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『中
納
言
兼
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集
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男

の
も

と

よ
り

扇

え

た

る
女

に
代

り

て

 
 
 
 
 
 
 

 

ゆ
 
 
す
え
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①
※

う

れ

し
く

て

い
と

ゴ
行

く
末

わ
び

し
き

は
 

秋

よ

り
さ

き

の
風

に
ぞ

あ

り

け

る

 

【
校
異
】
※
底

本

「
風

に
さ
り
け

る
」
。
○
該
歌

ナ

シ

(
H

・
W
)
 

○

詞

書
ー

や
ま
さ
と
に
す
む
こ
ろ
に
な
ん
お
と
こ
の
も
と
よ
り
女

の
も
と
に
あ

ふ
き

え

た
る
人
に
か
は
り
て

[
「
や
ま
さ
と
に
す

む
こ
ろ
に
な
ん
」

ハ
前

歌

(
底
本

34
)

ノ
左
注
力
]

(H
)
 

①
風

に
さ
り
け
る
1
風

に
そ
有

け

る

(
類
)
i
扇

な
り
け
り

(
H
)

 

【
口
訳

】
い
た
だ

い
て
う
れ

し
く

っ
て
、

そ
の
く

せ
、
た
だ
で
さ
え
は

か
な

い
恋

の
行
く
末

を
い

っ
そ
う
心
細
く
さ

せ
る
も
の
は
、
秋
立

つ
前
の
、
扇

の
風

で
あ

っ
た
こ
と
で
す
。

 

【
語
釈
】
○
扇
 

こ
の
時
代
、
男
女
間
で
の
扇

の
贈
答

を
タ
ブ

ー
視

し
た
歌

が
散

見
さ
れ

る
が
、

い
ず
れ
も

『
文
選
』
等

に
伝
え
る
班
捷
好

の
故
事
に
基
づ

く
も

の
と
考

え
ら
れ
る
。

 
 
◆
後
撰
集

.
巻
十
三

・
恋
五
 
九
三
五

 
 
 
男

の
心
か
は
る
け
し
き
あ
り
け
れ
ぽ
、

た

∫
な
り
け
る
時
、

こ
の
男

 
 
 

の
心
ざ
せ
り
け
る
扇

に
書
き

つ
け
て
侍

り
け

る

a
人

を
の
み
う
ら
む
る
よ
り
は
心
か
ら

こ
れ
忌
ま
ざ

り
し
罪
と
思
は
む

 
◆
大
和
物
語

・
九
十

一
段

 
 
 
三
条

の
右

の
お
と
ゴ
、
中
将
に

い
ま
す

か
り
け

る
時
、
祭

の
使
に
さ

 
 
 

Σ
れ
て
、
出

で
立
ち
給
う
け
り
。
通

ひ
侍
り
け
る
女
の
、

た
え
て
久

 
 
 
し
う
な
り
に
け
る
に
、
「
か

Σ
る
事

に
な
む
出

で

た

つ
。

扇
持
た
る

 
 
 
べ
か
り
け

る
を
、

さ
わ
が
し
う
て
な
む
忘
れ

に
け
る
。 
一
つ
賜

へ
」

 
 
 
と
言

ひ
や
り
給

へ
り
け
り
。
よ
し
あ

る
女

な
り
け
れ
ぽ
、

よ
く
て
お

 
 
 
こ
せ
む

と
思
う
給

ひ
け

る
に
、
色

な
ど
も

い
と
き
よ
ら
な
る
扇

の
、

 
 
 
香
な
ど
も

い
と
か
う
ば
し
う
し
て
、

お
こ
せ
た
り
。
引
き

返
し
た
る

 
 
 
裏

の
端

の
方
に
書
き
た
り
け
る

b
ゆ

エ
し
と
て
忌
む
と
も

い
ま
は
か
ひ
も
あ
ら
じ
憂
き
を
ぽ

こ
れ

に
思

ひ
よ

 
 
 
(
1
)

 

せ
て
む

 
 
 
と
あ
る
を
見

て
、

い
と
あ

は
れ
と
お
ぼ

し
て
、
返
し

c
ゆ

玉
し
と
て
忌
み
け
る
も

の
を
わ
が
た
め
に
な

し
と
言
は
ぬ
は
誰
が

っ
ら

 
 
 
(2
)

 
き
な
り

一一45一



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
こ
の
話
、
『
三
条
右

大
臣
集
』

に
も
)

 
 
◆
古
今
和
歌

六
帖

・
五

・
扇

 
三
四
四
五

 

d
名

に
し
負
は
y
た

の
み
ぬ
べ
き

を
な
ぞ
も
か
く
扇
ゆ

Σ
し
と
名
づ
け
そ
め

 
 
け
む

 
柿
本
奨
氏

『
大
和
物
語

の
注

釈
と
研
究
』
(
九
十

一
段
注
)
は
、

a
の

後

撰

歌

を
例
歌
と
し
て
、
「
男

に
心
変

わ
り

の
そ
ぶ
り

の
見
え
た
時

の

歌

で
、
正
常

だ

っ
た
時

(
心
変

わ
り

の
な
か

っ
た
時
)
男

か
ら
贈

っ
て
き
た
扇

に
書
き

っ
け

た
も

の
だ
と
言
う
。
従

っ
て
、
扇

を
贈

る
こ
と
は
必
ず
し
も
忌
む
わ
け

で
は
な

い
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が

そ
の
場
合
悪

い
結
果
を
も

た
ら
し
た
ま

で
で
あ

る
」

と
さ
れ
、
傍
証
と

し
て
旅

立

つ
人

に
幣
と
し

て
の
扇

を
贈

っ
た
歌

の
例
を
挙
げ

ら
れ

て
い
る
。
だ
が
、
男

女
間

で
の
扇

の
贈
答

を
忌

む
と
い
う
前
提
が
な
け
れ

ば
、

こ
れ
ら
の
歌
は
成
り
立
ち
よ
う
が
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
要
は
、

そ

の
タ
ブ

ー
と
し
て
の
浸
透
度

で
あ

っ
て
、
離
別
歌
に
お
け
る
扇

の
役
割
と
は
必

ず

し
も
同
列

に
は
論
じ
え
な
い
問
題

で
あ
ろ
う
。

 
そ

の
b

・
c
の

『
大
和
物
語
』

の
例

に
あ

っ
て
も
賀
茂
祭

の
使

に
出
立
し
た

定
方
が
以
前
交
渉

の
あ

っ
た
女

に
扇
を
所
望
し
た
と
こ
ろ
、
女

は
扇
に
添

え
て

「
疎
遠
に
な
る
以
前
に
扇

を
贈

る
こ
と
を
忌
む
の
で
あ

れ
ば
、
そ

の
甲
斐

も
あ

ろ
う
が
、
仲
絶
え
た
今

と
な

っ
て
は
、
私

の
つ
ら

い
思
い
を
こ
め
て
差
し
上
げ

ま
し

ょ
う
」

と
詠
ん
で
よ
こ
す
。
感
銘
し
た
定
方

は
、
「
忌

わ
し
い
も

の

と

思

っ
て
き
た
の
で
あ
れ
ば
、

な
ぜ
、
持
ち
あ
わ

せ
が

な
い
と
拒
否

し
て
く
だ
さ
ら

な

い
の
か
。

つ
れ
な
い
の
は
い

っ
た

い
ど
ち
ら
な

の
か
」
と
復
縁

を

匂

わ

せ

る
、
と
、
恋
愛
関
係
に
あ

る
男
女

に
お

い
て
扇

の
贈
答
が

タ
ブ

ー
で
あ

っ
た

こ

と
が
う
か
が
え
る
。
d
の
六
帖
歌

に
あ

っ
て
も
、
「
そ

の

名

(
仰
ぎ

・
逢

ふ
)

の
と
お
り
で
あ

っ
た
な
ら
頼

み
に
思
う

で
あ
ろ
う
に
」

と
、

こ
の
時
代
、
扇

が

あ

る
局
面
に
お
い
て

「
ゆ

エ
し
」
き
も

の
と
見
倣
さ
れ
て

い
た
事
情
が
明
示
さ

れ

て
い
る
の
で
あ

る
。

 
だ
が
、

 
 
