
宇
多
院
女

郎
花
合
」
、
同
じ
く
某
年
秋

の
③

「
朱
雀
院
女
郎
花
合
」

の
三
度
が
あ
り
、

す

べ
て
宇
多

院

に
よ

る
開
催

と
さ
れ
る
。
『
古
今

集
』

に
見

え
る

「
朱
雀

院

の
を
み
な

へ
し
あ
は
せ
」
は
、
必
ず
し
も
③

の
み
を
指
す
の
で
は
な
く
、

①
と
重
複
す
る
歌
が
三
例
、
③
と

の
重
複
が
三
例
、

こ
の
六
例

の
う
ち

一

例
は
①
と
③

の
両
方

に
見
ら
れ

る
と

い
う
内
訳

に
な

っ
て
い
る
。

こ
の

「
女
郎
花
合
」
が
ど

の
よ
う
な
性
格

の
も

の
で
あ

っ
た

の
か
を
、

『
平
安
朝
歌
合
大

成
」

に
お
い

て
最
も
資
料

の
充

実
す

る
①
か

ら
確

認
し

て
み

よ
う
。

ま
ず
、
「
亭
子

の
帝
お
り

ゐ
さ
せ
給

ひ

て
又

の
年
、
女

郎
花

合
せ
さ
せ
給

ひ
け
る
を
左
右

の
頭
を
ば
お
き

て
、
帝
と
后
な
む
せ
さ
せ
給

(12

)

ひ
け
る
」
と
あ
る
か
ら
、

退
位
後

の
半
プ

ラ
イ

ベ
ー

ト
な
余
興
と
し

て
催

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

帝
と
后
が
左
右

に
分
か
れ

て
お
り
、
左
方

に
は

二
番
合
わ
せ

の
左
大

臣

(
時
平
)
を
筆

頭
に
、
七
番
左

に
忠
岑

・
八
番
左

に
躬
恒

・
九
番
左

に
興
風
と
続
き
、
最
後

の
十

一
番

に
左

「
御
製
」

・
右

「
后

の
宮
」

と
あ
る

こ
と
か

ら
、

男
女

に
分
か

れ

て
競
わ
れ
た
も

の

で
あ

五
七



歌
こ
と
ば

「
女
郎
花
」
考

(13
)

る
か
も
し
れ
な

い
。

十

一
番

の
あ
と

に
は

「
花
は
右
劣
り
、
歌
は
右
勝
ち

に
け
り
」

と
勝
敗

が
記
さ
れ
、
歌
だ
け
で
な
く
花
も
同
時
に
合

わ
せ
ら
れ
た

こ
と
が
わ
か

る
。

そ
し

て
こ
の
花
は
、
十

一
番
右
歌

「
君

に
よ
り
野
辺
を
は
な
れ
し
女
郎
花

お
な
じ
心

に
秋
を
と
ど
め
よ
」

に
よ
り
、

こ
の
歌
合

の
た
め

に
野
か
ら
移

さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
推
察
さ
れ

る
。

こ
の
よ
う
な
草
木

に
事
寄
せ
た
歌
合

の
形
式
は
、

こ
の
後

に
も

「
前
栽

合
」
と
し

て
数
度
催
さ
れ

て
お
り
、
そ

の
際

に
も
前
栽
を
わ
ざ
わ
ざ
植
え

た

こ
と
が
う
か
が
え

る
記
載
が
数
例
み
ら
れ

る
の
で
挙
げ

て
お

こ
う
。

・
延
長
五

(九

二
七
)
年
秋
小

一
条
左
大
臣
忠
平
前
栽
合

太
政
大
臣
東
院

つ
く

り
い
で
た
る
と
き

に
、
御
子
ど
も

の
君
達
左
右

と
方
わ
き

て
、
寝
殿

の
西
東

に
よ

う
つ

の
を
か
し
き
前
栽
を
う

ゑ
わ

た
し

て
、

そ
の
う

ゑ
た
る
も

の
ど
も

の
名

に
歌
を

よ
み
て
あ

は
せ
ら

れ
け

る
、

・
天
禄

三

(九
七

二
)
年
八
月
廿
八

日
規
子
内
親
王
前
栽
歌
合

(乙
本
)

