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道
命
阿
闍
梨
と
恋
歌

好
色
説
話
の
周
辺

(

上)

柏

木

由

夫

は
じ
め
に

道
命
阿
闍
梨

(

九
七
四

一
〇
二
〇)

は
、『
蜻
蛉
日
記』

作
者
の
孫
で
あ
り
、
十
代
半
ば
ま
で
に
比
叡
山
で
出
家
す
る
が
、
花
山
院
に
親

近
し
て
亡
き
院
へ
の
哀
傷
歌
を
多
く
残
す
一
方
、
和
泉
式
部
と
の
艶
聞
が
説
話
化
さ
れ
る
な
ど
同
時
代
歌
人
と
の
関
わ
り
も
注
意
さ
れ
る
。
道

命
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
三
保
サ
ト
子
氏
を
中
心
と
し
た
い
く
つ
も
の
論
考
に
よ
っ
て
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
が

(

１)

、
そ
れ
ら
の
研
究
成

果
の
上
に
立
ち
つ
つ
、
な
お
指
摘
が
十
分
に
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
道
命
歌
の
世
界
に
つ
い
て
以
下
で
述
べ
た
い
。

１

ま
ず
初
め
に
説
話
世
界
で
の
道
命
か
ら
見
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
点
で
は
、
す
で
に
示
し
た
山
下
正
治
氏
の
論
文

(

注
１
の
⑧)

が
あ
る
。

山
下
氏
は

『

法
華
験
記』

『

今
昔
物
語
集』

『

古
事
談』

『

宇
治
拾
遺
物
語』

『

雑
談
集』
で
の
道
命
に
関
す
る
説
話
の
差
を
論
じ
、
ま
じ
め
な
法
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華
持
経
者
が
、『

古
事
談』

以
後
、
好
色
僧
・
破
戒
僧
と
さ
れ
た
と
述
べ
ら
れ
る
。
以
下
で
な
お
見
直
し
た
い
。
ま
ず

『

宇
治
拾
遺
物
語』

(

巻

一
ノ
一)

で
は
、

道
命
於
和
泉
式
部
の
許
に
読
経
し
五
条
道
祖
神
聴
聞
事

今
は
む
か
し
、
道
命
阿
闍
梨
と
て
、
傅
殿
の
子
に
、
色
に
ふ
け
り
た
る
僧
あ
り
け
り
。
和
泉
式
部
に
通
ひ
け
り
。
経
を
目
出
た
く
読
み

け
り
。
そ
れ
が
和
泉
式
部
が
り
行
き
て
臥
し
た
り
け
る
に
、
め
ざ
め
て
、
経
を
心
を
す
ま
し
て
読
み
け
る
程
に
、
八
巻
読
み
は
て
て
、
暁

に
ま
ど
ろ
ま
ん
と
す
る
程
、
人
の
け
は
ひ
の
し
け
れ
ば
、｢

あ
れ
は
た
れ
ぞ｣

と
問
ひ
け
れ
ば
、｢

お
の
れ
は
五
条
西
洞
院
の
辺
に
候
ふ
翁

に
候｣

と
答
へ
け
れ
ば
、｢
こ
は
な
に
事
ぞ｣

と
道
命
い
ひ
け
れ
ば
、｢

此
の
御
経
を
こ
よ
ひ
承
り
ぬ
る
事
の
、
生
々
世
々
、
忘
れ
が
た
く

候｣

と
い
ひ
け
れ
ば
、
…
…
以
下
略

と
、
好
色
僧
で
和
泉
式
部
と
通
じ
て
い
た
こ
と
と
合
わ
せ
、
読
経
で
の
美
声
が
道
祖
神
を
も
引
き
寄
せ
魅
了
す
る
ほ
ど
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
す
で
に

『

古
事
談』

(

巻
第
三

三
五)

に
も
同
様
に
載
っ
て
い
る
話
で
も
あ
る
。

道
命
阿
闍
梨
は
、
道
綱
卿
の
息
な
り
、
其
の
声
微
妙
に
し
て
、
読
経
の
時
、
聞
く
人
皆
な
道
心
を
発
す
、
と
云
々
。
但
し
好
色
無
双
の
人

な
り
。
和
泉
式
部
に
通
ふ
時
、
或
る
夜
式
部
の
許
に
往
き
て
会
合
の
後
、
暁
更
に
目
を
覚
ま
し
て
、
両
三
巻
を
読
了
し
て
後
、
ま
ど
ろ
み

た
る
夢
に
、
は
し
の
方
に
老
翁
有
り
。｢

誰
人
ぞ
や｣

と
相
尋
ぬ
る
処
、
翁
云
は
く
、｢

…
…
以
下
略

こ
れ
ら
に
対
し
、『

今
昔
物
語
集』

(

巻
第
十
二

天
王
寺
別
当
道
命
阿
闍
梨
語
第
卅
六)

で
の
道
命
に
は
法
華
経
読
誦
の
素
晴
ら
し
さ
は
繰
り

返
し
語
ら
れ
る
が
、
好
色
と
い
う
面
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
も

五
四



凡
ソ
、
経
ノ
ミ
ニ
非
ズ
、
物
云
フ
事
ゾ
、
極
テ
興
有
リ
テ
可
咲
カ
リ
ケ
ル
。
中
宮
ニ
阿
闍
梨
ノ
参
リ
タ
リ
ケ
ル
ニ
、
女
房
ノ
問
ヒ
ケ
ル

様
、｢
引
ク
経
ニ
ハ
何
ク
カ
貴
ク
ハ
有
ル｣

ト
。
阿
闍
梨
、｢

琵
琶
・
饒
・
銅
バ
チ
ト
云
フ
所
コ
ソ
引
ク
ニ
ハ
貴
ケ
レ｣

ト
荅
ヘ
ケ
レ
バ
、

女
房
イ
ミ
ジ
ウ
咲
ヒ
ケ
リ
。

と
あ
る
部
分
な
ど
は
道
命
ら
し
い
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
読
経
で
の
発
声
法
に
関
す
る

｢

引
ク
経｣

と
い
う
言
葉
へ
の
女
房
の
質
問
を
琵
琶
な

ど
の
楽
器
の
こ
と
に
取
り
違
え
て
答
え
て
笑
い
を
取
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
に
続
く
別
の
話
の
末
尾
も
、｢

其
ノ
座
ニ
有
リ
ト
有

ル
人
、
頤
ヲ
放
チ
テ
ゾ
咲
ヒ
ケ
ル｣
と
結
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
、
説
話
末
尾
近
く
で
は
、
道
命
が
死
後
に
あ
る
人
の
夢
に
現
れ
、｢

