
王
朝
女
流
歌
人
の

「
月
」

後
拾
遺
集
を
中
心
に

実

川

恵

子

月

に
彩
ら
れ

て
い
く
時
空

を
描
写

し
た
作

品
が
、
王
朝

の
文
学

に
は
た
び

た

び
表

わ
れ

る
。

『枕

草

子
』

二
七
七

段

(角

川
文
庫

本
)
「
成
信

中
将

は
、
入
道
兵

部
卿

の
御

子
に

て
」
段

な
ど

に
頻

出
す

る
月
光

の
場
面
は
、
そ

の
輝

き

の
中

に
懐

旧
の
情

を
封
じ
込

め
、
更

に
心
象
的

な
意
味
合

い
を
含

ま

せ
て
ゆ
く
。

ま
た
、

『源
氏

物

語
』

は
物
語

の
展
開
や
登
場
人
物

の
心

の
あ
り

よ
う

と
密

接
な
関
係
を
持

ち

な
が
ら
、
主
人
公

た
ち

の
苦
悩
を
救
済

す
る
と

い
う
方
向

へ
導
く
働
き
を

も
荷

っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
よ
く
引
き
合

い
に
出
さ
れ

る

『更

級
日
記
』
上
洛

の
旅

の
記

に
描

か
れ
た

「
ま

つ
さ
と

の
わ
た
り

の
月
影
あ

は
れ

に
見

し
」
乳
母

と

の

別
離
、
姉

の
遺

児

に
洩
り
く

る

「
い
と
ゆ
ゆ

し
く

お
ぼ

ゆ
る
」
月
影

は
、
孝
標

女

の
苛
酷

な
運
命

そ

の
も

の
を
表

わ
し

て
も

い
る
。

　ユ
　

こ
れ
ら

の
作

品
を
辿

る
時
、
月

影

に
よ

っ
て
描
き

出
さ
れ

た
心

の
様
相

は
和

歌
世
界

で
は
ど

の
よ
う

に
と
ら

え
ら
れ

て
い
る
の
か
。

そ
れ
を
平
安
和
歌

史

の

一
つ
の
屈
折
点

と
さ
れ

る

『後
拾
遺
集

』

の
月
歌

に
探

っ
て
み
る
こ
と

に
し
た

い
。

後
拾
遺
期

を
境

に

「
月
」
歌

は
し
だ

い
に
増
加

し
て

い
く
傾
向

に
あ

る
。

試

み
に

『
八
代
集
総

索
引
』

(新

古
典
文

学
大
系
)

の

「
月
」
項

目

に
掲
げ

ら

れ

た
歌
数

は
、

古
今

20
、
後

撰
30
、
拾
遺

34
、
後

拾

76
、
金
葉

51
と
急

増
す

る
。

こ

の
他
、

「
月

か
げ
」

10
、
「
月

の
か
げ
」

5
、
「
月

の
ひ
か
り
」

5
、
「
月

の
輪
」

2
例

な

ど

の
歌
語

を
含

め
、
「
月
」

歌

へ
の
関
心

の
高

ま
り
を
示
し

て
い
る
。

特

に

『後

拾
遺
集
』

に
急
増

す

る
月
歌

は
、
秋

上
、
下
、
雑

一
巻

に
配
列
さ

れ

る
。

こ

の
う
ち
雑

一
巻

の

「
雑
月
」
歌

に
は
女
流
歌
人
詠
が

目
立

っ
て
い
る
。

こ

の
点

に
注
目

し
て
、
月
歌

が
ど

の
よ
う

な
視
点

で
と
ら
え
ら

れ
表

現
さ
れ

る

の
か
。

考
察

し

て
み
た

い
。

『後

拾
遺
集
』

に
入
る
前

に
、
先
行

の
勅
撰
集

の
月
歌

に

つ
い
て
少

し
触
れ

て

お
き
た

い
。

『古
今

和
歌
集
』

に
詠

わ
れ
た
月

は
、

四
季
歌

で
は

「
白
雲

に
羽
う
ち

か
は
し

飛

ぶ
雁

の
か
ず

さ

へ
見
ゆ

る
秋

の
夜

の
月
」

(秋

上

・
珊

読
人

し

ら
ず
)

