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「鬼

の
志
許
草
」
と

「鬼

の
腰
草
」

1

俊
頼
と

「本
」

序
説

伊

倉

史

人

 
 
 
 

一

 

『散
木
奇
歌
集
』
の
秋
部
に
よ
く
知
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

 
 
 
 
観
音
寺
に
て
雨
中
草
花
と
い
へ
る
事
を
よ
め
る

 
 
ま
く
ま
の
に
雨
そ
ほ
ふ
り
て
こ
が
く
れ
の
つ
か
や
に
た
て
る
お
に
の

 
 
こ
し
ぐ
さ

(四

一
九
)

こ
の
一
首
を
め
ぐ
る
問
題
点
に
つ
い
て
は
既
に
兼
築
信
行
に
よ
っ
て
整
理
、

考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

 
当
該
歌
の
五
句
目
の

「お
に
の
こ
し
ぐ
さ
」
は
、

A
 
萱
草
 
吾
下
紐
ホ
 
著
有
跡
 
鬼
乃
志
許
草
 
事
二
思
安
利
家
理

 
 

(巻

四
・
相
聞

・
七
二
七

・
大
伴
宿
祢
家
持
贈
坂
上
家
大
嬢
歌
二
首

 
 
 
離
絶
数
年
復
会
相
聞
往
来
)

B
 
萱
草
 
垣
毛
繁
森
 
錐
殖
有
 
鬼
之
志
許
草
 
猶
恋
ホ
家
利

 
 

(巻
十
二

・
寄
物
陳
思

・
三
〇
六
二
)

と
い
う
二
首
の
万
葉
歌
に
由
来
す
る
歌
語
だ
縄
、
『万
葉
集
』
諸
訓
な
ら

び
に

『綺
語
抄
』
(A
B
歌
を
引
用
、
以
下
同
じ
)
『奥
義
抄
』
(A
)
『和

歌
童
蒙
抄
』
(B
)
『袖
中
抄
』
(A
B
)
『古
来
風
体
抄
』
(A
B
)
等
諸

歌
学
書
で
は

「
お
に
の
し
こ
ぐ
さ
」
と
訓
ん
で
い
て
俊
頼
の
訓
は
特
異
な

も

の

に
な

る
。

し
か
し

な
が

ら
、

右

の
俊
頼

詠

は
新
編

国
歌

大
観

の
底

本

に
用

い
ら

れ
た
宮
内

庁
書

陵

部
蔵

本

(五

〇

一
・
七

二
一二
、

以
下
書

陵

部

本

)

に
よ

る
も

の
で
あ

り
、

『
阿
波

本

散
木

奇
歌

集

本

文
校

異
篇

』

(関

根

慶

子
、
大

井
洋

子
共
著

・
昭
和

五

四
年

七
月

・
風
間
書

房

)
を
参

照

す

れ
ば

他

の
諸

本

は

「
し

こ
ぐ

さ
」

と
な

っ
て

い
る
こ

と
が

わ
か

る
。

そ
れ

で
も

直

ち
に
書
陵

部
本

の

「
こ
し

ぐ

さ
」

を
転
写

の
間

の
改

変
、

誤
写

と

退
け

る

こ
と
が

で
き
な

い
の
は
、

例

え
ば

『
散
木

集
注

』

に

「
彼

朝
臣

お

に
の

こ
し
く
さ

と
知
歎

。
髄

脳

に
も

万
葉

の
寄

を

二
首

な
が

ら

ひ
け

る

に

皆

こ
し
ぐ

さ
と
書

了
。
又
此

歌

に
も

こ
し

ぐ
さ

と
読
了
。
あ

や
し

き
事
難

」

と
あ

る

こ
と
、

ま
た

顕

昭
本

『俊

頼

髄

脳
』

(後

述
)

に
引

用

さ
れ

る
万

葉
歌

A

、

B
両
首

お
よ

び
注

釈

に
引

く

説
話

本
文

(『
今

昔
物

語
集

』

巻

第
三

十

一

「
兄
弟

二
人

殖
萱

草
紫

苑
語

第

二
十
七

」

と
同
話

)

で
も

「
こ

し
ぐ

さ
」

と
な

っ
て

い
て
、

少
な

く

と
も

顕
昭

が
披
見

し
た

『散

木
奇

歌

集

』

『
俊
頼
髄

脳

』
で
は
俊
頼

詠
、
万
葉

歌

と
も

に

「
こ
し
ぐ

さ

」

で
あ

っ

た

こ
と
が
判

明

す
る

か
ら

だ

(顕

昭

は

『袖

中
抄

』

の

「
オ

ニ
ノ

シ

コ
グ

サ
」

の
項

目
中

で
も
俊

頼

の

「
こ
し

ぐ
さ

」
説

を
批
判

的

に
紹
介

し
て

い

る
)
。

そ

こ
で
兼

築

は
、

顕

昭
が

俊
頼

自

筆

の

『
散
木

奇

歌

集
』

を
仁

平

四
年

(
=

五

四
)

正
月

十
九

日

に
書

写

し

て

い
る

(龍
門

文

庫
蔵
本

奥



書

)

こ
と
を

重
視

し
、
む

し
ろ
俊

頼

は
万
葉

歌

の
訓

を

「
こ
し

ぐ

さ
」

と

理
解

し

て
自

詠

に
も

用

い
た

と
推

断

し
、

『
散
木

奇

歌
集

』

諸
本

間

に

お

け

る

「
し

こ
ぐ

さ
」
本
文

の

(数

的
)

優
位

さ

に

つ
い
て
は

「
こ

し
ぐ

さ
」

の
本
文

の
特

異

さ
か
ら
転

写

の
間

に
改
変

が
生

じ
た

と
想

定

し

て
い
る
。

 

稿
者

も
基

本
的

に
は
兼

築

の
考
え

方

に
同
意

す

る
。

そ

の
上

で
な

お
改

め

て
当
該
俊

頼
詠

を
検
討

し

て

み
よ
う

と
す

る

の
は
、

ま
ず
、

本
文

上

の

問
題

を
再
確

認

を
し

て
お
く
必

要
が

あ

る
と
思

わ

れ
る

か
ら

で
あ

る
。

そ

の
背

景

に
は
兼
築

の
考
察

以
後

『万

葉
集

』

(廣

瀬
本

)

『
散
木

奇
歌

集
』

(冷

泉

家

時

雨
亭

文
庫

本

)

に
新
資

料

が

出

現

し

た

こ

と
、

あ

る

い
は

『俊
頼

髄
脳

』

の
伝

本
研

究

に
進
展

が
あ

っ
た
こ

と
が
あ

る
。

 

ま

た
、
本

文
異
同

の
問

題
以

外

に
も
、

「
こ
し
ぐ

さ

(し

こ
ぐ

さ
)
」

を

諸
説

あ

る
中

で
俊
頼

は
何

と

い
う
植

物

と
考

え
て

い
る

の

か
、

「
真

熊
野

」

を
詠

ん
だ
意

図

は
ど

こ
に
あ

る

の
か
と

い

っ
た

こ
と
な

ど
、
俊

頼
詠

の
理

解
上

考
察

す

べ
き
点

も
残

さ

れ

て

い
る
。

 

さ
ら

に
、

兼
築

は
俊
頼

詠

の
検
討

を

通
じ

て

「歌

語

の
発

掘
者

・
実

践

者

と
し

て
特

異

な
相
貌

」
を

呈
す

る
俊
頼

が

「
自
流

の
用
語
解

説

を
強

固

に

一
貫

さ
せ
て

い
く
そ

の
態
度

」

に

「
自

負

に
満

ち
た

パ
イ

オ

ニ
ア

の
意

志

と
確

信

が
看
取

で
き

る
」

と
説

く
が
、

そ

の
点

も
再
考

す

べ
き
問
題

だ

と
考

え

る
。

 

以

下
、

い
た
ず

ら

に
兼

築

の
考
察

を
繰

り
返

す

こ
と

に
な

る

か
も

し
れ

な

い
が
、

ま
ず

は
俊

頼

詠

の
本

文

の
確

認

か
ら
始

め
た

い
。

二

 

 

『阿
波
本

散
木
奇
歌
集

本
文
校
異
篇
』
は
阿
波
国
文
庫
旧
蔵
本

(関

根
慶
子
氏
旧
蔵
、
現
筑
波
大
学
附
属
図
書
館
蔵
)
を
底
本
と
し
て
八
本
の

伝
本
で
対
校
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
精
度
を
高
め
る
た
め
に
対
校
伝
本

の
数
を
増
や
し
当
該
歌
の
本
文
異
同
を
確
認
し
た
。
調
査
し
た
伝
本
は
平

澤
五
郎
の

「散
木
奇
歌
集
伝
本
考

(
一
)、
(二
)
」
(斯
道
文
庫
論
集
第
二

十
三
輯

・
昭
和
六
三
年
三
月
、
二
十
七
輯

・
平
成
五
年
三
月
)
に
分
類
さ

れ
る
諸
本
に
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
、
熊
本
大
学
附
属
図
書
館

(永

青
文
庫
)
蔵
本
、
盛
岡
中
央
公
民
館
蔵
本
、
青
山
会
文
庫
蔵
本
を
加
え
た

三
十
七
の
伝
本
、
及
び

『散
木
奔
謁
集
標
註
』
と
同
村
上
忠
順
自
筆
草
稿

(刈
谷
市
立
図
書
館
蔵
)
で
、
『散
木
奇
歌
集
』

の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
伝
本

を
網
羅
し
た
こ
と
に
な
る
。

 
さ
て
、
結
論
を
言
え
ば

「こ
し
ぐ
さ
」
の
本
文
は
や
は
り
書
陵
部
本
だ

け
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

 
特
に
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
伝
本
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
を
加
え

れ
ば
、
俊
頼
自
筆
本
を
仁
平
四
年

(
一
一
五
四
)
正
月
十
九
日
に
顕
昭
が

書
写
し
た
も
の
を
祖
本
と
す
る
龍
門
文
庫
蔵
の
二
種
類
の
伝
本
も
諸
本
同

様

「し
ご
く
さ
」
と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は

『散
木
集
注
』
や

『袖
中
抄
』

で
顕
昭
が
用
い
た

『散
木
奇
歌
集
』
の
当
該
歌
本
文
が

「こ
し
ぐ
さ
」
に

な
っ
て
い
る
こ
と
と
蛆
酷
す
る
。
先
述
の
よ
う
に
兼
築
は
顕
昭
が
俊
頼
自

筆
本
を
書
写
し
て
い
る
こ
と
か
ら

「こ
し
ぐ
さ
」
の
本
文
が
本
来
的
な
も

の
と
推
定
し
て
い
る
が
、
龍
門
文
庫
本
に
よ
る
か
ぎ
り
顕
昭
本

『散
木
奇

歌
集
』
の
本
文
は

「し
こ
ぐ
さ
」
で
あ
る
。
龍
門
文
庫
の
二
種
の
伝
本
の

推
定
書
写
年
代
は
そ
れ
ぞ
れ
顕
昭
の
時
代
か
ら
遠
く
隔
た
る
江
戸
時
代
の

初
期
と
前
期
な
の
で
、
こ
れ
は
転
写
が
繰
り
返
さ
れ
る
間
に
改
変
さ
れ
た

と
見
な
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

 

で
は
、
極
め
て
書
写
年
代
の
古
い
ー

安
貞
二
年

(
一
二
二
八
)
八
月

の
定
家
の
書
写
奥
書
が
あ
る
1

冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
は
ど
う
で
あ

一2一



ろ

う

か
。

こ

の
場
合

も

改
変

を
想

定

す

る
と
、

「
こ
し

ぐ

さ
」

か
ら

「
し

こ
ぐ
さ
」

へ
の
改

変

は
か
な

り
早

い
時
期

か

ら
起

こ

っ
て

い
た
と

い
う

こ

 
 

