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小
式

部
内

侍
の

大
江

山
の

歌
の

異
同

に
つ

い
て

―
「

ふ
み

ま
だ

も
み

ず
」

と
「

ま
だ

ふ
み

も
み

ず
」

を
中

心
に

―
 

 

桐
生

貴
明

１
、

は
じ

め
に

 

  
古

典
の

諸
作

品
を

読
む

際
に

、
私

が
常

に
意

識
し

て
し

ま
う

の
は

、
眼

前
の

作
品

が
作

者
の

オ
リ

ジ
ナ

ル
（

他
者

の
手

が
入

っ
て

い
な

い
、

純
粋

に
そ

の
作

者
の

手
に

よ
っ

て
成

っ
た

作
品

と
い

う
意

味
、

複
写

な
ど

の
意

味
で

は
な

い
）

な
の

か
否

か
、

と
い

う
こ

と
で

あ
る

。
時

代
が

下
り

、
近

現
代

の
作

品
の

場
合

、
例

え
ば

、
芥

川
龍

之
介

の
『

羅
生

門
』

の
結

び
の

部
分

な
ど

は
、
初

出
「

下
人

は
、
既

に
、
雨

を
冒

し
て

、
京

都
の

町
へ

強
盗

を
働

き
に

急
ぎ

つ
ゝ

あ
つ

た
」

か
ら

現
行

の
「

下
人

の
行

方
は

誰
も

知
ら

な
い

」
へ

と
数

度
改

変
が

行
わ

れ
た

こ
と

が
知

ら
れ

る
が

、
そ

れ
は

作
者

芥
川

自
身

が
行

っ
た

も
の

（
仮

に
芥

川
以

外
の

人
物

が
携

わ
っ

た
と

し
て

も
、
少

な
く

と
も

芥
川

が
了

解
し

て
い

た
も

の
）
と

理
解

し
て

問
題

は
な

い
だ

ろ
う

。
し

か
し

、

古
典

文
学

の
本

文
異

同
に

つ
い

て
は

、
作

品
の

成
立

年
代

が
古

く
な

る
ほ

ど
、

ど
の

時
点

で
改

変
が

な
さ

れ
た

の
か

（
作

者
自

身
が

作
品

の
改

変
を

試
み

た
も

の
な

の
か

、
あ

る
い

は
オ

リ
ジ

ナ
ル

を
書

写
し

た
人

間
の

手
に

よ
る

改
変

な
の

か
、

あ
る

い
は

書
写

さ
れ

た
も

の
を

さ
ら

に
書

写
し

て
い

く
段

階
で

手
を

加
え

ら
れ

た
の

か
、

な
ど

）
と

い
う

こ
と

を
追

究
す

る
の

が
困

難
に

な
る

。
 

 
と

こ
ろ

で
、
『

金
葉

和
歌

集
』
（

二
度

本
巻

九
雑

上
 

五
五

〇
番

歌
）

に
は

、
小

式
部

内
侍

の

作
と

さ
れ

る
次

の
よ

う
な

歌
が

あ
る

。
 

 
 

 
和

泉
式

部
保

昌
に

具
し

て
丹

後
に

侍
り

け
る

こ
ろ

都
に

歌
合

侍
け

る
に

、
小

式
部

内
侍

歌
よ

み
に

と
ら

れ
て

侍
け

る
を

定
頼

卿
局

の
か

た
に

詣
で

来
て

、
歌

は
い

か
ゞ

せ
さ

せ

給
、

丹
後

へ
人

は
つ

か
は

し
て

け
ん

や
、

使
詣

で
来

ず
や

、
い

か
に

心
も

と
な

く
お

ぼ

す
ら

ん
、

な
ど

た
は

ぶ
れ

て
立

ち
け

る
を

引
き

と
ゞ

め
て

よ
め

る
 

大
江

山
い

く
の

の
道

の
と

を
け

れ
ば

ふ
み

も
ま

だ
み

ず
天

の
橋

立
 

（
引

用
は

新
日

本
古

典
文

学
大

系
『

金
葉

和
歌

集
・

詞
花

和
歌

集
』
）
 

母
で

あ
る

和
泉

式
部

は
恋

多
き

女
流

歌
人

と
し

て
知

ら
れ

、
そ

の
娘

小
式

部
内

侍
も

ま
た

恋
多

き
女

流
歌

人
と

し
て

知
ら

れ
る

が
、

若
く

し
て

亡
く

な
っ

て
し

ま
っ

た
こ

と
も

あ
り

、
勅

撰
八

代
集

に
収

め
ら

れ
て

い
る

歌
は

、
当

該
歌

を
含

め
わ

ず
か

数
首

で
あ

る

注

１

。
と

は
言

え
、
『

百

人
一

首
』

に
収

載
さ

れ
る

「
大

江
山

い
く

の
の

道
の

遠
け

れ
ば

ま
だ

ふ
み

も
み

ず
天

の
橋

立
」

の
作

者
と

し
て

、
後

代
に

そ
の

名
が

知
ら

れ
て

い
る

。
 

右
に

挙
げ

た
『

金
葉

和
歌

集
』

の
小

式
部

内
侍

の
大

江
山

の
歌

は
、

第
四

句
目

が
『

百
人

一

首
』

の
も

の
と

は
異

な
っ

て
い

る
。

こ
の

こ
と

は
歌

意
に

少
な

か
ら

ず
影

響
を

与
え

る
こ

と
に

な
る

。
ま

た
、

歌
句

の
異

同
が

見
ら

れ
る

と
い

う
こ

と
は

、
ど

こ
か

の
時

点
で

改
変

が
あ

っ
た

わ
け

で
、
ど

の
段

階
で

改
変

が
起

こ
っ

た
の

か
、
と

い
う

こ
と

も
考

え
て

お
く

必
要

が
あ

ろ
う

。

そ
こ

で
、

本
稿

で
は

小
式

部
内

侍
の

大
江

山
の

歌
の

歌
句

の
異

同
に

つ
い

て
整

理
し

、
考

え
て

み
る

こ
と

に
す

る
。

 
 

 ２
、

大
江

山
の

歌
を

収
載

す
る

文
献

 

 

『
金

葉
和

歌
集

』
は

、
第

五
番

目
の

勅
撰

和
歌

集
で

撰
者

は
源

俊
頼

で
あ

る
が

、
そ

の
編

纂

状
況

は
他

の
勅

撰
和

歌
集

と
若
干

異
な

る
点

を
持

ち
、
白
河
院

に
奏

上
す

る
ま

で
に

二
回

や
り

直
し

を
命
じ

ら
れ

た
と

い
う

。
そ

の
た

め
、

初
度

本
、

二
度

本
、
三
奏

本
と
構

成
内
容

の
異

な

り
が

見
受

け
ら

れ
る

。
当

該
歌

の
収

載
に
関

し
て

は
、

初
度

本
は

、
写

本
が
完

本
で

な
い

た
め

確
認

で
き

な
い

も
の

の
、

二
度

本
、
三
奏

本
に

は
そ

の
収

載
を
確
認

で
き

る
。
 

二
度

本
と
三
奏

本
の

間
で

、
当

該
歌

に
関

す
る

詞
書

の
異

同
も

見
受

け
ら

れ
る

が
、

作
歌
事

情
に
関

し
て

の
説
明

は
大

き
く

異
な

る
も

の
で

は
な

い
と

言
っ

て
よ

い
。

母
和

泉
式

部
が
夫
藤

原
保

昌
に
従

っ
て

丹
後

に
下

っ
た
折

、
小

式
部

内
侍

が
歌

合
の

歌
人

と
し

て
抜
擢

さ
れ

、
そ

れ

を
聞

き
つ

け
た
藤
原

定
頼

が
、

小
式

部
内

侍
に
対

し
て

、
歌

合
の

歌
は

ど
う

す
る

の
か

、
母

に
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作
っ

て
も

ら
う

よ
う

に
頼

ん
だ

の
か

、
（

丹
後

に
使

い
を

出
し

た
の

か
、
返
事

は
来

た
の

か
）
、

な
ど

と
か

ら
か

っ
た

の
で

、
小

式
部

内
侍

が
即
興

で
歌

を
作

っ
た

、
と

い
う

も
の

で
あ

る
。

そ

の
歌

は
、
掛

詞
「

い
く

の
」
、
「

ふ
み

も
ま

だ
み

ず
」
、

歌
枕

「
天

橋
立

」
、

さ
ら

に
「

ふ
み

」
が

「
橋

」
の
縁
語

、
な

ど
と

い
う

よ
う

に
、
技
巧

を
見
事

に
織

り
込

ん
だ
秀

歌
と

し
て
伝

え
ら

れ

て
い

る
。
 

こ
の

歌
は

、『
金

葉
和

歌
集

』
だ

け
で

は
な

く
、
歌
論

集
や

複
数

の
説
話

集
に

も
取

り
上

げ
ら

れ
て

い
る

。
こ

こ
で
念

の
た

め
、

小
式

部
内

侍
の

大
江

山
の

歌
が

収
載

さ
れ

て
い

る
主

な
文
献

の
成

立
年

代
を

見
比
べ

る
た

め
に

、
そ

れ
ぞ

れ
が

成
立

し
た

と
思

わ
れ

る
お

お
よ

そ
の

年
代

を

記
し

て
み

る
。
 

 
 

