
「毎

月

抄

」

私

注

細

谷

直

樹

○
本
文

は
日
本
古
典
文
学
大
系

「
歌
論
集
』
所
収

の
伝
道
増
法
親
王
筆
本

に
よ
る
。

○
私
注
を
加
え
る
語
句

の
下
の
数
字
は
右

「
歌
論
集
」
の
べ
ー
ジ
数
と
行
数

で
あ
る
。

一
二
六

・
3
と

あ
れ
ば
、

一
二
六
ぺ
!
ジ

の
三
行

且
を
示

す
。

能

々

拝

見

せ

し

め
候

ぬ

)

=

一
六

・
1

)

じ

っ
く

り
見

せ

て

い
た
だ

き

ま

し

た
。

「
能

々
」

は
じ

っ
く

り

の
意

。

『
野

守
鏡

』

の
作

者

は

「
詞

を

は
な

れ

て
詞

を

は
な

れ
ざ

る
事

」

の
条

で
、

「
そ

れ
世

俗

の

こ
と
ぽ

を

は
な

れ

て
、

や

ま
と

こ
と
ぽ

を

は
な

る

べ

か

ら
ず

。
」

と
言

明

し

た
後

で
、
京

極

為
兼

の

「
を
ぎ

の

葉

を

よ
く

く

見

れ
ぽ

い
ま
ぞ

知

る

た
だ

お

ほ
き

な

る
す

す

き

な

り
け

り
」

を
取

り
あ
げ

、

「
世

俗

の
詞

と

い
ふ

は
、

か

の
荻

の
歌

の

ご

と

く
、

よ

く
く

み
れ

ぽ

、

た

父

お

ほ
き

な

る
、

な
ど

い

へ
る
や

う

な

る
詞

な

り
。

や

ま
と

こ
と
ぽ

に
、

よ
く

く

見

る
心

を

い

は

父
、

つ
く

み
＼

と
な

が

む
れ

ぽ

と
も

い
ひ
、

又

つ
く
み
＼

見

れ
ぽ

、

あ
く

ま

で
見

れ
ば

、

な

ど

い
ふ
べ
き

に
や

。
」

(
『
歌

学
大

系

』

四

巻

七

四

ペ

ー
ジ
)

と
難

じ

て

い
る

の

で
、

「
よ
く

く

」

(
能

々
)

は
当
時

の

「
世

俗

の
詞

」

(
口
語
)

で
あ

っ
た

こ
と
を

知

る
。

定

家

の
頃

も
向

様

に

口
語

で
あ

っ
た

と

考

え

ら

れ

る
。

「
拝

見

せ

し
め
候

ぬ
」

は

見

せ

て

い
た
だ

き

ま

し

た
、

の
意

。

こ
こ

の

「
し

め
」

「
毎

月

抄
」

私

注

一
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究

第
三
十
八
輯

は
、
,榎
克
朗
氏
が

「
再

帰
的
助
動
詞

『
し
む
』
」
(
『
語
文
』

昭
和

三
十

一
年

七
月
号
)

で
、
「
通
常

の
使
役

で
も
、

あ

る
い
は
尊
敬

で
も

な
く

て
、

し

い
て
解

釈
す
れ
ば
、

『
み
ず

か
ら
を
し
て
何

々
せ
七
め
る
』

と
で
も

い
う
べ
き
、

い
い
か
え
れ
ば

『
み
ず

か
ら
が
何

々
す

る
』

と

い
う
意
味

に
帰
着
す

る
、
再
帰
的
用
法

の
助
動
詞
」

と
考

え
ら
れ

た
も

の
で
あ

り
、

氏

は
こ
の
用
法

の

「
し
む
」
が
、
女

流
仮

名
文
学

の
よ
う
な
純

粋
和
文

脈

の
文
章

の
中

に
は
発
見

さ
れ
ず
、
男
子

の
、

し
か
も
主
と
し
て
仏
門

の
人

た
ち

の
、

そ
し
て
漢
文

訓
読

乃

至
そ
れ
に
類
し
た
文
章
中

に
、

多
く
発
見

さ
れ
る

こ
と
を

明

ら
か
に
さ
れ
、

さ

ら

に
こ
の
用
法
が

使
役

の
助
動
詞

の
う
ち
で

「
し

む
」

に
限
ら
れ
、

「
す
」
「
さ
す
」

に
ま
で
波
及

し
な

か

っ
た
事
実

に
着

目
さ
れ
、
そ

の
理
由

を

「
こ
の
用
法
が
、

も

っ
ぱ

ら

『
し
む
』

を
用

い
て

『
す
』
『
さ
す
』
を
用

い
な

い
漢
文
訓
読

の
場

に
お

い
て
成
立

し
た
た
め
で
あ
ろ
う
」

と
考
え
ら
れ
て

い
る
が
、

こ
こ
の

「
拝

見

せ
」
も
中
古

の
和
文
脈

で
は

「
見
奉

ら
」

と
あ

る
は
ず

で
あ

る

(
[
参
考
]
「
拝
見
」

の
語

は
中
世

の
書
状

に
見
当

る
。
世
阿
弥

の
佐

渡
書
状
〈
『
世

阿
弥

真
蹟
伝
書
覆
製
集
』
所
収
〉

に
は

「
御

ふ
み
ク

ワ
シ
ク
拝
見
申
候
」

と
あ

る
)
。
森
野
宗

明
氏

は
、
『
言
語
と
文

芸
』

昭
和
三
十
八
年
三
月
号

の
講
座

「
平
家
物
語
」
(
五
)

の
中

で
、

こ
の

「
し
む
」

の
用
例

を
整

理

さ
れ
て
、
「
下
位

の
も

の
か
ら
高
位

の

も

の
や
丁
重
な
表
現
を

ち
り
ぽ

め
た
表
現

に
お

い
て
、
話

し
手

(差
出

し
人
)

を
主
格

に
立

て
た
場
合

の
例
が
著

る
し
く
、
逆

に
上
位

の
も

の
か
ら
、
下
位

の
も

の

へ
の
そ
れ

に
は
、
話

し
手

を
主
格

に
立

て
た
場
合

の
例

は
見

つ
け

る
の
が
む
ず

か
し
く
、

か
わ
り

に
相
手

(
受
取

り
人
)

に
対

し

て
用

い
た
例
が
目

に

つ
く
」

こ
と
を
示
さ
れ
、

そ

の
用
法

は

「
平

安
前
期

に
お
け

る

ハ
ベ

リ
の
用
法

と
著

る

し

い
近
似
を
示
す
」

こ
と
に
注
意

さ
れ
、
「
こ
う
し
た

『
令
』
・
シ
ム
が
待
遇
表
現
的
な

ニ
ュ
ア

ン
ス
を
持

っ
て

い
る

こ
と

は
確

か
に
感

じ

ら
れ

る
の
で
は
あ

る
が
、

単
な
る
謙
譲

と

い
う

の
は
適
切

で
は
な

い
。
あ
る
強
力
な
も

の
の
存
在

を
バ

ッ
ク
に
お
い
て
、
そ

の
影
響
下

に
行
動
す

る
、
自
由
意
志

に
従

っ
て
奔
放

に
振
舞

う

の
で
は
な

い
と

い
う
気
持

が

シ

ム
の
使
用

と
な

っ
た
も

の
で
あ
り
、
そ
う

し
た
と

こ
ろ
か
ら
発
達

し
た
表
現
な

の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
意

味

で
、
前

に

ハ
ベ
リ
が
そ
う
扱

わ
れ

る
よ
う

に
、

い
わ
ば
被
支
配
待
遇
的
な
表
現

一2一



と
し
て
把
握

す

べ
き
も

の
と
思
わ
れ
る
」

と
い
わ
れ
る
が
、

こ
の
非
常

に
硬

い
改

ま

っ
た
言
葉
遣

い
か
ら
し
て
、

『
毎
月
抄
』

を
授

与

し
た
相
手

は

『
毎
月
抄
』

の
筆
者

よ
り
身

分

に
お

い
て
は
上

で
あ

っ
た

こ
と
を
知
る
。

「
候
」

に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
毎
月
抄
真
作
説

に
対
す

る
補
強
」
(
『
国
語
と
国
文

学
』

昭
和

四
十

三
年

三
月
号
)

の

「
冒
頭
部

と

末
尾
部
」

の
項

で

詳
述

し
た

の
で
、

参

照
願

い
た

い
。

か
た
じ
け
な
き
仰

を
い
な
み
が

た
さ
ば
か
り
を

か

へ
り
み
候

と
て

(
=

=
ハ
・
2

～
3
)