斎
宮

に
男
女
房
分

き
て
、
御
前

の
庭

の
面
に
、
薄

・
荻

・
蘭

・
紫
苑

・

芸

(
く
さ
の
か
う
)

・
女
郎
花

・
刈
萱

・
瞿
麦

・
萩

な
ど
を
植

ゑ
さ

せ
給

ひ
、
松
虫

・
鈴
虫

を
放

た
せ
給

ふ
。
人

々
に
や
が
て
そ
の
も

の

に

つ
け
て
、
歌

を
奉

ら
せ
給

ふ
に
、

五
八

・
貞
元
二

(
九
七
七
)
年

八
月
十
六
旦

二
条
左
大

臣
頼
忠
前
栽

歌
合

貞
元

二
年
八
月
十
六
日
、
左
大
臣
殿
の
遣
水
虫

の
宴
せ
ら
る
る
作
法
。

寝
殿
と
東

の
対
と

の
中
な
る
細
殿

の
前

に
、
遣
水
せ
ら
れ
た
り
。
甃

(
い
し
だ

た
み
)
を
う

る
は
し
く
舗
き

て
、

遣
水

の
左
右

に
前

栽
植

ゑ
ら
れ

た
り
。

(中
略
)
上

に
は
詩
を
誦

せ
ら
れ
、
下

に
は
古

歌
を

ぞ
誦
し
け
る
。
月

の
光

に
、
み
な
お

の
お

の
書
き
読
み
そ
そ
く
。
暁

方

に
な
り

て
、
火
あ
か
ら
か

に
点
し

て
、
お

の
お

の
み
な
文
ど
も
奉

る
。

「
三
条
左
大
臣
頼
忠
前
栽
歌
合
」

で
詠
ま
れ
た
女
郎
花
歌
が

『
拾
遺
集
』

に
は
採
ら
れ

て
い
る
。

三
条
太
政
大
臣
家

に
て
歌
人
召
し
集
め

て
あ
ま
た

の
題
詠
ま
せ

侍
け

る
に
、
岸

の
ほ
と
り

の
花
と

い
ふ
事
を

源
重
之

ゆ
く
水

の
岸

に
に
ほ

へ
る
女

郎
花

し

の
び

に
浪

や
思

ひ
か

く
ら

ん

(拾
遺

一
〇
九
七
)

詞
書

が

「
あ
ま

た
の
題
詠

ま
せ
侍

り
け

る
」
と
述

べ
る
と

お
り
、

こ
の

歌
合

で
は

一
O

二
首
も

の
歌

が
詠

ま
れ
た
。
遣
水
を

ま
ず
整

え
て
か
ら

そ

の
左
右

に
前
栽

を
植

え
る
と

い
う
作
庭
を
伴
う
大
掛

か
り
な
も

の
で
あ
り
、

も
し
か
す
る
と

「東
院

つ
く
り

い
で
た
る
と
き
」

の

「延
長
五

(九
二
七
)

年
秋
小

一
条
左
大
臣
忠
平
前
栽
合
」

と
同
様

に
新
邸
披
露

の
宴

で
あ

っ
た



の
か
も
し
れ
な

い
。
月

の
光
や
篝
火

の
も
と

で
和
歌
や
詩
が
作
ら
れ
た
と

い
う

こ
の
よ
う
な
歌
合

の
有
様
を
、
後
世
道
長
が

「
前
栽
掘
り
」

に
続
く

宴

の
際

に
取

り
入

れ
た

の
か
も
し

れ
な

い

こ
と

は
、

前
節

に
引
用

し
た

『
御
堂
関
白
記
』

長
和
二
年
八
月
十

三

日
条

の

「依

月
光
瞳

々
立
篝
火
」

「
入
夜

月
明
令

取
退
」

か
ら
類
推

さ
れ
る
と

こ
ろ

で
あ
る
。

結
び

以
上
、
前
半

で
は
女
郎
花

の

「移
動
」

に
注

目
し

て
三
代
集

の
用
例

を

再
確
認

し
た
。
『
古
今
集
」

で
は

「旅

の
野

で
男

を
魅

了
す

る
女
」

(
『
和

歌
植
物

表
現
辞
典
』

(
H
)
)
と

し
て

「
野
」

に
あ

っ
た
女

郎
花
は
、
『
後

撰
集
』

で
は
貴
族

の
邸

の

「
前
栽
」

へ
と

ス
テ
ー
ジ
を
移

し
た
。

い
わ
ば

「
非

日
常
」

の
象
徴

と
し

て
あ

っ
た
女
郎
花

が
、

「宮
廷

サ

ロ
ン
に
お
け
る

男
女
」

(
『
歌
枕
歌

こ
と
ば
辞
典
』

(
W
)
)