や
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「
佐
保

山

の
は

は
そ

の
紅
葉

散
り

ぬ
べ
き

み
夜

さ

へ
見

よ
と
照
ら
す
月
影
」

(秋

下

・
劉

読

人

し
ら
ず
)

な
ど

の
よ
う

に
、

月
光

の
明

る
さ
に
焦

点
が
あ

て
ら

れ
て

い
る
歌
が
多

い
。

ま

た
、
雑

歌

で
は
、
『
大
和
物

語
』

に
も
載

る

「
わ
が

心
慰

め
か
ね

つ
更

級
や
姨
捨

山

に
照
る
月

を
見

て
」

(雑

上

・
跚

読

人
し

ら

ず
)
、

「
か

つ
見

れ
ど

う
と
く
も
あ

る
か
な
月
影

の
い
た
ら
ぬ
里
も
あ
ら
じ

と
思

へ
ぽ

」

(雑
上

・
脚

紀
貴
之

)
が
あ

る
。

こ
の
両
歌

は
、
秋

の
月
歌

の
趣

と

は
大
き
く
異

な
り
、

比
喩
的

で
述
懐

歌
的

な
世
界
を
詠

っ
て
い
る
。

続
く

『後
撰
和

歌
集
』

で
揖
沖
秋

中
歌

「
い

つ
と
て
も
月
見

ぬ
秋

は
な
き
も

の
を
分

き

て
今
宵

の
め
づ

ら

し
き

か
な
」

(
躅

・
藤
原
雅

正
)
と

「
秋

風

に

い

と
ど

ふ
け
ゆ

く
月
影

を
た
ち

な
か
く

し
そ
天

の
川

霧
」

(秋
中

.
躅

藤
原

清

正
)

は
、

共

に
中
秋

の
名
月

の
す
ば

ら
し
さ

を
詠

う
が

、

い
ず
れ

も
月

の
美

し

い
輝
き

を
詠

う
。
雑

一
に
収

め
ら
れ
た
月
歌

は
、
詳

細
な
詞
書

を
持

つ

「
照

る

月
を
柾

木

の
綱

に
縒

り
掛
け

て
飽

か
ず

別
る

る
人
を

つ
な
が

ん
」

(
㎜

・
河
原

左
大
臣
)

と

い
う
奇
抜

な
発

想

に
よ

る
行
平
朝

臣
と

の
贈
答
歌

で

一
つ
の
座
興

的

な
お
も
し
ろ
さ
を

ね
ら

っ
た
歌
等
が
置

か
れ
る
。

次

の

『
拾
遺
集
』

で
は
、
始

め
て

「
冬

の
月
」
が

三
首

(
劉
～
嬲
)
詠

ま
れ

て

い
る
。
恵
慶
法
師

の

「
あ
ま

の
原
空

さ

へ
さ
え
や
渡

る
ら
ん
氷
と
見
ゆ

る
冬

の
夜

の
月
」

(
242
)

