
京
都
大
学
国
文
学
論
叢

第
十
三
号

正
誤
表

【
訂

正

箇

所

】

17

頁

下

段

7

行

目

「
と

し

て

い

る

三̂

。
」

で

を

削

除

～

15

行

目

「
の

用

例

が

あ

る

。
」

ま

【
誤

】

と

し

て

い
る

三
}。

確

か

に

、

宗

祇

流

の
注

釈

書

に

は

「
三
句

め

」

の
指

摘

を

見

る

こ
と

は

で
き
な

い
が

、
創

作

の
場

で

は

、

三
句

の

移

り
に

つ
い

て
様

々
な

配
慮

が

な

さ

れ

て

い
た

は
ず

で
あ

る

。
例

え
ば

、

永

正

三

年

(
一
五

=

二
)

の

『
牡

丹

花

月

村

両
吟

百
韻

』

の
注

や

、

大

永

二
年

(
一
五

二

二
)

の

『
伊
勢

千
句

』

の
諸

注

は

、
注

者

、

加

注

の
時

期

と
も

不

明

な

が
ら

、

肖
柏

、
宗

長

、

宗

硯

ら

、
宗

祇

直

弟

子

の

「
三
句

め

」

の

工
夫

を
解

き
明

か
し

て

く
れ

て

い
る

。

一
方

で
、
宗

祇

と

同
時
代

の
兼
載

に
は

、
そ

の
著

書

や
聞

書

に

「
三

句

め

」

の
用

例

が

あ

る
。

と

し

て

い

る

三
)。

確

か

に

、

残

さ

れ

た

【
正

】

と

し

て

い

る

三
}。

確

か

に
、
残

さ

れ
た



兼
載

「三
句

め
」

の
技
法

長

谷

川

千

尋

は
じ
め

に

連
歌

は
、
打
越

・
前
句

・
付

句

の
三
句

を
単
位

と

し

て
展
開
す

る
。

付

句

は
、
前
句

に
よ

く
付
く

と
同
時

に
、

打
越

か
ら
離

れ

て

い
な

け

れ
ば
な

ら
な

い
。
す
な

わ
ち

、
打

越
と
前

句

は

一
体

と
な

っ
て

一
つ

の
世
界

を
構
成

す
る
が

、
次

の
句

を
付
け

る
と

き
に

は
、
前

句
を

打

越

に
結

び

つ
け

て

い
た
連
想

の
糸

を
完
全

に
断

ち
切

っ
て
、

前
句

と

付
句

と

で
新

し

い
連
想

の
世

界
を

紡
ぎ

出
さ
な

け
れ
ば

な

ら
な

い

の

で
あ
る
。

宗
長

の

『
五
十
七

ヶ
条
』

に
、

こ
ん
な

一
節

が

あ

る
。

―
、

三
句

め
離

る
る
と

は
、

打
越
を

捨

て

て
す

る
事
也

。
さ

て

こ
そ

人

の
連

歌
を
笑

に
、

よ
く
付

候
、

打
越
迄

付
候

、
と

笑

候

は
、

三
句

め
を
知

り
た

る
句

の
こ
と

に

て
候

三
。

「三
句

め
」
と

い
う

言
葉

は
、
連

歌
用

語
と

し
て
成

熟

し
て
お

り
、

連

歌
論
書

の
他

、
百
韻

・
千

句

の
古
注
釈

に
、
こ
の
句

は

「
三
句

め
」

で
あ

る
、

と

い
う
類

の
指

摘

を
見

る

こ
と

が
あ

る
。

「
三
句

め
離

る

る

」
と

い
う

原
則

は
は

っ
き

り
し

て

い
る

の
だ
が

、
個

々
の
指

摘
が

、

三
句
間

の
具
体
的
な

関

係

の
ど

こ
を

指
し

て
言

っ
て

い
る

の
か
と

い

う
点

に
な

る
と
、
実

は

よ
く
分

か
ら

な

い
場
合
も

あ

る
。

金

子
金
治
郎

氏

は
、
連

歌

の
古

注
釈

史
を

大
き

く
展
望

す

る
中

で
、

付

合

の
解

明
に
専

ら

で
あ

っ
た
注
釈

活
動

が
、

三
句

の
移

り
な
ど

の

行

様

に
目
を

向
け

る
よ
う

に
な

る

の
は
、

宗
牧

の
時
代

以
降

で
あ

る

と

し

て

い
る

三
v。

確

か

に
、

宗
祇

流

の
注

釈

書

に
は

「
三
句

め
」

の
指
摘

を

見
る

こ
と
は

で
き
な

い
が

、
創
作

の
場

で
は
、
三

句

の
移

り
に

つ
い
て
様

々
な

配
慮

が
な
さ

れ

て

い
た
は
ず

で
あ

る
..例

え
ば

、

永

正

三
年

(
一
五

=

二
)

の

『
牡

丹

花
月
村

両
吟

百
韻
』

の
注
や
、

大

永

二
年

(
一
五
二

二
)

の

『
伊

勢

千
句
』

の
諸

注

は
、
注

者
、

加

注

の
時

期

と
も

不
明
な

が
ら
、
肖

柏

、
宗

長
、
宗

硯
ら

、
宗

祇
直
弟

子

の

「三
句

め
」

の
工
夫

を
解

き
明

か

し
て
く

れ
て

い
る
。

一
方

で
、
宗
祇

と

同
時

代

の
兼
載

に

は
、
そ

の
著

書
や

聞
書

に

「三

句

め

―
の
用

例

が
あ

る
。

と

し

て

い
る

三
)。

確

か
に

、
残

さ

れ

た
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宗

祇
流

の
注

釈
書

に
は

「
三
句

め
」

の
指
摘

を
見

る

こ
と
は

で
き
な

い
が
、
創

作

の
場

で
は
、

三
句

の
移

り
に

つ
い
て
様

々
な

配
慮

が
な

さ

れ

て

い
た

は
ず

で
あ

る
。
例
え

ば
、

永

正
十
年

(
一
五

=
二
)

の

『
牡
丹

花
月
村

両
吟

百
韻
』

の
注

や
、

大
永

二
年

(
一
五
二

二
)

の

『
伊
勢

千
句

』
の
諸
注

は
、
注
者

、
加
注

の
時

期

と
も

不
明
な

が
ら

、

肖

柏
、

宗
長

、
宗
硯

ら
、

宗
祇
直

弟

子

の

「三
句

め
」

の
工
夫

を
解

き
明
か

し

て
く
れ

て

い
る
。

一
方

で
、
宗
祇

と
同
時

代

の
兼
載

に
は

、
そ

の
著
書

や
聞

書
に

「三

句

め
」

の
用
例

が
あ

る
。

ま

た
、

明
応

三
年

(
一
四
九

四
)

の
兼
載

独
吟

『
聖
廟

千
句
』

に
対

し

て
、

古
注

は
、
多

く

「三
句

め
」

の
指

摘

を
行

っ
て

い
る

。
『
聖
廟

千
句

』

の
古

注

は
第

一
種

か
ら

第

四
種

ま

で

の
四
種

類
が

現

存
す

る

三
〕。

そ

の
ほ
と

ん

ど
は

注
者

未

詳
と

す

べ
き

も

の
で
あ

り
、
千
句

と

同
時
代

に
成

立

し
た
も

の
と

は
限
ら

な

い
が
、

吟
味

し

て
使
え
ば

、
兼

載

の
意
図

を
知

る
有
力

な
手
掛

か

り

に
な

る
。
こ
う

し
た
点

に
注

目

し

て
、
兼
載

の
連
歌

に

お
け
る

「
三

句

め
」

の
意
識

に

つ
い
て
、

考
察

し

て
み

た

い
と
思

う
。

二

「三
句

め
」

ま
ず

、
古
注
釈

全
般

に

お

い
て
、
ど

の
よ
う

な
揚

面

で

「三
句

め
」

の
指
摘

が
な
さ

れ

て

い
る

の
か
を

、
以
下

に
整

理
し

て
お
く

(以

下
、

「
三
句

め
」

の
用
例

に
私

に
傍
点

を
付

し

た
)
。

a
.
同

じ
素
材

が

二
句

続

き
、

三
句

め
で
離

れ
な

け
れ
ば

な
ら

な

い

と

き56
の
こ
る

日
う
す

き
雨

の
ど

か
な

り

牧

(
夕
)

57
鐘
遠

き
山
や

い
く
か
も

か
す

む
ら

ん

同

(
夕
)

58
あ

か

つ
き
ば

か

り
す
む

空
も

な

し

長

(夜

)

(前

略
)

夕

の
眺

望

二
句

つ
ゴ

き
侍

れ
ば

、

三
句

め
大
事

な

る

を
、

暁

い
か

に
も
閑
な

る
に

、

ほ

の
か
に
鐘

の
聞
え

た

る
は
、

い
く
か
も

か
わ

ら
む
斗

な

る
山
成

べ
し
と
察

し
た

る
心
也

。
か

す

む
と

云
詞
、

よ

る
な

ど

ま

で
は

つ
か

ぬ
物

な
り
。

誠

の
手
が

ら
な

る

べ
し
。

宗
牧

『
矢
嶋

小

林
庵

百
韻
注

』
(四
〕

ま
た
、

同

じ
素
材

が

二
句

続

い
た
後

の
三
句

め

で
展

開
さ

せ
る
と

い
う
、
そ

の
働

き

の
方

に
重
点

が
置

か
れ

る
と

、
次

の
b

の
よ
う

に

、

そ

れ
ま

で
続

い

て
き

た
句

数

に
関

わ

ら
ず

、

「三
句

め

」
が

用

い
ら

れ

る
よ
う

に
な

る
。

b
.
前

か
ら
続

い
て
き
た
素

材
を

離

れ
、
句
境

を

展
開

さ
せ

る
と

き

一
18
い

つ
花
す

㌧
き
な

び
く

を
も

み

ん

19
い
た
づ
ら

に
お
も

ひ
入

野

㌧
露
深

み

20
や
ど

り
を

と

へ
ば

人

里
も
な

し

21
世
中

や
昨

目
今

日
に
も

か

は
る
ら

ん

22
い
と

な
む

年

の
あ

け
が

た

の
春

(前

略
)

め

を
ば
、

春 述 旅 恋 恋口 懐 口 口
..,

 

恋

し
ゆ

つ
く
は

い
な

ど

の
あ

ま
た

つ
ゴ

き
侍

る
三
句

か
や

う

に
や

る

べ
し

と
そ
申
侍

る
。
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『聖
廟
千
句
』
第

一
種
注

恋
、

述
懐

な
ど

の
重

い
素
材
が

続
き

、
流

れ
が
停
滞

し

か
か

っ
て

い
た

と

こ
ろ

、

22
句

で
春

に
転

じ
た

と

い
う
場

面

で
あ

る
。

「
三
句

め
」

と
は
あ

る
が
、

22
句

は
、

18
句

の
恋
か
ら

数
え

て
五
句

め

で
あ

る
。
抑

も

「あ

ま
た

つ
ゴ

き
侍

る
三
句

め
」
と

い
う

矛
盾

し
た
表

現

を
成

り
立
た

せ

て
い
る

こ
と
か
ら

も
分

か
る

よ
う

に
、

こ

の

「
三
句

め
」

は
、
本
来

の
数

詞

の
働

き
を

失

っ
て
、

た
だ
、

前
か

ら
続

い

て

き
た
素

材
を
、

別

の
素
材

に
転
換

さ
せ

る
句

の
意
味

で
用

い
ら

れ

て

い
る
。

18
夢
さ

へ
た

え
ぬ

た

へ
ん
も

の
か
は

(恋
)

19
忘

る

Σ
は
恨
ざ

ら

め
や

い
か

ゴ
せ

ん

(恋
)

20
身

を

し

る
も
は

た
折

に

こ
そ

よ
れ

(恋
)

21
匂

ひ
く

る
花
に
や

ふ
れ

ん
墨

の
袖

(春
)

恋

璽

ご
毎

勘
な

れ
ば

、
か

く

い

へ
り
。
法

躰

の
、
花

に
も
執

心

す

ま
じ

き
と
思

ふ
も

折
に

こ
そ

よ
れ
と
也

。

『
天
文

十
四

年
四
月

十
六

日
宗
牧

独
吟

百
韻
自

注
』
(五
)

21
句

は
、

恋

が

三
句
続

い
た
後

の
四
句

め

で
あ

る
。

「恋

の
三
句

め
」
と

は
、

恋

の
句

が
続

い
て
、

恋
離

れ
を
す

る

べ
き
場

面

で
展
開

さ

せ
た

句
と

い
う

こ
と

で
あ

ろ
う

。

c
.
打
越

と
前
句

が
寄

合
や

本
歌
本

説

に
よ

っ
て
緊
密

に
結

び
付

き
、

そ
れ

に
よ

っ
て
三
句
め

の
付
筋

が
限
定

さ

れ

て
し
ま
う

と
き

吉

野

に
桜
や

花
付

べ
し
。

花
、
桜

と

い
ふ
句

に
吉

野
を
ば

い

や

に

て
候
。

お
な

じ
く
宮
城

野

に
小
萩

は

お
も

し
ろ
し
。

又
、

小
萩

に
宮

城

野
は

い
や

に
て
候

。
至
な

き
下

手

の
好

む
寄
合

也
。

か
や

う
に
付

て
三

句
め

大
事
な

る

べ
し
。

兼

載

『
梅
春
抄

』
(六
)