も

っ
た

い
な

い
あ

な

た
様

の
仰

せ

に
対

し

て
辞

退

の
し

に
く

さ
ば

か

り
を
気

に
な

や

み
気

に
な

や

み
し

て

お

り

ま
す

の

で
。

も

っ
た

い

な

い
仰

せ

に
対

し

て
御

辞
退

申

し

て
来

ま

し

た
が
、

そ

の

こ
と
が

ど

う
も

気

に
な

っ
て
気

に
な

っ
て
な

り

ま

せ

ん

の

で
、

の
意

。

「
か

た
じ

け

な

き
仰

」

の
具

体

的

内
容

に

つ

い
て

は
次

の
よ

う

に
推

論

で
き

よ
う
。

「
凡

こ
の
た

び

の
御

寄

、

ま

こ
と

に
あ

り
が

た
う
見

申

候

へ
ば
、

年

来

を

う

か
な

る

心

に

か
た
じ

け

な
き

仰

を

い
な

み
が

た
さ

ば

か
り

を

か

へ
り

み
候

と

て
、

わ

つ

か

に
先

人

申

を

き
候

し
庭

訓

の

か
た

は

し

を

申
候

き

。
」

か
ら
考

え

る

と
、

『
毎

月

抄
』

は
、

以
前

か
ら

の

「
か
た

じ
け

な
き

仰

」

に
答

え

て
筆

執

ら
れ

た
も

の

で

あ

る

こ
と

を
知

る
が
、

そ

の

「
か

た
じ
け

な

き
仰

」
は
、

も

ち

ろ

ん
筆

者

の
外

交

辞
令

で

は
あ

る

が
、

「
を

う

か
な

る

心
」
に

は
答

え

か

ね

る

よ

う

な
仰

せ

で
あ

っ
た
。

と

こ
ろ
が

、

今
度

の
百

首

が

ま

こ
と

に
す
ば

ら

し

い
出

来
ば

え
な

の
で
、

か
ね

て

の
仰

せ

に
答

え

て
筆

を
執

っ
た

と
あ

る
。

相

手

は
す

ぐ

こ
の
あ

と

で
、

「
今

一
両
年

ば

か
り
も

せ

め

て
も

と

の
躰

を

は

た
ら

か
さ

で
御

詠

作

あ

る
べ

く
候

。
」

と

の
注

意

を
受

け

る
よ
う

な
、

ま

だ

ま
だ

初

心

の
域

に
あ

る

こ
と
を

思

い
合

わ

せ

る

と
、

そ

の

「
か

た
じ
け

な

き

仰

」

で
、

自

分

の
力

量

の

ほ
ど

を

わ

き

ま
え

ず

、

歌
道

の
奥

義

や

い
か

に
、

と
問

う

た

の

で
あ

ろ

う
。

「
い
な

み
が

た

さ
」

は
、

こ
と
わ

り

に
く

さ

。

辞

退

の
し

に
く

さ
。

「
ば

か
り
」

は
限

定

か
ら
強

意

に
転

じ

た
用

法
。

「
と

て
」

は
、

と

い
う

わ
け

で
、

の

で
、

の
気

持

。

「
毎

月

抄
」

私

注
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わ

つ

か

に

(
=

一
六

・
3

)

や

っ
と

の

こ
と

で
。

ど

う
や

ら

こ
う

や

ら
。

「
申
候

き

」

に

か

か
る
。
「
わ
つ

か

に
先

人

申

を
き
候

し
庭

訓

の

か
た

は

し
を
申

」

し

た

の

は
、

「
年

来

を

う

か
な

る
心

に

か

た
じ

け

な

き

仰

を

い
な

み
が

た
さ
ば

か

り
を

か

へ
り

み
」

て

の

こ
と

で
あ

り
、

そ

れ

は

「
定

て
後

の

世

の
わ

ら

は
れ
草

も

し
げ

う

そ
候

ら

ん
」

よ

う
な

も

の

で
あ

る
点

か
ら
も

、

こ

こ
の

「
わ

つ

か

に
」

が
少

し

の
意

で
な

い

こ
と

は
明

ら

か
。

「
庭

訓

の
か

た

は
し
」

を
述

べ
、

そ

の
全

部

を

述

べ
ら

れ

な

か

っ
た

の
も
、

も

ち

ろ

ん
謙

遜

し

て

言

っ
て

い
る

の
だ
が

、

そ

の

「
か

た

は
し
」

を

「
わ

つ

か
に
」

申

し
述

べ

る
だ

け

で
、

全

部

を

伝

え

る

だ
け

の
力

が

自

分

に

は
な

い
か

ら

で
あ

り
、

こ

の
点

か

ら
も

「
わ
つ

か
に
」

が
、

や

っ
と

の

こ
と

で
、

の
意

味

で
あ

る

こ
と

は
明

ら

か
。

定

家

は

「
い
さ
さ

か
」

の
語

と

「
わ

つ

か

に
」

の
語

を
使

い
分

け

て

い
た

ら

し

く
、

少

し
、

の
意

味

に
は

「
い
さ

さ

か
」

を
用

い
て

い
る
。

「
た

父

を

う

か
な

る

心

に
、

い
ま

こ
ひ

ね
が

ひ
侍

う

　

　

　

　

た

の
さ

ま
ば

か

り

を
、

い
さ

瓦

か
申
侍

な

り

。
」

(
定

家

の
自

筆

本

『
近

代

秀
歌

』
)

[
参

考

]

阿

仏

尼

の

『
夜

の
鶴

』

の
中

に

は
、

「
こ

　

ロ

　

ロ

　

　

　

　

れ

は
た

父
年
頃

、

た

父
歌

よ

み
と
聞

ゆ

る
人

の
あ

た

り

に

て
、

わ
つ

か

に
耳

に
と

ま

り
候

し
事

の
、

老

ほ
れ

た

る
心

地

に
、

い
さ

さ

か

思

ひ

い
で
ら

れ
候

か
た

は
し
を

申

し
候

へ
ど

も
、

さ
な

が

ら

ひ
が

覚

え

に

て
ぞ
候

ら

む

。
」

(
『
歌

学
大

系

』

三
巻

三
八

五

ペ
ー

ジ
)

と

あ

る

の

で
、

「
わ

つ

か

に
」

と

「
い
さ

さ

か
」

が

同
じ

意
味

に
使

わ
れ

る

こ
と

が

な

か

っ
た

わ
け

で

は
な

い
。

本
意

に
お
ぼ
え
さ
せ
給

て
候

(
=

一
六

.
5

～
6
)

本

懐

に
思

わ
れ

な

さ

い
ま
す
。

う

れ

し

う
ご
ざ

い
ま
す
、

の
気

持
。

「
本

意

」

は
満

足
、

本

懐
、

の
意

。

「
お
ぼ

え
」

は

「
思

は
れ

」

(
「
れ

」

は
、

受

身
)

の
意
。

思

わ

れ

る

の
は
、

あ

な

た

(『
毎

月

抄
』

を
授

与

す

る
相
手

)

が
。

「
さ

せ
給

て
候

」

は

「
さ

せ
給

ひ

て



の

　

　

　

　

候

L

で
、

自

分

の
心

に
あ

な

た
が

「
本
意

に
」
思

わ

れ
な

さ

い
ま
す

、

の
意

。
「
さ

せ
給

(
ひ
)
」

は

「
お
ぼ

え
」

の
主
語

で
あ

る

『
毎

月

抄
』

を
授

与

す

る

相

手

に
対

す

る

最

高

敬

語

。

「
て
候

」

は

「
候

」

と
だ

け

い
う

よ
り

は

重

い
丁

寧

表

現
。

あ

な

た
が

わ

た

し

に

「
思

わ

れ

な

さ

る
」

と

い
う
言

い
方

は
現
在

で

は

口

に
さ

れ
ず

、

わ
れ

わ
れ

の
言
葉

遣

い
か
ら

は

異

様

な
敬

語

と
感

ぜ

ら
れ

よ

う
が
、

こ

の
言

い
方

は

『
源
氏

物

語
』

な

ど

で

は
普

通

に
さ

れ

て

い
る
。

一
例

を

あ
げ

れ
ば

、

「
若
菜

」

の
上

で
、

朱

雀

院

が

夕
霧

(
源

氏

の

子
)

に
、

秋
、

六
条

の
院

(
源

氏

の
邸
宅

)

に
行
幸

な

さ

れ

て

か
ら

、

昔

の

こ
と

も
思

い
出

さ

れ

て
、

源

氏

に
対

面

し
た
く

て
な

ら

ぬ

と

い
う

こ
と
を

伝

え
る

お
言
葉

の
中

で
、

朱

雀

院

は
源
氏

を
尊

敬

し

て
、

「
こ

の
秋

の
行
幸

の
後

、

い
に
、し

へ
の

こ
と

と

り
添

へ
て
、

ゆ

か

し
く

お
ぼ

つ
か
な

く

な

む

お
ぼ

え

た

ま

ふ
。
」

(
日

本
古

典
全
書

『
源
氏

物

語

』

四
、

二
〇

ぺ

ー
ジ
)

と

い
わ

れ

て

い
る
。

[
参

考
」

自

分

が

へ
り
く

だ

っ
て

「
思

わ

れ

ま
す

」

と

い
う

と
き

は
、

『
毎

月
抄

』

で

は

「
お
ぼ

え

侍

り

」
「
お
ぼ

え
候

」

「
お
ぼ

え

て
候

」

を

用

い
て

い
る
。

こ
の
御
百
首

に
多
分
古
風
の
み
え
侍

か
ら

(
=

一七

.
3

～
4
)

こ

の
た
び

の
御

百

首

に
、
大

部

分
、

古

体

の

よ

み
ぶ

り

(
万
葉

風

の

よ

み
ぶ

り
)

が

見

え

ま
す

の

で
。

「
多

分

」

は
、

大

部

分

。

そ

の

ほ

と

ん
ど

の
も

の
に
、

の
意

。

後

出

の

「
今

の
世

に
も
、

か
た
を

な

ら

べ

て

た
が

ひ

に
達

者

の

お
も

ひ

を
な

し

た

る
輩

も
、

多

分

此
趣

を

わ
き

ま

へ
か

ね

て
、

た

ゴ
わ
が

よ
む

や

う

を

ま
な

べ

と

の
み
を

し

ふ
る
事

、

無

下

の
道

し

ら

ぬ

に
て
侍

べ
し

。
」

(
二

二
五

・
11
～

13
)

の

「
多

分

」

と
、

『
愚

秘

抄

』

の

「
い
か

に
も
親

句

の
歌

は

第

五
句

に
て
き

る

X
な

る

べ

し
。

飴

は
み
な

多

分

は
疎

句

の
歌

に
て

侍

る

べ

し
。

…

…

初

五
文
字

に
て
き

る
歌

は

ふ

る

ま

ひ
歌

に
多

分

侍

る

か
ら
、

唯

い
つ

れ

と
申

せ
ど

も
、

第

二
句

に

て

い
ひ
き

り

て
侍

る

が
、

よ

ろ

し
き

姿

に
て
あ

る

べ
き
ぞ

と

承

り

お
き

し

に

こ
そ
。
」

(
『
歌
学

大

系

』

四

巻

二
九

八
～

九

ペ

ー
ジ
)

