
『
和
泉

式
部

日
記
』
『
夜

の
寝
覚
』

の

「道
芝

」

菅

原

領

子

一

は
じ

め
に

『
和
泉

式
部

日
記

』

(
以

下

『
日
記
』

と

略
称

)

に
、

次

の
贈

答

が
あ

る
。

…

さ
ま
ぐ

に
思
ひ
乱
れ
て
臥
し
た
る
ほ
ど
に
、御
文
あ
り
.

〔宮
〕
露
む
す
ぶ
道
の
ま
に
く

朝
ぼ
ら
け
ぬ
れ
て
ぞ
き
つ

る
手
枕
の
袖

こ
の
袖

の
事

は
、

は
か

な
き

こ
と
な

れ
ど
、

お
ぼ

し
忘

れ

で
の

た
ま

ふ
も

を

か

し
。

〔
女
〕

道
芝

の
露
に

お
き

ゐ

る
人

に
よ

り
わ
が

手
枕

の
袖

も

か
わ

か
ず

一̂)

『
日
記
』

の
半

ば

過
ぎ

、

「
手
枕

の
袖

」

を

め
ぐ

る

一
連

の
贈

答

の
中

に
位

置
す

る
も

の
で
あ

る
が

、
宮

に
応

え
た

女

の
返
歌

に
、
「道

芝

の
露
」

な

る
歌

語
が

見
ら

れ
る
。

一
方
、
『
夜

の
寝
覚

』
巻

三

に

は
、
次

の
よ
う
な

場

面
が
あ

る
三
)。

〔
帥

の
君

〕

「
〔帝

は

〕

登
花

殿

の
上

〔寝

覚

の
上

〕

渡

り

た

ま

へ
り
し

に
、
御

対
面

あ
り

て
、
明
け
果

つ
め

り

つ
。
今

朝
も

、

い
と
と

く
、

か

く

て

こ
そ
」

と
言

へ
ば

、

〔
内
大

臣

は
〕

胸

ふ

と

ふ
た

が

り

て
、

顔

の
色

変

り
ぬ

ら

む

と
お
ぽ

ゆ
れ

ど
、

「な

ぞ

の
御

対

面
ぞ
。

も

し
、

総

角

か
」

と
問

ひ
た

ま

へ
ば
、

〔帥

の
君
〕

「さ

ら

な
り

。

そ

の
程

は
、
宣

旨

の
君
ぞ

、

く

は

し
う

は
、
道

芝

に
て
知

り
た

ま

ひ

つ
れ
。

女

の
御
様

の
、

す

す
み
ざ

ま
な

り
け

る
」

と
言

ふ

に
、

〔内

大

臣

は
〕

と
ば

か

り
も

の
も

言

は
れ
ず

。

…

〔中

略
〕

…

〔宣

旨

の
君

〕

「
…

…

〔帝

は
〕

『
昔

よ
り

心
ざ

し

の
深

き
、

登
花

殿

に
渡

る
た
び
ご

と

に
、

み

つ
か

ら
と

き

こ
ゆ
る
を

、
つ
れ
な

く
て
聞

き

入
れ
た

ま

は
ね
ば

、

か
か

る
折

に
と
、

う

か
が

ひ
参
り

つ
る
』

な

ど

こ
そ
お

ほ
せ

ら

れ

つ
れ
。

そ
は
、

道
芝

要
る

べ
き

こ
と

に
も

は

べ
ら
ざ

り

つ
る

も

の
を

」
と

、

「
う

た

て
、
総

角

ま

で
は

」

と
お

い
ら

か
に
言

ひ
な

す

を

、

〔内

大

臣

〕

「
さ

の

み
は

あ

ら

じ
」

と

、

か

ら
声

に
間

ひ
た

ま
ふ
も

…

〔
後
略
〕

…

18一



内
大

臣

の
妻

と
な

っ
て
い
る
女

一
宮

の
た

め

に
内

大

臣
と
寝

覚

の
上

と

の
仲

を
割

こ
う

と
謀

る
大

皇
宮

は
、
帝

が

か
ね

て
よ
り
想

い
を

寄

せ

て

い
た
寝
覚

の
上

に
逢

え

る
よ

う
手
引

き
し
、

更

に
そ
れ

を
内

大

臣

の
耳

に
入

れ

て
、

内
大

臣

が
寝
覚

の
上

を
厭

う
よ

う
計
ら

う
。

女

房

の
帥

の
君

か
ら
話

を
聞

い
た
内

大

臣
が
、

動
転

し
な

が
ら

「総

角

か
」

三̂
vー

二
人

は
逢

っ
て
し
ま

っ
た

の
か
と

尋
ね

る

の
に
対

し
、

口
さ

が
な

い
帥

の
君

は
、

逢
瀬

が
あ

っ
た

の
は
も

ち

ろ
ん
、

寝
覚

の

上

の
方

が

積
極

的
な

態
度

で
あ

っ
た
と

、
あ

ら
ぬ
事

を

告
げ

口
す

る

の
で
あ

る
。
驚

い
た

内
大

臣
が

更

に
宣

旨

の
君

に
問
う

と
、

宣
旨

の

君

は
最
初

か
ら

の
経

緯
、
帝

が
寝

覚

の
上

に
語

っ
た

こ
と
な

ど
を

話

し
、

「う

た

て
、
総

角
ま

で
は
」
と

、
寝

覚

の
上

の
潔

白

を
証

し
た

。

こ

の
、

帥

の
君

と
宣

旨

の
君

、

二
人

の
女
房

の
言
葉

の
中

に

も
そ

れ

ぞ
れ

「道
芝

」

の
語
が

出

て
く

る
。

こ

こ
で

の

「道

芝

」
は

文
脈

か

ら

推

し

て
取

り
持

ち
役

、
或

い
は

証
人
な

ど

の
意

と
思

わ
れ

る
が
、

日
本
古

典

文
学
大

系

(
岩
波

書
店

)

は

「
道
芝

が
、

ど

う
し

て
、
道

案

内
、

あ

る
い

は
取
持

ち
役

の
意

に
な

る

か
は
よ

く
わ

か
ら

な

い
」

と

し
、
講

談
社

学
術

文
庫

は
道

芝
が

歌

語

で
あ

る
旨

指
摘

し
た

上

で
、

「
そ
ば

に
居
合

せ
た
者

」

「
証

人
」

と
解

し

て

い
る
。

新

編

日
本

古

典

文

学
全

集

(
小
学
館

)
は
頭

注
に

『
日
記
』
の
前
掲

歌
を

引
き

「路

傍

の
芝
草

の
意

。

こ

こ
で
は
、

傍

ら
に
居

合
わ

せ
た

者

の
意
。

そ

こ

か
ら

道
案

内
、

あ

る

い
は
取

り
持
ち

役
な

ど

の
意
も
含

む
か
。
引

歌

が

あ

ろ
う

が

不
詳

。
」

と

し
た

上

で
、

「
道

柴

の
露

」

を

含

む

『
狭

衣
物

語
』

巻

二

の
歌

(後

掲
)

