
「力

あ

り

」

と

い
う

こ

と

『
光
厳
院
三
+
六
番
歌
合
』
判
詞
を
め
ぐ
つ
て

阿

尾

あ

す

か

は
じ
め

に

貞

和
五

(
一
三
四
九

)
年

は
、

光
厳
院

に
と

っ
て
長

年

の
肩

の
荷

を
下

ろ

し
た
年

で
あ

っ
た
。

か
ね

て
よ
り
春
宮

で
あ

っ
た
長

子

の
興

仁

親

王

(追

号
崇

光
院

)
が
前

年

十

月
に
受
禅

、

叔

父
花

園
院

監
修

の
も

と
院

が
撰
集

に
あ

た

っ
た

『
風
雅

集
』
が
康
永

三

(
一
三
四

四
)

年
か

ら
六
年

の
年

月
を

経

て
よ
う

や

く
完
成

を
遂

げ
た
。

途

中
、
院

の
最

も
敬
愛

す

る
花

園
院

の
死

に
も
遭

っ
た
が
、

後
期

京
極

派
歌

壇

を
担

っ
た

持
明

院
統

派

の
入

々
が
切

望

し
た
勅
撰

集
を

完
成

さ

せ
た

事

は
、
光

厳
院

に
と

っ
て
万
感

の
思

い
が

あ

っ
た
に
違

い
な

い
。

ま

た
、

こ
れ
か
ら

は
花

園
院

に

か
わ

る
指

導
者

と

し

て
自

ら

が
京
極

派

歌

風
を
堅

持

し
後
継

者

を
育

て
て

い
か
ね

ば
な

ら
な

い
、

と

い
う
新

た

な
気

概

が
生

ま

れ
も

し

た

で
あ

ろ
う

。
『
風

雅
集
』

完

成

後
も

度

々
、
光

厳
院

主
催

と
思

わ
れ

る
歌
合

が
催

さ

れ

て
い
る
。

貞
和

五
年

の
後
期

京

極

派
歌

壇

は
、
『
風

雅
集

』
完

成

の
余

熱

で
ま
だ

活

況
を

呈

し

て

い

た
。

現

存

す

る

こ

の
時

期

の
歌
合

と

し

て
は

『
光

厳

院

三
十

六

番

歌

合

』
、
『
歌
合

後

光
厳

院
文

和
之

比
』
、
『
三

十
番
歌

合

伝

後
伏

見

院

筆

』
二
)
が

あ

り
、
前

二
者

に

は
詳

し

い
判

詞
が

つ
け

ら
れ

て

い
る

三
 。
本

稿

で
は
歌

の
番

数
が
多

く

(『
歌
合

後

光
厳
院

文

和
之

比
』

は

二
十

五
番

、

う
ち

】
、

二
番
欠

)
、

判

詞

の
内

容
も

京
極

派

の
主

張

を
多

く
表

わ

し

て

い
る
よ

う

に
見
受

け
ら

れ
る

と

こ
ろ
か

ら
、
『
光

厳
院

三
十

六
番

歌
合
』

に

つ
い
て
採

り
上
げ

た

い
。
当

歌
合

は
、

光

厳
院

の
御

所

に
お

い
て
貞
和

五
年

八

月
九

日
に
催

行
さ

れ

た
。
院

以

外

に
は
、

徽
安

門
院

、
進

子
内
親

王

、
徽
安

門
院

↓
条

な

ど
、

後
期

京
極

派
代

表

歌

人

を
含

む

院

周

辺

の
人
物

十

二
人

が

出
詠

し

て

い

る
。

判

詞

に
も

「
こ

の

}
座
な

ど
か

や
う

の
難

を
む

ね
と

す

べ
き

に

あ

ら
ず

」

(
二
十
四

番
右

)

と
あ

る

こ
と

か

ら
、

ご

く
内

輪

に
行

わ

れ

た
も

の
と
知

ら

れ
る
。

歌
題

は
春

風
、

夏
雨

、
秋

雲
、

冬

日
、
恋

月
、

雑
煙

の

「
京
極

派
好

み

の
六
題

〔三
)」

で
、

「頗

る
京
極

風

西
∀」

1



の
歌

風
。

判
詞

は
衆
議

判
と

な

っ
て
い
る
が

、
光

厳
院

の
歌

が
勝

と

な

っ
た
場

合

に
は
謙
譲

の
詞
が

見
え

る

(
四
番
左

、

三
十
番

左
)

こ

と

か
ら

、
院

が

主
体

と

な

っ
て
判

を
整

理

し
記

し
た

も

の

(五
v
と
考

え
ら

れ

て

い
る
。

光
厳

院

の
和

歌
観

が
多

く
反

映
さ

れ
た
歌

合

と
言

え

よ
う
。

本

稿

で
は
、

当
歌
合

の
判
詞

の
中

か
ら

「力

あ
り

」
と

い
う

語
を

採

り
上
げ

考
察

す

る

こ
と

で
、

光
厳

院
並

び

に
後
期
京

極

派

の
和
歌

観

の

一
端

を
明

ら

か
に

し
た

い
と
思

う
。

な
お
、

歌
合

判

詞
を

扱
う

に
は

「歌

合
」

と

い
う
場

の
特

殊
性

や
判

者

の
立
場
な

ど

に
よ

っ
て

和

歌

の
批

評

に
バ

イ

ア

ス
が

か
か

る

こ
と
が
あ

る

こ
と
を

考
慮

に

入

れ

な
け

れ
ば
な

ら

ず
、

判
を

額
面

通
り

に
受
け

取

る

こ
と
に

は
危
険

が

あ

る
。

し
か

し
な
が

ら
、

当
歌
合

は
光

厳
院

と

そ

の
周
辺

の
人
物

と

い
う

、
気

心

の
知
れ

た
人

々
の
間

で
行

わ

れ
た

も

の
で
あ

り
比

較

的

自
由

に
意

見
が

取
り

交
わ
さ

れ

た
と
思

わ

れ
る

こ
と

な
ど

か
ら

、

そ

の
判
詞

は
歌
論

の
考
察

の
対
象

た
り

得

る
も

の
と
見

て
よ

い
よ
う

に
思

わ
れ

る
。

『
光

厳
院
三

十
六

番
歌
合

』

の
判

詞
に

「力

あ
り

」
と

い
う

語
が

見

ら
れ
、

そ

れ
が

こ

の
歌
合

の

一
つ
の
特
徴

を
な

し

て

い
る

こ
と

に

つ
い
て
は
、

既

に
次

田
香

澄

(六
)、
細

谷

直
樹

(七
)
両
氏

に
指

摘
が

あ

る
。

し

か
し
な

が
ら

、
両

氏
と

も

に
用
例

を
具
体

的

に
検
討

さ

れ
て

い
る
訳

で
は
な

い
の
で
、
本

稿

で
は

、
ま
ず

各
歌

の
表

現
を

考
察
す

る

こ
と

か
ら
始

め
た

い
。

そ

こ
か
ら

「力

あ
り

」

の
問

題

に
帰
納

し

て
ゆ

こ
う

と
思

う

の
で
あ

る
。

当
歌

合
判

詞

に
お

い
て

「カ

あ

り
」

と

い
う
判

の
示
さ

れ

た
歌

は
三

例

見
ら

れ

る

〔八
)。

傍

線

部

が

「
カ

あ

り
」

と
評

せ
ら

れ
た
歌

で
あ

り
、

考
察

の
対
象

で
あ

る
。

(
1
)

三
番

春

風

左
勝

春
宮

権
大

進
隆
家

(崇

光
院

)

5
川
ぎ

し

の
や

な
ぎ

の
い
と
を

ふ
く

カ

ぜ

の
は
る

の
こ

こ
ろ

に

の
ど
か
な

る

か
な

右

太

政
大

臣
女

6
ふ

く
と
な

き
庭

の
は
る
か

ぜ
枝

に
見

え

て
な
び

き
み

だ
る

る

あ
を
柳

の
い
と

《
判

詞
》
右

歌
第

一
第

四
句

の
意

あ

ひ
か
な

は
ざ

る

に
や

、

左

は
華

た
だ
し
き
さ
ま
に
よ
ろ
し
く
侍
る
よ
し
、
各

定
申
了

(
1
)

の
作
者

に

つ
い

て
、

次

田
香

澄
氏

は

「春

宮
権

大
進

隆
家

」

に
あ

た

る
四
条

隆
家

は
当
歌

合
催

行
時

、

十

二
歳

で
あ

る

こ
と
や
、

こ
の
時
期

の
歌
合

に
こ

の
名
が

頻
出

し
成
績

な

ど
か
ら

見

て
も
貴
顕

の
隠

名

と
考
え

ら
れ

る

こ
と
、

ま
た

四
条

隆
家

が
崇
光

院

の
春
宮
権

大

進

で
あ

っ
た

こ
と

か

ら
崇

光

院

の
隠

名

と
推

測

し

て

い
る

〔九
)。

私

見

で
も

「春

宮
権

大
進

隆
家

」

は
崇
光

院

の
隠
名

と
考
え

て
よ

い

と

思
わ

れ
る
。

2



(
1
)

は
春

風

に
吹

か
れ
る

柳

の
枝

を

題
材

と

し
た
歌

で
あ

る
。

番

え
ら

れ
た
右

6
番
歌

は
、
初

句
と

第
四

句

の
間

で
意

味

上

に
破

綻

を

き
た

し

て
い
る

こ
と
が

批
判

さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
対

し

て

(
1
)

に

つ
い
て
は

「ち

か
ら
あ

り

て
た
だ

し
き

さ
ま

」
と

い
う
褒

詞

で
あ

る
。ま

ず

、
第

四
五
句

「
は
る

の
こ
こ
ろ

に

の
ど

か
な

る

か
な
」

は
、

有

名
な
在

原
業

平

の

『
古

今
集

』
歌

、

世

の
中

に
た

え

て
さ

く

ら

の
な

か

り
せ
ば

の
心

は

の
ど

け
カ

ら
ま

し

(
53

・
春

上

・
渚

院

に

て
桜

を

見

て
よ
め

る
)

に
基

づ

い
て
お

り
、

こ

の
歌

を
当
該

歌

の
本
歌

と
考

え

て
間
違

い
は

な

い
で
あ

ろ

う
。

前

期
京

極

派

の
指
導

者

で
あ
る

伏

見
院

は
、

「
は

る

の
こ

こ
ろ
」

を
好

ん

で
詠

ん

で

い
る
が

同
院

の
用

い
方

は
特
殊

で

あ

る

二
9
。

当
該

歌

で

の

「
は

る

の

こ
こ
ろ
」

と

は
在

原
業

平
歌

同

様

「春

に

お
け

る
人

の
心
」

の
意

で
あ

り
、
業

平

歌

の
桜
と

は
違

っ

て
、
春

風

が
吹

い
た

と
し

て
も
柳

な

の
で
散

る

の
を
心

配
す

る

こ
と

も
な

い
と

い
う

趣
向

に
歌

の
眼

目
が

あ
ろ
う

。
院

政
期

以
降

に
な

る

と
春

の

「
の
ど

か
」
さ

は

天
皇

の
聖
代

が

平
穏
無

事

に
続
く

こ
と

と

重
ね

合
わ

さ
れ

て
詠

ま
れ

る

こ
と

が
多

い

の
で
、
当

該
歌

の
作
者

「隆

家

」
が
崇

光
院

で
あ

る
と
す

る
な

ら
ば

、
穏

や

か
な
春

の
歌

に
祝

意

性
を

読

み
取
る

こ
と

も
可
能

で
あ

ろ

う
。

そ

の
よ
う
な

「
は
る

の

こ

こ
ろ
」

に

「
の
ど
か

」

に
感

じ
ら
れ

る

の
が
、
第

二

三
句

に
詠
ま

れ

て

い
る
、

柳

に
吹

き

か
け

る
春

風

で
あ
る
。

第

二
句

「や

な
ぎ

の

い
と
」

は
、
春

の
柳

の
、
糸

の
よ
う

に
繊
細

な
枝

を

表

す
語

で
、

漢

語

の

「
柳
糸

」

を
翻

訳
し

た

も

の
。
『
万
葉

集
』
〔≡

巻

十

の
春

雑

歌
、

詠

柳
歌

群

に

「
我

が

か
ざ

す
柳

の
糸
を

吹
き

乱

る
風

に
か
妹

が
梅

の
散

る
ら

む
」

(85
)
の
よ
う

に
詠

ま
れ

、

『
古

今
集

』
以

後

の
勅
撰
集

に
も
定

着

し

て
い
る
。

二
条

派

の
勅
撰

集

に
は
縁

語
な

ど
修

辞
的

用
法

を
用

い
て
技

巧
的

に
詠

ま
れ

る

こ
と

が
多

い

(三
)。
京

極

派

に
も
好

ん

で
詠

ま
れ

、
前

期

京
極

派
歌

風
確

立

の
時
期

の
、
乾

元

二

(
一
三
〇

三
)
年
催

行

『
仙
洞

五
十
番

歌
合

』

で
は

「春

風

」
題

で
、

な

べ
て
世

に
ふ
く

と
も

し
ら

ぬ
春

風
を
梛

の
糸

に
な
び

く

に
ぞ

み
る

(20

・
十
番

右
持

・
九
条

左
大

臣
女

)

と
、
柳

の
枝

の
ほ
ん

の
か
す

か
な

そ

よ
ぎ

か
ら
春

風
を

感
知

す

る
様

を

詠

っ
た

も

の
が
見
え

る
。
「
や
な

ぎ

の

い
と

」
の
用

例
以

外

に
も

、

こ

の
よ
う

な
情

景

を

詠

じ
た

歌

は

『
風
雅

集
』
〔;
こ
に
多

く
入

集

し

て
お

り
、
後

期
京

極
派

の
好

ん
だ

題
材

で
あ

っ
た

こ
と
が

知

ら
れ

る
。

か
す
み
わ
た
る
を
か
の
剴

の
一
も
と
に
調

す
さ
ぶ

春

の
夕
風

(
95

・
春
中

・
柳

を

よ
み
侍

り
け

る

・
西
園

寺
実
衡

女

)
春

は
ま
つ

な
び

く
や
な

ぎ

の
す

が
た

よ
り

風
も

の
ど

け
く

み
ゆ

る
な

り
け

り

(
01

・
春

中

・
永
福

門
院

内
侍

)

1

柳
を

吹
く

風

の
様

子

を

「
の
ど

か
」

と
表

現
す

る

こ
と

で
、

春
が

深

ま

っ
て

い
る

こ
と
を

示
そ

う
と

し

て

い
る
。

鹿

目
俊
彦

氏

は

『
風

雅
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集
』

に
は

「春

の
の
ど
か
な

情
景

の
中

に
柳

を
融

合
さ

せ
、

そ

こ
か

ら
柳

の
特

性
を

捉
え
出

そ
う

と

し

て
い
る
歌

が
多

い
よ
う

に
思

わ
れ

る
」

こ
と

を
指

摘

し
た
う
え

で
、

従
来

の
柳

枝

の
表

現

に
見
ら

れ
る

「動

的
な

も

の
」

で
は
な

く

「
柳

の
静

的

な
面

を
捉

え
よ
う

と

」
し

て
い
る

所

に
同
集

の
特

色
が

あ

る
と

し

て

い
る

二
四
)。

当
該

歌

に
詠

ま

れ
る
柳

も
、
末

句

に

「
の
ど

か
」

の
語

が
あ

る
よ
う

に
静

的

な
も

の
と

し

て
捉
え

ら

れ

て

い
る
と

言
え

よ

う
。

従

っ
て
、

(
1
)

の
柳

に
吹

き
付

け
る

風

は
非
常

に

か
す
か

で
あ

り
繊
細

な

も

の
で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
で
あ

ろ
う
。

柳
枝

の
か
す

か
な
動

き

に
感

じ
と
ら

れ

る

春

風
が

、
春

に
お
け

る
人

の
心

に
穏
や

か

に
感

じ
ら

れ
る

の
で
あ

る
。

(
2
)

十
三

番

秋
雲

左
持

隆

家

(崇

光
院

)

25
山
ぎ

は
に

た
な

び
く
雲

に

か
り
な

き

て
秋
も

の
す

ご

き
ゆ

ふ

ぐ

れ

の
い
ろ

右

正
親

町
忠
季

26
夕

の
な

が
め

を

つ
け

て
と
.