 

(6
)

と

に
な

る
。

 
確

か
に
、
書
陵

部
本

と
祖

本
を

同
℃

く
し
、

外
形

内
容

と

も

に
酷

似

す

る
と

い
わ
れ

る
阿
波

国
文
庫

本

で
あ

っ
て
も

「
し

こ
ぐ

さ
」

に
改
変

さ

れ

て

い
る

(書

陵

部
本

の

「
こ
し
ぐ

さ
」

の
本
文

を
本
来

の
も

の
と
す

れ
ば

)

の
を
見

る
と
、
龍

門

文
庫
本

や
時

雨
亭
文

庫
本

に

つ
い
て
も
改

変

を
想
定

す

る

の
容

易

い
。
し

か
し
、

今

は

『散
木

奇

歌
集
』

諸
本

に
お
け

る
当

該

歌

本
文
異

同

の
状

況

を
報
告

す

る
だ
け

に
留

め
、
改

変

の
有
無

の
問

題

は

後

ほ
ど
検

討
す

る

こ
と

に
し
た

い
。

三

 
周
知
の
通
り
近
時
出
現
し
た
廣
瀬
本

『万
葉
集
』
は
、
藤
原
定
家
本
を

祖
本
に
持

つ
極
め
て
貴
重
な
伝
本
で
あ
る
。
そ
の
巻
第
二
十
末
に
あ
る
識

語
か
ら
は
定
家
が

「参
議
侍
従
兼
伊
豫
権
守
」
で
あ
っ
た
建
保
三
年

(
}

二

一
五
)

に

「
秘
本

」

に
校

合

を
加

え
、

「
寧

」

を

記

入
し

た

こ
と

が

 知

ら

れ
る
。
但

し
、

そ

の
訓

は

「
定
家

そ

の
人

の
萬

葉
集

研
究

の
成

果

が

か
な
り

の
程
度
盛

り

込
ま

れ

て

い
る

の
か
、

あ

る

い
は
単

に
定

家

が
伝

来

の
秘
本

を
、

そ

の
仮

名
遣

だ
け
自

己
流

に
改

め

て
筆

者

し

た
も

の
か
」

今

一
つ
明

ら
か

で
は
な

い
が
、

い
ず

れ

か
と
言

え
ば
後

者

の
可
能

性

が
大

き

い
の
で

は
な

い

か
と
言

わ

れ

て

い
る

(
『
校
本

萬

葉
集

』
十

八

・
一
九

三

頁

)
。

 

で

は
、

問
題

の
前

掲
万

葉
歌

A
、

B

の
訓

は
廣

瀬
本

『万

葉
集

』

で
は

ど

の
よ
う

に
な

っ
て

い
る
だ

ろ
う

か
。
本
文

、
訓

だ

け

で
な
く
摘

出
語

な

ど

の
書

入
も
あ

わ

せ
て
次

に
示

す
。

 
 

 
 

 
大
伴

宿
祢
家

持

贈
坂

上
家
大

嬢

歌

二
首

 

へ
忘
草
シ
タ
ヒ
モ
ニ
ツ
ク
 
 
離
絶
数
年
復
会
相
聞
往
来

A
 

萱
草

、
吾

下
紐
ホ

、
著

有
跡

、
鬼

乃
志

許
草

、
事

二
思

安
利

家

理
、

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

恵
岳
オ
ニ
ト
ヨ
ム
ベ
シ

 
 

ワ
ス

レ
グ

サ
、
ワ
ガ

シ
タ

ヒ

モ

ニ
、
ツ
ケ
タ

レ
ド
、
均
i
+
ノ

シ

コ
グ

サ
、

 
 

コ
ト

ニ
シ
ア
リ

ケ
リ
、

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

へ
鬼
之
志
許
草

B
 

萱
草

 
垣

毛
繁

森
 
錐

殖
有

 
思

之
志

許
草

 
猶
恋

ホ

家
利

 

ヘ
ワ
ス
レ
ク
サ
カ
キ
モ
シ
ケ
ミ
 
 
 
 
 
 
 
或
ヲ
ニ
ノ
コ
シ
ク
サ

 
 

ワ

ス
レ
ク
サ

カ
キ

モ
シ
ミ

・
ニ
ウ

ヘ
タ

レ
ト
オ

モ
ヒ

シ
ヲ

ク
サ

ナ

ホ

 
 

コ
ヒ

ニ
ケ
リ

 

 

 
ヘ
ケ
ミ
ニ
オ
フ
レ
ト
モ
ヲ
ニ
ノ
シ
コ
ク
サ

 

A
歌

に

つ
い
て
は

「
鬼
乃

志
許

草
」

の
訓

は

「
ヲ

ニ
」
を

見

せ
消

ち

に

し

て

現
行

訓

と
同

じ

「
シ

コ
」

と

い
う

訓

(『
袖

中
抄

』

で
顕

昭

は

「
シ

コ
」

の
訓
を

可
と
す

る
)

を
記

す
が
、

「
志

許
草

」
は

「
し

こ

ぐ
さ
」
。

 

}
方

、
B
歌

は
本

文
が

「
思

之
志
許

草
」

で

「
オ

モ
ヒ

シ

ヲ
ク

サ
」

の

訓

が
施

さ
れ

て

い
る

(
「
シ
ヲ

ク
サ
」

は

「
シ

コ
ク

サ
」

の
誤

り

か
。

同

じ

訓

は
元
暦
校

本

『
万
葉
集

』

に
見

ら
れ

る
)
。

ま
た

、
「
鬼

之

志
許

草
」

の
本
文

も
傍
記

さ
れ

て

お
り
、

そ

の
訓

は
左

側

に
あ

る

「
(
ケ

ミ

ニ
オ

フ

レ
ト

モ
)

ヲ

ニ
ノ
シ

コ
ク
サ
」

が
相
当

す

る
と

思
わ

れ
る
。

し

か
し

、
何

よ

り
も

目
を
引

く

の
は

「或

」

と
し

て

「
ヲ

ニ
ノ

コ
シ
ク

サ
」

と

い
う
訓

が

注
記

さ
れ

て

い
る

こ

と
だ
。

廣
瀬

本

『
万
葉

集
』

に
は

「
伊
本

」

(通

俊

本

?
)

「
御

本
」

(
二
条
院

御

本

?
)

「
假

名
本

」

「
或
本

」

「
或

」

な

ど

の
別

の
伝

本

に
よ
り
校

異

を
記

す

こ

と
が

あ

る
が
、

「
或

」

に

つ
い
て

は

全

く
手

掛

か
り

が
な
く

ど
う

い

っ
た
伝
本

に
よ
る

も

の
か
不
明

だ

と

い
う

(『
校
本

萬
葉

集
』

解
説

)
。

よ

っ
て
定
家

の
時

点

で
こ

の

「
或

」
本

の
訓

一3一



の
書

入
が

あ

っ
た

の
か

と

い
う
疑

い
も
出

て
く

る
し

(
同
解
説

で
は
中
世

以
前

の
書

入

と
し

て
扱

っ
て

い
る

が

)
、

ま
た

『
万
葉

集
』

の
あ

る

一
伝

本

の
訓

で
は

な
く

『
俊
頼
髄

脳
』

や

『袖
中

抄
』

な

ど

に
見

え

る
訓
を

注

記

し

た
と

い
う

可
能

性

も

当
然

考

え

ら

れ
る
。

し

か
し

な
が

ら
、

「
こ
し

ぐ

さ
」

の
訓

が
あ

っ
た

と

い
う

可
能

性
も
完

全

に
否
定

で
き
る
も

の

で
も

な

い
。

こ
れ

ま

で

「
こ
し
ぐ

さ
」

の
訓

は
俊
頼
詠

や
諸

歌
学

書

に

の
み
見

ら

れ
る
だ

け

で

『万

葉
集
』

の
諸

訓

の
中

に
は
見

出

せ
な

い
も

の
で
あ

っ

た

が
、

こ
う

い
う
形

で
あ

れ

『
万
葉

集
』

の
伝
本

に
そ

の
訓

が
記

さ

れ

て

い
た

こ
と

に
は

一
応

注
意

を
払

っ
て
お
く

必
要

が
あ

る
だ

ろ
う
。

四

 
俊

頼

は

『俊
頼

髄

脳
』

で
万

葉
歌

A
、

B
を
掲

出

し

「
お

に
の
こ

し
く

さ

(し

こ
く

さ
)
」

を
次

の
よ
う

な
説

話

を
も

っ
て
説

明

し
て

い
る
。

 
親

を
亡

く

し
た
兄

弟

二
人

は
、
恋

し
く

な

る
度

に
塚

に
参

っ
て
は
憂

い

や
嘆

き

を
漏

ら
し

て

い
た
が
、

兄

は
公
務

に
差

し
障

り
が
出

る
の

で

「
人

の
お
も

ひ
を
わ
す

ら

か
す

」
萱
草

を
植

え

て
悲
し

み
を
忘

れ

よ
う

と

し
た
。

一
方

、
弟

は

「
こ

〉
う

に
お

ぼ
ゆ

る

こ
と
は
わ

す
ら

れ
ざ

な
れ
」

と
紫

苑

を
植

え
親

を

い
よ

い
よ
恋

い
慕

い
塚

に
通

い
続

け
た
。

す

る

と
、

あ

る
日

墓

の
中

か
ら
鬼

の
声

が
聞

こ
え
て

き

て
、

弟

の
孝

行

心
を

哀

れ
み
、

予
知

能

力
を
授

け

よ
う

と

い
う
。

そ

の
後

、
弟

は
鬼

の
言

葉
通

り

に

「
日

の
う

ち

に
あ

る

べ
き
事
を

、
夢

に
見

る
事

」

が
で

き
る
よ

う

に
な

っ
た
。

 

説
話

の
末

に
は

「
こ
れ
を

き
け
ば

し

を
ん
を
ば

、

う

れ
し

き
こ
と

あ
ら

ん
人

は
、
う

ゑ

て

つ
ね

に

み
る

べ
き
な

り
。

な
げ

く

こ

と
あ

ら
む
人

は
、

う

(
ふ
)

べ
か
ら
ざ

る
く
さ

な
り

」

と

い
う

よ
う

に
弟

が
植

え
た
紫

苑

に

つ
い
て

の
説

明
が
加

え

ら

れ
て

い
る
。

 

こ

の
説

話

は
先
述

の
よ
う

に

『今

昔
物

語
集
』

巻

三
十

一

「
兄
弟

二
人

殖
萱

草

紫

苑
語

第

二
十

七
」

に
も

収

め

ら
れ

て

い
る
が
、

『
俊
頼

髄

脳
』

で
は

こ

の
紫

苑

の
説

明

の
後

に
さ

ら

に

「
し

こ
ぐ

さ

(
こ

し
ぐ

さ

)
」

に

関

す

る
説
明

が
続

く
。

そ

の
部
分

は
伝
本

に
よ
り
本
文

が
異

な

る

が
、

お

お
よ
そ

以
下

に
示

す
よ

う

に

二
通

り

の
本

文

に
分

け
ら
れ

る
。

そ

れ
ら

を

便
宜

上
①

型

、
②

型

と
す

る
。

そ
し

て
、
さ

ら

に
こ

の
本
文

異

同

の
観
点

か
ら

『
俊
頼
髄

脳
』

の
伝
本

を
調

べ
て
み
る

と
、

二
首

の
万
葉

歌

の
本
文

及
び

書

き
出

し

の

「
鬼

の
こ
し
ぐ

さ

(
し

こ
ぐ
さ
)

と

い

へ
る
は

…
…

」

の
部
分

が
①

型

の
本
文

を
持

つ
伝

本

で
は

「
こ
し
ぐ

さ
」
に
な

っ
て
お

り
、

②

型

の
本
文

を
持

つ
伝

本

で
は

「
し

こ
ぐ
さ
」

に
な

っ
て

い
る
こ

と
が
判

明

す

る
。

 
①

型

…

…
万
葉

歌

・
書

き
出
し

部
分

「
こ
し
ぐ

さ
」

 
 