を
指

摘

し

て
い
る
。

更

に
、
片
桐

洋

一
氏

『
歌
枕

歌

こ
と
ば
辞

典

増

訂

版
』

四̂
v
「道

芝
」

の
項

で
は
、

『
日
記
』

当
該
歌

が
後

の
文
学

に
影

響
を

与
え

た
例
と

し

て
右

の
帥

の
君

の

「
く
は

し
う

は
、
道

芝

に

て
知
り

た
ま

ひ

つ
れ

」
と

い
う
言

葉
が

引

か
れ

、

「
諸
註

『
く
わ

し
く

は
宣

旨

の
君

(
と

い
う
女

房
)

が
取

り
持

ち

役
と

し

て
御
存

知

で
す

』

と
訳

し

つ
つ
、
『
道

芝

』
が

な
ぜ

『
取

り
持
ち

役
』

の
意

に
な

る
の
か
わ

か
ら

な

い
な
ど

と
記

し

て

い
る
が
、

当
時
、

身

分

の
高

い
男

女
は
逢

瀬

の
ク
ラ

イ

マ
ッ
ク

ス

に
も
侍

女

・
童
女
な

ど
を
侍

ら

せ

て
い
た

こ
と
を

想
起

す
れ
ば

わ

か

る

は
ず

で
あ

る
。
『
草
枕

』

の
か

た
わ

ら

の

『
道

』
で
、
寝

ず

に

『
お

き

ゐ
る

人
』
だ

か
ら

で
あ

る
。
」
と

説

か
れ

て

い
る
。

ま

た
、

よ

り

新

し
く
は
秋

山
度
氏

編

『
王
朝

語
辞

典
』
(五
}
「道

芝
」

の
項

で
も
、

帥

の
君

の
言
葉

は

『
日
記
』

当
該

歌

の

「
お
き

ゐ
る
人
」

を
引

い
て

「
寝
ず

に
主

人
に
近

侍
す

る
宣

旨

の
こ
と

を
言
」

っ
た

も

の
と

説
明

さ

れ

て

い
る
。

『
歌

枕
歌

こ
と
ば

辞
典
』

や

『
王

朝
語
辞

典
』

の
説

く
と

こ
ろ

に

従

え
ば

、
右

に
引

用
し

た

『
夜

の
寝

覚
』
巻

三

の
場

面

は
、
『
日
記
』

享

受

の

一
側

面
と

し
て
興
味

深

い

の
だ

が
、

こ
の
こ
と

は
果

た
し

て

確

か
で
あ

ろ

う

か
。

「
道
芝

」

及
び

「道

芝

の
露

」

と

い
う

歌
語

に

つ
い
て
、

い
ま

一
度

そ

の
成

立

・
影

響
を
辿

っ
て
み
た

い

δ̂
。

二

『
日
記
』

に
先
行

す

る

「道

芝

」

「道
芝

の
露
」

十

}
世

紀
後

半

以
降

、

「
道
芝

」

は
露

或

い
は
霜

な

ど
と

共
に

盛
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ん

に
詠

ま

れ
、

「道

芝

の
露
」

の
歌
句

も
多

用

さ

れ
る

よ
う

に
な

っ

た

が

、
『
日
記
』

に
描

か
れ

る
長

保
五

(
δ
8

)
年

当
時
、

「
道
芝

」

及

び

「
道
芝

の
露

」

は
歌

語
と

し

て
ま
だ

さ

ほ
ど

一
般

的
な

も

の
で

は
な

か

っ
た
。
先

行

例
を

挙
げ

て

み
よ
う

七̂
)。

①
お
も
は
ず
も
あ
れ
か
し
あ
や
な
み
ち
し
ば
の
人
の
ふ
る
せ
る
わ

れ
な
ら
な
く
に

(古
今
和
歌
六
帖
第
四
恋

な
い
が
し
ろ

Σ
毬
)

②

み
ち

し
ば

も
け

ふ
は

は

る
ば

る
あ
を

み
は

ら
お

り

ゐ
る

ひ
ば

り

か
く

ろ

へ
ぬ

べ
み

(
好
忠
集

三
月

を

は
り

。。
り
)

③

み
ち

し
ば

の

つ
ゆ

に
あ
ら

そ
ふ

わ
が
身

か
な

い
つ
れ

か
ま
つ

は

き

え

む
と

す
ら

む

(新
古

今
集

巻

第
十

八
雑

歌
上

ミ
。゚
°。
題

し

ら
ず

清

慎

公
)

④

み
ち
し
ば
の
し
も
よ
の
月
を
ふ
み
な
ら
し
ふ
り
に
し
み
や
こ
あ

れ
に
け
ら
し
も

(雲
葉
集
巻
第
八
冬
歌
謡
ひ
神
無
月
の
こ
ろ
な

ら
の
み
や
こ
に
て

三
条
右
大
臣
)

い
ず

れ

も

『
日
記
』

に
描

か
れ

る
よ
う

な
恋

、
就

申
後

朝

の
情

趣

と

は

無
関
係

な

「道

芝
」

或

い
は

「道

芝

の
露

」

の
用
例

で
あ

る
。
③

の
歌

は
清

慎

公
集

に

は
見
え

な

い
が
、

藤

原
実
頼

詠
な

ら
ば

先
行

例

と

し

て
数

え

る

こ
と
が

で
き

よ
う

。
④

の
歌

は
他

出
文

献
が

当

の
雲

葉
集

を

出
典
と

す

る
夫

木
抄

し
か

な

い
た

め
、
確

か
な

こ
と

は
言
え

な

い
が
、

作
者

の

「
三
条

右

大
臣

」
が
藤

原

定
方

を
指

す
と

す
れ
ば

こ
れ
も
先

行

例
と

言
え

る
。

次

に
、

後

朝

に
詠

ん
だ
も

の
を

探

し

て
み
る

と
、
次

の
例

が
挙
げ

ら

れ

る

。

⑤

き
え

か

へ
り
あ

る
か
な

き
か

の
わ
が
身

か
な
う

ら

み
て
か

へ
る

み
ち

し
ば

の
露

(新
古

今
集

巻
第

十

三
恋
歌

三

ご
。゚
°。
女

の
許

に
、

も

の
を
だ

に

い
は

む
と

て
ま

か
れ

り
け

る
に
、

む
な

し
く

か

へ
り

て
、

あ

し
た

に

左
大

将
朝

光
)

(小

大
君
集

$

女

の

も
と

に
も

の
を
だ

に

い
は
ん

と

て
き

た

り
け

る
人
、
あ

し
た

に
)

⑥

か

ひ
な
く

て
あ

り
あ
け

の

つ
き

に

か

へ
り
な
ば

ぬ

れ
て
や

ゆ

か

む

み
ち

し
ば

の

つ
ゆ

(大

弐
高

遠
集

P
P

〔
詞
書

省

略
〕
)

⑦

葉
末

こ
そ

あ
き

を
も
知

ら
め
根

を
深

み

そ
れ
道

芝

の
い

つ
か
忘

れ

む

(う

つ
ほ
物

語
俊
蔭

巻

若

小
君
)

八̂
)