カ
り

の

つ
ば
さ

き
え

ゆ
く

を

ち

の
う

す
ぐ

も

《
判
詞
》
左
無
二殊
事
一、
右
饗

、
第
二
三
句
之
作
者

之
意
忽

不

レ
詳
、

又
為

レ
持
之

由
相

議

了

(
2
)

は
、
秋

の
夕

空
を

雁
が

飛

ん

で
ゆ
き
、

や
が

て
遠

く

の
薄

雲

の
中

へ
と
姿

を
消

し

て
ゆ
く
情

景

を
詠

ん

で

い
る
。

右

25
番
歌

が

特

に
優
れ

た
と

こ
ろ
が

な

い
と
批

判
さ

れ

て

い
る

の
に
対

し
、
(2
)

は
大

変

「
力
あ

り
」

で

は
あ

る
が

、

第

二
三
句

の
意
味

が

不
明
確

だ

と
指

摘
さ

れ

て

い
る
。
第

二
句

「な

が
め

を

つ
け

て
」

は
、
眺

望

の

目

を
向
け

さ

せ
る

の
意
と

解

し

て
お
く
が

、
和

歌

で
は
管

見

の
限
り

他

に

用
例

が
な

い
。

し
か

も

、

「な

が

め
を

つ
け

て
」

の
主

語

は
第

三

句

の

「
か

り
」

で
あ

る

が

、

「な

が

め

」

の
主
体

は

作
中

人

物

で

あ

り
、

主
体
が

一
首

の
中

で
錯

綜

し

て
い
る
。

和

歌

で
は
聞

き
慣

れ

な

い
表

現

で
あ

る

上

に
主
体

が
わ

か
り

に
く

い

こ
と
な

ど
か
ら

、
意

味

が

不
明
瞭

と
批

判
さ

れ
た

も

の
と
思

わ
れ

る
。
意

味

が
不
分

明

で

あ

る

の
に
関

わ
ら

ず

「
力
あ

り
」

と
褒

詞
が

与
え

ら
れ

て

い
る

こ
と

か
ら
察

す

る
に
、

こ

こ

で
の

「力

あ

り
」
と

は
歌

の

「
心
」

よ
り

は

「詞

」
に
重

き
を

置

い
た
評

価

で
あ

る
と
思

わ

れ
る
。

第

三
句

「
と
ぶ

か
り
」
に

つ
い
て
、
先
行

例
と

し

て
は

『
古
今

集
』

の

「白
雲
に
は
ね
う
ち
か
は
し
調

の
か
ず
さ

へ
見
ゆ
る
秋
の

よ

の

月

」

(
9

・
秋

上

・
題

し

ら

ず

・
よ

み

人

し

ら

ず

)
が

あ

る

が

、

1

秋

の
夕

雁

を
詠

ん
だ

も

の
と

し

て

は
、
『
風

雅
集

』
伏

見
院

の
次

の

歌
が

あ
げ

ら
れ

る
。

う
ち

む
れ

て
あ

ま

と
ぶ
雁

の

つ
は
さ

ま

で
ゆ
ふ

べ
に
む

か
ふ
色

ぞ

か
な

し
き

(
3

・
秋
中

・
秋

御
歌

の
中

に
)

「
と
ぶ

か
り
」

の
語

と
秋

の
夕

景
と

を
結

び

つ
け
た

点
や

「か

り

の

つ
ば

さ

」
と

い
う
詞

つ
づ
き
が

(
2
)
と

共
通

し

て
お

り
、

こ

の
歌

は

(
2
)

に
影

響
を

与

え

て
い
る

と
思

わ
れ

る
。
ま

た
、

当
歌
合

と

同
時

期

の
成
立

と
思

わ

れ
る

『
三

十
番
歌

合

伝
後

伏

見
院
筆
』

に

も

「う
す
ぎ
り
の
ゆ
ふ
べ
の
あ
き
の
色
よ
た
だ
劃

の
こ
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ゑ
な

ら
ず

と
も

」

(
25

・
十
三
番

左
持

・
光
厳
院

)
と

、

「
あ
ま

と
ぶ

か

り
」

の
表
現

が

見
ら
れ
、

後

期
京
極

派

が
先
掲

の
伏

見
院

歌

を
意

識

し

て
夕

雁
を

詠

ん
で

い
た

こ
と
が
窺

わ

れ
る
。

と

こ
ろ
で
、

伏
見

院

の
歌

に
見
ら

れ

る

「あ

ま
と

ぶ
雁

」
は

、
『
万
葉
集

』

の

出
て
去
な
ば
翻

の
泣
き
ぬ
べ
み
今
日
今
日
と
言
ふ
に
年

そ

経

に
け

る

(
26

・
巻

十

・
秋

相

聞

・
寄

雁

)

を
摂

取

し
た
も

の
と
思

わ
れ

る
。
伏

見
院

は
他

に
も

「秋
雲

」

題

で

ゆ
ふ
ぐ
れ
や
お
ほ
ぞ
ら
た
か
く
細

の
こ
ゑ
も
き
え
ゆ
く

を
ち

の
む

ら

く
も

(『
伏

見
院
御

集
』

87
)

と

詠

ん

で
お

り
、

「
と

ぶ

か
り

」
と

い
う
表

現

に

注

目
し

て

い
た

こ

と

が
わ

か

る
。

こ

の

『
伏
見
院

御
集

』

87
番
歌

に

つ
い
て
は

『
玉
葉

集
』

入
集

歌

「夕

さ
れ
ば

と

ほ
ざ

か
り

ゆ
く

飛
ぶ

雁

の

芸
よ

り

芸
に

罰

」
(90

・
秋
上

・
建
保
五
年
九
月
、
家
に
秋
三
百
首

歌

読

み
侍

り
け

る
に
、

雲
間

雁
を

・
九
条

道
家

)

が
直
接

的

な
影

響

歌

と

し

て
あ
げ

ら

れ

る
が
、

伏
見
院

は
古

歌

の
イ

メ
ー

ジ
を
持

つ
語

と

し

て

「
と
ぶ

か
り

」
と

い
う
表

現

を
用

い
て

い
る
と

考
え

ら

れ
る
。

従

っ
て
伏

見
院

よ

り
多

大

な

影

響

を
受

け

た

後

期
京

極

派

の
人

々

も

、

同
様

に

『
万
葉
集

』

の
古
歌

を
想

起
さ

せ

る
語
と

し

て

「
と

ぶ

か
り

」

を
認

識

し

て

い
た

こ
と
と

思

わ

れ
る
。

更

に
、

(
2
)

第

三

四
句

の

「
か
り

の

つ
ば

さ
」

の
語

も
先

掲

『
風
雅

集
』

所
収

の
伏

見

院

の
歌
に
基

づ

い

て
い
る

の

で
あ

ろ
う

が
、
そ

の
伏

見
院

の
歌
も
『
万

葉

集

』

の
作

者

未
詳

歌
、

「

飛

ぶ

の
翼

の
覆

ひ
羽

の
い
つ

く

漏

り

て
か

霜

の
降

り

け
む

」

(
23

・
巻

十

・
秋

雑

歌

・
詠
霜

)

の
表

現

を
摂

取

し
た
も

の
と
考

え

ら
れ

る
。
従

っ
て

(
2
)
は

『
万
葉
集

』

な

ど

の
古
歌

の
イ
メ
ー

ジ
を
揺

曳
さ

せ

た
歌
と

言

え
よ

う
。

最
後

に
、

末
句

の

「
を
ち

の
う

す
ぐ

も
」

は
遠

く

の
空

に
う

っ
す

ら

と

た
な
び

く
夕

刻

の
雲

を

表

し
た
詞

で
あ

る
が
、

先
行

例

は
管

見

の
限

り
見

ら

れ
な

い
。

た

だ

し
、

「う

す

ぐ
も

」

と

い
う
語

自

体

の

初

出
例

は

『
源
氏

物
語

』
薄

雲
巻

で
の
源
氏

の
藤
壺

中
宮

へ
の
哀
傷

歌

「
入
日
さ

す

み
ね

に
た
な

び
く

薄
雲

は
も

の
思

ふ
袖

に

い
ろ
や

ま

が

へ
る

」

(
05
)

で
、

夕

刻

の
薄
雲

の
色

が
喪

服

の
薄

墨
色

に
重

ね

合

わ

せ

て
詠
ま

れ

て
い
る
。

院
政

期

以
降
定

着

し
て

い
る
が

、
特

に

京

極

派

に
好
ま

れ
、
伏

見
院

や
永

福

門
院
が

「其

い
う

と
さ
さ

ぬ

夕

の
悲

し
き

は
を
ば

な

が
風

に
薄
雲

の
空
」
(『
永
福

門
院
百

番
自

歌
合

』

91

・
四
十

六
番
左

)
、

「う
ち

し
ぐ
れ

あ
ら

し
吹

き

た

つ
ゆ
ふ

ぐ
れ

の

そ
ら

も
わ

か
れ

ぬ
う

す
ぐ

も

の
色

」

(『
伏

見
院
御

集

冬
部
』

72

・

時

雨
雲

)

な
ど

の
よ

う

に
詠

み
、

薄
雲

を
夕

暮

れ

の
情

趣
を

喚
起

す

る
も

の
、

夕
闇

の
幽
暗

を
象

徴
す

る

も

の
と
し

て
捉
え

て
い
る
。

薄

墨
色

の
薄
雲

に
は
秋

の
夕
暮

れ

の
も

の
悲

し
さ
を

弥
増

し
に
す

る
だ

け

で
な
く

、
夜

が
迫

っ
て
く
る
時

間

の
変
化

を
表

す
機

能
が

あ

る
と

思

わ
れ

る
。

(
2
)

の
、

か

す

か
な

光
線

と
、

夕

刻

か
ら

夜

へ
と

変

わ

る
わ
ず

か
な
時

間

の
変

化
を
捉

え

て
詠

む
感
覚

は
、

非
常

に
繊

細

な

も

の
と

言
え

よ
う

。

(
2
)

で
は

、
飛

雁

が
暮

雲

へ
と
姿

を
消

し

て
ゆ
く
と

い
う

、
古

歌

の
イ
メ
ー

ジ
を

揺
曳

さ

せ
る
秋

歌

の
情
景

に
、
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京
極

派

の
特
徴

で
あ
る
繊

細
な

感
覚

が
融

合
さ

れ

て

い
る
。

(3
)

二
十
九

番

恋

月

左
持

太

政
大

臣
女

57
ま
ち

む
か

ふ
も

し
や

の
た

の
み

ふ
け
は

て
て
月
も

い
り
が
た

の
影
ぞ

か
な

し
き

右

権
大

納

言

(儀

子
内
親

王

)

58

つ
き

を
だ

に
よ
も

な
が

め

じ
な

お
な

じ
影

を
う

き
わ
が

袖

に

う

つ
す

と

し
ら
は

《
判
詞
》
左
は
な
だ
ら
か
に
い
ひ
く
だ
せ
り
、
右
又
剰

る
や
う

に

て
よ
ろ

し
く
侍

れ
ば

、
持

な

ど

に
て
や

と
衆
議

侍

り

し
や
ら

ん

昔

の
恋

人
を
未

だ

に
思
う

心
を

月

に
寄

せ
た
歌

で
あ

る
。

左

57
番

判

詞

に

「な

だ
ら

か

に

い
ひ
く
だ

せ

り
」
と

あ

り
、
左

右

の
評
価

は

通
常

対
応

し

て
い
る

と
考
え

ら
れ

る

の

で
、

こ
こ
で
も

「ち

か
ら

あ

り
」

と

い
う

評
価

は
語

調

に
関
す

る

も

の
と

思
わ

れ

る
。

ま
ず

、
第

二
句

の

「
よ
も

～

じ
な

」
と

い
う
修

辞

は
、

ほ
と

ん
ど

詠
ま

れ

て

い
な

い
が
、

藤
原

為
家

や

阿
仏

尼

の
歌

に
集

中

し

て
見

ら

れ
る
。神

は

よ
も

う
け

じ
な

た
け

の

こ
と

の
は
も

か
さ
な

る
よ
よ

の
あ

と
を

ま

も
ら

ば

(『
為
家

五
社

百
首

』

8

・
竹
、

北

野

五
月

5

奉
納

)

君
ゆ

ゑ

に
よ
も

し
ら

じ
な

し
な

の
ち

の
あ
さ

ま

し
き
ま

で
も

ゆ

る
思

ひ
も
」

(『
安
嘉

門
院

四
条

五

百
首
』

8

・
新

日
吉

の
社

2

の
百
首

か
め
が

や

の
や

つ
の
、

思
)

消
え

は

て
ん
煙

の

の
ち

の
雲

を
だ

に
よ

も
な

が
め

じ
な

人
め
も

る
と

て

(『
う

た

た
ね
』

8
)