 
 

[
な
に

の
を
り
に
か
]

 

e
い
む
と
か
や
人

の
い
ふ
な
る
も

の
な
れ
ど
あ

ふ
ぎ

て
ふ
な
に
ま
ど
は
る

製

 
 

か
な
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
(
道
信
-
 

一
〇
七
)

 
 
 
 
物

へ
行
く
人

に
あ
は
ん
と
思
ふ
に
、

え
あ

は
で
、
扇

に
書
き

つ
け

て

 
 
 
 
や
る

 

f
こ
れ
に

の
み
よ
そ
ふ
る
旅
は
あ
ふ
ぎ

て
ふ
名

に
か
忌
ま
れ
ぬ
物

に
ぞ
あ
り

 
 
け
る
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(
和
泉
式
部
-
 

六
五
二
)

 
 
 
 

つ
ね
か
た
の
少
将
、
祭

の
使

せ
し
に
貝

を
花

に
入
れ
た
り
し
扇
を
や

 
 
 
 
り
給

ふ
と
て

 

9
扇
を
ば
猶

ゆ

Σ
し
と
そ
思

ひ
こ
し
け

ふ
は

か
ひ
あ
る
し
る
し
な
り
け
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
公
任

 
三
七
〇
)

と
い

っ
た
例
を
最
後

と
し
て
、
管
見
の
限

り
以
降

の
和
歌
の
中

に
こ
の
タ
ブ
ー

の
反
映
を
う
か
が
う

こ
と
は
で
き
ず
、
院
政
期
既

に
そ

の
事
情

は
不
分
明
な
も

の
と
な

っ
て

い
た
ら
し
い
。
例
え
ば
、
『
袖

中

抄
』
巻
十
五
は

「
あ

ふ
ぎ
ゆ

エ

し
」

の
項

目
を
立
て
、
d

の
六
帖
歌

を
掲
げ
た
後
、
「
顕

昭

云
、
昔

は
扇
を
人

に
と
ら
す
る

こ
と
を
ば
忌
む

こ
と
に
て
有
け
れ
ぽ
、
ゆ

Σ
し
と
は
よ
み
そ
め
た

る
な
り
」

と
注

し
、

a

・
b

・
c
及
び
9
を
証
歌

と
し
て

引

く
。

ま
た
、
『後

撰
集
聞
書
』

も

「
あ

ふ
ぎ

に
い
む
ぺ
き
事

の
あ
り
け

る
な

め

り
」
(
永
青
文
庫

本
)
と
す
る

の
み
で
、
や
は
り

「
ゆ

エ
し
」

と
さ
れ

る
根
拠
は
示
さ
れ
な

い
。

 

こ
の

「
あ
ふ
ぎ
ゆ

Σ
し
」

の
問
題
に
関

し
、

そ
れ
が
班
捷
好

の
故
事

に
基
づ

く

こ
と
を
指
摘

し
た
の
は

『
八
代
集
抄
』
で

あ

り
、
「
愚
案
扇
は
夏
用

い
ら
れ

て
、
秋
風
吹
け
ぽ
、
捨

て
ら
る

Σ
こ
と
、
班
捷
好
が
怨
歌
行

に
あ
り
。

さ
や
う

の
事

に
て
、
男

女
の
中

に
送
る
を
忌
欺
」

(後
撰

集
 
九
三
五
歌
注
)
と

注

す

一46一



る
。
「
怨
歌
行
」

は
、
『
文
選
』
巻

二
十
七
、
『
玉
台
新
詠
』
巻

一
収
載

の
楽
府

。

漢

の
成
帝

の
愛
妃

班
姥
好
が
、
趙
后
飛
燕

の
た
め
寵
を
奪
わ
れ
た
わ
が
身
を
秋

の
到
来

と
と
も
に
捨

て
ら
れ

る
扇
に
喩

え
、

 
 
常
恐
秋
節
至
。
涼

風
奪

二炎
熱

一

 
 
棄

二摺
筐
笥
中
司
恩
情
中
道
絶
。

と
嘆

い
た
も

の
で
あ

る
。
唐
代

に
も
盛

ん
に
擬
詩
が
詠
ぜ
ら
れ
、
平
安
期
漢
詩

文

に
あ

っ
て
も
、

 

a
班
姫
秋
扇
已
無
レ
色
。
孫
子
夜
書
独
有
レ
明
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
凌
雲
集

・
嵯
峨
天
皇

「
和
三菅
清

公
賦
二
早
雪
こ
)

 
b
班
姫
酷
怨
同
二
軽
扇
司
青
女
微
霜
自
二
異
天
舶

 
 
 
 
 

(
経
国
集

・
滋

野
貞

主

「
重
陽
節
神
泉
苑
賦

二秋
可

一哀
応
レ制
」
)

 

c
班
捷
好
団
雪
扇
。
代
一一岸

風
一号
長
忘
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(和
漢
朗
詠
集

・
夏

・
納
涼
、
大
江
匡
衡
)

 
d
班
女
閨
中
秋
扇
色
。
楚

王
台
上
夜
琴
声
。 
 
 
(
同

・
冬

・
雪
、
尊
敬
)

等

の
作
が
あ

る
。
例
え
ぽ
d
は
、
『
源
氏
物
語
』
東
屋
で
宇
治

の
浮
舟
を

訪

れ

た
薫
が
、
「
楚
王

の
台

の
上

の
夜

の
琴

の
声
」
と
論
し
た
後
、
対
句

に
あ

る

班

捷
好

の
故
事

を
想
起
し
て
、
「
こ
と

こ
そ
あ
れ
、
あ
や
し
く
も
言

ひ
つ
る
か
な
」

と
悔

い
る
場
面

に
引
か
れ
る
等
、
扇

か
ら

の
文
学
的
連

想
と
し
て
は
最
も

一
般

的
な
も
の
で
あ

っ
た
筈

で
あ
る
。
「
夏

は
つ
る
扇
と
秋

の
白
露

と
い
つ

れ

か

さ

き
に
お
き
ま
さ
る
ら
む
」

(新
古
今
集

・
夏

 
二
八
三
、
忠
零
)
な
ど
も

こ

の

故
事

を
踏
ま
え
て

の
歌
で
あ

り
、
ま
た
、

中
世
和
歌

に
あ

っ
て
は
、
「
は

し

鷹

を
手
馴

ら
す
頃

の
風
立
ち
て
秋

の
扇
ぞ
遠
ざ
か
り
ゆ
く
」
(
定
家
 
三
四
八

一
)
、

「
い
ま
は
と
て
人
は
お
く
と
も

七
夕

の
秋

の
扇

の
名

を
ぽ
忌

れ

じ
」

(家
隆

一
九
七
四
)
等

の
ご
と
く
、

歌
語

「
秋

の
扇
」

の
成
立
し
て
ゆ
く
経
緯
を
考
え

る
と
、
顕
昭
ら
が

こ
の
故
事

に
思

い
至
ら
な
か

っ
た
の
は
不
審
と
さ
え
思
わ
れ

る
が
、
和
歌
に
お
け
る

「
あ

ふ
ぎ
ゆ

瓦
し
」

の
タ
ブ
ー
が
班
縫
好

の
故
事

に
因

む
も
の
で
あ

っ
た

こ
と
は
、

ほ
ぼ
確
実
視
し
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
。
男
女
間

に

限

っ
て
扇

の
贈
答
を
忌
み
と
す

る
こ
と
は
、
従

っ
て
漢
詩
文

の
教
養

に
基
づ
く

こ
の
時

代
の
知
的
流
行

で
あ

っ
た
わ
け

で
、
そ
れ
以
外

の
民
俗
的
背
景

を
持

つ

も

の
で
は
な

か

っ
た

で
あ
ろ
う
。
知
的
流
行

で
あ
る
が
ゆ
え
に
タ
ブ
ー
と
し
て

の
浸
透
度

は
さ
ほ
ど
深
く
は
な
く
、
後
代
そ

の
事

情
は
次
第
に
不
明
瞭
な
も

の

と
な

っ
て
い

っ
た
も

の
で
あ

ろ
う

と
考
え
る
。

 
○
秋

よ
り
さ
き

の
風
 
初

風
立

つ
秋
、
そ

の
秋

と
な
る
以
前
に
吹
く
扇

の
風

が

「
人

の
心
の
秋

(
飽
き
)
」

を
誘

う
の
で
は
、

と
い
う
不
安
を
掻
き

立

て
、

た
だ
で
さ
え
は
か
な
い
恋

の
行
く
末
を

い

っ
そ
う

心
細
く
思
わ
せ

る

の

で
あ

る
。
「
つ
れ
も
な
く
な
り
ゆ
く
人

の
言

の
葉
ぞ
秋

よ
り
さ
き
の
も

み
ち
な

り

け

り
」
(
古
今
集

・
恋

五
 

七
八
八
、
源
宗
干
)