さ
れ
ば

、
万

葉
集

に
も
、
く

わ

ん
ざ
う

を
ば
、

志
許

の
草

と

か
け

る

 
 

な
り

と
そ
、

人
申

け

る
。

た

ゴ
し
、
た

し

か
に
み

え
た

る
と

こ

ろ
な

 
 

し
。

ふ
る

き
人

の
物

が
た

り
な

れ
ば
、

ひ
が
ご

と

に
も

や
あ

ら

ん
。

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
(久

曾
神

昇
蔵
久

遽
宮

家

旧
蔵

「
無

名
抄

」
)

 
②

型

…

…
万
葉

歌

・
書

き
出

し
部
分

「
し

こ
ぐ

さ
」

 
 

さ
れ
ば

、
志

許
草

と

は
、
心

ざ

し

の
も

と

の
く
さ

と
は

か
く

な
り

。

 
 

 
 
 

 

(国
立

公
文

書
館

内
閣

文
庫
蔵

「俊

秘
抄

」

・
卜。
8
1

一
㊤
)

 

①

型

の
本

文

を
持

つ
伝
本

に
は
引

用

に
用

い
た
久
迩
宮

本

と
類

似
性

を

示
す
京

都
大

学
附

属
図

書
館

蔵
本

(心
ー

b。
N
・
ト

・
ω
)

が
あ

る
。

ま
た

、

静

嘉

堂

文

庫

蔵

本

(切
O
N
I

一
㊤
i

bO
O
一
㊤
O
)

と

そ

の
兄
弟

本

、

親

子

本

の

関

係

に
あ
る
と
考

え
ら
れ

る
京
都

大
学

附
属

図
書
館

蔵
本

(幽
-

旨

・
ム

・

ω
)
、
宮

内
庁

書
陵

部
蔵

本

(ま
①
1

切
罐

)

も
①

型

の
本

文

で
あ

る
が
、

こ

の
三
本

は
傍
線

部

の
部
分

が

「
 

 
の
草

」
と

な

っ
て

い
る
。

以
上

の
五
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本

は

一
般

に
顕
昭
本

完
本

(久

曾
神
分

類
)

あ

る

い
は
広

本

顕
昭

本

(赤

瀬
分

類

)

と
し

て
知

ら

れ
て

い
る
伝
本

で
あ

り
、
建

久

四
年

十

一
月
十

四

日

の
顕

昭

の
書

写
奥

書

を
有
す

る
。

ま
た
、

い
わ
ゆ

る

〔定

家

〕
本

の
国

立

国
会

図
書

館
蔵

本

(
丑
ー

ト。
卜。
)
も

同
様

の
本
文

を
持

つ
。

兼
築

は
顕
昭

本

と
異

な

り

〔定
家

〕
本

が

「
し

こ
ぐ
さ
」

と

な

っ
て

い
る
と
言

う

が
、

こ
れ

は
不
正
確

で
あ

る
。

実
際

は
見

せ
消

ち
す

る
形

で

「
し

こ
ぐ
さ

」

に

訂

正

し

て

い
る
も

の

の
、
本

行

は

「
こ
し
ぐ

さ
」

と
な

っ
て

い
る
。
但

し
、

日
本
歌

学
大

系
や

日
本
古

典
文

学
全
集

な

ど

の
翻

刻

で
は

「
し

こ
ぐ

さ
」

に
校

訂

さ

れ
て

い
る
。

以
上

の
伝
本

は
私

に
は

1
類

に
分
類

す

る
が

、
他

に
は
系

統

を
異

に
す
る
京

都
大

学
文
学

部
図

書
室

(国

文
)

蔵
本

(
國
文

学
-

閃
σ
1

α
、)
が
①

型

の
本
文

で
あ

る
。

 

一
方

、
②

型

の
本

文

を
持

つ
伝
本

は
H
類

(京

文
本

を
除

く

)
と

m
類

(唯
独

自
見
抄

)
の
伝
本

(
11
久

曾
神

分
類

の
顕

昭
本

の
逸

脱
無

変
改

本
、

赤

瀬
分

類

の
略

本
系

H
類

)

に
な

る
。

 

こ
こ

で
①

型
、
②

型

の
本
文

を

そ
れ
ぞ

れ
解
釈

し

て

み
よ
う

。

 
①

型

は

「
萱

草

(く

わ

ん
さ

う
)
」

の

『
万

葉
集

』

で

の
表

記

に
関

す

る

「
ふ
る

き
人

」

の
説

を
紹

介

し

て

い
る
が

、

そ

れ

に
よ

れ

ば

「
萱

草

(く

わ

ん
さ

う
)
」

は

「
志
許

の
草
」

と

書

か

れ
て

い
る
と

い
う

。

こ

の

「
志
許

の
草

」

の
部

分

は
次

の
②

型

を
参
考

に
す
る

と

「
し

こ

の
く

さ
」

と
読

む

の
で
は

な
く

「
こ
こ

ろ
ざ

し

の
も

と

の
く

さ
」

と
読

む

べ
き
だ

ろ

う

か
。

つ
ま

り
、

「
萱
草

」

す
な

わ

ち

「
忘

れ
草

」

は
人

の
感

情

の
発
現

の
も

と

に
な
る
部
分

に
作

用
し

忘
却

さ
せ

る
効
能

を

も

っ
た
草

で
あ

る

と

い
う

意
味

を
表

記

し

た
と

い
う

の
で
あ

る
。

し
か

し
、

こ

の
説

を

と

っ
た

場
合

、
前
掲

万
葉

歌

A
、

B
の

「萱

草
」

と

「
志
許

草
」

は

そ
れ

ぞ
れ

異

な

る
植

物

で
は

な
く
、

「
萱

草

」

を

一
首

の
中

で

「
志
許

草

」

と
表

記

を

変

え

て
詠

ん
だ
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

 

さ

ら

に
、

「
さ

れ
ば

」

の
部
分

は
直

前

の

「
こ

れ
を

き
け

ば

し
を

ん

を

ば
、
う

れ

し
き

こ
と
あ

ら
ん

人
は
、

う

ゑ
て

つ
ね

に
み

る

べ
き
な

り
。

な

げ

く

こ

と
あ

ら

む

人

は
、

う

(
ふ
)

べ
か
ら

ざ

る

く

さ

な

り
」

と

い
う

「
紫
苑

」

の
説
明

を
受

け
て

い
る

と
と

れ
る

の

で
、

「
萱

草
」

(
の
表
記

)

に
つ
い
て

い
う

「
万
葉

集

に
も
…

」
以
降

の
文

章
と
う
ま
く

つ
な
が

ら
な

い
。

 

俊
頼

は

こ

の
あ

る

「
ふ
る

き
人
」

に
よ
る
説

を

「
ひ
が
ご

と
」

と

い
う

が
、

で
は
何

の
た

め

に
こ

の
説

を
紹

介

し
た

の

で
あ

ろ

う

か
。

顕

昭

は

『散

木
集

注
』

(①

型

の
本

文

を
引

用

す

る
、
後

述

)

で
、

二
首

の
万
葉

歌
を

「
こ
し
ぐ

さ
」

の
訓

で
引

用

し
な
が

ら

一
方

で

「
萱

草

」

11

「
志
許

草
」

(こ
れ

は
普
通

に
読

め
ば

「
し

こ
ぐ

さ
」
)

と

い
う

「
ふ
る
き

人
」

の

説
を
紹

介

す
る
俊

頼

の
態

度

を

「頗

相
違

歎
」

と
、

す

な
わ

ち
矛

盾

で
は

な

い
か
と
疑

問
視

し

て

い
る
。

 

ま
た
、
結

局

の
と

こ
ろ
俊
頼

は

「
こ
し
ぐ

さ
」

を

「萱

草

」

と
考

え

て

い
る

の
か

「
紫
苑

」

と
考

え

て

い
る

の

か
も

よ
く

わ

か
ら

な

い
。

「
ふ
る

き
人

」

の
説

を
重

視

し
て

い
る

の
で
あ

れ
ば

「
こ
し
ぐ

さ
」

は

「
萱
草

」

と

な
る

の
だ

が
、

そ

れ

は

「
ひ
が

ご

と
」

で
あ

る
と

い
う

し

、
「
こ

れ
を

き

け
ば

し

を
ん
を

ば

…
」

の
部

分

で

「
紫

苑

」

の
説

明

を
し

て

い
る

こ
と

か
ら
推

測

す
れ
ば

「
こ
し
ぐ

さ
」

11

「紫

苑

」

と
理
解

し

て

い
る
と

も
思

え

る

が

明

確

に
そ

れ

と

は

い

っ
て

い
な

い
。

『
袖

中

抄
』

に
引

か
れ

る

「
或
書

」

に

「
コ
ノ
髄
脳

ニ
オ

ニ
ノ

コ
シ
ク

サ

ト
イ

フ

コ
ト

コ

マ
ゴ

マ
ト

カ

・
レ
テ
侍

ド

モ
、

ソ
ノ
草

ヲ
イ

フ
ナ
リ
ト

モ
ナ
ク

テ
ヤ

ミ

ニ
テ
侍
、

マ

コ
ト

ニ
タ
カ
ラ

ノ
山

ニ
イ
リ

テ
手

ヲ

ム
ナ

シ
ウ

シ
テ

カ

ヘ
ル
ガ
ゴ

ト
シ
」

と
非

難

さ
れ

て

い
る
が
も

っ
と

も
と

い
わ
ざ

る

を
え
な

い
。

 

①

型

の
本
文

で
は
、

俊
頼

が

「
こ
し
ぐ

さ
」

の
訓
を

敢

え

て
採

用

す

る
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根

拠

が
充
分

に
示
さ

れ

て

い
る

と
は

い
え
な

い
。

 

次

に
②

型

の
本
文

の
解
釈

を
し

て
み

よ
う
。

こ

れ
は
、
①

型

が

「
ふ

る

き
人

の
物

が
た

り
」

で
あ

る

の
に
対

し

て
、
俊

頼
自

身

の
説

と
し

て
読

む

こ

と
が

で

き

る
。
「
志

許

草
」

を

「
心
ざ

し

の
も

と

の
く

さ
」

と
書

く

と

い
う

の

は
、

た

だ
万

葉
仮
名

に
よ
る
表
記

を
説

明

し
た
も

の
で
は

な
く
、

人

の
感

情

の
発

現

の
も
と

と
な

る
草
だ

と

い
う

こ
と
を
意

味

し

て

い
る
。

こ

の
説

明

は
①

型

の

と

こ

ろ

で
述

べ
た

こ

と

と
似

て

い
る

が
、
①

型

が

「
萱

草
」

が

「
志
許

草
」

で
あ

る
と

い

っ
て

い
る

の

に
対

し

て
、
②

型

で

は

「
さ
れ
ば

」

の
部
分

が
直

前

の

「
紫
苑

」

の
説
明

を
直

接
受

け

る

の
で

「
志

許

草
」

は

「
紫

苑
」

で
あ

る
と
理

解

さ

れ

る
。

「
紫

苑

」

は

「
こ

こ

ろ
ざ

し

の
も
と

」

に
働

き
感

情
を
忘

れ

な

い
よ
う

に
す

る

の
で

「
う
れ

し

き

こ
と
あ

ら
ん

人
」

は
植

え
る

べ
き

で
あ
り
、

「
な
げ

く

こ

と
あ
ら

ん
人

」

は
植

え

て
は

い
け
な

い
と

い
う

の
で
あ

る
。
②

型

は

二
首

の
万

葉
歌

の
本

文
が

「
し

こ
ぐ

さ
」

で
あ

る

の
で
、
そ

の
点

で
も
矛

盾
が

な

い
。
総

じ

て

②

型

は
①

型

の
本
文

に
比

べ
て
不
審

な
点

は

な
く
、

俊
頼

の
意

図

も
理
解

し

や
す

い
。

 