我
レ
、
生

キ
タ
リ
シ
時
、
三
業
ヲ
調
ヘ
ズ
、
五
戒
ヲ
持
タ
ズ
シ
テ
、
心
ニ
任
セ
テ
罪
ヲ
造
レ
リ
キ｣

と
語
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
も
単
に
教
理
教
義
を

生
真
面
目
に
説
く
仏
教
者
で
は
な
い
道
命
ら
し
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

道
命
の
研
究
論
文
冒
頭
に
掲
げ
た
上
村
悦
子
氏
の
論

(

注
１
の
①)

で
す
で
に
道
命
の
和
歌
は
、｢

縁
語
・
掛
詞
を
自
由
自
在
に
駆
使
し
た

知
巧
的
か
つ
洒
脱
闊
達
な
機
智
を
弄
し
た
諧
謔
の
歌
が
多
い
。
…
…｣

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
道
命
の
特
色
と
し
て｢

自
由｣

・｢

洒
脱
闊
達｣

・

｢

諧
謔｣

と
の
語
は
ほ
ぼ
的
を
射
た
評
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
和
泉
式
部
と
の
艶
聞
に
も
実
は
そ
れ
ら
は
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。『

古
今
著
聞
集』

(

三
一
八)

の
説
話
が
そ
う
し
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

道
命
阿
闍
梨
歌
を
以
て
和
泉
式
部
に
答
ふ
る
事

道
命
あ
ざ
り
と
和
泉
式
部
と
、
ひ
と
つ
車
に
て
物
へ
行
き
け
る
に
、
道
命
う
し
ろ
向
き
て
ゐ
た
り
け
る
を
、
和
泉
式
部

｢

な
ど
か
く
は

ゐ
た
る
ぞ｣

と
い
ひ
け
れ
ば
、

よ
し
や
よ
し
向
か
じ
や
向
か
じ
い
が
栗
の
え
み
も
あ
ひ
な
ば
落
ち
も
こ
そ
す
れ
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和
歌
の

｢

向
か
じ｣

は
後
ろ
向
き
か
ら
正
面
向
き
に
は
な
ら
な
い
と
の
意
に

｢

い
が
栗｣

を

｢

剥
か
な
い｣

を
懸
け
、｢

え
み
も
あ
ひ｣

と

は
、
笑
い
顔
に
な
る
こ
と
と
栗
が
熟
し
て
割
れ
る
こ
と
を
懸
け
る
と
さ
れ
る

(

２)

。
つ
ま
り
、
道
命
歌
は
、
二
人
が
顔
を
合
わ
せ
て
笑
っ
た
ら
車
か

ら
落
ち
て
し
ま
う
の
が
困
る
の
で
後
ろ
向
き
で
い
る
の
だ
と
の
内
容
を
、
い
が
栗
を
剥
か
な
い
こ
と
に
重
ね
て
詠
ん
だ
歌
で
、
諧
謔
味
主
体
の

歌
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
る
よ
う
に
、
好
色
と
諧
謔
性
と
は
無
縁
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

説
話
は
後
代
の
も
の
で
間
接
的
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
よ
り
直
接
的
な
も
の
と
し
て
、
同
時
代
資
料
で
の
道
命
の
和
歌
贈
答
を
見

た
い
。

道
命
あ
ざ
り
、
は
じ
か
み
の
は
な
を
お
こ
す
と
て

花
の
み
な
ち
り
て
の
の
ち
に
か
ら
く
し
て
の
こ
れ
る
も
の
は
は
じ
か
み
の
は
な

(

頼
宗
集
・
六
三)

か
へ
し

き
み
は
さ
は
か
ら
き
は
な
を
ぞ
こ
の
み
け
る
世
の
す
き
も
の
と
お
も
ひ
け
る
か
な

(

同
・
六
四)

｢

は
じ
か
み｣

は
サ
ン
シ
ョ
ウ
、
あ
る
い
は
シ
ョ
ウ
ガ
と
さ
れ
る
。
道
命
歌
の

｢

か
ら
く
し
て｣

に
は
、｢

や
っ
と
の
こ
と
で｣

の
意
に

｢

は
じ

か
み｣

の
縁
で

｢

辛
く
し
て｣

が
懸
け
ら
れ
て
い
る
。
頼
宗
の
返
歌
で
は
、｢

辛
き｣

の
縁
で

｢

酸

(

す)

き｣
(

酸
っ
ぱ
い)

を
言
い
、
そ
れ

に
懸
け
て

｢

世
の
好
き
者｣

と
道
命
を
揶
揄
し
て
い
る
。
好
き
者
は
か
ら
か
い
の
対
象
で
あ
り
、
諧
謔
と
結
び
つ
く
。

五
六



２

道
命
に
関
す
る
評
価
を
考
え
さ
せ
る
資
料
と
し
て
、
次
の

『

梁
塵
秘
抄』

の
記
述
が
あ
る
。

和
歌
に
す
ぐ
れ
て
め
で
た
き
は
、
人
丸
赤
人
小
野
の
小
町
、
躬
恒
貫
之
壬
生
の
忠
岑
、
遍
昭
道
命
和
泉
式
部
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
歌
人
に
は
、
か
な
り
の
偏
り
が
あ
る
と
評
す
べ
き
だ
が
、『

梁
塵
秘
抄』

に
と
っ
て
の
平
安
時
代
前
半
に
お
け
る
代
表
歌
人

を
挙
げ
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
そ
の
中
に
道
命
も
入
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
人
丸
以
下
三
人
ご
と
に
ひ
と
ま
と
ま
り
と
な
っ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
道
命
は
遍
昭
・
和
泉
式
部
と
一
グ
ル
ー
プ
を
成
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
遍
昭
と
道
命
と
の
関
わ
り

を
考
え
た
い
。
遍
昭
歌
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
前
段
で
示
し
た
上
村
氏
の
指
摘
す
る
道
命
の
特
色
の

｢

自
由｣

・｢

洒
脱
闊
達｣

・｢

諧
謔｣

と
い
う

点
が
、
そ
の
ま
ま
遍
昭
歌
の
特
色
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
も
あ
る

(

３)

。

し
が
よ
り
か
へ
り
け
る
を
う
な
ど
も
の
花
山
に
い
り
て
ふ
ぢ
の
花
の
も
と
に
た
ち
よ
り
て
か
へ
り
け
る
に
、
よ
み
て
お
く
り
け
る

①
よ
そ
に
見
て
帰
ら
む
人
に
藤
の
花
は
ひ
ま
つ
は
れ
よ
枝
は
を
る
と
も

(

古
今
集
・
春
下
・
一
一
九)

題
し
ら
ず

②
名
に
め
で
て
を
れ
る
ば
か
り
ぞ
を
み
な
へ
し
我
お
ち
に
き
と
人
に
語
る
な

(

同
・
秋
上
・
二
二
六)

(

題
し
ら
ず)

③
秋
の
の
に
な
ま
め
き
た
て
る
を
み
な
へ
し
あ
な
か
し
か
ま
し
花
も
一
時

(

同
・
雑
体
・
一
〇
一
六)