の

「
日
常
」

に
持
ち
込
ま

れ

た
の
で
あ
る
。

そ
れ

に
伴

い
、
喩

え
と
し

て
の
女
郎
花

は

「
女
性

の
総
体
」

か

ら

「
個
体

の
女
性
」
を
示
す

よ
う

に
も

な

っ
た
。

ま
た
、
後
半

で
は
詞
書

に
見

え
る

「
前
栽
掘

り
」
と

い
う

こ
と
ば
を
頼

り

に
平
安
貴

族
と
女
郎
花

と

の
関
わ

り
を
考
察

し
た
。
「
前
栽
掘

り
」

は

宴
と
相
関
す

る
イ
ベ
ン
ト
と
し

て
あ

り
、

ひ
い
て
は
歌
合
と
も
か
か
わ

る

可
能
性
が
あ

る
。

こ
の

「
前
栽
掘
り
」
を
経

て

「
前
栽
」

に
植
え
ら
れ
た

歌
こ
と
ば

「女
郎
花
」
考

こ
と

に
よ
り
、
女
郎
花
が
京

の
貴
族

の
間

で
身
近
な
歌
材
と
し

て
取
り
上

げ
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
身
近

に
な

っ
た
と
い

っ
て
も
、
歌

こ
と
ば

「
女
郎
花
」

を
め
ぐ

っ
て
は
男
女

間

に
温
度
差
が
あ
る
よ
う
だ
。

そ
れ
は
圧
倒
的

に
女

(14
)

性

詠
に
よ
る

「
女
郎

花
」

の
歌
が
少
な
い

こ
と
か
ら
も

い
え
る
。
考

え

て

み
れ
ば
、
「
野
」

か
ら

「
前
栽
」

へ
女
郎
花
を
移

す

「
前
栽
掘

り
」

の

一

連

の
行
動

は
男
性

に
帰
属

す
る
も
の

で
あ
る
。
女
郎

花

の
咲
く

「野
」

に

遊

ぶ
行
為
も
、
宴

を
開

い
て

「
前
栽
」

に
女
郎
花
を
移

し
植

え
る
行
為
も
、

と
も
に
男
性

の
遊
興

と
い
う
位
相

に
あ
る
と
い
え
る
。

そ
れ
は
あ
た
か
も

巷

に
大
勢

い
る
女
性

た
ち

の
中

か
ら
好

み
の
女
性
を
連

れ
帰
り
、
自
己

の

領
域

に
囲

い
込

む
享
楽

の
よ
う
で
あ
る
。
歌

こ
と
ば

「女
郎
花
」

は
、

こ

の
よ
う
な
男
性
心
理

の
密

や
か
な
楽
し

み
と
親
密

な
関
係

に
あ

り
、
男
性

の
間

で
い
わ
ば
隠
語

の
よ
う
な
機
能
を
持

っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ

ろ

う
か
。

注

(
1
)

引
用
す

る
和
歌

の
本
文

・
歌
番
号

は

『
新
編
国
歌
大

観
』

に
よ
る
。

以

下
同

じ
。
た
だ

し

『
万
葉
集
』

に
限

っ
て
は
、
万
葉

仮
名

の
訓

み

に

つ

い
て
諸
本
を
参
考

に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

五
九



歌

こ
と
ば

「女
郎
花
」
考

(
2
)

た
だ

し
古
今

二
二
六
番
歌
が
詠
ま
れ

た
と
き
に
遍
昭
が
す

で
に
出
家
し

て
い
た
か
ど

う
か
は
不
詳
。

(3
)
参
考

ま
で
に
、
「
萩
」

は

一
四
四
例
、

「尾
花
」

(「
薄
」
含
)