の

「
多
分

」

の
用

法

「
毎

月

抄
」

私

注
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人

文

研

究

第
三
十
八
輯

を
思

い
合

わ
す
と
、

こ
こ
の

「
多
分
」

も
大

部
分

の
意

に
解

さ
れ
る
。

「
み
え
侍

か
ら
」

は
見

え
ま
す

の
で
。

『
毎

月
抄
』

に
見

え
る

「
か
ら
」

の
研
究

に

は
、

山

口
朝
子
氏

の

「
中
世

の
接

続
助
詞

『
か
ら
』

に

つ
い
て

の

一
問
題
」
(
『
未
定
稿
』

六
号
)

が
あ

る
◎

活
用

語

の
連
体
形

に

つ
い
て

「
故

に
」

の
意
味

を
あ
ら
わ
す

「
か
ら
」

は
、

「
か
ら

に
」

の
形

を
除

い
て
、

室
町
時
代
後
期

に
至

っ
て
、

は

じ
め
て
抄
物
、

キ
リ
シ
タ

ソ
文
献

で
、
す
が

た
を
あ
ら
わ
す
。

こ
の
接

続
助

詞

「
か
ら
」

の
出
現

の
時
期
と

『
毎

月
抄
』

の

「
承
久

元

年

七
月

二
日
或
人

返
報

云
々
」

の
奥
書

の
日
付

を
思

い
合
わ
す

と
、
『
毎
月
抄
』

の
成

立
時
期
、
さ
ら

に
は

『
毎

月
抄
』

の
定
家
作

に
も

疑

の
眼
が
向
け

ら
れ

よ
う
。

『
愚
見
抄
』
『
愚
秘
抄
』
一
の

い
わ
ゆ
る
鵜
鷺
系
偽

書

の
中

に
、
接

続
助
詞

「
か
ら
」

が
二
例
ず

つ
、

計
四
例

見
当

る

こ
と
を
明
ら

か
に
し
、

「
さ

る
か
ら
」

(
一
二
七

・
13
)

の
出
現

の
時

期

に
も

注
意

さ
れ
た
上

で
、

山

口
氏
が
、

「
毎

月
抄
、
愚

秘
抄
、
愚
見

抄
、

三
五
記

は
同

一
作
者
、

な

い
し
少
な
く

と
も
同

一
の
言
語
的
環
境

の
中

で
作
ら
れ

た
と
考

え
る

の
が
、

一
番
妥

当
な

の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。

そ

し
て
、
そ

の
作
者
を
す
べ
て
定
家

と
す
る

こ
と
が
文
献
学
的

に
無
理

で
あ
る
以
上
、

こ
れ

ら
四
書

は
、

い

ず
れ
も
偽
書

で
あ

る
可
能
性

が
大
き

い
と
思

う
の
で
あ

る
。
」

と
推
考

さ
れ

る
の
は
、

自

然
な
こ
と

で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
れ
も
氏
が

明
ら

か
に
さ
れ
て

い
る

こ
と
だ
が
、

『
有

明

の
別
』

や

『
と
は
ず

が

た
り
』

の
例

か
ら

し
て
、

時
期

的

に
定
家

に

「
か
ら
」

が
使

わ
れ

る
可
能
性

は
十
分

に
あ

っ
た
わ
け
で
あ

り
、
『
毎
月
抄
』

が
定
家
作

で
あ

る
と
信
ぜ

ら
れ

る
他

の
論
拠

と
も
思

い
合
わ
す
と
き
、
『
毎
月

抄
』

が
和
文
脈

と
漢
文
脈
を
共
有

し
、
文
語

と
口
語
を
混

用
し
た
、
親
泥

な
師
弟
関
係

に
あ

っ
た
年
下

の
相
手

に
授
与

し
た
書
簡
文
形

式

の
論
書

で
あ

っ
た
た
め
、

当
時

の
俗
語

の
接

続
助

詞

「
か
ら
」
が

こ
こ
に

入
り
込

ん
だ
も

の
と

考

え
る
の
が

穏
当

な
推
考

で
あ

ろ

う
o

一一6一

 

せ

め

て

(
=

一
七

・
5

)



ど

こ
に

か
け

て
解

す

る
か

で
、

そ

の
意

味

が
変

わ

る
。

普

通

な

ら
、

「
せ

め
て
今

一
両
年

ぼ

か
り
も

」

と

い
う

べ
き

と

こ
ろ
を

、
「
今

一

両

年
ぽ

か
り

も

」

と
記

し

て
し

ま

っ
て

か
ら
、

急

に

「
せ
め

て
」

を

入
れ

た
く

な

っ
た

の

で
、

本
文

の

よ
う

な

か

た
ち

に
な

っ
た

の
だ

と
解

す

れ
ば

、

「
せ
め

て
」

は
、

少

な

く

と
も
、

の
意

味

で
、

本

当

な
ら
、

も

う

五
、

六
年

「
も

と

の
躰

を

は
た

ら

か
さ

で
御

詠

作

」

あ

っ
て

ほ

し

い
と

こ
ろ

な

の
だ
が

、

そ

れ

が

で
き

ぬ
な

ら
、

少

な
く

と
も
、

の
気

持

で
、

後

か
ら
割

り
込

ん
だ

副

詞

と

い
う

こ
と

に
な

る

(
こ
の
場

合

は
、

当

然

「
せ

め

て
」

は

コ

両

年

ば

か
り

も
L

に
か

か

る
)
。

他

の
箇

所

に
も

、

「
さ
れ

ば

、

よ
ろ

し
き

嵜

と
申

候

は
、

寄

ご

と

に
心

の
ふ

か
き

の
み
ぞ

申

た
め

る
。

あ

ま
り

に
叉

ふ
か
く

心

を

い
れ

ん
と

て

ね
ぢ

す

ぐ

せ
ば

、

…

…

」

(
一
二

八

・
4
～

6
)

と

あ

り
、

普
通

な

ら
、

「
又
あ

ま
り

に

ふ
か

く
…

…
」

と
あ

る

べ
き

と

こ
ろ
を
、

「
あ

ま

り

に
」

と
記

し

て

し

ま

っ
て

か
ら

「
又
」

が

割

り

込

ん

で

い
る
。

次

に
、

「
せ

め

て
」

は

「
は
た

ら

か
さ

で
」

(
動

か
さ

な

い
で
。

そ

の
ま

ま

に
。

そ

の
ま

ま
守

っ
て
、

の
意
)

に

か

か
る

と
解

す

れ
ぽ

、

「
せ

め
て
」

は
何

と

し

て

で
も
、

絶
対

に
、

の
意

に
な

る
。

又
、

「
御

詠

作

あ

る
べ

く
候

」

に

か
け

て
解

す

る

と
、

こ

の
場

合

も
、

「
せ

め

て
」

は
何

と

し

て

で
も
、

の
気

持

で
あ

る
。

こ
の
場

合

は

「
せ

め

て
御

詠

作

あ

る

べ
く
候

」

で
あ

り
、

ど

う

い
う

ふ
う

に

「
御

詠

作

あ

る
べ

く
候

」

な

の

か

と

い
う

と
、

「
も

と

の
躰

を

は
た
ら

か
さ

で
」

で
だ

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

き

は

め

て

思

え

が

た

う

候

(
=

一
八

・
2
、～

駕

)

直

訳
す

れ

ば

、

と

て
も
思

い
浮

べ

て
手

に
す

る

こ
と

(
一
首

の

か

た
ち

に
詠

み

と

る

こ
と
)

が
難

し

う

ご
ざ

い
ま
す
、

で
あ

る
が
、

こ

こ

は
、

有

心
体

は
思

い
浮

べ

る

こ
と

は

で
き

る
が

、

そ

れ

を

三
十

一
字

の

和

歌

の

か
た

ち

に
す

る

こ
と

は
と

て
も

難

し
う

ご
ざ

い
ま

す

、

の
意

。

有

心
体

を
思

い
浮

べ

る

こ
と

と
、

こ
れ

を
手

に
す

る

こ
と

(
一
首

の
か

た
ち

で
詠

み

と

る

こ
と
)
、

こ

の
二

つ
が

至
難

の

わ
ざ

だ
、

と

い

っ
て

い
る

の

で

は
な

い
。

『
毎

月

抄
』

で
有

心

体

に
言
及

し

て

い
る

の

は
、

間
接

的

な
説

明

を
含

め

て
、

六
箇

所

で
あ

「
毎

月

抄
」

私

注
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人

文

研

究

第
三
十
八
輯

る
が
、
そ
れ
ら

の
箇
所

で

の
所
説

か
ら
、
定
家

の
脳
裡

に
有

心
体
が
明
確
な
す
が
た

で
思

い
浮

ん

で
い
た

こ
と

は
明
ら

か
な

こ
と

で
あ

る

(
拙
稿

「
定
家
十
体

の
有
心
様

と

毎
月
抄

の
有

心
体

と

の
関
係
再
考
」

国
語
国
文

・
昭
和

三
十
九
年
十

二
月
号
参

照
)
。

問

題

は
そ

れ
を
如
何

に
し
て

三
十

一
字

の

和
歌

の
か
た
ち

に

形
象
化
す
る

か
で
あ

っ
て
、

そ

の
形
象
化

の
難

し
さ
を

「
き

は
め
て
思

え
が

た
う

候

」

と

い

っ
て

い
る
の
で
あ

り
、
「
か
た
う
候
」

は

「
え

(
得
)
」

の
方

で
あ

っ
て

「
思
」

の
方

で
は
な

い
。

こ
の

こ
と
は
、

「
き

は
め

て
思

え
が

た
う
候

」

の
す
ぐ

下

に
、

「
と
ざ

ま
か

ふ
ざ

ま

に

て

は

つ
や

く

つ

父
け

ら

る

べ

か
ら
ず

。

よ
く

く

心

を
す

ま

し

て
、

そ

の

一
境

に
入
ぶ
し
て

こ
そ

ま
れ

に
も
よ
ま
る

N
事

は
侍

れ
。
」
と
あ
る
が
、

そ
れ

は

「
き

は
め
て
思
え
が

た
う
候

」

の
再
説

で
あ

り
、

そ

の
具
体
的

な
説

明
に
は
、
有

心
体

は
き
わ

め
て
詠
み
が
た

い
体
だ
と
だ
け
説

か
れ
て

い
て
、
有
心
体

を
思
量
す

る

こ
と

の
難

し
さ
は

説

か
れ
て

い
な

い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
。

加
藤
周

一
氏
が

「
芸
術
論
覚
書
」

(『
芸
術
論

ノ
ー
ト
』
所
収
)

