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家

に
月

五
十
首

歌
よ
ま
せ
侍
り
け
る
時

定
家

朝
臣

さ
む
し
ろ
や
待

つ
夜

の
秋

の
風

ふ
け
て
月
を
か
た
し
く
宇
治

の
橋
姫

(巻
四

秋
歌
上
)

建
久
元
年
九
月
十
三
夜
、

左

大
将
藤
原
良

経

の
邸

で
催
さ
れ

た

「
花

月

百

首
」

の
中

の

一
首

で
あ

る
。
兼
実

の

「
玉
葉
」

に
よ
れ
ば
、
当
夜

は
、
花

・
月

の
二
題
、
各
題
五
十
首

で
密

々
に
披
講

さ
れ
、
良

経
、
慈
円
、
有
家
、
定
家
、

丹
後
な
ど
が
、
そ

の
面

々
で
あ

っ
た
。

そ
の
後
、

二
十
二
日
に
は
こ
れ
ら
作
者

が

ま
た
九
条
邸

に
参
集

し
、
さ
き

の
百
首

の
中

か
ら
各

々
十
首

を
撰
定

し
、
摂

政
兼
実

の
簾
前

で
歌
合

に
番
え
、
俊
成

の
判

で
雌
雄
を
決
し
た
。

「
興
味
尤

深
」

と
兼
実

は

い
っ
て
い
る
。

こ
の

「
花
月
百
首
」
を
端
緒
と

し
て
、
建
久
期

は
、
良
経
家

で
の
催
も
、
定

数
歌
会

・
歌
合

・
作
文
耜
歌
会
な
ど
様

々
に
試

み
ら
れ
、

活
況
を

呈

し

た
。

「
新
古
今
集
」
撰
進

へ
の
道
程

に
あ

っ
て
、
そ
れ

は
、
良
経

の
活
動

の
本
格
化

を
か
な
め
に
、

俊
成

・
寂
達

・
定
家

の
御
子
左
家
を
擁

し
て
、

九
条
家
歌
壇

の

固
成
を
示

し
た

一
時
期

に
あ
た
る

の
で
あ
る
。

後
年
、
家
集

に

「
堀
河
院
題
百
首
」
を
収

め
る
に
際

し
て
の
述

懐

に

よ

れ

ば
、
定
家
が
、

「
新
儀
非
拠
達
磨
歌
」

の
批
難
を
蒙

っ
て
い
た
の
が
、

ち
ょ
う

ど

こ
の
時
期

に
な

る
。

一
歩
を
先

ん
じ
た
風
姿
が
、
世
上
凡
愚

に
迎

え
ら
れ
な

い
の
は
常

の
こ
と

で
あ

る
。

「
無
名
抄
」

に
も
、
今
様
姿

の
新
風
が

こ
の
種

の

世
評

に
あ

っ
た
こ
と

を
叙

し
た
部
分
が
あ

る
。
定
家
も
、

や
が

て
伯
楽

に
後
鳥

羽
院
を
得

て
世

に
出

る
こ
と

に
な

る
わ
け

で
あ

る
。
摂
政
関
白
家

の
御
曹
司
良

経
と
ち
が

っ
て
、
当
代
歌
壇

の
師
表
俊
成

の
嫡
流
と

し
て
、
将
来
、
専
門
歌
人

の
誉
れ
を

に
な
う

べ
き
定
家

に
は
、
風
雅

へ
の
精
進

に
も
格
別

の
も

の
が

な
け

れ
ば
な

ら
な

か

っ
た
に
ち
が

い
な
い
。
新

し
い
美

意
識

や
表

現
技

巧

の

模

索

は
、
き
び

し
い
世

評
に
抗

し
て
も
不
断

の
努
力

を
必
要

と
し
た
。
「
花
月
百
首
」

の
出
詠

も
、
当
然
、

そ

の
意
欲

に
基
づ

い
て
、
期
待

の
新
風

を
も

た
ら
し
た
も

の
と
考

え
た

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

○

「
さ
む
し

ろ
や
」

の
歌

は
、

「花

月
百
首
」

の
、
月

五
十
首

の
中

に
あ
る

一

首

で
あ
る
。

一
読

、
そ
れ
が

「
宇
治
橋
」

の
名
所
題

に
よ

っ
て

い
る

こ
と
は
明

ら
か

で
あ

ろ
う
。
橋

姫

の
伝
説
を
も
と

に
月
光
を
配
し
て
、
妖
し

い
、
独

特

の

雰
囲
気
を
も

っ
た
、
定
家
好
み

の
作
風
を
示
し

て
い
る

こ
と
も
疑
え
な

い
。

当
時
、
歌
枕
、

い
わ
ゆ
る
歌
名
所

は
か
な
り

一
般
化
し

て
、
作

歌

の
材

と
な

っ
て
い
た
。
後

に

「
正
徹
物
語
」
下
巻

は
、
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初
心
の
時
は
、
名
所
の
歌
が
好
て
詠
ま
る
丶
也
。
そ
れ
は
易
く
と
存
ず
る