は
、
冷

気

の
中

に
冴
え
渡

る
冬

の
月
を
氷

に
見
立

て

て

い

る
。
月

は
秋

の
景
物

と
し

て
詠
出

し
た
伝
統

を
破
り
、
新

し

い
月

の
美
を
見

い

出
し

て
い
る
。

ま
た
、
雑
上

の
巻
頭

に
十

一
首

の
月
歌

を
置

い
た

の
も

『後

拾

遺

集
』

に
受

け
継

が
れ

る
。

こ
の
月

歌
は
述
懐
的

な
歌

か
ら
始
ま

り
、
月

を
待

つ
心
、
月
夜

に
立
ち
寄
ら
ず

に
通

り
過
ぎ

て
い

っ
た
人

へ
の
恨

み
の
歌
、
屏

風

歌
、
題
詠
歌

と
続
き
、
あ

は
れ

の
歌

を
主
流

に
し
て

い
る
。

三
代
集

の
月
歌

は
、
各
集

ご
と

の
編
纂
意
図

に
即
し

た
内
容

の
歌

を
入
集
し
、

素
材

と
し
て

の
月

の
と
ら

え
方
が

異
な

っ
て

い
る
。

こ
れ
ら

の
伝
統
が

『
後
拾

遺
集
』

に
ど

の
よ
う

に
反
映

さ
れ
て

い
く

の
だ
ろ
う

か
。

ま
ず
、

『後
拾

遺
集

』

四
季
歌

の
月
歌
を
と
り
掲
げ

て
み
る
こ
と

に
し
た

い
。

巻

五

「
秋
下
」

(
933
)
、
斎
院
中
務

の
次

の
よ
う

な
歌
が

あ

る
。

選

子

内

親

王

い

つ
き

と

聞

え

け

る
と

き
、
九

月

の
と

を

か

あ

ま

り

に
あ

か
月
ち

か
う
な

る
ま

で
人

々
な
が
む

る

に
、
き

し
か
た
ゆ

く

す

ゑ
も
か

か
る
夜

は
あ

ら
じ
な
ど

い
ひ
て
よ
み
待
り
け

る

月

は
よ
し
は
げ

し
き
風

の
音

さ

へ
そ
身

に
し
む
ば

か
り
秋

は
か
な
し
き

宵

の
月
と
激
し
く
吹
き
荒

れ
る
風

の
音
が
作
者

の
悲
愁
を
誘

い
、

さ
ら

に
そ

れ
が

心

に
深
く
し

み
入
る

の
で
あ

る
。

四
句

「
み

に
し
む
」

は
古
来

の
用
法

か

ら
逸
脱

し
た
後
拾
遺
集

独
自

な

「
色
」

と
は
無

関
係

に
使

わ
れ
た
用
法
と

し
て

注

目
さ
れ

る
。

ま
た
、
詞
書

か
ら
作
者
が

大
斎
院
選

子
内

親
王

に
出
仕

し
た
折

の
詠
歌

で
あ

り
、
「
九
月

の
と
を

か
あ
ま

り
」

の
月

と
あ

る

の
で
、
お
そ
ら

く
月
見

の
風
習

と
さ
れ

た
十

三
夜

を

い
う

の
で
あ

ろ
う
。

詳
細
な
詞
書

や
、
感

覚
的

で
月

の
美

し

い
夜

の
情
趣

と
作

者

の
心

に
深

く
身

に
し

み
る
風

の
音

と

い
う
取
り
合

わ
せ

に
よ

る
詠
法

は
漸
新

さ
を
感
じ

さ
せ
る
。

続
く
巻

六

「冬

」
(
193
)