の
中

に
記
さ
れ
た
小

倉

朗
氏

の
次

の
言
葉

は
、

こ
の
聞

の
事

情
を
示
す
興
味
深

い
事
例

で
あ

る
。

小
倉
朗
氏

は
あ
る
日
私

に

こ
う

い

っ
た
。

「
作
曲

を
や

っ
て

い
れ
ば
、

音
楽

の
本
質

は
そ

こ
に
転
が

っ
て

い
る
石
み

た

い
に
は

っ

き
り
見

え
て
く
る
も

の
な

ん
だ
。
そ

い
つ

へ
ど
う
近

づ
く
か
。
近
づ
き
方

を
工
夫
し
て
き

た

の
が
偉

い
作
曲
家

た
ち

の
や

っ
て
き

た

こ
と
だ
。
効
果

を

つ
く

る

こ
と
な

ん
か

つ
ま
ら
ね
え
じ

ゃ
な

い
か
。
」

小
倉
氏

の
言
葉

の
中
の

「
音
楽

の
本
質
」

を

「
有
心
体
」

と
置
き

か
え

る
と
、

「
思

え
が

た
う
候
」

の
意
味
が

は

っ
き

り
し
よ
う
。

小

倉
氏

の
言
葉

で
い
え
ば
、

は

っ
き

り
有

心
体

は
見

え

て

い
る

の
だ
が
、

そ
れ

に
な
か
な

か
近
づ
け

な

い
、
そ

れ
が

「
思
え
が
た
う
候
」

な

の
で
あ

り
、

こ
こ
に
実
作
者

と
し
て

の
定
家

の
苦
脳
が
あ
る
。

一8一

 

こ

の

さ

か

ひ

が

ゆ

、
し

き

大

事

に

て

侍

る

(
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こ

の
境

目

(
有

心

体

の
歌

と

「
い
り

ほ
が

の
入

く

り
歌
」

〈

表

現

の
仕

方

や
趣

向

の
立

て
方

に
手

の

こ
み
す

ぎ

た
、

ひ
ね

く

り
歌

〉

と

の
境

目
)

が

と

て
も
難

し

い

こ
と

で
ご
ざ

い
ま
す
。

有

心

体

の
歌

に
な

る

か
、

「
い
り

ほ
が

の
入

く

り
歌

」

に
な

る

か

の
、

こ

の
境

目

が

と

て
も

難

し

い

こ
と

で
ご
ざ

い
ま
す
。

「
い
り

ほ
が

の
入

く

り
歌

」

に
な

る

か
、

有

心
体

の
歌

に
な

る

か

は
、

紙

一
重

の
違

い
な

の

で
、

そ

の
境

目

で

(
ひ

と

つ
間

違

う

と
、

「
い
り

ほ
が

の
入

く

り
歌

」

に
な

っ
て

し

ま
う

の
で
)

有

心
体

の
歌

を
詠

む

こ
と

は
至
難

の

わ
ざ

で
ご
ざ

い
ま
す

、

の
意

。

「
さ

か

ひ
」

は
境

目
、

の
意

。

「
大
事

」

は
難

し

い

こ
と
、

難
事

、

の
意

。

「
寄

の
大

事

は
詞

の
用
捨

に

て
侍

べ

し
。
」

(
」

二
九

・
14
)

の

「
大

事

」

も

こ
の
意

味

。

「
大
事

」

は
、

中

世

の
歌

論

書

で

は
、

難

し

い
の
意

味

と
重

要

の
意

味

に

　

　

用

い
ら
れ

て
い
る
。

「
会
席

に
人
丸

の
影

を

か
く
る
事
ゆ

Σ
し
き
大
事
也
。
知
ら

で
は
、
左
ざ

ま
な

る
事

あ
り
ぬ
べ
し
。
」

(『
愚
秘
抄
』

ー

『
歌
学
大
系
』

四
巻
三

一
〇

ペ
ー
ジ
)

は
重
要

の
意
。
[
参
考
]
重
要

の
意

の
用
語

に
は

『
毎
月

抄
』

に
も
見
当

る
が

(
「
凡

寄
を

よ
く
見
わ
け
て
善
悪

を
さ
だ

む
る
事

は
、

こ
と

に
大
切

の
事

に
て
候
。
」
〈

=
二
六

・
4
V
)
、
『
愚
見

抄
』
『
愚

秘
抄
』

な
ど

に
散
見
す

る

「
大
切
」
が
あ
る
。

何

と
し
て
も
有

心
体

の
歌

を
詠
も
う
と
し
て
、

あ

ま
り
に
深
く
心
を
入
れ

よ
う
と
し
て
ね
じ
す
ぐ
す
と
、
「
い

り

ほ
が

の

入
く
り
歌

」

に
堕

し
、

「
い
り

ほ
が

の

入
く

り
歌
」
と

有

心
体

の

歌

の
境
目
が

「
ゆ

エ
し
き

大
事

」

で
あ
る
と

い
う

こ
と

は
、
有

心
体

は
沈
思

の
末

に
詠

ま
れ
る
体

で
あ
る

こ
と
を
明
示
し
て

い
る
が
、

そ

の
沈
思
が
知
を
頼

ん
で
の
苦
思
坤

吟

で
あ
る
時

は
、

「
い
り
ほ
が

の
入
く
り
歌
」

に
な
り
、

知

の
介

入
を
許
さ
ぬ
世
界
、

す
な
わ
ち
知

の
入
り
込

め
ぬ
意

識
界

の
底

を
破

っ
た
世
界

に
沈
潜

し
て

の
坤
吟
苦
思
で
あ

る
時

は
、

そ

こ
か
ら
有

心
体

の
歌
が
生

み
落
さ
れ
る
と
考

え
ら
れ

て

い
る

の
で
あ

ろ
う
。

詞

に

つ
き

て

、

強
弱

大

小

候

べ

し

(
=

一
九

・
14

)

詞

に

よ

っ
て
、

強

い
詞
、

弱

い
詞

、

さ

ま
ざ

ま
あ

る

こ
と

で
ご
ざ

い
ま

し

ょ
う
。

「毎

月

抄
」

私

注

「
強

弱
」

は
強

い
詞

と
弱

い
詞
。
強

い
詞

と
は
、
意
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味

内
容

に
お

い
て
は
恐

し
く
、
語
調

に
お

い
て
は
緊
迫

し
た
ひ
び
き
を
も

つ
詞
。
弱

い
詞

と
は
、
意
味
内
容

に
お

い
て
は
優
美

に
、
語

調

に
お

い
て
は
な
だ
ら

か
な
感
じ
を
伴
う
詞
。

「
つ
よ
き
詞

を
ば

一
向

に

こ
れ
を

つ
づ
け
、

よ
は
き
詞

を
ぽ
又

一
向

に
是

を

つ
ら
ね
、

か
く

の
ご
と

く

あ

ん
じ

か

へ
し
く

、

ふ
と

み

ほ

そ

み
も

な

く

、

な
び

ら

か

に
き

エ

に
く

か
ら

ぬ
や

う

に
よ

み
な

す

が
き

は
め

て
重
事

に
て
侍
也
。
」

と
記

し
た
上

で
、

「
幽
玄

の
詞

に
鬼

拉

の
詞

な
ど

を

つ
ら
ね

た
ら
む

は
、

い
と
み
ぐ

る
し
か
ら

ん
に
こ
そ
。
」

と
あ

る
の

で
、

「
幽
玄

の
詞
」

は

「
弱
き
詞
」

の
、

ま
た

「
鬼
拉

の
詞
」

は

「
強
き
詞
」

の

一
例

と
し
て
掲
げ

ら
れ

て
い
る

こ
と
を
知

る
。

と

こ

ろ
が
、
『
定
家
十
体
』

の
幽
玄
体

の
例
歌

に
は

た
ま
ゆ
ら

の
露

も
涙
も

と
ど

ま
ら
ず

な
き
人
恋

ふ
る
宿

の
秋
風

・

鳴
き
わ
た
る
雁

の
涙

や
落
ち

つ
ら
む
も

の
思

ふ
宿

の
萩

の
上

の
露

昔

思

ふ
草

の
庵

の
夜

の
雨

に
涙
な
添

へ
そ
山

ほ
と
と
ぎ
す

な
ど
を
列

挙
し
て

い
る
。
右

の
傍
点
を

ほ
ど

こ
し
た
部
分

の
語
句

を

「
弱
き
詞
」

の
具
体
例

と
考

え
て
よ
か
ろ
う
。
同
様

に
、
次

に
あ

げ

る
拉
鬼
体

の
例
歌

の
傍
点
を

ほ
ど

こ
し
た
語
句

を

「
強

き
詞
」

の
具
体
例

と
考
え

て
よ
か
ろ
う
。

　

の

　

　

　

コ

　

　

　

　

　

　

　