以

上
、
②

型

と
先

の
①

型
と

の
違

い
は
単

な

る
本

文
異

同

の
問

題

で
は

な
く

、
明

ら

か

に
俊

頼

の
注
釈
態

度

の
変
更

と
し

て
理
解

で
き

る
。
両
者

の
先

後
関
係

が

気

に
な

る
が
、

そ
れ

は

『
俊
頼

髄
脳

』

の
成
立

に
も
関

わ

る
問

題

で
あ
り

、
当

該
部

分
だ

け

の
先

後
関
係

を

取
り
沙

汰

す

べ
き

で
は

な

い
だ

ろ
う
。五

 
顕

昭

は
そ

の
著
作

の
中

で
数
種

類

の

『俊

頼
髄

脳
』

を
用

い
て

い
た

こ

と
が

知

ら

れ

て

い
る

が
、

「
お

に

の
し

こ
ぐ

さ
」

の
注

釈

に
関

し

て
も

『散

木
集

注
』

と

『袖

中
抄

』

で
は
異

な

る

『
俊
頼

髄
脳

』

を
用

い
て

い

る

こ
と

が
指
摘

さ

れ
て

い
る
。
前
節

に
引

き
続

き
、

そ

れ
ぞ

れ

に
引
用

さ

れ

る
末

尾
部
分

を
次

に
掲
げ

る
。

 

『
散
木

集
注

』

-ー
①

型

 
 

さ

れ
ば
、

万
葉
集

に
も
、
萱

草
を

ば
、
志

許

の
草

と
は

か

け
る
也

と

 
 

そ

、
人
申

け

る
。
但
、

た

し

か
に
み

え
た

る
と

こ
ろ
な

し
。

古

人

の

 
 

物

語
な

れ
ば
、

ひ
が
事

に
も
や
あ

ら

ん
。

 

『
袖

中
抄
』

-ー
③

型

 
 

サ

レ
バ
万

葉
集

ニ
モ

コ
シ
グ

サ

ト

ハ
、

コ

・
ロ
ザ

シ

ノ

モ
ト

ノ
草

ト

 
 

ハ
云
也
。

一
見
し

て

『散

木
集

注
』

に
引

か
れ

た

『俊
頼

髄

脳
』

は
先

の
①

型

と
同

文

を
有

し

て

い
る

こ
と
が

わ

か
る
。

 

一
方

、

『袖

中

抄
』

所
引

の

『
俊

頼

髄
脳

』

は
②

型

に
近

い
も

の
の
、

「
万
葉

集

ニ
モ
」

(傍

線

部

ア
)

と

い
う

出
典

が

記

さ
れ

て

い
る
。

ま
た

傍

線
部

イ

の
部

分

は
②

型

で

は

「
し

こ
ぐ

さ
」

で
あ

る
が

『
袖
中

抄

』

で

は

「
コ
シ
グ

サ
」

と
な

っ
て

い
る
。

以
下

こ
れ
を
③

型

と
呼

ぶ
が
、

こ

れ

と
同

文

を
持

つ

『俊

頼

髄

脳
』

は

現

存

伝
本

の
中

に
は
見

い
出

せ

な

い

(概

し
て
顕

昭
が
諸

歌
学

書

に
引
用

す

る

『
俊
頼

髄
脳

』

の
本

文

は
現
存

伝

本
中

に
見

い
出

せ
な

い

こ
と
が
多

い
の
で
あ

る
が
、

そ

の

こ
と

は
ま

た

別

稿

で
論

じ
た

い
と
思
う

)
。

 
③

型

の
本

文

の

「
コ

・
ロ
ザ

シ
ノ

モ
ト
ノ
草

ト

ハ
云
也
」

の
部
分

は

や

は
り

「
こ
し
ぐ

さ
」
が
人

の
感

情

の
も

と
と
な

る
草

で
あ

る

と

い
う

こ
と

を
意
図

し

た
表
記

で
あ

る

こ
と
を

い

っ
て

い
る

の
だ

ろ
う
。

し

か

し
、

こ

う
し

た
説
明

が
有

効
な

の
は

「
志
許

草
」

と

い
う
万

葉
仮
名

表

記

を
前
提

に
す

る

か
ら

で
あ

る
。

よ

っ
て

「
コ
シ
グ

サ
」

は

『
万
葉
集

』

で
は

「
志
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許

草
」

と
表

記

さ

れ

て

い
た

こ

と

に
な

る
。

す

る

と

「
し

こ

ぐ

さ
」

と

「
こ
し

ぐ
さ
」

の

『
万
葉

集
』

に
お
け

る
表

記
上

の
差

は
な

く
な

り
、

俊

頼

は

「志

許
草

」

と

い
う

表
記

を
も

っ
て

「
こ
し
ぐ

さ
」

と
訓
ん

で

い
た

こ
と

に
な

る
。

先

に
廣
瀬

本

『
万
葉
集

』

に

「
こ
し
ぐ

さ
」

の
訓

が
注

記

さ
れ

て

い
る
こ
と
を

指
摘

し

た
が
、

本
文

は
や

は
り

「
志
許

草
」

以
外

に

書

か
れ

て
は

い
な

か

っ
た
。

 

た
だ
顕

昭

は

『散

木
集

注
』

や

『袖

中
抄

』

の
中

で
は

「
こ
し

ぐ

さ
」

を

「
腰

草
」

と

表
記

し

て

い
る
。

ま
た
、

『
俊

頼
髄

脳

』

の
伝

本

の
う

ち

W
類
本

の
中

に
も

「
腰
草

」

と

い
う
表

記

を
見

つ
け

る

こ
と
が

で
き

る
。

こ
の

「腰

草
」

と

い
う
表

記

は

『袖
中

抄
』

に
見
え

る

「
オ

ニ
ノ

コ
シ
グ

サ
ト

ハ
、

彼

オ

ニ
ノ
、

コ
ノ
草

ト
リ

テ
、

コ
シ

ニ

ハ
サ
ミ

テ
持

ケ
リ
」

と

い
う

「或

人
」

の
説

に
通

底

す
る
。

た
だ
、

こ
の
表
記

か
ら
は

「
コ

・
ロ

ザ

シ
ノ

モ
ト

ノ
草

ト

ハ
云

也
」

と

い
う
説

明
が
出

て
く
る

と
は
思

わ

れ
な

い
。
も

ち

ろ
ん
、
現

存

す
る

『
万
葉

集
』

に
も

「
腰
草

」

と

い
う

表
記

は

見

ら

れ
な

い
。

 
①

型

に
し

ろ
③
型

に
し
ろ
、

俊
頼

が

「
こ
し

ぐ

さ
」
と

い
う
訓

を

用

い

た

こ
と
は
疑

い
な

い
の
で
あ

る
が
、

結
局

も

と

に
な

る
万

葉
歌

は
ど

ん
な

表

記

に
な

っ
て

い
る

の
か
判
然

と
し
な

い
。

 

以

上
検

討

し

て
き

た
①

～
③

型

の
本
文

の
中

で
は
、

「
し

こ
ぐ

さ
」

の

本

文

に
基
づ

く
②

型

が
最

も

矛
盾

な
く

理
解

で
き

る
。

一
方

「
こ
し
ぐ

さ
」

の
訓

を
用

い
た
①
型

や
③

型

に
な

る
と
、

俊
頼

の
説

明

は
歯

切

れ

の
悪

い

も

の
に
な

る
。
①
型

に
関

し

て

は

「
萱
草

」

11

「
志

許
草

」

で
あ

る
と
す

る

「
ふ
る

き
人
」

の
説

を
紹
介

す

る

一
方

で
、

そ

の
説
を

『万

葉
集

』

に

は

「
た
し

か

に
み
え
た

る
と

こ

ろ
な
し

」
と
退

け

て

い
る

の
で
、

ま
だ
俊

頼

自
身

も

そ

の
説
得

力

不
足

を
自

認
し

て

い
る
よ

う

に
思

わ

れ
る
が

、
③

型

に
関

し

て
は
た

だ

「
万
葉
集

ニ
モ
…
…

云
也
」
と
断
定

す

る
ば

か
り
だ

。

し

か

し
、
そ

の
説

明
は
十

全
な

も

の
で

は
な

い
。

 

と

こ
ろ

で
、
②

型

の
本

文
を

持

つ
H
類

の
伝
本

の
多

く

に

は
顕
昭

の
寿

永

二
年

八
月

二

日

の
書

写
奥
書

が
あ

り
、

ま
た

顕
昭

が
参

照

し
た

と

い
わ

れ
る

「唯

独
自

見
抄

」
系

統

(m
類

)
も
②

型

の
本
文

を
持

つ

(注

(
11
)

参

照

)
。
し

か
し

な
が

ら
、

顕

昭
は
②

型

の
本
文

を

『
散

木

集
注

』
、

『袖

中

抄
』

に
は
引

用

し

て

い
な

い
。

こ
の

こ
と
は

ど
う
考

え

れ
ば

よ

い
の
だ

ろ
う

か
。

 

顕
昭

が
用

い
て

い
な

い
こ
と
を
重

視

し
、
②

型

の
本

文

を
持

つ
現

存
伝

本

は
後

の
改

変
、

誤
写

に
よ

る
も

の
と
考

え

る

べ
き

な

の
だ

ろ
う

か
。

改

変

、
誤

写

で
あ

る
と
す

る
と
③

型

が
そ

の
も

と

に
な

っ
て

い
る
と
想

定

す

る

の
が
妥
当

で
あ

ろ
う

が
、

そ
れ

に
し

て
も
③

型

の
本

文

を
伝

え

る
伝

本

が

一
本

も
残

っ
て

い
な

い
の
は
理
解

し
が

た

い
。
数

の
問

題

で
は

な

い
が
、

②

型

の
本
文

を
有

す

る
伝
本

は
三
〇

を
越

え

て

い
る
。

 

②

型

の
本

文

を
伝

え
る
伝
本

に
顕
昭

の
奥
書

が
あ

る

こ
と

は
事
実

で
あ

る
。

や
は

り
顕

昭
は
②

型

の
本

文

を
見

て

い
た
と
考

え

る

の
が
妥
当

で
あ

る
。

で

は
、

な
ぜ

顕
昭

は

そ
れ
を
採

用

し
な

か

っ
た

か
。

顕

昭

は
あ
く

ま

で
も

俊
頼

は

「
こ
し

ぐ
さ
」

の
訓

を
用

い
た
と
考

え
、
②

型

の
よ

う
な

本

文

は
す

で
に
改
変

や
誤

写

さ
れ

て

い
る
と
考

え
た

の
だ

ろ
う

か
。

ま

た
、

俊

頼

が

「
こ
し

ぐ
さ
」

の
訓

を
用

い
て

い
る
こ
と

の
特
異

さ

を
訴

え

る
た

め
、

俊
頼

が
②

型

の
よ
う

な
本
文

を
も
残

し
て

い
る

こ
と
を
意

図

的

に
伏

せ
た

可
能
性

も

あ

る
だ

ろ
う

か
。

 