の
影
響
が
あ
ろ
う
。

 

【
余
説
】
男

よ
り
扇

を
贈
ら
れ
た
女
に
依
頼

さ
れ
て

の
代
作
。
扇

に
添
え
ら

れ
た
男

の
歌
は
お
そ
ら
く

「
逢

ふ
」

に
掛
け
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
と
推
察

さ
れ
る
が
、
班
捷
好

の
故
事
を
踏
ま
え
て
男

の
恋
情
を
疑
う
そ
ぶ

り
を
見

せ
る

あ

た
り
、
女
歌

の
機
微

を
捉
え

て
巧
み
で
あ

る
。
以
上

で
夏
の
部
終
わ
る
。
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七
月
六
日

①
 
 
 
 
 
 
②

い
つ
し
か
と
ま
た
ぐ
心
を
は
ぎ

に
あ
げ
て

や
渡
ら
む

③
 
 
か
は
ら

天

の
河

原

を
け

ふ

 

【
校
異
】
○

詞
書
i

[
秋
部

・
七
月
六
日
]

ふ
む

つ
き
の
む
ゆ

か
の
ひ
た
な

は
た

の
こ
Σ
ろ
を
よ
み
け
る
に

(
皿
)
i

七
月

六
日
織
女
の
こ
と
を

(
y
)

①

「
古
」

ノ
集
付

ア
リ

(
W
)
 
②
ま
た
く

心
を
ー
ま
た
て
こ

Σ
ろ
を

(
H
)

③
下
句
1

け
ふ
や
わ
た
ら
ん
あ
ま

の
か
は
ら
を

(
W
)
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【
他
文
献
】
 
『
古
今
和
歌
集
』
巻
十
九

・
雑
体

・
誹
諸
歌

一
〇

一
四

(
七
月

六
日
た
な
ば

た
の
心
を
よ
み
け
る
/
中
納
言
兼
輔
)

 

【
口
訳
】
 
(
牽
牛
様

に
)
お
会

い
で
き

る
の
は

い
つ
か
し
ら
、
と
、

は
や

る

心
で
衣

の
裾

を
脛
ま
で
ま
く
り
あ
げ

て
、
天

の
河
原

を
、
(
一
日
早
い

け

ど
)

も

う
今

日
に
で
も
渡

っ
ち

ゃ
お
う

か
し
ら
ん
。

 

【
語
釈
】
○
ま
た
ぐ
 
難

語
で
、
古
来
諸

説
が
あ

る

が
、
『
類
聚
名
義
抄
』

に

「蕎
」
字

を

「
マ
タ
グ
」

と
訓
ず

る
こ
と
を
典
拠

に

「
織
女

の
心
が
牽
牛

に

向

っ
て
ま

つ
し
ぐ
ら
に
駿
せ
る
意
」
と
解
さ
れ
た
小
西
甚

一
氏
説

(
新
註
国
文

学
叢
書

『
古
今
和
歌
集
』
、
昭

24

・
講
談
社
)
に
従
う
。

 
○

は
ぎ

に
あ
げ
て
 

「
は
ぎ
」

は
、
脛
。
「
心
を
は
ぎ

に
あ
げ

て
」
と

い

う

表
現

に
関
し
、
『
古
今
和
歌
集
遠

鏡
』
が

「
人
に
物

を
、
か
く
と
顕
は

し

見

す

る
こ
と
を
、
古

へ
の
語

に
、

は
ぎ

に
あ
ぐ

と

い
ふ
こ
と
の
有
し
な
る
べ
し
。
土

佐

日
記

に
い

へ
る
も
、
其
意
也
。
(
略
)
右

の
如
く
見
ざ
れ
ぽ
、

心
を
と

い

へ

る
詞
、
聞
え
ず
」

と
述

べ
、
現
行

の
辞
書
類

で
も
、
「
胸

の
う
ち
を
あ
ら

わ

し

示
す

こ
と
を
、

脛
を
あ

ら
わ
す

の
に
か

け

て

い

う
」
(
日
本
国
語
大
辞
典
)、

「
や
た
ら
に
見
せ
て
は
な
ら
な

い
も
の
を
表

し

示

す
」

(岩
波
古
語
辞
典

)
と

し
て
、
「
は
ぎ
に
あ
ぐ

を
」
を
成
句
と
し
て
掲
出
す
る
も

の
が

多

い
。
が
、

い

ず
れ
も
そ

の
語
例
は
当
該

の
兼
輔
詠

で
あ

り
、

こ
れ
を
成
句

と
認
定
し
う
る
か

否

か
は
当
該
歌

の
解
釈
と
密
接

に
関
係

し
て
い
る
。

 

『
遠
鏡
』
に
言
う

『
土
佐

日
記
』

の
用
例
と
は
、
承
平
五
年
正
月
十
三
日
条

で
女
た
ち
が
沐
浴
す

る
様
を
描

い
た
著
名

な
場
面

で
あ
る
。

 
 
さ
て
、

十
日
あ

ま
り
な
れ
ぽ
、

月
お
も
し
ろ
し
。
船
に
乗

り
は
じ

め
し
日

 
 
よ
り
、
船

に
は
紅

濃
く
よ
き
衣
着
ず
。
そ
れ
は

「
海
の
神

に
怖

ぢ

て
」

 
 
と

い
ひ
て
、
な

に
の
あ
し
か
げ

に
こ
と
づ
け

て
、
老
海
鼠

の

つ

ま

の

貼

 
 
鮨
、

鮨
飽
を
ぞ
、
心

に
も
あ
ら
ぬ
は
ぎ

に
あ
げ

て
見
せ
け

る
。

 
萩
谷
朴
氏

『
土
佐

日
記
全
評
釈
』

は
、

 
 
脛
が
、
女
性

の
象
徴

で
あ
る
と
こ
ろ
の
胎
貝
や
鰻
を
上
げ

る
位
置

を
指
す

 
 
と
す
る
と
、

そ
れ

は
理
解
に
苦

し
む

こ
と
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
脛
と
は

 
 
正
確
に
は
向

こ
う
朧
を
意
味

し
て
性
器

の
位
置
と
は
無
関
係

で
あ

る
か
ら

 
 

で
あ
る
。

そ
こ
で
、
「
脛
に
上
ぐ
」
と

い
う
語
を
ひ
と

つ
の
成
句
と

み

な

 
 
し
、
裾
を
捲
く

っ
て
む
き
出
し
に
す

る
意
か
ら
転
じ

て
、
そ

の
よ
う
に
物

 
 