に
は
大

弐
三
位

の
次

の
歌

を
載

せ

る
。

冬
夜

月
を
よ

め
る

山

の
端

は
な

の
み
な
り
け

り
見

る
人

の
心

に
ぞ

い
る
冬

の
夜

の
月

詞
書

か
ら
題
詠
歌

の
よ
う
に
思
わ
れ

る
が
、

『
大
弐
三
位
集
』

で
は
、

「
御
堂

の
月
見

に
人

々
ま

か
り
た
り
け
る

に
」
と
あ

り
、
詠

歌
事
情

は
不
明

だ
が
、

お

そ
ら

く
、
そ

の
折

の
題
詠
歌

で
あ

っ
た
ろ
う

か
。

こ

の

「
冬

の
夜

の
月
」

を
詠
じ

た
歌

は
珍

し
く
、

『拾
遺

集
』
巻

四

「
冬
」

に
、

「
月
を
見

て
よ
め
る
」

と
詞
書
さ
れ

た
恵
慶

法
師

の
、

あ

ま

の
原
そ
ら

さ

へ
さ
え
や
渡

る
ら
ん
氷
と
見
ゆ

る
冬

の
夜

の
月
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が
あ

る
。
冬

の
夜

の
冴

々
と
し

た
月

を
氷

に
見
立

て
た

こ
の
歌

の
他

に
は
、

『拾
遺
集
』
、

雑
秋

に
載

る
清
原

元
輔

の
、

い
ざ

か
く
て
を
り
明

か
し
て
む
冬

の
月
春

の
花

に
も
お
と
ら
ざ

り
け

り

が
あ
り
、
他

に
あ
ま
り
例
を
見

な

い
。

大
弐

三
位

の
こ

の
歌
は
、
冬

の
月

の
美

し
さ
を
直
接
詠

ん

で
い
る
の
で
は
な

く
、
皓
皓
と
輝
き

を
放

つ
冬

の
夜

の
月

の
光
が
見

る
人

の
心

の
中

に
入
り

こ
み
、

い
つ
ま

で
も
消

え
な

い
感
興
を
呼
び

お
こ
し

て
い
る
。

月

に
縁

ど

ら
れ

た

一
つ
の
風

景
が

、
作

者

の
心
象

と

共
鳴

し

て

『後

拾
遺

集
』

独
特
な
表
現
世
界

を
創

り
上
げ

て
い
る
。

ま
た
、
作
者

の
母
紫
式
部

も

『源
氏
物
語
』

「
朝
顔
」
巻

に
、

「
人

の
心
を
移

す

め
る
花
紅
葉

の
盛

よ
り
も
、
冬

の
夜

の
澄

め
る
月

に
雪

の
光

り
あ

ひ
た

る
空

こ
そ
、
あ

や
し
う
、
色

な
き

も

の
の
身

に
し
み

て
」
と
冬

の
月

の
美

を
描
き
出

し

て
い
る
。

続

く
月
歌

は
、
「
覊
旅
」
巻

所
収

の
七
首

(
匚」
、

2

7

0

2
～
2

匚田U

匚」

厂0
)