五
三
例
、

「撫
子
」

(常

夏
含
)

二
九
例
。

こ
れ
ら
は

『古

今
集
』

で
は
そ
れ
ぞ

れ

十
六
例

・
十

一
例

・
二
例

と
減
少
す

る
。

(4
)
「折

り
て
見
る
袖
さ

へ
ぬ
る
る
を

み
な

へ
し

つ
ゆ
け
き
物
と
今

や
し

る
ら

ん
」

(秋
中

・
右
大

臣

[師
輔

])
、

「を

み
な

へ
し
花

の
な
な
ら

ぬ
物

な

ら
ば
何

か
は
君

が
か
ざ
し

に
も
せ
ん
」

(秋
中

・
三
条
右
大
臣

[定
方
])
、

「女
郎
花
折
り
け
ん
袖

の
ふ
し
ご
と
に
す
ぎ
に
し
君
を
思

ひ
い
で
や
せ
し
」

(秋
中

・
枇
杷
左
大

臣

[仲

平
])
、

「を

み
な

へ
し
か

れ
に
し

の
べ
に
す

む
人

は
ま
つ
さ
く
花
を
ま
た
で
と
も
見
ず
」

(哀
傷

・
太
政
大
臣

[忠
平
])

(
5
)
七

草

の
残
り

の

「
葛
」

は

「
秋
歌
上
」

に
は
見
え
ず

「
秋
歌
下
」

に

一

例
、
「朝
顔
」

は

「秋
歌
上
」
「
秋
歌
下
」
と
も
に
用
例
が
な

い
。

(
6
)

新
大

系
脚
注

で
は
、

二
二
六
番

歌

「
お

つ
」

(
お
ち

に
き
)

に

つ
い

て

「女
戒

色
を
破
る

こ
と
」
と

し
、

二
二
七
番
歌

に
は

「遍

昭
は
類

な
き
道

心

の
人

な
り
。

そ
の
所

へ
…
行

く
道

に
て
、

女
郎
花

の
、
男
山

と

い
ふ

山

に
咲

き
た
る
を

見
て

こ
の
心
出

来
た

る
な

り
」
と

『
教
端
抄
』

か
ら

の
引
用
を
添
え
る
。

ヲ

ミ

ナ

ヘ

シ

サ

キ
サ

ワ

ニ

ヲ

フ

ル

ハ
ナ
カ

ツ

ミ

カ

ノ
テ

モ

シ

ラ

ヌ

コ

ヒ

モ

ス

ル

カ

モ

(7
)
娘
子
部
四

咲
沢
二
生
流

花
勝
見

都
毛
不
知

恋
裳
揩
可
聞

(巻

四
・
相
聞

・
六
七
八

ヲ
ミ

ナ

ヘ
シ

サ
キ

サ

ハ
ノ

ヘ

ノ

マ

ク

ズ

ハ

ラ

イ

ツ

カ

モ

ク

リ

テ

ワ
ガ
キ

ヌ

ニ

セ

ム

姫
押

生
沢
辺
之

真
田
葛
原

何
時
鴨
絡
而

我
衣
将
服

(巻
七

・

譬
喩

・
=
二
五
O
)

六
〇

ヲ

ミ

ナ

ヘ

シ

サ

キ

ノ

ニ
オ

フ
ル

シ

ラ

ツ

ツ
ジ

シ

ラ

ヌ

コ
ト

モ

テ

イ

ハ

レ

シ

ワ

ガ

セ

娘
部
思

咲
野
尓
生

白
管
自

不
知
事
以

所
言
之
吾
背

(巻

十

・

春
相
聞

・
一
九
〇
九
)

(8
)
源
弼

(嵯
峨
天
皇
孫

)
娘
。

醍
醐
天
皇
皇
后
藤

原
穏
子

に
仕

え
る
。
藤

原
実
頼

・
師
輔

・
朝
忠

・
橘
敏
仲

な
ど
に
愛

さ
れ
た
。

(9
)
「
よ
う
つ
よ
に
か
か
ら
ん

つ
ゆ
を
を

み
な

へ
し
な

に
思
ふ
と
か
ま
だ
き

ぬ

る
ら
ん
」

(二
八
二

・
大
輔
)、

「を

み
な

へ
し
を
り
も
を
ら
ず
も

い
に
し

へ
を
さ
ら
に
か
く

べ
き
物

な
ら
な
く
に
」

(三
五
〇

・
伊
勢
)