道
命
阿
闍
梨
と
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房
の
前
栽
見
に
女
ど
も
ま
う
で
き
た
り
け
れ
ば

④
こ
こ
に
し
も
何
匂
ふ
ら
ん
女
郎
花
人
の
物
言
ひ
さ
が
に
く
き
よ
に

(

拾
遺
集
・
雑
秋
・
一
〇
九
八)

右
に
遍
昭
歌
を
四
首
挙
げ
た
が
、
①
で
は
訪
れ
た
女
達
を
引
き
留
め
る
手
段
と
し
て
蔓
性
の
藤
に

｢

は
ひ
ま
つ
は
れ
よ｣

と
命
じ
た
も
の
で
、

若
干
露
骨
さ
も
あ
る
が
肩
肘
張
ら
な
い
諧
謔
味
を
感
じ
さ
せ
る
。
②
③
④
の
女
郎
花
に
は
男
を
惹
き
つ
け
る
魅
力
あ
る
女
性
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ

て
い
て
、
イ
メ
ー
ジ
自
体
が
格
別
個
性
的
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
遍
昭
の
場
合
は
根
本
が
仏
教
者
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
堅
苦
し
さ
を
払
拭

し
よ
う
と
俗
に
接
し
つ
つ
、
な
お
洒
脱
な
味
わ
い
の
諧
謔
性
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
に
近
い
も
の
を

『

道
命
集』

の
中
か
ら
抜
き
出
せ
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

く
ら
ま
に
ま
う
で
た
り
し
に
、
あ
つ
の
ぶ
ま
で
あ
ひ
て
、
よ
ひ
と
よ
お
こ
の
ふ
こ
ゑ
し
侍
り
し
つ
と
め
て
や
り
し

⑤
名
に
た
か
き
く
ら
ま
の
山
を
き
て
み
れ
ば
の
り
と
ど
め
た
る
と
こ
ろ
な
り
け
り

(

二
四)

け
い
も
の
あ
る
を
お
に
の
か
た
に
つ
く
り
て
人
に
み
す
れ
ば
、
を
と
こ
に
な
し
て
か
く
か
き
つ
け
た
り

⑥
恐
ろ
し
き
も
の
の
さ
ま
か
な
我
は
な
ほ
こ
れ
が
い
も
に
は
な
ら
じ
と
ぞ
お
も
ふ

か
へ
し

怖
ぢ
つ
つ
む
深
き
ち
ぎ
り
の
あ
り
け
れ
ば
君
が
男
に
な
せ
り
と
ぞ
み
る

と
て
や
り
た
れ
ば
、
又
法
師
に
な
し
て
か
く
か
き
た
り

と
て
や
よ
き
か
く
て
や
よ
き
と
見
れ
ど
な
ほ
宿
世
つ
た
な
き
も
の
の
さ
ま
か
な

又
返
し

い
か
ば
か
り
御
園
の
辛
く
あ
り
し
か
ば
芋
が
頭
を
そ
れ
る
な
る
ら
ん

(

一
七
七
〜
一
八
〇)

五
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ま
だ
寝
ぬ
人
に
や
ら
ん
、
歌
よ
み
て
と
せ
め
し
か
ば
、
子
の
日
の
こ
こ
ろ
を

⑦
け
ふ
も
け
ふ
ね
の
び
の
松
は
ひ
き
つ
れ
ど
ま
だ
ね
を
み
ぬ
ぞ
か
ひ
な
か
り
け
る

(

二
三
九)

と
こ
ろ
の
、
木
の
え
だ
の
や
う
に
て
一
尺
ば
か
り
な
る
を
、
人
の
も
と
に

⑧
音
に
き
く
高
麗
も
ろ
こ
し
は
広
く
と
も
か
か
る
と
こ
ろ
は
あ
ら
じ
と
ぞ
お
も
ふ

(

二
四
二)

ま
ず
⑤
だ
が
、
仏
道
修
行
の
地
で
あ
る

｢

鞍
馬｣

の
地
名
を
乗
馬
と
い
う
点
か
ら
、｢

乗
り｣

の
意
を
懸
け
仏
法

｢

法

(

の
り)｣

を
詠
ん
だ
。

同
様
の
技
法
は
他
に
一
例
、

鞍
馬
と
ぞ
の
り
を
越
え
ぬ
る
山
近
く
時
雨
る
る
空
の
名
に
こ
そ
あ
り
け
れ

(

御
形
宣
旨
集
・
三)

が
あ
る
が
、
軽
妙
な
歌
い
ぶ
り
が
覗
え
る
。

次
に
⑥
の
四
首
を
見
る
。
ま
ず
、
道
命
が
鬚
根
の
生
え
た
芋
を
恐
ろ
し
げ
な
鬼
の
形
相
に
削
っ
て
相
手

(

女
性
か)

に
見
せ
た
と
こ
ろ
、
相

手
は
そ
ん
な
恐
ろ
し
い
者
の
妻
は
お
断
り
と
返
答
す
る
が
、
道
命
は
な
お
、
そ
ん
な
怖
が
る
ほ
ど
深
い
縁
が
あ
る
の
で
貴
女
の
連
れ
合
い
と
見

た
の
だ
と
迫
る
。
相
手
は
芋
の
鬚
根
を
す
っ
か
り
抜
き
剃
髪
後
の
僧
の
よ
う
に
し
て
、
芋
を
俗
世
で
の
運
が
な
い
者
だ
と
退
け
る
。
し
か
し
、

道
命
は
育
っ
た
畑
で
辛
い
目
に
あ
っ
た
の
か
、
と
相
手
の
拒
否
を
は
ぐ
ら
か
す
。
道
命
と
そ
の
相
手
と
の
丁
々
発
止
の
ま
さ
に
軽
妙
洒
脱
な
応

酬
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

⑦
は
、
共
寝
を
し
て
い
な
い
相
手
に
送
る
歌
の
代
作
を
依
頼
さ
れ
て
の
歌
で
、
子

(

ね)

の
日
に
松
を
引
く
こ
と
が
で
き
て
も
寝

(

ね)

ら

れ
な
い
の
は
甲
斐
が
な
い
と
の
内
容
。
男
女
間
の
こ
と
を
か
な
り
露
骨
に
詠
ん
で
い
る
。
相
手
に
送
っ
た
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
、
諧
謔
に
し
て

も
品
が
な
い
。
⑧
は
巨
大
な

｢

と
こ
ろ

(

野
老
＝
ヤ
マ
イ
モ
の
一
種)｣

に
つ
い
て
、｢

高
麗
も
ろ
こ
し｣

の
国
土
と
比
べ
て
、
そ
の
大
き
さ
を

い
う
の
に

｢

所｣

を
懸
け
て
軽
妙
に
詠
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
は
歌
の
品
格
と
い
う
点
で
道
命
は
遍
昭
に
劣
る
か
と
の
印
象
が
あ
る
が
、
道
命
歌