流
れ
木

と
立
ろ

白
浪

と
焼
く
塩
と

い
つ
れ
か
か
ら
き
わ
だ

つ
み

の
底

神
風

や
伊
勢

の
浜
荻
折

り
敷

き
て
旅
寝

や
す
ら
む
あ
ら
き

浜
辺
に

思

ひ
出

で
よ
誰
が

か
ね
ご
と

の
末

な
ら
む
昨
日

の
雲

の
跡

の
山
風

参

考

ま
で
に
記
す

と
、
『
風
姿
花
伝
』

第
六
花
修

云

の
中

に
次

の
よ
う
に
あ
る

の
は
、

こ
れ
も

「
強

き
詞
」
「
弱
き
詞
」

の
具
体
例
を
示

す

も

の
で
あ

ろ
う
。

ち
ぢ
と
あ
る
言
葉

の
ひ
び
き

に
も
、
「
靡

き
」
「
臥
す
」
「
か

へ
る
」
「
寄

る
」
な
ど

い
ふ
言
葉

は
、
柔

か
な
れ
ば
、

お

の
つ

か
ら
飴
情

一10一



に
な

る

や

う
な
り
。
「
落

つ
る
」

「
崩

る
る
」

「
破

る
る
」

「
ま
う

ぶ

」

な
ど

申

す

は
、

強

き

ひ
び
き

な

れ
ぽ

、
振

り

も
強

か
る

べ

し
。

「
大

小

」

は
大

き

な
詞
、

小

さ

な

詞

と

い
う

こ
と

は

考

え

ら
れ

な

い
の

で

(
以
下

に
も

、

強
き

詞

と
弱

き

詞

に
だ

け
触

れ

て
、

大

き

な

詞

小

さ

な

詞

に

は
触

れ

て

い
な

い
)
、

さ

ま
ざ

ま
、

あ

れ

こ
れ

、

の
意

の
副

詞

に
解

す

べ
き

も

の
と
思

う

。

定
家

の
日
記

の

『
明

月

記
』

に

は
、

「
大

小

」

の
語

は
、

正
治

二
年

正

月

廿

五

日
、

同
年

閏

二
月

廿

四

日
、

同
年

四
月

九

日
、

寛

喜

元
年

五
月

廿

五

日

の
記

事

に
見

当

る
が

、

い
ず

れ
も

「
大

小
事

」

「
大

小

内

外
」

と
あ

り
、

さ
ま
ざ

ま
な
、

あ

れ

こ
れ

の
、

の
意

味

の
連

体

修
飾

、

さ

ま
ざ

ま
な
事

、

あ

れ

こ
れ

の
事

、

の
意

味

の
名

詞

と

し

て

の
用

法

で
あ

な
、

副

詞

と

し
て

の
用

法

は
な

い
。

「
大

小

の
事
」

は

『
源

氏

物

語

』

に
も
見

当

る
が

、

こ

こ
で
は
転

じ

て
副
詞

と

し

て
用

い
た
も

の
で
あ

ろ
う
。

或
人
花
実
の

こ
と
を
寄
に
た
て
申

て
侍
に
と
り

て
、
古

の
寄
は
み
な
実
を
存

し
て
花
を

わ
す
れ
、

み
心
に
か
け
て
実
に
は
め
も

か
け
ぬ
か
ら
と
申

た
め
り

(
=
二
〇

・
4

～
6
)

近
代
の
寄
は
花
を
の

或

人
が
花

と
実

の
こ
と
を
歌

に
当

て
嵌

め
、
花
実

の
た
と
え

か
ら
歌

を
論
じ

て
お
り

ま
す
が
、

そ

の
際

に
、
昔

の
歌

は
み
な
実

を
詠

み

こ
ん
で
、
花

を
詠
む

こ
と
を

せ
ず
、
近

代

の
歌

は
花

を
だ
け
詠
む

こ
と

に
専
心

し
て
、
実

を
詠

む

こ
と
に
は
全
然
関
心
を
示
さ
な

い
か

ら
、
(
近
代

の
歌

は
昔

の
歌

に
比
べ
て
劣

る

の
だ
)

と
申

し
て

い
る
よ
う

で
す
。

「
申

た
め
り
」

は

「
申

し
た
ん
め
り
」

で
あ
り
、
「
た

る
」

の
音
便
形

「
た

ん
」

に
注
意
す

る
と
、

「
或

人
」

は

『
毎
月
抄

』

の
作
者

(
定
家
)

と
同
時
代

の
人
物

と
考

え
ら
れ
る
。

定
家

は

そ

の
名

を
知

っ
て
い
る

は
ず

で
あ

る
。

そ
れ
を

「
或
人
」

と
し
か
記
さ
ず
、

「
め
り
」
と
ぼ

か
し
て

い
る

こ
と
は
、
定
家
が

こ
の
人
物

を
、
そ

の
い
う
と
こ
ろ

に
は
共
感

し
て
も
、

そ

の
名

を
記
す

に
価

し
な

い
者
と
蔑
視

し
た
た
め
で
は
な

か
ろ
う

か
。
定
家

は
そ

の
日
記

『
明
月
記
』

の
建
仁

元
年

三
月
十
六
日

の
記
事

に
、

同
日
催
さ
れ

た
内
大
臣
通
親

邸

で
の
影
供
歌
合

の
模
様

を
伝

え
て

い
る
が
、

講
師

「
毎

月

抄
」

私

注

一 胴 一
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役

の
定

家

は
作

者

名

を
読

む
場

合
、

長

明

を

鴨
長

明

と
読

み
す

て

た
が
、

こ
う
読

ん
だ

こ
と

に
対

し
、

こ
と

さ

ら

に

「
錐

二
五

位

一其

身

凡
卑

。

傍

准

二
六
位

一読

・
之

。
」

と

注

記

し

て

い
る
。

定

家

の
長

明

に
対

す

る

こ

の
蔑
視

が

、

こ

こ
で
も
長

明

の
名

を
記

さ
せ
ず

、

「
或

人
」

と
さ

せ

た

よ
う

に
思

え

る
。

と

い
う

の
は
、

長

明

は
そ

の
論

書

『
無

名
抄

』

の
中

の

「
近

代

歌
躰

事

」

の
条

で
、

「
萬

葉

の
比

ま

で

は
、

懇

な

る
心
ざ

し
を
述

ぶ

る
ば

か

り

に

て
、

あ

な

が

ち

に

姿

・
詞

を

ば

選
ば

ざ

り
け

る

に
や
、

と
見

え

た
り

。

中

比
、

古

今

の

時
、
花
實
共

に
備

は
り
て
、

其
さ
ま
ま
ち
く

に
分
れ
た
り
。
後

撰

に
は
、

よ
ろ
し
き
寄
古
今

に
と
り
審

さ
れ

て
後
、
幾
程
も
経
ざ

り

け

れ

ば

、
歌

得

が

た
く

し

て
、
姿

を
ぽ

選

ぽ

ず

、

た

黛
心

を
先

と

せ
り
。

拾
遺

の
比

よ
り
ぞ

、

共
躰

こ
と

の
外

に
物

近

く
成

り

て
、

理

く

ま
な

く
現

れ

、
姿

す

な

ほ
な

る

を

よ

ろ

し

と
す
。

其

後

、

後

拾

遺

の
時

、

今

少

し

や

は
ら
ぎ

て
、

昔

の
風

を
忘

れ

た

り
。

や

蕊
其
時

の
古

き

人

な
ど

は
是

を
う

け
ざ

り
け

る

に

や
、

後

拾
遺

姿

と
名

付

け

て

口
惜

し
き
事

に
し
け

る

と
そ

、
或

先
達

語

り
侍

り

し
。
金

葉

は

又

わ
ざ

と
お

か

し

か

ら

ん

と

し

て
、

輕

々
な

る
寄

多

か
り
。

詞

花

・
千
載

、

大

略

後

拾

遺

の
風

な

る
べ

し
。

歌

の
昔

よ

り
傳

は
り
來

た

れ

る

や
う

、

か
く

の
ご

と

し
。

か

瓦
れ
ば

、

拾

遺

よ
り
後

、

其

さ

ま

一
つ

に
し

て
久

し
く

な

り

ぬ

る
故

に
、

風

情

や

う
く

審

き

、

詞

代

々
に
古

り
て
、

こ
の
道
、
時

に
随

ひ
て
衰

へ
行
く
。
」
(
日
本
古
典
文
学
大
系

『
歌
論
集
』
醐
八
二
～
三

ペ
ー
ジ
)

と
記
し
て

い
る
が
、

『
古
今
集
』

を
花
実
相
兼

の
め
で
た
き
集

と
た
た
え
る
、

こ
の
長
明

の
花
実

論
を
、
彼
が
理
解

し
た

『
萬
葉
集
』
と

『
拾
遺
集
』
以
後
、

な

か
ん
ず
く

『
後
拾
遺
集
』
以
後

の
歌
風

の
特
色
な
ら
び

に
歌
道

の
陵
遅

に
当

て
嵌

め
る
と
、
「
古

の
寄
は
み
な
実
を
存
し

て
花

を
わ
す

れ
、
近
代

の
寄

は
花
を

の
み
心

に
か
け

て
実

に
は
め
も

か
け

ぬ
か
ら
」

と

い
う

こ
と

に
な

る
か
ら

で
あ

る
。
或

は

『
近
代
秀
歌
』

は
源

実
朝

に
遣
送

し
た
も

の
で
あ
る

こ
と
は

明

ら
か
で
あ
る

に
も

か
か
わ

ら
ず
、

「
あ

る
人

の
う

た
は

い
か
や
う

に
よ
む

べ
き

も

の
ぞ

と
x

は
れ

て
侍

し
か
ば
、

を
う

か
な
る
心
に
ま
か
せ

て
、

わ
つ

か
に
お
も

ひ
え

た
る

こ
と
を

か
き

つ
け
侍

し
。
」
と
あ
り
、

実
朝

の
名

を
秘

し
て

「
あ
る
人
」

と
記

し
て

い
る
点

を
思

い
合
わ

せ
る
と
、

こ
こ
の

「
或
人
」

に
も
蔑
視

の
感
情

は
こ
め
ら
れ

て

い
な
か

っ
た
の
か
も

一12一



知

れ

な

い
。
「
或

人
」

に
対

す

る
蔑

視

の
感

情

の
有

無

に

は
疑

問

が
残

る
が

、

そ

の

い
ず

れ

の
場

合

に
も
、

「
或

人

」

自

身

は
、

そ

の
言

葉

の
内
容

か
ら

し
て
、

鴨

長

明

で
あ

っ
た

の

で
は
な

い
か
と
思

わ

れ

る
。

鯨

情

う

か

び

て

(
一
三

一

・
11

)