也
。
我
ら
も
歌
の
詠
ま
れ
ぬ
時
は
名
所
を
読
み
し
也
。
名
所
を
詠
め
ば
、

二
三
句
も
詞
が
ふ
さ
が
る
も
の
也
。

と
述
べ
て
、
名
所
題
に
つ
く
こ
と
の
安
易
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
連
想
や
表
現

が
個
々
の
名
所
に
よ
っ
て
固
定
し
き
っ
た
中
世
と
、
新
古
今
的
な
世
界

の
模

索
、
精
進
の
時
期
と
で
は
、
必
ず
し
も
事
情
が
同
じ
で
な
い
が
、
名
所
題
の
好

尚
が
、
あ
る
場
合
に
は
、
作
歌
意
識
に
か
な
り
の
機
縁
を
供
し
て
い
た
こ
と
も

想
像
さ
れ
る
。

「花
月
百
首
」
の
、
花

・
月
各
五
十
首
に
み
ら
れ
る
名
所
題
に

つ
い
て
い
え
ば
、

花
五
十
首

良
経

吉
野
山
⑦

高
砂
尾
上
④

志
賀
山
②

初
瀬
山
①

立
田
山
①

高
間
山
①

比
良
山
①

白
河
①

慈
円

吉
野
山
⑨

志
賀
山
②

白
河
①

筑
波
山
①

初
瀬
山
①

蝦

.
夷
千
島
①

定
家

吉
野
山
①

志
賀
山
①

月
五
十
首

良
経

更
科
、
姨
捨
山
③

清
見
潟
①

与
謝
浦
①

塩
釜
浦
①

鳴
海

潟
①

虫
明
瀬
戸
①

広
沢
池
①

猿
沢
池
①

吉
野
山
①

慈
円

姨
捨
山
②

広
沢
池
①

逢
坂
園
①

吉
野
山
①

清
見
潟
①
゜

播
磨
潟
①

浜
名
橋
①

三
笠
山
①

御
裳
濯
川
①

定
家

更
科
、
姨
捨
山
①

深
草
里
①

宇
治
橋
①

逢
坂
関
①

越
路

山
①

と
な

っ
て
い
る
。

現
存
の
資
料
の
関
係
で
出
詠
者
全
員
に
つ
い
て
の
調
査
は
で
き
な
い
が
、
家

集

に
よ

っ
て
良
経
、
慈
円
、
定
家

の
用

い
た
名
所
題

を
探
れ
ば
、
右

の
通
り

で

あ

る
。
各
人

の
詠
出
歌

に
共
通

の
名
所
題
が
あ

る
こ
と

は
明
ら

か
で
あ

る
が
、

反
面
、
名
所
題
及
び
そ

の
歌
数

の
多
寡
が
、

か
な
り

は

っ
き
り
と

み
ら
れ

る
こ

と

は
、

一
層
、
興
味
あ

る
も

の
と

い
わ
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
「
花
ト

の
吉
野

・
初
瀬

・
志
賀
、

ま

た

「
月
」

の
更
科
姨
捨

・
清
見
潟

・
広

沢

池

な

ど
、
そ
れ

ら
は
す

で
に
充
分
、
名
所
題

と
景
物

と

の
連
想
が
固
定

し
、

一
般

に

膾
炙

し
て
い
る
も

の
で
あ

っ
た
。

そ

の
点

で
は
、
良

経
、
慈
円

の
名
所

題

の
と

り
あ
げ
方