の
諧
謔
性
を
よ
く
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

道
命
阿
闍
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以
上
、
二
人
の
和
歌
世
界
の
近
さ
を
み
た
が
、
単
に
客
観
的
に
近
い
と
言
う
だ
け
で
な
く
、
道
命
が
遍
昭
を
先
人
と
し
て
意
識
し
て
い
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は

『

道
命
集』

の

山
寺
に
侍
り
し
こ
ろ

世
を
そ
む
く
と
こ
ろ
と
き
き
て
お
く
山
は
物
お
も
ふ
に
ぞ
い
る
べ
か
り
け
る

(

二
六)

を
ば
、
う
せ
た
ま
へ
り
し
こ
ろ

お
く
れ
た
る
わ
が
身
を
嘆
く
を
り
を
り
に
さ
き
だ
つ
も
の
は
な
み
だ
な
り
け
り

(

一
一
五)

の
二
首
が
、
遍
昭
歌
の
、

世
を
そ
む
く
苔
の
衣
は
た
だ
一
重
か
さ
ね
ば
う
と
し
い
ざ
二
人
ね
ん

(

後
撰
集
・
雑
三
・
一
一
九
六)

末
の
露
下
の
雫
や
世
の
中
の
遅
れ
先
立
つ
た
め
し
な
る
ら
ん

(

新
古
今
集
・
哀
傷
・
七
五
七)

に
そ
れ
ぞ
れ
拠
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

３

次
に

『

梁
塵
秘
抄』

が
遍
昭
と
と
も
に
挙
げ
る
も
う
一
人
の
和
泉
式
部
と
道
命
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
し
か
し
、
二
人
に
つ
い
て
は
説

話
で
も
強
調
さ
れ
、
実
際
に
同
時
代
の
歌
人
と
し
て
深
い
関
わ
り
が
あ
っ
た
間
柄
と
思
わ
れ
る
が
、
二
人
が
交
わ
し
た
贈
答
歌
は
確
認
で
き
な

い
。
二
人
の
接
点
と
し
て
確
認
で
き
る
の
は
、
和
泉
式
部
が
花
山
院
周
辺
歌
人
の
一
人
で
あ
る
こ
と
。
あ
る
い
は

『

道
命
集』

九
六
〜
一
〇
〇

及
び
二
九
五
は
、『

平
安
朝
歌
合
大
成』

に
よ
る
〈
歌
合
一
一
三
〉『[

寛
弘
四

七
年]
冬
傅
大
納
言
道
綱
歌
合』

と
さ
れ
、
そ
の
歌
題
は
、

六
〇



神
祭
・
千
鳥
・
霰
・
月
で
、『

和
泉
式
部
集
続
集』

三
二
五
〜
三
三
一
に
も

｢

雪
・
氷
・
冬
山
・
神
祭
・
千
鳥
・
霰
・
水
鳥｣

の
題
に
よ
る
連

作
が
あ
り
、
和
泉
式
部
も
同
じ
歌
合
に
参
加
し
た
と
さ
れ
る
こ
と

(

注
１
の
⑦)

。
そ
の
他
に
は
、
和
泉
式
部
が
再
婚
し
た
藤
原
保
昌
に
つ
い

て
、『
道
命
集』

に

｢

や
す
ま
さ
き
た
る
に｣

(

二
三
八)

と
あ
っ
て
、
道
命
が
保
昌
に
歌
を
送
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

し
か
し
、
二
人
の
歌
を
つ
ぶ
さ
に
見
る
と
、
表
現
面
で
他
の
歌
人
達
に
比
べ
て
格
段
の
重
な
り
が
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
は
、
ど
ち
ら
が
ど
ち

ら
に
影
響
を
与
え
た
か
、
あ
る
い
は
一
方
的
で
な
く
双
方
向
的
な
も
の
か
は
不
明
だ
が
、
道
命
歌
の
重
要
な
一
面
と
し
て
位
置
付
け
る
べ
き
と

思
う
の
で
あ
る
。
以
下
に
、
道
命
歌
を
軸
に
し
て
、
そ
れ
ら
の
一
部
を
掲
げ
た
い
。

子
の
日
、
ま
つ
の
を
に
て
、
人
人
あ
ま
た
く
だ
り
し
に

①
ひ
き
つ
れ
て
け
ふ
は
子
の
日
を
し
つ
る
か
な
ま
つ
の
を
山
の
ね
を
た
づ
ね
つ
つ

(

道
命
集
・
二
三)

引
き
連
れ
て
今
日
は
子
の
日
の
松
に
ま
た
い
ま
千
年
を
ぞ
の
べ
に
出
で
つ
る

(

後
拾
遺
集
・
春
上
・
二
五
・
和
泉
式
部)

[

侍
る
山
寺
に
ま
か
り
か
へ
り
た
る
に
、
花
の
み
な
ち
り
に
け
る
を
み
て
よ
み
侍
り
け
る]

②
心
う
く
を
し
み
し
花
は
ち
り
は
へ
て
な
ど
い
と
ふ
み
の
ひ
さ
し
か
る
ら
ん

(

道
命
集
・
一
九
五)

お
ぼ
ろ
け
に
を
し
み
し
花
は
散
り
に
け
り
枝
に
さ
へ
こ
そ
め
は
と
ま
り
け
れ

(

和
泉
式
部
集
・
二
一
二)

世
の
中
に
あ
や
し
き
物
は
厭
ふ
身
の
あ
ら
じ
と
思
ふ
に
惜
し
き
な
り
け
り

(

同
・
三
四
六)

あ
す
こ
む
と
い
ひ
た
る
人
の
、
雨
の
い
た
う
ふ
れ
ば
見
え
ぬ
に
い
ひ
や
る

③
曇
ら
ず
は
お
ぼ
ろ
け
に
て
は
と
思
ふ
べ
し
こ
は
雨
ゆ
ゑ
に
さ
は
る
も
の
か
は

(

道
命
集
・
一
九
七)

よ
べ
は
雨
の
い
た
う
降
り
し
か
ば
行
か
ず
な
り
に
し
、
と
言
ひ
た
り
し
人
に
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人
な
ら
ば
言
ふ
べ
き
も
の
を
待
つ
ほ
ど
に
雨
降
る
と
て
は
障
る
も
の
か
は

(

和
泉
式
部
続
集
・
四
二
六)

正
月
七
日
は
る
の
た
つ
と
し
、
人
の
も
と
に
わ
か
な
た
て
ま
つ
る
に

④
い
つ
し
か
も
き
み
に
と
お
も
へ
ば
春
霞
た
つ
や
お
そ
き
と
わ
か
な
を
ぞ
つ
む

(

道
命
集
・
二
一
八)