事

を
露
顕
す
る
こ
と
を
意
味
す

る
も

の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

と
、

こ
の
表
現

を
成
句

と
認
定

し
た
上
で
、
さ
ら
に
、
そ
れ
は
貫
之
が
当
該
の

兼
輔
詠
を
借
用

し
て
の
も

の
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
。
だ
が
、
「
は
ぎ

に

あ

ぐ
」

を
成
句
と
考
え
ね
ぽ
な
ら
ぬ
必
然
性
が
、
衣

の
裾
を
脛
ま

で
ま
く
り
あ
げ

る
だ

け

で
は
性
器
を
露
出

し
た

こ
と
に
は
な
ら
な

い
と
い
う
所

に
求
め
ら
れ
て
い
る

点

に
つ
い
て
は
、
な
お
再
考

の
余
地

を
残
す

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
箇

所

で
の

「
は
ぎ

に
あ
げ

て
見

せ
け
る
」
と
は
、
そ
れ
以
前
は

「
海

の
神
に
怖
ぢ

て
」

船
中

で

「
紅

濃
く
よ
き

衣
」

を
着
ず

に
い
た
女
た
ち
が
、

「
何

の
葦
陰

に

こ
と
づ
け

て
」
女
体
を
あ
ら
わ
に
し
た
と

い
う
文
脈

の
な

か
で
記
さ
れ
て
い
る

の
で
あ

り
、
「
考
海
鼠

の
つ
ま
の
胎
鮨
」
や

「
鮨

飽
」
を

「
見

せ
」

ら
れ
た
そ

の
対
象
は

「
海

の
神
」

で
あ
ろ
う
。
松
本
寧
至
氏
の
説

に
よ
れ
ぽ
、

こ
う

し
た

女
た
ち
の
行
為
は
単
な
る
解
放
感

に
な
る
も

の
で
は
な
く
、
多
産

・
豊
饒

の
象

徴
た
る
女
性
器
を
露
出
す
る
こ
と
で
海
神

の
邪
気
を
祓
浄
す
る
と

い
う
民
俗
信

仰

に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
よ

っ
て
、
「
海

の
神
に
怖
ぢ

て
と

い
ひ
て
」

の

「
て
」

 
 
 
 
 
 
 
(4
)

も
順
接
だ
と
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
『
太
平
記
』
等

に
伝

わ
る
安
曇
磯
良
説

話

な

ど
を
考
え
れ
ぽ
、
海

の
神
と
は
海
底

に
住
む
神
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従

っ

て
、
傍

観
す

る
日
記
作
者

の
い
わ
ぽ
水
平

の
視
線

の
み
で
こ
の
場
面
を
捉

え
る

こ
と
は
必
ず

し
も
妥
当

で
は
な
い
の
で
、
海
中
か
ら
の
視
線
を
勘
案

せ
ね
ぽ

な

ら
な

い
は
ず

で
あ

る
。
兼
輔

の
春
顧

を
受
け
た
貫
之
が
自
身

『
古
今
集
』

に
撰

 .・



入
し
た
こ
の
歌
の
表
現
を
借
用

し
た
蓋
然
性

の
高
さ
に

つ
い
て
は
異
論
な
く
、

ま
た
、

そ
の
こ
と
は
当
該
歌
の
主
体
が
女
性

で
あ
る
こ
と
の
傍
証

と
も
な
ろ
う

と
考
え
る
が

(
↓

【
余
説
】
参

照
)
、
『
土
佐

日
記
』

の
こ
の

一
条

を
も

っ
て
、

「
は
ぎ
に
あ
ぐ
」
が
、
元
来
見

せ
る
べ
き

で
な

い
も

の
を
露
見
さ

せ
る
こ
と
の

比
喩
的
表
現

と
し
て
の
成
句

に
ま
で
熟

し
て
い
た
と
断
定
す
る

こ
と
は
難

し
い

よ
う
に
思
う

の
で
あ

る
。

 
ま
た
、
竹
岡
正
夫

氏

『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』

は
、
「
く
く
り
を
は
ぎ

に

あ

げ

て
来

つ
る
に
、
倒
れ

て
土

つ
き
に
た
り
と
て
…
」
と

い
う

『落

窪
物

語
』
巻

一
の
例
を
引

か
れ
て
、

 
 

こ
の
よ
う

に
雨
の
中

や
川
を
急

い
で
徒
渉
す

る
と
き
な
ど

の
特
別
の
場
合

 
 

に
は
、
袴

の
く
く
り
な
ど
を
は
ぎ

に
ま
で
上
げ
た
わ

け

で
、
「
く
く
り
を

 
 
は
ぎ
に
あ
ぐ
」

と
い
う
言

い
方
を
し
た
の
で
あ

る
。
(
略
)

こ
の
歌

で

は

 
 

「
く
く
り
を
は
ぎ
に
上
げ

て
」
と
い
う

と
こ
ろ
を
、
内
ロ
閃
ξ

凶↓
内
o
閑
o
「o

 
 

の
母
音
の
転

で
、
「
こ
こ
ろ
を
は
ぎ
に
上
げ

て
」

と
、
「
く
く
り
」
を
洒
落

 
 
れ

て
言

っ
て
い
る
と
解

し
て
は
い
か
が
。
女
性

で
も
あ

る
か
ら
袴

の
く
く

 
 
り
も
な
い
の
で
、
「
く
く
り
」

の
代
わ
り
に

「
こ
こ
ろ
」

を
は
ぎ

に

ま

く

 
 

り
上
げ
た
、

と
い
う

の
で
あ

る
。

と
い
う
新
説
を
提
出
さ
れ
て
い
る
。
母
音
交
替
形
に
よ
る
変
種

の
掛

詞
が
当
時

の
和
歌

の
表
現
機
制

に
あ

っ
て
可
能

で
あ
り
え
た
か
と

い
う
大
き

な
問
題

の
検

討
を
残

し
て
お
り
、
容
易

に
は
従

え
な

い
。
本
稿

で
は

「
は
や
る
心
で
衣

の
裾

を
脛
ま
で
ま
く
り
あ
げ

て
」

と

口
訳
し
た
。
宣
長

の
言
う
と
お
り
助

詞

「
を
」

が
処
理
し
き
れ
な
い
ま
ま

で
あ
る
が
、

こ
の
点

に
つ
い
て
は
保
留

し
、
後
考
を

侯
ち
た
い
と
思
う
。

 

【
余
説
】
 
『
古
今
余
材
抄
』
が

「
今
た
な
ぼ

た
の
心
と
は
、
歌
に
よ
る
に
、

ひ
ご
ぽ
し
を
い

へ
る
勲
」

と
注

し
て
以
来
、
『
古
今
集
』
詞

書

の

「
た
な
ぼ
た

の
心
を
よ
め
る
」

を
牽
牛
詠

の
意
と
解
す
る
説
が
有
力

で
あ

る
。

こ
の
説
が
支

持
さ
れ
る
理
由
は
、
織
女
を
詠
ん
だ
と
す

る
に
は
あ

ま
り

に
卑
俗

で

あ

る

こ

と
、
ま
た
和
歌

に
お

い
て
は
織
女

の
渡
河
を
詠
じ
た
例
の
乏

し
い
こ
と
等

で
あ

ろ
う
が
、
竹
岡
氏

『
全
評
釈
』

の
批
判
さ
れ

る
如
く
、
『
古

今

集
』
中

「
た
な

ぼ
た
」
を
牽
牛

の
意
と
と
ら
ね
ぽ
解
釈

の
成
立

し
な

い
歌

は
皆
無
な

の
で
あ

っ

て
、
当
該
歌

を
牽
牛

の
立
場
で
の
作

と
考
え

ね
ぽ
な
ら
な
い
必
然
性
は
き
わ
め

て
希
弱
な
も

の
で
し
か
な
い
。
W
本
が

「
織
女

の
こ
と
を
」

と
記
す

こ
と
に
も

よ
り
、
本
稿

は
織
女
説
を
と
る
が
、
和
歌

に
あ

っ
て
も
織

女
が
河

を
渡

る
の
は

け

っ
し
て
不
可
能
な
詠
法

で
は
な
か

っ
た

(
↓

37

【
語
釈
】
参
照
)
。
む
し
ろ
、

そ

の
詠
法
が

一
般
的

で
な
か

っ
た
分
だ
け
、
当
該
歌
の
誹
詣
性
は
際
立

っ
た
も

の
と
感
受
さ
れ

た
で
あ
ろ
う
と
も
言

い
う

る
の
で
あ
る
。
和
歌
的
世
界

で
は

ひ

た
す
ら

に
牽
牛

の
訪
れ
を
待
ち

つ
づ
け

る
女
性
と
し
て
詠

ま
れ
て

き

た

織

女

が
、
翌
日
の
逢
瀬
を
待
ち
き
れ
ず
自
分

か
ら
積
極
的

に
出
向

い
て
ゆ

こ
う
と
す

る
、

し
か
も
、

衣
の
裾

を
脛
ま
で
か
ら
げ

て
と
い
う
男
性
的

で
滑
稽
な

エ
ロ
テ

ィ
シ
ズ

ム
を
詠

み
こ
ん
だ
と

こ
ろ
に
こ
の
歌

の
誹
譜
歌
と
し
て
の
本
領

は
存
し

た
で
あ
ろ
う
。
当
歌

よ
り
秋
歌

の
部
。
以
下
、

42
ま
で
七
夕
歌
が

つ
づ
く
。

37

 