に
は
格
別

の
新
味
が
あ

っ
た
と

い
え
ず
、
概

し
て
変
化

に
と
ぼ

し

い

憾

み
が
あ

る
。

一
概

に
は

い
え
な
い
が
、

正
徹

流

の
心
理

の
は
た
ら
き
や
す

い

一
面

は
、
良
経

に
も

っ
と
も
考

え
ら
れ
、
慈

円
と
て
も
、
定
家

の
作

歌
意
識
、

こ
と
に
職

掌
と
も

い
え
る
そ

の
濃
密

な

一
点

に
較

べ
れ
ば

、
さ
す
が

に
多
少

の

隔

り
が

な
か

っ
た
と

は

い
え
な

い
。
限

ら
れ
た
名
所

題

に
、
も

っ
と
も
効
果

的

な
役
割

を
は
た
さ
せ
る
こ
と
は
、

ま
た
も

っ
と
も
定
家

に
望
ま
れ
る
は
ず

の
も

の
な

の
で
あ
る
。

当
時
、
定
数

歌

の
試

み

に
は
、
作

歌
に
際

し
て
、
全
体

の
構
成

に
心
を
配

っ

て

の
展
開
配
列
を
意
図
す
る
風
が
あ

っ
た
。
そ

こ
に
定
数
歌
独
自

の
様

式
美
が

求

め
ら
れ
、
連

想

に
よ
る
先

後

の
応
和
、
転

成

に
お

の
ず
か
ら

の
構
成

の
妙

が

約
さ
れ
た

の
で
あ

っ
た
。

「
さ
む
し

ろ
や
」

の

一
首
が
、
そ

の
限

ら
れ
た
名
所

題
と

し
て
、
`
「
宇
治
橋
」
を
材

に
詠
ま
れ
た

こ
と

は
、
従

っ
て
、
ま
ず
強
烈
な

作
者

の
個
性
を
想
像

さ
せ
る
も

の
で
あ
る
。

こ
の

一
首

に
い
た
る

一
連

の
作
歌
展
開

に
は
、
当
然
、
右

に
述
べ
た
定
家

の

用
意
が
あ

っ
た

に
ち
が

い
な

い
。

秋
と

い

へ
ば
空
す
む
月
を

ち
ぎ
り
を
き

て
ひ
か
り
待
ち
と

る
萩

の
下
露

(捨
遺
愚
草
上

六
五
五
)
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秋
を

へ
て
心

に
う
か
ぶ
月
か
げ
を
さ
な
が
ら
む
す
ぶ
や
ど

の
ま
し
水(六

五
六
)

松
虫

の
こ
ゑ

の
ま

に
ま

に
と
め
く
れ
ば
草

葉

の
露

に
月
そ
や
ど
れ
る(六

五
七
)

あ
か
ざ

り
し
山
井

の
清

水
手

に
く
め
ば

し
つ
く
も
月

の
影

そ
や
ど
れ
る

(六
五
八
)

深
草

の
里

の
ま
が
ぎ

は
あ
れ

は
て

丶
野
と

な
る
露

に
月
そ

や
ど
れ

る
(
六
五
九
)

さ
む
し
ろ
や
待

つ
夜

の
秋

の
風

ふ
け

て
月
を

か
た
し
く
宇
治

の
橋
姫(六

六
〇
)

な

に
と
な
く
す
ぎ

こ
し
秋

の
か
ず
ご
と

に
の
ち

み
る
月

の
あ

は
れ
と
そ
な

る

(六
亠企

)