稿

者

は
③

型

の
本
文

こ
そ
顕
昭

に
よ
る
改
変

本

文
と
退

け

た

い

の
で
は

な

い
。
顕

昭
が

現
存

す

る
の
と

は
異

な
る
本

文
を
有

す

る

『
俊
頼

髄
脳

』

を
見

て

い
た
可

能
性

は
充

分

に
あ

る
だ

ろ

う
。

た
だ
、

こ
れ

ま

で
俊
頼

は
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「
こ
し
ぐ
さ

」

の
訓

を
用

い
た
と

い
う

こ
と
ば

か

り
が
注

目

さ
れ

て
き
た

よ
う

に
思

わ

れ

る

の
だ
。

『
散
木

集

注
』

や

『袖

中

抄
』

所

引

の

『俊

頼

髄

脳
』

に
ば

か
り

目
を
向

け

る

の
で
は

な
く
、

現
存

す

る

『俊

頼
髄

脳
』

の
多

く

に
②

型

の
よ
う

な
本
文

が
伝

え

ら
れ
、

俊
頼

が

「
し

こ
ぐ

さ
」

と

い
う

一
般
的

な
訓

を
も
採

用

し

て

い
た
可

能
性

が

あ
る

こ
と

を
認
識

す

る

必

要

が
あ

る
の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

一」
ノ、

 

 

二
首

の
万
葉

歌

に
詠

ま

れ

た

「
萱
草

」

「
鬼

之
志

許

草
」

を

『
俊
頼

髄

脳

』

以
外

の
歌

学
書

で
は
、
何

と

い
う
植

物

に
比
定

し

て

い
る
か
簡

単

に

整

理

し
て

お
こ
う
。

 

『綺

語

抄
』

は

「
萱

草
」

を

「
忘

草

」

と

し
、

「
鬼

之

志

許

草
」

を

「
蘭
」

と

す

る
。

『綺

語

抄
』

も

『
俊

頼

髄
脳

』

と
同

様

に
兄
弟

二
人

の

話

を
載

せ

る
が
そ

こ

で
も

、
弟

は

「
蘭
」

を
植

え

た
と

し

て

い
る
。

 

『奥

義
抄
』
は

「
萱
草

」

は

「
忘

草
」

で

「
鬼
之

志
許

草
」

は

「紫

苑

」

で
あ

る
と

い
う
。

「
忘
草

」
に

つ
い
て
は

、

『伊

勢
物

語
』
を
引

き

「
忍
草

」

と
同

じ

で
あ

る

と
説

明

す

る

一
方

、

「
紫

苑
」

と

す
る
根

拠

は
提

示

さ

れ

ず

、

た
だ

「
順
が

和
名

に
は

お

に
の
し

こ
ぐ

さ
と

云
注
見

え
ず

」

と

い
う

に
と
ど

ま

っ
て

い
る
。

『和

歌

色
葉

』

は

こ

の

『奥

義

抄
』

の
説
を

踏
襲

し

て

い
る
。

 

ま

た

『
八
雲
御
抄

』

に
は

「
枝
葉

部

・
草
部

」

の

「紫

苑

」

の
項

目

に

「
お
に

の
し
こ
ぐ

さ
 

し

お
に

と
云
心
也

」

と
見

え

る
が
、

こ
れ

は

「
し

お

に
」

の

「
お

に
」

の
部

分

に

「鬼

」

を
読

み
取

っ
て

い
る
の
だ

ろ
う
。

 

時

代
が
前

後
す

る
が

『
和

歌
童
蒙

抄

』

は

「
萱

草
」

を
仰

々
し

く

「
説

文
」

や

「博

物
誌

」
な

ど
を

引

き

つ

つ

「
忘

草
」

と
説

明
す

る
も

の

の
、

「
鬼

之
志
許

草
」

に

つ
い
て
は

一
言

も
触

れ

て
い
な

い
。

 
以

上
見

て
き

た
と

お
り

「
萱
草

」

は

い
ず

れ

の
歌
学
書

も

「
忘

草

」

で

一
致

す

る

が
、

「
鬼
之

志

許

草
」

に

つ
い

て
は

「蘭

」

と

す

る
説

と

「
紫

苑
」

と

す

る
説

が
あ

る
。

『
俊

頼

髄
脳

』

で

は
先

に
も

述

べ
た
よ

う

に
判

然

と
し

な

い
の

で
あ

る
が
、

「
鬼

之

志
許

草

」

に
関

し

て

い
え
ば
①

型

で

は

「
萱
草

」
、
②

型

で
は

「
紫
苑

」

と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う

か
。

 
と

こ

ろ
で
、
本

稿
冒

頭

に
掲
げ

た
俊

頼

の
詠

は

『散

木
奇

歌
集

』

の
秋

部

(四

一
九
)

に
収

め
ら

れ

て

い
る
。

い
ま
同
集

の
秋

部

の
当
該

詠

の
前

後

の
歌

に
詠
ま

れ
た
素

材

を
取

り
出

し

て
見

て
み
る

こ
と

に
し

よ
う
。

 

・
三
九

一
～

三
九

三
…

…

「
野
花
」

 

・
三
九

四
～

三
九

五
…

…

「刈

萱
」

 

・
三
九

七
～

四
〇

三
…

…

「
女
郎
花

」

 

・
四
〇

四
～

四

一
七
…

…

「萩

」

 

・
四

一
四
～

四

一
八
…

…

「薄

」

 

・
四

一
九
 
 

 

 

 

 

「鬼

の
志
許

草

(腰

草

)
」

 

・
四

二
〇
～

四

二

一
…

…

「蘭

」

四
二

二
番

歌
以

降

は
秋

の
虫

を

題
材

に
し

た
歌

が
配
列

さ

れ

て

い
る
。

さ

て
、

注

目
す

べ
き

は

「
蘭

」

の
歌
群

の
前

に
当
該

歌

が
置

か
れ

て

い
る

こ

と
だ

。

同

様

に

『
散

木

集

注
』

の
秋

部

の

配

列

も
確

認

し

て

お

こ
う

(
『
散
木

集

注
』

に
利

用
さ

れ

た

『
散
木

奇

歌
集

』

は
現

存

本

の
何

れ

と

も

こ
と

な
る

こ
と
が

知
ら

れ

て

い
る
)
。

 

・

「
七
夕
」
 

 

 

 

三

八
二

二
二
八
三

二
二
八

九

・
三

八
四

 

・

「萩

」
 
 

 

 

 

四
〇

三

・
四
〇

七

「秋

情

寄
萩
」

 

・

「薄

」
 

 

 

 

 

四

一
七

 

・

「
刈
萱
」
 

 
 

 

三
九

四

一g一



 

・

「
(蘭

)
」
 

 

 

 
四

二
〇

・
四

一
九

以
下

は
省
略

す

る
が
、

秋

部

の
最
後

は

「
雑
秋

」
と

い
う
現
行

『散

木
奇

歌
集

』

に
は
な

い
部

類

が

あ

る
。

さ

て
、

「
刈
萱

」

詠

に
続

く
四

二
〇

番

歌

に
は
何

の
歌

題
も

、
分

類

の
た

め

の
見

出
し

語
も

な

い
の

で
あ

る
が

、

 
 

さ

〉
が

に

の
衣

架

に
か

〉
れ

る
蘭

た
れ
を

ぬ

し
と

て
人

の
か
る
ら

む

 
 

(
四
二
〇

)

と

い
う
歌

で
あ

り
、

明

ら
か

に

「
蘭

」

を
詠

ん
だ

も

の
で
あ

る
。

問
題

の

当
該

歌

は
こ

の
歌

の
次

に

「
雨
中

草

花
」
と

い
う
題

で
配
置

さ
れ

て

い
る
。

 

い
ず

れ
の
場

合
も
当

該

歌

は

「
蘭

」

の
歌
と

隣
り
合

っ
て
お
り

、
俊
頼

は

「
鬼

の
志

許

草

(腰

草
)
」

を

「
蘭

」

と
見

な

し

て
配
列

し

た

と
考

え

て

よ

い

の
で

は
な

い
だ

ろ

う

か
。

し

か

し
、

「蘭

」

と

い
う
説

は

『
俊
頼

髄
脳

』
に
は
全

く
示

さ
れ

て

い
な

い
。
も

ち

ろ
ん

「紫

苑
」

は

『古

今
集

』

の
物

名
歌

(
四
四

一
)

に
詠

ま
れ

る
な

ど
全
く

和
歌

に
詠

ま
れ

な

い
わ
け

で
は
な

い
が
、

や

は
り
季

節

詠

の
歌

材

と
な

る

こ
と
は
な

い
。
次

善

の
案

と

し

て

「蘭

」
の
扱

い
で
配

列

し

た
と
も

想
像

で
き

る
。

し
か
し

な
が

ら
、

雑

部

(『
散

木
集

注
』

に
は

「
雑

秋

」

も
あ

る
)

に
収

め
て

も
よ

い
は
ず

で
あ
り
、

む

し
ろ
積

極
的

に

「
蘭
」

と

し

て
配

置

し
た
と
考

え

た

い
。

い

ず

れ

に
し

ろ

『
散
木

奇

歌

集
』

で

の
配

列

を

見

る
限

り
、

『俊

頼
髄

脳

』

と
自

身

の

「
鬼

の
志

許

草

(腰

草

)
」

詠

は
何

ら
有

機
的

に
繋

が

る

こ
と

は

な
く

な

っ
て
し

ま

っ
て

い
る
。

 
 

 
 

七

 
本

稿
冒

頭

の
俊
頼

詠

は
そ

の
詞
書

か
ら
、
観

音
寺

に
お

い
て

「
雨
中

草

花

」

と

い
う
題

で
詠

ま

れ
た

こ

と
が
判

明

す
る
。

こ

こ
に

い
う

観
音
寺

は

東

山

は
泉

涌
寺

の
北

に
位

置

す

る

「
今

(新

)
熊

野
観

音

寺
」

(現
京

都

市
東
山
区
泉
涌
寺
山
内
町
、
真
言
宗
泉
涌
寺
派
寺
院
、
山
号
新
那
智
山
)

で
あ
る
と
考
え
て
恐
ら
く
間
違
い
な
い
。
同
寺
は
弘
仁
年
間

(八

一
〇
1

八
二
四
)
嵯
峨
天
皇
御
願
に
よ
り
空
海
が
開
基
、
左
大
臣
藤
原
緒
嗣

(山

本
大
臣
)
が
伽
藍
を
造
立
し
た
と
い
わ
れ
、
西
国
三
十
三
所
霊
場
の

一
に

数
え
ら
れ
て
い
る
。

 
永
暦
元
年

(
=

六
〇
)
十
月
、
熊
野
御
幸
を
盛
ん
に
行

っ
て
い
た
後

白
河
上
皇
が
熊
野
権
現
を
法
住
寺

(観
音
寺
に
近
い
)
境
内
に
勧
請
し
今

熊
野
と
名
付
け
た
こ
と
か
ら
、
観
音
寺
も
今
熊
野
観
音
寺
と
称
さ
れ
る
よ

う
に
な

っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
実
際
は
そ
れ
よ
り
以
前
に
も
す
で
に
観

音
寺

(周
辺
)
が
今
熊
野
と
称
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
記
事
が
散
見
す

る
。
た
と
え
ば
、
『寺
門
高
僧
記
』
巻
第
四

「行
尊
伝
」
所
収

「
観
音
霊

所
三
十
三
所
巡
礼
記
」
(続
群
書
類
従

・
二
八
上
)
に
は
、

 
 
二
十
五
番
 
 
勧
音
寺
。
辮
鵜
肝
難
 
願
主
。
軸
躰
款
礪

と
あ
り
、
行
尊

(
一
〇
五
五
-

一
=
二
五
)
が
巡
礼
を
行

っ
た
当
時
の
記

事
に

「新
熊
野
」
の
名
称
が
見
え
る
。
ま
た
、
『
塔
嚢
紗
』
巻
十
七

コ
ニ

十
三
所
観
音
事
」
に
も
、
久
安
六
年

(
一
一
五
〇
)
の

「長
谷
僧
正
参
詣

之
次
第
」
(十
八
番
)
が
あ
り
、
そ
こ
に
も
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。

 
 