で
あ

る
。
少

輔

の
熊
野
参
詣

途
上

の
詠
歌

(
505
)
、

山

の
端

に
さ
は

る
か
と

こ
そ
お
も
ひ
し

か
峯

に
て
も
な

ほ
月
ぞ
ま

た
る
る

月

の
出
を
待

つ
歌

は
、
古
来

か
ら
多

い
が
、
山

の
端

に
遮
ぎ
ら
れ

な
が

ら
月

の
出
を
待

つ
慣

習

の
身

の
上
を
、
峰

に
登

っ
て
も
感

じ
る
と

い
う
己

れ

の
心
を

思

い
知

る
と

い
う
体

験

の
上

に
成

り
立

つ
歌

で
あ

る
。

続
く

「
覊
旅
」

月
歌

は
、
中
納
言
資
綱

と
絵
式
部

の
贈
答

歌

(
3

4
2
2
厂0
气
U)
、

播
磨

の
明
石
と

い
ふ
所

に
塩
湯

あ
み

に
ま

か
り
て
、

月

の
あ

か
か
り
け

る
夜
、
中
宮

の
台
盤
所

に
た
て
ま

つ
り
待
け

る

お
ぼ

つ
か
な
都

の
空

や

い
か
な
ら

ん
今

夜
あ

か
し
の
月

を
見
る

に
も

返
し

な
が

む
ら

ん
あ

か
し

の
浦

の
け

し
き

に
て
都

の
月

は
そ
ら

に
し
ら
な

ん

資
綱

が
明

る
い
明

石

の
浦

の
月
を
眺

め
、
中
宮

賢
子
を
気
づ

か

っ
た
歌

に
対

し
て
、
絵

式
部

は
中
宮

に
代

っ
て
詠
出

し
た

の
で
あ
ろ
う
。
資
綱

の

「都

の
空

や

い
か
な

ら
ん
」

に
対

し

て
、
「
都

の
月

は
空

に
し
ら

な

ん
」
と
答

え

た
絵

式

部

の
歌
才
が

認

め
ら
れ

る
歌

で
あ
ろ
う
。

「
月
」
が
単

な

る
美
的
な
対
象

だ
け

の
歌
材
と

し
て
終

わ
る

こ
と

は
な

い
。

そ

の
月

の
光

に
触

発
さ
れ

て
、
人

の
心

の
営

み
の
中

に
揺

れ
る
さ
ま
ざ

ま
な
想

い

を
写

し
出

し
て

い
く
。
王
朝
女
流
歌

人
た
ち
が
受
け
止

め
ざ

る
を
得

な
か

っ
た

現
実

の
中

で
、
こ

の
月
影

の
光

と
闇

の
中

に
身
を
置

い
た
彼
女
た
ち

の
限

り
な

い
想
像
力
が
次
次

に
目
覚

め
て
い

っ
た
も

の
と
思
わ

れ
る
。

『後

拾
遺
集
』

の

「
雑

=

巻

は
、

六
十
首

の
雑
歌
を
収

め
る
。
巻
頭

か
ら

三

十
九
首

の
月
歌
群
が
配

列
さ
れ

る
が
、

こ

の
う
ち
十

四
首
、

三
十
五

パ
ー
セ

ン

ト
を
女
流
歌
人
詠
が
占

め

て
い
る
。

こ

の
点

は
先
行
勅
撰
集

に
は
見
ら
れ
な

い

特

色
と
し

て
掲
げ

ら
れ
る
。

急
増

し
た
月
歌

の
中

に
あ

っ
て
、
女
流
歌

人
詠
は
ど

ん
な
意
味

を
荷

っ
て
ゆ

く

の
か
。

こ

の

「
雑

=

巻

頭
歌

は
、
『
後
拾
遺
集

』
雑
部

の
主
張

を
含

ん
だ
善
滋

為

政
朝
臣

の
題
し
ら
ず
歌

(
238
)
、

年

ふ
れ
ば

あ
れ

の
み
ま
さ
る
宿

の
う

ち
に
心
な
が

く
も
す

め
る
月
か
な

-

荒
れ
果

て
た
宿

に
さ

し
入
る
澄
ん
だ
月

の
光
が

、
作

者

の
心
を

と
ら
え
、
.月

が
わ
び

し
さ
や
哀
し
さ
を

い
や
す

の
で
あ

る
。
荒

れ
た
宿
を
照
ら
す
澄

ん
だ
月

が
、

一
層
哀
感

を
起

こ
さ

せ
る
と

い
う
伝
統
的

な
景
物

に
焦

点
を
あ

て
た
詠

風

で
は
な

い
。

そ
こ

に
描
き
出

さ
れ
て

い
る
の
は
、
作
者

の
心
象

の
風
景

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

な
傾

向

の
歌
を
巻
頭

に
据

え
た
撰
者

の
意
図
が
汲

み
と
れ

る
。

こ
の
雑
月
歌
群

の
中
盤

に
位
置

す
る
次

の
よ
う

な
贈
答
歌

が
あ

る
。