感
傷
を
払

っ
て
、
清
劉

・
微
妙
な
自
然

の
姿
を
う

つ
し
と
り
な
が
ら
、
次
第

に
哀
艶
交

々
の
幽
美
な
心
象

に
迫

ろ
う
と

す

る
趣
が
見
事

で
あ

り
、

時

の

流

れ
、
季
感

の
深
ま
り
が
、

一
層
、
そ
れ

に
光
彩
と
陰
影
と
を
加
え

て
い
る
様
子

で
あ
る
。
そ
し

て
、
六
五
七

に

「
拾
遺
集
」

・
藤
原
為
頼

の

一
首
、

「
お
ぼ

つ

か
な

い
つ

こ
な
る
ら
む
虫

の
音
を
た
つ
ね
ば
草

の
露
や
み
だ
れ
む
」
(巻
三
秋

)
を
、

六
五
八

に

「
古
今
集

」
貫
之

の
離
別
歌

「
む
す
ぶ
手

の
」

の

一
首
と

の
連
繋
を

考
え
な
が
ら
進

め
ば
、
次

の
六
五
九
は
、

「
伊
勢
物
語
」

=

一
三
段

に
あ

る
深

草

に
住
む
女

の
影
が
浮
か
び
、
舞
台

は
明
ら

か
に
物
語
的
な
照
明
を
あ
た
え
ら

れ

て
来

る
の
で
あ

る
。

そ
し
て
、
次

の

一
首

「
さ

む
し
ろ
や
」

に
い
た
れ
ぽ
、

こ
れ
が
、
後
述
す

る

よ
う
に

「
古
今
集
」
巻
十

四
、
恋

四
の
読
人
不
知
歌

さ
む
し
ろ

に
衣
か
た
し
き

こ
よ
ひ
も
や
わ
れ

を
待

つ
ら
む
宇
治

の
橋
姫

に
拠

り
な
が

ら
、
引
き
続

い
て
前

歌
と

の
関
連

で
、
物
語
的
な
幻
想

の
気
分
を

漂

わ
せ
て
い
る
こ
と
も
わ

か
る
の
で
あ

る
。
そ
れ

は
、
更

に
六
六

一
に
も
う
け

つ
が
れ

て
、
あ

た
か
も
須
磨
流
謫

の
光
源
氏

の
、
孤
独
と
荒
涼

の
明
暮

か
ら
す

る
郷
愁

の
心
理
が
語
ら
れ

る
が
ご
と
く
、
深

い
情
趣
美

の
世
界
が
も
た
ら
さ
れ

て
い
る
の
で
あ

る
。

前
後

の
歌
順

に
よ

る
こ
の
展
開

は
、
す

で
に
述
べ
た
よ
う

に
、
百
首
歌
と
し

て
意
図
さ
れ
た
作
歌
心
理

の
必
然
性

に
う
ら
づ
け
ら
れ
て

い
る
も

の

で

あ

っ

て
、

こ
の
中

か
ら

一
首

、

「
さ
む
し
ろ
や
」
を

「
新
古
今
集

」

に
と
れ
ば
、
そ

こ
で

は
当
然

、
配

列
順

に
問
題
は
生
じ
て
来
よ
う
。
月

五
十
首

に
あ
る

一
首

の

位
置
が

も

っ
た
独
特

の
意
味

は
、
多
少
と

も
薄

れ
て
来

な
い
わ
け

は
な

い
。
た

だ
、

こ
の

「
さ
む
し
ろ
や
」

の
歌
は
、
撰
集

の
中

に
あ

っ
て
も
、
依
然

、
す
ぐ

れ
た
定
家

の
個
性

を
示
し
た

一
首

で
あ
り
、
物

語
的
な
幻
想

の
気
分
や
情
調
を

充
分

に
検
討

さ
れ
て

い
い
も

の
で
あ
る
。

こ
の
歌

の
場
と
な

っ
た
宇
治

が
、

そ

れ
ほ
ど
に
物

語
的

な
想
念

を
む
す
ぶ

の
に
ふ
さ
わ
し

い
と

こ
ろ
で
あ

っ
た
か
ら

で
あ
る
。

○

宇
治

の
歴
史

は
甚
だ
古

い
。

「
鵜
路
」
(記
)
と

も
、
「
菟
道
」
(紀
)
と
も

記
さ

れ

た
が
、
記
録

の
上

で
最

古
の
例

は
、

そ
の
記
紀
、

応
神
天

皇

の
条

で

あ

ろ

う
。
近

江
国

へ
の
行
幸

の
途
次
、
宇
治

野
を
通

り
、
木
幡

乙
女
矢
河
枝
姫

と

の

邂
遁
か
ら
、
御

子
菟
道
稚

郎
子
の
悲
劇
が

語
ら
れ

て

い
る
。
宇
治
神
社

は
、
別

名

、
離
宮

八
幡
と

い

っ
て
、
稚

郎
子
を
祭
神
と
す

る
が
、

そ
こ
が
菟
道
宮

の
跡

と

い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
地

は
元
来
、
飛
鳥

・
大
和
と
近
江
と

の
交
通

の
要
衝

に
あ
た

っ
て
い
た
。

「
万
葉
集
」
額

田
王

の

「
秋

の
野

に
み
草

か
り
ふ
き
宿
れ

り
し
宇
治

の
宮
処

の
仮

庵
し
思

ほ
ゆ
」
、
ま
た
、

人