『
俊

頼
髄
脳

』
（
永
久
三

・
一

一
一

五
年
頃

）
 

『
金

葉
和

歌
集

』
（

大
治
元

・
一

一
二
六

年
頃

）
 

『
袋
草
紙

』
（

保
元

四
・

一
一

五
九
頃
？

）
 

『
梁
塵
秘
抄

』
（
治
承

四
・

一
一

八
〇

年
頃
？

）
 

『
無

名
草
子

』
（
建
仁

二
・

一
二

〇
二

年
頃

）
 

『
定
家

八
代
抄

』
（
建

保
三

・
一

二
一

五
年
頃

）
 

『
八

代
集
秀
逸

』
、
『

時
代
不

同
歌

合
』
、
『

百
人
秀

歌
』
（
嘉
禎
元

・
一

二
三

五
年
頃
？

）
 

『
百

人
一

首
（

小
倉

山
庄
色
紙

和
歌

）
』
（
嘉
禎
元

・
一

二
三

五
年
頃
？

）
 

『
十
訓
抄

』
（
建
長

四
・

一
二

五
二

年
頃

）
 

 
 

『
古
今
著
聞

集
』
（
建
長
六

・
一

二
五

四
年
頃

）
 

時
系
列

に
並
べ

て
み

る
と
『

俊
頼
髄
脳

』（
俊

頼
無

名
抄
・
俊
秘
抄

と
も
呼

ば
れ

る
）
が

初
出

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

初
出

と
は

言
い

な
が

ら
、

小
式

部
内

侍
が

亡
く

な
っ

た
と

い
わ

れ
る
万
寿

二
年

（
一

〇
二

五
）

か
ら

は
九

〇
年

ほ
ど
経

っ
て

お
り

、
こ

の
間

、
小

式
部

内
侍

の
大

江
山

の

歌
が

ど
の

よ
う

な
経
緯

を
た

ど
っ

た
の

か
、

現
段

階
で
確
認

が
で

き
な

い
。

小
式

部
内

侍
作

の

歌
が

見
ら

れ
る

の
は
『

後
拾
遺

和
歌

集
』（
承

保
二
・
一

〇
八
六

年
）
以
降

と
な

る
。
右

に
掲

げ

た
文
献

の
う

ち
、『

俊
頼
髄
脳

』（
源

俊
頼
著

）
、『
袋
草
紙

』（
藤
原
清
輔
著

）
、『
無

名
草
子

』（
俊

成
女
？
著

）
、『

定
家

八
代
抄

』（
藤
原

定
家

撰
）
に
掲

載
さ

れ
て

い
る

小
式

部
内

侍
の

大
江

山
の

歌
に
関

す
る
記
述

を
挙

げ
て

み
る

。
 

・
『

俊
頼
髄
脳

』
（

新
編

日
本

古
典

文
学
全

集
『

歌
論

集
』

か
ら

引
用

）
 

 
 

 
 

大
江

山
生
野

の
さ

と
の

遠
け

れ
ば

ふ
み

も
ま

だ
見

ず
あ

ま
の

橋
立
 

こ
れ

は
、
小

式
部

の
内

侍
と

い
へ

る
人

の
歌

な
り

。
こ

と
の

起
り

は
、
小

式
部

の
内

侍
は

、

和
泉

式
部

が
む

す
め

な
り

。
親

の
式

部
が

、
保

昌
が
妻

に
て

、
丹

後
に

下
り

た
り

け
る
程

に
、
都

に
、
歌

合
の

あ
り

け
る

に
、
小

式
部

の
内

侍
、
歌

よ
み

に
と

ら
れ

て
詠

み
け

る
程

、

四
条
中
納

言
定

頼
と

い
へ

る
は

、
四
条

大
納

言
公
任

の
子

な
り

。
そ

の
人

の
、

た
は

ぶ
れ

て
、
小

式
部

の
内

侍
の

あ
り

け
る

に
、「

丹
後

へ
つ

か
は

し
け

む
人

は
、
帰

り
ま

う
で

来
に

け
む

や
。

い
か

に
心

も
と

な
く

お
ぼ

す
ら

む
」

と
、
ね

た
が

ら
せ

む
と
申

し
か

け
て

、
立

ち
け

れ
ば

、
内

侍
、
御
簾

よ
り

な
か

ら
出

で
て

、
わ
づ

か
に

、
直
衣

の
袖

を
ひ

か
へ

て
、

こ
の

歌
を
詠

み
か

け
け

れ
ば

、
い

か
に

か
か

る
や

う
は

あ
る

と
て

、
つ

い
ゐ

て
、

こ
の

歌

の
返

し
せ

む
と

て
、

し
ば

し
は
思
ひ

け
れ

ど
、

え
思
ひ
得
ざ

り
け

れ
ば

、
ひ

き
は

り
逃

げ

に
け

り
。

こ
れ

を
思

へ
ば

、
心
疾

く
詠

め
る

も
め

で
た

し
。
 

・
『
袋
草
紙

』
（

新
日

本
古

典
文

学
大

系
『
袋
草
紙

』
か

ら
引

用
）
 

 
 

 
 

（
一

、
白
紙

を
置

く
作
法

）
 

歌
合
有

る
の
比

、
長
元

か
、

小
式

部
内

侍
歌

人
に

入
る

の
時

、
母

泉
式

部
、

保
昌

の
妻

と
な

り
て

丹
後
国

に
在

り
。
定

頼
卿

、
小

式
部

内
侍

の
局

に
立

ち
寄

り
て
戯

れ
云

ふ
。「

い

か
に

、
丹

後
へ

人
は
遣

は
し
候

や
、

い
ま

だ
帰

り
参

ら
ざ

る
か

。
」

と
云
ひ

て
起

つ
時

に
、

式
部
直
衣

の
袖

を
取

り
て
云

は
く

、
 

 
 

 
 

 
大

江
山

生
野

の
道

の
遠

け
れ

ば
ま

だ
ふ

み
も

見
ず

天
の

橋
立
 

定
頼
ひ

き
や

り
逃

げ
し

と
云
々

。
 

・
『
無

名
草
子

』
（

新
潮

日
本

古
典

集
成

『
無

名
草
子

』
か

ら
引

用
）
 

「
小

式
部

の
内

侍
こ

そ
誰

よ
り

も
い

と
め

で
た

け
れ

。
か

か
る

例
を
聞

く
に

つ
け

て
も

、

命
短

か
り

け
る

さ
へ

、
い

み
じ

く
こ

そ
お

ぼ
ゆ

れ
。

さ
ば

か
り

の
君

に
、

と
り

わ
き

お
ぼ

し
時

め
か

さ
れ
奉

り
て

、
亡

き
跡

ま
で

も
御
衣

な
ど
賜

は
せ

け
む

ほ
ど

、
宮
仕

へ
の

本
意

、

こ
れ

に
は

い
か

が
過

ぎ
む

と
思

ふ
。
果
報

さ
へ

い
と
思

ふ
や

う
に

侍
り

か
し

。
 

よ
ろ
づ

の
人

の
心

を
尽

く
し

け
む

、
妬

げ
に

も
て

な
し

て
、

大
二
条
殿

に
い

み
じ

く
思

は
れ
奉

り
て

、
や

む
ご

と
な

き
僧

の
子

ど
も

生
み
置

き
て
隠

れ
に

け
む

こ
そ

、
い

み
じ

う
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め
で

た
け

れ
。
 

歌
詠

み
の

お
ぼ

え
は

、
和

泉
式

部
に

は
劣

り
た

め
れ

ど
、
病
限

り
に

な
り

て
死
ぬ
べ

く

お
ぼ

え
け

る
折

に
、
 

 
 

 
 