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鞍

馬

よ
り
い
で
て
侍

り
け

る
人

の
、
月

の
い
と

を
か
し
け
れ
ぽ
、

鞍

馬

の
山
も

か
く
こ
そ
な
ど

お
も

ひ

い
で
け

る
を
き

き

て

斎
院
中
務

住

み
な
る

る
都

の
月

の
さ
や
け
き

に
な
に
か
く
ら
ま

の
山

は
こ
ひ
し
き

返
し

斎
院
中
将

も

ろ
と
も

に
山

の
端

い
で
し
月
な
れ
ば
都

な
が
ら
も

わ
す

れ
や
は
す

る

こ

の
贈
答

の
作
者

は
姉

妹

で
、
斎
院
中
務

贈
歌
詞
書

の

「鞍

馬
よ
り

い
で
て

侍

り
け

る
人
」

と
、

次
歌
と

の
関
係
が

明
ら

か
で
な

い
。
歌

の
内
容

か
ら
、

こ

の
姉

妹

は
鞍
馬

に
住

ん

で
い
た
こ
と
が
あ

り
、
里
下

か
り
し
て

い
た
中
務

と
斎

院

の
姉
中
将
と

の
贈

答
歌
、
あ

る
い
は
、
鞍
馬
出
身

の
女
房

の
こ
と
を
話
題

に

し
た

二
人

の
贈
答

と
も
読

め
る
。

い
ず
れ

に
し
て
も

、

こ
の
両
歌

は
、
都

に
住

み
な
が

ら
も
か

っ
て
賞
翫

し
た

鞍
馬

の
美
し

い
月

の
風
景
を
回
顧

し
て

い
る
。

二
人

の
心

に
浮
か
ぶ

の
は
、

共

に
見
た
過
ぎ
去

っ
た
時
空

の
月

の
輝
き

で
あ

っ
た
ろ
う

か
。

ま
た
、
次

の
よ
う
な
贈
答
歌
も
あ

る
。

来
む

と

い
ひ

つ

つ
来
ざ
り

け
る
人

の
も
と

に
、

月

の
あ

か
か
り
け

れ
ば

つ
か
は
し
け

る

小

弁

な
ほ
ざ
り

の
そ
ら
だ

の
め
せ
で
あ

は
れ

に
も
侍

つ
に
か
な
ら
ず

い
つ

る
月
か

な

返

し

小
式

部

た
の
め
ず

は
侍

た

で
ぬ
る
夜
ぞ

か
さ
ね
ま

し
た
れ
ゆ
ゑ

か
見

る
あ

り
あ

け

の

月小
弁

と
小
式

部
と

は
同
じ
後
朱
雀

天
皇
皇
女
祐

子
内

親
王
家
子
房

で
あ
り
、

こ
の
よ
う

な
贈

答
が

で
き

る
よ
う
な
気

の
お
け

な

い
間
柄

で
あ

っ
た
よ
う
だ
。

小
弁
歌
だ

け
を
読

む
と
恋
歌

と
も
受

け
と
れ

る
が
、
次

歌
か
ら
約
束
を
果

た
さ

な

か

っ
た
小
式
部

へ
の
軽
妙
な
戒

め
、
さ
ら

に
小
式
部

の
開
き
直
り

の
応
酬

の

歌
と
な

っ
て

い
る
。

月
を
題

材

に
し

て
、
恋

歌

に
似

せ
た
作

風

と

ユ
ー

モ
ラ

ス
な

詠

い
ぶ
り

は

「
雑

一
」
巻

に
ふ
さ
わ
し

い
内
容

の
歌
と

い
え

よ
う
。

雑
月

歌
終
盤

に
は
、
女
流

歌
人

の
三
首

の
詠

歌
が
続

い
て
い
る
。

『後
拾
遺

集
』

に

一
首

の
み
を
入
集
す

る
中
原

長
国
妻

の
次

の
よ
う
な
歌

(
968
)
が
あ

る
。

月

を
見

て
よ

み
侍
け

る

も

ろ
と
も

に
お
な
じ
う
き

よ
に
す
む
月

の
う
ら

や
ま
し
く
も
西

へ
ゆ

く
か
な

月

は
、
自
分

と
共

に
浮
世

に
住

み
、
そ

の
叶
え
が

た

い
極
楽
往
生

を
果

た
す

こ
と

へ
の
羨
望

が
詠
ま
れ

る
。
結

句

「
西

へ
行
く

か
な
」

に
西
方
浄
土

を
連

想

す

る
詠
風

は
珍

し
く
、
当
歌
が

そ

の
先
駆
と
な

っ
て

い
る
よ
う
だ
。

　
　

　

こ
れ
以
後
、
浄

土
信
仰

の
高
ま

り
と
共

に
、
『金

葉
和

歌
集
』

や

『
千
載

和

　ヨ
　

歌
集
』
等

に
次
次
と
詠

わ
れ

る
よ
う

に
な

る
。

雑

月

の
最

終

部

に
置

か
れ

た

の
は
、
大

納
言
道

綱

母

の
次

の

二
首

(
跚

・

跚
)