名
所

の
句

に
、

そ

の
名
所

の
寄

合

語
を
付

け

る

(吉

野
に
花

)

の

は
よ

い
が
、

そ

の
逆

を
す

る

こ
と

(
花
に
吉

野
)

は
嫌
わ

れ

る
。
三

句

め
を

付
け

る

の
が

困
難

に
な

る

か
ら

で
あ

る
。

『
二
根
集

』

に
、

萩

に
宮

城

野
を
付

け
た
実

例
が

あ

る
の

で
、

三
句

め
に

ど

の
よ

う
な

制
約
が

生

じ
る

の
か
を

見

て
み
よ
う
。

な
み
だ
落
そ
ふ
萩
の
上
露

宮
城
野
を
あ
は
れ
の
は
て
か
狩
衣

つ
た
へ
て
き
く
も
遠
き
東
路

此

句

、
不
付

候
。

三
句

め
も

よ
ろ

し
か
ら
ず

。

又
、
愛

に

て
返

り
句

に
、

と
も

し
を
せ

し
人
有

。
猶

よ
ろ

し
か
ら
ず

。
萩

と
き

て
宮

城
野
と

付
、

又
、

と
も

し
な
ど
候

へ
ば

、
三
句

め
、

懐
紙

面
わ

う
し
。

哀

の
は

て
か
と
候

に
付
候

へ
ば

、
宮

城
野

も
、
を

の
つ

か
ら
付

候
な

り
。
是

、
連

歌

の
な
ら

ひ
に
候

。
旅

衣
た

つ

暁

の
別
よ

り
、
な

ど

の
歌

の
心

、
よ

く
候

は
ん
。

毎
句
、

此
心

持

有

べ
し
。
〔七
)

打
越

と
前

句
が

萩
と
宮

城

野

の
寄

合

で
付

い
て

い
る
揚
合

、
付
句

で
は
、
「
と
も

し

(照
射
)
」
等

の
宮
城

野

の
寄
合

(八
)は
使

え
な

い
。

打
越

と
前
句

、
前

句
と

付
句

が
ど
ち

ら
も

宮
城

野

の
寄

合

で
付
く

の

は
輪

廻
に

あ
た

る
か
ら

で
あ

る
。
「東
路

」
は
寄

合

で

こ
そ
な

い
が

、
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宮

城

野

の
あ

し
ら

い

で
あ

る

以
上
、

こ
れ

も
良

く
な

い
と

い
う
。

こ

の
状
況

で

「宮

城

野
を
あ

は

れ

の
は

て
か
狩

衣
」

の
句

に
付
け

る

に

は
、
宮

城
野

を
あ

か
ら
さ

ま

に
連

想
さ

せ

る
よ
う

な
言
葉

は

【
切
使

わ
ず

に
、
宮

城
野

の
風
情

に
相
応

し
い
句

を
付
け

よ
、

と

い
う

難
題

に
答
え

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

こ

こ
で
は
、
前

句

の

「
あ
は

れ

の
は

て
か
」

に
付

け
れ
ば

、

「旅
ご

ろ
も

た

つ
暁

の
別

れ
よ

り

し
を

れ

し

は

て
や

宮
城

野

の
露

」

(三
体

和

歌

・
四

二

・
鴨

長
明

)

の
歌

の
心

で
、
自
然

に
宮

城
野

に
も

付
く

と

い
う

打

開
策
が

示
さ

れ

て
い
る
。

実

際
、

こ
の
方
法

は
妥
当

な
も

の
で
あ

っ
た
よ
う

で
、

宗
牧

の
注

に

も

次

の
よ
う

に
見
え

て
い
る
。

30
さ

ゴ
れ

石
ま

の
ふ
か
き

山
水

牧

31
み

ね

の
雪

か
げ

ま

で
寒

し
ち

く

ま
川

雪

32
朝

日
に

か

』
る

よ
る

の
む
ら

雲

牧

(前

略
)

名
所

の
三
句

め
、

直

に
申

旧
候
様

に
、
寄

合
共
さ

し

合
候

へ
ば

、
何

時
も

心
斗

に

て
可
付
事

と

そ
。

宗

牧

『
住
吉

法
楽
何

船

百
韻
注

』
(九
)

打
越

と
前
句

は
、

「さ
ざ

れ

石
」
と

「ち

く
ま

川
」

の
寄
合

(+
)
で

付

い
て

い
る
。

従

っ
て
付

句

で
は
、
千

曲

川

の
寄
合

が
使

え
な

い
た

め

、

「
み
ね

の
雪

か
げ

ま

で
」
を

付

所

に
し

て
、

朝

日
に
懸

か

る
村

雲

を
詠
出

し

、
千
曲

川

の
辺
り

の
情
景

に
見
立

て
て

い
る

の
で
あ

る
。

以
上

は
名
所

寄
合

の
例

で
あ

っ
た
が

、
本

歌
本

説

の
場
合

も
事
情

は
同

じ
で
あ

る

〔+
;
。

44
う

つ
ン
か

夢

か
め
ぐ

り
あ

ふ
と
も

同

(牧
)

45
す

る
が
な

る
山
路

す

ゴ
う

に
行

く

て

同

46
み
る
め
も

か
な

し
と

を
き
海

づ

ら

梅

行

く

て
み

る
め
も

と
、
う

け

た
る
句

也
。

物
語

の
心

き
た
れ

ば
、

三
句

め
必

つ
ま

り
侍

る
事

に
や
。

や
す

く

と
し

て
、

し

か

も
よ

く
付
侍

る

に
や

。
す

る
が

の
海

と

ふ
る
く

読
な

ら
は

せ

り
。

宗
牧

『
梅

牧

両
吟

朝

何

百
韻

注
』
〔+
二
 

打
越
と
前
句
は

『伊
勢
物
語
』
第
九
段
の
翻
案

で
あ
る
。

―
句
と

し
て
も
物
語
の
気
配
が
濃
厚
な
こ
の
前
句
に
、
付
句
は
そ
れ
を
離
れ

て
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
漠
然
と
駿
河

の
山
路
か
ら
見
た

海
の
景
色
を
付
け
て
逃
れ
て
い
る
。

「三
句

め
」

の
指

摘

は
、

百
韻

・
千
句

の
長
連

歌
を

対
象

と

し
た

古

注
釈
ば

か

り

で
は

な
く
、

長
連

歌

か
ら

二
句

の
付
合

を
切

り
取

っ

た

付
句
集

に
お

い
て
さ

え

も
見
ら

れ

る
。
当
時

の
人
が

、
付
句

集
を

見

る
と

き
に
も

、
長

連
歌

の
行
様

を
想

定

し

て
い
た

こ
と

は
、
寺
島

樵

一
氏

の

「連

歌
付
句

集

に
お
け

る

「行
様

」

前

句

の
な
か

の

打

越

・
付
句

の
中

の
三
句

目

」
(+
三
H
に

論

じ
ら

れ

て

い
る
。
次

に

挙
げ

る

の
は
、
『
竹
林

抄

』
に
採
録
さ

れ
た
心

敬

の
句

で
あ

る

(な

お

、
『
景
感
道

』
『
竹

聞
』
は

、
と

も

に
兼
載

の
講
釈

に
基

づ

く
資

料

)
。

枕

に

は
ち
よ

し
る

と

こ
そ

い

へ

ま
ど
ろ
ま
じ
夢
に
問
来
る
人
や
見
ん

し
る
と
い
へ
ば
枕
だ
に
せ
で
ね
し
も
の
を
塵
な
ら
ぬ
名
の
空
に
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た

つ
ら
ん

三
句

め
大
切

の
所
を

、
ま

ど
ろ

ま
じ
と

い
ふ
、
奇

妙
也
。

『
景
感

道

』
(+
四
)

わ
が

ね

て
ゐ
た
ら
ば

、
夢

に
く

る
人

の
さ

て
も
ね

て
ゐ
た

る
と
、

あ
さ

く

み
を

と
さ

れ
ん
と

也
。
然

而
ね

た

る
枕

な

れ
ば
、

は
ち

よ
と
也

。

し
る
と

こ
そ
と

は
、

人

の
し
ら

ん
と
也
。『

竹

聞
』
(圭

)

『
景
感
道

』
が

「三
句

め
」

を
問
題

に
す

る

の
も
、

い
ま
あ

る

二

句

の
付
合

を

通

し

て
打

越

を
想
定

し

て
い
る

か
ら

で
あ

る
。

「枕

に

恥

じ
な

さ

い
、
枕

は
人

の
心

を
知

る
と
言

う
か
ら

」
と

い
う
前

句

は
、

「
し
る
と

い

へ
ば
枕

だ

に
せ

で
ね

し
も

の
を

」

の
本
歌

(古
今
集

・

六
七
六

・
伊
勢

)

に
強
力

に
支

配
さ

れ

て
い
る
。

そ

の
た

め
、
打

越

が
ど

の
よ
う

な
句

で
あ

っ
た

に
せ
よ
、

打
越

と
前
句

で
作

る
付

合

の

世
界

は
、
結

局
は
本

歌

に
則

し
た
も

の
に
な

ら
ざ

る
を
得

な

か

っ
た

と
推
測

で
き

る
。
さ

ら

に
、
心

敬
が
、

殊
更

に
本
歌

を
突

き
放
す

よ

う
な

付
け
方

を

し

て
い
る
所
を

見

れ
ば

、
打

越
と
前

句
が

本
歌

で
付

い

て
い
た

と

い
う
察

し

は
付
く

。

「
三
句
め
大

切

の
所
」

と
は
、

す
な

わ
ち

、
本
歌

を
離

れ

て
付

け

ね
ば
な

ら

ぬ
困
難

を

言

っ
て

い
る

の
で
あ

り

(土
ハ)、

心
敬

は
、
前

句

の

「
し
る
」

を
、
枕

が
知

る
意

か
ら
夢

に
訪

れ
た
恋

人
が

知

る
意

に

転

じ

て
、
全
く

別

の
方
向

に
展

開
さ

せ
る

こ
と

に
成

功

し
て

い
る
。

さ

て
、
打
越

と
前

句
が

寄
合

や
本
歌

本
説

に
よ

っ
て
結

び
付

い

て

い
る

c
の
場
合

や
、
恋

や
述

懐
な

ど

の
素

材

に
関
わ

る

a
b

の
場

合

の

「
三
句

め
」

は
、

比
較

的

理
解

し
や

す

い
と
言

え
る

。
問
題

は
、

a
b

c
の
い
ず

れ

に
も

属
さ
な

い

「
三
句

め
」

の
用
例

で
あ

る
。

何
事

か

人

の
詞

に
も

れ
ぬ
ら

ん

あ
ひ
も
あ
は
ず
も
名
は
立
に
け
り

宗
醐

何
事
を
も
人
は
ひ
は
ん
す
る
物
な
れ
ば
な
り
。三
句
め
の
句
也
。

『
竹
聞
』

こ

の
例

に

つ
い

て
、
寺

島

氏
は

「
三
句

目
は
後

続

の
句

に
対

し
、

そ

こ
ま

で
続

い
て
き
た

主
題

を
転

換

す
る

た
め

の
橋
渡

し

の
役

目
を

も

つ
。

例

え
ば

三
句

目
に
恋

を
季
あ

る

い
は
述
懐

、
旅

な
ど

へ
転
換

す

る
、
両

義
的
な
句

を

意
図
的

に
付

け

る

こ
と
が

多

い
」
と

し
て
、

次

の
よ

う

に
説
明
す

る
。

上

の
宗
瑚

の
句

で
言
え
ば

、
前

か
ら
続

い
て
き
た

恋
句
を

受
け

て
、

「
(恋

人
)

に
逢

う

の
も
逢

わ
な

い

の
も

ど
ち

ら
に

し

て
も

噂

は

立

っ
て
し
ま

う
も

の
だ
」
と

い
う
前

句

へ
繋
が

る
意
味

に

、

恐
ら

く

「
(時

)