い
ず

れ

も
神

や
恋

人

へ
の
強

い
思

い
を
あ

ら

わ
す

歌

で
あ

る
。

「
よ

も
～

じ
な

」

で
言

い
切

っ
て
意
味

が

そ

こ
で

一
端

途
切

れ
る

た
め
、

強

い
語

調
と

な

る
か

と
思

わ

れ

る
。
『
う

た

た
ね

』

の
例

が
共

通
す

る
表

現
が
多

く

(
3
)

と
最

も
関

係

が
深

い
よ
う

に
思

わ
れ

る
。

し

か

し
な
が

ら

、
『
う

た
た

ね
』

の
第

四
句

が
、

自

分

の
葬

送

の
煙

が

立
ち

上

っ
て

で
き
た
雲

で
さ

え

も
あ

の
人

は
決

し

て
な

が
め

て
く

れ

る

ま

い

よ
と

、

相

手

の
態

度

に

つ
い

て
述

べ

て

い
る

の
に
対

し
、

(
3
)

の
第

二
句
は

、
あ

の
時

と

同
じ
光

を
自

分

の
袖

に
落

と
す

と

知

っ
た
な

ら
ば

月
さ

え

も
決

し
て
な

が
め

ま

い
よ
と
自

ら

の
決
意

を

述

べ

て
お

り
、

意
味

す

る

と

こ
ろ

は
変

わ

っ
て

い
る
。

ま

た
、
『
う

た

た
ね
』

が
当

時
ど

の
程
度

ま

で
流

布

し

て
い
た
か

不
明

で
あ

る
。

(
3
)

と

の
直

接
的

影
響

関
係

は
考

え

に
く

い
よ
う

で
あ

る
。

初

句

の

「
つ
き

を
だ

に

」

は
、
『
古
今

和

歌

六
帖

』

の
紀

貫

之

の

歌
、

月

を
だ

に
あ

か
ず

お
も

ひ

て
ね

ぬ
も

の
を

ほ
と

と
ぎ

す
さ

へ
鳴

き

わ

た
る

か
な

(
43

・
第

六

・
ほ
と

と
ぎ

す

、
『
貫
之

集
』

35

・
延
喜

十
四
年

十

二
月
女

四
宮

御
屏

風

の
れ
う

の
う

た

て

い
ゐ

じ

ん

の
仰

に
よ
り

て
た

て
ま

つ
る

十
五
首

、
夏

)

が

初
出
例

で
あ

る
。
『
宝
治

百
首

』
に
も

次

の
よ
う

な
用

例
が

あ

る
。
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つ
き

を
だ

に

く
も
ら

ぬ
そ

ら

に
見

し
も

の
を
た

が

お
も
か
げ

の

か

き
く
ら

す

ら
ん

(
43

・
恋

二
十

首

・
寄
月

恋
、
『
続
古
今

集
』

B

・
恋
三

・
宝

治

二
年

百

首
御

歌

に
、

寄

月
恋

を

・
後

鳥

羽
院

下

野
)

こ

の
歌

は
恋
歌

で
あ

り
後

述

の

『
新

古
今

集
』

13
番
歌
を

本
と

し

て

い
る

と
思

わ

れ
る

が
、

「
月
を

だ

に
」

と

い
う

表
現

に

関

し

て
は
、

初

句

に

こ

の
表

現

が
あ

る

こ
と

、
『
宝

治

百
首
』

と
同

年

に
初

撰
本

成

立

の
私
撰
集

『
万
代
集

』

に
先

の
貫

之
歌
が

採

ら
れ

て

い
る

こ
と

か
ら
、

同

歌

の
表

現

が
意

識
さ

れ

て
い
る

と
考

え

ら

れ
る

。
『
古
今

和

歌

六
帖
』

の
貫
之
歌

が
後

代

の
歌

人
達

に
与

え

た
影

響
は

大
き

い

こ
と
が

窺
え

、

(
3
)
も

同
様

で
あ
る

と
思

わ
れ

る
。

第

三
句

「
お
な

じ
影

」

は

『
玉
葉
集
』

に
、

恋

ひ
う
れ

へ
ひ

と
り
な

が

む
る
夜

は

の
月

か
は
れ

や

お
な

じ
影

も
う

ら
め

し

(
48

・
恋

二

・
藤
原

為

子
)

が
あ

る
。

恋
を
失

っ
た
後

の
歌

で
あ

り
、
前

期
京

極
派

代
表

歌

人
詠

で
も

あ

る

の

で
、

(
3
)

は

こ

の
歌

を
参

考

に

し
た

と
思

わ

れ
る

。

初
出

は

『
山
家
集

』

の

「な

に
ご

と

も
か

は
り

の
み

ゆ
く
世

の
中

に

翔

に
て
す
め
る
月
か
な
」
(95

・
月
歌
あ
ま
た
よ
み
け
る

に
)

で
あ

る
が

、
勅
撰

集

に
は

『
続

後
撰
集

』

以
後

用
例
が

あ
り

、

先

に
挙
げ

た

『
山
家
集

』
歌

も

『
続
拾

遺
集

』

に
入
集

し
て

い
る

こ

と

か
ら

、

「
お
な

じ
か
げ

」

が
歌

人

達

に
注

目
さ

れ

る

よ
う

に
な

っ

た

の
は
鎌

倉
中

期
以

後

の
よ
う

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

先
掲

の

『
玉

葉
集

』

歌

は
、

藤

原
為
家

の

「
秋

を

へ
て
遠
ざ

か

り
ゆ

く

い
に
し

へ

を

お
な

じ
影

な

る
月

に
恋

ひ

つ

つ

(『
続

拾
遺

集
』

1

・
秋

下
ご

が

参

考
歌

か
と

思
わ

れ
る
。

こ

の
歌

は
、
有

名

な

『
伊
勢

物
語
』

四

段

の

月
や
あ

ら
ぬ
春

や

昔

の
春

な

ら

ぬ
わ
が
身

ひ
と

つ
は
も

と

の
身

に
し

て

(『
古

今
集

』

4

・
恋

五
)

と
、
昔

と
変

わ
ら

ぬ
月

を
拠

り
所

と

し

て
昔

を

し

の
ぶ

点
が

共
通

し

て
お

り
、

同
歌
を

念
頭

に
お

い
て
詠
ま

れ

て

い
る
と
考

え
ら

れ
る
。

『
玉
葉

集
』

歌

の

「
お
な

じ
影
」

も
昔

の
恋

は
失

わ
れ

た

の
に
月

光

だ
け

は

あ

の
頃

と

同

じ
で
あ

る
と

詠

じ

て

い
る
。

(
3
)

の

「お

な

じ
影

」
も

『
伊
勢

物

語
』

四
段
が

踏

ま
え
ら

れ

て

い
る
と
思

わ

れ
る

の
で
あ
る

。
こ

の
こ
と
は
、

(
3
)
の
第

四

五
句

か
ら

も
窺

わ

れ
る
。

昔

の
恋

へ
の

つ
ら

い
思

い
に
流
す

涙

で
濡

れ
る
袖

に

月
光
が

映

っ
て

い
る
情

景

は
、
『
伊

勢
物

語
』

四
段

を
本

説

に

し
た

『
新

占

今
集

』

13
番

歌

[
面
影

の
か
す

め
る
月
そ

や

ど
り

け
る
春

や

む

か
し

の
そ

で

の
涙

に
」

(
恋

三

・
水
無

瀬

恋

十
五

首
歌

合

に
、

春

恋

の
心

を

・
俊

成
女

)

な

ど

に
詠

わ

れ
て

い
る

。

(
3
)

の
下
句

の
部

分

に
は

『
伊

勢
物

語
』

の
イ
メ
ー

ジ
が
揺

曳
さ

れ

て

い
る
と

言
う

こ
と
が

で
き
る

の
で
は
な

か

ろ
う
か
。

以
上

、
『
光
厳

院

三

十
六

番

歌
合

』

三
例

の
表
現

を
考

察

し
て
き

た
。

京
極

派
好

み

の
表

現
、

題
材
を

採

り
上
げ

る
も

の
も

あ

る
が
、

い
ず

れ

の
例

に
お

い
て
も

、
『
万
葉

集

』
『
古
今

集

』
『
古
今

和
歌

六
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帖

』

と

い

っ
た
上

古

か
ら
中

古

に
か
け

て

の
歌
を

想
起

さ
せ

る
語
表

現

、

題
材
が

用

い
ら

れ
て
お

り
注

目
さ

れ

る
。

こ
れ
ら

の
現
象

は
、

「ち

か
ら

あ
り

」
と

い
う
判

詞
と

い
か
に
関

わ

っ
て

い
る

の
で
あ

ろ

う

か
。

以

下
、
考
察

を

進
め

た

い
。

「
ち
か
ら

あ

り
」
と

い
う

判
詞

が
、

当
歌
合

以
前

に
ど

の
よ
う

な

用

い
ら

れ
方

を

し
て

い
る

か
確
認

し

て
お

き
た

い
。

そ

も
そ

も

「
ち

か

ら
」

と

い
う

語
が

判

詞

に
見

え

る

の
は
院

政

期

か
ら

で
、

『
内

大

臣
歌

合

』

(
判
者

藤

原
顕

季

、

八
番

左
、

暮

月
)

や

『
永

縁
奈

良

房

歌
合

』

(判
者

源

俊

頼
、

雪

六
番

右

)

に
用

例
が

あ

る
が

、
数

は

多

く
な

い
。
ま
た

、
『
六
百
番

歌
合

』
に
は
全

く
用

例
が

見
ら

れ
な

い
。

『
千
五

百

番
歌

合
』

で
は

「
力

い
り
た

り

」

「気

力

な

し
」

の
用

例

が
散

見

し
、
同

歌
合

あ
た

り
か
ら

「
ち
か

ら
」

と

い
う

こ
と
が

問
題

と
さ

れ

る
よ
う

に
な

っ
た

よ
う

で
あ

る
。
そ

の
後
、
藤
原

定
家

の
子
、

為
家

の
時

代

の
歌
合

判
詞

に

「
力
あ

り
」

と

い
う
語

が
頻

出

し
て

い

る
。

な

お
、
定
家

、

為
家

と

「ち

か
ら
あ

り
」

の
関

係

に

つ
い
て
は

細

谷
直
樹

二
五
∀
氏

に
、
定
家

の
和
歌

観
と

に
関

し

て
は
大
島

貴

子

二

六
〕、
武

田

元
治

二
き

の
両

氏

に
詳
細

な

論
考

が
あ

る
。

三
氏

の
御
論

の
要
旨

を
摘
記

し

て
お

く
。

ま
ず

、

「
ち

か
ら

あ

り
」

が

ど

の
よ
う

な

意
味

で
用

い
ら

れ

て

い

る
か

と

い
う

こ
と

で
あ

る
が

、
細

谷
氏

に
よ

る
と

、
為
家

や
真

観

の

判

詞

に

お

い
て

「
力

あ

り
」

は
大

変

重
要

視
さ

れ

た

要
素

で
、

コ

首

の
格

調

に
注

目
し
、

整

正
な
格

調
を

も

っ
て
弛

緩
す

る

こ
と
な
く

詠

み
下
さ

れ
て

い
る

の
意

」

で
用

い
ら

れ

て
お
り

、

「
緊
迫

し
た
詞

つ
づ

き
」

を
評

し
た

「
つ
よ

し
」

と

い
う
歌

論
用

語

の
延
長
上

に
あ

る

と

い
う
。

「力

あ

り
」

が
、

こ

の
意

で

の

「
つ
よ

し
」

と

ほ
ぼ

同

意

に
あ
る

と
見

る

こ
と

に

つ
い
て
は
大

島
、

武

田

の
二
氏
も

共
通

し

て

い
る
。

大
島

氏

に
よ

れ
ば
、

定
家

判

の
歌
合

に
お

い
て
、

「
つ
よ

し
」

「カ

あ

り
」
と

い
う

評
が

用

い
ら

れ
る

の
は
、

神
や

『
万
葉

集
』

に
関

す

る
歌

が
多

い
と

い
う

。

武

田
氏

も

、
『
万
葉

集
』

の
歌
語

を

取
り

入

れ

る
な

ど

、

「
古

代
的

な

力
強

さ

2
き
」

を
感

じ

さ

せ
る

語

に
対

し

て

の
評
価

で
あ

る
と

い
う

。
ま

た
、

細
谷

氏
も

為
家

の
時

代

に

「力

あ

り
」

「
つ
よ

し
」

の
評
語

が
集

中

し

て

い
る

こ
と

に

つ
い

て
、

当

時

の

『
万
葉
集

』
尊

重

の
風
潮

を
見

て

い
る
。

こ
の
よ
う

な
点

か
ら

大
島

、
武

田
、

細
谷

の
三

氏

は
、
『
毎
月
抄

』
『
定

家

十
体
』

に
見

え

る

「拉
鬼

体

」
と

こ
れ

ら

の
評

語
と

の
関

係
を

見

る

の
だ

が
、

こ

こ

で
は
そ

の
よ
う

な
指

摘
が

あ

る

こ
と

を
言

及
す

る

に
留

め
る
。

ひ
と

ま
ず

、

万
葉
的

表
現

と

深

い
関
わ

り
が
あ

り
上

代
的

な
イ

メ
ー
ジ

を

与

え

る
語
が
、

定
家

や
為

家

に
よ

り

「力

あ

り
」

と
評
価

さ

れ

て
い

る

こ
と

を
念

頭

に
置

い
て
お

き
た

い
。

念

の
た
め

、
幾

つ
か

の
具
体

例

を
簡

単

に
検
討

し

て
お
く
。
ま

ず
、
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為
家

判

の

『
河

合
社

歌
合
』

(寛

元

元
年

十

一
月
)
を

挙
げ

る
。

十
五

番

千
鳥

左
持

祝

部
成

茂

29
た

が
為

の
あ

ふ

せ
を

よ

は

に
尋
ぬ

ら
ん

河
な

み
千
鳥

立

ち
ゐ

鳴

く
な

り

《
判

詞
》

左
、

上
句

ち

カ
ら

る
さ

ま

に
侍

る
を
、

末
句

す

こ

し
お
ぼ

つ
か
な

き
や

う

に
や
侍

ら

ん

(以

下
略

)