観
音
寺
等
身
千
手
洛
外
今
熊
野
ノ
奥
ニ
ア
リ
。
弘
法
大
師
御
作

『寺
門
高
僧
記
』
(著
者
不
詳
、
鎌
倉
時
代
末
?
成
立
)
も

『壌
嚢
紗
』

も
後
代
の
資
料
で
あ
り
、
確
か
に
そ
の
記
事
の
信
頼
性
が
問
わ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
観
音
寺

(周
辺
)
が

「今

(新
)
熊
野
」
と
呼
ば

れ
て
い
な
け
れ
ば
、
観
音
寺
で
詠
ん
だ
俊
頼
詠
に

「真
熊
野
」
と
い
う
歌

枕
が
初
句
に
詠
ま
れ
て
い
る
説
明
が
つ
か
な
い
だ
ろ
う
。

 
こ
の

「真
熊
野
」
は

『万
葉
集
』
に

「真
熊
野

の

(小
)
船
」
(九
四

四

・
一
〇
三
三
)
と
詠
ま
れ
る
紀
伊
国
の
地
名
で
あ
る
。
俊
頼
詠
を
採
録

一g一



す
る

『
夫
木

和
歌

抄

』
や

『
歌
枕

名

寄
』

も
紀
伊

国
あ

る

い
は
伊
勢

国

の

歌

枕

を
詠

ん
だ
歌

と

し

て
採

録

し

て

い
る
。

し

か
し
、
俊

頼

は
紀
伊

国
や

伊
勢

国

の
歌

枕

と

し

て
詠

ん
だ

の
で

は

な

い
。

山

田
洋

嗣

は
俊

頼

詠

に

「
真

熊
野
」

が
使

わ

れ

て

い
る

こ
と

に
関

し

て
、

「
『
ま
く
ま

の
』

に

い
か

な

る
表

現
効

果

を
期

待
し

て

い
る

も

の
な

の

か
読

み
取

り

に
く

い
。

『本
』

を
無
視

し

て
、

し

か
し

こ

の
語

に
感

じ
取

っ
た
何

ら

か

の
力

を
利

用
と

し

て

い
る

の
に
は
違

い
な

い
が
」

と
述

べ
て

い
る
が
、

こ
れ
は

見
当
違

い
で

あ

ろ
う
。
俊

頼

が

「
真
熊

野
」

を
観

音
寺

(周

辺
)
が

今
熊

野

と
呼

ば

れ

て

い
る

こ
と
を
念

頭

に
し
て
詠

ん

だ
と
考

え

れ
ば

充
分

に
理
解

で
き

る
。

む
し
ろ
観
音
寺

と

い
う
場
で
詠
む

に
は
ま

さ
に
相
応
し

い
歌
枕
な

の
で
あ

る
。

 

ま

た
、
観

音
寺

は

葬
送

の
地

、
鳥

部
野

に
隣
接

し

て

い
る
。

塚

を
守

る

「
鬼

」

の
説

話

を

「本

」

と
す

る

「
鬼
之

志
許
草

」

と

い
う

歌
語

を
詠

む

に
も

ま
た
相

応

し

い
場
な

の

で
あ

る
。

一
首

は
決

し

て

「
本
」

を
無

視

し

て
詠

ま
れ

た
も

の

で
は
な

い
。

 

と

こ
ろ

で
、

『散

木

奇

歌
集

』

に
は

こ

の

「
観
音

寺

」

が
当

該
歌

の
他

に
も
散

見

さ
れ

る
。

 

・
観

音
寺

の
藤

の
も
と

に

て
、

晩

見
藤
花

と

い

へ
る
事

を

よ
め

る

(
一

 

 

七
九
)

 

・
修

理
大

夫
顕

季

、
観
音

寺

の
藤
花

さ

か
り

な
り

と
聞
き

て
、

見

に
ま

 

 

か
り

け
る

に
さ

そ

は
れ
け

れ
ば

ま

か
り

て
よ
め

る

(
一
八

二
)

 

・
修

理
大

夫
顕

季

の
観
音

寺

に
て
歌
よ

ま

れ
け
る

に
、
寄

郷
濁
恋

と

い

 

 

へ
る
事

を

(
一
一
七

六
)

右

に
あ
げ

た
他

に

一
一
七

六
番

の
詞
書

に
も
観
音

寺

の
名

は
見
え

る
。
俊

頼
が

観
音
寺

へ

一
人

で
出

掛

け

「
雨

中
草

花
」

と

い
う
題

で
歌

を
詠

む
と

は
到

底
思

え
な

い
の
で
、

歌
人

達

が
集

ま
り
歌
会

を
催

し

た

の
で
は

な

い

だ

ろ
う

か
。
右

の
例

か
ら
考

え
て
顕
季

が
そ

の
中

に
い
た
可

能
性

は
高

い
。

『六

条
修

理
大

夫
集

』

に
も
観

音
寺

で
人

々
と
歌

を
詠

ん
だ

と

い
う
詞

書

が
見

え

る
。

歌
人
達

の
前

で
俊

頼
詠

が
披

露

さ
れ
た
時
、

い

っ
た

い
ど
ん

な

反
応

が
起

こ

っ
た
だ

ろ
う

か
。
当

然

『
俊
頼
髄

脳
』

所
掲

の
兄
弟
説

話

が

話

題

に
な

る

で

あ

ろ
う

し
、

も

し

そ

の
時

「
し

こ
ぐ

さ
」

で

は
な

く

「
こ
し

ぐ

さ
」

と
詠

ん
だ

の
で
あ

れ
ば
非

難

さ
れ
、

そ
う
訓

む
根

拠

を
求

め

ら

れ

た

か
も

し
れ

な

い
。

ま

た
、

「
鬼

之

志
許

草
」

と

は

い

っ
た

い
何

の
植

物

な

の
か

と

い
う
議

論

に
も

な

っ
た
で
あ

ろ
う
。

俊
頼

は

ど

れ
程

自

分

の
歌

に
自

信
を

持

っ
て

い
た

の
だ
ろ
う

か
。

 

何

時

の

こ
と

か
不
明

で
あ

る
が
俊

頼

は
隆
源

に

「
鬼

の
腰

草
」

と
は
何

か
と
尋

ね

て

い
る

(
『散

木
集

注
』
)。

 

 

付

此
寄
俊

頼
卿

隆

源
云

「
お
に

の
腰

草

と
は
何
物

乎
」

し

か

し
、

そ

の
答

え

は
隆

源

か

ら
は
得

ら

れ

て

い
な

い

(「
サ

ル
草

コ
ソ

シ
リ

ハ
ベ
ラ

ネ
」
)
し

、
既

に
見

て
き

た

よ
う

に
俊
頼

の

「
こ
し

ぐ

さ
」

の
理
解

は

一
貫
し

て

い
な

い
。

時

に
は

「
萱
草
」

で
あ

り

(
『俊
頼

髄

脳
』

①

型

)
、

時

に
は

「
紫
苑

」

(同
②
型

)

で
あ
り
、

ま

た

『散

木
奇

歌
集

』

に
は

「
紫

苑
」

と

し

て
俊

頼
詠

は
収

め
ら

れ

て

い
る
。
俊

頼

は

「
こ
し
ぐ

さ
」
、
「
し

こ
ぐ
さ

」

の
訓

の
間

で
揺

れ
、

ま
た

そ
れ
が
何

の
植
物

で
あ

る

か
と

い
う

こ
と

で
揺

れ

て

い
る
。

兼
築

は

「
『俊

頼
髄

脳

』

に

お

い
て
自

流

の
用

語
解

説
を

強
固

に

一
貫

さ
せ

て

い
く

そ

の
態
度

に
は
、
自

負

に
満

ち
た
パ

イ

オ

ニ
ア

の
意

志

と
確

信

が
看
取

で
き
る
」

と

い
う

が
、

稿
者

に

は
俊

頼

の
態
度

が

そ

れ
ほ
ど

颯
爽

と
し

た
も

の

に
は
思

え

な

い
。

 

『
袖
中

抄

』
所

引

の

「
或
書

」

に
よ

れ
ば
、
俊

頼

の
質
問

に
対

し

て
隆

源

は

「
万
葉

集

ニ
オ

ニ
ノ
シ

コ
草

ト
イ

フ
草

コ
ソ
ア

レ
、

ソ

レ
ヲ

ヒ
ガ

ぐ

キ

シ
タ
リ

ケ

ル
ヲ
、

コ
ノ
ヒ
ト

ハ
ミ

タ

ル

ニ
ヤ
ア

ラ
ム
」

と

い
う
感
想

を
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も

ら
し

た

と

い
う
。

『俊

頼

髄

脳
』

の
①

型

の
本

文

で

「
ふ

る
き

人
」

の

説

を

『万

葉
集

』

に
は

「
た

し
か

に
み

え
た

る
と

こ
ろ
な

し
」

と

い

っ
て

「
ひ
が
ご

と
」

と
疑

う
俊

頼

に
と

っ
て
、

恐

ら
く

「
こ

し
ぐ

さ
」
を

「
ヒ

ガ

ぐ
キ

」
と
疑

う

こ
と

は
そ

れ
ほ

ど
困
難

で
は
な

い
は
ず

だ
。

し

か
し
、

「
ひ
が
ご

と
」

で
あ
れ

「
ヒ
ガ

寸
キ
」

で
あ

れ
、
俊

頼

は

「
こ
し
ぐ

さ
」

と

い
う
訓

を
他

の
歌

人
達

の
よ
う

に
容
易

に
捨

て
る
こ

と
が

で
き
な

か

っ

た

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
俊

頼

は
隆

源
や

あ

る

い
は
顕

昭

の
よ
う

に
冷

静

に
批

判

で
き

る
地

点

に

い
る

の
で

は
な

い
。

 

山
田

は
、
当

時

の

「本

」

の
意
識

を
基

準

に
す

る
時

「逸

脱

す

る
人
」

「
任
意

の
人
」

と

し

て
見
え

た
と

し

て
も
、
俊

頼

は
お

の
れ

の
詩

心

を
優

先

さ
せ

る

「個

の
詩

人

」

で
あ
り
、

俊
頼

に
と

っ
て

「
本

」
が

お

の
れ

の

詩

心
を
高

か
ら
し

め
る

場
合

に
の
み

「
本

」

は
有
効

で
あ

り
、

そ
う

で
な

い
場
合

は
時
代

共

通

の

「
本

」

は
ど
う

で
も

よ

い
も

の
で
あ

っ
た

と

い

っ

て

い
る
。

 

稿
者

も
山

田

の
考

え

に
基
本

的

に
同
意

し

た
上

で
敢

え

て

一
つ
だ

け
次

の

こ
と
を
付

け
加

え
た

い
。
確

か

に
事
後

的

に
見

れ
ば
俊

頼

は
時
代

共
通

の

「
本

」

の
意

識

か
ら

逸
脱

し

て

い
よ
う
。

し

か
し
、

そ

の

「
逸
脱

」

は

や
す

や
す

と
な

さ
れ
た

も

の
と

は
限
ら

な

い
。
逸
脱

し

た
当

の
本
人

に
し

か
感

じ
得

な

い

「
本
」

へ
の
畏

れ
が

あ

る

の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

「
こ

し
ぐ

さ
」

「
し

こ
ぐ

さ
」

の
両

訓

の
採

用
、

「
鬼

の
志
許

草

(腰

草

)
」

の

解

釈

の
揺

れ
が

そ
れ
を

示

す
。

そ
し

て
、
当

時

「鬼

の
志
許
草

」

を
歌

に

詠

み
得

た

の
は
独

り
俊

頼

の
み

で
あ

る
。

そ
こ

に
は
、
先

に
見

て
き
た

よ

う

な
無

難

な
解
釈

し

か
示

し
得

な

い
諸

々
の
歌
学
書

の
著

者
達

(歌

人

で

あ

る
は
ず

)