い
か

に
せ

む
い

く
べ

き
方

も
思

ほ
え

ず
親

に
さ

き
だ

つ
道

を
知

ら
ね

ば
 

と
詠

み
た

り
け

る
に

、
そ

の
た

び
の
病

た
ち

ま
ち

に
や

み
た

り
け

る
と

か
や

。
そ

れ
に

て
、

こ
の

道
の

す
ぐ

れ
た

る
ほ

ど
は

見
知

り
ぬ

。
 

 
 

 
ま

た
、

定
頼

の
中
納

言
に

、
 

 
 

 
 

大
江

山
生
野

の
道

の
遠

け
れ

ば
ま

だ
ふ

み
も

見
ず

天
の

橋
立
 

と
詠

み
か

け
た

り
け

る
な

ど
も

、
折

に
つ

け
て

は
い

と
め

で
た

か
り

け
り

、
と

こ
そ
推

し

量
ら

る
れ

」
 

・
『

定
家

八
代
抄

』
（

新
編
国

歌
大
観

か
ら

引
用

）
 

 
 

 
 

巻
十

八
 

雑
歌

下
 
 

和
泉

式
部

丹
後
国

に
侍

り
け

る
比

、
中
納

言
定

頼
文

や
あ

り
つ

る
と
尋
ね

侍
り

け
れ

ば
 

小
式

部
内

侍
 

 
 

大
江

山
 

い
く

の
の

道
の

 
遠

け
れ

ば
 

ま
だ

ふ
み

も
見

ず
 

天
の

は
し

だ
て
 

詞
書

や
題

詞
に
示

さ
れ

る
詠

歌
状
況

に
つ

い
て

、
表

現
の
長
短

や
異

な
る

部
分

は
少

な
く

な
い

が
、

大
江

山
の

歌
そ

の
も

の
は

『
袋
草
紙

』
以
降

は
『

百
人

一
首

』
の

歌
と

同
じ

で
あ

る
。

た

だ
、

源
俊

頼
の

『
俊

頼
髄
脳

』
に

は
、

第
二

句
「

生
野

の
里

」
第

四
句

「
ふ

み
も

ま
だ

み
ず

」

と
あ

り
、
『

金
葉

和
歌

集
』

の
第

四
句

目
「

ふ
み

も
ま

だ
み

ず
」

に
近

い
形

で
記

さ
れ

て
い

る
。

こ
れ

は
、

源
俊

頼
が

『
金

葉
和

歌
集

』
の
選

者
で

あ
る

こ
と

と
何

ら
か

の
関
連

が
あ

ろ
う

こ
と

は
想

起
さ

れ
る

わ
け

で
あ

る
が

、『
金

葉
和

歌
集

』
よ

り
も

後
の

文
献

で
い

ず
れ

も
第

四
句

は
「

ま

だ
ふ

み
も

み
ず

」
と

あ
り

、
ど

の
時

点
で

歌
句

が
変
化

し
て

い
っ

た
の

か
を
ご

く
表
面
的

に
考

え
る

と
、
『
袋
草
紙

』
が

成
っ

た
時

点
、

あ
る

い
は

そ
れ

ま
で

の
時

点
で

「
ま

だ
ふ

み
も

み
ず

」

の
形

に
な

っ
て

い
た

と
い

う
こ

と
に

な
る

の
だ

ろ
う

。
 

 ３
、
「

ま
だ

ふ
み

も
み

ず
」

の
異

同
に

つ
い

て
 

 

さ
て

、
歌

の
第

四
句

目
「

ま
だ

ふ
み

も
み

ず
」
に

つ
い

て
は

、『
袋
草
紙

』
以
降
「

ま
だ

ふ
み

も
み

ず
」

と
な

っ
て

い
る

こ
と

が
看
取

さ
れ

る
。

二
句

目
の

「
生
野

の
里

」
に

つ
い

て
も

含
め

る
と

第
二

句
と

第
四

句
で

異
な

り
が

見
ら

れ
る

と
い

う
こ

と
に

な
る

。
こ

の
異

同
の
存
在

に
つ

い
て

は
、『

俊
頼
髄
脳

』
、『

金
葉

和
歌

集
』
の

そ
れ
ぞ

れ
の

写
本

間
の

異
同

と
し

て
も

見
受

け
ら

れ
る

。『
俊

頼
髄
脳

』
は

定
家

本
系

、
顕
昭

本
系

な
ど

の
諸

本
の
存
在

が
知

ら
れ

る
。
京

都
大

学

図
書
館
蔵
『
無

名
抄

俊
頼

』（
久
世

本
）
や
関
西

大
学
図

書
館
蔵

本
『

俊
秘
抄

』
な

ど
に

は
第

四

句
目

を
「

ま
た

ふ
み

も
み

す
」

と
あ

り
、
久
邇
宮
家
旧
蔵

本
『

俊
頼
無

名
抄

』
や
国
会
図

書
館

蔵
本

『
俊

頼
髄
脳

』
、
冷

泉
時

雨
亭

文
庫
蔵

本
『

俊
頼
髄
脳

』
な

ど
に

は
「

ふ
み

も
ま

た
み

す
」

と
あ

る
。
ま

た
、『

金
葉

和
歌

集
』
の

お
お

よ
そ

の
写

本
系
統

と
第

四
句

目
は

次
の

よ
う

に
分

け

ら
れ

る
。
 

 
・

初
度

本
（
完

本
存
在

せ
ず

、
当

該
歌

な
し

）
 

・
二

度
本
（

初
撰

二
度

本
系

）
 
伝

橋
本
公
夏
筆

本
、
公
実
筆

本
な

ど
「

ま
た

ふ
み

も
み

す
」
 

 
 

 
 

 
（
再

撰
二

度
本

系
）

 
 

ａ
、
精

撰
本

系
 
伝
慈
鎮
筆

本
「

ふ
み

も
ま

た
み

す
」

 
二
条
為
明
筆

本
「

ふ
み

も

ま
た

み
す

」
 

ｂ
、
中

間
本

系
 
伝
兼
好
筆

本
（
正

保
版

二
十

一
代

集
）「

ま
た

ふ
み

も
み

す
」
 
伝

為
家
筆

本
「

ふ
み

も
ま

た
み

す
」
 

ｃ
、

流
布

本
系

 
伝
為
明
筆

本
「

ふ
み

も
ま

た
み

す
」
 

・
三
奏

本
 
伝
良
経
筆

本
な

ど
「

ふ
み

も
ま

た
み

す
」
 
伝
良
経
転

写
本
「

ま
た

ふ
み

も
み

す
」
 

な
お

、
右

の
諸

本
の

書
写

年
代

を
簡
単

に
確
認

し
て

お
く

と
、
伝
慈
鎮
筆

本
、
伝
為
家
筆

本

が
鎌
倉
期

の
も

の
と

さ
れ

、
他

は
南
北
朝

時
代

の
も

の
が

多
く

、
伝

橋
本
公
夏
筆

本
は
室

町
後

期
の

も
の

と
言

わ
れ

て
い

る
。『

俊
頼
髄
脳

』
、『

金
葉

和
歌

集
』
い

ず
れ

の
写

本
と

も
「

ふ
み

も

ま
だ

み
ず

」
と

「
ま

だ
ふ

み
も

み
ず

」
の
双

方
が

見
ら

れ
、
単

純
に

は
解
決

で
き

な
い

。
新
井

幸
恵
氏

注

２

は
、
 

 
 

こ
の

本
文

異
同

は
『

金
葉

和
歌

集
』

の
撰

と
共

に
表

れ
、

一
筋
縄

で
は

い
か

な
い

よ
う

で

あ
る

。
し

か
し

、
現
調
査

段
階

で
は

数
量
的

に
は

や
や

「
ま

だ
ふ

み
も

み
ず

」
の

本
文

が
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多
い

。
金

葉
和

歌
集

の
写

本
は

多
々
存
在

す
る

が
、

初
撰

二
度

本
系
統

の
本

文
が

「
ま

だ

ふ
み

も
み

ず
」
を
採

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

し
て

も
、『

百
人

一
首

』
に

み
ら

れ
る
「

ま
だ

ふ

み
も

み
ず

」
が

こ
の

歌
の
原
形

で
あ

る
可
能
性

が
高

い
と
思

わ
れ

る
。
 

と
述
べ

、
現
在

よ
く

知
ら

れ
て

い
る

「
ま

だ
ふ

み
も

み
ず

」
が
原
形

で
あ

る
可
能
性

が
高

い
と

し
て

い
る

。
吉
野
樹
紀
氏

注

３

は
、

歌
の

異
同

に
つ

い
て

、
 

 
 