(10
)
『小
右

記
』
本
文

の
引
用

は
、
東
京
大

學
史
料
編
纂
所
編
纂

・
大

日
本
古

記
録

『小

右
記
』

に
よ
る
。
漢
字

表
記

に

つ
い

て
は
、

大
日
本
古

記
録

の
注

記
を
反
映
さ
せ
た
箇
所
が
あ
る
。

(11
)
『
御
堂

関
白
記
』
本
文

の
引

用
は
、

東
京
大
學
史
料
編
纂
所
編
纂

・
大
日

本
古
記
録

『
御
堂
関
白

記
』

に
よ
る
。
漢
字

表
記

に

つ
い

て
は
、
大

日

本
古
記
録

の
注
記
を
反
映
さ
せ
た
箇
所
が
あ
る
。

(
12
)

歌
合
本
文

は
原
則
と
し

て

『
平
安
朝
歌
合

大
成
』

の
う
ち
甲
本

(
十
巻

本
)

を
底
本
と

し
た
資
料

か
ら
引
用
す

る
こ
と
と
す

る
。

甲
本

以
外
か

ら

の
引
用

の
場
合
は
カ

ッ
コ
書
き

で
明
示
す
る
。

(
13
)

「亭
子
院
女
郎
花
合
」

に
は

「
こ
れ
は
あ

は
せ
ぬ
歌

ど
も
」

と
し

て
さ
ら

に
二
十

九
首

の
歌

が
収
録

さ
れ
、

こ
れ

ら
余
興

の
歌

の
中

に
は

「
を
み

な

へ
し
と

い
ふ
言

を
句

の
上
下

に

て
よ
め

る
」

や

「
こ
れ

は
上

の
か
ぎ

り

に
据

え
た
る
」

と

い
う
、
『
古
今
集
』

の
物
名
歌

の
よ
う
な

「
こ
と
ば

あ

そ
び
」

の
歌

も
多
く
見

ら
れ
る
。

こ

の
よ
う

な
盛
況

に
よ
り
二
度
三

度

と

「女
郎
花
合

」
が
開

催
さ
れ
、

ひ
い

て
は

『
古
今
集
』

に
女
郎
花



歌

が
多
数
入
集
す

る
契
機
と
な

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
尚
、

『古
今
集
』

で

「
物
名
」

に
分
類

さ
れ
る
女

郎
花
歌
は
次

の
三
首
。

「白
露
を
玉

に
ぬ

く
や
と
さ
さ
が

に
の
花

に
も
葉

に
も

い
と
を
み
な

へ
し
」

(
四
三
七

・
友

則

)、

「
あ
さ
露
を

わ
け
そ

ほ
ち

つ
つ
花
見

む
と
今
そ

の
山

を
み
な

へ
し

り
ぬ
る
」

(四
三
八

・
友
則
)、

「小
倉
山

み
ね
立
ち
な
ら
し
鳴

く
鹿

の
経

に
け
む
秋

を
し
る
人

ぞ
な
き
」

(四
三
九

・
貫
之
)

(14
)
宮

中

の
女
房

な
ど
が
参
加

し
た
歌
合
な

ど
は
例
外
と

し
て
、
女
性

の
詠

み

で
あ

る
の
が
明
確
な
も

の
は
、
勅

撰

・
私
撰
集

で
は

『
万
葉
集
』

に

一
例

(中
臣

女
郎
)
、
『
後
撰
集
』

に
二
例

(大
輔
及
び
伊
勢

)

の
み
。

し
か
も

『
後
撰
集
』

は

い
ず

れ
も
男
性

か
ら
の
贈
歌

へ
の
返
し

で
あ
る

か
ら
能
動
的
な
女
郎
花
詠

で
は
な
い
。

歌

こ
と
ば

「
女
郎
花
」
考

亠企