上
句

が

「
力
あ

り

」
と
評

価
さ

れ

て

い
る
が
、

末
句

は

「
お
ぼ

つ
か

な

し

」
、
ぼ

ん
や

り

し
て

は

っ
き

り

し
な

い
と

表
現

の
不

足
を

批
判

さ

れ

て
い
る
。

上
句

と
末

句

を
対

比

し
て

の
評

価

で
あ

る
と
思

わ

れ

る

の
で
、

こ
こ

で

の

「
カ
あ

り
」

は

「
お
ぼ

つ
か

な
し

」
と

は
対
立

す

る
意
味

に
な

る
と
考

え
ら

れ
る
。

従

っ
て
、

描

写
が

明
確

で
あ

り

簡

明
な

表
現

で
あ

る

こ
と
を

い
う

か
と

思
わ

れ
る
。

ま

た
、

上
句

は

『
拾

遺
集

』

「
暁

の
ね
ざ

め

の
千
鳥

た
が

た

め
か

さ

ほ

の
か

は
ら

に

を

ち

か

へ
り

な

く
」

(
84

・
雑

上

・
大

中

臣
能

宣

)
を

本
歌

と

し

て

い
る

と
思

わ
れ

る
が
、

佐
保

川

の
千
鳥

は

『
万
葉

集
』

に
数
多

く
詠

わ
れ

る

題
材

で
あ

り

、
『
万
葉

集
』

的

な

印
象

が

持
た

れ

た

で
あ

ろ

.つ
。

『
河
合
社

歌
合

』

か
ら
も

う

一
例

見
よ
う
。

二
十

三
番

不
遇

恋

左
持

藤

原
光
成

45
年

ふ
れ

ど
あ

ふ
み

の
海

は

名

の
み

し
て
見

る
め

よ
せ

こ
ぬ

し

が

の
う
ら
な

み

《
判

詞
》
左

、

訴

つ
よ
く

カ

ら
あ

る
さ

ま
に
侍

る

に
や
、

右

は
心
か
す

か

に

て

い
う

に
侍

れ
ば
、

例

の
持

と
定

め
申
す

べ
し

「
カ
あ

り
」

が

「
つ
よ

く
」

と
共

に
用

い
ら

れ

て
い
る

の
で
、
両
者

は

ほ
ぼ

同
類

の
意

を
持

つ
こ
と
が

わ

か
る
。

「
詞

つ
よ

く

」
と

あ

る

と

こ
ろ
か
ら

、

こ
れ
ら

は
表

現
を
問

題

に

し
た
語

で
あ

る
と
考

え
ら

れ

る
。

番

わ

れ

て

い
る
右

歌

の
評

価

、

「
か
す

か

」
が

「
つ
よ
く

」

に
、

「
い
う

」
が

「力

あ

り
」

に
対
応

し

て

い
る

と
考

え

ら

れ
る

の

で
、

こ

こ
で

の

「
力
あ

り
」

は
、
優

美

・
幽
寂

と

は
対

立
す

る
、
雄

壮

な
感

じ
を

言
う

か
。

「逢

ふ
身
」

に
掛

け
ら

れ
た

「近

江

の
海

」
、

そ

こ
か
ら
縁

語
と

し

て
引

か
れ
る

「志

賀

の
浦

波

」
の
言
葉

か
ら

は

、

近

江

の
海

に
波

が
寄

せ

る
様

が
想

起
さ

れ
、
歌

に
動
的

な
印

象
、

空

間

的

な
広

が
り

を
与

え

て

い
る
。

そ

の
よ
う
な

点

が

「
力
あ

り
」

と

評

さ

れ
る

所
以

で
あ

ろ
う
。

他

に
、

反
御

子
左

派
主

催

の

『
百
首

歌
合

建

長
八

年
』

の
判

に

お

い

て
も
、

「ま

つ

の
歌

は

こ
ー
く

て
ち

カ
ら

し

り

、

つ
ぎ

の

歌
は

す
が

た
艶

に

し

て
心

あ
は

し
」

(
四

百
二
十

五
番
)

と

、

「ち

か

ら
」

を

「艶

」

や

「
あ

は

し
」

と

は
対
立

、

「
こ
は

し
」

と

は
同

系

統

の
概
念

と
し

て
い
る
。

こ

の
よ
う

に
、

「
カ
あ

り

」
と

い
う
語

に

つ
い
て
、

簡
明

な
表

現

で
あ

っ
た
り
雄

壮
な

印
象

を
与

え

る
よ
う

な

歌

へ
の
評

価

に
用

い
る
と

い
う

認
識

が
判
者

の
間

に
あ

っ
た

こ
と

が

窺

わ

れ

る

の
で
あ
る
。

こ

の
認
識
は

、
前

期
京
極

派
や

二
条

派

に
お

い
て
も
継

承
さ

れ

て

い
る
と

い

っ
て
よ

い
。

ま
ず

、
永

仁

二

(
=

一九
四

)
年

か
ら
翌

年
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に

か
け

て
催
行

さ

れ

二
条
為

世

が

判
を

付

し
た

、
『
伊
勢

新

名

所
絵

歌
合

』

の
例
を

見

よ
う
。

二
条

派

の
歌
合

で

「
力
あ

り
」

の
判

が
見

え

る
も

の
は
、

管
見

の
限

り
同

歌
合

だ
け

で
あ

る
。

一
番

桜

木
里

春

右
持

荒
木

田
尚
良

2
あ

さ
く

ま
や

神
代

よ
り

咲
く

花
を

見

て
心
ぞ

と
ま

る
桜

木

の

さ

と
《
判
詞
》

右
歌

、
神

代

よ
り
咲

く
花

を

み

て
な

ど

い

へ
る
、
峰

 

に
侍
れ
ど
も
、

一
番
左
に
優
し
て
、
暫
可
レ為
レ

持

と

あ

り
、
第

三
句

の
詞

続
き

を
評

価

し
て

「力

あ

り
」

と
評

し

て
い

る
。

「
神
代

よ

り

」
と

い
う
語

に

よ

っ
て
、
神

代

か
ら

現
在

に
至

る

ま

で
の
悠
久

の
時

の
流

れ
を

表
現

し
た

こ
と

に
対

す
る

評
価

と
考

え

ら

れ

る
。

ち

な

み
に
左

歌

は

「め

に

か
け

て
ち

か
づ
く

ま
ま

に
白
雲

の
花

に
成
行

く
桜

木

の
さ
と

」

(
1

・
大

中

臣
定
忠

)
と

、

「
神
」

に

関

わ

る
語

は
な

い
。

次

に
、
徳

治
年

間

(
=

二
〇
六

～

八
)

に
成
立

し

た
と
さ

れ

る
、

前

期
京

極

派

の

『
二
十

番
歌

合
』

の
例

を
挙
げ

る
。

同
歌
合

は
、
衆

議

判

だ
が
、

執
筆

を
伏

見
院

が
務

め

同
院

の
意
向

が
大

き
く

反
映

し

て

い
る
と

思
わ

れ
る
も

の
で
あ

る
。

十
三
番

鳥

右

勝

永

福
門

院
内
侍

26
夜

を
さ

む
み
わ

が

お
き
ゐ

れ
ば

か

は
千
鳥

こ
と

と

ふ
な
ら
,し

こ
こ
ち
か

く
な

く

《
判
詞
》

左

歌
も

、

こ
と
な

る
難
な

く
侍

る

を
、
右

、
猶

下
句

な

ど
、

こ
と

ー

、
き
ち

カ
ら

り

て
き

こ
ゆ
る

に
や
と

て
、

か

つ
べ
き
よ

し
各
申

し
侍

り

き

左

歌
も

難
ぜ

ら
れ

る
点

は
な

い
が
、

右

は
下
句

の
詞
続

き
に

「
ち

か

ら

あ

り
」
と
感

じ
ら
れ

る

の
で
勝
と

す

る
と

い
う

も

の
で
あ

り
、
「ち

か
ら
あ

り
」

と

い
う

こ
と
が

大
き

な
評

価

の
対
象

と
な

っ
て
い
る
。

第

四
句

の

「
こ
と

と

ふ
な
ら

し
」

の

「
な
ら

し
」

は

『
万
葉
集

』
歌

に
多

く
見

ら

れ

る
修

辞

で
、

「
そ

の
後

は
、

歌

語

に
も

物

語

の

こ
と

ば

に
も
あ

ま

り
用

い
ら

れ
な

く
な

っ
た

三
9
」

語
と

さ

れ
る
。

従

っ

て
、

こ

こ
で

の

「
力
あ

り

」
と

は
上

代

の
趣

を
持

つ
言

葉
遣

い

へ
の

評

価

で
あ

っ
た

と
考

え
ら

れ
る
。

以

上

の
よ
う

に
、

後
期
京

極

派
ま

で

の

「
力

あ
り

」
が
ど

の
よ
う

な
認

識

の
も
と

に
使

用
さ

れ
た
判

詞

で
あ

っ
た

か
を

見

て
き
た
。

細

谷
、

大
島

、
武

田

の
各

氏
が

指
摘

し
た
よ

う

に
、

や

は
り
、

簡

明
な

表
現

や
強

い
語

調
、

雄
壮
な

印
象

を

与
え

る
も

の
、

万
葉
歌

の
よ
う

な

面
影
を

持

つ
も

の
が
評
価

の
対
象

と
さ

れ
る

よ
う

で
あ

る
。
で
は
、

本
歌

合

の

「力

あ
り

」

は
ど
う

で
あ

ろ
う

か
。

以
下

、
検

討
す

る
。

も
う

一
度
、

対
象

と
な

る
箇

所
を

引
用

す

る
。

(
1
)

三
番

春

風

左

勝

春
宮

権

大
進
隆

家

(崇

光

院

)

5
川
ぎ

し

の
や

な
ぎ

の
い
と
を

ふ
く

か
ぜ

の
は
る

の

こ
こ
ろ

に

の
ど
か
な

る

か
な

《
判
詞
》

右
歌

第

一
第

四
句

の
意
あ

ひ
か
な

は
ざ

る
に
や

、
左
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は
ち

カ
ら

り
て

た
だ

き
さ

ま

に
よ
ろ

し
く
侍

る
よ

し
、
各

定
申

了

(
2
)

十

三
番

秋
雲

右

持

正
親

町
忠

季

26
夕

暮

の
な
が

め
を

つ
け

て
と

ぶ
か

り

の

つ
ば
さ

き
え

ゆ

く
を

ち

の
う
す

ぐ
も

《
判
詞
》
左
無
二殊
事
}、
右
霧

、
第
二
三
句
之
作
者

之
意

忽

不
レ
詳

、

又
為
レ
持

之
由

相
議

了

(
3
)

二
十

九
番

恋

月

右

持

権

大

納
言

(儀

子
内
親

王

)

58

つ
き
を

だ

に
よ
も

な
が

め

じ
な

お
な

じ
影
を

う
き

わ
が

袖

に

う

つ
す

と

し
ら
ば

《
判
詞
》
左
は
な
だ
ら
か
に
い
ひ
く
だ
せ
り
、
右
又
嚢

嚢

よ
ろ
し
く
侍
れ
ば
、
持
な
ど
に
て
や
と
衆
議
侍
り

し
や

ら
ん

【
章

で

も
見

た

よ
う

に
、

(
2
)

に

お

い

て
意

味

の
不
分

明

に
関

わ

ら

ず

与
え

ら
れ

て

い
る
評
価

で
あ

る

こ
と

か
ら
す

れ
ば

、
当

歌
合

で

の

「
力
あ

り
」

は
、
歌

の

「
心
」

よ

り
は

「
詞
」

の
面

に
問

題
意

識

の
あ

る

言
葉

の
よ
う

で
あ

る
。

ま

た
、

(
3
)

の

「力

あ

り

」
は

、

番
わ

れ
た

歌
が

「
な
だ

ら

か
」
と

語

調

の
穏

や

か
さ
、

な
め

ら
か

さ

を
評

さ
れ

て
い
る

の
で
、

そ
れ

と
は

反
対

に
、

語
調

の
強
さ

、
緊

張

感

を
評

価

し
た

も

の
と

思
わ

れ

る
。

「よ

も

～

じ
な

」

と
上
句

で
言

い
切
ら

れ

て

い
る
と

こ
ろ

に
語

の
緊

張

を
見

た

の
で
あ

ろ
う

。

「
力

あ

り
」
が

歌

の
内
容

如
何

よ
り

も
語

調

の
強
さ
、

緊
張

感

に
関
係

し

て

い
る
と

い
う

点

に

つ
い
て
は
、
先

に
見
た
従

来

の
歌
合

判

詞

で
の

「
力
あ

り
」

の
認

識
と

当
歌
合

で
は
大

き
な
相

違

は
な

い
と

も
考
え

ら

れ

る
。

し
か

し
な
が

ら
、

後

で
詳
述
す

る
が

(
1
)

で
は
端

正
さ

へ
の
褒

詞

「
た
だ

し
」

と
共

に

「
力
あ

り
」
が

用

い
ら

れ

て
お
り
、

前

時
代

の
雄
壮

な

響
き

へ
の
評
価

と

は
異

な

る
点
が

あ

る
よ
う

に
思

わ

れ

る

の
で
あ

る
。

で
は
、

『
万
葉
集

』

や

神

と
関

わ

る
古
代

的

イ

メ
ー

ジ
を

有

す

る

と

い
う
面

に

つ
い

て
は
ど

う

で
あ

ろ

う

か
。

(
1
)

は

『
古

今

集
』

の
在

原
業

平

歌

を
本

と
す

る

歌

で
あ

っ
た

。

「
の
ど

か

」
と

い
う
表

現

に
、
政
教

性

を
読

み
と

れ

る
可
能

性
は
あ

る
が
、

い
ず

れ

に
し

ろ

神

威

的
な

も

の
と
は

異
な

る
。
第

二
句

「柳

の
糸

」
は

『
万
葉

集
』

よ
り

見
ら

れ
る

が
、

以
後

の
勅
撰

集

に
も
多

く
用

い
ら

れ
万
葉

語

と

は
言

い
に
く

い
。

ま

た
、

か
す

か
な
柳
枝

の
ゆ
ら
ぎ

か

ら
風

を
感

じ

取

る
と

い
う
繊

細
な

感
覚

も
、
雄

壮
さ

と
は

か
け

は
な

れ

て

い
る
。

(
2
)

に
お

い

て
は
、
『
万
葉
集

』

に
見
ら
れ

る

「
と
ぶ

か

り
」

「
か

り

の

つ
ば

さ
」

と

い

っ
た

詞
が
用

い
ら

れ

て
お
り

、
古

代
的

と
言

え

る

か
も

し
れ
な

い
。

し
か

し
な
が

ら
、
第

二
三
句

に

つ
い
て
、
意

味

不

明
瞭
と

し
て
否
定
的

な
評

価
が

与
え

ら

れ
て

い
る
。

ま
た

、
薄

雲

に

よ

っ
て
、
夕

刻
か

ら
夜

へ
と
微

妙

に
変
化

し

て
ゆ

く
時
刻

の
幽

暗

な

光
線

を
詠

み

、
雄

勤
な

情

景
と

は

言

い
難

い
。

(
3
)