⑤

は
女

の
許
を

訪
れ

た
も

の

の

つ
れ
な
く

さ
れ

て
、

空

し
く

帰

っ
た

翌
朝

の
男

の
恨

み
を
詠

む

.̂
v。

⑥

は
長

い
詞
書

を
持

つ
前

の
歌
に
続

い
て

い
る

の
で
詞
書
を

省
略

し
た

が
、

三
人
姉

妹

の
許

へ
そ

れ
ぞ

れ

通
う

男
が

い
た

が
、
あ

る
夜

男
達

が
行

き
合

っ
て
し
ま

い
、

恋

の
語

ら

い
も
な

ら
ず

に
雑
談

な
ど

し

て
帰

る
こ
と

に
な

っ
た

男

の
歌

で
あ

る
。

こ
れ

ら
二
首

は

い
ず

れ

も
逢
瀬

が
成

立

し
な

か

っ
た
後
朝

の
歌

と

い
う

こ
と

に
な

る
。
⑦

は
、

父

を
亡

く
し

て
心
細

く
暮

ら

す
俊
蔭

女

に
ゆ
く

り
な

く
出
会

っ
て

―
夜
契

っ
た

若

小
君

(後

の
藤

原
兼
雅

)

が
、

今
後

の
逢
瀬

の
難

い
こ
と
を

言
う
と

、
俊

蔭

女
が

「
あ

き
風

の

吹

く

を
も
嘆

く
浅

茅
生

に
今

は
と

か
れ
む

折
を

こ
そ
思

へ
」
と
詠

み
、

そ
れ

に
応

え
た
歌

で
あ

る
。

既

に
若

小
君

が
、

両
親

の
鍾

愛

の
子

で

あ

る
自

分

は
気

ま

ま
な

微

行

も

で
き

な

い
と
繰

り

返

し
述

べ
て

お

り
、

二
人

の
仲

が

こ
の

一
夜

の
後
長

く
隔

た

る

で
あ
ろ

う

こ
と
は
暗
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示

さ
れ

て
い
る

の
だ

が
、

浅
茅
生

に
よ

せ

て
若

小
君

の
夜

離
れ

を
案

ず

る
俊

蔭
女

に
対

し
、
若

小
君

は
根
を

深

く
張

っ
た
道
芝

に

託
し

て

ま
た

通

っ
て
く

る
と

約
束

し

て

い
る
。

①

の

「な

い
が

し

ろ
」
、

②

の
叙

景
、

③

の
無

常
観

、
④

の
懐

旧

と

、

後

朝

の
情

趣
と

は
無

関
係

な

「
道
芝

」

「道

芝

の
露

」

の
用
例

が

あ

る

}
方

で
、
⑤
⑥

⑦

で

は

「
道
芝

」

の

「道

」
が

女

の
許

へ
の

通

い
路

を

示

し
て

い
る

こ
と
が

明
ら

か

で
あ

る
。

で
は
次

に

、
『
日

記
』

と
同

時
代

の
用

例
を

み

て
み
よ
う

。

三

『
日
記
』

と
同
時

代

の

「道

芝

」

「道
芝

の
露

」

先

に
も

述

べ
た
よ

う

に
、
十

一
世
紀

後

半
か

ら
十

二
世
紀

に
な

る

と
、

「道

芝

」

「
道

芝

の
露

」

は
多

用
さ

れ

る

よ
う

に
な

る
が

、
『
日

記

』

と
同

時
代

と
目

さ
れ

る
用

例

は
や

は
り
多

く
は
な

い
。

次

の
よ

う

な

も

の
で
あ

る
。

⑧
夏

の
ひ

の
あ

し
に
あ

た

れ
ば

さ

し
な

が
ら

は
か
な

く

き
ゆ

る
道

芝

の
露

(
和
泉

式
部

集

N
轟
夏
)

⑨

み
ち

し
ば

や

お
ど

ろ

の
か
み

に
な
ら

さ
れ

て
う

つ
れ

る
か

こ
そ

く

さ

ま
く

ら
な

れ

(後

拾
遺
集

巻

第

二
十
雑

六

謁
ご

三
条

院

御

時

う

へ
と

の
ゐ
す

と

て
ち

か

く
侍

け
る

人
ま

く
ら
を

お
と

し

て
ま

か
り

い
で
に
け

れ
ば

か
き

つ
け

て
殿

上
に

つ
か

は
し
け

る

小
大

君
)

(小

大
君
集

ω
N
う

へ
、
殿

ゐ
す

と

て
、
お

ま

へ
に
ち

か
く

さ
ぶ

ら
ふ

人
人

、
あ

や

し
き
く

れ

の
ま
く

ら
を

お
と

し

て

い
で
た
る

に
、

か
き

つ
け
た

る
を
、

人
人
殿

上

に
や
り

た

り
)

⑩

み
ち

し
ば

の

つ
ゆ
う
ち

は
ら

ひ
し

る
べ
す

る
人
を

い
つ

れ

の
よ

に

か
わ

す
れ

ん

(
重
之

子
僧
集

斜
。゚
お
ぼ

つ
か
な

き

み
ち

の
し

る
べ
す

る
人

の
わ

か
る
る
と

こ
ろ

に

て
)

⑪
あ
さ
ま
だ
き
人
の
ふ
み
ゆ
く
道
し
ば
の
あ
と
見
ゆ
ば
か
り
お
け

る
し
も
か
な

(故
侍
中
左
金
吾
集

謬
初

雪

)

⑫
数
な
ら
ぬ

道
芝
と
の
み

嘆
き
つ
つ

は
か
な
く
露
の

起

き
伏
し
に
…
…

(栄
花
物
語
巻
第
九
い
は
か
げ

左
衛
門
督
の

北
の
方
)

⑧

は
和

泉
式

部
詠

に
見

ら
れ

る
も
う

一
つ
の

「道
芝

の
露

」

の
用
例

で
あ

り
、
注
目

さ
れ

る
。
⑨

は

「道
芝

」
を
寝

乱
れ
髪

の
喩

え
と

し
、

草
枕

の

「草

」

に

「臭

」
を

か
け

る
と

い
う
、

誹

譜
歌
的

な
要

素

の

強

い
歌

で
あ
る
。
⑩

は

「重

之

の
子
の
僧
」

が
伝

未
詳

で
あ

る
が
、

源

重
之

の
没

年

(
長
保

二

(
一
〇
〇
〇
)

年
)

か

ら
考

え

て
、
『
日
記
』

と

同
時
代

の
例

と

し
て
よ

い
で
あ

ろ
う
。
⑪

は

長
久

三

(
5
鳶

)

年

の
題

詠

で
あ
る
。

題

は
恐
ら

く

「初

霜
」

の
誤

写
で
あ

ろ
う
。

⑫

は

「
い
は

か
げ
」

の
巻
末

に
長

歌

の
贈

答
が

あ
る
、

そ

の
贈
歌

で
あ

る

が

、
実

の
と

こ
ろ
そ

の
作
者

「左
衛

門
督

の
北

の
方

」
な

る
人
物

は
、

新
編

日
本

古
典

文
学
全

集

(
小
学
館

)