春
霞
た
つ
や
お
そ
き
と
山
川
の
岩
間
を
く
ゝ
る
音
聞
こ
ゆ
な
り

(

後
拾
遺
集
・
春
上
・
一
三
・
和
泉
式
部)

こ
れ
ら
①
〜
④
は
、
特
に
重
な
り
が
大
き
く
、
説
明
を
必
要
と
し
な
い
ほ
ど
一
目
で
両
者
の
関
わ
り
の
強
さ
が
確
認
さ
れ
る
。
以
下
に
は
、
他

の
歌
人
の
和
歌
と
も
重
な
り
が
見
ら
れ
、
そ
れ
ら
か
ら
の
摂
取
も
想
定
さ
れ
る
が
、
な
お
和
泉
式
部
と
の
関
わ
り
の
深
さ
が
推
測
さ
れ
る
も
の

を
挙
げ
る
。や

ま
で
ら
に
こ
も
り
て
、
人
の
も
と
に
や
り
侍
り
し

⑤
日
に
そ
へ
て
お
ぼ
つ
か
な
さ
の
ま
さ
る
か
な
あ
ひ
み
え
し
日
や
遠
ざ
か
る
ら
ん

(

道
命
集
・
二
七)

日
に
そ
へ
て
憂
き
こ
と
の
み
も
ま
さ
る
か
な
暮
れ
て
は
や
が
て
明
け
ず
も
あ
ら
な
ん

(

後
拾
遺
集
・
恋
四
・
八
〇
六
・
源
高
明
、
和
泉
式
部
集
・
五
四
六)

つ
げ
そ
め
し
思
ひ
を
空
に
か
す
め
て
も
お
ぼ
つ
か
な
さ
の
な
ほ
ま
さ
る
か
な

(

元
良
親
王
集
・
一
二
八)

な
が
め
や
る
山
辺
は
い
と
ど
霞
み
つ
つ
お
ぼ
つ
か
な
さ
の
ま
さ
る
春
か
な

(

拾
遺
集
・
恋
三
・
八
一
七
・
藤
原
清
正
女)

を
ば
、
う
せ
た
ま
へ
り
し
こ
ろ

⑥
お
く
れ
た
る
わ
が
身
を
嘆
く
を
り
を
り
に
先
だ
つ
も
の
は
な
み
だ
な
り
け
り

(

道
命
集
・
一
一
五)

六
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悲
し
き
は
お
く
れ
て
嘆
く
身
な
り
け
り
涙
の
先
に
た
ち
な
ま
し
か
ば

(

和
泉
式
部
続
集
・
七
三)

末
の
露
下
の
雫
や
世
の
中
の
遅
れ
先
立
つ
た
め
し
な
る
ら
ん

(

新
古
今
集
・
哀
傷
・
七
五
七
・
遍
昭)

心
に
は
そ
む
か
ん
と
し
も
思
は
ね
ど
先
立
つ
も
の
は
涙
な
り
け
り

(

清
少
納
言
集
・
三
八)

秋
、
山
寺
に
ま
か
り
こ
も
り
て
、
し
ば
し
あ
り
て
人
に

⑦
秋
風
の
は
げ
し
き
山
に
い
り
し
よ
り
あ
ゆ
ぶ
く
さ
ば
に
つ
け
て
か
な
し
も

(

道
命
集
・
一
一
六)

消
え
ぬ
べ
き
露
の
我
身
は
物
の
み
ぞ
あ
ゆ
ぶ
草
葉
に
悲
し
か
り
け
る

(

和
泉
式
部
集
・
八
八
六)

手
に
な
ら
す
扇
の
風
を
添
へ
た
ら
ば
あ
ゆ
く
草
葉
に
つ
け
て
忘
る
な

(

赤
染
衛
門
集
・
六
〇
六)

例
え
ば
⑤
で
は
道
命
歌
の
二
三
句
と
ほ
と
ん
ど
重
な
る
が
空
模
様
中
心
の
二
首
に
対
し
、
和
泉
式
部
歌
の
み
が
日
の
進
行
を
問
題
視
し
て
い

る
こ
と
で
道
命
と
の
関
係
深
さ
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
⑥
で
は
、
遍
昭
歌
を
出
発
と
す
る
が
、
道
命
歌
と
清
少
納
言
歌
の
下
句
が
一
致
す
る

も
の
の
、
上
句
ま
で
含
め
れ
ば
や
は
り
和
泉
式
部
歌
の
方
が
関
わ
り
深
い
と
見
な
さ
れ
よ
う
。
⑦
は

｢

あ
ゆ
ぶ｣

｢

あ
ゆ
く｣

と
い
う
語
義
不

明
瞭
な
語
を
含
み

(

４)

、
道
命
歌
が
和
泉
式
部
歌
と
赤
染
衛
門
歌
の
ど
ち
ら
か
の
み
と
関
わ
っ
た
と
言
う
の
は
難
し
く
、
む
し
ろ

｢

悲
し｣

の
重
な

り
か
ら
和
泉
式
部
歌
と
無
縁
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う
に
止
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
実
作
上
の
関
わ
り
こ
そ
が
道
命
と
和
泉
式
部
に
つ
い
て
検
証
で
き
る
接
点
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
和
歌
表
現
が
多
く
重
な
る
こ
と

自
体
が
小
さ
く
な
い
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
特
に
説
話
で
の
二
人
に
つ
い
て
艶
聞
こ
そ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
和
泉
式
部

の
恋
多
き
女
と
い
う
評
判
に
因
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
以
上
に
、
道
命
自
身
の
好
色
性
や
諧
謔
性
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

説
話
中
の
道
命
は
、
読
経
の
素
晴
ら
し
さ
に
仏
教
者
と
し
て
の
優
位
性
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
む
し
ろ
全
体
的
に
は
俗
物
的
な
人
物
像
こ
そ
が

浮
き
上
が
っ
て
く
る
。
そ
う
し
た
説
話
が
成
立
す
る
背
景
に
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
彼
の
実
際
の
和
歌
自
体
に
、
洒
脱
性
を
特
徴
と
す
る
遍

道
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昭
の
亜
流
と
も
言
え
る
諧
謔
性
や
卑
俗
に
近
い
俗
物
性
が
あ
る
の
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
和
泉
式
部
と
の
関
係
を
も
偏
っ
た
も

の
と
し
て
伝
え
る
こ
と
に
な
る
元
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

４

以
上
、
説
話
を
手
が
か
り
に
道
命
の
和
歌
世
界
を
見
て
き
た
が
、
道
命
の
和
歌
を
総
体
か
ら
見
直
す
た
め
、
勅
撰
集
入
集
歌
全
57
首
に
つ
い

て
、
部
立
別
に
整
理
す
る
。

後
拾
遺

(

16)

…
春
上

(

１)
夏

(
３

２)

秋
上

(

１

１)

恋
一

(

５)