麿

の

「
も

の
～
ふ
の
八
十
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氏
川

の
網
代
木

に
い
さ

よ
ふ
波

の
ゆ

く

へ
知

ら
ず
も
」

な
ど
、

い
ず

れ
も
行
旅

に
あ

っ
て
、
宇
治

の
自
然

の
美

し
さ

に
感

を
得

た
も

の
で
あ

っ
た
。

「
蜻
蛉

日

記
」

に
も
、
京
か
ら
初
瀬
詣

の
途
次
、

こ
の
地

を
通

り
す
ぎ

る
描

写
が

あ
る
。

し
か
し
、

一
方

で
は
、

こ
の
洛
南

の
景
勝

は
、
王
朝
貴
族

の
優
雅

な
好
筒

に

か
な

い
、
河
原
左

大
臣
源

融
、
陽
成
院
、
御
堂
関
自
道
長
、
宇
治
関
白
頼

通
な

ど
、
離
宮
や
別
業
を
構
.え

て
、
四
季
折

々
の
風
情

に
親

し
ん
だ
。
宇
治

は
貴
紳

の
情
趣
生
活
と
不
可
分

の
関
係

に
な

っ
て
い

っ
た
が
、

そ
れ

に
拍

車

を

か

け

て
、
文
学

の
面
で
膾

炙
す

る
大
き
な
役
割

を

つ
と
め
た

の
が

「
源
氏
物

語
」

で

あ

っ
た
。

紫

式
部

の
精

細
な
筆

致

は
、
当
然
、
実
地

の
見
聞

に
よ

っ
た
に
ち
が

い
な

い

が
、

い
ま
宇
治
八
宮

の
山
荘

な
ど
を
詮
索

す
る

こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。

「
宇

治
十
帖
」
仮
託

の
古
跡
と
称
す

る

「
橋
姫
之

古
蹟
」

以
下
が
散

在

し

て

い

る

が
、
そ

の
根
拠
は
明
ら
か

で
な

い
。

そ
れ

は
歌
の
場
合

で
も
同
様

で
あ

る
。

た

と
え
ぽ
、

「
古
今
集

」

の

「
い
ま
も

か
も

さ
ぎ
匂

ふ
ら
む
た
ち
ぽ

の
小
島
が

さ

き

の
や
ま
ぶ
き

の
花

」
(
巻
二
春
下

読
人
不
知
)
に
あ

る

「
た
ち
ば
な

の
小
島
が

さ
き
」
は

「
源

氏

物
語
」

浮
舟
巻

や

「
平
家

物
語
」
宇
治
川
先
陣

に
も

で
て
い
る
が
、
宇
治
川

の
ど

の
申

洲
を
さ
す

の
か
、
ま
ず
わ

か
ら
な

い
。
所
詮

は
現
実
と
交
錯
す

る
浪

漫

の
世
界

で
あ

っ
て
、
抒

情

の
効
果
を
も

た
ら
す
上

で
の
構
成
要
素
と

し
て
、

適

・
不
適

、
あ

る

い
は
巧
拙

の
閥
題

に
帰
す

る
点
が
少

な
く

な
い
。

こ
と

に
新

古
今

の
歌

の
世
界

を
考
え
る
場
合

に
、
そ

の
感
が
深

い
の
で
あ

る
。

古
来
、
宇
治

に
材

を
求

め
た
歌
ば

か
な
り
多

い
。
管
見

の
範
囲
内

で
も

二
百

二
十
余
首

が
数

え
ら
れ
、
万
葉

以
降
、

二
十

一
代
集
、
歌
仙
歌
集
な
ど
を
通

じ

て
知

ら
れ
る

こ
と
は
、
概

し
て
中
世

に
入

っ
て
、
諸
家

の
歌
数
が
増
え

て
い
る

点

で
あ
る
。

万
葉
集
⑱

古

今
集

④

古
今
六
帖
⑮

新
古
今
集
⑧

長
秋
詠
藻
⑦

拾
玉
集
⑳

秋
篠
月
清
集

⑧

拾
遺
愚
草

⑰

後
鳥
羽

院
御
集
⑪

壬

二
集
⑳

順
徳
院
御
集
⑨

大
体
、

以
上
が

そ

の
実
勢

で
あ

っ
て
、
歌

の
傾
向

と
し
て
は
、
ま
ず
、
宇
治

を

「
憂

し
」

と
懸
詞

に
用

い
る
場

合
と
、
網
代

・
波

・
川

霧

・
川
風

を
主
題
と

す

る
場
合
と
が

あ
る
。

「
百
人

一
首
」

に
も

と
ら
れ
て
有
名

な
次

の
二
首

は
、

両
者

の
代

表
格

と

い
っ
て
い
い
歌
で
あ

る
。

わ
が
庵
は
都

の
た

つ
み
し
か
ぞ
住

む
世

を
う
ち
山
と
人
は
い
ふ
な
り

゜

・

(古
今
集

巻
十
八

雑
下
、
喜
撰

)

朝

ぼ
ら
け
宇
治

の
川

霧
た
え
だ
え
に
あ

ら
は
れ
わ
た
る
瀬

々
の
網
代
木

(千
載
集

巻
六

冬
、
定
頼

)