 

七

月

、

殿

上

、

こ

れ

か

れ

歌

よ

む

に

〔

七

夕

〕

わ
た

 

 

 

 

 

 
 

な
み
た
か

 

 

 
 

ふ

た
な
ぼ
た
を
渡
し
て
の
ち
は
天
の
川

波
高
き
ま
で
風
も
吹
か

な
む

 

【
校
異
】
○
詞
書
ー

七
日
う

へ
の
さ
む
ら

ひ
に

こ
れ

か
れ
歌
よ
む
に

(
類
)

1
七
日
う

へ
の
さ
む
ら
ひ
に
人
く

歌

よ
み
け
る
に

(
皿
)
ー

[
秋
部

.
七
夕
]

七
月
七
日

(
皿
)
1
殿

に
て
人
く

の
う

た
よ
む
に

(
W
)

①

「
万
代
」
ノ

集
付

ア
リ

(
H
)
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【
他
文
献
】 
『
新
続
古
今
和
歌
集
』
巻

四

・
秋
上
三
八

二

(
七
夕
を
/
中
納

言

兼
輔
) 
『
万
代
和
歌
集
』
巻

三

・
秋

上
八
〇

六

(
七
夕
を
/
中
納
言
兼
輔
)

 

【
口
訳
】
織
女
を
渡

し
て
の
ち
に
は
、
天

の
川
に
波
が
高
く
立
ち
騒

い
で
も

う
帰
れ
な
く
な
る
ほ
ど

に
、
風
も
吹
き
荒
れ
て
も
ら

い
た

い
も

の
だ
。

 

【
語
釈
】
○

た
な
ば
た
 
 
「
棚
機

つ
女
」

の
略
で
、
織
女
星
。
七
夕
伝

説
の

比
較
文
学
的
検
討
は
小
島
憲
之
氏

『
上
代
日
本
文
学

と
中
国
文
学
』

中
巻

に
詳

し
い
が
、
中
国
詩
に
あ

っ
て
は
、
七
夕

の
夜
、

天
の
川
を
渡
る

の
は
織
女

の
方

で
あ

っ
た
。
小
島
氏

の
引
か
れ

る
例

の
う

ち
、
例
え
ぽ
、

 
 

隠
隠
駆
二千
乗

一

聞
聞
越

二星
河

一

 
 

六
龍
奮
二瑞
轡

噌 

文
蟷
負

二填
車

噌

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
玉
台
新
詠

・
巻

三
、
王
豊

「
七
夕
観
二織
女

一」
)

は
、
牽
牛

の
立
場

に
擬
し
た
作
者

か
ら
織

女
を
観

て
の
景

で
あ
り
、
千
乗

の
龍

馬
を
駆
り
立
て
音
も

に
ぎ
や
か
に
鵠
橋
を
渡

る
織
女

の
煙

然
た
る

美

を

詠

ず

る
。
『
懐
風
藻
』
等

の
漢
詩
に
お
い
て
も

こ
う
し
た
中
国
詩

の
詠
法
は
忠

実

に

踏
襲
さ
れ

る
の
で
あ

る
が
、
万
葉
以
来

の
和

歌
に
あ

っ
て
は
、
わ
が

国
の
婚
姻

習
俗
を
反
映
し
て
、
行
動
を
起
こ
す

の
は

一
般
的

に
は
牽
牛

の
方

で
あ

っ
た
。

『
万
葉
集
』
に
は
総
計

=
二
二
首

の
七
夕
詠

が
収

め
ら
れ

る

が
、
「
天
の
川
相

向
き
立

ち
て
吾
が
恋

ひ
し
君
来

ま
す
な
り
紐
解
き
設

け

な
」
(
巻
八
 

一
五

一

八
、
憶
良
)、
「
天

の
川
霧
立
ち
渡
り
彦
星

の
揖

の
音
聞

こ
ゆ
夜

の

ふ

け

ゆ

ふ

ぽ

」
(
巻
十
 
二
〇
四
四
)
等
、
地
上

の
恋
愛

生
活

に
近
づ
け
た
表
現

に

よ

る

も

の
が
目
立
ち
、
中
国
詩

の
貴
族
的
な
幻
想
性

と
は
お
よ
そ
趣
を
異
に
し
た
作

が
多

い
。
だ
が
、
中
国
詩

の
詠
法
に
従

っ
て
織
女
の
渡
河

を
詠
ん
だ
歌
も
皆
無

で
は
な
く
、

 
 

天

の
川
棚
橋
渡

せ
織
女

の
い
渡

ら
さ
む
に
棚
橋
渡

せ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(巻
十

 
二
〇
八

一
)

 
 
多
奈
波
多
し
舟
乗
り
す
ら
し
ま
そ
"鏡
清

き
月
夜

に
雲
立

ち
わ
た
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
巻

十
七
 
三
九
〇
〇
、

家
持

)

等
は
そ
の
例

で
あ
る
。
小
島

氏
の
近
著

『
日
本
文
学
に
お
け

る

漢

語

表

現
』

(
昭
63

・
岩
波
書
店
)
が

こ
の
七
夕
詩

・
和
歌

の
問
題

を
再
度
取
り
上
げ

て
論

ぜ
ら
れ
る
と

こ
ろ
で
も
あ
る
が
、
平
安
期

の
和
歌
に
あ

っ
て
も
、

 
 

ま
れ

に
来
て
あ

か
ず
別
る
る
織
女
は
た
ち
帰

る
べ
き
波
路
な
か
ら
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
新
撰
万
葉
集

・
巻
上
 

一
四
七
)

 
 

た
な
ば
た

の
天
の
戸
渡
る
こ
よ
ひ
さ

へ
を
ち
か
た
人

の
つ
れ
な

か
る
ら
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
後
撰
集

・
秋

上
 

二
三
八
、
読

人
不
知
)

 
 
彦
星

の
妻
待

つ
宵

の
秋

風
に
わ
れ
さ
え
あ

や
な
人
ぞ
恋
し
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
拾
遺

集

・
秋

 
一
四

二
、
躬
恒
)

 
 
大
空
を
わ
れ
も
な
が
め
て
彦
星

の
妻
待

つ
夜

さ

へ
ひ
と
り
か
も
寝

む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
新
古
今
集

・
秋
上
 
三

二
二
、

貫
之
)

等

と
い

っ
た
歌
は
、
漢
詩

の
詠
法

に
そ

っ
た
か
た
ち
で
の
表
現
が
試

み
ら
れ
て

い
た
痕
跡
を
見

せ
て
い
る
の
で
あ

る
。
小
島

氏
が
、
「
平
安
九
世
紀
に
入
る
や
、

一
世
紀
あ
ま
り
の
詩
的
隆
盛
期

を
経
、
ま
た
そ
の
詩
風

の
ぬ
け
き
ら
ぬ
歌

の
世

界

に
、

か
か
る
詩
的
要
素
も
い
く
ぼ
く
か
残
る

こ
と
も
あ
な
が
ち
不
思
議
と
は

い
え
な
い
。
詩
的
表
現

の
影
が
歌

の
な

か
に
写
し
出

さ
れ
た

の
は
、
平
安
期
の

新

し
い
あ
や
と
も
い
え

る
。
そ
の

『
詩
』
と

『
歌
』

は
、
そ
れ
ぞ
れ
文
体
を
異

に
す

る
と
は

い
え
、
歌
は
歌
、
詩

は
詩
と

い

っ
た
必
ず

し
も
相
容
れ
な

い
も
の

で
は
な
か

っ
た
の
で
あ

る
」

(前
掲
書

・
四
五
〇
頁
)