に
お

い

て

も
初

句
は

『
古
今

和
歌

六
帖

』

の
貫

之
歌

が
意

識
さ

れ

て

い
る
と
考

え
ら

れ
る
。

し
か
も
、

歌
全

体

で
は

『
伊
勢

物

語
』

四
段

の
イ
メ
ー
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ジ

が
横
溢

し
て

い
る
と
言

っ
て
良

い
。
上

句

に

「
よ
も

～
じ
な

」
と

い
う
修
辞

が
用

い
ら
れ
、

そ

れ
が
歌

に
力

強
さ

を
求

め

た
為
家

の
時

代

に
多

い
表
現

で
あ

る

こ
と

は

一
章

で
見

た
と

お

り

で
あ

る
。

し
か

し
、

(
3
)

は

恋
歌

で
あ

り
そ

こ
に
神

威
的

な

も

の
が

あ

る
と

は
言

え
な

い
。

こ

の
よ

う

に
、
雄

壮

な

語

調
、
『
万
葉
集

』
や

神

に

関
わ

る

よ
う

な

「古
代

的
力
感

」
が
あ

る
と

は
言

い
が

た

い

の
が

、
本
歌

合

で

「力

あ

り

」
と

の
評

価

を
与

え

ら

れ
た

歌

の
傾
向

で
あ

る
。

「
正
し

」
と

共

に
用

い
ら

れ
た

り

『
古

今
集

』
歌

を
想

起
さ

せ

る
よ
う

な
表

現
が

用

い
ら
れ

る
な

ど

、

そ
も

そ

も
為
家

ら

の
時

代

と

は

、

「力

あ

り

」

と

い
う

語

に
対
す

る
認

識
そ

の
も

の
に
多

少

の
変
質

が

あ
る

よ
う

に

思

わ
れ

る
。

そ

こ
で
、

本
歌
合

に

お

い
て

「力

あ

り
」

が
持

つ
意
味

の
問
題

に

つ
い

て
、
も

う

}
度

立
ち

戻

っ
て
考

え

た

い
。

(
1
)

に

お

い
て

、

「
力
あ

り
」

と

「
た
だ

し

き
」

と

い
う

評
価

が

隣
接

し

て
い

る

こ
と

に
注
意

し
た

い
。

「
正
し

」
は

、
前

期

後

期

京
極

派

の
歌
合

に
集

中
的

に
用
例
が

見

ら
れ
、

表

現

の
端
整
さ

、
破

綻

の
無
さ

を

評
価

し
た

語

で
あ
る
。

用
例

を
幾

つ
か
あ
げ

る
。

①

『
二
十
番

歌
合
』

三

番

右

持

伏
見
院

6
雪

げ
な

ら

し
さ

む
き

み
空

は
雲
氷

り
嵐

の
音

も

四
方

に
は
げ

し
き

《
判
詞
》

右

歌
、

雪
げ

な
ら

し
と

お
け

る
初

句
よ

り
た

わ
み

た

る
所
な
く
、
た
け
あ
り
て
賛

侍
り

②

『歌
合

後
光
厳
院
文
和
之
比
』
八
番

左
負

太
政
大
臣
女

H
く

る
る
ま

ま

に
そ
ら

は
う

き
雲

は
れ

つ
き

て
山

の
は

の
ぼ

る

月
ぞ
さ

や
け

き

《
判
詞
》
左
歌
、
賛

難
と
す
べ
き
所
な
く
き
こ
え
侍
る

を
、

(
以
下
略

)

③

『
歌
合

後
光

厳
院

文
和

之

比
』

十

一
番

風

右
負崇

光
院

18
う
ら

め

し
き
も

の
に
ぞ
あ

り
け

る
春

の
花

秋

の
も

み
ち
も

か

ぜ

の
さ

そ

へ
ば

《
判

詞
》
右

、

心
う

る
は

し
く

こ
と

た

だ
し
く

て
、

あ
ら

ま

ほ

し
き
さ

ま
に
侍

る

を
、

(
以
下

略
)

①

で
は
初
句

か

ら
末
句

ま

で

「た

わ

み
た

る
所
」

が
無

い
と

い
う

点

が

評

価

の
対
象

と
さ

れ

て
い
る
。

「た

わ

み
」
は

『
新
撰

字
鏡

』
三
こ

に

「
居

伎

反
上

屈
也

、

万
加

留
、

又
太

和
牟

」

(句
点

筆

者

)
と

あ

る
よ

う

に
、

こ

こ
で
は
歌

の
表
現

に
破

綻

を
き

た
し

た
り
語

調
が

弛

緩

し
た
り

す
る

こ
と
を

言
う

か
と

思

わ
れ

る
。
歌

に
破

綻
や

弛
緩

が

無

い
事

に
対

し
て

「
た
け
あ

り

て
た

だ

し
」
と

い
う
評

価
が

与
え

ら

れ

て

い
る
と
見

ら
れ
、

②

で
は
難

点

と
す

る
よ

う
な
点

が
無

い
歌

に

対

し
て

「た
だ

し
」
が

用

い
ら
れ

て

い
る

こ
と

と
併

せ

て
考
え

る
と

、

こ
こ
で

の

「た

だ

し
」
と

は
歌

一
首

に
破
綻

の
無

い
こ
と
、

全
体

と

し

て
整

っ
て
い
る

こ
と

へ
の
評
価

で
あ
る

と
思

わ
れ

る
。
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と

こ
ろ

で
、
①

に
お

い

て
、

「た

け
あ

り

」

と
並

列

し

て

「
た
だ

し
」

が
用

い
ら

れ
、

両
者
が

同

系
統

の
評
価

と

し

て
扱

わ

れ

て
い
る

こ
と

に
注
意

し

た

い
。

「
た
け
あ

り

」

と
は

格
調

高
さ

や

壮

大
な

美

し
さ

を
指

す
語

で
も

あ

る
。

①

の
、

空

の
雲

の
様
子
や

激

し
く
吹

く

嵐

の
音
な

ど
遠

大
さ

を
感

じ
さ

せ
る
情

景

を
評

価

し
て

の
語

で
あ
る

と
思

わ

れ
る
が

、
先

に
触

れ
た

よ
う

に
、

歌

の
語
調

に
弛
緩

し

た
と

こ
ろ
が
な

く
格

調
が
高

い

こ
と

に
対

し

て
も
言

及
す

る
も

の
と

思
わ

れ

る
。
先

に
見

た

よ
う

に

「た

だ

し
」
が
破

綻
な

く

歌
体
が

整

っ
て

い
る
事

へ
の
褒

詞

で
あ

る

こ
と

を
鑑

み
れ
ば

、

「
た

け

あ
り

」

の
、

語

調

に
弛

緩
が

な

く
格

調
高
さ

を
持

つ
と

い
う

性
質

は
、
「た

だ
し

」

の
そ
れ

と
重
な

り
合

う
部

分
が

あ

る
。
ま
た

、
③

で
は

「心
」
が

「う

る

は

し
」
な

の

に
対
応

し

て
、

詞
が

「た

だ

し
」

で
あ

る
と
さ

れ

て

い
る

。

「
う

る

は

し
」

は

「
端
麗

端

正

の
義

三
二
ご

と

し

て
用

い
ら

れ
、

こ
こ

で
は
桜

や
紅
葉

を
散

ら
す

風
を

恨
む

心

と

い
う

、
和

歌

の

本
意

に
即

し
た
奇

を

て
ら
わ

ぬ
内
容

に
対

す

る
評
価

を
指

す
と

考
え

ら

れ

る
。

そ

れ

に
対
応
す

る

「
た
だ

し
」

と

は
、
や

は

り
格

調
高
さ

を

認

め
た

詞
と

考

え

て
よ

い
の

で
は
な

か

ろ
う

か
。

従

っ
て
、

「
た

だ

し
」

に
は
、

端

正
な
美

し
さ

や
歌

の
持

つ
品

格

の
高
さ

を
評

価
す

る

要
素

が
あ

る
と

い
う

こ
と
が

で
き
る

で
あ

ろ
う
。

こ
こ

で
、

(
1
)