恋
四

(

２)

雑
一

(

３

１)

雑
四

(

１

１)

詞

花

(

９)

…
春

(

２

１)

夏

(
１)

秋

(

２

１)

恋
上

(

３)

雑
下

(

１)

千

載

(

９)

…
春
下

(

１

１)

夏

(
１

１)

秋
上

(

１

１)

秋
下

(

１

１)

離
別

(

１

１)

哀
傷

(

１)

雑
上

(

１)

雑

中

(

１

１)

俳
諧

(

１

１)

新
古
今

(

４)

…
春
上

(

１

１)

離
別

(

１

１)
雑
中

(

２

２)

続
後
撰

(

１)

…
雑
下

(

１

１)

続
古
今

(

３)

…
哀
傷

(

２

２)

雑
下

(

１

１)

玉

葉

(

２)

…
雑
三

(

１

１)

雑
四

(

１

１)

続
千
載

(

１)

…
冬

(

１

１)

続
後
拾

(

２)

…
夏

(

１

１)

雑
中

(

１

１)

風

雅

(

２)

…
春
上

(

１

１)

冬

(

１)
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新
千
載

(

２)

…
羈
旅

(

１

１)

雑
中

(

１

１)

新
拾
遺

(

３)

…
夏

(

１

１)

哀
傷

(

１)

雑
中

(

１)
新
後
拾

(

１)

…
春
下

(

１)

新
続
古

(
２)

…
羈
旅

(

１)

哀
傷

(

１

１)

右
の
表
で

(
)

内
が
歌
数
だ
が
、
棒
線
下
は

『

道
命
集』

に
入
っ
て
い
る
歌
数
を
示
し
た
。
全
体
を
見
渡
す
と
、
部
立
が
多
岐
に
及
ん
で

い
る
こ
と
、
勅
撰
集
の
み
に
入
っ
て
い
て

『

道
命
集』

に
入
っ
て
な
い
歌
は
25
首
で
43
・
8
％
に
な
る
こ
と
、
な
ど
が
わ
か
る
。
後
者
に
な
お

注
目
す
る
と
、
傍
点
線
を
付
し
た

『
後
拾
遺
集』

と

『

詞
花
集』

の
恋
部
と
雑
の
一
部
が
目
立
ち
、
こ
こ
の
み
で
勅
撰
集
独
自
歌
は
12
首
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
両
集
の
恋
歌
が
勅
撰
集
独
自
歌
の
半
数
に
近
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
論
文
と
し
て
は
、
こ
の
点
に
注
目
し
た
い
と
考
え

る
。
つ
ま
り
、
僧
侶
歌
人
で
あ
る
道
命
が
勅
撰
集
に
恋
歌
を
多
く
残
し
て
い
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。し

か
し
、
そ
の
前
に

『

道
命
集』

に
は
恋
歌
は
あ
る
の
か
な
い
の
か
を
見
た
い
と
思
う
。
そ
の
点
で
明
白
に
恋
歌
と
言
え
る
の
は
、
題
詠
の
、

恋

こ
ひ
し
と
は
み
な
人
い
へ
ど
わ
が
身
に
は
い
ま
は
じ
め
た
る
心
地
こ
そ
す
れ

(

一
五
九)

の
み
で
あ
る
。
他
は
部
立
が
な
い
か
ら
内
容
で
推
測
す
る
し
か
な
い
。
例
え
ば
、
恋
歌
で
多
く
用
い
ら
れ
る

｢

か
た
ら
ふ｣

を
含
む
も
の
が
あ

る
。

道
命
阿
闍
梨
と
恋
歌

六
五



あ
ひ
か
た
ら
ふ
人
に

①
わ
れ
ば
か
り
あ
ひ
お
も
ふ
こ
と
は
か
た
く
と
も
思
ふ
人
を
ば
お
も
ひ
し
ら
な
む

(

二)

か
た
ら
ふ
人
の
、
た
え
て
と
し
ご
ろ
あ
り
て
、
た
れ
を
か
い
ま
は
か
た
ら
ふ
な
ど
い
ひ
お
こ
せ

た
れ
ば

②
と
ふ
人
も
い
ま
は
な
し
わ
が
み
わ
の
山
す
ぎ
に
し
か
た
を
あ
は
れ
と
ぞ
思
ふ

(

一
三
一)

か
た
ら
は
む
な
ど
い
ふ
人
に
い
か
に
い
ひ
や
ら
ん
な
ど
い
ふ
人
に
と
ら
す

③
お
も
ふ
ら
ん
心
も
し
ら
で
か
ぎ
り
な
き
お
ぼ
つ
か
な
さ
に
ま
く
る
た
ま
づ
さ

(

二
七
五)

返
し

か
き
や
ら
ん
と
お
も
ふ
こ
こ
ろ
は
あ
り
な
が
ら
な
は
し
ろ
水
の
し
ば
し
よ
ど
む
ぞ

(

二
七
六)

①
は
、
付
き
合
っ
て
い
る
相
手
に
、
自
分
と
同
じ
だ
け
思
う
こ
と
は
無
理
で
も
、
私
が
あ
な
た
を
思
っ
て
い
る
こ
と
は
知
っ
て
い
て
ほ
し
い
、

と
送
っ
た
も
の
。
②
は
昔
親
し
か
っ
た
者
が
、
近
況
を
尋
ね
て
き
た
の
で
、
今
つ
き
あ
っ
て
い
る
相
手
は
な
く
、
昔
ば
か
り
が
恋
し
い
と
答
え

た
。
③
は
、
付
き
合
い
を
望
ま
れ
た
人
か
ら
道
命
が
相
談
を
受
け
て
の
代
作
。
相
談
を
持
ち
か
け
た
の
は
女
か
も
し
れ
な
い
。｢

お
も
ふ
ら
ん
…
…｣

の
和
歌
で

｢

ま
く
る｣

の
意
が
不
明
。
仮
に
次
の
西
行
歌
で
の

｢

か

(
懸)
く
る｣

の
誤
写
と
考
え
た
。

霧
上
雁

空
い
ろ
の
こ
な
た
を
う
ら
に
た
つ
霧
の
お
も
て
に
雁
の
か
く
る
た
ま
づ
さ

(

山
家
集
・
四
二
四)

道
命
の
歌
は
、｢

あ
な
た
が
ど
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
か
も
知
ら
ず
、
自
分
の
限
り
な
い
気
が
か
り
か
ら
手
紙
を
書
い
て
送
り
ま
す｣

と
の
内

六
六



容
で
、
返
歌
は

｢

私
も
書
い
て
送
る
気
持
ち
は
あ
る
の
で
す
が
、
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
る
の
で
す
よ｣

と
の
内
容
。
道
命
は
相
談
し
て
き
た
人
物

の
代
作
を
し
、
返
歌
は
相
談
し
て
き
た
者
と
も
、｢

か
た
ら
は
む｣

と
言
っ
た
人
物
と
も
考
え
得
る

(

５)