 
こ

の
歌

合
が

い
つ
ご

ろ
の

も
の

で
あ

る
か

は
特

定
さ

れ
な

い
が

、
藤
原

保
昌

が
丹

後
守

で
あ

っ
た

時
期

を
も

と
に

、
あ

る
程

度
の

年
代

は
推

定
さ

れ
て

お
り

、
和

泉
式

部
が
藤
原

保
昌

と
と

も
に

丹
後

に
い

た
の

は
寛
仁

四
年

（
一

〇
二

〇
）

か
治
安
元

年
（

一
〇

二
一

）

以
降

、
万
寿

二
年

（
一

〇
二

五
）
ご

ろ
ま

で
と

考
え

ら
れ

て
い

る
。
 

と
こ

ろ
が

、
現
存

す
る

文
献

で
こ

の
和

歌
が

収
め

ら
れ

て
い

る
最

も
古

い
も

の
は

天
永

二
年

（
一

一
一

一
）

か
ら
永
久

二
年

（
一

一
一

四
）
頃

に
成

立
し

た
と

考
え

ら
れ

て
い

る

『
俊

頼
髄
脳

』
で

あ
り

、
勅

撰
和

歌
集

で
は
『

金
葉

和
歌

集
』
に

収
め

ら
れ

て
い

る
。『

金

葉
和

歌
集

』
は

『
俊

頼
髄
脳

』
の
著

者
で

も
あ

る
源

俊
頼

が
撰

者
と

な
り

大
治
元

年
か

ら

二
年

（
一

一
二
六
～

一
一

二
七

）
の

間
に
三

度
に

わ
た

っ
て

撰
進

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

。

詠
ま

れ
た

時
か

ら
俊

頼
髄
脳

ま
で
約

九
十

年
の
空
白

が
あ

る
。

も
ち

ろ
ん

、
現
存

す
る

書

承
の
資
料

が
な

い
か

ら
と

い
っ

て
、

そ
れ

が
不
在

の
証
明

に
な

る
わ

け
で

は
な

い
が

、
こ

の
九
十

年
の

間
に

撰
進

さ
れ

た
『

後
拾
遺

和
歌

集
』

に
も

と
ら

れ
て

い
な

い
。
吉
海
直

人

は
、

小
式

部
内

侍
は

俊
頼

に
よ

っ
て
発

見
さ

れ
た

の
だ

と
述
べ

て
い

る
が

、
さ

ら
に

い
う

な
ら

ば
、

こ
の

と
き

小
式

部
内

侍
歌

は
す

で
に
説
話

の
中

の
存
在

に
な

っ
て

い
た

の
で

あ

る
。

そ
れ

を
裏
づ

け
る

よ
う

に
、

そ
の

歌
句

に
は

異
同

が
多

い
。
 

と
述
べ

て
い

る
。

ま
た

、
小

山
順
子
氏

注

４

は
、
 

 
 

な
お
『

俊
頼
髄
脳

』
で

は
、
和

歌
本

文
が

第
二

句
「

い
く

の
ゝ

さ
と

」
、
第

四
句
「

ふ
み

も

ま
だ

見
ず

」
と

な
っ

て
い

る
（

定
家

本
・
顕
昭

本
と

も
）
。『

金
葉

集
』
で

も
第

四
句

は
「
ふ

み
も

ま
だ

み
ず

」
と

な
っ

て
お

り
（
再
奏

本
・
三
奏

本
と

も
）
、
『

百
人

一
首

』
と

本
文

に

異
同

が
あ

る
。
但

し
、

他
出

文
献

で
は

す
べ

て
『

百
人

一
首

』
と

同
じ

本
文

で
あ

り
、
中

世
以

後
、

一
般
的

に
流
布

し
て

い
た

の
は

「
い

く
の

の
道

の
…

ま
だ

ふ
み

も
見

ず
」

の
形

で
あ

っ
た

と
考

え
ら

れ
る

。
 

と
述
べ

、
異

同
の
存
在

を
指
摘

す
る

に
留

め
て

い
る

。
ま

た
、
安

道
百

合
子
氏

注

５

は
、
 

 
 

 
と

こ
ろ

で
、『

俊
頼
髄
脳

』
に
紹

介
さ

れ
、『

金
葉

集
』
に

入
集

し
た

歌
の

第
四

句
は
「

ふ

み
も

ま
だ

み
ず

」
で

あ
っ

た
。

現
在

、
人
口

に
膾
炙

し
て

い
る

「
ま

だ
ふ

み
も

み
ず

」
で

は
な

い
。

こ
の

句
の
違

い
は

ど
う

理
解

す
る

と
よ

い
の

だ
ろ

う
か

。
 

「
ま

だ
ふ

み
も

み
ず

」
に

な
っ

た
の

は
、
お

そ
ら

く
定
家

の
『

八
代
抄

』
以

後
で

あ
る

。

そ
の

詞
書

に
は

「
和

泉
式

部
丹

後
に

侍
り

け
る
比

、
中
納

言
定

頼
文

や
あ

り
つ

る
と
尋
ね

侍
り

け
れ

ば
」

と
あ

る
。
（
傍
線
マ
マ

）
 

と
述
べ

た
上

で
詞

書
の

あ
り

方
に
触

れ
た

上
で

、
 

す
な

わ
ち

、
明

ら
か

に
掛

詞
で

あ
る

こ
と

が
理

解
さ

れ
る

場
合

は
、

詞
書

に
「

文
」

の

言
葉

が
あ

る
と

き
、

も
し

く
は

恋
文

の
連
想

が
生
じ

る
よ

う
な
状
況

が
説
明

さ
れ

て
い

る

と
き

に
限

ら
れ

る
と

い
っ

て
よ

い
。
そ

う
す

る
と

、「
大

江
山

」
歌

の
場

合
も

こ
こ

に
「

文
」

が
掛

け
ら

れ
て

い
る

と
の

理
解

に
は

、
詠

歌
状
況

の
説
明

を
伴

っ
た
伝
承

で
あ

っ
た

こ
と

の
意

味
が

大
き

い
と

い
う

こ
と

に
な

る
。
 

 
 