に

遇
う

人
も

遇
わ

ぬ

人
も

、
何

か

に

つ
け
評

判

が

立

つ
も

の
だ
」

と

い
う

一
句

の
意

味
を

重
ね

て
、
句

数

の

上

で
行

き
詰

ま

っ
た
恋
句

か
ら

他

の
主

題

の
句

へ
逃

れ

る
役

目

を

す

る
。

宗
瑚

の

「あ

ひ
も
あ

は
ず

も
」

の
句
が

、

「恋

人
に
逢
う

」
と

「時

に
遇
う

」

の
両
義

性
を
持

つ
と

い
う

解
釈

は
魅
力

的
だ

が
、

こ

の
句

を
解
釈

す

る
以
前

に
、

前
句

の

「何

事
か

人

の
詞
に
も

れ
ぬ

ら
ん
」

を

恋

の
句
と

し

て
よ

い
も

の
か

ど
う

か
が
気

に
な

る
。

一
句

に
は
恋
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の
詞

に
相
当

す

る
も

の
が

な

い
。
ま

た
、

類
句

を
探

し

て
み
る
と
、

『
壬
生

宛
宗

長
連
歌

自
注

』

に
、

つ
ね

に
か

た
る
や

あ

ひ
思
ふ

ど
ち

人

こ
と

も
世

に
も

る

べ
き

は
心

し

て

(+
七
)

と

い
う
句

が
あ

る
が

、
こ
れ
は
雑

の
句

の
並

び
に

配
列
さ

れ

て

い
る
。

そ
う
す

る
と

「
何
事

か

」

の
句

も
、

「人

の
詞

に
よ

っ
て
何

が

漏

れ

て
し
ま

っ
た

の
だ
ろ

う
か
」

の
意

の
雑

の
句

で
あ

る
と

見
た
方

が
よ

く

、

一
句

と

し

て
は

恋

で
は
な

い
が
、

恋

の
呼
び
出

し

と
し

て
機

能

し

て
い
る
も

の
と
思

わ
れ

る
。

そ
れ

で
も
、

宗
瑚

の
句

で
恋

に
転

換

さ

せ
た

こ
と

に
は
な

る
が
、

こ
の

「三

句
め
」

は
、

寺
島

氏

の
言
う

主

題

(素

材
)

に
関

わ
る
性

質

の
も

の

で
は
な

い
と

思
う
。

そ

の
意

味
す

る
と

こ
ろ
を
知

る
手
掛

か
り

は
、
兼

載

の

「何

事
を

も

人
は

ひ

は

ん
す

る
物
な

れ
ば

な

り
」
の

一
言
に
あ

る

と
考
え

る
か

ら

で
あ

る
。

付
句

は
、

―
句

で
は

「逢

お
う

が
逢
う

ま

い
が
、
浮

き
名

は
立

っ

て
し
ま

っ
た
な

あ
」

の
意

で
あ
る
。

前
句

に
付

く
と

き

は

「逢

お
う

が
逢
う

ま

い
が

同
じ

こ
と
よ

、
人

は
何

か
に

つ
け
噂

を
す

る
も

の
だ

か
ら
、

結

局
、
浮

き
名

は
立

っ
て
し
ま
う

」
と

い
う

心
持
ち

で
あ

ろ

う
。

こ

の
と
き
、
前

句

に
あ

っ
た

二

体

何
が

漏
れ

た

の
だ
ろ
う

」

と
詮
索

す

る
気
持
ち

が

、
付
句

に

よ

っ
て
超
越

さ
れ

て

し
ま

っ
て

い

る

こ
と

に
注

目

し
た

い
。

『
聖

廟
千

句
』
第

一
種
注

に

「
三
句
め

の
付
や

う

お
も

し
ろ
く
侍

る
か
」

と
評
さ

れ

る
付
様

も
、

こ
れ

と
よ

く
似

た
発
想

に
基

づ

い
て

い

る

。六

13
山
風

の
雲

も
契

も
と

～
ま

ら

で

14
い
つ
く

の
峯

に
花
を

た
つ

ね
ん

15
う
ら

や

ま
し

心

の
ど

け
き

世
捨

人

ま

へ
句

は
、

い
か
な

る

み
ね

の
花

を

か
た
つ

ね

ん
と
、

た
つ
ね

た

る
心
な

る
を

、
付

所

は
、
い
つ
く

に
も

よ
も

た
つ

ね
侍
ら

じ

、

花

に
も

し
う
ち
や

く

せ
ぬ
世

す

て
人

の
う
ら

や
ま

し
き

心
か
な

と
也

。
三
句

め

の
付
や

う

お
も

し
ろ

く
侍

る
か
。

前

句

は
打
越

に
対

し

て
、
「ど

こ

の
峯

に
花

を
訪

ね
よ
う

か
」
と
、

「
た
つ

ね

た
る

心
」

で
付

い

て
い
る

が
、

付
句

が

付

く
と

、

「
ど

こ

の
峯

に
も

花
を

訪
ね

ま

い
」

の
意

に
な

る
。
前

句

の
疑
問

を

反
語

に

取

り
な

し

て
い
る

の
で
あ

る

(夫
)。

さ

ら

に
、
兼
載

の

『
連
歌

延
徳
抄

』
〔+
九
)
に
も
、

「前
句

の
心
を
あ

ら

ぬ
心
に

取
な

し
た

る
」
作

例

の

一
と

し

て
、

い
つ
れ

の
峯

か
す

み
よ
か

ら
ま

し

尋

じ
よ
此

世

の
外

も
な

き
も

の
を

の
付

合
が

あ

り

、

「
い
つ

れ

の
峯

の
句

は
、

前

は

尋
ね

た

る
心
也

。

然

を

、

い
つ
れ

の
峯
も

住
よ

か
る

ま
じ
け

れ
ば

、

た
つ
ね

じ
よ

、
と

付
な

し

た

る
也

」

と
説

明

さ

れ

て

い
る
。

「
前
句

の
心

を
あ

ら

ぬ
心

に
取

な
し
た

る
」
付
様

は

、
兼
載

が

「此
体

、
上

手

の
好

侍

る
に
や

、

当

座

も
面
白

く
、
利
根

に
も
見

え
、
輪

廻

も
せ
ず

、
殊

勝

の
付
様
也

」

と
絶
賛

し

て

い
る
も

の
で
あ

る
。
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宗

瑚

の

「あ

ひ
も
あ

は
ず
も

」

の
句

も
、

前
句

の

「何

事

か
人

の

詞

に
も

れ
ぬ
ら

ん
」
を

、
疑
問

か
ら

反
語

に
近

い
意

味

に
転

じ
た
付

様

で
あ

り
、
そ

の
こ
と
が

「
三
句

め

の
句
也

」
と

い
う
指

摘

に
結

び

つ
い

て
い
る
と

理
解

で
き

る
。

打
越

に
繋
が

る
前
句

の
意

図

を
上

手

く
読

み
替
え

た
、

こ
の
句

に
対

す

る
評

価
が

込
め
ら

れ

て

い
よ
う

。

「
三
句

め
」

の
指
摘

が
、

a
b
の
素
材
、

c
の
寄

合
、

本

歌
本
説

に
関

わ
ら
ず

、
広

く
、

d
.
打
越

に
繋

が

る
前

句

の
意
味

を
、
付

句

で
別

の
方

向

に
転

換

さ

せ

て

い
る

と
き

に
も
、

現

れ
る

こ
と
を
確

認

し
た
が
、

古
注

釈

の

「
三
句

め
」

の
用

例

の
中

で
特

に
目

に

つ
く

の
は
、

実

は

こ
の
d

の
例

で
あ

る
。
も

う

一
つ
例

を
挙
げ

て
み
よ
う

。

二

28
こ

の
ご

ろ

つ
も

る
窓

の
し
ら

雪

長

29
山
ざ

と

の
う

き
を

と

へ
か
し

こ
た

へ
ま

し

同

30
松

か
ぜ
を

わ
が

こ
と

の
葉

に

せ
む

長

付

心
あ

し
く
き

け
ば

三
句
め

む

つ
か
し

き
也
。

付
所

は
、

山
ざ

と

の
う
き

を
と

へ
か

し
、
我

は

い
は
ず

し

て
松

風
に

ご
た

へ
さ

せ

む
と
也

。
松

か
ぜ

の
か
な

し
き

を
わ
が

こ
た

へ
ん

と

い

へ
ば

三
句

め
あ

し
き

也
。

『
伊
勢

千
句

注
』

京
大

国
文

B
本

三
亡

山
里
住

み

の
憂

さ
を

問
わ

れ
た

ら
、
ど
う
答

え

る
か
。
打
越

は

「
窓

に
降

り
積

も

っ
た
雪

(を
見

て
お

く
れ
。

そ
う

し
た

ら

こ
こ

の
住

み

憂

さ
が

わ
か

る
だ

ろ

う
)
」

と

い
う

、

山

里
住

み

の
人

の
言
葉

で
付

い
て

い
る
。

付
句

も
ま

た
、
前

句

の
問

い
に
対
す

る

返
答
と

い
う
付

筋

で
付

く
が

、

「
言
葉

で
言
う

代

わ

り
に
松

風

に
答
え

さ

せ
よ

う
」

と

し
て
、

打
越

と
重
な

ら
な

い
よ
う

に
変

化
を

つ
け

て

い
る
。

d

の
例

は
、

付
句
が

、
打
越

か
ら

ど

の
よ
う

に
転

じ

て
い
る

の
か

を
、

そ

の
都
度

検

証

し
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。
右

の
よ
う

に
、

古
注

の
説

明
が

懇
切
な

場
合

は
よ

い
が

、
そ
れ
ば

か

り
と

は
限
ら

な

い
。

古
注

の

「
三
句

め
」

の
指

摘

に
戸
惑

う

の
は

こ
の
た
め

で
あ

る
。

三

「
治
定

」
か

ら

「あ

ら
ま

し
」

へ

『
聖

廟
千
句

』

の
古
注

に

「
三
句

め
」

の
指

摘

の
あ

る
作
例

の
う

ち
、
前

節

で
述

べ
た

d

の
、
打
越

と
前

句

の
意
味

的
な
繋

が

り
を
転

換

さ

せ
る

「
三
句

め
」

に
属
す

る
と

思
わ

れ
る
も

の
に

つ
い
て
、
検

討

を
行

い
た

い

三
+
―)。

ま

ず

、

「
三
句

め
」

に

関
わ

る
問

題
と

し

て
、
次

の
句

を

め

ぐ

る

諸

注

の
説
を

見

て
み
よ
う

(便
宜

上

、
第

一
種
注

～
第

四
種
注

を
①

～
④

で
示
す

)
。

は
だ
さ

む

く
山
風

送
り

日
は

暮

て

三

12
君

こ
ず

は

又
い
か
に
あ

ら

れ
む

①

こ
ろ
も

で
に
山

お

ろ
し
ふ

き

て
さ

む

き
よ
を

君
き

ま
さ
ず

は

ひ

と

り
か

も
ね

ん
、

の
心
也
。

②
あ

つ
裳
な

ど
や

が

し
た
に
ね

た

れ
ど
も

君
と

し
ね

ン
ば

は
だ

へ
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さ

む

し
も

い
ま

だ
暮

ぬ
さ

き
に

云
た
る

心
也
。

③

日

の
ま

だ
暮

ぬ
時
分

を

云
た

る
な

り

。
三
士
σ

④

(注

ナ

シ
)

(傍
線
は
引
用
者
付
す
。
以
下
同
)