に
は
到
底

思

い
も

及
ぼ

な

い

「
本

」

へ
の
畏

れ
が
あ

る

は
ず

だ
。

山

田
が

い
う
よ

う

に
俊

頼

は
詩

心
を
優

先

さ
せ

た
。

な

に
よ
り

も
俊

頼

は

「
歌

よ

み
」

だ

っ
た

の
で
あ

る
。

 

『
散
木

奇
歌

集

』

の
現

存
本

を

見

る
限

り
、
俊

頼
詠

の
本

文

が

「
こ
し

ぐ
さ
」

と

な

っ
て

い
る

の
は
書
陵

部
本

の
み
で
、
他

の
伝

本

が

「
し

こ
ぐ

さ
」

と
伝

え
る

こ
と

は
既

に
確

認

し

た
。

そ

し

て
、

そ
れ

ら

は
兼
築

の

い

う
よ
う

に
後

代

の
改
変

、
誤
写

と
考

え

る

の
が
妥
当

で
あ

ろ
う

。
し
か

し
、

一
方

で
稿

者

は

『
俊
頼

髄

脳

』

の
伝
本

に
は

「
し

こ
ぐ

さ

」

(②

型

)

の

本

文
が

あ

り
、

そ
れ
が

誤
写

や
改

変

で
は
な

い
こ
と
も
指

摘

し
た

。
そ

の

点

か
ら

考

え

る

と
俊

頼

が

俊
頼

詠

の
本

文

を

「
し

こ

ぐ

さ
」

と
詠

ん

だ

(改

め

た
)

可
能

性

も
想

わ
ず

に

い
ら

れ
な

い
。

し

か
し

な

が
ら

、

「
こ

し
ぐ

さ
」

「
し

こ
ぐ
さ
」

両
方

の
本

文

を
俊
頼

自
身

の
も

の

と
認

め
れ
ば

、

『
散
木

奇
歌

集
』

の
改
変

が

俊
頼

の
手

に
よ

っ
て
行

わ

れ
た

の

か
と

い
う

別

の
問

題

も
生

じ
る

(実
際

、
冷

泉
家
本

を

除
く

現
存

『
散
木

奇

歌
集
』

は
大

別

二
系

統

に
分

類

さ

れ

る
が
)
。

そ
れ

は

こ

の

「
こ

し

ぐ
さ

(し

こ

ぐ

さ
)
」

詠

の
考

察

の

み

で
論

じ

る

こ
と
は

不
可
能

で
あ

り
、

現
時

点

で

俊

頼

の
改
変

が

あ

っ
た
と
主

張

す

る
根

拠
も

持

ち
合

わ

せ

て

い
な

い
。

た

だ
、
俊

頼

詠

の

「
し

こ
ぐ

さ
」

の
本
文

を
す

べ
て
後

代

の
改

変
、

誤
写

と

断
定

す

る
こ
と

に
は
依

然

と
し

て
た

め
ら

い
を
感

じ

る
。

注
(1
) 

「俊
頼

髄
脳
」

(国
文

学
解
釈

と
鑑
賞

・
第

53
巻

3
号

・
特
集

院

政
期
文
学

 

 

史

の
構

想

・
昭
和
六
三
年
三
月

)
以
下
、
兼
築

の
論

は
こ
れ

に
拠

る
。

(2
) 

『万
葉
集
』

の
引
用

は

『校

本
萬

葉
集
』

(岩
波
書
店
)

に
拠

る
。

こ
の
二
首

 

 

は

『類
聚
古
集
』

で
は
巻

七

・
草
部

「鬼
乃
志
許
草
」

に
二
首

ま
と
め

て
載
録

 

 

さ
れ

て
い
る
。
同

集

で
の
訓
を
示

せ
ば
、

A
は

「
わ
す
れ
ぐ
さ
わ
が

し
た
ひ
も

 

 

に

つ
け
た
れ

と
お

に
の
し

こ
ぐ
さ

こ
と
に
し
あ
り
け

り
」
、
B

は

「わ
す

れ
ぐ

 

 

さ
か
き

も
し
げ

み
し

に
お
ふ
れ
と
ん
お
に
の
し
こ
ぐ
さ
な
を
お

い
に
け
り
」
と
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な

る
。

(3
) 

以
下

『散

木
集
注
』

の
引

用
は

天
理
図
書
館

蔵

「顕
昭

抄
」

(㊤一
一●い。
し。ー

イ

 
 
㊤
㊤)

に
拠

る
。

(4
) 

時

雨
亭
文
庫
本

は
冷

泉
家

時
雨
亭
文
庫
叢
書

の
影
印

に
拠

り
、

そ
の
他

は
原

 
 
本

及
び
斯
道
文
庫
、
国

文
学
研
究
資
料
館

の
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム

・
紙

焼
写
真

 
 
に
拠
る
。
「
散
木
奇

歌
集
伝
本
考

」
所
掲
伝
本

の
中
、
慶
應

義

塾
大
学
図
書

館

 
 
蔵

本

(現
在
所

在
不
明
)
、
小
平
市

立
図
書
館
蔵

本
は
未
調
査

。
尚
、
永
青

文

 
 
庫
本
、
青

山
会
文
庫
蔵
本

は
巻
四
ま
で
の
零
本
で
あ

る
が
、
平
澤
氏

の
分
類

の

 
 
第

二
類
中

の
神
宮
文
庫

蔵
本
や
志
香
須
賀
文
庫
蔵
本

と
近

い
本
文

を
持

つ
。
盛

 
 
岡
中
央

公
民
館
蔵

本
は
第
四
類

の
群
書
類
従
本

の
転
写
本
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

 
 
岡
山
市
立
中
央
図
書
館
蔵
本
、
簗
瀬

一
雄
氏
蔵
本
、
神
宮
文
庫
蔵
本

(異
本
)
、

 
 
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本

(烏
丸
)

に
つ
い
て
は
当
該
歌

を
含

む
巻

を
欠

い
て

い
る
。

(5
) 

〔江
戸
初
期
〕
写

の
甲
本

(卜。
 
=

/
一お
/
ω
)
と

〔江
戸
前
期
〕
写

の
乙
本

 
 

(b。

=

/
=
幽
/
。。
)
と
が
あ

る
が
、
両
者
は
兄

弟
本
あ
る

い
は
親
子
本

の
関

 
 
係

に
あ
る
。
龍
門
文
庫
本

の
奥
書

及
び
内
部
徴
証
か
ら
顕
昭
書
写
本

は
宝

治
元

 
 
年

(
一
二

四
七
)

に

「六
旬

有
鯨
翁
」
、
永
仁

二
年

(
一
二
九

四
)
藤
原
資

経

 
 
に
写

さ
れ
、
さ
ら

に
龍
門
文
庫
本

に
至
る
ま
で

に
幾
度

か
転
写
が
繰

り
返
さ
れ

 
 
た

こ
と
が
わ
か
る
が
、
俊
頼
自
筆
本

、
顕
昭
書
写
本

の
面
影
を
も
残

し
て

い
る

 
 
と
推
察

さ

れ
る

(伊
倉

「
(財
)
阪

本
龍
門
文
庫

蔵

『散
木
奇

歌
集
』

に

つ
い

 
 
て
」
平
成

一
〇
年

一
〇
月

一
八
日

・
第

四
八
回
和
歌
文
学
会
大
会
発
表

・
於

東

 
 
洋
大
学
)
。

(6
) 

俊
頼
詠

は

『夫

木
和
歌
抄
』

(九
七
五
六

・
雑
部

四

・
野

・
ま
く
ま

の
)

『歌

 
 
枕
名
寄
』

(四
七
八
九

・
伊
勢
国
下

・
真
熊
野
/

八
四
〇
〇

・
紀

伊
国

・
真

熊

 
 
野
)

『六
華
和
歌
集
』

(
一
六
〇

四

・
覇

旅
)
に
入
集
す
る
が
、
新
編
国
歌
大

観

 
 
に
拠

る
限

り
何

れ
に
お

い
て
も

「し

こ
ぐ
さ
」

と
な

っ
て
い
る
。

(7
) 

引

用
は

『校
本

萬
葉
集
』

(平
成

六
年

・
岩
波

書
店
)

の
影

印

に
よ
り
可

能

 
 
な
限

り
原

本
に
忠
実

に
翻
刻

し
た
。
但
し
、
原
本
は
和
歌
本
文
、
訓

と
も
に

一

 
 
行
書

き
。

「恵
岳
」

(江
戸
期

歌
学
者

、
享
保
四
年
～
天
明
九
年
)

は

『万
葉
集

 
 
選
要
紗
』

に
よ

る
書

入
と
思
わ
れ
る
。

(8
) 

W
類

(口
久

曾
神
昇
分
類

の
顕
昭
本

の
逸
脱
変
改
本
、
赤
瀬
知

子
分
類

の
略

 
 
本
系

-
類
)

の
伝

本

は
こ
こ

で
は
除

い
て

い
る

(後
述

)。
本
稿

中

で
用

い
る

 
 
1
類
～

W
類

は
稿
者

に
拠
る
分
類
。

こ
の
分
類

に

つ
い
て
は

「俊
頼
髄
脳

の
伝

 
 
本

の
再

検
討
-
俊

頼
髄
脳
伝
本
考

続
 
1

」

(平
成
七
年

五
月

二
〇
日
和
歌

文

 
 
学
会

 
於

早
稲

田
大
学
)

で
発
表
し
た
が
活
字
化

に
至

っ
て

い
な

い
。
分
類

の

 
 
形
式
、
根
拠

を
こ

こ
に
詳
述
す

る
余
裕

は
な

い
の
で
、
本
稿

で
は
久
曾
神

と
赤

 
 
瀬

の
分
類

を
も
併

記
す
る

こ
と

に
す

る
。
但
し
、

こ
れ

ら
三

つ
の
分
類

は
完
全

 
 
に
重

な
る
も

の
で
は
な

い
。
久

曾
神

の
分
類

は

「
俊
秘
抄

に

つ
い
て
」

(国
語

 
 
と
国
文
学

16
1

3

・
昭
和

一
四
年
三
月
)
及
び
日
本
歌
学
大
系

解
題
、
赤
瀬

の

 
 
分
類
は

「
『俊
頼
髄
脳
』
に
お
け
る
享
受

と
諸
本
ー
諸
本
論

の
た
め

の
試
論
ー
」

 
 

(国
語

国
文
51
1

8

・
昭
和
五
七
年

八
月
)

に
拠

る
。

猶
、
1
類
～

W
類

は
本

 
 
来

は
さ
ら
に
細
分
類
さ
れ

る
。
本
稿

で
は
煩
を
避

け
る
た
め
細
分
類

は
採

用
し

 
 
な

い
が
、
考
察
上
問
題

は
な
い
と
考

え
る
。

(9
) 

『久
迩

宮
家
旧
蔵
本
俊
頼
無
名
抄

の
研
究
』

(平
成
七
年

一
二
月

・
日
比

野
浩

 
 
信
編
著

・
未
刊

国
文
資
料
)

に
拠

る
。
但
し
、
引
用

に
際
し
て
濁
点
を
適
宜
付

 
 
し
た
。

以
下
、
久
迩

宮
本

の
引

用
は
同
書

に
拠

る
が
、
『俊

頼
髄

脳
』

の
諸
本

 
 
に
つ
い
て
は
原

本
及
び
斯
道
文
庫
、
国
文
学
研
究
資
料
館

の

マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル

 
 
ム

・
紙
焼
写
真

に
拠

る
。

(10
) 

H
類
。
久

曾
神

分
類

の
顕
昭
本

の
逸
脱
無
変
改
本
、
赤
瀬

分
類

の
略
本
系

H

 
 
類

に
分
類

さ
れ
る
。
但
し
、
該
本
は

こ
の
系
統
を
構
成

す
る
大
部
分

の
伝
本

と

 
 