と
述

べ
ら
れ

る
と
お
り
、

こ
れ
ら
の
歌

に
お
け
る

「
た
な
ぼ

た
」
を
彦
星
と
解
す

る
契
沖
以

来

の

通

説

は
、
和
歌
表
現

の
連
続
性
を
き
わ
め
て

一
元
的

に
の
み
捉

え
た
結
果
と
言

え
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従

っ
て
、
当
該
歌

の

「
た
な
ぽ
た
」

も
当
然
織
女

と
解

さ
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
底
本

に
は
収
め
な
い
が
、
兼
輔

に
は

「
た

一50一



な
ば
た
の
帰

る
朝

の
天
の
川
舟
も
か
よ
は
ぬ
波
も
立
た
な
む
」
(
後

撰

集

・
秋

上
 

二
四
八
、
皿

・
W
本
収
載
)

の
作
が
あ
り
、
当
該
歌
に
酷
似
す

る
点
注
目

さ
れ
る
。

38

 

 

 

 

 

 

〔 
七
 
夕
 
〕

恋

[
ひ

]
わ

た

る

た

な

ぽ

た

つ

め

に

あ

ら

ぽ

こ

そ

 

け

ふ

し

も

人

 

 

 

 

 

①

に

あ

は

む

と

思

は

め

 

 

こ

れ

は

、

か

の

さ

は

る

事

有

[
り

]
て

と

言

[
ひ

]
た

り

し

中

 

 

ぎ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎
)ら
ち
さ
 
ら
い
 
 
 い

 
 
興
が
、
あ
り
く

て
七
夕
来
た
り
け
れ
ぽ
、
内
侍
に
て
言

 
 
ひ
い
だ
し
た
り
け
る

 

【
校
異
】
○

[秋
部

・
七
夕
]

ニ
ア
リ
。
詞
書

・
左
注

ナ
シ

(
皿
)
 

○
詞

書
1
あ
り
く

て
七
日
き

た
り
け
る
人

に
い
ひ
い
た
す

(
H
)
1
あ
り
く

て

七
日
に
き
た

る
人
に
い
ひ
い
た
す

(
W
)
 

①
思
は
め
ー

お
も

は
ぬ

(
W
)

②

う
ち
さ
ふ

ひ
に
て
ー
内

の
さ
ふ
ら
ひ
に
て

(類

)

 

【
口
訳
】

一
年
中
牽
牛

を
恋

い
つ
づ
け

て
暮
ら
す
織
女
な
ら
ぽ

こ
そ
、
七
夕

の
今
日
、
あ
な
た
に
お
会

い
い
た
し
ま
し
ょ
う
が
ね

え
。
(生
憎
私

は
織

女

で

は
あ

り
ま
せ
ん

の
で
ね
、

お
会

い
い
た
し
か
ね
ま
す
。
随

分
と
音
沙
汰
な
か

っ

た
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
)
/

こ
の
歌
は
、
例

の

「
不
都

合
が
あ

っ
て
参

上

で

き
ず

に
い
ま
す
」

と
言

っ
て
よ

こ
し
た
平
中
興
が
、
そ

の
後
も
訪
れ

の
な

い
ま

ま
、

七
夕

の
日
に
な

っ
て
や

っ
て
来
ま
し
た
の
で
、
邸

の
侍
所

に
待
た

せ
て
お

い
て
言

い
や

っ
た
も

の
で
す
。

 

【
語
釈
】
○

か
の
さ
は

る
事
有
り
て
と
言

ひ
た
り
し
中
興
 
平
中
興
に

つ
い

て
は
、
33
番
歌
注
参
照
。
33
の
郭

公
詠
は
五
月

の
作

で
あ

ろ
う
か
ら
、

以
後

一

ヶ
月
以
上
無
沙
汰

の
状
態
が
続

い
た
こ
と
と
な
る
。

 

【
余
説
】
33
番
歌
の
場
合
と
同
じ
く
、
当
該
歌
に
関

し
て
も
兼
輔

の
真
意
を

め
ぐ

っ
て
、
か

つ
て
工
藤
重
矩

・
藤
岡
忠
美
両
氏

の
間

で
論
争
が
交
わ
さ
れ
た

経
緯
が
あ

る
。
す

な
わ
ち
、
当
該
歌
を

「
か
な
り
ね
ち
ね
ち
し
た
言

い
方

で
あ

る
」

と
し
て
、
無
沙
汰

を
続
け
た
中
興

へ
の
直
裁
な
嫌
味
を
述

べ
た
も

の
と
解

 
 
 

 
 
 
 

(5
)

す

る
工
藤
氏

の
見
解
に
対

し
て
、
藤
岡
氏
は
、

 
 
歌

の
主
旨
は
、
も
と
よ
り
今
日
は
逢
え
な

い
と

い
う
こ
と
わ

り

で

あ

る

 
 
が
、
織
女

の
恋
心
を
引
き
あ

い
に
し

つ
つ
中
興

へ
の
気
持

を
述

べ
る
と

い

 
 
う
、

や
は
り
恋
歌
仕
立

て
の
和
歌
に
ま
と
め

て
い
る

こ
と
自
体
が
、
す
で

 
 

に
そ
の
こ
と
わ
り
が
ぶ

し
つ
け
な
も

の
で
は
な
く
、

ユ
1
モ
ア
め

い
た
も

 
 

の
に
化

せ
し
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
逢
う
の

 
 

を
こ
と
わ

っ
た
実
際

の
事
情
は
無
論

わ
か
ら
な

い
が
、
何

か
の
用
事
が
あ

 
 

っ
た
の
か
、
か
ら
か
い
半
分

の
も
の
で
あ

っ
た

の
か
、
そ

し
て
中
興

の
無

 
 
沙
汰

を
責
め
る
気
持
が
表
現
上
に
こ
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
疑
え
な

い
に

 
 

し
て
も
、

い
ず
れ
に
せ
よ
深
刻
な
気
持

に
も
と
つ

く
も
の
で
は
な

い
こ
と

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(6
)

 
 
が
、

こ
の
歌
か
ら
む
し
ろ
察

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
、
反
論

さ
れ
た
。
兼
輔
交
遊
圏

の

「
小
世
界
」
性
を
、
蔵

人
所

と
い
う
職
制

的
空
間

と
良
門
流

の
血
縁
関
係
を
核
と
し
た
も

の
で
あ

っ
た
こ
と

へ
と
解
体
し

よ
う
と
さ
れ

た
工
藤
氏
の
論

と
、
そ
れ
を
身
分
的
制
約
を
超

え
た
私
的
な
文
学

空
間

へ
の
可
能
性
を
志
向
す

る
も

の
で
あ

っ
た

こ
と
を
主
張

さ
れ

た
藤
岡
氏

の

論

と
は
、
立
論

の
原
基

を
異
と
す
る
た
め
け

っ
し
て
交
叉
す

る
こ
と
は
な
か

っ

た
し
、

ま
た
、
藤

岡
氏
が
工
藤
氏

の
論
を

「
兼
輔

に
対
す
る
否
定
的
な
固
定
観

念
が
先

ん
じ

て
い
る
」

と
論
難
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、

工
藤
氏

の
視
角

か
ら
す

れ
ば
、
藤
岡
氏

の

「小
世
界
」
論
は
兼
輔

の
人
格
に
対
す

る
肯
定
的
観
念

に
基

く
も

の
で
あ

る
と
さ
え
言
う

こ
と
も
可
能

で
あ

っ
た
か
も
し
れ

ぬ
が
、
和
歌
を

媒

介
と
し
て
の
対
人
関
係

を
考
察
す
る
場
合
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
和
歌
自
体

の

表
現
机
制

に
即

し
た
も
の
で
あ

る
必
要
は
あ

る
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
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「
あ
ら
ぽ