に
お

い

て

「
た
だ

し

」
と

「力

あ

り
」

と

い
う

評

価
が
並

列

し

て
い
る

こ
と

に

つ
い

て
も
う

一
度
考

え

て
み

る
。
並

列

し

て
用

い
ら
れ

て

い
る

こ
と
か

ら
す

れ
ば
、

両
者

は

同
属
的

に
捉

え

ら

れ
る

部
分

が

あ

っ
た

と
考

え

得

る
。

「
た
だ

し
」

が
端

正
さ
や

歌
格

の
高

さ

を
評

価
す

る
語

で
あ

る

こ
と
は
指

摘

し
た
。

後

期
京
極

派

以
前

の

「力

あ

り
」
が

語

調

の
緊

張
感

を
持

つ
も

の
に
対
す

る
評

価

で
あ

っ
た

こ
と

も
先

に

見

た
通

り

で
あ

る
。

本

来

、

「カ

あ

り

」

が

有

し

て

い
た

こ

の
よ
う

な

性
質

を
考

慮

す

れ
ば

、

「
た

だ

し
」

と

「
力
あ

り
」
と

を
結

び

つ
け

て
ゆ

く

の
は
、

歌

の
格
調

に
関

し

て
で

あ

る
よ
う

に
思

わ

れ
る
。

少

し

の
弛

緩

も
許
さ

な

い
張

り

つ
め
た

語

調

が
格

調

の
高

さ

を
生

む
。

こ

こ
で

の

「
力
あ

り

」
と

は
風
格

あ

る

詠

い
ぶ

り
、
格

調

高
さ

で
あ

る
と
思

わ

れ
る
。

そ

の
よ
う

に
考

え

る

と

、

(
1
)
や

(
2
)
、
(
3
)
で
、
『
万
葉
集

』
以
外

に
も

『
古

今
集

』

や

『
古

今
和

歌

六
帖
』

の
詞

を
用

い
た
歌

に
対

し
て

「
力
あ

り
」

の

評

語

が
用

い
ら

れ
た

こ
と

へ
の
説

明
が

つ
く
。

『
古
今

集
』

が
歌

の

理

想

と
し

て

「仰

ぎ
信

ず

べ
き
事

」
と
さ

れ

た

こ
と

は
俊
成

の

『
古

来

風
躰

抄
』
三
三
}
に

見
え

る
通
り

で
あ

る
。
花
園

院

は

「
古
来

風
躰

、

尤

も
和

歌

の
意
を

得
。
」
と
述

べ
、
「太

以

て
深
奥

に

至
る
物

な

り
。
」

と

ま

で
評

し

て
い
る

(
『
花

園
院
農

記
』
三
聾

元
弘

二
年

三
月

二
十

四

日
条

)
。

そ

の
主

張

に

『
古
来

風

躰
抄

』

と
大

き

く
変

わ

る

と

こ
ろ

が

あ

っ
た
と

は
思

わ

れ
な

い
。

ま
た

、
『
風
雅

集

』

よ
り

成
立

は

下

り
流

派
も

対
立
す

る
が

、

二
条
良

基

と
頓

阿

の
間

で
交

わ
さ

れ
た

書

状

を

も
と
と

し

た

『
愚

問
賢

注
』
三
五
}
で
も

、

「占

今
、

歌

の
中
興

な

り
、

正
風

な

り
。
」

と
す

る

一
文

が

見
え

る
。

当

時

の
歌

人
達

の
共

通
認
識

と

し

て
、

歌

}
首
全

体

の
整

っ
た
美

し
さ

を
も

指
す

「た

だ
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し
」
と

い
う
褒

詞

が
あ

て
は
ま

る

の
は
、

ま
ず

最
初

に

『
古
今

集
』

で
あ

っ
た
と

思
わ

れ

る
。

従

っ
て
、

「
た

だ

し
」

と
性

質

に
重

な

り

あ

う

部
分

を
持

つ
、

「
カ

あ
り

」

の
対

象

に

『
古
今

集

』
中

の
詞

は

十

分

入
り
え

た

で
あ
ろ
う

。

し
か

し
な
が

ら
、

後

期
京
極

派
が

何
故

「
力
あ

り

」
と

い
う

語

に
注

目
し

た
か

と

い
う

背
景

に

つ
い
て
は
、

検

証

が
不
十

分

で
あ
る

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

次
章

で
検

討
し

た

い
。

ま
ず

、
後

期
京

極

派

の
和

歌
観

を

知
る

必
要
が

あ

る

で
あ

ろ
う

。

指

導
者

で
あ

り
、
『
風

雅
集
』

の
企

画
監

修
、
撰
者

で
あ

る
花

園
院

、

光

厳
院

は
、

歌
論

書
と

い
う

形

で
は
自

ら

の
和
歌

観
を

残
さ

な
か

つ

た
。

そ
れ

は
、
花

園
院

の
記
し

た

『
花

園
院

農

記
』

の
記
事

と

『
風

雅

集

』
真
名

仮
名

両
序

に

よ

っ
て
し

か
見

る

こ
と

が

で
き
な

い
。
『
風

雅

集
』

序

は
、
花

園
院

の
死

の
数

年
前

に
書

か

れ
た
も

の
で
あ

り
、

院

の
和
歌

観

の
集
大
成

と

見

る
こ
と

も

で
き
る

も

の
で
あ

る
。
過

去

の
勅

撰
集

で
、
真

名
仮

名

両
序
が

見

ら
れ

る

の
は
、
『
古
今

集
』
『
新

古

今

集

』
『
続
古

今
集

』

の
み

で
あ

る
。

本
集

が

『
新

古

今
集

』

を

意

識

し

て

い
た

こ
と

は
、
『
風
雅
集

』
序

の

「為

レ
救
二
此
頽

風

一、

迫

温
二
元
久
故

事

」
、

「
元
久

の
む

か

し

の
跡

を
た

つ
ね

て
」

と
後
鳥

羽

院

の

『
新

古
今
集

』
親

撰

に
な
ら

お

う
と

す
る
態

度

に
明

ら
か

で
あ

る
が

、

こ

こ
で
は

『
古

今
集

』
序

が
意

識
さ

れ

て

い
る

こ
と

に
注

目

さ

れ

る
。

既

に
岩
佐

美

代

子

氏
が

、

「
歌
論

序

と

し

て
も
、

観
念

的

な

う

ら
み

が
あ

る
と

は

言
え
、

遠

く
古

今
序

と
相

呼
応

す

る

三
六
)」

と

し

て

い
る

よ
う

に

、
『
風
雅

集
』

序

に

は

『
古
今

集
』

序

と

具
体

的

に

対
応

す

る
箇

所
が

見

ら

れ

る
。
例

え
ば

、
『
風
雅
集

』

真

名
序

で
は

、
和

歌

の
本
質

、

役

割
や

「
難
波

津

」

「
浅
香

山

」

の
歌

に

つ

い

て
触

れ
た

後
、

末

代

の
世

を
嘆

い

て

「而

世
迄

二
醐

酩

一
、

人
趣
二

浮

華

―。

不

レ
知
二
和

歌
之

実
義

一、

偏

以
為

二
好

色

之
媒

一。
」
と

述

べ

る
が

、
『
古
今

集
』
三
ヒ
∀
真

名
序

に

も

「
及
下
彼

時
変

二
澆
潤

一、

人
貴
中

奢

淫

上
。

(中

略

)
至

レ
有

下
好

色

之
家

、

以
レ
此
為

二
花

鳥

之
使

一、
乞

食

之
客

、
以
レ
此

為
中
活

計

之
謀
上
。
」
と

同
様

の
箇

所
が

あ
る

。
ま

た
、

『
風

雅
集
』

真
名

・
仮

名

両
序

に
お

い

て
、

同
時

代

の
和
歌

へ
の
批

判

を
連

ね

た
箇

所
が
続

く
が

、
そ

こ
で
も
や

は

り

『
古

今
集

』
序

を

下
敷

に

し

て
い
る
と

思
わ

れ
る
。

該

当
す

る
箇

所
を

示
す
。

【
真

名
序

】

①

、

伏

之

、

至

二
於

巧

於

密

一

惟

以

二

型

彫

刻

一為

レ

二

憎三卯

假

二
艶

詞

、

修

飾

而

成

レ
之

、

、

暗

二
乎

大

。

②

或

以

二
鄙

俗

之

語

―、
直

述

二
拙

意

一、
不

レ
知

二
型

身

月

一レ
在

。

並
以

不
レ
足
レ
観
者

也
。
③
淳

璽

而
暗

二
於

態

度

一
而
狸

レ
之

朴

情

之

、
享

不

レ

レ
此

、

非

二
述

f

之

意

「。

④

閑

情

巧

舌
華

之
美
、

作

以
加
レ

而
牽
二
於

而

・
好

レ
之

、

二

正

之

身

一

⑤

又

型
采

て

二
高

⑥

句

お

欲

二
精

∠

、

易

レ

ニ
細

石

之

、

レ
兼

二

己
蓄

之

情

一
、

⑦顯
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之

気

一
、

⑧

女

艶

肺
有

二
惰

弱

之

病

一。

毛

挙

一。

(以

下

略

)

【仮

名

序

】

論

二
其

躰

裁

一
、

不

レ
邊

一
r

⑨

い
は
む

ま
た
ち

カ

き

と
な

り

て
、

四

の
こ
と

は
ざ
す

た

、

ま

こ
と
す

く
な

く

い

つ
は

り
お

ほ
く
な

り

に
け

ば
、

ひ
と

に
カ
ざ

れ

る
す

が
た
、

た

く
み
な

る

こ

ン
ろ
ば

せ
を

つ

く
ろ

な

し
て
、
さ

ら

に
そ

の
も

と

に
ま
ど

ふ

⑩

ま
た

こ
峯

ろ
を
さ

き
と

と

の
み

し
り

て
、

な

び
た

る
す
が

た
、

だ

み

た
る

こ
と

の
葉

に
て
お

も

え

た

る

こ

ン
ろ

ば
カ

り
を

い

あ

到

1
⑪

た
ゴ

し
き

こ
』
ろ
、

す
な

ほ
な

る

こ
と
は

㌧
い
に

し

の
道

な

り

、

ま

こ

と

に

こ

を

と

る

.

し

と

い

ど

も

、

こ
と

は
り

に
ま

よ

て
し
ゐ

て
ま
な

は

㌧
、

す
な

は
ち

い
や

し

き

が
た

と
な

り
な

む

⑫

艶
な

る

、
た
く

み
な

る

こ

』
ろ

、

優

な

ら
さ

る
に
あ

ら
ず

、
も

し

意

を

わ
す

れ

て
み
だ

り

に

こ

の
ま

は
、

こ

の
み
ち

ひ
と

へ
に
す

た

れ

。
し

か
れ

も

こ
れ

も
た

が

ひ
に
ま

よ

ひ
て
、

い
に

し

へ
の
み
ち

に

は
あ
ら

ず
。
⑬

あ

る

は

す

が

た

た

カ

』
ら

む

と

す

ー

そ

の

こ

㌧
う

た

ら

開

1
⑭

こ
と
ば

こ
ま
や

カ
な

れ

ば
そ

の
さ
ま

い

し

⑮
え

ん

な
る

は
た

は

き
、

⑯

つ
よ

き
は
な

つ
カ
し

カ
ら
ず
。

す

べ

て

こ
れ
を

い
ふ

に
、

そ

の
こ
と

は
り

し
げ

き
、

こ
と

の
葉

に
て

の
べ

つ
く

し
が

た

し
。

(以

下
略

)

}
の
文

に
よ
る

と
、

近
頃

の
歌
風

は

技
巧
的

修
辞

や
古

語
を

み
だ

り

に
用

い
る
も

の
と

、
技

巧
的

表
現
や

詞
な

ど

に
全

く

こ
だ
わ

ら
ず
思

う

ま

ま
を
詠

む
も

の
の
二
傾

向

に
別
れ

て

い
る
。
傍

線
①

、
④

、
⑥

、

⑧

、
⑨

、
⑫

、
⑭

、
⑮

が
前
者

に
、
残

り

の
傍

線

部
が

後
者

に
あ

て

は
ま

る
。

既

に
岩

佐

氏

も
指
摘

し

て
い
る

よ
う

に

三
八
)、

前
者

は

二

条

派

の
態
度
、

後
者

は

京
極

派

の
そ

れ
と
考

え
ら

れ

る
。

花

園
院

は

『
花
園

院
農

記
』

正
中

二

(
一
三

二

五
)
年

十

二
月

二
十
八

目
条

で

「
偏

以
二
古
歌

一
両

句

一
脩
成

、
新

作

之
由

語
レ
之
。
」
、

「
歌
本
意

、

偏

可
レ
取

二
古

歌

之

詞

一、

最
先

八
雲

之
什

、

模

二
何
歌

一之

由

尋

ノ之
。
」

と
、

ひ
た
す

ら
古

歌

の
詞
だ

け
を

用

い

て
歌

を
作

り
あ

げ
る

二
条

派

の
方

法
を

和
歌

の
本
意

で
は
な

い
と

非
難

し

て
お
り
、

傍
線

①
、

⑨

と
合

致
す

る
。

こ

こ
で
注
意

さ

れ
る

の
は
、

そ

の
よ
う

な
批

判

に
混

じ

っ
て
、
傍

線
⑧

、

⑯

の
よ

う

に

「
艶

」

「
妖
艶

」
な

こ
と

に
よ

っ

て
表

現
が

弱

い
も

の
や
浮

つ
い
た

も

の
と
な

っ
た
り
す

る

こ
と

に
否

定

的

な
見

解
を

示

し
て

い
る

こ
と

で
あ
る
。

こ

の
よ
う

な

見
解

は
、

『
古

今
集

』
序

の
小

野
小

町

の
歌

体

を
評

し
た
、

【
仮

名
序

】

小

野
小
町

は
、

古

の
衣

通
姫

の
流
な

り
。

辰

な

る

に
て
、

劉

」
茜
は
ば
、
好
き
女
の
、
悩
め
る
所
有
る
に
似
た
り
。

強

か
ら
ぬ

は
、
女

の
歌
な

れ
ば

な
る

べ

し
。

【
真

名
序

】

小

野
小
町

之
歌

、
古
衣

通

姫
之

流
也
。

、
崩艶

而
無

二
気

力

一

如

三
病
婦

之
著

二
花
粉

一。

15



を

踏

ま
え

る

も

の
と
思

わ

れ

る
。
『
古

今
集

』
序

に
お

い
て
も

、
優

美

繊
細
、

微

弱
な

歌
は
女

性

に
限

っ
て
許

さ

れ
る

も

の
で
あ

り
、
張

り

つ
め

た

所

の
無

い
歌

体

は

否
定

的

な

評

価

の
対
象

と

さ

れ

て

い

る
。
『
風
雅

集

』
序

、

傍
線

④

、
⑫

に
お

い
て
優

艶

な

歌
体

や

技

巧

を

凝
ら

し
た
内

容

を
無
暗

と

用

い
れ
ば
和

歌
本

来

の
品
格

あ

る
正

し

い
姿
体

を

失
う

と

い
う

意

見

が
記

さ

れ
る

の
は
、

「
た

だ

し
」

と
結

び

つ
く
筈

の

「力

あ
り

」
が
欠

如
す

る

か
ら

で
あ

り
、

そ

の
点

に

お

い

て

『
古
今
集

』

序

の
小
野

小
町

評
と

主
張

は

一
致
す

る
。

ま

た
、

花

園
院

は

、
『
花
園

院
震

記
』

元

弘

二

(
=

二
三

二
)

年

三
月

二
十

四
日
条

の
京

極
為

兼

死
亡

の
記
事

に

お

い
て
も
『
古
今
集

』

序

を
踏

ま
え

次

の
よ
う

な
意

見
を

記

し
て

い
る

三
き
。

永

福
門

院
為

二
御
堪

能

一
。
当
時

為
二
旧
院

之
御

遺
愛

一御

座
之

間
、

和
歌

之
道

於
レ
彼

取
レ
決

。

而
至
二
詠
歌

之
優

美

一、

不
レ
可
二
階

及

一
。

而
時

々
御

詠

歌
之

内
渉

二
有

浮
艶

之

意
、

余
情

之

□

(趣
力
)

一。

是

不
審

之

一
也
。

価
彼
御

判

歌
合

一
二
巻

同
遣

レ
之

。
而

返

答
之

趣
宛

如
二
愚

□

(案
力
ご

。

依

レ
是

弥
知

二
朕

領
解

之

旨

不

;

違

。

こ
こ
で

は
、
永
福

門
院

の
優

美
だ

が

時

に

「
浮
艶

」

に
な

る
き
ら

い

の
あ

る
歌

風

に
対
し

て
、
花

園
院

が

日
頃

よ
り

疑
問

を
抱

い

て
い
た

こ
と
が

明
ら

か

に
さ

れ

て

い
る

。

「
浮
艶

」

と

は
通
常

、

表

面
上

だ

け
華

麗

で
、
深

み
を
伴

わ
な

い
も

の
を

言
う

語

で
あ

る
。
『
風

雅
集
』

序

、

傍
線
④

、
⑫

の
記
述

と
も
併

せ

て
考

え
る

と
、
軽

薄
や

格

調

の

無
さ

を
指

す

の
で
あ
ろ
う

。
岩

佐
美

代

子
氏

は
、
京

極

派

の
歌

合

で

「艶

」
と
判

じ
ら

れ
た
歌

は

「
き

わ
め

て
繊
細

な

光
線

の
動

き
、
心

理

の
あ

や
を

う

た

っ
た

巧
緻

な
作

品

に
限
ら

れ

て
」

お
り
高

い
評
価

が

あ

る
わ

け

で

は
な

い
こ
と

を
指

摘

し
た

う

え

で
、

「
充
実

し
た
内

容

を
伴

わ
ず

、
遊

戯
的

な
文

飾

に
走

っ
た
も

の
」

が
永
福

門
院

の
歌

の

}
面
と

し
て
あ

る

こ
と
を

花
園
院

が

見

い
だ

し
て

「浮

艶

」
と
評

し
た

も

の
と

し
て

い
る

三
9
。

加

え

て
、
為

兼

の
同
意
を

得

た
と

し

て
自

ら

の
見
解
が

誤

り

で
な

か

っ
た

こ
と
を

わ
ざ

わ
ざ

日
記

に
記

す

な

ど
、

永
福

門
院

の
歌

の
よ

う

に
優
美

で
技

巧
的

な
歌

が
屡

々
引

き

起

こ
す
軽
薄

さ
、

格

調

の
無

さ

に
対

し

て
花

園
院

が

否
定
的

で
あ

っ

た

こ
と
が
窺

わ

れ
る
。

岩
佐

氏

は

こ

の
よ
う

な
院

の
意

見
が

『
風

雅

集

』
歌
風

へ
と

結
実

し

て

い
く

こ
と
を
指

摘
す

る

.三
=
。
『
風
雅

集
』

序

と

上
記

記
事

と

の
意
見

の

―
致

か

ら
も

、
氏

の
意

見

は
十
分
首

肯

で
き

よ
う
。

し
か

し
な

が

ら
、

『
風
雅
集

』

序

に

お

い
て
優

美
さ

や

修

辞
的

表

現

に
こ
だ

わ
り

過
ぎ

る
歌

風
と

し

て
主

に
非
難
さ

れ

て

い
る

の
は
、

先

述

の
よ

う

に
二
条

派

の
歌

人
達

で
あ

っ
た
。

二
条
為

世

の

『
和

歌

庭

訓
』
二三
ご
で
は
、

為

世

自
ら

が

為
兼

一
派
よ

り
受

け

た
批

判

と

し

て
、

或

は
宗
匠

な
ど

は

よ
は
く

か

ひ
な
き

可
よ

み

に

て
、
す

こ
し
も

風
情
こ
も
り
嚢

は
、
人
の
う
た
を
も
見
し
ら
ず
、

我
身

も
よ

ま
れ

ず

と
申
を

き

て
、
信

仰
す

る

人
数

を

し
ら
ず

。
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と
述

べ
て

い
る
。

こ
れ

に
対

し

て

「
心
ふ

か
く

詞
よ

ろ

し
く

す

が
た

う

つ
く

し
く
侍

る

を
、

つ
よ
き

可
よ

ろ

し
き
寄

と

は
申

べ
し
。

万
葉

集

の
み

㌧
ど
を

き

こ
と
葉
、

凡

俗

の
心
を

よ
め

る

こ
そ
、

よ
は

き
寄

と

は
思

ひ
給

侍

れ
。
」
と

の
為

世
独

自

の
主

張

〔三
.こ
反

駁
が

続

い

て

い
る
。
こ
こ

で

の

「ち

か
ら
あ

り

」
は
ま

だ

『
万
葉

集

』
的
な
雄

勤

、

神
威

性
を

持

っ
た
表

現

に
対

し
て

の
語
と

思
わ

れ

る
が
、

二
条

派
が

「力

あ
り

」
と

い
う

表
現

に
さ

し

て
注
意

を
払

っ
て
は

い
な

か

っ
た

こ
と
、
そ

の
よ

う
な

態
度

を
、

大
き

な
欠

点
と

し

て
京

極

派
が

批
判

し

て
い
た

こ
と

に
は
留

意
す

る
必

要
が

あ

ろ
う

。
『
花

園
院

良

記
』

正

中

二

(
=
二
二
五
)