の
頭
注

に
よ

れ
ば
史

上
該

当

す

る
人
物

が
お

ら
ず
、

詠
歌

時
期
自

体
も

「
い
は
か
げ

」
が

描

く

―

条
院

崩
御

の
頃

な

の
か
ど
う

か
不

確
か
な

の
だ

が
、

ひ
と

ま
ず

こ

こ

に
掲

げ

て
お
く
。

こ
れ

ら
同
時

代
詠

に
も
、

恋

の
情

趣

を
詠

ん
だ
も

の
は
少
な

い
。
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⑧

は

は
か

な

い
夏

の
景
物

で
あ

る

し
、
⑨

は
戯

れ

の
比
喩

で
あ

る
。

⑩

は

詳
し

い
事
情

は
不

明
だ
が

、

よ
く
知

ら
ぬ
道

を
案

内

し

て
く

れ

て
別

れ
た

、
と

い
う

の
だ

か

ら
、
恐

ら
く

恋
愛

と
は
無

関
係

で
あ

ろ

う
(+
v。

⑪

が
早

朝
に

道
芝

を
踏

ん

で
ゆ

く
人
、

と

い
う

の
で
、
後

朝

ら
し

く
思

わ
れ

る
。
⑫

は
数
な

ら

ぬ
身
、

に
か

け

て
、

つ
ま

ら
ぬ

、

取

る

に
足

り
な

い
も

の
と

し

て

「道

芝
」

を
詠

ん

で
い
る
。

こ
う

し

て
見

て
く

る

と
、
『
日
記
』
当
該

歌

の

「道
芝

の
露

」
は
、

『
小

大
君

集

』
『
大

弐
高

遠

集

』
『
う

つ
ほ
物

語

』

「
俊
蔭

」

に
先

躍

は

あ

る
が
、

比
較

的

早

い
時
期

に
後

朝

の
情

趣

を
表
す

景
物

と
し

て

詠

ま

れ
た

例

で
あ

る

こ
と
が
確

認

で
き

る

+̂
;
。

四

後

代

の

「道

芝

」

「道

芝

の
露
」

で

は
、

後
代

多

用

さ

れ

る

「
道

芝
」

「道

芝

の
露
」

は
、

ど

の
よ

う

に
詠
ま

れ

て

い
る

の
か
。

十

一
世
紀

後

半
か
ら

十

二
世
紀
初

頭

に

か
け

て
の
例

を

み
る

こ
と

に
す

る
。

⑬

み
ち

し
ば

や

つ
ゆ
ふ

み
わ
け

て
み
し

ほ
ど

に
あ
ふ

よ

の
そ

で
も

ぬ
れ

に
け

る

か
な

(江

帥
集

乱

。゚
を

ん
な

の
も
と

よ
り

か

へ
り

て
、

つ
と
め

て
)

(後

葉
集

巻
第

十

三
恋

三

ω
ひ
轟

題
不

知

大

蔵
卿

匡

房

初

句

「
み
ち

し

ば

の
」

三
句

「
こ

し
ほ

ど

に
」
)

⑭
を
み
な
へ
し
に
ほ

へ
る
の
べ
を
た
つ
ぬ
と
て
ぬ
れ
こ
そ
き
た
れ

み
ち
し
ば
の
露

(在
良
集

ミ

秋
日
於
遍
照
寺
詠
野
径
尋
花
)

⑮

み
ち

し
ば

に
す

て
お
か

れ
ぬ

る

つ
ゆ

の
身

は

は
ち
す

の
う

へ
も

い
か
が
と

そ
お
も

ふ

(
成
尋

阿
閣
梨

母
集

い
)

⑯
み
ち
し
ば
に
霜
や
お
く
ら
む
さ
夜
更
け
て
か
た
敷
く
袖
の
さ
え

ま
さ
る
か
な

(堀
河
百
首
O旨

霜

源
顕
仲
)

そ

れ
ぞ
れ

の
歌

に
お

い
て
後

朝
、
秋

・
冬

の
景
物

、
無
常

観

を
、
「道

芝

」

「道

芝

の
露

」

が
表

し

て

い
る
。

右

の
⑬

～
⑯

も

含

め
、

十

一

世
紀

後

半

以
降

平
安
時

代

末

ま

で

の
和

歌

に

お
け

る

「
道
芝

」

「道

芝

の
露
」

が
、

ど

の
よ
う
な

意
味

を
担

っ
て
使

用
さ

れ

て

い
る
か
を

調

べ
る
と

、
次

の
通

り
で
あ

る
。

○
道

芝
・
恋

(主

に
後
朝

)

の
情

趣

…

8
例

・
景

物

(夏

・
秋

・
冬
)

…

9
例

・
無
常

観

(
露
を
伴

っ
て
)

…

2
例

・
哀
傷

(虫

を
伴

っ
て
)

…

1
例

○
道

芝

の
露

・
恋

(主

に
後
朝
)

の
情

趣

…

14
例

・
景

物

(秋

)

…

5
例

・
無
常
観

…

5
例

・
別
離

…

1
例

秋

や
冬

(夏

歌
も

}
首

あ
り
)

の
景

物
と

し

て
詠

み
込

ま
れ
、

ま
た

は
か
な

さ
を

示
す
露

と
共

に
無

常
観

を
表

し

て

い
る

の
は
当

然

で
あ

る
が
、

恋

(主

に
後

朝
)

の
情

趣

の
表
象

と
し

て

の
使

用

も
ま

た
、

定

着

し
た
観

が
あ

る
。

そ
う

し

て
新

古
今

時
代

以
降

は
、
枚

挙

に

暇

が

な

い
ほ
ど

、
歌

語

「
道

芝

」

「道

芝

の
露

」

の
使

用

は
盛

行

す

る
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の
で
あ

る
。

そ

の
中

か
ら

、
幾

つ
か

の
用

例
を

み

て
み
た

い
。

⑰
問
ふ
人
も
あ
ら
し
吹
き
そ
ふ
秋
は
き
て
こ
の
葉
に
う
つ
む
や
ど

の
み
ち
し
ば

(新
古
今
集
巻
第
五
秋
歌
上
巳
い
千
五
百
番
歌
合

に

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女
)

⑬
思
ひ
入
る
恋
の
み
ち
し
ば
秋
過
ぎ
て
と
は
で
か
れ
ぬ
る
草
の
原

か
な

(後
鳥
羽
院
御
集

詠
五
百
首
和
歌

恋
百
首
OいO
)

⑲

こ
と

と

ひ
し
庭

の
み
ち

し
ば

う

ら
が

れ

て
霜

よ

り
さ
ゆ

る
冬

の

よ
な

よ
な

(千

五
百

番
歌
合

一ご
。゚
公
経
)

⑳
た
つ
ね
て
も
た
れ
に
と
は
ま
し
草
の
原
な

つ
は
あ
と
な
き
み
ち

し
ば
の
露

(雅
有
集

百
首
和
歌

夏

ひひ口
夏
草
)