 
初

出
お

よ
び

『
金

葉
集

』
で

は
「

ふ
み

も
ま

だ
み

ず
」

で
あ

っ
た

。
歌

は
声

に
出

さ
れ

て
初

句
か

ら
順

に
耳

に
は

い
る

。「
ふ

み
も

ま
だ

み
ず

」
と

い
う

と
き

に
は

ま
ず
「

手
紙

も

ま
だ

見
て

い
な

い
」

の
意

味
が

前
面

に
あ

ら
わ

れ
る

。
定

頼
の

問
い

に
答

え
る

と
い

う
状

況
説
明

を
伴

っ
て

、
そ

の
答

え
「

手
紙

も
ま

だ
見

て
お

り
ま

せ
ん

」
と

い
う

意
味

が
先

に

来
る

。
と

こ
ろ

が
、
「

ま
だ

ふ
み

も
み

ず
」

に
な

る
と

、
「
踏

み
み

る
」

の
連
続
性

が
「

ま

だ
」

に
さ

え
ぎ

ら
れ

な
い

た
め

、
手
紙

の
意

味
が

二
次
的

な
も

の
に

後
退

し
、

ま
だ
踏

ん

で
み

た
こ

と
が

な
い

、
つ

ま
り

、
丹

後
の
国

ま
で

の
道

の
り

、
さ

ら
に

は
天

の
橋

立
に

ま

だ
行

っ
た

こ
と

が
あ

り
ま

せ
ん

と
い

う
「
踏

み
」

の
意

味
が

強
く

な
っ

て
く

る
と

考
え

ら

れ
る

。
 

と
述
べ

て
い

る
。
安

道
氏

の
指
摘
通

り
、
「

ふ
み

も
ま

だ
み

ず
」

よ
り

も
「

ま
だ

ふ
み

も
み

ず
」

の
ほ

う
が

「
文

」
よ

り
も

「
踏

み
」

の
意

味
が

強
く

な
る

と
判
断

で
き

る
。

し
か

し
、
安

道
氏

は
『

金
葉

和
歌

集
』

の
大

江
山

の
歌

の
第

四
句

の
写

本
間

の
異

同
に

つ
い

て
は
特

に
触

れ
な

い

ま
ま

、
第

四
句

を
「

ふ
み

も
ま

だ
み

ず
」
と
認

定
し

た
う

え
で

、
そ

の
第

四
句

目
が
「
「

ま
だ

ふ

み
も

み
ず

」
に

な
っ

た
の

は
、
お

そ
ら

く
定
家

の
『

八
代
抄

』
以

後
で

あ
る

」
と
述
べ

て
い

る
。
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も
ち

ろ
ん

、
『

定
家

八
代
抄

』
以

後
の

改
変

で
あ

る
可
能
性

が
な

い
わ

け
で

は
な

い
だ

ろ
う

が
、

先
ん
じ

て
成

っ
た

と
さ

れ
る

『
袋
草
紙

』
や

『
梁
塵
秘
抄

』
、
『
無

名
草
子

』
な

ど
を

ど
の

よ
う

に
見

る
か

、
と

い
う

問
題

や
『

俊
頼
髄
脳

』
や

『
金

葉
和

歌
集

』
の

写
本

間
の

異
同

に
つ

い
て

の
問

題
な

ど
に

つ
い

て
安

道
氏

は
述
べ

て
お

ら
ず

、
こ

れ
ら

の
問

題
に

つ
い

て
も

一
応

の
整

理

を
し

て
お

く
必

要
が

あ
ろ

う
。
先

ほ
ど

、『
俊

頼
髄
脳

』
の

諸
本

の
異

同
を
確
認

し
た

が
、
現
存

す
る

諸
本

の
中

で
、
顕
昭

本
系

で
信

頼
の
置

か
れ

て
い

る
久
邇
宮
家
旧
蔵

本
、

定
家

系
で
信

頼

の
置

か
れ

て
い

る
冷

泉
時

雨
亭

文
庫
蔵

本
の

い
ず

れ
に

も
「

ふ
み

も
ま

た
み

す
」

と
記

さ
れ

て

い
る

注

６

。
こ

の
点

を
考
慮

す
る

と
「

ふ
み

も
ま
だ

み
ず

」
が
先
行

し
、
後

に
「
ま

だ
ふ

み
も

み

ず
」

へ
の

改
変

が
起

こ
っ

た
と

考
え

て
お

く
の

が
穏

当
と

い
う

こ
と

に
な

る
だ

ろ
う

。
 

で
は

『
金

葉
和

歌
集

』
の

編
纂
過
程

で
「

ま
だ

ふ
み

も
み

ず
」

に
な

っ
た

の
だ

ろ
う

か
、

あ

る
い

は
『

金
葉

和
歌

集
』

か
ら

『
袋
草
紙

』
ま

で
の

ど
こ

か
の

段
階

で
改

変
が

あ
っ

た
の

で
あ

ろ
う

か
。『

金
葉

和
歌

集
』
に
関

し
て

は
先

に
述
べ

た
よ

う
に

、
写

本
間

の
揺

れ
が

ど
の

段
階

で

起
こ

っ
た

の
か

、
現

段
階

で
は
未
詳

と
い

う
こ

と
で

あ
り

、『
袋
草
紙

』
に

つ
い

て
も

、
現
存

す

る
本

は
全

て
欠
尾

本
で

、
そ

の
成

立
の
詳
細

が
不
明

と
さ

れ
る

。
た

だ
し

、
清
輔
著

と
さ

れ
る

歌
論

集
『

和
歌

初
学
抄

』
（
奥

書
に

よ
れ

ば
嘉
応
元

・
一

一
六

九
年

、
『

和
歌

現
在

書
目
録

』
に

よ
れ

ば
仁
安
元

・
一

一
六
六

年
）

に
も

「
ま

だ
ふ

み
も

み
ず

」
と

あ
る

。
い

ず
れ

も
現
存

す
る

も
の

は
写

本
の

た
め

、
ど

こ
ま

で
突

き
詰

め
て

も
写

本
筆
録

者
の

改
変

の
可
能
性

を
排
除

で
き

な
い

の
だ

が
、

一
応

の
整

理
す

る
と

、
次

の
よ

う
に

言
え

る
だ

ろ
う

。
 

 
１

、
小

式
部

内
侍

の
大

江
山

の
歌

の
オ

リ
ジ

ナ
ル

で
第

四
句

が
「

ふ
み

も
ま

だ
み

ず
」

で

あ
っ

た
場

合
 

 
 

 
（
イ

）『
金

葉
和

歌
集

』
編

纂
の

ど
こ

か
の

段
階

で
「

ま
だ

ふ
み

も
み

ず
」
に

改
変

が
あ

り
、
『

金
葉

和
歌

集
』

編
纂

以
後

「
ま

だ
ふ

み
も

み
ず

」
が

定
着

し
た

。
 

 
 

 
（
ロ

）『
金

葉
和

歌
集

』
ま

で
は
「

ふ
み

も
ま

だ
み

ず
」
で

あ
っ

た
が

、
そ

れ
以

後
、『
袋
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
草
紙

』
が

成
る

ま
で

の
間

に
「

ま
だ

ふ
み

も
み

ず
」

と
な

っ
た

。
 

 
 

 
（
ハ

）
『
袋
草
紙

』
が

成
る

時
点

で
「

ま
だ

ふ
み

も
み

ず
」

に
改

変
さ

れ
た

。
 

 
 
２

、
小

式
部

内
侍

の
大

江
山

の
歌

の
オ

リ
ジ

ナ
ル

で
第

四
句

が
「

ま
だ

ふ
み

も
み

ず
」

で

あ
っ

た
場

合
 

 
 

 
（
イ

）
『

俊
頼
髄
脳

』
で

「
ふ

み
も

ま
だ

み
ず

」
に

改
変

が
な

さ
れ

た
が

、
『

金
葉

和
歌

集
』
編

纂
途
中

の
ど

こ
か

の
段

階
で

、「
ま

だ
ふ

み
も

み
ず

」
の
形

に
戻

さ
れ

た
。
 

 
 

 
（
ロ

）
『

俊
頼
髄
脳

』
の

時
点

で
「

ふ
み

も
ま

だ
み

ず
」

に
改

変
が

な
さ

れ
、
『

金
葉

和

歌
集

』
編

纂
後

、『
袋
草
紙

』
が

成
る

ま
で

の
段

階
で
「

ま
だ

ふ
み

も
み

ず
」
の

形
に
戻

さ
れ

た
。
 

 
 

 
（
ハ

）
『
袋
草
紙

』
が

成
る

時
点

で
「

ま
だ

ふ
み

も
み

ず
」

に
戻

さ
れ

た
。
 

以
上

は
、『

金
葉

和
歌

集
』
、『
袋
草
紙

』
の

写
本

の
当

該
歌

に
関

す
る

書
写

が
各
々
原

本
通

り
に

書
写

さ
れ

て
い

る
と

仮
定

し
た

場
合

で
あ

る
。
先

に
も
述
べ

た
通

り
、

そ
れ
ぞ

れ
の

写
本

の
筆

録
者

の
改

変
の
可
能
性

は
も

ち
ろ

ん
否

定
し

き
れ

な
い

わ
け

だ
が

、『
俊

頼
髄
脳

』
と
『

金
葉

和

歌
集

』
の

い
ず

れ
に

も
源

俊
頼

が
関

わ
っ

て
い

る
こ

と
を

考
慮

す
れ

ば
、

源
俊

頼
は

小
式

部
内

侍
の

大
江

山
の

歌
の

第
四

句
を

「
ふ

み
も

ま
だ

み
ず

」
と

と
ら

え
て

い
た

、
と
推

定
し

て
よ

い

の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。
 

 ４
、
「

い
く

の
の

み
ち

の
」

の
異

同
に

つ
い

て
 

  
次

に
、
第

二
句

の
「

い
く

の
の

み
ち

の
」
に

つ
い

て
も
簡
単

に
触

れ
て

お
き

た
い

。『
俊

頼
髄

脳
』

で
は

、
第

二
句

が
「

い
く

の
の

さ
と

の
」

と
記

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

点
に

つ
い

て
、

小
山

順
子
氏

注

７

は
 

 
 