機
知

と
写
実

と
、

こ

の
両

者
、

歌
柄

の
相
異

は
、
お

の
ず

か
ら
歌

の
伝
統

と

修
練

に
よ

っ
て
語
戯
的

な
も

の
を
こ
え
、
格

段

の
歌
趣

に
及

ん
で
い
る
。

宇
治

の
、
歌
枕

と
し
て

の
知
名
度

よ
り
も
、

そ
れ

に
材

を
求
め
る
意
識

の
親
疎
高

下

が
、
委
細
克

明
の
描

写
を
可
能
と

し
、
景

を
求

め
て
、
時

を
刻

み

動

き

を

添

え
、
繊
細

・
適
確

な
表
現
を
も
た
ら
し
た
こ
と

に
な
ろ
う
。

そ
し
て
、

い
ま
ひ
と

つ
の
橋
姫

の
伝
説

と
な
る
と
、
知

識
的

に
素
材

の
範
囲

を

ひ
ろ
げ
、
抒
情

の
対
象

と
し
て
の
み
で
は
な
く
、

そ
こ
に
作
者

の
浪
漫
的

な

憧
憬

を
も
託

し
て
、
詠
嘆
が
示

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
'前

述

の

「
古
今
集
」

の
歌

の
あ

と
、

さ
す
が

に

「
源
氏
物
語
」

に
は
橋
姫
巻

・
総
角
巻

に
橋
姫

を
詠

み
こ

ん
だ

歌
が

一
首
ず

つ
み
え

る
が
、

む
し
ろ
、

そ
れ

は
も

っ
と
も
新
古
今
的

な
耽

美

の
世
界

に
か
な

っ
た
も

の
と
し
て
、
再
び
姿

を
み
せ

て

来

る
。
発

想

・
措

辞

・
詩
的
内
容

に
甚

だ
出
色

な
そ

の
歌
柄

は
、
中

世
初
頭

の
複
雑

な
歌
人
心
情

と

の
内
面
的
交
錯

に
よ

っ
て
導

か
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

い
わ
ば
、
そ

の
仮
構

を
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主
と

し
て
、

そ
こ
に
性
格
形
成

の
極

を
み
せ
た
歌

の
意
識
が
、
橋
姫

の
も

つ
夢

幻

の
神
秘
感

に
、
妖

し
い
独
白
を
誘
わ
れ

た
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
か

っ
た
。

○

定
家

の
歌

の
ほ
か
、

「
新
古
今
集
」

に
は
、
法
印
幸
清
(U
巻
六

6
冬

)
・
後
鳥
羽
院

(腎

上
)
・
蕎

(臠

上
)
嶐

房
(磁

七
)
の
四
首
が
、
橋
姫
を
材
と
し
て
い
る
。

中

で
後
鳥
羽
院

の
歌

は
、

橋
姫

の
か
た
し
き
衣
さ

む
し
ろ
に
待

つ
夜

む
な
し
き
宇
治

の
あ
け
ぼ

の

と
、
古
今
歌

の
本
歌
取

の

一
首

で
あ

る
が
、

「
待

つ
夜

む
な
し
き
」
と
時
間

の

経
過

を
加

え
、

「
宇
治

の
あ

け
ぼ

の
」

の
新
味

あ
る
結

句

の
表
現
に
、
絵
画
的

に
描

い
た
深
情
が
す
ぐ
れ

た
歌
趣

を
も
た
ら
し
て

い
る
。
ま
た
慈

円

の
歌

の
場

合

は
、網

代
木

に
い
さ
よ
ふ
波

の
音

ふ
け
て
ひ
と

り
や
ね
ぬ
る
宇
治

の
橋

姫

と
、

「
波

の
音
」

に
時
間

の
推

移
を
示
し
て
、
視
覚

・
聴
覚

に
訴

え
て
熟
成

の

歌
境
を
ま
と
め
て

い
る
が
、

こ

の
歌

、
橋

姫

に
求
め
な
が

ら
、
人
麿

の
歌
を
本

歌

と
t
て
、

旧
来
、
宇
治

に
寄

せ
る
伝
統

の
詩
情

の
網
代
木

.
波

の
系
列
と

の

融
合
が
は
か
ら
れ
て

い
る
点

が
注
目
さ
れ
よ
う
。

こ
の
両
首

は
、

い
ず

れ
も
巧

麗
な
作
歌
表
現

の
も
た
ら

し
た
新
風

の
本
質

を

示
す
も

の
で
あ
る
が
、

と
も

に
そ
れ
が
、
名
所

題
詠

に

一
期
を
画

し
た

「
最
勝

四
天
王
院
御
障
子
和
歌
」
か
ら

の
切
入
歌

で
あ

っ
た

こ
と

は
、
ま

こ
と

に
興
味

が
深

い
。

こ
の
障
子
歌

の
宇
治
題
九
首

の
中

の
五
首
が
橋
姫
を
材

と

し

て

お

り
、
院

の
ほ
か
は
、
す

べ
て
慈
円
流

の
融
合
型