「
道
芝

」

「道

芝

の
露

」

が

、

「
と
ふ

」

「
こ
と
と

ふ
」

の
語
と

共

に

詠

ま
れ

て

い
る
。

こ
れ

は
、
⑱

⑳

か
ら

明
ら

か
に

み
て
と

れ
る

よ
う

に
、
『
狭
衣
物

語
』

巻

二
冒
頭

の
歌

、

た

つ
ぬ

べ
き

草

の
原
さ

へ
霜

枯

れ

て
誰

に
間

は
ま

し
道
芝

の

露

壬

。

を
踏

ま

え

て
い
る
と

考
え

ら

れ
る
。

こ
の

「た

つ
ぬ

べ
き
」

歌
中

の

「草

の
原

」

は
更
に

(六

百
番

歌
合

の
俊

成

の
判
詞

「
源
氏

見
ざ

る

歌

よ

み
は
遺

恨

の
事
な

り

」

で
有

名

で
あ

る
が

)
『
源

氏
物

語
』

「
花

宴

」

の
朧

月
夜

詠

「
う
き
身

世

に
や

が

て
消
え
な

ば

た
つ
ね

て
も

草

の
原

を
ぱ

問
は

じ
と
や

思

ふ
」

を
踏

ま
え

て

い
る
。
巻

―
に

登
場

し

た

飛
鳥

井
女

君

は
、
主

人

公
狭
衣

の
子
を
懐

妊

し
な
が

ら
行
方

不

明

と

な

っ
て

お
り
、

未
だ

に
彼

女

の
素
姓

さ
え

知
ら

な

い
狭
衣

が
、
女

君

を
想

っ
て
独

詠

し
た

も

の

で
あ

る
。

女

君
と

は
路
上

で
不
審

な
女

車

を
見

各

め
る
と

い
う
き

っ
か

け

で
出

会

っ
た
も

の

で
、

そ

の
身
分

も

あ
ま

り
高

く

は
な

さ

そ
う
な

こ
と

か
ら
、
自

分

の
前

か
ら

は
か
な

く

姿
を

消

し
て
し
ま

っ
た
彼

女
を

「道
芝

の
露

」
と
詠

ん

で

い
る
。

鹿

月
夜

は
草

の
原
を

問
う

て
は
く

れ
な

い
の
か
、
と

詠

ん
だ

が

、
そ

の
草

の
原

さ
え

霜
枯

れ

た

い
ま

、

「道

芝

の
露

」

分
行

か
む

謹

に
問

う

た
ら

よ

か
ろ
う

か
、
と

い
う

の
で
あ
り
、
こ

の
後

飛
鳥
井

女
君

は
、

物

語
中

で
も
後

世

の
読
者

か
ら
も

繰

り
返

し

「道

芝
」
「
道
芝

の
露

」

と

呼

ば

れ

る
よ

う

に
な

る

+̂
三
)。

し
か

し
⑰

⑲

で
は

、

「
道
芝

」
が

直
接

「
と
ふ
」

対
象

と
な

っ
て
い
る
よ

う

で
あ

る
。

そ

の
こ
と

は
、

「
い
た

づ
ら

に
く
さ
ば

は
し
げ

る

こ
う
な
れ

ど
そ
な

た
と

ふ

べ
き
道

し

ば
ぞ

な
き

」

(親

清

五
女
集

N
旨

う

月

の
こ
ろ
、

ひ
む
が

し
山
な

る

所
に

し
ば
し
侍

り

し
に
、

そ

こ
を

し
り
た

る
人

の
は

べ
ら

で
、

心

よ

り
ほ

か
に

い
ぶ
せ

き

日
か
ず

の

つ
も

り
ぬ

る

こ
と
な
ど
申

し
お

こ

せ

侍

り

て
、

お

な

じ

人
)
、

「
わ

け

し

よ

の
契

り

も
消

え

て
か

な

し

き

は
と

へ
ど

こ
た

へ
ぬ
道
芝

の
露
」

(
院
御

歌
合

宝
治

元
年

一゚。
ひ
逢

不

遇
恋

俊

成

卿
女

)
、

「
古

郷

は

人

目
も

か

る

る
道

し
ば

を

誰

に

と

ひ
て

か
冬

の
き
ぬ
ら

ん
」

(文
保

百
首

ω
N
い
N
昭

訓
門
院

春

日
)
な

ど

か
ら

、
よ

り

は

っ
き
り

と

み

て
と
れ

よ
う

。

「道

芝

を

(に

つ
い

て
)