 
生
野

も
大

江
山

と
同
様

に
、

小
式

部
内

侍
歌

に
よ

っ
て
注

目
を

集
め

た
歌
枕

で
あ

る
。

院
政
期

に
お

い
て

は
「
幾
幅

い

く

の

」
と

の
掛

詞
で

「
生
野

の
里

」
と
詠

ま
れ

る
も

の
も

見
ら

れ

た
が

、
そ

の
後

は
大

江
山

と
の

結
び
付

き
の

も
と

に
、「

生
野
―

行
く
野

」
の
掛

詞
が

そ
の

修
辞

の
中

心
と

な
っ

た
。
ま

た
前
節

に
述
べ

た
よ

う
に

、
大

江
山

は
小

式
部

内
侍

歌
の

後
、

単
一

の
歌
枕

、
一

つ
の
境
界

と
し

て
の
「

点
」
を

意
味

す
る

の
み

な
ら

ず
、「

京
―

大
江

山

―
生
野
―

天
橋

立
」

の
道
程

と
い

う
「
線

」
を
喚

起
さ

せ
る

歌
枕

と
な

っ
た

。
同
様

の
こ

と
が

生
野

に
つ

い
て

も
言

え
よ

う
。
「

生
野

」
の
音

か
ら

「
行

く
野

」
が
旅
路

を
意

味
し

、

「
幾
野

」
が

は
る

か
に
続

く
野

を
意

味
す

る
と

い
う

、
二
重

の
連
想

が
音

に
よ

っ
て
喚

起
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さ
れ

た
と

考
え

ら
れ

、
京

か
ら

大
江

山
と

い
う
西

の
境
界

を
過

ぎ
、

天
橋

立
へ

と
到

る
道

程
そ

の
も

の
が

「
生
野

」
に

は
象
徴

さ
れ

て
い

る
の

で
あ

る
。
 

 
 

 
こ

の
点

を
勘
案

す
る

な
ら

ば
、
小

稿
の

冒
頭

に
述
べ

た
よ

う
に

、『
俊

頼
髄
脳

』
に

お
い

て
は

第
二

句
が

「
い

く
の

ゝ
さ

と
の

」
で

あ
っ

た
の

が
、
『

金
葉

集
』

以
後

、
「

生
野

の
道

の
」
で

定
着

し
た

理
由

が
理

解
さ

れ
る

。「
生
野

」
が
単

に
、
京

か
ら

天
橋

立
へ

と
到

る
際

に
通
過

す
る
「

点
」
を

意
味

す
る

に
過

ぎ
な

い
歌
枕

で
あ

る
な

ら
、「

生
野

の
里

の
、

、
」
で

も

構
わ

な
い

。
し

か
し

、
天

橋
立

ま
で

の
長

く
遠

い
道

の
り

を
「

生
野

」
が
象
徴

す
る

と
す

れ
ば

、「
線

」
を
連
想

さ
せ

る
「

生
野

の
道

の
」
で

あ
る

方
が

、
よ

り
適
切

で
あ

り
、
ま

た

自
然

で
あ

る
と
受

け
止

め
ら

れ
た

た
め

と
考

え
ら

れ
る

の
で

あ
る

。
（
傍

点
マ
マ

）
 

と
述
べ

て
い

る
。

小
山
氏

が
指
摘

す
る

よ
う

に
「

京
―

大
江

山
―

生
野
―

天
橋

立
」

の
道
程

と

い
う

「
線

」
を
喚

起
さ

せ
る

歌
枕

と
し

て
、

ま
た

「
生
野

」
の
音

か
ら

「
行

く
野

」
が
旅
路

を

意
味

し
、「
幾
野

」
が

は
る

か
に
続

く
野

を
意

味
す

る
と

い
う

、
二
重

の
連
想

と
し

て
『

金
葉

和

歌
集

』
以

後
定
着

し
た

も
の

と
考

え
ら

れ
る

。
 

で
は

、
当

該
歌

の
第

二
句

目
は

本
来

「
い

く
の

の
さ

と
」

で
あ

っ
た

の
か

、
あ

る
い

は
「

い

く
の

の
み

ち
」
で

あ
っ

た
の

か
。
こ

の
点

も
第

四
句

目
同
様

、
そ

の
判
断

は
難

し
い

。
し

か
し

、

俊
頼

が
「

さ
と

」
と

「
み

ち
」

の
改

変
に

か
か

わ
っ

て
い

る
可
能
性

が
高

い
こ

と
は

、
言

え
る

で
あ

ろ
う

。
こ

こ
で
『

俊
頼
髄
脳

』
の

成
立

以
前

の
も

の
と

言
わ

れ
て

い
る
「

い
く

の
の

さ
と

」

の
用

例
を

い
く

つ
か
拾

っ
て

お
く

。
 

 
 

『
玄
々

集
』
 

 
 

ま
こ

と
に

や
 
ひ

と
の

く
る

に
は

 
た

え
に

け
む

 
い

く
の

の
さ

と
の

 
な

つ
ひ

き
の

い

と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
藤
原
兼
房
 

 
 

 
（

こ
の

歌
は

金
葉

集
三
奏

本
 

第
九

・
雑

上
 

五
二

九
番

に
題

詞
「

い
か

な
る

女
の

も

と
に

か
あ

り
け

ん
、

つ
か

は
し

け
る

」
と

し
て

収
載

さ
れ

て
い

る
。
）
 

 
 

『
堀

川
院
御

時
百

首
和

歌
』
 

 
 

う
の

は
な

の
 

さ
け

る
か

き
ね

か
 
ぬ

の
さ

ら
す

 
い

く
の

の
さ

と
の

 
こ

こ
ち

こ
そ

す
 

れ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
藤
原
顕
仲
 

 
 

『
散
木
奇

歌
集

』
 

 
 

お
も
ひ

か
ね

 
い

く
の

の
さ

と
を

 
へ

た
つ

れ
は

 
か

す
み

を
さ

へ
も

 
う

ら
み

つ
る

か
 

 
 

 
 

な
 

こ
こ

に
挙

げ
た

「
い

く
の

の
さ

と
」

の
用

例
の

出
典

は
い

ず
れ

も
俊

頼
に
関
連

の
深

い
も

の
で

あ
る

。『
玄
々

集
』
は
能
因

の
撰

で
は

あ
る

が
、
こ

こ
で
取

り
上

げ
た

歌
は

い
ず

れ
も
『

金
葉

和

歌
集

』
に
採
録

さ
れ

て
い

る
。『
白
河

百
首

』
に

し
て

も
『
散
木
奇

歌
集

』
に

し
て

も
、
俊

頼
が

関
係

し
て

い
る

。
こ

の
こ

と
を

考
慮

す
る

と
、

小
式

部
内

侍
の

大
江

山
の

第
二

句
の

変
遷

に
つ

い
て

は
、

次
の

よ
う

な
可
能
性

が
指
摘

で
き

よ
う

。
 

１
、
オ

リ
ジ

ナ
ル

で
は
「

い
く

の
の

み
ち

の
」
と

あ
っ

た
も

の
を

、『
俊

頼
髄
脳

』
収

載
時

に
俊

頼
（

ま
た

は
『

俊
頼
髄
脳

』
の
筆
録

者
）

に
よ

っ
て

「
い

く
の

の
さ

と
の

」
と

記
載

さ
れ

た
。
『

金
葉

和
歌

集
』

収
録

時
に

は
オ

リ
ジ

ナ
ル

の
「

い
く

の
の

み
ち

の
」

に
戻

さ
れ

た
。
 

２
、
オ

リ
ジ

ナ
ル

に
「

い
く

の
の

さ
と

の
」
と

あ
り

、『
俊

頼
髄
脳

』
で

も
そ

の
ま

ま
収

載

さ
れ

た
が

、『
金

葉
和

歌
集

』
に

収
載

す
る

際
に
「

い
く

の
の

み
ち

の
」
と

改
変

さ
れ

、

以
後

、
「

い
く

の
の

み
ち

」
が

定
着

し
た

。
 

こ
の

こ
と

に
つ

い
て

は
『

俊
頼
髄
脳

』
、
『

金
葉

和
歌

集
』

の
そ

れ
ぞ

れ
の

写
本

間
の
揺

れ
は

多

く
な

く

注

８

、
右
に
指
摘

し
た

い
ず

れ
か

に
な

る
と

考
え

て
よ

い
の

で
は

な
い

か
。
 

 ５
、

事
実

に
基

づ
く

話
か

、
架

空
の

話
か

 

 

 
と

こ
ろ

で
、
当

該
歌

と
の
関
連

で
定

頼
集

の
次

の
歌

が
引

き
合

い
に

出
さ

れ
る

こ
と

が
あ

る
。 

 
 