余
情

を
指

摘

し

た
歌

合

の
判

で
は
、

普

通

、

「
余

情

あ

り

て
」
「
余

情

尽

し
が

た
く
」

「
余
情

う

ち

に

こ
も

り
」

な

ど

と

い
わ
れ

る

こ
と

が

多

い
。

と

こ
ろ
が

、

こ

こ
で

は
、

「
う

か
び

て
」

と

あ

る

の
で
、

こ

こ

の
余

情

に
は
形
象

的

な

も

の
が

感

じ

と

ら
れ

て

い
る

は
ず

で

あ

り
、

「
面
影

」

「
景

気

」

に
近

い
も

の
が
意

味

さ

れ

て

い
よ

う
。

余

情

の
形

象

面

に

こ
と
さ

ら

に
注
意

を
向

け

て

い

る

の

は
、

如

何

に

も
視

覚

型

歌

人

で
あ

る
定

家

ら

し

い
。

心

な

を

く

(
=

幽=

・
11

)

詠

者

の
真

実

な
感

動

が

詠

歌

対

象

の
中

に
、

い
わ
ば

直

線

的

に
そ

の
ま
ま

詠

み
込

ま
れ

て

い
て
、

の
意

。

『
八
雲

御
抄

』

の
用

意

部

に
、

「
第

一
、

歌

の
よ
き

や

う

は
、

た

父
す

ぐ

に
艶

な

る

べ
き

な

り
。

し

か
る

を
、

こ

の
体

心

に

ま

か
せ

て
言

ひ
難

き

ゆ

ゑ

に
、

心

こ

も

り

て
艶

な

る

は
第

二

な

り
。
艶

な

ら
む

と
す

れ

ば

必
ず

心

足

ら
ず

、

心
す

ぐ

な
ら

む

と
す

れ
ば

ま

た
艶

な

ら
ざ

る

な
り

。

た

じ
艶

な

ら
ず

と

い
ふ
と

も
、

心

を
確

か

に
詠

む

べ

し
。
」

(
『
歌

学

大

系

』

三

巻

八
八

ペ

ー
ジ
)

と
あ

る
、

「
心
す

ぐ

に
」

と
同

じ
も

の
が
意

味

さ

れ

て

い
よ
う
。

今

と

か

く

も

て

あ

つ

か

ふ

風

惰

に

て

は

な

く

て

(
=

一=

・
15

～

16

)

現
在
、

(
誰
も
彼

も
が
)

あ
れ

こ
れ

(
安
直

に
)

使
用
す

る
趣
向

で

は
な
く

て
。
「
と

か
く
も

て
あ

つ
か
ふ
」

の
は
流
行
と
し
て
安
直

に

「
毎

月

抄
」

私

注

一13一



人

文

研

究

第
三
十
八
輯

使

用
す

る

の

で
あ

る
。

「
風
情

」

は
趣

向

、

知
的

着

想

、

の
意

。

「
風
情

に
て

は

な
く

て
」

の

「
な

く
」

は
、

中

古

な

ら
、

「
風
情

に
て

は
あ

ら
ず

し

て

」

「
風

情

に
て

は
あ

ら

で
」

「
風

情

な

ら

で
」

と

あ

る
べ
き

と

こ
ろ

で
あ

り
、

中

世

の
語

法

の
特

色

。

『
毎

月
抄

』

で

は
、

も

う

一
例

、

「
上
手

と

い
は
る

玉
人

の
寄

を
ぽ

、

い
と

し
も

な

け

れ

ど
も

、

ほ
め
あ

ひ
、
」

(
=

二
六

・
5
～

6
)

が
見

当

る
が

、

他

の
箇

所

で

は
、

「
制

の
限

に
あ

ら
ず

」

(
一
三
三

・
14
)

「
五
文

字

な

ら

で
」

(
一
三
三

・
13
)

と
あ

り
、

中

世

の
語
法

と
中

古

の
語

法

が

混
在

し

て

い
る
。

「
ば

」

と

「
か
ら
」
、

「
侍

り
」

と

「
候

」

の
混
在

と
同

様
、

当
時

に
お
け

る
文

語

と

口
語

の
混
用

と
考

え
る

べ
き

で
あ

ろ

う
。

一14一

 

當

時

、
あ

け

ぽ

の

の

春

・
タ

ぐ

れ

の

秋

な

ど

や

う

の

こ

と

ば

つ

穿
き

を

、
上

な

る

好

士

ど

も

」
よ

み

候

と
よ

(

=

二
四

・

10

～

11

)

こ

の
頃
、

「
曙

の
春

」

「
夕
暮

の
秋

」

な

ど

の

よ
う

な
詞

つ
づ

き

を

上
手

た
ち

も

詠

み

ま
す

と

の

こ
と

で
す

よ
。

「
當
時

」

は
下

に

「
よ

み
候

と

よ
」

と

あ

り
、

「
よ

み
候

し

と

よ
」

と

な

い
の

で
、

た

だ
今

、

こ

の
頃
、

の
意

。
「
上

な

る
好

士
ど

も

」

は
、

上

手

た

ち
。

す

ぐ

れ

た
歌

人

た

ち
。

「
好

士
」

は

「
好

事

」

と
当

て
字

さ
れ

る

こ
と

も

あ

る

の
で
、

「
ク
ジ
」

と

よ
む

の

で
あ

ろ

う
。

「
コ
ウ
ジ
」

で
な

く

「
ク
ジ
」

と

よ
む

の

は
、

古

代

日
本

語

で

は
、

母

音

が

二

つ
連

続

す

る
と
、

多

く

の
場

合

、

前

の
母

音

が

脱

落

し

た

の

で
、

こ

こ
も

「
ざ

ロ
旦
↓

閃
欝

ご

と
変

じ

た

の
で
あ

ろ
う
。

数

寄

の
人
。

ひ
ろ
く

歌

人
、

連

歌

師

な
ど

を
さ

す
。

『
源

承

和

歌

口
伝

』

に

「
尊

海

法

印

と

て
南

都

の
好

士
侍

り

し
が
、

仁

治

之

比

、

秋

の
夕

暮

と

詠

め
る

は
常

の
事

と

て
、

夕
暮

の
秋

と

よ
み

て
侍

り

し

か
ば

、

前

中

納

言

(
定
家
-

筆

者
注
)

返

々
不
レ
可
レ
然
と
そ
し
る
し
侍

り
し
。
」

(
『
歌
学
大
系
』
四
巻
、

一
六
ぺ
ー
ジ
)

と
あ
る
記
事

を
思

い
合
わ
せ
る

と
、
「
仁
治

之
比
」

(
定
家

は
仁
治

二
年

八
十
歳

で
死
去
)

と

『
毎
月
抄
』

の
成

立
時
承

久
元
年

(
定
家
五
十
八
歳
)

と

の
間

の
時

間
的



な

距

り
が

問
題

に
な
り
、

追

い
詰

め
れ
ば

『
毎

月
抄
』

偽
作
説

に
ま

で

発
展

し
か
ね
な

い
が

(
八
島

長
寿
氏

論

「
毎
月
抄
存
疑
」
国

語

・
昭
和

二
十

八
年
三
月

号
、

「
毎

月
抄
存

疑
再
説
」
国
語
と
国
文
学

・
昭
和

三
十
六
年

五
月
号
、

石

田
吉
貞
氏
論

「
毎
月
抄
偽
書
説

を
疑

ふ
」

国
語

と
国
文

学

・
昭
和

三
十

三
年

六
月

号
、
参
照
ウ
、
「
仁
治
之

比
」

は

「
正
治
之

比
」

の
誤
写

(
仁
と
正

は
誤
写
さ
れ
や
す

い
)

と
考

え
る

こ
と
に
よ

っ
て
問
題

は
解
決

し
よ
う
。
尊

海
法
印

は

『
法
隆
寺
別
当
次
第
』

に
よ
る
と
、
建
長

七
年

か
ら
正
元
元
年

ま

で
別
当

に
在
任

し
て

い
る
が
、
歌
人

と
し
て
は
、
『
現
存
三
十

六
人
詩
歌
』

(
建
治

二
年
閏

三
月
相
模
守
時
宗

の
計
画

し
た
屏
風
詩
歌
、

歌

は
真
観

の
撰
)