と
ふ

」
と

「
道
芝

に

(
何
か

を
)
と

ふ
」

の
、

い
ず

れ

の
表
現

も
あ

り
得

た

こ
と
が
窺

わ
れ

る

の
で
あ

る
。

五

し
る

べ
と
し

て

の

「
道
芝

」
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こ
こ

で
、
⑦

の

『
う

つ
ほ
物

語
』

若

小
君

の
詠

に

戻

る
。

「
え

し

も

思

ふ
ま

ま

に

は
ま

う

で
来

じ

を
」

「も

し
、
心

な

ら

で
参

り

来
ず

と

も

」
「さ
ら

に
、
心

に

て
は
、
夢

に
て
も

疎
か
な

る
ま

じ
け

れ
ど
、

参

り
来

む

こ
と

の
わ
り

な
か

る

べ
き

こ
と
」

と

い

っ
た
若

小
君

の
言

葉

を
受

け

て
、

俊
蔭

女

は

「今

は

と

か
れ

む
折
を

こ
そ
思

へ
」

と
、

若

小

君
が
離

れ

て
ゆ
く

こ
と

を
案

じ

た
。

そ
れ

に
対
し

若
小
君

は
、

し

っ
か
り
と

深

く
根
を

張

っ
た
道

芝

の
よ

う
に
自

分

の
愛

情

は
堅
固

な

も

の
で
あ

り
、

通

っ
て
く

る
道

も
女

君

へ
の
志

を
も
忘

れ

は
し
な

い
と
誓

う

の
で
あ

る
。

続

け

て
、

「
さ
り

と

も
、

か
く

て
や
む

べ
き

に
も

あ
ら

ず
」

と

も
言

っ
て

い
る
。

忘

れ
は

し
な

い
、

こ

の
ま

ま

二

人

の
仲
を

終
わ

ら

せ

て
し
ま

お
う

と

は
思
わ

な

い
、
と

は
、

少

々
頼

り
な

く

は
あ

る
が
俊

蔭
女

詠

の

「今

は
と
か

れ
む
」

こ
と

の
否

定
、

今
後

も
通

っ
て

こ
よ
う

と

の
意

思

表
示

で
あ

ろ
う
。

そ

れ
を
支

え

る

の
が

深

い
愛
情

、

「道

芝

」
な

の
で
あ

る
。

こ

の

「
道
芝

」

の
語

は
物

語
中

に
再

び
登

場
す

る
。

「
蔵
開

中
」

巻

で
あ

る
。

仲

忠

は
、
蔵

を
開

い
て
手

に

入
れ
た

父
祖
伝

来

の
書
籍

を
帝

に
進

講
す

る
た

め
、
四

日
間
宮

中

に
と
ど

ま

っ
て
帰

宅

し
な

い
。

そ

の
間
愛

妻
女

一
宮

に

手
紙
を

送

る
が
、

使

い
に
立

っ
た
童

の
宮

は

た
が

、
女

一
宮

か
ら

の
返
事

を

帝
が

臨
席

し
て

い
る
場

へ
堂

々
と
持

っ
て
き

て
し
ま

い
、

仲
忠

は

き
ま

り

の
悪

い
思

い
を
す

る
。
翌

日
も

同
様

に
宮

は
た

が
、
涼

や
季

英

、
行

正

の

い
る
と

こ
ろ

へ
女

一
宮

の

手
紙

を
持

っ
て
き

て
見

せ
び
ら

か
す

の
で
、
涼

が

た
し
な

め

る
と
、

仲

忠

は

「今

日
は
、

い
と

よ

し
や
。

昨

日
、
御

前

に
て
、

か
く

し
た

り

し

こ
そ
、
道

芝
な

か
り

し
か
」

と
言

う
。

今

日
は
ず

っ
と
ま

し

で

あ

る
、
昨

日
帝

の
御
前

で
こ

の
よ
う

に
振

る
舞

っ
た

の
こ
そ
、

に
続

く

の
だ

か

ら
、

「道

芝
な

か
り

し
か

」

は
、

困

っ
た
、

ど

う

し
よ
う

も
な

か

っ
た
、

等

の
意

で
あ

ろ
う

+̂
巴
。

⑦

の
歌

で
は

「
道
芝

」

は

俊
蔭

女

の
許

へ
通

う
道

で
あ
り
、

ま

た
、
今

後
も

通
う

こ
と

を
支
え

る
深

い
志

で
あ

つ
た
。

一
方

こ
こ

で

の

「道

芝
」

は
為

す
術
、

具
体

的

に

は
帝

の
御

前

で
見
苦

し
く

な
く

振

る
舞

う
方

法
、

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

い
ず

れ

も
何

か
を
行

う
た

め

の
よ
り
ど

こ
ろ

、
と

い
う
意

味

で
は

一
致

し

て

い
る
。

「
道

芝
」

は

道

に
生

え

て

い
る
も

の
だ
け

に
、

道

の
所
在

を

示
す

も

の
ー

し
る

べ

の
意
味

に
も
な

る

の
で
あ

ろ

う

。
よ
り

ど

こ
ろ
、

し
る

ぺ
と

し
て

の
散
文

中

で

の

「道

芝
」

は
、

こ

の

『
う

つ
ほ
物

語
』

や
先

に
引

い
た

『
夜

の
寝
覚

』

の
例

以
外

に
も

登

場
す

る
。

一
つ
は

『
風
に

つ
れ
な

き
』

+̂
五)
で
あ

る
。

内

裏

に
は
昔

の
御
悲

し

み
も
、

隔

た
る
ま

ま

に
は
さ

す

が
薄
ら

ぐ
に
添

へ
て
は
、
夢

の
や
う
な

り

し
面
影

ぞ
、

い
よ

い
よ
恋

し

く

堪

へ
が
た

く
忘

れ
わ

び
さ

せ
給

ひ

つ

つ
、
御

厘
殿

の
女

大
納

言

の
君

、
を

か
し

き
容
貌

に
御

覧

じ

つ
き

て
、

も

の

の
た

ま

は

せ
な
ど

せ

し
か
ば
、

忍

び
て
古

里

へ
恨

み
尽

く
さ

せ
給

ふ
道
芝

に
と
、

い
み
じ
う

語
ら

は
せ
給

ふ
。

中
宮
亡
き
後
、
帝
は
昔
宮
中
で
灰
見
た
中
宮
の
妹
姫
が
忘
れ
ら
れ
ず
、

何
と
か
想
い
を
通
じ
よ
う
と
中
宮
の
侍
女
で
妹
姫
と
も
縁
続
き
の
大

納
言
の
君
を
頼
る
、
と
い
う
場
面
で
あ
る
。

「道
芝
」
は
文
を
通
わ
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せ
る
た

め

の
よ

り
ど

こ
ろ
、

し

る
べ
と

し

て
用

い
ら
れ

て

い
る
。

も

う

一
つ
の
例
は

、
『
と
は
ず

が
た

り
』

巻

一
+̂
六v
で
あ

る
。

…
…

い
と

ゴ
物

す
さ
ま

じ
き

心
地

し
な

が
ら
、

ま

が
よ

ひ
ゐ

た

り
。

御
夜

離
れ

と
言

ふ

べ
き
に

し
あ

ら
ね

ど
、
積

も

る
日
数

も

す

さ

ま

じ
く
、

又
参

る
人

の
出
だ

し

入
れ
も

、

人

の
や

う
に

子

細
が

ま

し
く
申

べ
き
な

ら
ね

ば
、

そ

の
道

芝

を
す

る

に

つ
け

て

も
、

世

に
従

ふ
は
憂

き
習

ひ
か
な

と

の
み

お
ぼ

え

つ
㌧
、
と

に

か

く

に
、

「
又
此
頃

や

し

の
ば

れ
ん

」
と

の
み

お
ぼ

え

て
明

け

暮

れ

つ
Σ
、
秋

に
も

な

り
ぬ
。

後
深

草
院

の
寵

を
受

け
る

よ
う

に
な

っ
た
作
者

は
改

め

て
院

の
許

へ

出
仕

す

る
が
、

そ

の
寵

愛
が

う
ち

し
き

る

と

い
う

わ
け

で
も

な
く
、

そ

の
上

心
安

い
女

房

と
し

て
、
夜

、
他

の
女

性
が

院

に
侍
す

る
際

の

し

る

べ
ま

で
さ

せ
ら

れ

る
。

「道

芝

」

は
院

の
許

へ
女
性

が

出

入
り

す

る
た

め

の
案
内

・
世

話
役

で
あ

る
。

『
夜

の
寝

覚
』
の
帥

の
君

の
言
葉

「
宣
旨

の
君

ぞ
、
く

は

し
う

は
、

道

芝

に

て
知

り

た
ま

ひ

つ
れ
」

は
、
宣

旨

の
君
が
帝

と

寝
覚

の
上

の

傍

に
侍

し

て

い
て
顛

末

を
見

届
け

た
人

で
あ

る
と

も
、

ま
た
宣

旨

の

君

が
帝

を

引
き

入
れ

た
案
内

・
世

話
役

で
あ

る
と

も
、

両
様

に
解

さ

れ

る
。

一
方
、

宣
旨

の
君

の
言
葉

「…

…
な

ど

こ
そ
お

ほ
せ

ら
れ

つ

れ
。

そ

は
、
道

芝

要

る
べ
き

こ
と

に
も

は

べ
ら
ざ

り

つ
る
も

の
を
」

は

、

(
帝

が

こ

の
よ
う

に
寝
覚

の
上

に
想

い
を

告

げ
ら

れ

た
だ

け

の

こ
と

で
、
帝

と
寝
覚

の
上

の
間

に
は
何
事

も

な
か

っ
た

の
だ

か
ら
、
)