こ
そ
…
…
あ

ら
め
」
と

い
う
構
文
自
体
は
恋
歌

に
特
有

の
詠

み
口

と
は
言

え
な

い
が
、
「
逢
坂

の
ゆ
ふ

つ
け
鳥

に
あ
ら
ぽ

こ
そ
君
が

ゆ
き
き

を

な

く
な
く
も
見

め
」
(古
今
集

・
恋
四
 

七
四
〇
、
閑
院
)、

「
人
を
思
ふ
心

木

の

葉
に
あ
ら
ば

こ
そ
風
の
ま
に
ま
に
散

り
も

こ
そ
す
れ
」
(
同

・
恋

五
 

七
八
三
、

小
野
貞
樹
)
、
「
葛
城

や
久
米
路

の
橋

に
あ
ら
ぽ

こ
そ
思
ふ
心
を
中
空

に
せ
め
」

(後
撰
集

・
恋
三
 

七
七
四
、
読
人
不
知
)
等
、
恋
歌
に
多

い
表
現
類
型

で
あ

る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
七
夕
に
言
寄

せ
し
た

こ
の
歌
も
、
先
立

つ
中
興

の
贈

歌

の
存
在
を
予
想
し
て
お
く
必
要
が
あ

ろ
う
し
、
さ
す
れ
ぽ
、

こ
の
兼
輔
詠

の

表
現

は
、
逢
会
を
願
う
男
歌
に
対
し
そ
の
恋
心
を
は
ぐ
ら
か
す

か
た

ち
で
の
女

歌
の
類
型
を
擬

い
た
も

の
と
も
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
6

・
7
番
歌
に
見
た

藤
原
玄
上
と

の
紅
梅

を
め
ぐ
る
贈
答

の
場
合
と
同
じ
く
、
当
該
歌

の
基
調
も
、

男
性
同
士
が
恋

歌
を
擬
装
し
て
の
や
り
と
り
を
行
う
こ
と
の
遊
戯
性

に
存
し
た

の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
中
興

の
無
沙
汰
を
責
め
る
気
持

ち
が
兼
輔
に
あ

っ
た
こ

と
は
疑
え
な

い
が
、
そ

こ
に
あ

っ
て
和
歌
は
、

そ
の
気
持

ち
を
尖
鋭
化
す
る
言

語
な

の
で
は
な
く
。
む
し
ろ
緩
和
す

る
効
果
を
持

つ
も

の
で
あ

っ
た
ろ
う
と
考

え
る
の
で
あ
る
。
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七
月

七

日

、

歌

よ

み
け

る
所

に
行

き

て

 
 
 

あ
さ
せ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①
わ
た
 
 
 
 
 
 

②

天

の
川

浅

瀬

白

波

た
ど

り

つ
」
 

渡

り

は

て
な

ぽ

明

[
け

]
そ

し

ぬ
べ
き

 

【
校
異
】
○
該
歌
ナ

シ

(
皿

) 

○
詞
書
-
七
月
七
日
人
く

の
う
た

よ
む

に

(
W
)
 

①

わ
た
り
は
て
な
は
ー

わ
た
り
は
て
ね
は

(
H

・
W
)
 

②
明
そ

し
ぬ

へ
き
ー
あ
け
そ
し
に
け
る

(
W
)

 

【他
文
献
】
 
『
古
今

和
歌
集
』
巻
四

・
秋
上
 

一
七
七

(
寛
平
御
時
、
七
日

の
夜
、

う

へ
に
さ
ぶ
ら
ふ
男
ど
も
歌

た
て
ま

つ
れ
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
時
、
人

に
か
は
り
て
よ
め
る
/
友
則
/
下
句

「
わ
た
り
は
て
ね
は
あ
け
そ
し
に
け
る
)」

『
古
今
和

歌
六
帖
』

一
・
歳
時

・
七
夕
 

一
五
九

(
作
者

「
と
も

の
り
」
/
歌

本
文

ハ
古
今
集

二
同
ジ
)
 
『
友
則
集
』
三
四

(寛
平
御
時
殿
上
歌
合

せ
し
に
か

は
り
て
/
歌
本
文

ハ
古
今
集

二
同
ジ
)
 

※
他
に
、
『
家
持
集
』
(
家
持

∬
)

ニ

モ
収

メ
ル
。

 

【
口
訳
】
天

の
川

の
浅
瀬
が
わ
か
ら
ず
、
白
波

の
立

つ
所
を
た
ど
り
た
ど
り

し
て

い
る
の
だ
が
、

こ
ん
な
調
子

で
は
、
渡

り
き

る
頃

に
は
も
う
夜
が

明
け

て

し
ま
う
こ
と
だ
ろ
う
よ
。

 

【
語
釈
】
浅
瀬
白
波

 
 「
あ

さ
せ
を
し
ら
ぬ
な
り
」
(
古
今
集
両
度
聞
書
)
。

「
あ
さ
せ
を
し
ら
ぬ
と
い
ふ
心
に
、
あ
さ
せ
し
ら
波

と
は

つ
父
け

た

り
」
(
古

今
余
材
抄
)
。
近
代

の

『
古
今
集
』
注
釈
に
あ

っ
て
も
、

こ
の

「
白

波
ー
知

ら

な
」

の
掛
詞
説
は
通
説
化

し
て
い
る
が
、
竹

岡

正

夫

氏

『
古
今

和
歌
集
全
評

釈
』

は
、
「
当
時
、
実
在

し
た
の
は
、

『
(
未
然
形
)
+
な
く

(
昌
⊆
出
閃
二
)
』
『
(
未

然
形
)
+
な
ふ
』
(
万
葉
、
東
歌
)

で
あ

っ
て
、

し
た
が

っ
て
当
時

の
人

の
語
意

識

に
は

『
知
ら
な
』
『
～
な

(
打
消
)
』

の
ご
と
き

は
と
も

に
存
在
し
な
か

っ
た

は
ず

で
あ

る
」
と
、
文
法
無
視

の
謬
説
と
し
て
厳

し
く
批

判

さ

れ

た
。
同
様

に
、
『
伊
勢
物
語
』

一
一
七
段

に
住
吉

明
神
が
現
形

し
て
天
皇
に
与
え
た

と

伝

え
ら
れ

る
、

 
 

む
つ
ま

し
と
君
は
し
ら
な

み
瑞
擁

の
久

し
き
世

よ
り
祝
ひ
そ
め
て
き

に

つ
い
て
も
、

同
氏

『
伊
勢
物
語
全
評
釈
』
は
掛

詞
説
を
否

定

し
、
「
君
は
」

を

「
そ
な
た
を
ば
、
祝
福

し
初

め
て
き
て

い
る
」

と
い
う
目
的
格
と
解
さ
れ

る

の
で
あ

る
が
、

こ
の
解
釈
は
構
文
上

い
か
に
も
不
自
然
と

思

え
、
ま
た
、
『
袋

草

子
』
上
巻

・
希
代
歌
所
引

の
本
文

で
は

「
む

つ
ま
し
と
君
は

し
ら
ず
や
」
と

 
 
 

 
(
7
)

伝

え
ら
れ

る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ぽ
、
「
白
波
ー

知
ら
な
」

の
掛
詞
も
、

こ

の

時
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代

の
語
意
識
に
あ

っ
て
絶
対
不
可
能

で
あ

っ
た
と
は

一
概
に
断
定

し
え
な

い
よ

う

に
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
通
説

に
従

い
掛

詞
説
を
と
り
た
い
。

 
○
渡
り
は
て
な
ば
明
け
そ

し
ぬ
べ
き
 
 『
古
今
集
』
他

の

「
渡
り

は
て
ね
ぽ

明
け
そ

し
に
け
る
」

で
は
、
「
ま
だ
渡

り
き
ら
な
い
う
ち
に
夜
が
明
け
て

し

ま

っ
た
」

の
意
で

、織
女
に
逢

え
な
か

っ
た
歌
と
な
る
が
、
底

本
の
形

で
は
渡
河

の
最
中

の
牽
牛
を
詠
じ
た
作

で
あ
る
。
浅
瀬
が
わ
か
ら
ず

に
難
儀

し
て
い
る

の

で
な

か
な
か
前
進

で
き

な
い
。

こ
ん
な

で
は
織

女
に
逢
わ
な
い
う
ち

に
夜
が
明

け

て
し
ま
う
よ
、

と

い
う
牽
牛

の
苦
笑
ま
じ
り
の
嘆
き
を
詠
ん
だ
。

こ
れ
も
誹

諮
性

に
傾

い
た
歌

で
あ

る
。

 