年
十

二
月

二
十

八

日
条

の
裏

書

に
は
、

朕

錐
レ
不
二
堪
此

道

一、

旧

院
井

為
兼

卿

所
レ
談

之
義

親

聞
レ
之
、

以
二
随

分

学
功

一校

レ
之
。

道
義

既

以

冥
府

。
俊

成

・
定

家

.
西

行

・
慈
鎮

等

所
レ
読

之
歌

見
レ
之
、
秋

毫

之
異
無

。
側
劉

謝

歌

口
道

之

也

為

等

月
レ

如

侮

尤

不
審

但

貫

之

歌
等

都

以
心

不

レ
得

只

・
二
上

古

之
歌

一、

慮

不

レ
可
レ
及

之
由
、

疋
置

而

不
レ
論

云

々

息

有

レ
余

の
よ

う
に
、

為
世

ら

二
条
派

が
、

紀
貫

之

の
歌
を

理
解

せ
ず
軽

ん

じ

て

い
る

こ
と
を
嘆

い

て
い
る

三
四
〕。

そ
れ

と
は

反
対

に
花

園
院

は
紀

貫
之

を

「
吾
道

之
規
模

也
」

と

し

て
い
る
が

、

そ

の
前

に
名

の
挙

が

っ
て
い
る
藤

原
俊

成
、

定
家

や
西

行
、
慈

円
は

『
為
兼

卿
和

歌
抄
』

で
も

、
歌
体

気
高

く
内
容

着

想

に
も
深

み

の
あ

っ
た
上
古

の
歌
に

「た

ち
な

ら
ば

ん
と

む
か

へ
る

人

々
」
と

し

て
名

の
挙
げ

ら

れ
た

四
人

で

あ

る

三
毒
。

そ

の
よ
う

な

新
古

今
歌

人

の
名

を
連

ね

た
後
、

ま

し

て

和
歌

の
道

の
手
本

で
あ

る

こ
と

は
尚

更

で
あ

る
と

し

て
紀

貫

之

の
名

が

挙
が

る
。

貫

之

の
歌

風
自

体

が

『
近

代
秀

歌

』
三
六
}
の

「
昔

、

貫

之
、

歌
心

た
く

み

に
、

た

け
及

び
が

た
く

、
詞

強

く
、
姿

面
白

き
さ

ま

を
好

み

て
、

余
情

妖

艶

の
体

を

詠
ま

ず

。
」

と

い
う

評
価

に
見
え

る

よ
う

に
、
京
極

派

の
主

張
と

共
通

す

る
点
が

多

か

っ
た

こ
と
も

―

方

で
あ

る

で
あ

ろ
う
。

だ

が
、

や

は
り
先

掲

の
新
古

今
歌

人
達

が
和

歌

に
新
風

を
吹

き

込
ん
だ

よ
う

に
、

和
歌

史
上

頂
点

を
極

め

た
寛
平

時
代

以
後

の
和

歌

の
道

に
貫

之
が

『
古
今

集
』

を

示
し

た

こ
と
を
高

く

評
価

し

て

の
こ
と
と

思
わ

れ
る
。

花
園

院
が

『
古
今
集

』

を
重

ん

じ

て

い
た

こ
と
が
窺

わ

れ
る

の
で
あ
る
。

こ
の

こ
と
は

『
風

雅
集
』

の
規
範

を
、

正
風

で
あ

る

『
古
今

集
』

に
求

め
た

こ
と

の
証

左

に
な

る

と
思

わ

れ
る
。

同
様

の
意

識

は
、
『
風
雅

集
』
の
号

の
命

名

に
も

表
れ

て

い
る
三
ヒ
)。

『
園

太
暦

』
三
八
)
貞

和

二

(
=
二
四

六
)

年

十
月

十

一
日
条

で
は

、

又
今

度
勅

名
点

、

レ
仰

――出

正

璽
一
、

義

理
相

叶

之
由

思

食

之

処
、

如

レ
此

物

俗
難

意
趣

、

尤

可
二
思
慮

一欺

。

随

而
此

號

呉

音

之
時
傷

風

可
二
相

通

「歎
。

字
聲

已
下
錐

レ
不

レ
可
二
混
鑑

一
、

士
女

子
難
定

有

レ
之
歎

。
且

所
存

為
二
何

様

一哉

之

由
有

レ
仰
。

尤

可
レ
被

二
相
避

―欺

之
旨

申
入

了
。

(以

下
略

)

と

し

て
、

花

園
院

が

当
初

、

『
詩

経
』

国

風

の
周
南

・
召
南

を

指

す

「正

風

レ
の
名

を
採

っ
て
命

名

し
よ

う
と

し

て

い
た

こ
と

が
見
え

る
。
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『
詩

経
』

国
風

の
周
南

・
召
南

で
あ

る

「
正
風

」

は
王
道

の
盛

ん
な

時

代

の
歌

と
さ

れ

る
。

『
古

今
集

』

は

延
喜

の
聖

代

に
編

ま

れ

た
勅

撰
集

で
あ

り
、

後
代

「
正
風
」

と
称

さ
れ

て
い
る
。

こ
の
よ
う

に
見

れ
ば

、
花

園
院

が

『
古
今

集
』

の
後

を
継

い
で
和
歌

の
あ

る

べ
き
姿

を

世

に
示
す
と

い
う

強

い
意
気

込

み
を
持

っ
て
、
新

し

い
勅
撰

集

に

臨

も
う

と

し
て

い
た

こ
と
が
考

え
ら

れ

る

の
で
あ

る
。

そ

こ
か
ら
、

大
覚

寺
統

と

比

べ
自
統

の
正

し
さ

を
示

し
世
が

聖
代

と
な

る

こ
と
を

言

挙
げ

し
よ
う

と

し
た
院

の
自

負

を
読

み
と

る

こ
と
も

可
能

で
あ

ろ

う

。

し

か

し
な

が

ら

、

「
正
風

」

は
音

で

「
傷

風

」

に

つ
な

が

る

と

い
う

洞
院

公
賢

の
忠

告
を

聞

き

入
れ

、

「
風
雅

」

と
名

を
改

め

て

い

る

(
十
月

一
七

目
条
)
。
「風

雅
」
と
は

「国

風
」

の

「
風
」
、
『
詩
経

』

の
詩

の
形
体

で
あ
る

「
大
雅

・
小

雅
」

か
ら

「雅

」
を

採

っ
て
合

わ

せ
た

も

の
で
あ

る
。
ま

た
、
『
毛

詩
』
大
序

の
六
義

に
も

「風

」
「
雅

」

が
あ

り
、

そ
れ

ぞ
れ
遠

回
し

に
調
喩
す

る

こ
と
、

世

の
政
治

を
詠

う

こ
と

を
示

し

て

い
る
。

有
名

な

『
古
今

集
』

序

の
和
歌

六
義

「
風
、

賦
、
比
、
興

、
雅

、
頬

」
も

こ
れ
を
あ

て
は
め

た
も

の
と
さ

れ
、
「風

」

「雅

」

は

同
集

仮
名

序

に

お

い

て
そ
れ

ぞ

れ

「
そ

へ
歌

」

「
た

ゴ
ご

と
歌

」

と
呼
ば

れ

て

い
る
。

花

園
院

の
念

頭

に
は

『
毛
詩
』

大
序

も

当
然

あ

っ
た

で
あ
ろ

う
が

、

そ
れ
を

和
歌

に
あ

て
は

め

て
分
類

し
た

『
古
今
集

』

序

へ
の
意

識

が
強

か

っ
た

こ
と

と
思

わ

れ
る

三
九
∀。

ま

た

、
天

下

の
政

治
を

詠
う

「雅

」
、

「
た
ゴ

ご
と

歌
」

は

「政

治

的

に

偽

り

の
な

い
世

へ
と

正
す

歌

の
意

」
が

あ

り

、

「
王
朝

律
令

思
想

か

ら

す

れ
ば

天
子

の
御
前

で
歌
う

に

ふ
さ

わ

し

い

西
9
」
と
さ

れ

る
。

当

代

の
政

治

を
良

き
方
向

へ
正
そ
う

と
す

る
歌

に

は
、
相
応

の
格

調

や

風
格

が
求

め
ら

れ
た

で
あ

ろ
う

こ
と

は
想
像

に
難

く
な

い
。

花
園

院

の
、

和
歌

に
よ

っ
て
政

教

を
正

し

て
ゆ
く

と

い
う
思
想

が
、

歌

に

品

格

の
高

さ
、

格

調

を
求

め

る
語

で
あ

る
、

「
た

だ

し
」
や

「
力
あ

り
」

を
重

ん

じ

る
方

向

に
向

か
わ

せ

た
と

思

わ
れ

る

。
『
風
雅

集
』

序

で
は
、

末

尾

に
も

「専

欲

下
挙

二
正
風
雅

訓

一分
遺

中
千
載

之
美

ヒ
者

也

。
」

「た

～
し

き
風
、

い
に
し

へ
の
み
ち

、
す

ゑ

の
世

に
た

え
ず

し

て
、
人
の
ま

ど

ひ
を
す

く
は

む
が

た
め
な

り
。
」
と
記
さ

れ

て

い
る
。

強

い

「
正
風

」
意

識
が

、
院

を

し

て
、
過

去

の
聖
代

の
精
華

で
あ
り

、

ま

た
正

し

い
和

歌

の
在

り
方

を

示

し
た

『
古

今
集

』

へ
の
共

感
を

抱

か

せ
た
も

の
と

思
わ

れ

る
。

そ

の
よ

う
な
花

園
院

の
意

志

は
、
幼

少

よ

り
同
院

の
教

育
を

受
け

て
育

っ
た

光
厳
院

に
も
伝

わ

っ
て

い
た
も

の
と
思

わ
れ

る
。

お

わ
り

に

以
上

、

『
光

厳
院

三

十

六
番

歌
合

』

判

詞

に
見
え

る

「力

あ

り
」

と

い
う

語

の
検

討
を

通

し

て
、
後

期
京
極

派
が

従
来

と

は
多

少
異
な

る
概
念

で

「
力
あ

り
」

を
用

い
て
お
り

、
そ

の
背

後

に
は
花
園

院

の

『
古
今

集
』
尊

重

の
和

歌
観

が
大

き
く

反
映
さ

れ
て

い
る

こ
と
を

見

て
き

た
。

『
風
雅
集

』

序

に

は
、

文
飾

や
修

辞

技

巧

に
拘

る
態

度

を
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批

判
す

る
と

共

に
、

「或

以
二
鄙
便
庸

俗
之

語

一、

直
述

二
拙
意

―、

不

レ

知

二
風

躰

所

一
レ
在

。
」

(真

名
序

)
、

「
ま
た

こ

』
ろ

を
さ

き
と

す

と

の

み
し

り

て
、

ひ
な

び
た

る
す

が
た
、

だ

み
た

る

こ
と

の
葉

に

て
お
も

ひ
え

た
る

こ

㌧
ろ
ば

か

り
を

い
ひ
あ
ら

は
す
。
」

(仮

名
序

)
と

、
心

を
第

一
と

し

て
詞

に
全

く

こ
だ

わ
ら

な

い
た

め

に
和

歌

と

し

て

の

趣

、

体
裁

を

な
さ

な

い
こ
と

を
批

判

し

て

い
る
。

こ
れ
は

、

「
心
を

さ

き

と
し

て
、
詞
を

ほ

し
き
ま

㌧
に
す
る
時

」
(
『
為
兼

卿
和
歌

抄

』
)

に
良

い
歌
が

詠
め

る
と

す

る
京
極

為
兼

の
主

張
を

表
層
的

に
捉
え
拡

大
解
釈

し

た
、
同
時
代

の
京
極

派

歌
人

に
対
す

る

も

の
と
思

わ
れ

る
。

そ

の
よ
う

な
態
度

と

同
様

の
も

の
と

し

て
、

「勤

直
則
成

二
怒

張
之

気

一」
、

「
つ
よ

き

は
な

つ
か

し
か
ら
ず

」
、

雄
勤
な

表

現

に
過
ぎ

る
と

和

歌

の
特
質

で
あ

る
情

趣

そ

の
も

の
が

失
わ

れ

て
し
ま
う

と
す

る
批

判

が

見
え

る
。
こ
れ

は
、
し
ば

し
ば

「
万
葉

集

の
み

ン
ど

を
き

こ
と
葉

、

凡

俗

の
心

を
よ

め

る
」

(『
和
歌

庭

訓
』
)

と

批
判

さ

れ

た
、
為

兼

の

理
論

の
行

き
過

ぎ
を

是
正
す

る

も

の
と
思

わ
れ

る
。
前

期
京

極

派

の

歌

合

で
は

、

「
そ

の

こ
と
わ

り

に
も

た

れ

て
お

ほ
き

に

い

ひ
く
だ

せ

り
、

心

ユ匝

さ

ま
お

も

ひ
よ

る

レ
き

ー

も

㎝
劣

さ

た

に

.