の

一
首
構
成
と
な

っ
て
い
る

こ

と

は
、
当
代

の
新
風

の
、
複
雑

・
巧
緻
な
技
法

へ
の
好
爾
を
明
ら
か

に
す
る
も

の
で
あ

っ
た
。
そ

し
て
、
さ
ら

に
後
年
、
中
世

に
規
範
視
さ
れ

た

建

保

三

年

の
、
大
規
模
な

「
内
裏
名
所
百
首
」

の
場
合
が
あ
る
。

そ

の
宇
治

河
題
、
十

二

首

の
う
ち
、

一
首

は
さ
き

の
融
合
型
で
あ
る
が
、

半
ぽ

に
近

い
五
首
が
橋
姫

を

詠

み
、
そ

の
う
ち
、
定
家

の
歌

に
重
要

な
役
割

を
は
た
す

「
月
」
が
配

さ
れ
る

も

の
四
首

を
数

え
て
、
橋

姫
歌

の
典
型
化
が

う
か
が

わ
れ
る
と
い

っ
て

い
い
。

こ
の
時

期
を
頂
点

と
し
て
、
中
世

に
は
、
す

で
に
出

つ
く

し
た
構
成
要
素
が
、

適

宜
、
取
捨

さ
れ
て
、
橋

姫
歌

の
後
裔

を
も
た
ら
し
て
ゆ
く

こ
と

に
な
る

の
で

あ
る
。

○

さ
て
、
定

家

の
歌
は
、
前

述

の
よ
う

に
古

今
歌

の
本
歌
取

に
成

る
も

の
で
あ

っ
た
。
顕
昭

は
、
そ

の

「
古
今
集
」

の
読
人
不
知

歌

に
つ
い
て
、

「袖
中

抄
」

第

八

に
奥
儀

抄
云
と
し
て
、
次

の
よ
う

に
述
べ
て

い
る
。

此

歌
は
橋

姫

の
物
語
と
云
物

に
あ
り
。
昔
妻

二
人
持
り
け
る
男
、
も
と

の

め

の
つ
は
り
し
て
七

い
ろ

の
め
を
願
け
り
。

求

に
海
辺

に
行

て
龍
王

に
と

ら
れ

て
失

に
け

る
を
、
も
と

の
め
尋
歩
け
る
程

に
、
浜
辺
な
る
庵

に
宿
り

夜
イ

た
り
け
る

に
、
自
ら
此
男

に
あ
ひ

に
け
り
。
此

歌
を
う
た
ひ

て
海
辺
よ
り

来
け
る
也
。
さ
て
事

の
有
様
云

て
あ
く
れ
ぽ
失

せ
ぬ
。

こ
の
妻
な
く
く

帰

に
け
り
。
今

の
妻

こ
の
事
を
聞
き

て
初

の
ご
と
く
行

て
此
男
を
待

に
、

又
此
歌
を
う
た
ひ

て

(
き
け
れ
ぽ
)
、
我
を
思
出

で
も
と

の
妻
を
恋

に
妬

く
思

て
男

に
と
り

か
～
り
け
れ
ぽ
、
男
も
家
も
雪
な
ど

の
消
ゆ

る
が
ご
と

く
失

に
け
り
。

こ
の
歌
説
話

は
、

い
か
に
も
付
会
さ
れ

た
伝
奇

・
荒
唐

の
傾
き
が
あ

っ
て
、

顕
昭
自
身
、

「
私
云
宇
治

の
橋
姫

に
と

り
て
橋
姫

の
物
語

は
余
り

に
つ
く
り
ご

と

～
聞
ゆ
」
と
評
す
る
よ
う

に
、

一
首

の
本
意
を
探
る
上

に
参
考

に
な

ろ
う
と

も
思
わ
れ
な

い
。
や

は
り
現
今

の
通
説

の
よ
う

に
、
そ

の
読
人
不
知
歌

は
、
待

恋

の
心

を
詠

ん
だ

も

の
で
あ

ろ
う
。
宇
治

に
住

む
女

の
許

へ
通
う

こ
と

の
で
き
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な

い

一
夜
、
待

つ
身

の
哀

し
い
心

を
思

い
や
り
、
女

の
独
寝

の
佗

び
姿

を
視
覚

的

に
描

い
た

一
首

で
あ

る
。

「
宇
治

の
橋

姫
」

と

い
う
特
別
な
呼

び
方

を
、
窪

田
空
穂
氏

の

『
評
釈
』

で
は
、
そ

の
女

の
愛

称
と
み
、
女

の
独
寝

の
姿
を
感
覚

的

に
眼

に
描

い
た
の
も
そ
れ
に
通
う
も

の
と
さ
れ
、

そ

の
点
で

こ
の
橋

姫
は
、

遊
行
婦
系
統

の
女

で
は
な

い
か
と

の
想
像

も
さ
れ
て

い
る
。

女

の
住

む
宇
治

の

象
徴

と
し

て
、
宇

治
橋

の
存
在
は
重
要

な
も

の
で
あ

っ
た

に
ち
が

い
な

い
コ

橋

姫
と

い
う
か
ら

は
、
当
然

、
橋
と

の
浅
か
ら
ぬ
因
縁
が
想
像
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
宇
治

橋
付
近

の
岸

に
わ
ず