内

大
臣

が
わ

ざ
わ
ざ

}
部
始

終
を

見
届

け
た

者
な

ど
お

探
し

に
な

る

必

要
は
あ

り
ま

せ
ん

で
し
た

の
に
、

と
も

解

し
得

る
が
、
少

々
迂
遠

な

気
も
す

る
。

大
皇
宮

が
寝

覚

の
上

に
対
面
を

求

め
、

一
方

で
帝

も

物
陰

に

呼
ん

で
お

い
て
話
を

し

て

い
る
う
ち

に
、
帝
が

思

い
余

っ
て

出

て
来

て
寝
覚

の
上

に
想

い
を
告

げ

た

の
だ

と

い
う

経
緯
を

説

明
し

た

後

で

の
言
葉

で
あ

る

か
ら
、

こ

の
よ
う

に
も
と

よ
り
大
皇

宮

が
計

ら

っ
た

こ
と

で
あ

り
、

手
引
き
が

必

要
と
な

る
よ
う

な
色

め

い
た
対

面

で
も

あ

り
ま

せ
ん

で
し
た

の
に
、

と
解
す

る
方

が
よ

り
直

接

的

で

わ

か
り

や
す

い
よ
う

に
思

わ
れ

る
。

『
風

に

つ
れ
な

き
』

の

「道
芝

」

は
文

を
通
わ

せ
る

た
め

の
仲
介

役

で
あ

り
、
傍

に
侍
す

る
者

の
意

で
は
な

い
し
、
『
と

は
ず
が

た
り
』

の
例
も

「参

る

人

の
出

だ

し
入
れ

」
の

「道

芝
を
す

る

」
の
だ
か
ら

、

案

内

す

る
、

世

話

す

る

の
意

で
あ

ろ
う

。
『
夜

の
寝

覚

』

『
風

に

つ

れ
な
き

』
『
と
は
ず

が
た

り
』

い
ず

れ

の
道
芝

も
、

『
日
記
』

の

「
お

き

ゐ

る
人
」
ー

傍

に
侍

す

る
者
ー

を
経

由

し
な
く

て
も
、

し

る

べ

の
意

で
通

じ

る
し
、

そ
れ

は

『
う

つ
ほ
物

語
』

の
し

る
べ
、

よ
り

ど

こ
ろ

と

し
て

の

「道
芝

」

に

つ
な

が

っ
て

い
る
よ
う

に
思
わ

れ

る

の
で
あ

る
。六

お
わ

り

に

「道

芝

」

「
道
芝

の
露
」

は

十

「
世
紀

後

半

以
降
盛

ん

に
使

用
さ

れ
た

歌

語

で
あ

る
が

、
『
日
記

』

の
時

代

に
は

ま
だ

さ

ほ
ど

―
般
的

で
あ

り

ふ
れ

た

も

の
で

は
な

か

っ
た
。

『
日
記
』

の

「道

芝

の
露
」
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は
帥

の
宮

の
歌

の

「露

む
す

ぶ
道

」

を
受

け
て
詠

ま
れ

た
も

の
で

あ

る

が
、

「道

芝

の
露
」

を

詠

ん
だ

後

朝

の
歌

と

し

て
は
、

早

い
時

期

の
も

の

の

}
つ
と
数

え

ら
れ

る
。

ま
た

、
和
泉

式

部
集

に
は

は
か
な

く

消
え

る
夏

の
景

物
と

し

て
も

「
道
芝

の
露

」
が

詠
ま

れ

て
お
り
、

式

部

は
前

・
同
時

代

の
歌

人

よ

り

は

こ

の
語

を

好

ん
だ

と

言

え

よ

う
。

『
日
記

』

よ

り
や

や
遅

れ

、

特

に
新

古
今

時
代

以
降
、

「道

芝

」

「道

芝

の
露
」

は
多

く
詠

ま

れ
る

よ
う

に
な

る
が

、

こ
れ
は
何

と

言

っ
て
も

『
狭
衣

物

語
』

の

「
た
つ

ぬ

べ
き
」
歌

の
影
響

で
あ

ろ
う
。

風
葉

集

に
採

ら
れ

、
歌

合

の
判
詞

で

も
言
及

さ

れ
る
な

ど
、
広

く

人

口
に
謄
災

し
た

歌

で
あ

る
。

こ
の

「た

つ
ぬ

べ
き

」
歌

に

「
誰
に
問

は
ま

し
道

芝

の
露

」

と

あ

る

こ
と

か

ら

、

「道

芝

」

「道

芝

の
露
」

と

「
と
ふ

」

は

強

く

結

び

つ
き

、

「
道

芝

」

「
道

芝

の
露

」

は

問

う

べ
き

相
手

、
案
内

し

て
く

れ

る
も

の

の
意

味

を
担
う

よ
う

に

も
な

る
。

『
夜

の
寝
覚

』

と

『
狭
衣

物

語
』

の
先

後
関

係

は
明
ら

か

で
は
な

い

が

、
『
風

に

つ
れ
な

き

』

『
と

は

ず

が

た

り
』

の
散

文
中

に
現

れ

る

「道

芝

」

に
は

、
『
夜

の
寝
覚

』

と

共
に

『
狭
衣

物

語
』

の

「
た

つ

ぬ

べ
き
」

歌
も
踏

ま

え
ら

れ

て

い
る

の
か
も
知

れ

な

い
。

ま

た

一
方
、
『
夜

の
寝
覚

』
『
風

に

つ
れ
な

き
』
『
と

は
ず
が

た

り
』

の

「道

芝
」
は
、
し

る

べ
、
よ
り

ど

こ
ろ

と
し

て

の

『
う

つ
ほ
物

語
』

の

「道

芝
」

に

つ
な

が

っ
て

い
る
よ

う

に
思
わ

れ
、

必
ず

し
も

『
日

記
』

の

「
お
き

ゐ

る
人
」

の
表

象
と

し

て

の

「道
芝

の
露

」

を
介
在

さ

せ
な

く

と
も

よ

い
の

で
は
な

い
か

と
考

え
ら

れ

る

の
で
あ

る
。

(注
〉

(
一
)
『
和
泉
式
部

日
記
』

の
引
用

は
岩
波
文
庫

(底
本

三
条

西
家

本
)

に
よ
る
。
応
永

本
は
女

の
返
歌

の
二
三
句

「露

と
お
き
ゐ
る

人
よ
り

も
」
、
結
句

「
袖
は
か
は
か
す
」
。

こ
れ
だ
と
相

手

の
宮
よ
り
も
別

れ

の
悲

し
み
は
自

分

の
方
が
深

い
、

の
意

に
な

る
が
、
本
稿

の
問
題

と

す

る
点

に
は
直
接
関
わ
ら
な

い
。

(
二
)
『
夜

の
寝
覚

』

の
引
用

は
日
本
古

典
文
学

全
集

(
小
学
館
)

に

よ
る
。

(
三
)
総
角

や

と
う
と
う

尋
ば
か

り
や

と
う
と
う

離

り
て
寝

た

れ
ど

も

転
び
あ

ひ
け
り

と
う
と

う

か
寄
り
あ

ひ
け
り

と

う
と
う

(催
馬
楽

呂

「総
角
」
)