で
、

共

に

『蜻
蛉

日
記
』

に
も
載

る
歌

で
あ

る
。

入
道

雲

政

物

が

た

り

な
ど

し

て
、
寝

待

ち

の
月

の

い
つ

る

程

に
、

と
ま
り

ぬ
べ
き

こ
と
な
ど

い
ひ
た
ら
ば

と
ま
ら

ん
、
と

い
ひ
侍

り

け
れ
ぽ

よ

み
侍

り
け
る

い
か
が

せ

ん
山

の
端

に
だ

に
と
ど
ま
ら

で
心

の
そ
ら

に
い
つ

る
月

を
ぽ

月

の
お
ぼ

ろ
な

り
け
る
夜

、
入
道
摂
政

ま
う

で
き

て
も

の
が

た
り

し
侍
り
け

る
に
、
頼

も
し
げ
な
き
事

な
ど

い
ひ
侍
り
け
れ
ば

よ
め
る

く
も

り
夜

の
月

と
我
身

の
ゆ
く
す
ゑ
と

お
ぼ

つ
か
な
さ

は
い
つ

れ
ま
さ
れ
り

こ

の
い
ず

れ

の
歌

の
詞
書

や
歌

に
、
「
寝

待
ち

の
月
」
、
「
心

の
そ
ら

に
出

つ

る
月
」
、
「
月

の
お
ぼ

ろ
な
り
け
る
夜
」
、
「
く

も
り
夜

の
月
」
と
あ

る
。
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『蜻

蛉

日
記
』

に
従
え
ば

、
跚
歌

は
天
徳
元
年

秋
条

に
見
え
、

「
例

の

つ
れ
な

う
夜

ふ
け
て
、
寝
待

の
月

の
、
山

の
端
出
つ

る
ほ
ど

に
、
出

で
む

と
す

る
気
色

あ
り
。

さ
ら

で
も
あ
り

ぬ
べ
き
夜

か
な

と
思

ふ
気
色

や
見

え
け
む
、

『
と
ま
り

ぬ
べ
き

こ
と
あ
ら
ぽ
』
な
ど

い

へ
ど
、
さ

し
も

お
ぼ

え
ね
ぽ
」

と
あ

り
、
歌
句

を

「
心
も

そ
ら

で
」
、
「
出

で
む
」

と
し

て
載

る
。

続

い
て
、
「
か

へ
し
、
久
方

の
空

に
心

の
出
つ

と

い

へ
ぽ

影

は
そ

こ
に
も
と

ま

る
べ
き

か
な
、
と

し
て
、

と
ど
ま
り
け
り
」

と
あ

る
。

こ
の
条

は
、
町
小
路

の
女

に
通
う
兼
家

の
夜
離

れ
が

重
な
り
、

そ
し

て
女

の

出
産

と
続
き

、
冷
え
き

っ
た
夫
婦
仲

に
あ

っ
て
作
者

の
心

は
ふ
ん
ま
ん
や
る

か

た
な

い
憤

り

に
あ

ふ
れ

て

い
る
。

ま

た
、
続

く

跚
歌

は
、
康

保

元
年
夏

条

に

「
月
夜

の
こ
ろ
、

よ
か
ら

ぬ
物

語

し
て
、
あ

は
れ
な

る
さ
ま

の
こ
と
ど
も

語
ら

れ

て
も
、
あ

り
し
頃
思

ひ
出

で
ら
れ

て
も

の
し
け
れ
ぽ

、
か
く

い
は
る
」

と
あ

り
、

三
句

「
ゆ
く
す

ゑ

の
」

と
す
る
。
当
歌

に
続

き
、
「
か

へ
り

ご
と
、

た

は

ぶ
れ

の
や

う
に
、
お
し

は
か
る
月
は
西

へ
と
ゆ
く

さ
き
は
わ
れ

の
み
こ
そ
は
知

る
べ
か
り

け
れ
」

と
兼
家
と
道
綱

母

の
和
歌
唱
和
が
綴

ら
れ

て
い
る
。

こ
の
月
夜

の
情

景

は
、
先
述

し
た

『
更
級

日
記
』

の
治

安

二
年
夏

の
夜

、
作

者
と
姉

の
不
吉

で
空
想
的
な
月
影

の