①

の
引
歌

(
万
葉
集

・
三

二
九
六

、
新
古

今
集

・
一
二
〇

八
)
は
、

山
颪
が

寒

々
と
吹

き

つ
け

る
中

、
女

が
恋

人

の
訪
れ
を

待

つ
と

い
う

設
定

の
共
通

、

「
君

こ
ず

は
」

と

「
君

き

ま
さ
ず

は

」

の
言
葉

の
類

似

と

言

い
、
こ

の
句

の
本

歌
と

し

て
容

易

に
認
め
得

る
も

の
で
あ

る
。

付

合

を
解

釈
す

れ
ば

、

「山

風

が
肌

寒
く

吹

き
下

ろ

し
、

日

は
暮

れ

て

し
ま

っ
た
。

こ
の
上
、

あ
な

た
が
来

て
く
だ
さ

ら
な

け

れ
ば

、

私

は
耐
え

る

こ
と
が

で
き
な

い
で
し

ょ
う
」

と
な

ろ
う
。

第

一
種

注
を

見
る
限

り
、

こ

の
句

は
、

本
歌

に
則

し
た
素

直
な

付
様

で
あ

っ
て
、

取

り
立

て
て
問
題

は
な

い
よ
う

に
思
わ

れ

る
。

と

こ
ろ
が

、
第

二
種
注

、
第

三
種

注
は

、
傍
線

部

に
見

る
通
り
、

こ

の
句

が

日
が

暮
れ

る
以
前

の
句

で
あ

る

こ
と

を
揃

っ
て
主
張

し

て

お
り
、

い
か

に
も

不
審

で
あ

る
。

こ
の
解
釈

は
、
前

句

の

「
日
は
暮

て
」
と

い
う

本
文

を
前
提

に

し
て
成

立

し
得

る

の
だ

ろ
う

か
。
ま

た
、

日

の
暮

れ
る

以
前
と

は
、

昼
間

に
恋

人

の
訪
れ

を
待

っ
て

い
る
と

い

う

の
で
あ
ろ
う

か
。

同
様

の
記
述

は
、
第

二
種

注

に
お

い

て
他

に
も

見
ら

れ
る
。

音

羽
川

を
と
ば

か

り
す

る
日

は
暮

て

八

22
い

つ
か

人
め

の
せ
き

も

こ
え

ま

し

②

日
は
暮

て
、

い

つ
か

人
め

の
関

は

こ
え

ん
と

也
。

日

の
暮

ぬ
先

に

云
た

る
心
也

。
昼

は
人

目

の
し
げ

き
也
。

三
句

め
也
。

さ
む
き
日
の
山
を
は
る
ぐ

里
に
き
て

九

36
や

ど
り

か
さ
ず

は
身

を

い
か
に

せ
ん

②

里

に
舎

か
さ
ず

は

か
ひ
な

し
、

山
に

ね
よ
と

云
心

也
。

い
ま

だ

里

に
は

こ
ぬ
也
。

山

に

て
い

ひ
た
る

詞
也
。

是
も

三
句

め
也
。

③
三
句

め
大

事
也

。

傍
線
部

は

、
前
句

に

「日

は
暮

て
」
「
里
に

き

て
」
と

あ
る

の
を

、

付
合

全
体

と

し

て
解
釈

す

る
と
き

に

は
、

ま
だ
暮

れ

て

い
な

い
、

里

に
来

て

い
な

い
も

の
と
見

な

す

よ

う

に
注

意

を

促

し

た
も

の
で

あ

る
。

そ

の
主
張

に
は

、
何
ら

か

の
根

拠
が
あ

る

よ
う

に
思
わ

れ
る
。

ま

た
、

二
句
土
ハ
に

コ
ニ
句

め
」

の
指
摘

を
伴

っ
て
い
る

こ
と

も
見
逃

せ
な

い
。

兼
載

の

『
連

歌
延
徳

抄
』

は
、

連

歌
は

百
韻

の
移
行

よ
う

次
第

で

良

く
も
悪

く
も

聞

こ
え

る
も

の
だ

か

ら
、
輪

廻

し
た
り

、
同

じ
よ
う

な

付
け
方

に
終

始

し
て

し
ま
わ
な

い
た
め

に
は
、

種

々

の
付
様

を

心

得

て
お

く
必
要

が
あ

る
と

し

て
、

そ

の
技
法

を
解

説

し
た
も

の
で
あ

る
。

そ

の
中
に

、
問

題

の
核

心

に
迫

る
記
述

が
見

ら
れ

る
。

見
ば
や
と
思
ふ
秋
の
う
ら
く

さ
や
か
な
る
塩
干
の
月
に
舟
さ
し
て

行
べ
き
道
か
い
ざ
や
帰
ら
ん

雲
か

か
る

尾
上

の
雪
を

ふ

み
分

て

此

二
句
は

、
付

所
は
あ

ら
ま

し
ご

と
也
。

}
句

は
治

定

し
た

る
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句
也
。

此
体

も
あ

り
。

「治

定
」

は

、

「
て
に

を

は
」

の
用
法

を
説

明
す

る
と

き

に
よ
く

使

わ
れ

る
語

で
、
表

現
さ

れ
た
事

柄
が
確
定

し

て

い
る

こ
と

を
意
味

す

る
。

こ
こ

で
は

「あ

ら
ま

し
」
と

対
に
な

っ
て

い
る
。

兼
載

の
説

明

に
則

し
て
解
釈

す

る
と
、
「さ

や
か

な
る

」
の
句

は
、

一
句

で
は
、

現

に
舟

を
さ

し
て

い
る
様

子
を

詠

ん
だ

、

「治

定

し
た

る
句

」

で
あ

る
。

前
句

に
付

く
と

き
は

「舟

さ

し
て
見
ぼ

や
」

と

一
続

き

に
読

み

下

し
、

「
舟
さ

す

」
と

い
う

行
為

は

「あ

ら
ま

し
ご

と

」

で
、
実

際

に
は
舟

を
さ

し
て

い
な

い
こ
と

に
な

る
。

同
じ
く

「雲

か
か

る
」

の
句

も
、

一
句

で
は
雪

を
踏

み
分

け
て
歩

ん

で
い
る
様

子
だ
が

、
前

に
付
く

と

「雪

を
ふ

み
分

て
行

べ
き
道

か
」
、

雪
を
踏

み
分

け

て
行
け

る
も

の
だ

ろ
う

か
と

、
山

を
前

に
し

て
自
問

し
、

い
や
辞

め

て
帰

ろ
う

と
自
答

し
て
引
き

返
す
体

と
な

る
。

こ

の

句

は

、
『
連

歌
延

徳
抄
』
よ

り
も
さ
ら

に
多

く

の
付

様
を
集

成

し
た

、

宗

長

の

『
雨
夜

記

』
三
+
三
)
に
も

引

用
さ

れ
、

「
引
合

て
は
、

高

山

の

雪

を
踏

分

て
は

い
か

で
か

ゆ
か

ん
、

い
ざ

帰

る

べ
し
と
な

り
。

一
句

は
、
山
路

の
雪

を
踏

み
分

け
た

る
心
な

り
」

と
説
明

さ
れ

て

い
る
。

『
雨
夜

記
』

は
、

「前

句

付
句

引
合

す

れ
ば

心

ひ
と

つ
に

て
、

付

句

ば
か

り
引
放

て
は
、

心
別

に
な

る
句

」

の
項

目

の
も
と

に
、

こ
れ

と

同
じ
付

様

の
作
例

を
、
あ

と

二

つ
挙
げ

て
い
る
。

夜
な
く

ね
ば
や
花
の
咲
か
げ

梅
が
香
の
霞
め
る
月
を
袖
に
み
て

前

句

に
引
合

て
は
ね
が

ひ
也
。

一
句

は
、
梅

の
匂

ひ
に

か
す

め

る

月
を
袖

に
宿

し
て
見

た
る
心

也
。

(中

略
)

い
つ
る
と
見
れ
ば
帰
る
つ
り
舟

沖
な
か
の
小
島
に
海
士
の
家
あ
り
て

引
合

て
は

、
沖

の
小
島

に
海

士

の
家

あ
り

て
、
其
家

よ

り
出

る

舟

か
と
見

れ
ば
、

家
は

な
く

し

て
、

こ
な

た

へ
帰

る
釣
舟

成
け

り
、

と
付
た

り
。

―
句

は
、

小
島
に

も
家

の
有
け

る
よ
と

也
。

「沖

な

か
」

の
句

は
、
宗
春

(兼

載
)