式
部

が
や

す
ま

さ
が

め
に

な
り

て
、

た
ん
ご

に
な

り
た

る
に

、
き

や
せ

ま
し

、
い

か
が

せ

ま
し

と
い

ふ
と

き
き

て
や

り
た

ま
ひ

け
る
 

 
ゆ

き
ゆ

か
ず

 
き

か
ま

ほ
し

き
を

 
い
づ

か
た

に
 

ふ
み

さ
だ

む
ら

む
 

あ
し

の
う

ら
山
 

小
式

部
内

侍
の

母
、

和
泉

式
部

に
藤
原

定
頼

が
送

っ
た

歌
と

さ
れ

る
も

の
で

あ
る

。
小

式
部

内

侍
の

大
江

山
の

歌
が
詠

ま
れ

る
場
面

に
、

時
間
的

に
は

か
な

り
近

い
も

の
で

あ
る

こ
と

が
う

か

が
え

る
。
萩
谷
朴
氏

注

９

は
定

頼
集

の
歌

と
の
関
連

か
ら

、
 

定
頼

が
和

泉
式

部
の
決
断

に
迷

っ
て

い
る

の
を
調
戯

っ
た
事
実

と
を

、
か

ら
み

あ
わ

せ
て
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虚
構

し
た
架
空

の
説
話

で
あ

る
か

も
し

れ
な

い
。
 

と
述
べ

て
い

る
。

ま
た

、
三
木
紀

人
氏

注

１

０

は
、
 

よ
ほ

ど
結
晶

度
の
高

い
説
話

と
し

て
早

く
か

ら
定
着

し
て

い
た

の
か

、
そ

れ
以

前
に

、
こ

の
事
実

そ
の

も
の

が
、
説
話

作
者

の
私

意
を

要
し

な
い

ほ
ど
劇
的

な
も

の
で

あ
っ

た
の

か
。

と
に

か
く

、
薄
幸

な
が

ら
才
気
煥
発

の
美

少
女

の
面

影
を

あ
ざ

や
か

に
伝

え
る
話

で
あ

り
、

和
歌

で
あ

る
。
 

と
述
べ

て
い

る
。

そ
し

て
、
吉
海
直

人
氏

注

１

１

は
「

定
頼

と
小

式
部

の
仕
組

ん
だ

で
っ

ち
上

げ

の
可
能
性

も
あ

る
」
と
述
べ

て
い

る
。
虚
構
説

が
指
摘

さ
れ

る
一

方
で

、
柏
木
由
夫
氏

注

１

２

は
、
 

 
 

歌
中

に
「
踏

み
」

と
小

式
部

の
歌

と
同
じ
表

現
が

あ
り

、
ど

ち
ら

も
丹

後
の

「
足
卜

山
」

と
「

天
の

橋
立

」
に

行
く

こ
と

を
詠

む
点

で
、

時
期
的

に
重

な
る

た
め
注

目
さ

れ
る

。
小

式
部

は
こ

の
定

頼
集

を
意

識
し

つ
つ

「
大

江
山

」
の
詠

を
成

し
た

の
だ

ろ
う

か
。
 

と
述
べ

て
い

る
。

ま
た
武
田
早
苗
氏

注

１

３

は
、
 

 
 
子

の
説
話

に
出

来
過

ぎ
の
感

が
あ

る
こ

と
は

否
め

な
い

。
し

か
し

、
和

泉
式

部
の

丹
後

下

向
か

ら
、

こ
の
逸
話

が
説
話

集
に
採
録

さ
れ

る
ま

で
に
約

九
〇

年
ほ

ど
の
猶
予

が
あ

る
と

し
て

も
、

あ
れ

だ
け

人
口

に
膾
炙

し
た
逸
話

を
生

み
出

し
た

源
に
火
種

が
な

い
と

は
考

え

が
た

く
、
萩
谷
氏

の
よ

う
に

ま
っ

た
く

の
虚
構

と
す

る
こ

と
は
賛

同
し

か
ね

る
。
 

 
 

 
（
中
略

）
 

し
か

し
、

少
な

く
と

も
、

小
式

部
内

侍
が

「
大

江
山

」
歌

を
詠
じ

る
直

前
に

、
し

か
も

母
親

で
あ

る
和

泉
式

部
と

、
藤
原
彰
子

と
が

、「
天

の
橋

立
」
と

い
う
語

を
組

み
交

わ
し

て

い
た

こ
と

は
事
実

で
あ

り
、

こ
れ

を
無
視

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

さ
ら

に
、

こ
れ

ら
の

事
情

を
定

頼
が

知
っ

て
い

た
可
能
性

は
高

く
、
彼

の
驚

き
は

、
従

来
推
測

さ
れ

て
き

た
よ

り
も

数
段
勝

っ
て

い
た

の
で

は
な

い
か

と
考

え
ら

れ
る

。
 

と
述
べ

て
い

る
。

こ
の

よ
う

に
、
虚
構

の
話

と
と

ら
え

る
説

、
あ

る
程

度
の
事
実

に
基
づ

く
と

と
ら

え
る
説

と
、

い
ず

れ
も

が
提
示

さ
れ

る
の

は
、
説
話

の
広

が
り

方
の

問
題

だ
と
思

わ
れ

る

が
、

小
式

部
内

侍
の

大
江

山
の

歌
の

オ
リ

ジ
ナ

ル
に

た
ど

り
着

け
な

い
と

こ
ろ

に
端

を
発

し
て

い
る

も
の

と
い

う
こ

と
も

言
え

る
だ

ろ
う

。
兼
築
信

行
氏

注

１

４

は
、

こ
れ

ら
の
説

に
つ

い
て
検

討
す

る
中

で
、
 

 
 

 
小

式
部

内
侍

の
歌

の
虚
構
性

を
吟

味
す

る
場

合
、

和
歌

自
体

の
真
偽

と
、
詠

歌
状
況

自

体
の
真
偽

を
分

け
て
検
討

す
る

必
要

が
、

お
そ

ら
く

は
あ

る
の

だ
ろ

う
。
様
々

な
ケ
ー
ス

が
想
像

し
う

る
。

た
と

え
ば

、
歌

合
と

い
う
設

定
の

部
分

が
、

後
代

に
不
可

も
し

く
は

変

容
さ

れ
た
可
能
性

も
排
除

で
き

な
い

。
俊

頼
に

よ
っ

て
提
示

さ
れ

る
ま

で
、
テ
キ
ス
ト

は

ひ
た

す
ら
伏

流
し

て
姿

を
現

さ
な

い
の

だ
か

ら
。
 

と
述
べ

た
上

で
、
 

 
 

「
大

江
山

」
の

歌
と

そ
の
説
話

の
真
偽

を
め
ぐ

る
問

題
は

、
結

局
の

と
こ

ろ
振

出
し

に
戻

っ
て

し
ま

う
。
 

と
述
べ

て
い

る

注

１

５

。「
大

江
山

の
歌

」
に

は
「

小
式

部
内

侍
」
と

い
う
原

作
者
（

小
式

部
内

侍

以
外

の
作

者
を
想

定
す

る
こ

と
も

含
め

）
が

あ
り

、
そ

れ
を
筆
録

、
書

写
、
伝
録

し
た

人
物

が

い
る

。
筆
録

、
書

写
、
伝
録

し
た

人
物

に
よ

る
改

変
の

理
由

に
は

、
意
図

し
て

の
改

変
、

意
図

し
な

い
転

写
上

の
単

純
な

間
違

い
、

な
ど

い
ろ

い
ろ

な
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。
先

人
諸
氏

も
こ

れ
ら

の
問

題
に
悩

ま
さ

れ
て

き
た

こ
と

と
思

わ
れ

る
が

、
結

局
の

と
こ

ろ
、
真
偽

の
ほ

ど
を

追

及
す

る
に

し
て

も
、

現
状

で
の

初
出

と
な

る
『

俊
頼
髄
脳

』
を

、
さ

ら
に

は
『

金
葉

和
歌

集
』

な
ど

の
諸

文
献

の
記
述

を
ど

こ
ま

で
信

頼
す

る
か

と
い

う
点

に
か

か
っ

て
し

ま
う

の
だ

ろ
う

。
 

 ６
、

お
わ

り
に

 

 