の
中

の
歌
作
者

で
あ

り
、

『
檜
葉
和
歌
集
』

の
作
者

の

一
人

で
は
あ
る
が
、

勅
撰
集

に
は

『
続
後
撰
集
』

以
下

に
わ

ず

か
に
四
首

し

か
撰
収

さ
れ
て

い
な

い
微

々
た
る
存
在

に
す
ぎ
な

か

っ
た
。

そ

こ
で
、

『
毎
月
抄
』

の

「
上
な
る
好

士
ど
も
」

の
中

に

尊

海
を
数

え
る

こ
と
は
無
理

で
あ

り
、

『
源
承
和
歌

口
伝
』

の
記
事
と
勘

合
す
る
と
、

「
正
治
之

比
」
、

お
そ
ら
く

二
十
歳
前
後

で
あ

っ

た
若

い
尊
海
が
最
初

「
夕
暮

の
秋

」
と
詠

ん
で
、
当
時

三
十

八
、
九
歳

で
あ

っ
た
定
家

か
ら

「
不

伽
可
h
然
」
と
た
し
な

め
ら
れ

た
。

と

こ
ろ
が
、
『
毎
月
抄
』

成
立

の
承
久

元
年
頃

に
は
、

そ

の
頃

の

「
上
な

る
好

士
ど
も
」

の
間

に
ま

で

「
曙

の
春
」
「
夕
暮

の
秋
」

の
よ
う

な
詞

つ
づ
き
が
流
行
し
て

い
た
。

そ
れ
を

『
毎
月
抄
』
勘
で
定
家

は
取

り
上
げ
、
次

の

「
い
た
く
う
け
ら
れ
ぬ
事

に
て
候

。
」
(
二
二
四

・

11
～

12
)

の
こ
と
ば

で
、

こ
れ
を

ま
ね
て
は
な

ら
ぬ
と
、

『
毎
月
抄
』

を
授
与

し
た
若

い
相
手

に
、

以
前

に
も
注
意

し
た

こ
と

で
は
あ

る
が
、
改

め
て
注
意

し
た
も

の
と
解

す

る
の
が
正

し

か
ろ
う
。
・

囲

・

嘱

な

を

く

た

ゴ

し

き

事

(
=

二
五

・
7

)

痴

噛

真

直

ぐ

で
正

し

い
こ
と
。
秀

逸

体

の
説

明

の
中

で
、

「
心

な
を

く
衣

冠

た

讐

し
き

人

を
見

る

心

ち
す

る

に

て
侍

べ

し
」

(
=

二

一
・
11
～

12
)

と
あ

っ
た

こ
と

を
思

い
合

わ

せ

る

と
、

詠

者

の
真
実

な
感

動

が

そ

の
歌

に
そ

の
ま

ま
詠

み
込

ま
れ

て

お

り
、

技

巧

の

た

め

の
技

巧

「
毎

月

抄
」

私

注
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人

文

研

究

第
三
十
八
輯

に
陥

ら

な

い

こ
と
、

を

意

味

し

て

い
よ
う
。

と

こ
ろ

で
、

こ
の

「
な

を

く

た

ゴ
し
き
事

」

は

い
ず

れ

の
体

に
も

「
わ

た

り
て

心

に

か
く

べ
き

に

こ
そ
」

と
さ

れ

て

い
る
。

こ

の

こ
と

は
、

「
直

く

正

し
き
」

が
十

体

に
共

通
す

る
必
要

条

件

で
あ

っ
た

こ
と
を

知

ら

せ

て
く

れ

る
が
、

「
さ

て
も
此

有

心
躰

は
九
躰

に
わ

た
り

て
侍

べ
し
。

其

ゆ

へ
は
幽

玄

に
も

心

あ

る
べ

し
。

長

高

に
も

又
侍

べ

し
。

の

こ
り

の
躰

に
も

又

か
く

の
ご

と

し
。

げ

に
く

い
つ

れ

の
躰

に
も

、

実

は
心

な
き

寄

は
わ

ろ
き

に

て
候

。

…
…

い
つ

れ

の
躰

に

て
も
、

た

父
有

心

躰

を
存

べ
き

に
て
候

。
」
(
一
二
九

・
8
～

13
)

の
記
事

と
勘

合
す

る
と
、
「
(
絵

の
)

九
躰

に
わ
た
る
」
有

心
体

(
広
義
有
心
)
が
十
体

に
共
通
す

る
表
現
態
度

の
上

で
の
要
請

で
あ

っ
た
の
に
対

し
、

こ
の

「
直

く
正

し
き
」

は
広
義
有

心

の
表
現
態
度

で
詠

ま
れ

た
そ
れ
ぞ

れ

の
歌

(
十
体
)

の
風
体
上

の
共
通

の
特

色

で
あ
り
、
そ
れ

は
、

そ

の
ま
ま
雅

正
平
淡
を
旨

と
す

る
新
勅
撰
期

の
定
家

の
歌

観

の
肯
定

す

る
風
体

上

の
特
色

で
も
あ

っ
た

こ
と
に
気
付

く
。

一16一

 

ま

し
て
不
器
の
人
の
こ
と
に
わ
れ
と
た
ゴ
お
さ

へ
で
よ
み
な
ら

は
ん
と
し
候

へ
ば

(
=
二
六

・
1
～
2
)

ま

し

て
や
、

力

量

の
な

い
歌

人

が
、

殊

に
、

自

分

ひ
と

り

で
、

な

ん

で
も

か

ん

で
も

、

勝

手

気

ま

ま

に
詠

み
な

れ

よ
う

と
し

ま
す

と
。

「
不

器

の
人

」

は

「
機

量

(
器
量
)

な

る
人
」

(
一
三

五

・
16
)

の
対

で
、

力

量

の
な

い

歌

人

が

意

味

さ
れ

て

い
る

こ
と

は

明

ら

か
だ

が

、
「
不
器

」

は

「
非

器

」

の
誤

記

で
あ

ろ

う
。

久

松

潜

一
博

士
蔵

『
毎

月
抄

』

の

一
本

は

「
非

器

」
。

穂

久

遍

文

庫

蔵

為

家
筆

の

『
新

勅

撰

集
』

に
は
定

家

自

筆

の
識

語
が

し

る

さ
れ

て

い
る
が

、

そ

の
中

に
も

「
非

器

撰

者

明
静

」

(
「
明
静

」

は
定

家

の
法

名
)

と

あ

る
。

「
非

器
」

は
仏

語

で
、・
教

法
或

は
戒

を

受

け

る

に
堪

え
な

い
者

。

「
わ

れ

と

た

父
お
さ

へ
で

よ
み

な

ら

は

ん
と

し
候

へ
ば

」

は

「
ま
し

て
」

に
注

意
す

る

と
、

「
を

し

へ
を
う

け

ず

し
て
、

雅

意

に

ま

か

せ
て

よ

み

い
た
れ
ぽ

」

と
対

応

す

る

こ
と

に
気

付

く
。

「
わ

れ

と
」

は
、

自

分

ひ
と

り

で
。

独

力

で
。

「
を

し

へ
を

う
け

ず

し
て
」

と
対

応

す

る
。

「
お
さ

へ
で
」

は

「
(
雅

意

を
)

押

へ
で
」

で
、
,
我

意

を



押

え

な

い
で
、

勝

手
気

ま

ま

に
、

の
意
。

「
雅

意

に

ま

か
せ

て
」

と
対

応

す

る

。

冨
ご

と
に
五
も

じ
を
ば
注
に

つ
け
候

し
に
候

(
=
二
八

・
5
～
6
)

詠

む

歌

の
す

べ

て

に
わ

た

っ
て
、

初

句

の
五
文

字

を
ば

注

の

よ
う

な

か
た

ち

で
書
き

付

け

た

の
で
ご
ざ

い
ま
す

。

五
文

字

を
ば

「
注

」

に
付

け

た
結
果

、

或

る
披

講

の
席

で
、

こ
の

こ
と
が

話

題

に
あ

が

り
、

「
何

の
心

に
、

嵜

ご

と

に
、

初

句

の
そ
ば

に

か

玉
る

ら

ん
」

(
ど

ん
な

つ
も

り

で
、

詠

む
歌

ご

と

に
、

初
句

を
書

き

付

け

る

べ
き

箇

所

の
横

で
、

こ
ん
な

こ
と

を
す

る

の
だ

ろ
う

か
。

こ

の
よ
う

に
注

の

よ
う

に
書

き
付

け

る

の
だ

ろ

う

か
、

の
意

。

一
三

八

・
6
～

7
)

と

人

々
が

不

審

に
思

っ
た

の
で
あ

り
、

そ

の

「
注

」

は

「
初
句

の
そ

ば
」

に
書

き
付

け

ら

れ

て

い
た

は
ず

で
あ

る
。

「
初

句

の
そ
ば

に

か

Σ
る
ら

ん
」

の
意

味

か
ら
考

え

て
、

そ

れ

は
注

の
よ
う

な

か
た

ち

(
メ

モ
の
よ
う

な

か
た

ち
)

で
、

初

句

を
書

き

付

け

る
べ
き

箇

所

の
横

に
小

さ

な
字

で
書

き
付

け

ら
れ

て

い
た

の

で
あ

ろ

う
。

五
文
字

を
ば
後

に
よ
み
か
き
候

ほ
ど
に
、
注
の
や
う
に
候

(
=
二
八

・
7
～
8
)

(
成
案

の
)

五
文

字
を
ば
、
第

二
句
以
下

を
詠

み
終
え
て

か
ら
詠

ん
で
書
き
付

け
ま
す

の
で
、
(
初
案

の
五
文
字

は
)

注

の
よ
う
な

か
た

ち
に
見
え
る

の
で
ご
ざ

い
ま
す
。
「
注

の
や
う

に
候

」

の

「
注
」

は
、
「
寄

ご
と
に
五
も
じ
を
ば
注

に

つ
け
候

し

に
候
」

の

「
注
」

と
同

一
物
な

の
で
、

そ
れ

は
、

注

の
よ
う
な

か
た
ち

で
、

初
句

を
書
き
付

け
る
べ
き
箇
所

の
横

に
小
さ
な
字

で
書

き
付
け

ら
れ

て
い
た

は
ず

で
あ

る
。

と

こ
ろ
で
、
な
ぜ

こ
う
な

っ
た
の
か
と

い
え
ば
、

「
五
文
字

を
ば
後

に
よ
み

か
き
候

ほ
ど

に
」

で
あ
り
、
そ
れ

は
、

は
じ

め

は
初
句

の
五
文
字
を
書
き
込

む
箇
所

を
書

か
ず

に
あ
け

て
お
き
、
第

二
句
以
下

を
詠
み
終

え
て
か
ら
、

そ

の
後

で
詠

ん
で
書

き
付
け

ま

す

か
ら
、

の
意
味

で
あ
る
と
し
た
ら
、
最
後

に
書
き
付
け

る
初
句

の
五
文
字

は
、

は
じ

め
に
あ
け

て
お

い
た
空
白
部
が
広
す
ぎ
た
り
狭

「
毎

月

抄
」

私

注
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す
ぎ

た
り
し
て
、
大
き

な
字

に
な

っ
た
り

小
さ
な
字

に
な

っ
た
り
す

る

こ
と
は
あ

っ
て
も
、

「
初
句

の
ぞ
ぱ

」

に
書
き
付
け

る

(
初
句

を
書
き
付
け
る
べ
き
箇
所

の
横

に
書

き
付
け

る
)