の
句

で
あ

る
。

沖
合

に

見

え

る
小
島

に
舟

が
浮
か

ん

で

い
る

の
を
見

て
、
あ

あ
、

あ

の
小
さ
な

島

に
も

海
士
が

住

む
家
が

あ

っ
て
、

釣
り

に
出

て
い
る

の
だ
な

、
と

思
え
ば

、
舟

は

み
る

み
る
小
島

を

通
り
過
ぎ

、

こ
ち
ら

の
浜

へ
と
向

か

っ
て
く

る
。

そ
こ

で
初
め

て
、
海

士

の
家

な

ど
無
か

っ
た

の
だ
、

こ
の
浜
か
ら

出
た

釣
舟

が
戻

っ
て
く

る
と

こ
ろ

だ

っ
た

の
だ

と
気
づ

く
と

い
う
体

で
あ

る
。
い
か

に
も
機

知
的
な

付
け

で
は
あ

る
が

、
「家

あ

り

て
」

と
治
定
す

る

一
句
を

、
そ

の
ま

ま
受
け

る
と

見
せ

て
、
最

後

に

は

「家

は
な

か

っ
た
」
と
逆

転

し

て
み
せ

る
と

い
う
意

外
性
を

狙

っ
た

句

で
あ
る
。

い
ま
、

宗
長

の
解

説

に
導

か

れ

て
解
釈

し

て
み
た

が
、

「治

定
」

を

「あ

ら
ま

し
」

に
転

じ
る
付
句

の
技
法
が

あ

る
こ
と

を
知
ら

な
け

れ

ば
、

常

の
よ
う

に

「家

あ
り

て
」

を

「治

定
」

の
ま

ま

で
解

釈

し

て

い
た

か
も

し
れ
な

い
。
例

え
ば

「沖

中

の
小
島

に
海

士

の
家

が
あ
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っ
て
、

出
漁

し
た

か
と
思

う
と

す
ぐ

に
島

に
帰

っ
て
ゆ

く
釣
舟

」
と

い
う
よ

う
に
。

こ
れ

で
は
、
兼
載

の
工
夫

の

一
句

も
面

目
を
失

っ
て

し
ま
う

。

「梅

が
香

」
の
句

の
場

合
は

ど
う
だ

ろ
う

か
。
こ

の
句

に

つ
い
て
、

『
竹
聞
』

は

「
あ
ら

ま

し
ご

と
・の
句
也

。
前

句

と

一
句

と
別

々
の
句

也

」
と

、
宗
長

と

同
じ
方

向

で
解

釈

し

て
い
る
。

す
な

わ
ち

、

一
句

で
は

「梅

の
匂

ひ
に
か
す

め
る

月
を
袖

に
宿

し
て
見
た

る
」
現
実

が
、

前

句

に
付
く

と

「あ

ら
ま

し
ご

と
」

に
な

っ
て
し
ま

い
、
眼
前

に

月

を
見

て

い
な

い
こ
と
に
な

る
。

も

し
、

こ

の
付
合

に
も

眼
前

の
景

と

い
う
も

の
が

あ

る
と

す
れ
ば

、

昼
間

の
梅

を
思

い
描
く

よ
り

他
は
な

い
。

日

の
光

の
中

で
梅
を
眺

め
な

が
ら

、

月

の
光

の
下

で
は

ど
ん
な

に
美

し

い
こ
と
だ

ろ
う
、

夜
な
夜

な

こ

の
花

の
下

で
、

袖
に

月
を

映

し

て
寝

た

い
も

の
だ

、
と

思

い
を
馳

せ

て
い
る

の
で
あ

る
。

一
方

で
、

こ

の
付
合

は

、

「
月
を

袖

に
み

て
」

を

「
治
定

」

の
ま

ま

で
解

釈
す

る

こ
と
も

で
き

る
。

梅
が

香

に
霞

む
月
を

、

い
ま
袖

に

映

し

て
見

て
い
る
、
そ

の
美

し
さ
に
惹

か

れ

て
、
今

晩
に
限

ら
ず

「夜

な

夜
な
ね

ば
や

」
と

願
う
体

で
あ

る
。

む

し
ろ

こ

の
読

み

の
方

が
、

理
屈

に
偏
ら
ず

、
付

合

の
景
色

も
美

し

い
と
言

え
る

か
も

し
れ
な

い

が

、
兼
載

も

宗
長
も

、
そ

の
よ
う

に

は
読

ま
な

か

っ
た

の
で
あ
る
。

『
連

歌
延
徳

抄
』

と

『
雨
夜

記
』

に
見

る
、

以
上
四
句

の
外
形
的

な

特
徴

を
窺
う

と
、

付
句

が

「
て
留
」

で
あ

り
、

い
わ

ゆ
る

「か

け

て
に
は
」

の
要
領

で
、

付
句

の
句

末
を

前
句

の
句

頭

に
繋

げ

て
読

む

仕
掛

に
な

っ
て

い
る

。
前
句

に

は
、
願
望

の

「ば

や
」
、
推
量

の

「
べ

し

」
、
条

件

の

「
ば
」

が

あ

り
、

こ

れ
ら

の
語

が

「
～

て
」

の
動

詞

を
受

け

る
働

き
を

し

て
い
る
。

こ
う

し
た

の
条

件

の
も

と
に
、

一
句

で
は
治
定

す

る

「～

て
」
を

、
付

句

で

「あ

ら
ま

し
」

に
取

り
な
す

技

巧
が
成

立

し

て
い
る
。

こ

の
付

様
を

、

い
ま
仮

に

「あ

ら
ま

し
」

の
付
様

と
呼

ん

で
お

く
。

先

に
問

題

に
し
た

『
聖
廟

千
句

』
の
例

を

、
再

び
挙

げ

て
み

よ
う
。

は
だ
さ
む

く
山

風
送

り

日
は
暮

て

三

12
君

こ
ず

は

又

い
か
に
あ

ら
れ

む

音

羽
川
を

と
ば

か
り
す

る

日
は
暮

て

八

22
い

つ
か

人
め

の
せ

き
も

こ
え

ま
し

さ
む
き
日
の
山
を
は
る
ぐ

里
に
き
て

九

36
や

ど

り
か
さ
ず

は
身

を

い
か

に
せ

ん

こ
こ
で
は

「
て
留
」

の
句

が
前

句

に
な

っ
て
い
る
が

、
付
句

の
方

に

、
条

件

の

「
ば
」
、
推

量

の

「
ま

し
」

が

あ
り

、
構

造

は

「
あ

ら

ま

し
」

の
付
様

と

一
致

す

る
。
第

二
種

注

の

「
日

の
暮

ぬ
先

に
云
た

る

心
也
」
、

「
い
ま
だ

里
に

は
来
ぬ

也
」

等

の
記
述

の
意
味

す

る
と

こ

ろ

は
、

も
は
や

明
ら

か

で
あ

る
。

し
か

し
、

「
梅
が

香
」

の
句
と

同
様

に
、

こ
の
三
句
も

ま

た
、

「
て

留

」
を
治

定

の
ま
ま

と

し
て
、
す

な

わ
ち

日
が
暮

れ
た

後

の
体

、

里

に
来

た
後

の
体

と

し
て
、
自
然

に
解
釈

す

る

こ
と

が

で
き

る
。
現

に

、

第

一
種

注
や

第

四
種

注

は
、

「あ

ら

ま

し
」

の
付

様
に

は

言
及

し

て

一26



い
な

い
。

そ
れ

で
も
、

千

句

の
作
者

で
あ

る
兼
載

が

、
『
連

歌

延
徳

抄
』

に

お

い
て

「あ
ら

ま

し
」

の
付
様

を

↓
体
と

し

て
認
め

て

い
る

以
上

一

同
じ
構

造
を
持

つ
右

の
三
句

も

「あ

ら

ま
し
」

と

し
て
解
釈

す

べ
き
な

の
で
あ

ろ
う

か
。
も

し
そ
う

で
あ

る
と
す

れ
ば

、

そ
こ
に

は
、
第

二
種

注
、

第
三
種

注
が

指
摘
す

る

「三
句

め
」

の
問
題

が
絡

ん

で
く

る
に
違

い
な

い
。

四

「
あ
ら
ま

し
」

の
付
様

と

「
三
句

め
」

「君

こ
ず
は

」
の
句
を
打

越
か

ら

の
三
句

の
渡

り

で
見

て
み
よ

う
。

三

10
里

の
砧
に
や

ど
や

か
ら

ま

し

11
は
だ

さ
む

く
山
風

送
り

日
は
暮

て

12
君

こ
ず
は

又

い
か
に
あ

ら
れ
む

前
句

と
打
越

は

、

「
か
け

て
に
は
」

の
要
領

で
、

「
は
だ
さ

む

く
山

風
送

り

日
は
暮

て
里

の
砧
に
や

ど
や

か
ら
ま

し
」

と
、
あ

た

か
も

一

首

の
歌

の
ご

と
く
繋

げ

て
読
む

こ
と
が

で
き

る
。

そ
し

て
、
前
句

と

付

句
も

、

い
わ
ゆ

る

「う

け

て
に
は
」

の
要
領

で
、
前

句

か
ら
付

句

へ
と

一
続
き

に
読

み
下
す

こ
と
が

で
き

る
。
こ

の
時

、
「あ
ら

ま
し

」

の
付
様

を
採

用

し
な

け

れ
ば

、
打

越

と
付

句

は
、

「
日
が
暮

れ

て
、

宿

を
借

り
よ
う

か
」
、
「
日
が

暮
れ

て
、
あ

な
た

が
来
な

け

れ
ば

」
と
、

日
が
暮

れ
た
後

の
行

動
や

事
態
と

い
う

同
じ

発
想

に
寄
り
掛

か

っ
て

付

く

こ
と
に
な

る
。
こ
れ

は
行

様

の
上

で
望
ま

し

い
こ
と

で
は
な

い
。

例

え
ば

宗
牧

の
注

に
、
次

の
よ
う

な

「三

句
め

」
の
指
摘

が

あ
る

。

12
玉
ゆ
ら

た

の
む
夢

を
や

は
み

ん

同

(雪
)

13
明
ぬ

ま

の
名

残

は
か
な

み
枕

し

て

牧

14
い
ざ

よ
ふ

月
を

こ
と

の
は

の
末

同

此
三
句
め
む
つ
か
し
き
所
也
。
前
は
別
而
以
後
事
也
。
此
句
は

や

う

く

別

と
す

る
人

に
対

し
て
、

空
も
明

や
ら
ず

。

月
も

い

ま
だ

い
ざ

よ
ひ
候

ぞ
な

ど
云
詞

の
は

か
な

き
由
也
。

い
さ

ン
か

の
か

は
り

め
に

て
輪

廻

せ
ば
、

の
が

る

」
物

と
そ
。

ま

て
し
ば

し
ま

だ
よ

は
深

し
長
月

の
有

明

の
月

は
人
ま

ど
ふ
な

り

か
様

の
面

影
也
。

『
住

吉
法
楽

何
船

百
韻

注
』

12
13
の
付
合

は
、

き

ぬ
ぎ
ぬ

の
別

れ

の
後

、
名

残
を
惜

し

ん

で
、

せ
め

て
恋
す

る

人

の
夢

を
見

よ
う

と
又
寝

を
す

る
様
子
。

B
句

は
、

一
句

だ
け

で
見

て
も
、

い
か

に
も
恋

人
と

別
れ
た

後
ら

し

い
風
情

で

あ
る
が

、
こ
れ
に
ま

た
別

れ
た
後

の
こ
と
を
付

け

る
と
輪

廻
に
な

る
。

「三
句

め

む

つ
か
し
き

所
」

と
言

わ
れ
る
所

以

で
あ
る

が
、
宗

牧

は

「
い
ざ

よ

ふ
月
を

こ
と

の
は

の
末

」

と
付

け

て
、

別
れ

る
素
振

り
を

見

せ
る
相

手

を
、

「月

も

ま
だ
沈

ん

で
は

い
な

い
」
な

ど

と
言

つ
て

は
引

き
留

め

て
い
る
様

子
と

し
、

別
れ

る
以
前

の
こ
と

に
取

り
な

し

て

い
る
。

こ
の
よ
う

に
、
恋

の
句

で
、
打

越

も
付
句

も

別
れ
た

後

の
こ
と
を

付

け

れ
ば

、

当
然

、
輪

廻

と
し

て
答

め

ら
れ

る
わ

け

で
あ

る
。

「君

こ
ず

は
」
の
句
は

、
素

材
を

旅
か
ら

恋

へ
と
展

開
さ

せ

て
は

い
る
が
、
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「は
だ

さ
む

く

山
風
送

り
日

は
暮

て
」

の
前

句
自
体

は
、
付
句

が
付

く

こ
と

で
何

ら
意
味

が
転
換

す

る
わ
け

で
も
な
く
、

新

し

い
意
味

が

付
加
さ

れ

る
わ
け

で
も
な

い
。
前

句

の
意
味

は

そ

の
ま

ま

で
、
打
越

に
も
付

句
に

も

日
が

暮
れ

た
後

の
事

が
付

い

て
い
る
。

そ

の
点

で
は

や

は
り
輪

廻
気

味

で
あ
る

と
言
え

よ
う

。

し
か
し
、

「
あ
ら

ま

し
」

の
付
様

で
解
釈

す

れ
ば

、
「
い
ま

だ
暮

ぬ

さ

き
に

云
た

る
心
」

と
な

り
、
前

句

の
意
味

を
容

易

に
転
換
す

る

こ

と

が

で
き
る
。

す
な

わ
ち

、
山

風
が
寒

々
と
吹

き
下
ろ

す
、

ま
だ
暮

れ

や
ら

ぬ
時

分

に

、

「
日
が

暮

れ

て
あ
な

た
が

来

て
下

さ
ら

な

け

れ

ば

、
そ

の
時

は
私

は
耐
え

ら

れ
な

い
」
と
言

っ
て
い
る

こ
と
に
な

る
。

「君

こ
ず

は
」
の
句

は
、
前
句

と

の
二
句

一
連

に
限

定

し
て
読

め
ば

、

「
日
は
暮

て
」

を
治

定

の
ま
ま

で
解
釈

す

る
方
が

自
然

で
あ

る
よ
う

に
思

わ

れ
た
が

、

こ
う

し

て
三

句
を

見

渡

し

て
み

る
と

、

「あ

ら

ま

し
」

の
付

様
を

採
用

す

べ
き
必
然

性

が
あ

っ
た

こ
と
が

知
ら

れ
る
。

総

じ

て

「
て
留

」

の
句

は
、

「
て
留
」

の
句

を

挟

ん

で
打

越

と
前

句

が
、

と
も

に

「～

し
た

後
、

～
す

る
」

と

い
う
付
け

方

に
な
り
や

す

い
も

の
で
あ

る
。

打
越

と
付
句

が
、

と

も
に
前
句

を

承
け

て
事
後

の

こ
と

を
読

め
ば

必
ず
輪

廻

に
な

る
と
言

う

の
で
は
な

い
。

た
だ
、

打

越
も

付
句

も
事
後

の
こ
と
を
読

む
付

筋

に
依
存

し
、

そ

の
上
、
前

句

に
何

ら
新

し

い
解

釈
が

施
さ

れ
な

い
と

し
た

ら
、

そ
れ
は
輪

廻

と

見

な
す

べ
き

で
あ

ろ
う
。

そ

の
よ
う
な

と

き
に
、

前
句

の

「
治
定
」

を

「あ

ら

ま

し
」

に
転

じ

る
、

「あ

ら
ま

し
」

の
付
様

が
有

効

な

の

で
あ

る

。

「や

ど

り
か
さ

ず

は
」

の
句

に
も

、

「
君

こ
ず

は
」

の
句

と

ほ
ぼ

同

じ
事
情

を
読

み
取

る

こ
と
が

で
き

る
。

九

34
小
鳥
も

み
ゆ

る
雪

の
朝
あ

け

誓

む
き
日
の
山
を
は
る
ぐ

里
に
き
て

36
や

ど

り
か
さ

ず

は
身

を

い
か

に
せ

ん

打
越

と
前
句

と

の
関
係

で
は
、

里

に
来

た

の
は
小
鳥

で
あ

る
が
、

付
句

が
付

く
と

、
旅

人

の
こ
と

に
な

る
。

こ

の
よ

う
に

、
打
越

と
付

句
と
で

「は
る
ぐ

里
に
き
て
」
の
主
体
が
読
み
分
け
ら
れ
て
い
る

の
だ
が

、
そ

れ

で
も
第

三
種

注

は

「
三
句

め
大
事

也
」

と
指
摘

し

て

い
る
。
主

体
を
変

え

て
付
け

て
も

、

同
じ

よ
う

に
里
に
来

た
後

の
体

を
読

め
ば

、
輪

廻
に
な

る
と

い
う

こ
と
な

の
だ

ろ
う

。
そ

こ
で
、
「
里

に

き

て
」
を

「あ

ら

ま
し
」
と
見

な

し
、
い
ま

山
中

に

い
る
旅

人
が

、

「
こ

の
寒

い
日
に
、

山
を

下

っ
て
里

ま

で
行

っ
た

と
し

て
、

も
し
宿

を
貸

し

て
く

れ
な
か

っ
た
ら

、
ど

う

し
よ
う
」

と

里
に

下
る

こ
と

を

躊
躇

し
て

い
る
体
と
解

釈

し

て
お
く
。

ま
た

、
第

二
種
注

に

「
三
句
め

」
の
指

摘

の
あ

る
次

の
句
も

、
「あ

ら

ま
し
」

で
解

釈
す

べ
き
例

で
あ

る
。

三

46
あ
ら

ぬ
け

し
き
ぞ

人
に

み
え

た

る

47
物

の
け

の
古
き
恨

を

い

ひ
出

て

48
こ

ン
う

に
す

て
ば

罪
や

な

か
ら

ん

②

云

出

て
心

に
捨

よ
と

云
心
也

。
恨

有
事

を

云
出

て
、
罪

を
捨
よ
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と

○
也
。

三
句

め
也
。

46

47
は

「物

の
怪
が

取
り
懸

い
た

人
は
、

積
年

の
恨

み
を
言

い
立

て
て
、

い
か

に
も
尋

常

で
は
な

い
よ
う

に
見
え

る
」

の
意
。

47

48
は

「心

の
内

に
積

も

っ
た
恨

み
を

、

口
に
出

し

て
外

に
捨

て
て
し
ま
え

ば
、

罪
と

い
う
も

の
は
な

く
な

る
だ

ろ
う
」

の
意

で
あ

る
。

こ

の
他

、
『
聖
廟
千
句

』

の
中

で
、

「あ
ら

ま

し
」

の
付
様

を
用

い

て
い
る

と
判
断
さ

れ

る
も

の
を

、

三
句

の
渡

り

で
挙
げ

て

み
よ
う
。

一
90
と
を

嶋
国

に
住

も

こ
そ
せ
め

(あ
ら

ま

し
)