以
上

、
小

式
部

内
侍

の
大

江
山

の
歌

の
歌

句
の

異
同

に
つ

い
て

考
え

て
き

た
。

現
状

で
は
原

本
を
確
認

す
る

こ
と

が
出

来
ず

、
い

く
つ

か
の
可
能
性

を
指
摘

す
る

に
と

ど
ま

っ
た

が
、

そ
う

で
あ

っ
て

も
、

オ
リ

ジ
ナ

ル
の
姿

に
近
づ

こ
う

と
す

る
作
業

は
、

歌
解
釈

の
上

で
重

要
な

こ
と

で
あ

る
と

考
え

て
い

る
。
 

 
小

式
部

内
侍

の
大

江
山

の
歌

の
第

二
句

、
第

四
句

に
つ

い
て

、『
俊

頼
髄
脳

』
、『

金
葉

和
歌

集
』

そ
し

て
『
袋
草
紙

』
ま

で
の

い
ず

れ
か

の
時

点
で

歌
句

の
改

変
が

起
こ

っ
た

も
の

だ
ろ

う
と

し

か
現

時
点

で
は

言
え

な
い

も
の

の
、
第

二
句
「

い
く

の
の

さ
と

の
」
か

ら
「

い
く

の
の

み
ち

の
」

へ
の

改
変

に
は

、
俊

頼
が
関

わ
っ

て
い

る
可
能
性

が
高

い
と
思

わ
れ

る
。
「

い
く

の
の

さ
と

の
」

か
ら
「

い
く

の
の

み
ち

の
」
へ

の
改

変
に

よ
り

、「
ふ

み
」
は
「
文

」
よ

り
も
「
踏

み
」
の

意
味
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を
第

一
義

と
し

た
ほ

う
が

歌
全
体

の
バ
ラ
ン
ス

が
よ

く
な

る
と

の
判
断

が
『

金
葉

和
歌

集
』

以

後
、『
袋
草
紙

』
ま

で
の

間
に

な
さ

れ
、
そ

の
結
果
「

ふ
み

も
ま

だ
み

ず
」
か

ら
「

ま
だ

ふ
み

も

み
ず

」
へ

と
歌

句
の

改
変

が
な

さ
れ

た
と

見
る

の
が
穏

当
と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う

。
 

   
 

 
注
１

 
勅

撰
集

入
集

の
小

式
部

内
侍

歌
は

、
『

勅
撰

作
者

部
類

』
（
国

学
院

編
）

で
は

八

首
を

数
え

る
が

、
三
木
紀

人
氏
（
「
亜

流
の
世

代
の
ア
イ
ド

ル
―

小
式

部
」（
「
国

文
学

 
解
釈

と
教
材

の
研

究
」
二

〇
‐
十
六

 
学
燈
社

 
昭

和
五
十

年
）
）
は

二

首
の

み
と
述
べ

て
い

る
。
岩
波

新
大

系
『

八
代

集
索

引
』

で
は
三

首
を

数
え

て

い
る

。
 

注
２

 
新
井
幸
恵

「
小

式
部

内
侍
攷
―

「
大

江
山

」
詠

歌
を
巡

っ
て
―

」
（
「
東
洋

大
学

大
学
院
紀

要
」
三
十

九
集

 
平

成
十

四
年

）
 

注
３

 
吉
野
樹
紀

「
歌
語

「
大

江
山

」
の

和
歌
史
的
展
開

」
（
「
沖
縄
国

際
大

学
日

本
語

日
本

文
学
研

究
」
 
九

（
一

）
平

成
十
六

年
年
十

二
月

）
 

注
４

 
小

山
順
子
「
「

大
江

山
生
野

の
道

の
」
考

」（
「

京
都

大
学
国

文
学
論
叢

」
十
七

 
平

成
十

九
年

）
 

注
５

 
安

道
百

合
子
「
「

ま
だ

ふ
み

も
み

ず
」
考
―

小
式

部
内

侍
「

大
江

山
」
歌
説
話
教

材
の

要
点
―

」（
「
梅
光

学
院

大
学

日
本

文
学
研

究
」
四
十
七

 
平

成
二
十

四
年

）
 

注
６

 
兼
築
信

行
氏
（
「

小
式

部
内

侍
の
「

大
江

山
」
の

歌
に

つ
い

て
」（
『
赤
羽
淑
先

生

退
職
記
念
論

文
集

』
ノ
ー
ト

ル
ダ
ム
清

心
女
子

大
学

内
 
赤
羽
淑
先

生
退
職
記

念
の
会

 
平

成
十
七

年
）
は

、「
定
家

本
も
顕
氏
昭

本
も

和
歌

の
第

二
句

の
本

文

は
「

い
く

の
の

さ
と

の
」

と
な

っ
て

い
る

。
そ

し
て

第
四

句
は

、
定
家

本
で

は

『
金

葉
集

』
と

同
一

、
顕
昭

本
は

「
ま

だ
ふ

み
も

み
ず

」
で

あ
る

」
と
述
べ

て

い
る

。
ま

た
、

小
山
順
子
氏

（
「
「

大
江

山
生
野

の
道

の
」

考
」
（
「

京
都

大
学
国

文
学
論
叢

」
十
七

 
平

成
十

九
年

）
は

、「
な

お
『

俊
頼
髄
脳

』
で

は
、
和

歌
本

文
が

第
二

句
「

い
く

の
ゝ

さ
と

の
」
、
第

四
句
「

ふ
み

も
ま

だ
見

ず
」
と

な
っ

て

い
る

（
定
家

本
・
顕
昭

本
と

も
）
。
」

と
述
べ

て
い

る
。
 

注
７

 
注
４

に
同
じ
 

注
８

 
関
西

大
学
図

書
館
蔵

本
に

は
、「
里

」
の

右
に

異
本
注
記

と
し

て
「

み
ち
イ

」
と

あ
る

。
 

 
 

 
注
９

 
萩
谷
朴
『
平
安
朝

歌
合

大
成

』
増
補

新
訂

第
二

巻
（

同
朋
社

出
版

 
平

成
七

年
）
 

 
 
注
１
０

 
三
木
紀

人
「
亜

流
の
世

代
の
ア
イ
ド

ル
―

小
式

部
」
（
「
国

文
学

 
解
釈

と
教
材

の
研

究
」

二
〇
‐
十
六

 
学
燈
社

 
昭

和
五
十

年
）
 

注
１
１

 
吉
海
直

人
『

百
人

一
首

の
新

考
察

』
（
世
界
思
想
社

 
平

成
五

年
）
。

な
お

、
注

２
の
吉
野
氏

の
引

用
中

の
「
吉
海
直

人
は

、
小

式
部

内
侍

は
俊

頼
に

よ
っ

て
発

見
さ

れ
た

の
だ

と
述
べ

て
い

る
」
に
関

し
て

は
、『

百
人

一
首

の
新
研

究
―

定
家

の
再

解
釈
論
―

』
（

和
泉

書
院

 
平

成
十
三

年
）

に
記

さ
れ

て
い

る
。
 

注
１
２

 
柏
木
由
夫

「
藤
原

定
頼

年
譜

考
―

そ
の

後
半

生
に

つ
い

て
（

上
）
―

」
（
「

大
 

妻
国

文
」

二
十

四
 
平

成
五

年
）
 

注
１
３

 
武
田
早
苗

「
小

式
部

内
侍

「
大

江
山

」
歌

の
背
景

」
（
「
相
模
国

文
」
三
十

 
平

成
十

五
年

）
 

注
１
４

 
兼
築
信

行
「

小
式

部
内

侍
の

「
大

江
山

」
の

歌
に

つ
い

て
」
（
『
赤
羽
淑
先

生
退

職
記
念
論

文
集

』
ノ
ー
ト

ル
ダ
ム
清

心
女
子

大
学

内
 
赤
羽
淑
先

生
退
職
記
念

の
会

 
平

成
十
七

年
）
 

注
１
５

 
こ

の
ほ

か
、
古
瀨
雅
義
氏
（
「

小
式

部
内

侍
「

大
江

山
」
歌
説
話

で
語

ら
れ

る
も

の
―
視

点
の

ず
れ

に
よ

る
藤
原

定
頼

の
役
割

の
変
化
―

」
（
「
国
語
国

文
論

集
」

二
十

五
号

 
安
田

女
子

大
学

日
本

文
学
科

）
は

、
説
話

部
分

の
ず

れ
に

つ
い

て
、

「
時

代
が

下
る

に
し

た
が

っ
て
話

者
に

と
っ

て
、
登

場
人

物
の

人
物
像

が
次

第

に
希
薄

に
な

り
、

遠
い
存
在

と
な

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

次
第

に
個
々

の
逸
話

に

お
い

て
語

ら
れ

る
個
別
事
象

の
言
動

か
ら

、
話

者
の
勝

手
な

部
分
的

人
物
像

が

形
成

さ
れ

、
そ

れ
が
独

り
歩

き
し

て
語

ら
れ
始

め
る

こ
と

に
起
因

す
る

の
で

は

な
い

か
。
」

な
ど

と
述
べ

て
い

る
。
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