。

人
の
も
と
よ
り
、
ひ
さ
し
う
た
い
め
ん
す
ま
じ
き
よ
し
な
ど
い
ひ
た
り
し
に

④
あ
ふ
こ
と
は
か
た
か
る
べ
し
と
き
き
し
か
ど
く
だ
け
て
わ
れ
は
物
を
こ
そ
お
も
へ

(

三
七)

④
は
、
対
面
を
断
ら
れ
た
道
命
の
辛
さ
を
訴
え
た
内
容
。
下
句
は
名
歌
、

か
ぜ
を
い
た
み
い
は
う
つ
な
み
の
お
の
れ
の
み
く
だ
け
て
も
の
を
お
も
ふ
こ
ろ
か
な

(

重
之
集
・
三
〇
三
・
百
首
歌

恋
、
詞
花
集
・
恋
上
・
二
一
一)

に
倣
っ
た
も
の
で
、
重
之
歌
の
恋
心
に
重
な
る
内
容
と
見
た
。
他
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

人
の
、
う
た
お
ほ
う
よ
み
て
お
こ
せ
た
り
し
返
し

⑤
こ
れ
は
み
つ
え
こ
そ
し
ら
れ
ね
わ
が
こ
ひ
は
か
き
つ
く
す
べ
き
か
た
し
な
け
れ
ば

(

九
四)

人
の
も
と
に
や
る

⑥
秋
風
の
う
ち
ふ
く
ご
と
に
を
ぎ
の
は
の
う
ご
き
あ
ゆ
だ
に
き
み
ぞ
こ
ひ
し
き

(

一
三
四)

か
へ
し

秋
風
は
ふ
き
す
ぎ
て
の
み
ゆ
く
お
と
を
を
ぎ
の
し
た
葉
は
う
ら
み
こ
そ
す
れ

(
一
三
五)

道
命
阿
闍
梨
と
恋
歌
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七



又
人
に

⑦
わ
す
る
な
よ
わ
す
る
と
き
か
ば
み
く
ま
の
の
う
ら
の
は
ま
ゆ
ふ
う
ら
み
か
さ
ね
ん

(

九
一)

侍
る
と
こ
ろ
に
お
ひ
た
る
し
の
ぶ
ぐ
さ
を
、
ふ
み
に
さ
す
と
て
人
の
と
る
を
み
て

⑧
い
づ
か
た
に
ゆ
か
む
と
す
ら
ん
し
の
ぶ
ぐ
さ
ふ
り
に
し
や
ど
の
つ
ま
を
わ
す
る
な

(

七
九)

⑤
か
ら
⑧
は
、
歌
の
中
に

｢
こ
ひ｣

｢

う
ら
み｣

｢

つ
ま｣

を
含
む
の
で
挙
げ
た
。
最
後
に
一
首
を
挙
げ
る
。

よ
り
ふ
し
て
花
を
み
る
と
て

⑨
あ
や
し
く
も
花
の
あ
た
り
に
ふ
せ
る
か
な
を
ら
ば
と
が
む
る
人
や
あ
る
と
て

(

一
七
二)

⑨
は
、
美
し
い
花
に
寄
せ
て
の
思
い
を
詠
ん
で
い
る
が
、
棒
線
箇
所
の
表
現
が
恋
人
に
対
す
る
よ
う
に
生
々
し
い
。
前
掲
の
遍
昭
歌

｢

…
藤

の
は
な
は
ひ
ま
つ
は
れ
よ
…｣

に
近
い
諧
謔
性
が
あ
り
、
好
色
性
と
の
接
点
を
示
す
歌
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
掲
げ
た
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
冒
頭
の
題
詠
と
③
の
代
作
歌
を
除
け
ば
、
ど
れ
も
道
命
の
思
い
を
人
に
伝
え
る
た
め
に
送
っ
た
和
歌
で
あ
る
。
そ
の
関
係

は
様
々
に
考
え
ら
れ
る
。
同
性
ま
た
は
異
性
の
親
し
い
友
人
も
あ
れ
ば
、
友
人
で
は
な
い
儀
礼
的
関
係
も
あ
り
、
そ
う
し
た
場
合
で
も
恋
歌
的

装
い
を
す
る
と
い
う
場
合
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
そ
う
し
た
表
現
も
彼
の
諧
謔
性
の
現
れ
と
み
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、

彼
は
俗
人
で
は
な
い
僧
侶
歌
人
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
こ
う
し
た
恋
歌
に
関
わ
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
勅
撰
集
で
の
恋
の
和
歌
に
つ

い
て
、
僧
侶
歌
人
全
体
か
ら
道
命
の
和
歌
を
見
直
し
た
い
。

(

未
完)

六
八



注
(

１)

①

｢

傅
大
納
言
藤
原
道
綱
の
妻
妾
・
子
女
考｣

上
村
悦
子

｢

日
本
女
子
大
学
紀
要｣

昭
和
44
年
３
月
。

道
命
の
母
は
嵯
峨
源
氏
の
源
広
女
。
道
命
の
説
話
、
勅
撰
集
入
集
。
和
歌
は

｢

縁
語
・
掛
詞
を
自
由
自
在
に
駆
使
し
た
知
巧
的
か
つ
洒
脱
闊

達
な
機
智
を
弄
し
た
諧
謔
の
歌
が
多
い
。
…
し
か
し
ま
た
一
面
自
然
を
観
照
し
た
歌
に
し
み
じ
み
し
た
深
い
感
慨
の
こ
め
ら
れ
た
も
の
も
あ

る｣

。

②

『

道
命
阿
闍
梨
集

本
文
と
総
索
引』

三
保
サ
ト
子
編
、
和
泉
書
院
、
昭
和
55
年
10
月
。

本
文
は
、『

道
命
阿
闍
梨
集』

現
存
写
本
か
ら
宮
内
庁
書
陵
部
蔵

｢

道
命
阿
闍
梨
集｣

(

五
〇
一
・
一
七
六)

を
底
本
と
し
、
同
所
蔵

｢

道
命

法
師
集｣

(
五
〇
一
・
七
一
〇)

で
校
異
を
示
し
た
。
後
半
は
、
本
文
全
語
彙
に
つ
い
て
の
索
引
。

③

｢

道
命
阿
闍
梨
の
和
歌
資
料
に
つ
い
て
の
考
察｣

田
中
新
一

｢

国
語
国
文
学
報｣

昭
和
59
年
３
月
。

重
出
歌
へ
の
注
目
か
ら
各
歌
の
詠
作
年
次
推
定
及
び
家
集
構
成
な
ど
を
論
ず
。

④

｢

道
命
阿
闍
梨
の
伝
記
的
考
察｣
田
中
新
一

｢

国
語
国
文
学
報｣

昭
和
60
年
３
月
。

道
命
の
誕
生
と
母
に
つ
い
て
。
花
山
院
の
出
家
と
近
侍
。
綏
子
の
母
対
の
御
方
へ
の
代
作
歌
。
三
条
院
へ
の
思
い
入
れ
。
敦
信
・
定
頼
・
公