91
あ
さ

な
ぎ

に
四
方

の
浦

行
舟

を

み
て

92
戸
ぼ

そ
を

だ

に
も
と
ち

ぬ
藍

の
屋

(治
定
)

五

26
と
ま

屋

の
内

に

か
く
れ
す

ま
な

む

(あ
ら

ま
し
)

27
さ
む

き

日
は

ひ
ろ
ふ
爪

木
を

お
り
焼

て

28
な
が

め
ぬ

雪

の
お
し
き

山

の
は

(治
定

)

五

75
ま

た
る

ン
文

の
か

へ
し
を
も

み
ず

(治
定
)

76
し

の
ぶ
れ
ば

心

ひ
と

つ
に
を

し

こ
め

て

77
恨
を

す

て
よ
ま

じ
は
り

の
道

(あ
ら

ま
し
)

八

28
た
ゴ

と
き

の
ま
も

花
に

む
か

は
ん

(治
定
)

29
秋

の
野

の
草

の
庵
を

立
出

て

30
又
た
が

里

の
露
に
ね

な
ま

し

(
あ
ら
ま

し
)

八

54
我
や
ど

と

は
ぬ
う

ぐ
ひ
す

の
こ
ゑ

(治

定
)

55
か
す

み

つ
』
有
明

の
こ
る
山
に

ね

て

56
た
び

の

つ
ら
さ

を

い

つ
か
忘

れ

ん

(あ

ら
ま

し
)

八

62
も

ろ

こ
し
ま

で
も
行

人
ぞ
あ

る

(治
定
)

63
法

の
た

め
む
な

し
き
海

に
舟

う
け

て

64
さ

と
れ

な
に

は

の
よ
し
あ

し
も
な

し

(
あ
ら

ま
し
)

九

72
野

ち

の
行

ゑ
を

誰
に

と
ふ

べ
き

(あ
ら

ま
し
)

73
水

清
き

澤

の
ほ
と
り

に
駒

と
め

て

74
な

が
め

わ
た

せ
る

よ
も

の
山

々

(治
定
)

こ
れ
ら

の
句

に
対

し
て
、

第

二
種

注

は

「あ

ら
ま

し
」

で
あ
る

こ

と

を
前

提
に

し

た
解

釈
を

行

っ
て
い
る

。

い
ず

れ

の
句

も

、

「
君

こ

ず

は
」

の
句

や

「や

ど
り

か
さ

ず

は
」

の
句

な
ど

よ

り
も

、

「
あ
ら

ま

し
」
と

「治
定

」

の
対
比

が
は

っ
き
り

し

て
お
り
、

注
者

に
し

て

み
れ
ば

、

「
三
句

め
也
」

「未

だ
～

せ
ぬ
也
」
等

と
述

べ
立

て
る
ま

で

も
な

か

っ
た

の
だ
ろ
う

。

例
え

ば

、

五

26

27
は
、

「
お
り
焼

て
す

ま

な
む
」

と

い
う

「
あ
ら

ま
し
」

で
、

寒

い
日

で
あ

ろ
う

と
爪

木
を
拾

っ
て
暮
ら

し
を
立

て
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
賎

の
心
中
を

、

こ
の
爪
木

を
焚

い

て
、

暖

か

い
苫

屋

の
内

に
篭

も
り

た

い
も

の
だ
、

と
詠

む
。

す

る
と
今
度

は

「お

り
焼

て
な
が

め
ぬ
」
と

い
う

「治
定

」
に
転

じ
、

爪
木

を
折

り
焚

く

こ
と

に
勤

し
ん

で
山

の
端

の
雪
を
眺

め
よ
う

と

も

し
な

い
、
心

な
き

山
賎

の
姿
を
詠

む
。

こ
う

し

て
並

べ
て
見

る
と
、
前

を

「あ

ら
ま

し
」

で
付
け

れ
ば
後

ろ
は

「治
定

」
、

「治

定
」

で
付

け
れ
ば

「
あ
ら

ま
し
」

と

い
う

兼
載

の
意
図

を
感

じ

る
。

第

こ
節

で
見

た

「
い
つ
く

の
み
ね

に
花

を
た

つ

ね
ん
」

の
よ
う

な
問

い
か
け

の
句

を
、

疑
問

と

反
語
に
読

み
替

え

る
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技
法

に

加
え

、

「
て
留

」

の
句

を

「
あ

ら
ま

し
」

と

「治
定

」

に
読

み
替
え

る
技

法
も

、
兼
載

の

「三
句

め
」

の
転

じ
よ
う

の
レ
パ
ー

ト

リ

ー

の

}
つ
で
あ

っ
た
と

言
え
よ

う
。

五

「
て
留
」

の
前

後

「
て
留
」

の
句

の
前
後

が
、
事

後

の
こ
と
を

付
け

る
付
筋

に
偏
向

せ
ず

、
前
句

に
新

た
な
意

味
を

与
え

て
展

開

し
て
さ
え

い
れ
ば

、
「
あ

ら
ま

し
」

の
付
様

は

必
ず

し
も
採

用
す

る
必
要

は
な

い
。

第

三
節

に
示

し
た

「あ

ら

ま
し
」

の
付

様

の
構
造

を
持

つ
三
句

の

う

ち

の
残
る

一
つ

「
い

つ
か

人
め
」
の
句

に

つ
い
て
考
え

て

み
た

い
。

人

20
木

ず
ゑ

に
ち

る
や
瀧

の
岩

浪

21
音

羽

川
を
と
ば

か

り
す

る
日

は
暮

て

22
い

つ
か
人
め

の
せ

き
も

こ
え

ま

し

①
恋

也
。

人

め

の
関

名
所

に
あ

ら
ず
。

人
め

を
せ

き
に
す

る
也

。

付

所

は
あ

ふ
さ

か

の
せ

き

の
心

也
。

本
歌

、
を

と
は

山
を
と

に

き

ン

つ
ン
あ

ふ
さ

か

の
関

の
こ
な
た

に
と

し
を

ふ
る
か

な

②

日
は
暮

て
、

い

つ
か

人
め

の
関
は

こ
え

ん
と
也
。

日

の
暮

ぬ
先

に

云
た
る

心
也
。

昼
は

人
目

の
し
げ

き
也

。
三
句

め
也

。

③
な

ら
び

の
名

所
也
。

④
音

羽

川
お

と
に
き

y

つ
ン
相

坂

の
関

の
こ
な
た

に
年
を

ふ

る
哉

付

て
は
、
相

坂

の
関
を

人

目

の
関

に
と

り
か
え

る
。
人

目
の
関
、

名

所
に
あ

ら
ず

。

ま
ず

、

20

21
は
、

「梢

に
散

っ
て
い
る

も

の
は
、

瀧

の
岩

浪

の
飛

沫

だ
ろ

う

か
。

音

羽
川

は
夕
闇

の
中

で
音
ば

か

り
し

て
、
瀧

の
姿

は

見

え
な

い
け

れ
ど
も

」

の
意

で
、

日
が
暮

れ
て
視

界
が

遮
ら

れ
た

と

い
う
発
想

で
付

い
て

い
る
。

第

二
種
注

は
、

そ

こ
に
ま

た
、

日
が
暮

れ

た
後

の
体
を

付
け

る

と
輪

廻
に
な

る
と
考

え
た

の
で
あ
ろ

う
か
。

「
日
は
暮

て
」

を

「
あ
ら

ま

し
」

に

取
り
な

す
よ

う
促

す
。
②

の
通

り
に
解

釈

す

れ
ば

、

「今

は
ま

だ

日
が
高

く

人

目
も
多

い
が
、

早

く

日
が
暮

れ

て
、
あ

の
人

に
逢

い
に
行

き
た

い
も

の
だ
」

と

で
も
な

ろ

う

か
。

し
か

し
、
①

④
が
指

摘
す

る

よ
う

に
、

22
句

は
、
前

句
に

あ
る
音

羽

の
地

名
か
ら

、

こ
れ

に
近
接
す

る
逢

坂

の
関
を

連
想

し
、
逢

坂

の

関
な

ら

ぬ

「
人
め

の
せ
き

」
と

表

現
し

た

の

で
あ

る
。

「
人

め

の
せ

き
も
」

と
あ

る

の
は
、
逢

坂

の
関
が
念

頭

に
あ

る
た
め

で
あ

る
。

そ

し

て
、
逢

坂

の
関

、
音

羽
、

音

、
恋

と

い
う

条
件

が

揃
え

ば

、

「
を

と

は
山

を
と

に
き

」

つ
ン
あ
ふ
さ

か

の
関

の
こ
な

た

に
と

し
を
ふ

る

か

な

」

(古

今
集

・
四

七
三

・
元
方

)

の
歌

を
踏

ま
え

な

い
わ

け

に

は
ゆ

か
な

い
。

そ
う
す

る

と

21
22
は
、

「音

羽

川

で
は
な

い
け
れ

ど

も

、
あ

な

た

の
こ
と

を
音

(噂
)