は
本
文
上
、
内
容

上
異
な
る
部
分
が
多

い
。
慈
鎮
所
蔵
本

を
祖

本
と
す

る
と
い

 
 
う

(同
伝
本
外
題
題
籏
)
。

(11
)

②

型

の
本
文
を
持

つ
伝
本

は
以
下

の
通

り
。

 
 
《
11
類
本

》
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本

(鷹
1

一嵩
)
、
同
部
蔵
本

(一
♂
ー

一
=
)、
国

 
 
立
公
文
書
館
内
閣

文
庫

(NO
卜。1

一〇)
、
同
文
庫
蔵
本

(b。
O卜。1

一
。。)
、
国
立
国
会

 
 
図
書

館
蔵
本

(・。8
ー
。。ω
)、
国
文
学
研
究
資
料
館

初
雁
文
庫
蔵
本

(一i

ω
お
)、

 
 
東
京

大
学

附
属
図

書
館
蔵
本

(国
ω
一-

N8
)
、
同
館

蔵
本

(国
留
1

①。。
刈
)、
東

 
 
京
大
学
国

語
国
文
学
研
究

室
蔵
本

(中
古
一
一b
l
ω
)
、
筑
波
大

学
附
属
図
書
館

 
 
蔵
本

(ル
b。
8
」
一
N)
、
岡
山
大
学
附
属

図
書
館
蔵
本

(日
一.一〇
1
巽

)、
中
京
大

 
 
学
附

属
図

書
館
蔵

本

(O
①①
㊤O
㎝QO
一1

㎝㊤
O
)、
早

稲

田
大
学
附

属

図
書
館

蔵
本

 
 

(
へ
幽1

一鳶
O
)、
関

西
大
学
附
属
図
書
館
岩
崎
文
庫
蔵
本

(㊤
H
一
.卜。
竃
-

竃
一
)、

 
 
龍
谷
大
学

附
属
図
書
館

写
字
台
文
庫
蔵
本

(㊤
一
一.悼宝
-

一一
)、
神
宮

文
庫
蔵
本

 
 

(第

三
門
l

b。畠

)、
水

府
明
徳
会

彰
考
館

文
庫
蔵
本

(巳
卜。一1
6
蕊
O刈
～
。。
)、
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大
洲
市
立

図
書
館

矢
野
玄
道
文
庫
蔵
本

(㎝
ωー
ト。
)、

刈
谷
市
立
図
書
館
村

上
文

 
 
庫
蔵
本

(一◎oω
㎝
)、
同
文
庫
蔵
本

(・。
ま
一
)、
柏
崎
市

立
図
書
館
中
村
文
庫
蔵
本

 
 

(中

村
ω8
1
ざ
ー
①
)、

小
平
市
立

図
書
館
蔵

本
、
胡
盧

文
庫
蔵

本
、
中

田
光

 
 
子
蔵

本

〔
※
以

上
の
伝
本

に
は
顕
昭

の
寿
永

二
年

の
奥
書

あ
り
〕
、
国
文

学
研

 
 
究
資

料
館
久
松

文
庫
蔵
本

(一
一1
0Q斜
)、
京
都

大
学

文
学
部

図
書

室

(国

文
)

 
 
蔵
本

(国
文

学
-

哨
σ
1
戯
)、

岡
山
大
学
附
属
図
書
館
蔵

本

(田
一μ
OI
。。)
、
カ

 
 
リ
フ

ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク

レ
イ
校
附
属
図
書
館

三
井
文
庫
蔵
本

(b。
ωω
)
、
神

 
 
宮
文
庫
蔵
本

(巫
ー
誌
お
)
、
酒
田
市
立
光
丘
図
書
館
蔵

本

(O
㊤
一
'①
)

 
 
《
川
類
本

(
唯
独
自
見
抄
)
》
宮
内
庁

書
陵

部
蔵
本

(一紹
1
一
一。。
)、

水
府

明
徳

 
 
会

彰
考

館

文
庫

蔵
本

(巳
お
1
6
誤
卜。
刈
～
㊤
)、
島

原

図
書

館

松
平

文
庫

蔵

本

 
 

(一
ミ
i

嵩
)

(12
) 

顕

昭
の

『袖

中
抄
』
で

の
解
釈
、
あ

る

い
は
現
在

の
解
釈
は

「萱
草

」
の
効

 
 
果

が
な

か

っ
た
の
を

「
志
許
草
」
11

「
醜
草

」
と

お
と
し
め

て
呼

ん

で
い
る
と

 
 
考

え
る
の
で
、

一
首

の
中
で

「萱
草
」

を
別

の
表

記
法
を
用

い
て
詠

ん
だ
と

い

 
 
う
点

で
は
共
通

す
る
。

な
お
、
先

に
①

型
の
本
文
を
持

つ
伝
本

の
中

に

「イ
忍
ぶ

 
 
の
草

」
と
な

っ
て
い
る
も
の
の
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
本
行

が
空
欄

に
な

っ

 
 
て

い
る

の
は

「萱

草
」
11

「
忘
れ
草
」

を

「志
許

草
」
と
す

る
考

え

に
不
審
を

 
 
抱

い
た
も

の
が

「志
許
草
」

の
部
分

を
削
除

し
た

の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。
異

 
 
本

注
記
の

「
忍
ふ
草
」
は
W
類
本
系
統

(久

曾
神
分
類

で
は
顕
昭
本
系

の
逸
脱

 
 
本

の
変
改
本
、
赤
瀬
分
類

で
は
略
本
系

H
類
)

の
伝
本

に
見
ら

れ
る
が

(参
考

 
 
1
)、

こ
れ
は

『伊
勢
物
語
』

第
百
段

の

「
忘
草
」

は

「忍
草
」

で
あ

る
と
す

 
 
る
話

(参

考
2
)

に
依
拠
し

た
も
の
で
あ
り
、
後
代

の
改
変

に
よ

る
も
の
と
推

 
 
測
さ
れ
る
。

 
 
 
▼
参
考

1

 
 
 

 
確
認

し
た

W
類

の
伝
本
中
以
下

の
諸
本

が

「忍
ぶ
草
」

の
本
文
を
有

す
る
。

 
 
 
な
お
、
万
葉

歌
二
首

は

「鬼

の
腰
草
」
と
な

っ
て
い
る
。

 
 
 

 
宮

内

庁
書

陵

部

蔵
本

(一呂
-

卜⊇誤

)
静

嘉
堂

文

庫

蔵
本

(一露

ー
お
ー

 
 
 
一。。9
り
)
水
府
明
徳
会
彰
考

館
文
庫
本

(巳
・。
一1
φ
胡
㊤
一～
器
)
島

原
図
書
館

 
 
 
松
平
文
庫

(松

=
刈
1
お
) 

国
文
学
研

究
資
料

館
初
雁

文
庫

蔵

本

(旨
-

 
 
 
恕
。。)
天
理
図
書
館
蔵
本

(㊤
一
一b
I
刈
一)

 
 
 
▼
参
考
2

 
 

 
 

『伊
勢
物
語
』
百
段

(日
本
古

典
文
学
集
成
)

 
 

 
 
 
む
か
し
、

男
、
後
涼
殿

の
は
さ
ま
を
を
渡
り
け
れ
ば
、

あ
る
や
む
ご
と

 
 

 
 
な

き
人

の
御
局

よ
り
、
「
忘

れ
草

を
忍

ぶ
草
と
や

い
ふ
」

と
て
、
出
だ

せ

 
 

 

給

へ
り
け

れ
ば

、
た
ま
は
り

て
、

 
 

 
 
 

忘

れ
草

生
ふ
る
野
辺

と
は
み
る
ら

め
ど

こ
は
し

の
ぶ
な
り

の
ち
も
た

 
 

 
 
 
 
の
ま

む

(13
) 

『袖
中
抄
』

は

『袖
中

抄
の
校
本
と
研
究
』

(橋
本
不
美
男

、
後
藤
祥
子

・
昭

 
 
和

六
〇
年

二
月

・
笠
間
書
院
、
底
本

は
高

松
宮
本
)

に
拠

る
が
、
引
用

に
際
し

 
 
て
は
句
読

点
を
付
す
な
ど
適
宜
表

記
を
改
め
た
他
、
底
本

に
問
題

の
あ

る
場
合

 
 
は
他
諸
本

を
も

っ
て
校

訂
し
た
。

(14
) 

注

(8
)
の
赤
瀬
論
文
参

照
。

(15
) 

『袖
中
抄

の
校
本

と
研
究
』

に
拠

れ
ば
川
越
市

立
図
書
館

蔵
本

と
慶
安
四
年

 
 
版
本

は

「
し
こ
草
」
と
な

っ
て
い
る
が
、
こ
れ

で
は

『袖
中
抄

』

の
内
容

に
合

 
 
わ
な
い
。

(16
)

夢

に
出

て
く
る

の
が
鬼

で
は
な
く
親
で
あ
り
、
し

か
も
兄
弟

二
人

の
夢

に
現

 
 
れ
る
点

な
ど

『俊
頼
髄

脳
』
所
掲

の
話
と

は
若
干
異

な
る
。

(
17
) 

『奥
義
抄
』

の
引
用

は
日
本
歌

学
大
系

に
拠
る
。

(18
) 

『
八
雲
御
抄
』

の
引

用
は

『校
本

八
雲
御
抄

と
そ

の
研
究
』

(久
曾
神
昇

・
昭

 
 
和

一
四
年
九
月

・
厚
生
閣
)
に
拠

る
。
な
お
、

『八
雲
御
抄
』

(巻

四

・
言
語
部

・

 
 
料
簡

言
)

に
も
万
葉
歌

A
の
注
と
し
て

『俊
頼
髄
脳
』

か
ら
説
話
が
引

用
さ
れ

 
 
て

い
る
が
、
①
型

、
②

型
を
区
別
す

る
末
尾
部
分

は
除

か
れ

て
い
る
。

(
19
) 

以
下

「観
音
寺

」

に
つ
い
て
は

『新

熊
野
観
音

寺
千
百
五

十
年
史
』

(出
雲

 
 
路
敬
和
編

・
昭
和
四

七
年
六
月

・
今
熊
野
観
音

寺
)、

『国
史

大
辞
典
』

(吉

川

 
 
弘
文
館

)、

『日
本

歴
史
地
名
大
系
』

(平
凡
社
)
な
ど
を
参
考

に
し
た
。

(
20
) 

(『塵
添

塔
嚢
紗

・
塔
嚢
紗
』

(昭
和
四
三
年
三
月

・
臨
川
書

店
)

に
拠

る
。

(21
) 

「源
俊
頼

の
位
置
ー

平
安
後

期
注
釈
を
座

標
と
し

て
ー

」
以

下
、
山
田

の
論

 
 
は
こ
れ

に
拠
る
。

(古

典
研
究
第

一
・平
成
五
年

一
二
月

)
こ

の
点

に
お

い
て
は

 
 
意
見
を
異

に
す

る
が
、

そ
れ
以
上

に
本
稿

は
こ
の
論

に
多

く

の
示
唆

を
受
け
て

 
 

い
る
。

(22
) 

「東

山
観
音
寺

と

い
ふ
所

に
て

ふ
ち

の
花

い
と
め
で
た

か
り
し

に
、

人
人
、

 
 
藤
井
恋
歌
よ
み
し

に
」

(
一
三
四
)
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(23
) 
俊
頼
が
隆
源
に

「腰
草
」
に
つ
い
て
質
問
し
た
時
期
、
四

一
九
番
歌
の
詠
作

 
 
時
期
は
不
明
で
あ
り
、
『俊
頼
髄
脳
』
の
成
立
と
の
先
後
関
係
も
不
明
。
『俊
頼

 
 
髄
脳
』
の
①
型
、
②
型
、
③
型
の
本
文
の
改
変

の
順
も
わ
か
ら
な
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
い
く
ら
 
ふ
み
と
)
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