【
余
説
】
皿
本
を
除

く
本
集
が

『
古
今
集
』
に
友
則
作
を
明
記

さ
れ

た
歌
を

収

め
、
ま
た
そ

の
詞
書
が

『
古
今
集
』
『
友
則
集
』

の
そ
れ
と
は
異
質
な

も

の

で
あ

る
と

い
う
事
実

は
、
伝
本

の
生
成
過
程
に
お
け

る
混
人
と
し
て
の
み
考
え

る
に
は
困
難
な
事
情

を
暗

示
し
て
い
る
よ
う
に
も
思

え
る
。
ひ
と
つ
の
可
能
性

を
述

ぺ
る
な
ら
ぽ

、
友
則
が

「
人

に
か
は
り
て
」
詠

ん
だ
と

い
う
そ

の
代
作

の

依
頼
者
が
ほ
か
な
ら
ぬ
兼
輔

で
あ

っ
た

の
で
は
な
い
か
。
宇
多
朝

の
七
夕
宴
で

和
歌
が
詠
ま
れ
た
と

い
う
記
録

は
残

ら
な

い
が
、
寛
平
元

・
二

・
三

・
五

・
六

・
七
年

の
七
夕
に
は
詩
宴
が
催

さ
れ

て

お

り

(
日
本
紀
略
、
菅
家
文
草
他
)
、

和
歌

に
好
尚

の
深

か

っ
た
宇
多

天
皇
が
そ

の
当
座

に
和
歌

の
詠
進

を
求

め
る
機

会
も
あ

っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
が
、

も
し
兼
輔
が
そ

こ
に
列

し
て
い
た

と
す
れ
ぽ
、

そ
れ

は

『
公
卿
補
任
』
延
喜

二
十

一
年

の
兼
輔

の
尻
付

に
、

 
 
寛
平
九
七
七
昇
殿

(
元
春

宮
殿
上
。
今
月
三
月
践
詐
。
)

と
記
さ
れ
る
、
兼
輔
が
廷
臣

と
し
て
初
め
て
昇
殿

し
た
寛
平
九

(
八
九
七
)
年

七
月
七
日
し
か
あ

り
え
な
い
。

こ
の
月

の
三
日
、
醍
醐
は
元
服
、
宇
多

の
禅
譲

を
受
け
、
宇
多
は
弘
徽
殿

に
移

る
。
即
位
式
は
十
三
日
に
行
わ
れ
、
翌
月
九
日

に
宇
多

は
宮
中
を
出
て
東

三
条
院

に
遷

っ
て

い
る

(
日
本
紀
略
)
。
時

に

醍

醐

は
十
三
歳
、
兼
輔

は
二
十

一
歳
で
あ

っ
た
。
兼
輔

の
昇
殿
は
醍
醐

の
東

宮
殿
上

に
昇

っ
て

い
た
縁

で
許
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
折

し
も
七
夕

の
こ
の
日
新

帝
が
侍
臣

に
和

歌
の
詠
進

を
求
め
た
と
い
う
想
像
も
あ
な
が
ち
無
理

で
は
あ
る

ま

い
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
、
ま
だ
宮
中

に
留
ま

っ
て
い
た
父
帝
宇

多

の
同
席

も

し
く
は
そ

の
意
向
が
働

い
て
い
た
可
能
性
も
充
分

に
考
え
ら
れ
よ
う
。

だ
が
、

こ
の
当
時

の
兼
輔

は

い
ま
だ
和
歌
に
熟
練

し
て
お
ら
ず
、
そ

の
代
作
を
友
則
に

依
頼
し
た
も
の
で
は
な

か

っ
た
か
。
紀
友
則
は
、
久

し
い
無
官
時

代

の
末
寛

平

九
年
正
月
に
土
佐
橡

に
任
ぜ
ら
れ
る
が
、
在
任
わ
ず

か

一
年
後

の

翌

昌

泰

元

(
八
九
八
)
年
正
月

の
除
目

で
少
内
記

に
転
じ
て
お
り

(
古
今
和
歌
集
目
録
)
、

土
佐
橡

は
遙
任

で
あ

っ
た
公
算
が
大
き

い
の
で
あ

る
。
「
寛
平
御
時
」

と

記

さ

れ
る

の
も
践

柞
直
後
即
位
式

の
以
前

で
あ
れ
ば
さ
ほ
ど
不
自
然
で

は

な

か

ろ

う
。
ま
た
、
「
歌
よ
み
け

る
所

に
行
き
て
」
と

い
う
の
も

お
ぽ
め
か
し
た

書

き

方

で
あ
る
が
、

初
め
て
昇
殿

し
た
日

の
出
来
事
と
し
て
思

い
出
深
く
、
自
身

の

廷
臣
生
活

の
出
発
点

の
記
念

と
し
て
、
下
句
を
改
め
た
上

で
収
録
さ

せ
た
も

の

で
は
な
か

っ
た
か
と
推
察
す

る
。

補

注

1
 

「女

の
も
と
に
扇
を

つ
か
は
し
た
り
け
れ
ば

、
い
ひ
つ
か
は

し
た

り
け
る
/

〔よ
み

 
人

し
ら
ず
〕
/
ゆ
ゆ

し
と
て
い
む
と
も
今
は
か
ひ
も
あ
ら
じ
う
き
を
ば
風

に

つ
け

て

 
や
み
な
ん
」

(拾
遺
集

・
巻
十
九

・雑

恋
三
七
〇
)
「ゆ
ゆ

し
と
て

い
む
と
も

い
ま
は

 
か
ひ
あ
ら

じ
よ
の
つ
き

こ
と
は
こ
れ

に
つ
け

て

も
」

(古
今
和
歌
六
帖

・
五

・
扇
三

 
四
四
九
)

2
 
「よ

の
人

の
い
み
け
る
も

の
を
わ
が
た
め
に
な

し
と

い
は
ぬ
は
た
れ

か
う
き
な

り
」

 

(古
今
和
歌
六
帖

・
五

・
扇

三
四
四
六
)

3
 

「中
将
と

し
い
ま
す
か
り
け
る
と
き
、
祭

の
使

つ
と
め
給

へ
り
け

る
に
、
ひ

さ

し

 
く

か
よ
ひ
給

は
さ

り
け

る
女
の
も
と

へ
、
あ
ふ
き
て
う

し
て
と

の
た
ま
は
せ
た
り
け

 
れ
は
、

い
と

い
み
し
う
け
う
ら
に
て
う

し
て
た
て
ま

つ
り
た
り
け

る
扇

の

つ
ま

に
、

 
か
き

つ
け

て
は

へ
り
け
る
/
ゆ

》
し
と
て
い
む
と
も

い
ま
は
か
ひ
も
あ

ら
し
う
き
を
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は

こ
れ
に
お
も
ひ
よ
せ
け
む
/
御
か

へ
し
/
ゆ

ン
し
と
て
い
み
け

る
物
を
わ
か
た
め

 
に
な

し
と
い
は
ぬ
は

つ
ら
き

な
り
け

箏
」

(三
条
右
大
距
集

二

一
・
二
二
)

4
 
「十
…佐

B
記

の
譜
誰
-

一
月
十
三
欝

の
条

『と
い
ひ
て
』
は
順
接
で
あ
る
」
(賛
本

 
文
学
、
昭
55

・
9
)

5
 

「藤

原
兼
輔
伝
考

(二
と

く語
文
研
究
、
昭

47

・
5
)

6
 
門藤
原
兼
輔

の
周
辺
!

い
わ
ゆ

る

『小
世
界
鯉

の
問
題
に
触

れ
て
ー
偏

(国
語
と
国

 
文
学

、
昭

48

・
1
)

7
 
『袋
草
子
臨

で
は
、
「
む
つ
ま
し
と
君

は
し
ら
す
や
み
つ
か
き
の
久
し
き
世
よ
夢
祝

 
初
め
て
き
/

む
か
し
奈
良
帝
幸
ご住
吉

騨給

て
詠
之
/
我
見

て
も
久
し
く
成
り
ぬ
墨
よ

 

し
の
岸

の
姫
・束
幾
世
経

ぬ
ら
む
/
干
レ時
明
神
現
形
し
て
答
給
歌
と
曇

々
。
或

物

""

 

ハ
此
本

歌
慈
覚
大
師
と
書

(ヨ
本

歌
学
大
系
本
)
と
さ
れ
、

撰

勢
物
醤

と
は
作

者
が
逆
転
す
る
。

 
〔付
記
)

る
。

本
稿

は
、
本
誌
第
九
暑

(昭

63

・
6
)
に
掲
載
さ
れ
た
も

の
の
続
稿
で
あ
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