に

聞
く

だ
け

の
日

々
は
暮

れ

て
。

逢

坂

の
関
を
越

え

る

の
は
た
や
す

い
こ
と

だ
け

れ
ど
も

、

い

つ
か

人

目

の
関

を
も
越

え

た

い
も

の
だ

」
三
+
四
)
の
意

に
な

る
。

こ
の
と
き

、

前

句

の

「
日
は
暮

て
」

は
月

日

の
経

過

の
比
喩

で
あ

っ
て
、

陽
が
沈
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ん
だ

こ
と

を
言
う

の
で
は
な

い
。
ま

た

「を

と
」

も
、
物

音

か
ら
噂

の
意

に
転

じ

て
い
る
。
①

④

の
方
向

で
解
釈

す
れ
ば

、
輪

廻

に
な

る

恐

れ
は
全

く
な

い
の
で
あ

る
。

ま

た
、

前
後

の
展
開
や

句

形

の
上

で
こ
れ
と
よ

く
似

た
、

一
16
風

こ
そ

お

つ
れ
山

の
し
た
水

17
松

の
葉

の

つ
れ
な
き
色

に
秋

暮

て

18
い

つ
花
す

㌧
き
な
び
く

を
も

み
ん

18
句

に

つ
い

て
、

第

二
種

注

は
や

は
り

「
三
句

め
也
。
秋

暮

て

い

つ

と
ね

が

ふ
心
也
」

と

し
て

い
る
が
、

こ

の
句

も
、

特

に

「秋
暮

て
」

が

付
筋

と
な

っ
て

い
る
わ

け

で
は
な

く

、

「
あ
ら

ま

し
」

で
解

釈
す

る
必

要
は
な

い
。

17
18
は

「松

の
葉
が

色
を

変
え
な

い
よ

う

に
、
あ

な
た

は

つ
れ
な

い
態
度

の
ま

ま

で
、

秋
も
暮

れ

に
な

っ
た
。

い
ま

こ

の
季
節

、

花
薄
が

靡
く

よ
う

に
、

い

つ
か
あ

な

た
が
私

に
靡

い

て
く

れ

る

の
を

見
た

い
も

の
だ
」

の
意

で
あ

る
。

第

二
種
注

は
、

兼
載

が
付
様

の

一
体

と

し

て
用

い
て
い
る

「あ
ら

ま

し
」

の
付

様

の
存

在
を

知

る
契

機

と
は
な

っ
た
が
、

一
方

で
、

こ

の
付

様
に
固

執
す

る
余

り
、

正
し

い
解

釈

の
方
向

性
を

見
失

っ
て
い

る
面
も

あ

る

こ
と

は
否
定

で
き
な

い
。

と

こ
ろ

で
、
『
聖
廟

千

句
』

に
は
、

「
て
留

」
が
、

百
韻

に

お
よ
そ

十
三

回

の
頻
度

で
現
れ

る

。

「
て
留

」

の
句
が

、

一
面

、
輪

廻

に
陥

り
や

す

い
危
険

性

を
持

っ
て

い
る
と

し

た
ら

、

「あ

ら

ま

し
」

の
付

様

の
他

に
、
兼

載

は
ど

の
よ
う
な

工
夫

を
凝

ら

し
て
、

三
句

め

の
展

開
を
計

っ
て

い
る

の
だ

ろ
う

か
。

三

96
そ

の

Σ
こ

て
ふ

の
よ

そ
に
と

ぶ
か
げ

97
春

の
日

の
の
ど
け

き
友
に
さ

そ

は
れ

て

98
か

す
め

る
山

よ

い
く

か
き

ぬ
ら

ん

例

え
ば

、

こ
の
三
句

は

、

「
て
留

」
を

挟

ん

で
前

後

に
繋

が

っ
て

ゆ

く
付
様

で
あ

り
、
前

二
句

は
、

園

の
胡

蝶
が
、

よ

そ

の
蝶

に
誘

わ

れ

て
飛

ん
で

い
く
様
、

後

二
句
は
、

友

人
に
誘

わ
れ

て
春

の
山
に
来

る
様

と
、
主

体

は
変

わ

っ
て

い
る
が

、
ど

ち
ら
も

誘
わ

れ
た
結

果

の

行
為

で
付

い

て
い
る
。

―
見

、
輪

廻
気
味

の
よ
う

に
も

見
え

る
が
、

そ

こ
に

は
何
か

の
工
夫

が
あ

る
は
ず

で
あ

る
。

そ
こ

で
、

第

四
種
注

の
指
摘

す

る

「
三
句

め
」

の
例
を

参
考

に

し

て
、

考

え

て
み

た

い
。

こ
れ

は
、

「
て
留

」

の
後

の
句

を

「三

句
め

面
白

き
」

と
評

し
た
例

で
あ

る

三
圭

)。

五

82
野
中

の
水

に
ほ
そ

き
月
影

83
小
萩
さ

き
薄

ほ

の
め
く
秋

は
き

て

84
露
よ

り
む

し

の
乱

た
る

こ
ゑ

④

是

は
三
句

め
面
白

き
と

な
り
。

前

二
句

は
、
夏

の
暑
さ

も

つ
い
昨

日

の
こ
と

と
思
わ

れ
る
時

節

に
、

七

月
三

日
頃

の
細

い
月

を
見

つ
け

て
、
初

め

て
秋

の
訪

れ
を

知
る
と

い
う

趣
向

で
あ

る

(
「三

日
月

の
光

ほ
の
か

に

み
ゆ

る
よ

り
心

を

つ

く

る
秋

の
空

か

な
」

夫
木
抄

・
三

九

二

一
、

「
み

か
月

の
ほ

の
め

き

そ
む

る
か

き
ね

よ
り
や

が

て
秋

な

る
空

の
か
よ

ひ
ぢ
」

拾
玉
集

・
―
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三

五
四
等

)
。
こ
の
と
き

、
「
小
萩
さ

き
薄

ほ

の
め

く
秋

は
き

て
」
は
、

宗
祇

の
正
月

一
日

の
発
句

「月

の
秋

花

の
春

た

つ
あ

し
た

哉

」

(萱

草

他
)
が

、
月

と
桜

を
眼
前

に
見

て
は

い
な

い

の
と

同
じ

よ
う

に
、

萩
も
薄

も
眼

前

に
な

い
と
解
釈

し

た
方
が

よ

い
。
小
萩

が
咲

き
、
薄

が

ほ
の
め
く

、
あ

の
美

し

い
秋

が
や

っ
て
き
た

と
想

い
や

っ
て
い
る

の
で
あ

る
。

付
合

の
趣
向

の
中

心

は
、
あ

く
ま

で
、
水

に
映

っ
た

月

に
秋

の
到
来

を
知

る
と

こ
ろ

に
あ
り
、

そ

れ
を
生

か
す

た
め

に
も
、

野

に
は
秋
ら

し

い
彩

り
が

な

い
方
が

よ

い

の
で
あ
る
。

付

句

の

「
露
よ

り

む
し

の
乱

た

る

こ
ゑ
」

は

、

「
露
が

乱

れ
る

よ

り
も
盛

ん
に

虫
が
鳴

き
乱

れ

て

い
る
」
の
意

で
あ

る
。
兼
載

は
、
『
梅

春

抄
』

に

「七

月
渡

の
発
句

に

は

、

(中

略
)

虫

の
し

の
び
音

も
初

秋

な
る
体

」
と
記

し

て
お
り

、
秋

が
来

て
間
も

な

い
頃

の
虫

な
ら
ば

、

恐
ら
く

「露

よ

り
む
し

の
乱

れ
た

る
」

と

は
表

現
し
な

か

っ
た

で
あ

ろ
う
。

こ

の
付

合

は
、
秋

が
来

て
、

小
萩

が
咲

き
初
め

花
薄

が
ほ

の

め
く
頃

に
は
遠

慮
が

ち

に
鳴

い
て

い
た
虫

も
、
萩

薄
が

盛
り

を
迎
え

た
今

で
は
し

き
り
に
鳴

き

乱
れ

て

い
る
、

と
次
第

に
秋

が
深

ま

っ
て

ゆ
く
時

間

の
経

過
を
内

包

し

て
い
る
と

考
え

ら

れ
る
。

82

83
で
は
、

秋

の
到
来

に
気

づ

い
た
そ

の
瞬
間

の
感

動
を

捉
え
、

84
句

で
、

初
秋

か

ら
深

秋

に
転

じ

る
。

「
秋

は

き
て
」

と

い
う

言
葉

を

効
果
的

に
取

り
な

し
た

展
開

で
あ

り
、
そ

こ
が

「
三
句
め

面
白

き
」

と

評
価
さ

れ

て

い
る

の
で
あ

ろ
う

。

「
て
留

」
の
前
後

の
時

間
を
詠

み
分

け

よ
う
と

す
る
意

識

は
、
『
聖

廟

千
句
』

の
次

の
よ
う

な
付

合

に
も
窺

う

こ
と
が

で
き

る
。

八

42
ふ
り
ぬ

る
寺

に
か
す

む
灯

缶

水
の
音
た
え
ぐ

に
夜
は
深
て

44
あ
す
や

こ
ほ
り

も
む
す

び
さ

だ
め

ん

七

66
冬

野

の
露
は

な

に
を
た

の
ま

ん

67
有

明

の
月

こ
そ
あ

ら
め

秋
暮

て

68
わ
か

れ
を
ま

ね
け

い
な
づ

ま

の
影

五

36
つ
ま
ど

ふ
鹿

の
よ

は

る
山

み
ち

37
つ
れ
な

き

に
あ

か
し
く

ら
せ
ば

秋

深

て

38
こ
と

し
も

又
や

た

ゴ
に
送

ら

ん

例

え
ば

、
八

42

43
は
、
現

在

の
夜
更

け

の
山
寺

の
景

で
あ

る
が
、

44
句

で

「夜

は
深

て
あ

す
や

」
、
夜
が

更
け

て
明

日
に
な

っ
た
ら
と

、

夜

が
更

け
た
後

の

「
あ
ら

ま

し
」

に

も

っ
て
ゆ
く

。
次

の
二
例
も
、

一
方

は
現
在

の
暮
秋

の
景

で
あ

る
が
、

も
う

一
方

は
七

66

「秋

暮

て

冬

野

の
露

は
」

五

38

「秋

深

て
こ
と

し
も
」

と
、

秋
が

暮
れ

た
後

の

「あ

ら
ま

し
」

に
展
開

さ

せ

て
い
る
。

こ
れ
ら

の
付
合

と

比

べ
る
と
、
先

程

の

「露

よ

り
む

し

の
」

の
句

は

、
「あ

ら
ま

し
」
で
は
な

く
実

際

に
初
秋

か
ら

深
秋

に
時

を
進

め
、

し
か
も

、

そ

の
時
間

の
経

過

を

「
あ
す

」

「冬

」

の
よ

う

に
明

示
す

る

の
で
は

な
く
、

虫

の
鳴
き

声
に

よ

っ
て
間
接

的

に
表

現
し

て

い
る

点

で
、
さ

ら
に

進
ん
だ

付
け

方

で
あ

る
と
言
え

る
。

こ
こ
ま

で
き

て
、
問

題

の
三
句

を
見
直

し
て

み
る
と
、
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三

96
そ

の
』
こ

て
ふ

の
よ

そ
に

と
ぶ
か
げ

97
春

の
日
の

の
ど

け
き
友

に
さ

そ
は
れ

て

98
か
す
め

る
山

よ

い
く

か
き

ぬ
ら
ん

前

は
、
今

し
も
誘

わ
れ

て
蝶
が

飛

ん
で

い
る
様

子
、
後

は
、

誘
わ

れ

て
か
ら
何

日
も
経

過

し
た
時
点

の
こ
と

で
あ

り
、
打

越

と
付
句

に

は

は

っ
き
り
と

時
間

の
差

が

つ
け
ら

れ
て

い
る
。

一
見
、
輪

廻

の
よ
う

に
も

見
え

る

こ
の
句

に
も

、
逃
げ

道

は
用
意

さ
れ

て

い
た

の
で
あ
る
。

な

お
、
既

述

の

「
あ
ら

ま

し
」

の
付

様
も

、

「
て
留

」

の
前

後

の
時

間
を
詠

み
分

け
た

付
様

の

一
つ
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

『
聖
廟
千

句
』

古
注

に
見
る

「三
句

め
」

の
指
摘

を
追

っ
て

い
る

う
ち

に
、
結

局

「
て
留
」

の
前
後

の
行

様

の
こ
と
に

偏
向

し

て
し
ま

っ
た
。

し
か

し
、

既
に
述

べ
て
き
た
よ

う
な

「
て
留

」

の
句

の
性
質

を
考
え

れ
ば

、
そ
れ

も
必
然

的
な

こ
と

で
は
な

か

っ
た
か

と
思
う

。

六

お
わ

り
に

寺
島

氏
は
、
先

の
論
文

の
最
後

に

「
付
句
集

の
付
合

に
行

様
を

想

定

し
な

が

ら
読

む
享

受

の
姿
勢

が

『
景
感
道

』

『
竹

聞
』

と

い
う

兼

載

一
流

の
伝

書

に
多

く

見
ら

れ

る

こ
と
は

、
『
連
歌

延
徳

抄

』

に
見

ら

れ
る
、

行
様

の
中

で

の
付

合
を
考

え

る
意
識

と
共

に
問
題

と
な

ろ

う

」
と
触

れ
、
兼

載

の
行
様
意

識

に
注
意

を
向

け

て
い
る
。
い
ま

「三

句

め
」

の
問
題

に
限
定

し

て
言
え
ば

、
宗

祇
出
座

の
百
韻

・
千
句

の

古
注

に

は
稀
に

し
か
見

ら
れ
な

い

「
三
句

め
」

の
指
摘

が

、
兼
載

の

『
聖
廟

千
句

』

の
古
注

に
は

比
較
的

多
く

見
受
け

ら
れ

る
と

い
う
事

実
が

あ

る
。
そ

の
こ
と
は
注

者

の
享

受

の
姿

勢

と
不

可
分

の
問
題

で

あ

る
が
、

作
品

を
通

じ
て
、
兼

載
自

身

の

「三
句

め
」

を
め

ぐ
る
意

図

を
も
読

み
取

る

こ
と

が

で
き
た

の
で
は
な

い
か
と
思

う
。

幕
末
の
連
歌
師
坂
昌
成
は
、
兼
載
の
句
風
を

「老
葉

・
下
草

砒
轟

譲

の
や
す
ら
か
な
る
姿
に
は
あ
ら
で
、
是

は
又
、
人
の
お
も

ひ
よ

る
ま

じ
き

、
あ
や

し
く
め

づ
ら

か
な

る
ふ

し
ぐ

を

い
ひ
出

し
、

上

手
な

り

け
り

」

(兼
載

法
橋

伝
)

と
評

し

て
い
る
。

「
人

の
お
も

ひ

よ

る
ま

じ
き
、
あ
や

し
く
め

づ
ら

か
な

る
ふ
し

ハ
＼

」

と

い
う

言
葉

は
、
兼
載

が

『
連

歌
延
徳
抄

』
等

で
高
く
評

価

し
て

い
る

「前

句

の

心
を
あ

ら

ぬ
心

に
取
な

」
す
付

様
を
想

起
さ

せ

る
も

の
で
あ

る
。

こ

の
付
様

は
自

ず
と

三
句

め
を
離

れ

る
こ
と

に
も
な

る
。

そ
し

て
、
人

の
意
表

を

つ
く
よ
う

な

付
様

は
、
兼
載

の
師

、
心

敬
が
得

意
と

し
た

も

の

で
も
あ

る
。

兼
載

が

、

コ
ニ
句

め
」

の
技
法

を
前

代

か
ら

ど

の

よ
う

に
継

承
発

展
さ

せ

た

の
か
、
ま

た
、

し
ば

し
ば
対

立
的

に
捉
え

ら

れ
る

宗
祇

の
連

歌

と

比

べ

て
ど

の
よ
う

な
違

い
が

見

ら

れ

る

の

か
、
と

い
う

点
は
今

後

の
課
題

と

し
て
残
さ

れ

て

い
る
。

〈注
〉

(
一
)
中
世
の
文
学

『
連
歌
論
集
』
四

拠

る
。

(三
弥

井
書

店

、

一
九
九

〇
年

)

に
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(二
)
金
子
金
治
郎

『連
歌
古
注
釈
の
研
究
』
(角
川
書
店
、

―
九
七
四
年
)