任
・
保
昌
等
と
の
関
わ
り
。
非
道
綱
家
的
人
物
。

⑤

｢

道
命
の
歌

道
綱
母
と
花
山
院
の
存
在
を
通
し
て

｣

三
保
サ
ト
子

｢

仁
愛
女
子
短
期
大
学
紀
要｣

昭
和
61
年
３
月
。

道
綱
母
の
和
歌
と
の
類
似
性
。
花
山
院
と
の
関
わ
り
始
発
。
連
歌
好
み
。
連
歌
と
花
山
院
周
辺
歌
人
。
絵
に
付
け
る
歌
。

⑥

｢

道
命
法
師
考

飯
室
妙
香
院
を
め
ぐ
っ
て

｣

三
保
サ
ト
子
。
稲
賀
敬
二
編
著

『

源
氏
物
語
の
内
と
外』

昭
和
62
年
11
月
。

道
命
の
出
生
と
得
度
受
戒
。
祖
父
兼
家
の
弟
尋
禅
が
師
。
尋
禅
の
甥
と
そ
の
子
息
が
花
山
院
出
家
を
追
う
。
道
命
の
花
山
天
皇
へ
の
童
殿
上

は
道
綱
父
子
の
栄
達
の
布
石
。
尋
禅
が
花
山
天
皇
の
剃
髪
入
道
の
師
。
花
山
院
・
義
懐
・
そ
の
息
成
房
・
惟
成
の
そ
の
後
。
道
命
、
総
持
寺

阿
闍
梨
と
な
る
。

⑦

｢

法
輪
寺
の
道
命
阿
闍
梨｣

三
保
サ
ト
子

｢

島
根
女
子
短
期
大
学
紀
要｣
昭
和
63
年
３
月
。

中
年
期
の
道
命
。
法
輪
寺
在
住
。
尚
侍
綏
子
の
死
。
道
綱
家
歌
合
に
和
泉
式
部
と
と
も
に
参
加
。
花
山
院
と
の
繋
が
り
。
赤
染
衛
門
・
公
任

と
の
関
わ
り
。

道
命
阿
闍
梨
と
恋
歌

六
九



⑧

｢

説
話
集
の

｢

道
命｣｣

山
下
正
治

｢

立
正
大
学
国
語
国
文｣

平
成
５
年
３
月
。

『

法
華
験
記』

『

今
昔
物
語
集』

『

古
事
談』

『

宇
治
拾
遺
物
語』

『

雑
談
集』

で
の
道
命
に
関
す
る
説
話
の
差
を
論
じ
る
。
ま
じ
め
な
法
華
持

経
者
が
、『

古
事
談』

以
後
、
好
色
僧
・
破
戒
僧
と
さ
れ
た
。

⑨
｢

道
命
阿
闍
梨
伝
考

晩
年
の
軌
跡

｣

三
保
サ
ト
子
。
稲
賀
敬
二
編
著

『

論
考

平
安
王
朝
の
文
学

一
条
朝
の
前
と
後』

平
成
10
年
11
月
。

道
命
の
伝
記
的
考
察
後
編
。
寛
弘
七

(

一
〇
一
〇)

年
妹
の
死

(

家
集
・
一
四
三)

。
長
和
五

(

一
〇
一
七)

年
の
天
王
寺
別
当
着
任
。
三

条
天
皇
・
敦
明
親
王
・
中
宮
妍
子
へ
の
関
わ
り
。
定
頼
・
頼
宗
と
の
交
友
。

⑩

｢『

道
命
阿
闍
梨
集』

注
釈

(

一)

〜

(

六)｣

柏
木
由
夫

｢

大
妻
女
子
大
学
紀
要

文
系

｣

平
成
23
年
３
月
〜
28
年
３
月
。

｢

冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
承
空
自
筆
本｣

を
底
本
と
し
、｢

宮
内
庁
書
陵
部
蔵

｢

道
命
阿
闍
梨
集｣

(

五
〇
一
・
一
七
六)｣

、｢

宮
内
庁
書
陵
部

蔵

｢

道
命
法
師
集｣

(

五
〇
一
・
七
一
〇)｣

、｢

京
都
女
子
大
学
図
書
館
蔵
旧
谷
山
茂
氏
蔵

(

伝
岩
崎
美
隆
旧
蔵)｣

の
校
異
を
示
し
、
全
注

釈
を
試
み
て
い
る
。

(

２)
『

新
潮
古
典
集
成

古
今
著
聞
集』

(
西
尾
光
一
・
小
林
保
治
校
注)

頭
注
参
照
。

(

３)
｢

僧
正
遍
照｣

川
村
晃
生

｢

芸
文
研
究｣
昭
和
55
年
12
月
。

遍
昭
の
和
歌
を
、｢

古
代
性｣
｢

俗
語
的

(

口
語
的)

表
現｣

｢

洒
脱
性
・
即
興
性｣

｢

仏
教
的
詠
歌｣

に
分
け
て
論
じ
た
。

(

４)

拙
稿

｢『

道
命
阿
闍
梨
集』

注
釈

(

四)｣

の
語
訳
。｢

○
あ
ゆ
ぶ

｢

歩
む｣

に
同
じ
と
さ
れ
る

(

日
本
国
語
大
辞
典)

。
和
歌
の
例
は
僅
少
…
紛
ら

わ
し
い
語
に
、｢

あ
ゆ
く｣

が
あ
る
。
…
諸
注
釈
は

｢
あ
ゆ
く｣

を

｢

動
く
、
揺
れ
る｣

と
訳
す
。
…
違
う
の
か
、
同
じ
な
の
か
。
同
じ
と
見
て
、｢

あ

ゆ
ぶ｣

に
も

｢(

風
に)

揺
れ
る｣

意
が
あ
る
と
解
す
。｣

(

５)
『

山
家
集』

に
は
、
別
に
次
の
例
も
あ
り
、｢

つ
く
る｣

の
誤
写
も
可
能
性
と
し
て
は
あ
り
う
る
。

売
人
に
付
文
恋
と
云
ふ
事
を

お
も
ひ
か
ね
い
ち
の
な
か
に
は
人
お
ほ
み
ゆ
か
り
た
づ
ね
て
つ
く
る
た
ま
づ
さ

(

六
一
〇)

(

付
記)

本
稿
の
続
稿
は
、
大
妻
女
子
大
学

『

人
間
生
活
文
化
研
究』

に
掲
載
予
定
。
O
nline

Jounal
http://jounal.otsum

a.ac.jp/

七
〇