(
四
)
笠
間
書
院

、

}
九
九
九
年
。

な
お
、
角

川
書
店
刊

の
旧
版

(
一

九
八
三
年
)
も
同

じ
。

(五
〉
東
京
大
学

出
版
会
、

二
〇
〇
〇
年

(六
)
歌

語

「道

芝

の
露
」

に

つ
い
て

は
、
伊
藤

博
氏
が

『
和
泉
式
部

日
記
研
究
』

(
笠
間
書
院

、

一
九
九
四
年

)

「『
和
泉
式

部

日
記
』

の

歌

こ
と
ば
」
に
、
新
古
今
集

謬
ム
・
=
°。
刈
・
=
°。
°。
・
ミ
。゚
°。
歌
、
大
弐

高
遠
集

p
N
歌
、
和
泉
式
部
集

p
轟
歌
を
挙
げ
、
こ
の
歌
語

を

「逢

い
、

別
れ
た

は
か
な

い
逢
瀬
が
具
象

化
さ
れ

る
」

「『
和
泉
式
部

日
記
』

の

恋

の
世
界
に
ふ
さ
わ
し

い
こ
と
ば

と
い
え
よ
う
」
と

し
て
お
ら
れ

る
。

(七
)
以

下
、

和
歌

の
引
用

は
、

特
に
断
ら
な

い
限
り
新
編

国
歌
大
観

に
よ
る
。
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(八
)
『
う

つ
ほ
物

語
』
の
引
用
は
、
室
城
秀
之

『
う

つ
ほ
物
語

全
』

(お
う
ふ
う
、

一
九
九

五
年
)
に
よ
る
。

(
九
)
竹

鼻
績

氏

『
小
大

君
集

注
釈
』

(
貴
重

本
刊
行

会
、

一
九

八
九

年
)

は

こ
の
歌

の

「
道
芝

の
露
」

に
注

し

て
、

「道

端
に
生
え

て

い

る
芝

に
置
く
露
。

は
か
な

い
も

の
の
讐

え
に

い
う
。

こ
の
語
は
本
集

以
外

で
は

『
大

弐
高
遠

集
』
『
和
泉
式

部
集
』

に
用

例
が

み
え

る
程

度

で

(
「道

芝
」

の
語
も

『
小
大
君
集
』
『
好
忠
集
』

に
み
え
る
に
過

ぎ

な

い
)
、

盛
ん

に
用

い
ら

れ
る
よ
う

に
な

っ
た

の
は
新

古
今
時

代

で
あ

る
。

そ
れ
だ
け
に
当
時

に
お

い
て
は
斬
新

な
表
現

で
あ

っ
た
と

思
わ
れ
る
。
」
と

し
て
い
る
。

(十

)
目
加

田
さ

く
を
氏

『
源
重

之
集

・
子

の
僧

の
集

・
重
之
女
集

全

釈
』

(風
間
書

房
、

―
九

八
八
年

)
は
当
該
歌

と
詞
書
を
、

「
不
案

内

な
道

の
道
案
内

を
し
て
く
れ

る
人
が
別
れ

て
ゆ
く
と

こ
ろ

で
/

不
案

内

な
道
を
、
道

の
べ

の
草
露

を
打
払
う

て
導

い
て
下
さ

る
親

切
な
貴

方

の
こ
と
を
、

私
は

い
つ
の
よ
に
忘

れ
ま

し
ょ
う
か
、
生

き
て
お
り

ま
す
限

り
、
貴
下

の
御
志

、
忘
れ

る
も

の
で
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん
よ
。
」

と
通
釈

し
て
い
る
。

(十

―
)
な

お
、
『
枕
草

子
』

は

「草

は
」

の
段

で
、

「道
芝

い
と
お
か

し
」
と
簡
単

に
述

べ
る
が
、
前
に

「あ
や
ふ
草
」
「
い

つ
ま
で
草

」
「
こ

と
な
し
草

」
「忍
ぶ
草
」
を
挙
げ
た
後

に
続

い
て

い
る
と

こ
ろ
か
ら
、

「道
芝
」

に
歌

語
と
し
て

の
認
識
が
あ

ろ
う
と
想
像

さ
れ
る
。

(
十

二
)
『
狭

衣
物

語
』

の
引
用

は
新

編

日
本
古
典

文
学
全
集

(小
学

館
)

(底
本

深
川

本
)

に
よ
る
。

な
お
、

内
閣

文
庫
蔵
本

も
歌
句

に

異
同
は
な

い
。

(
十
三
)

「
か

の
道
芝

の
露

も
、

こ
の

つ
ら
に
思

ふ
べ
き

に
は
あ
ら

ね

ど
、
見

る
目
渚

に
思

ひ
や

は
か
け

し
な
ど
」

(狭
衣
物
語
巻

二
)
、
「道

芝

、

い
と
あ
は
れ
な

り
」

(無

名
草

子
)
、

「
ひ
か
る
げ

ん
じ
は
ふ
ち

な
み
に

し
づ

み
、
さ

衣

の
大
将

は
み
ち

し
ば

の
露
に
し
ほ
れ
、
五
郎

中
将

は
す

み

か
を
さ
だ
め

ず
、
く

に
ぐ

に
あ

り
き
給
け

り
」

(改

作
本
夜

寝
覚
物
語
二
)
な
ど
。

(
十
四
)
『
空
物
語

玉
琴
』

で
は

「道
芝

な
か

り
し
か
」

を

「
淵
瀬

も

な
か
り
し
」
と

す
る
。

意
改

し
た
本
文

か
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
場

合

は
、
深

い
も

浅
い
も
な
か

っ
た
ー

ど
う
し
よ
う
も
な

か

っ
た
、

の
意

で
あ
ろ
う
。

「
藤
原

の
君
」
巻

に
は
、

「
幼
き
子
に
文
を
取
ら

せ

て
、
淵
瀬
も
知
ら
せ
ず

〔深

い
と
か
浅

い
と

か
の
事
情
も
知
ら
せ
ず
、

強

引
に
ー

ど
う

し
よ
う
も
な
く
〕

責
め
さ
す
る

は
、
か

し
こ
き
わ

ざ

か
な

」
と
あ
る
。

(
十
五
)
『
無
名
草

子
』

に
は
記
載

が
な

い
が

風
葉
集

に
は
歌

を
採
ら

れ
て

い
る

こ
と

か
ら
、
風
葉
集

撰
進

の
文
永

八

(
這
コ
)
年

以
前

に

成

立
し
た
と
考

え
ら

れ
る
。

一
部
散
逸

。
引
用
は
大
槻
修

・
田
淵
福

子

・
森

下
純
昭

『
木
幡

の
し
ぐ
れ

・
風
に

つ
れ
な
き
』

(中
世

王
朝

物

語
全
集

6
>

(笠
間
書
院
、

一
九
九
七
年
)
に
よ

る
。

(十
六
)
引
用
は
新

日
本
古
典
文
学
大
系

(岩
波
書

店
)
に
よ
る
。

(
す
が

わ
ら

り

ょ
う

こ

・
京

都
学

園
大

学
非
常

勤
講

師
)
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