研
究
編
総
論
。

(三
)
注

(二
)
書

の
研
究
編
各
論

「聖
廟
千
句
注

の
四
種
」
に
解
説
が
あ

る
。
注
釈

本
文
の
引
用
は
、
第

一
種
注
は
俳
書
叢
刊
第
七
期
二

『
兼

載
独
吟
千
句
註
』

(天
理
図
書
館
、

一
九
六

二
年
)
、
第

二
種
注
は
注

(
二
)
書
、
第
三
種
注
は
山

口
県
文
書
館
多
賀
社
文
庫
蔵
本
の
紙
焼

写
真

(国
文
学
研
究
資
料
館
)
、
第
四
種
注
は
国
立
国
会
図
書
館
蔵
連

歌
叢
書
第

四
十
六
冊
の
紙
焼
写
真
に
拠

る
。
ま
た
、
千
句
本
文
の
引

用
は
、
尊
経
閣
文
庫
蔵
本

の
紙
焼
写
真
に
拠
る
。

(四
)

桂
宮

本

叢
書

第

十
八
巻

『
連
歌

』

―

(養

徳
社

、

一
九

五

四
年
)

に

拠

る
。

(五
)
『
連
歌
貴
重
文
献
集
成
』
第
十
集

(勉
誠
社
、

一
九
八
二
年
)
所
収

「雑
袋
」
に
拠
る
。

(六
)
注

(
一
)
書
に
拠
る
。

(七
)
古
典
文
庫

『
二
根
集
』
上
の
二
七
人
頁
。

(八
)

「と
も
し
」
と
宮
城
野
の
寄
合
は
、
『
連
珠
合
壁
集
』
や

『
浅
茅
』
が

挙
げ

て

い
る
。

「と
も

し

す

る
み

や
ぎ

が

原

の
し

た
露

に

し

の
ぶ
も

ち

ず

り

か
わ

く

よ
そ
な

き

」

(
堀
河

百
首

・
四

一
八

・
匡

房
)

に
基

づ

く

寄
合

で
あ
る
。

(九
)

注

(四
)

書

に
拠

る
。

(十
∀

『
住

吉
法

楽

何
船

百
韻

注
』

は
、

31
句

の
注

に

「信

の
な

る
千

く

ま

の
河

の
さ
ゴ
れ
石
も
君
し
ふ
み
な
ば
玉
と
ひ
ろ
は
ん
」
(
万
葉
集

・
三

四

一
八

)
を
引

き

、
「此
本

歌

の
よ

せ
、
か
た
が

た
珍

重

な

る
物
な

り

」

と

記

し

て
い
る
。

(十

一
)
『
聖
廟
千
句
』

の
古
注
に
は
、
本
歌
本
説
で
付
け
た
後

の
三
句
め

用
例
と
し
て
、
次

の
よ
う
な
も

の
が
あ

る

(第

一
種
注
～
第
四
種
注

を
①
～
④

で
示
す
)。

十
49
か
す
か
な
る
里
に
も
春
や
い
た
る
ら
ん

50
や
ぶ
し
わ
か
ね
ば
む
か
ふ
日
の
か
げ

51
我
を
の
み

へ
だ

つ
る
人
も
う
ら
め
し
や

①

三

句

め
也
。

恋

に
と

り
な

せ
り

。

日

の

ひ
か

り
を

わ

く
事

は

な

き

を
、

人

は

へ
だ

つ
る
と
也

。

五

89
皇

の
三
を

其
代

の
は

じ
め

に
て

90
く
す
り
の
草
葉
種
は

つ
き
せ
じ

91
五
月
来
て
猶
深
く
な
る
野
べ
の
色

④
五
月
五
日
に
百
草
を
と
る
心
也
。

一
句
は
し
げ
り
た
る
野
也
。

三
句
め
是
也
。

(十
二
)
注

(
四
)
書
に
拠
る
。

(十
三
)
『
連
歌
俳
譜
研
究
』
第
七
十
四
号
、

一
九
九

八
年
三
月
。
寺
島
樵

―

『
連
歌
論

の
研
究
』

(和
泉
書
院
、

一
九
九
六
年
)
に
収
録
。
以
下

に
引
用
す
る
寺
島
氏
の
説
は
す
べ
て
こ
の
論
文
に
よ
る
。

(十
四
)
注

(
―
)
書

に
拠
る
。
『
竹
林
抄
』

(新
日
本
古
典
文
学
大
系

『
竹

林
抄
』)

で
は
、
付
句

の
初
五
は

「ま
ど
ろ
む
を
」
で
あ
る
。

(十
五
)
貴
重
古
典
籍
叢
刊
二

『
竹
林
抄
古
注
』
(角
川
書
店
、

―
九
七
〇
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年
)
に
拠
る
。

(十
六
)
寺
島
氏
は

「こ
の
三
句
目
大
切
の
所
と
は
、
続
い
て
き
た
恋
句
を

離

れ
る
た
め
の
適
切
な
三
句
目

の
付
合
が
難
し
い
所
で
、
と
い
う
意

味
と
思
わ
れ
」
と
す
る
が
、

こ
こ
で
は
恋
と
い
う
素
材
が
問
題
に
な

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
考
え
た
。

(十
七
)
注

(四
)
書
に
拠
る
。

(十
八
)
『
聖
廟
千
句
』
第
四
種
注
に
見
る
次
の
指
摘
も
、
前
句
を
反
語
か

ら
疑
問
に
転
じ
た
と
こ
ろ
が
評
価
さ
れ
て
い
る
と
見
る
。

九

71
か
た
ぶ
き
て
草
か
る
を

の
こ
か
げ
さ
び
し

72
野
ち
の
行
ゑ
を
誰
に
と
ふ
べ
き

73
水
清
き
澤
の
ほ
と
り
に
駒
と
め
て

④

三
句
め
面
白
也
。

(十
九
)
注

(
一
)
書
に
拠
る
。

(
二
十
)
『
京
都
大
学
蔵
貴
重
連
歌
資
料
集
』
第
四
巻
下

(臨
川
書
店
、
二

○

〇

四
年
V

に

拠
る

。

(
二
十

一
)
論

の
展
開

上
、

触
れ

る

こ
と
が

で
き

な

か

っ
た

『
聖
廟

千
句

』

の

「三
句
め
」

の
用
例
を
以
下
に
挙
げ

て
お
く
。

こ
れ
ら
は
、
打
越

と
前
句
を
結
び

つ
け
て
い
た
発
想
を
付
句

で
転
換
さ
せ
た
句
で
あ
る
。

二
26
身
を
か
ず
な
ら
ず
た
れ
さ
だ
め
け
ん

27
の
ぼ
る
道
な
く
て
は
て
め
や
く
ら
ゐ
山

28
ひ
た
す
ら
雪
に
跡
た
ゆ
る
宿

①

三
句
め
の
や
り
句
也
。

の
ぼ

る
道
な
き
と
い
ふ
に
雪

に
跡
た

ゆ
る
と
付
ら
れ
た
る
ば
か
り
也
。

二
51
古
寺

の
橋

の
下
水
霧
立
て

52
み
ち
は
ほ
の
か
に
つ
た
ふ
岩
が
ね

53
の
る
駒
や
は
る
け
き
山
に
よ
は
る
ら
ん

④
旅
也
。
―ゴ
句
肝
面
白
き
也
。

三

57
恋
よ
な
ど
思
し
道
に
ま
ど
ふ
ら
ん

58
な
み
だ
の
川
の
わ
た
り
し
ら
ば
や

59
こ
ぎ
出
ぬ
身
の
浮
舟
は
哀
に
て

④
三
句
目
面
白
き
也
。
(注
の
位
置
、
推
定
に
よ
る
)

四

60
あ
は
れ
お
ほ
き
は
恋
ぢ
成
け
り

61
春
秋
を
あ
ら
そ
ひ
こ
し
も
は
か
な
く
て

62
か
す
み
も
霧
も
あ
ら
し
吹
こ
ろ

④
三
句
目
あ
ら
ぬ
付
様
也
。

(
二
十
二
)
第
三
種
注
は
、
注
釈
本
文
の
位
置
が
、
千
句
本
文
に
対
応
し
て

い
な

い
た

め
、

私

に
順
序

を

正

し
た
。

(
二
十
三

)

注

(
一
)
書

に
拠
る

。

(
二
十
四

)

「い

つ
か
…

ま

し
」

は
、

「
い

つ
に
な

っ
た
ら

…
だ

ろ
う

」

の
よ

う

に

訳
さ

れ

る

こ
と

が

多

い

が
、

22
句

を

「
い

つ
か

…
た

い
」

と

訳

し
た

の
は
、
次

の

23
句

「戸
ざ

し
し

て

又
か

へ
す

こ
そ
う

ら

み
な

れ

」

が
付

く

と

、

22
句

は
明

ら

か

に

「
一
体

、

い

つ
に

な

っ
た

ら

…
だ

ろ

う
」

の
意

に

な

る
た

め

で
あ

る
。

兼

載

は

「
い

つ
か

…

ま

し
」

を
、

強

い
願

望

か

ら

、
実

現

を
危

ぶ

む

疑

問

に
転

じ

て

い
る
も

の
と

思

わ

35一



れ

る

。
後

掲

の

―
18

「
い

つ
花

す

㌧
き

な

び

く

を
も

み

ん

」
も

、

17

句

「松

の
葉

の

つ
れ
な

き

色

に

秋
暮

て
」

に

付

く
と

き

は

願
望

、

19

句

「
い
た
づ

ら

に

お

も

ひ

入
野

ン
露

深

み
」

に

付

く
と

き

は

反

語

に

近

い
疑

問

に
な

る
。

17
18
に

つ
い
て

は
、

②

「
秋
暮

て

い

つ
と

ね

が

ふ

也

」
③

「松

の

は

の
や

う

に

難
面

人

の
花

薄

の

う
に

引

を

い

つ
か

み
ん

と

願
た

る

な

り
」

と

、

古

注

に
も

願

望

の
意

で
あ

る

こ
と

が
示

さ

れ

て

い
る

。

「
い

つ

(
か
)

…

ん

(ま

し

ご

を

願
望

と

疑
問

(反

語
)

に
使

い
分

け

る

の
も

、

「三
句

め

」

の
技

法

の

一
つ
で
あ

ろ
う

。

『
竹

林
抄

』

の
次

の
句

も

、

そ

の
よ
う

に
解

釈

す

べ
き

例

で
あ

る
と

思
わ

れ

る
。

思

ひ
あ
ま

る
を

い

つ
か
知

ら

れ

ん

枕
か
る
野
路

の
篠
原
月
待
ち
て

能
阿

前
句
は
恋
の
句
で
、
「私
が
こ
ん
な
に
思
い
を
募
ら
せ
て
い
る
の
を
、

あ

の

人

は

い

つ
に
な

っ
た

ら

知

っ
て
く

れ

る

の
だ

ろ
う

」

と
、

恐

ら

く

は

反

語

に
近

い
意

味

合

い

で
打
越

に
付

い

て

い
た
と

思

わ

れ

る
。

付

句

が
付

く

と

、

入

に
知

ら

れ

る

の

で

は
な

く

「
月

ニ
イ

ツ
カ

シ
ラ

レ

ン
」

(『
竹

聞

』
)

と
な

る
。

「思

ひ
あ

ま

る

」

の

は
月

を

待
ち

望

む

思

い
で
あ

る

。

そ

の

思

い
を

月

に
知

っ
て
も

ら

え

る

の
は

、

月

が
出

て
き

た
と

き

で
あ

る
。

従

っ
て

「
い

つ
か
知

ら

れ

ん
」

を

、
疑

問

や

反
語
で
解
釈
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
り
、
早
く
知

っ
て
も
ら
い
た

い

と
い
う
願
望
の
気
持
ち

で
解
釈
す
る

の
が
ふ
さ
わ
し
い
。

(二
十

五
)

他

に
、
次

の
よ
う

な
例

が
あ

る
。

四

36
夢

に
も
袖

は
ぬ

る

ン
な

ら

ひ
そ

37
別

に
し
宮

こ
恋

つ
㌧
旅

ね

し
て

38
う
ち
な

が

む

れ
ば
浦

の
も

し
ほ

火

④
三
句
目
さ
ら
に
く

。
(注

の
位
置
、
推
定

に
よ
る
)

九

20
難
波
の
あ
ま
や
冬
ご
も
り
す
る

21
盧

づ

』

の
う
す

き
衣

を
身

に
か
け

て

22
夏

の
や

ど

り
そ

そ
よ

ぐ

風
ま

つ

〔く

カ

)

、

、

、

④

い
ひ

か

へ
る
三

句
め

、

面
白

な
り
。

本
文
中
に
引
用
し
た
和
歌
は
、
す
べ
て
新
編
国
歌
大
観
に
拠
る
。

に
は
、
私
に
句
読
点
、
濁
点
等
を
施
し
た
も
の
が
あ
る
。

[付
記
]
本
稿
は
、
平
成
十
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

励
費
)
に
よ
る
研
究
成
果
の

一
部

で
あ
る
。

引
用
文

(特
別
研
究
員
奨

(
は
せ
が

わ゚

ち
ひ
ろ

・
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
)
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