時
空

に
語
ら

れ
る
世
界

に
も
似

る
。

こ

の

時

の
道
綱
母

の
心
情

は
、
正
妻

の
座

に

い
る
時
姫

へ
の
恨

み
や
、
自

ら

の
処
遇

に
対
す

る
不
満

の
中

に
あ
り
、

そ

の
想

い
は
重
苦

し

い
哀

し

み
に
閉

さ
れ
て

い

る
。道

綱
母

の
描

き
出
し

た
月

は
、

心

の
内
な

る
苦

し
み
や
悲
し

み
を

そ

の
ま
ま

描
き
出

し
、
空
虚

で
ぼ

ん
や
り

と
か
す
ん
だ
実
体
が

な
く
、
先
行
き

の
見

え
な

い
将
来
を
託

し
た
月
夜

の
風
景

の
中

に
そ

の
心

の
奥
底

を
描
き
出

し
て

い
る
。

『
後
拾
遺
集
』

の
女
流
歌
人

た
ち
に
よ

っ
て
詠

わ
れ
た
月

の
世
界

は
、
単

な
る

景
物
を
描
き

出
す

の
で
は
な
く
、

そ
こ

に
は
月

に
照
ら
し
出
さ
れ

た
心

の
内
面

に
向

か
う
眼
が
開

か
れ

て
い
る
。

そ
し
て
、
描
出
さ
れ

た
時
空

は
、
彼
女

た
ち

の
心

の
中

の
光

と
闇

を
と
ら
え

て
い
る
。

男

の
訪
れ
を
闇
夜

の
中

で
ひ

た
す
ら

待

つ
境
遇

に
置

か
れ
た
女
た
ち
が
見

た
も

の
は
、
明
明
と
照

ら
し
出
す
月
影

で

あ

っ
た
ろ
う
。

そ

の
光

と
影

に
彩
ど

ら
れ
た
想

像
世
界

は
、

一
つ
の
心
象
的
風

景

と
な

っ
て
日
記
文
学

や
物
語
文
学

へ
と
受

け
継
が
れ

て
ゆ

く
こ
と

に
な

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

『後

拾
遺
集
』

は
、

こ
う
し
た
女
流
歌
人

の
心
を
凝
視
す

る
歌

を
積

極
的

に
評

価

し
て

い
る
よ
う

に
見

え
る
。
そ
れ

は
、
新

し

い
視
点

で
詠

ま
れ
た
さ
ま
ざ
ま

な
月

歌

で
あ
り
、

さ
ら
に
雑
部
と

い
う
新

し
さ

の
発
揮
さ
れ

る
部

立

に
こ
れ
ら

の
女

流
歌

人

の
雑
月

歌
を
配

し
た
点

に
あ

ろ
う
。

『後

拾
遺
集

』

の
女
流

歌
人

詠

の
荷

っ
た
も

の
は
、
後

に

『千
載
和
歌
集
』

に
継
承
さ
れ

る
主
情

的
、
心
情

的

な
表

現
世
界

に
あ

る
と
は

い
え
な

い
だ

ろ
う
か
。

注(
1
)

高
橋
文

二

『風
景

と
共
感
覚

』
(
春
秋
社
)

に
こ

の
点

に

つ
い
て

の

論
が
あ

る
。

(
2
)

月

の
い
る
を
見

て
よ

め
る

西

へ
ゆ
く
心

は
わ
れ
も
あ

る
も

の
を
ひ
と
り
な

い
り
そ
秋

の
夜

の
月

(
雑
上

・
刪

源
師
賢

朝
臣
)

(
3
)

夜
を

の
が

れ
て
後

、
西
山

へ
ま
か
り
こ
も

る
と

て
、
人

に

つ
か

は

し
け

る

住
み
な
れ

し
宿

を

い
で
て
西

へ
ゆ

く
月
を
し

た
ひ
て
山
に
こ
そ

い
れ

(
雑
上

・
㎜

平

実
重
)
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