必
要

は
な

か

っ
た
は
ず

で
あ
る
。

と

こ
ろ
が
、
実
際

に
は

こ
う
な

っ
た
の
は
、

初
案

の
初
句

を
そ

の
よ
う

に
書
き
付

け
た
た
め
で
あ

ろ
う
。

す
な
わ
ち
、

こ
こ
は

「
(
成
案

の
)

五
文

字
を
ば
後

に
よ
み
か
き
候

ほ
ど

に
、

(
初
案

の
五
文
字

は
)

注

の
や
う

に
候
」

の
意
味

で
あ

ろ
う
。

成
案

の
五
文
字
を
ぽ
、

第

二
句

以
下

を
詠

み
終

え
て
か
ら
詠

ん
で
書
き

付

け
ま
す

の
で
、
初
案

の
五
文
字

は
注

の
よ
う
な

か
た
ち
に
見
え
る

の
で
ご
ざ

い
ま
す
。

こ
う
解

し
て
、

『
先
達
物
語
』

で
定
家
が
明

言

し
た

「
下
旬

よ
り
続
け
て
、
五
文

字
を

は
て

に
置
く
事
、

身

に
は
じ
め
て
申

し
出

で
た
る
事

な
り
」
(
『
歌
学
大
系
』

三
巻

三
六

二
ぺ

ー
ジ
)

と

「
五
文
字

を
ぽ
後

に
よ
み
か
き
候

ほ
ど

に
、

注

の
や
う

に
候
」

の
俊
成

の
言
が
矛
盾

し
な
く
な

る
。
俊
成

の
方

は
、
初
案

の

五
文
字

は
最
初

は
注

の
よ
う
な

か
た
ち

で
初
句
を
書
き
付

け
る
箇
所

の
横

に
書
き
付
け

て
お
き
、

成
案

の
五
文
字

を
後

か
ら
書
き
付

け

た

の
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
れ

で
は
初
案

と
成
案

と

一
致

し
な

い
時
、

初
案

を

「
見

せ
消

ち
」

に
で
も
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
見

苦
し

い
の
で
、
定
家

は
初
案

の
五
文
字

を
は
じ

め
は
記
さ
ず

(
頭

の
中
だ
け

に
記

し
留

め
て
)

第

二
句

以
下

を
詠

み
あ
げ
、

書
き
付
け

て

か

ら
、

初
案

の
五
文
字

を
改

め
て
思
惟

し
て
、

こ
れ
で
よ

い
と
な

っ
て

か
ら
、
後

に
書

き
付

け
る

こ
と
に
し
た

の
で
あ
ろ
う
。

「
身

に
は

じ
め
て
申

し
出

で
た
る
事

な
り
」

と
定
家
が
誇

ら
し
げ

に
言
明

し
た

の
も

こ
の
差

異

に
基
づ
く

の
で
あ
ろ
う
。

[
参
考
]
俊
成
が

「
歌

ご
と

に

(
初
句

の
)

五
文
字

を
ば
注

に
付

け
」
た

こ
と
は
、

他

の
文
献

か
ら
は
明
ら

か
に
し
が
た

い
が
、

『
千
五
百
番
歌
合
』

の
二
百

七
番
左

「
音
を

の
み
あ

は
れ
と
聞
き

し
松
風

に
花

の
香
う

っ
す
春

の
山
里
」

に
対

し
て
、

俊
成

は
そ

の
判
詞

の
中

で
、

「
す

べ
て
歌

の

初

の
五
文
字

は
よ
く

思

ふ
べ
き
も

の
に
こ
そ

侍

る
め
れ
。

左
、
音
を

の
み
と
置
け

る
、

を

か
し
と
聞
き
な
さ

ん
こ
と

か
た
く
や
侍

ら

ん
」

と
記

し
つ
け
て

い
る
。
定
家
が

『
先
達
物
語
』

で

「
下
句

よ
り
続
け
て
、

五
文
字
を

は
て
に
置

く
事
、
身

に
は
じ

め
て
申
し
出

で

た
る
事

な
り
」

と
明
言

し
た
こ
と
は
右

に
記

し
た
が
、

こ
の
方

法
が
、
為
家

に
至

る
と
、

ま
ず

五
七
五
七
七

の
下
句

「
七
七
」

か
ら
案
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じ
、

次

に
上
句

の

「
七
五
」

を
案

じ
、
最
後

に
初
句

「
五
」

を
思

い
定

め
よ
、

と

い
う
、

よ
り
具
体
的
な

か
た
ち
を
取

っ
た
こ
と

は
、

為
家

か
ら

の
訓
言
を
記

し
た
、
阿
仏

尼

の

『
夜

の
鶴
』

の
次

の
記
事

か
ら
わ

か
ろ
。
な

お
、

こ
の
記
事

は
な
ぜ

こ
う

し
た
方
法

を
取

っ

た
か
の
理
由
を
も
教
え
て
く
れ
る
。

又
歌
を
案
ず

る
に
、

は
じ

め

の
五
文
字

よ
り
次
第

に
よ
み
下
さ
れ
む
事

は
申
す

に
及
ぼ
ず
。

か
く

か
う

べ
か
ら
ず
。
さ
ら

で
は
、

歌

よ
む
故
実

と
て
常

に
承

り
候

し
は
、
先
づ
下

の
七

々
の
句
を

よ
く

お
も

ひ
し
た
Σ
め
て
後
、
第

二

の
句

よ
り
上
句

を
よ
く
案
じ

て
後

に
、

は
じ

め

の
五
文
字

を
ば

、

本

末

に

か
な

ふ
や

う

に
、

よ
く

く

お
も

ひ
定

む

べ

し
と

て
候

き

。

上

句

よ
り
次

第

に
よ
む

程

に
、

末
弱

に
な
る
事

の
候

へ
ば
、
其

用
心
と
お
ぼ

え
候
。

(
『
歌
学
大
系
』

三
巻

三
八
六
ぺ
ー
ジ
)

頓
阿
も

『
井
蛙
抄
』

で
、

為
家
が
、
塔

は
上

か
ら
組

ま
ず
、

地
盤

か
ら
組

み
あ
げ

る
。
歌

も
同
じ

で
、
下
句

か
ら
詠

む

の
だ
、

と
言

つ

た
と

の
こ
と
を
伝
え

て
い
る
。

為
家

の
孫

の
為
世
も

ま
た

『
和
歌
用
意

條

々
』

で
、

「
初
五
文
字

に
よ
り
て
、
歌

は
こ
は
く
も
ゆ
る

め
き
も
聞
ゆ

る
也

。

此
流

に
は

肝
要

を
初
五
文
字

に
お
く
が
故

に
、
探
題
を

よ
む
と
き
も
、

五
文
字

を
残

し
て
、
後

に
書
く
事

の
あ

る
に
よ
り
て
、

五
文

字

の
書
所

っ

ま
り
て
注
付

な
ど
を

し
た
る
や
う

に
見
ゆ

る
事
侍

り
。
」
(
『
歌
学
大
系
』

四
巻

一
二
五

ぺ
ー
ジ
)

と
記

し
て
い
る
。

〔
付
言
〕

「
有
心
体
」
と

「
秀
逸
体
」

に
関
す
る
語
句
の
注
は
拙
稿

「
定
家
十
体
の
有
心
様
と
毎
月
抄

の
有
心
体
と

の
関
係
再
考
」

(「
国
語
国
文
」
昭
和
三

十
九
年
十
二
月
号
)
「
藤
原
定
家
論
覚
え
需
」
(「
小
樽
商
大
人
文
研
究
」
昭
和
四
十
二
年
七
月
号
)
で

一
部
触
れ
た
の
で
、
重
複
す
る
箇
所

は
省
略
し
た
。

参
照
願
え
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

○

○

松
尾
先
生
は
私

に
は
こ
わ

い
先
生
で
あ

っ
た
。
先
生
に
接
す
る
時
は
、

い
つ
も

「
お
前

の
あ
や
ふ
や
な
感
想
、
鑑
賞

は
、
本
文

の
読
み
が
間
違

っ
て

い
る

「
毎

月

抄
」

私

注
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第
三
十
八
輯

か
ら
だ
ぞ
」
と
叱
ら
れ
る
思
い
で
あ

っ
た
。

こ
ち
ら
の
話
に
耳
を
傾
け
ら
れ
た
時

の
先
生

の
眼
光

の
鋭
さ
は
忘
れ
ら
れ
な

い
。

「
私
注
」
に
す
ぎ

ぬ
も
の

を
先
生
の
記
念
号
に
載
せ
て
い
た
だ
い
た

の
は
、
や

っ
と
私

の
読
み
も
こ
こ
ま
で
来
ま
し
た
、
と
ご

報
告
し
、
学
恩
に
謝
す
る
気
持
か
ら
で
す
。
先
生

の

ご
長
寿
を
祈
り
、
変
わ
ら
ぬ
ご
教
導
を
心
か
ら
願

い
上
げ
ま
す
。
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