、
カ
ら

ざ

る
よ

し
申

し
侍

り
て
、

勝

の
字

を

付
了

」

(『
二
十
番

歌

合

』
十

九
番
右

勝

・
京
極

為
兼

)

の
よ
う

に
、

雄
壮

さ
、

和
歌

の
勢

い
と

い
う

も

の
に
高

い
評
価

を

与

え

た
も

の
が
見

え

る

(四
=
。

『
風

雅

集
』

序

の
批

判

は

、

「怒

張

」
を

含

み
易

い
も

の
と

し

て

「
い
き

ほ

ひ
」
を
全
肯

定
す

る
も

の
で
は
無

く
な

っ
て

い
る

と
言

っ
て
よ

い
。

ま
た

、
『
為

兼

卿
和
歌
抄

』

で

は
、

「寛

平
以

往

の
歌

」
を
手

本

に

詠

歌
す

る

こ
と
を

説

い
た

『
近

代
秀

歌
』
の
主
張

を
採

り
上
げ

、
「
ま

こ
と

に
そ

の
理

ふ
か
く

こ
そ
。
」
と

述

べ
た
後

で
、

「
万
葉

の
比
は
心

の
お

こ
る
所

の
ま

Σ
に

同
事

ふ
た

ン
び

い
は

る

㌧
も
は

ゴ
か
ら

ず
、

褻

晴
も

な
く
、

寄

詞

・
た
ゴ

の
こ
と
葉

と
も

い
は
ず
、

心

の
お

こ
る

に
随

而

ほ
し
き

ま

墨
に
云

出

せ
り

。
」

と

の
文

章

が
続

く
。

花

園
院

が

日
記

で
和
歌

の
奥

義

を
述

べ
る

と
高

く
評
価

し
た
『
古

来
風

躰
抄
』

で
は

、
『
万
葉

集
』

歌

を

「
上

古

」

の
歌

と

し

て
尊

重

し
て
は

い
る

が

、

「
萬
葉

集

に

あ

れ
ば

と

て
、
詠

ま

む
事

は

い
か
ゴ

と

見
ゆ

る
事

ど
も

も
侍
な

り

」
と
無

暗
と

取
り

入

れ
る

こ
と

に
は
苦

言
を

呈

し
て

い

る
。
『
風

雅
集

』
序

の
京
極

派
批

判

の
箇

所
か

ら

は
、
花

園

院

が

そ

の
よ

う
な

俊

成

の
主
張

を

意
識

し

て
お
り

、
『
万
葉

集

』
的

な

力

強

く

雄
勤

な
表

現
を
全

肯
定

的

に
捉
え

て
い
な

か

っ
た

こ
と

が
推
察

さ

れ

る

の
で
あ

る
。

そ

の

一
方

で
、

同
院

の
和
歌

観

で
は
、

和
歌

が

人
心

を
融

和
さ

せ
為
政

者

の
政

を
言

祝
ぐ
働

き

を
持

つ
と

い
う
政
教

性

は
変
わ

ら
ず

、
む

し

ろ

「
層
求

め

ら
れ

る
も

の
と
な

っ
て

い
る
。

そ

の
結
果

が
、

和
歌

に
お

け
る
端

正
さ

、
格

調
高

さ

の
重
視

で
あ

っ

た
と

思
わ

れ
る

の
で
あ
る
。
『
光
厳

院
三

十
六

番
歌
合

』
判

詞

の

「カ

あ

り
」

と

い
う

歌
論

用
語

が
、

古
代

的
要

素
を

強
く
含

ん
で

い
た
以

前

の
そ

れ
と

は
意
味

が
異

な

っ
て
用

い
ら

れ

て

い
る

の
も
、

そ

の
よ

う
な

花
園

院

の
和
歌

観
を

光
厳
院

が

正
確

に
継

承
し

て

い
る

こ
と

の

表

れ

と
見

る

こ
と
が

で
き

よ
う
。

と

こ
ろ

で
、
『
園

太
暦

』

に
は

、
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花
園

院
崩

御

の
際
、

光
厳
院

が
実

の
父
同
様

に
喪

に
服
そ
う

と

し

て

諫

め
ら

れ
、
後

に

五

ヶ
月
間

の
心
喪

を
行

っ
た

記
事
が

見
え

る

(貞

和

五
年

二

月

二
十

五

日
条
)
。

政

道

で
も
学

問

の
上

で
も

、

光
厳

院

が
花

園
院

を
師

父
と

仰

い
で

い
た

こ
と
は
指

摘

の
あ

る
通

り

で
あ
る

西
二
)。

和
歌

に

お

い
て
も
、

光

厳
院

が
花

園

院

の
影
響

を
非

常

に
強

く
受

け

て
い
た

こ
と

は

想
像

に
難

く
な

い
。

『
風

雅
集

』

に
入
集

さ

れ

た
歌

は
、
光

厳
院

が
花

園
院

か
ら

学
び

継

い
だ
も

の
が
結

実

し
た

も

の
で
あ

り
、

そ

の
後
も

た
び

た
び

催
さ

れ
た

歌
合

も
ま

た
、

同
院

の
和

歌
観

を
継

承

し
実
行

化

し
て

ゆ

こ
う

と
す

る
試

み

で
あ

っ
た
と

言

え

る

で
あ

ろ
う
。

『
光
厳

院

三
十

六

番
歌

合
』

に
見

え

る

「
力
あ

り

」
と

い
う
評

語

も
、

そ

の
よ
う

な
試

み

の

―
つ
で
あ

っ
た

と
言
う

こ
と
が

で
き

る

の
で
あ

る
。

〈注
〉

(
 
)

歌

集

・
歌
合

の
名

称

は

『
新

編

国
歌

大

観

』

に
よ

る
。

以

下

も
特

に
記

さ
な

い
限
り

は
同

様

で
あ

る
。

(
二
)

な

お

、

こ

の

二

つ
の
歌

合

に

つ
い
て
論

じ

た
も

の
と

し

て
、
津

田

真
里

「風
雅
集
以
後

の
京
極
派
歌
風

貞
和
期
の
叙
景
歌

」

(『
名
古
屋
大
学

国
語
国
文
学
』
昭
和
五
五
年

一
二
月
号
)
が
あ
る

が
、
本
稿
と
は
異
な

っ
た
問
題
を
扱

っ
て
い
る

の
で
本
文

で
は
触
れ

な
か
っ
た
。

(三
)

『新

編

国
歌

大

観
』

解

題
福

田
秀

}
。

(四
)
井
上
宗
雄

『
中
世
歌
壇
史

の
研
究

南
北
朝
篇
』

(笠
間
書
院
、
昭

和
六

二
年
)
第
二
編
第
六
章
第
十
節
。

(五
)
『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書

平
安
鎌
倉
歌
書
集
』
(
八
木
書
店
、
昭

和
五
三
年
)
所
収

「三
十
六
番
歌
合
」
解
題
福
田
秀

一
、
『
陽
明
叢
書

国
書
篇

中
世
和
歌
集
』
(昭
和
五
三
年
、
思
文
閣
出
版
)
所
収

「光

厳
院
三
十
六
番
歌
合
」
解
説
国
枝
利
久
。

(六
)
「光
厳
院
震
筆
三
十
六
番
歌
合
に

つ
い
て
」
(『
山
梨
県
立
女
子
短
期

大
学
紀
要
』
昭
和
四
六
年
三
月
号
)
。

(七
)
『
中
世
歌
論
の
研
究
』
第
四
章
第

二
節
、
笠
間
書
院
、
昭
和
五

一
年
。

(八
)
和
歌

の
本
文
は
特
に
記
さ
な

い
限
り

『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠

っ

た
。

(九

)

(六

)
前

掲

論

文
。

(
一
〇

)

伏

見

院

の

「
は

る

の

こ

こ
ろ

」

と

は

「
の
ど

か
な

る

は

る

の

こ

こ
ろ

の

い
う
に

う
け

て
は
な

と

り

ま

で

の
な

さ

け

を

ぞ
み

る

」

(伏

見

院
御
集

56

・
春
)
、
「草
木
み
な
創
ヨ

を
う
け
ぬ
ら
し
時
な
る

5

雨

の
ふ

り
し

う

る

へ
ば

」

(伏

見
院

御
集

9

・
早
春

)
の
よ

う

に
、

「春

6

と
い
う
季
節

の
持

つ
あ
り
方
」

「春
と
い
う
季
節

の
本
質
」
と
い
う
よ

う
な
意
味
合

い
で
詠
ま
れ
る
。
伏
見
院
に
は

『
日
本
書
紀
』
神
代
巻

に
学

ん
だ

「古
代
日
本
的
な
宇
宙
観
」
(岩
佐
美
代
子

『
京
極
派
和
歌

の
研
究
』
第

一
編
第
二
章
第

一
節
、
笠
間
書
院
、
昭
和
四
九
年
)
が

思
想

の
根
底

に
あ
り
、
春

の
天
象

・
事

象
は
そ
の
よ
う
な

「
は
る

の

こ
こ
ろ
」
が
表
象
化
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ

て
い
る
。
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(
=

)
本
文
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系

『
万
葉
集
』
(
岩
波
書
店
、
校
注

佐

竹

昭
広

、

山

田
英
雄

、

工
藤

力

男

、
大

谷
雅

夫

、

山
崎

福

之
)

に

拠

っ
た

。

(
}
二
)

「風
ふ
け
ば
棚
q

の
玉
ゆ
ら
も
ぬ
き
と
め
が
た
き
春
の
あ
さ

露

」

(『
続
後

拾

遺

集

』

46

・
春

上

・
性

助
法

親

王

家

に

五
十

首

歌

よ

み
侍

け

る

歌

・
西

園
寺

実
兼

)
。

(
=
二
)
『
風
雅
集
』
本
文

は
、
岩
佐
美
代

子

『
風
雅
集
全
注
釈
』

(笠
間

書
院
、
底
本

は
京
都
女
子
大
学

図
書
館
蔵
、
谷
山
文
庫
本
)
に
拠

っ

た
。

(
一
四
)
『
風
雅
和
歌
集

の
基
礎
的
研
究
』

(笠

間
書
院
、
昭
和
六

一
年
)

第
三
編
第
二
章
第

一
節
。

(
一
五
)

(七
)

前

掲

書
。

(
一
六
)

「
「拉

鬼

体

」

の
考
察

「毎

月

抄

」
を

中

心

に

」

(『
国

語
と

国

文
学

』

昭
和

四
七

年

一
月

)
。

(
一
七

)
『
定
家

十

体

の
研

究
』

(明
治

書

院

、
平

成

二
年

)
第

十

章
。

(
一
八

)

(七
)

前

掲

書
。

(
―
九

)

(
一
六
)

前

掲
書

。

(二
〇

)
『
角

川
古

語

大
辞

典
』

(平

成
六

年

)。

(二

一
)
天
治

本

、
享

和
本

と

に

拠

る
。
本

文

は

『新

撰

字
鏡

増

訂
版

』

(京
都
大
学
文
学
部

国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
、
昭
和
四
八
年
、
臨

川
書
店
)
に
拠
る
。

(二

二

)
『
和
歌

大

辞

典

』

(明

治

書
院

、

昭

和

六

一
年
)

谷

山
繁

執

筆

。

(
二
三
)
本
文
は
中
世

の
文
学

『
歌
論
集

一
』
(
三
弥
井
書
店
)
所
収

『
古

来
風
躰
抄
』

(校
注
松
野
陽

こ

に
拠

っ
た
。

(二
四
)
本
文
は
村
田
正
志
編
著

『
和
訳
花
園
院
震
記
』
(続
群
書
類
従
完

成
会
)
に
拠

っ
た
。

(二
五
)
本
文
は

『
歌
論
歌
学
集
成

第
十
巻
』
(三
弥
井
書
店
)
所
収

『
愚

問
賢

注

』

(校

注

小
川

剛

生
)

に

拠

っ
た
。

(二
六

)

(
=

二
)

晶削
掲
圭
日。

(二

七

)
『
古
今

集

』

序

文

の

み
、

本

文
は

新

日

本
古

典

文
学

大

系

『
古

今

和

歌
集

』

(岩
波

書
店

、

校

注

小
島

憲

之

・
新

井
栄

蔵

)

に
拠

っ
た
。

(
二
八
)

(
=

二
)

前
掲

書
。

(二
九

)
本

文

は

(二

四
)
前

掲

書

に
よ

る

が

、
欠
損

部

分

は
岩
佐

氏

(
―

○
)
前
掲
書
第
三
章
第

一
節
に
拠

っ
た
。

(三
〇
)
岩
佐
氏

(
―
○
)
前
掲
書
第
三
章
第

―
節
。

(=
=

)
岩
佐
氏

(
一
〇
)
前
掲
書
第
三
章
第

一
節
。

(三

二
)
本
文

は

(二
五
)
前
掲
書
所
収

『
和
歌
庭
訓
』

(校
注
佐

々
木
孝

浩
)

に
拠

っ
た
。

(
三
三

)

(
三
二
)

前

掲
書

補

注
。

(三

四
)

山

西
商

平

「『
花

園

院
震

記

』

に

見
え

る

二
条

為

世

評

」

(『
甲
南

大
学
紀
要

文
学
篇
』

昭
和
四
九
年
三
月
号
)
。
な
お
、
『
歌
苑
連
署

聞
書
』

に
も
京
極
派
が
紀
貫
之
を
高
く
評
価

し
て
い
る
こ
と

へ
の
批

判
が
見
え
る

(
(
二
五
)
前
掲
書
所
収

『
歌
苑
連
署
事
書
』

(校
注
佐

々
木
孝
浩
)
補
注
)
。
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(三
五
)
本
文
は

(二
五
)
前
掲
書
所
収

『
為
兼
卿
和
歌
抄
』

(校
注
小
川

剛
生
)
に
拠

っ
た
。

(三
六
)
本
文
は

(二
三
)
前
掲
書
所
収

『
近
代
秀
歌
』

(校
注
久
保
田
淳

・
山

口
明
穂

)

に
拠

っ
た
。

(三

七
)

「正

風
」

「風

雅

」

の
由

来

に

つ
い
て

は
、

伊
藤

正
文

「「
風
雅

和

歌
集
」
の
真
名
序
に

つ
い
て
」

(『
濱

口
博
章
教
授
退
職
記
念

国
文
学

論
集
』
和
泉
書
院
、
平
成

 
二
年
)

に
詳
し
い
。

(三

八
)
本
文

は

『
園
太

暦

』

(太

洋
社

、
校

注
岩

崎

小
弥

太

・
斎

木

一
馬

)

に
拠

っ
た

。

(三
九
)
『
風
雅
集
』
序
と

『古
今
集
』
序

の
共
通
性

の
多
さ
に

つ
い
て
は
、

口
頭
発
表
後
、
新
間

一
美
先
生

に
お
教
え
頂
い
た
。
ま
た
、
新
間
氏

『
平
安
朝
文
学
と
漢
詩
文
』

(和
泉
書
院
、
平
成

一
五
年
)
第

一
部
第

「
章
に
よ
れ
ば
、
『
古
今
集
』
序
の

「教
誠
思
想
」
の
尊
重
に
は
白
居

易

の
影
響
も
あ
る
と
言
う
。

(四

〇
)

(
二
七
)

前

掲
書

脚

注
。

(四

一
)
為
兼

が

「い
き

ほ

ひ
」
を
重

視

し
た

こ
と

に

つ
い
て
は

、

(三

五

)

前
掲
書
補

注
に
指
摘
が
あ
る
。

(四
二
)
飯
倉

晴
武

『
地
獄
を

二
度
も
見
た
天
皇

光
厳
院
』

(吉
川
弘
文

館

、

平
成

―
四

年

)
、

岩
佐

美

代

子

『
光
厳

院

御

集

全
釈

』

(
風
間

書

房

、
平

成

―
二
年

)。

【
付
記
】
本
稿
は
平
成

一
七
年
度
京
都
大
学
国
文
学
会

(
=

月

一
二
日

於
京
大
会
館
)
で
の

ロ
頭
発
表

の

一
部
を
も
と

に
大
幅
に
改
稿
し
た
も

で

す
。
発
表

の
席
上
、
発
表
後

に
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
、
諸
先
生
方

に
心

よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
本

稿
は
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
研
究
奨
励
費
に
よ
る
成

果
の

―
部

で
す
。

(あ

お

あ
す
か

・
本
学
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
、

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
)
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