か

に
残
る
石
組
が
、
か

っ
て

の
橋
姫
神

社

の
古

跡
と

い
わ
れ
る
が
、
橋
姫

は
橋

の
架
設

に
と
も
な

っ
て
勧
請

さ
れ
た
も

の
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

宇
治
橋

の
創
設

は
、
元
興
寺

の
高
麗
僧
道
登

に
よ
る
大
化

二
年

丙

午

の
説

(宇
治
橋
断
碑
・
日
本
霊
異
記

A
「此日
脇例
甄旧
●
仕圦姦
木
瞳
記

)
と
、
中
国

で
玄
弉
三
蔵

に
師
事

し
た
と

い
う

道

昭

説

(続
日
本
記
・
袖
中

抄
、
元
享
釈
書

)と
が
あ

っ
て
定

め
が
た

い
が
、
大
体
、
七
世
紀

の
こ
ろ
に
は
架

設
さ
れ

て
い
た

の
で
あ

ろ
う
。

「
古
今
集
」
巻
十
七

・
雑
上

の
読
人
不
知
歌

に

は
次

の

一
首
が
あ
る
。

ち

は
や
ぶ
る
宇
治

の
橋
守
な
れ
を

し
そ
あ

は
れ
と

は
思

ふ
年

の

へ
ぬ
れ
ぽ

ノ

こ
の
歌
、

「
袖
中
抄
」
所
引

の
も

の
と

は
語
句

の
異
同
が
あ

る
。

二
箇
所

に

あ
る
が
、
橋
守

は
い
ず
れ
も
橋
姫

に
な

っ
て
い
る
。

ひ
と

つ
は
、
さ
き

の

「
さ

む

し
ろ
に
」

の
歌
説
話

の
続
き

の
部
分

に
、

「
ち

は
や

ぶ
る
宇
治

の
橋

ひ
め
な

れ
を

し
そ
云

々
」
と
あ

っ
て
、
以
下

の
叙
述
が
あ

る
。

是
も
此
事
を
思

て
詠

る
に
こ
そ
。
彼
男
も
と

の
妻
を
忍
び
た

る

物

な

れ

ば
、
年
比
な
り
け

る
人
な
ど
を
橋
姫

に
よ
そ

へ
て
読

る
と
そ

み
ゆ
る
。
ち

は
や
ぶ

る
と

は
彼
男
女
昔

の
世

の
事
な
れ
ぽ
神

に
て
侍
り
け

る

に

こ

そ

は
。
又
万

の
物

に
は
そ

の
も

の
を
守
る
神
あ
り
。

い
は
ゆ
る
魂
也

。
さ
れ

N

僅

ぽ
橋
を
守

る
神
を
橋
姫
と

は
云
と
も
心
得
ら
れ

た
り
。
神

は
古
き
物
な
れ

ば
年
経

た
る
人

に
よ
そ

へ
る
に
や
。
宇
治

の
橋
姫
と

さ
し
た

る

ぞ

心

得

ぬ
。
神

を
姫
、
も

り
な
ど

云
事
常

の
事
也
。
さ

ほ
姫
、

た

っ
た
姫
、
山
姫

嶋
守
、

こ
れ
ら
皆
神
也
。

こ
の
部
分

は
歌
説
話

に
較
べ
れ
ぽ
、

か
な
り
意

の
通
ず
る
内
容

で

あ

る
。

神

・
姫

漕
守
な
ど

は
、

み
な
同
じ
も

の
で
あ

っ
て
、
万
物

に
は
魂
が
あ

る
が
、

そ
れ
が
神

で
あ

る
と

し
て
い
る
。

こ
れ

に
よ
れ
ば
、
宇
治

の
橋
姫

は
、
橋
と
別

個

の
存
在

で
は
な
く
、
橋

の
魂
と

し
て
、
宇
治
橋
を
守

る
神

と

い
う
こ
と
に
な

る
。

「
ち
は
や
ぶ

る
」

の
歌

は
、

い
ま

ひ
と

つ
別

に
掲
げ

て
あ

る
の
で
は
、
第

四
句
が

「
か
な

し
と

は
思

ふ
」
と
な

っ
て
い
る
が
、
そ

こ
で
顕
昭

は
、

宇
治

の
橋
姫
と

は
姫
大
明
神
と

て
宇
治

の
橋
下

に
お
は
す

る

神

を

申

に

や
。
其
神

の
も
と

へ
離
宮
と
申
神

の
毎
夜
通

ひ
給
と

て
、
其
帰
給
時

の
し

る
し
と

て
暁
殊

に
宇
治
川

の
浪

の
お
び

た
ゴ
し
く
立

お
と

の
す

る
ぞ
と
申

伝

た
る
。

…
…
隆
縁
と
申
侍

し
僧

は
、
住
吉
明
神

の
宇
治

の
橋
姫

を
妻
と

し
て
通
給

し
間

の
歌
也
と
申
き
。

…
…
住
吉

は
神
代

よ
ゆ
お
は
し
ま
す
、

年
久
成

て
後
始

て
宇
治

の
橋
姫

に
通
給
と
申

さ
ん
事
も
覚
東

な
し
。
但
古

玉
イ

今
注

に
、
又

は
宇
治

の
は
ま
姫
と
注

せ
り
。
橋

の
造

ら
れ

た
る
よ
り
先

の

事
と

は
申
人

も
有

ぬ
べ
し

と
述

べ
て
い
る
。
姫
大
明
神

に
つ
い
て
、
後
文

で
顕
昭

は
、

「
さ
む
し
ろ
に
」

「
ち
は
や
ぶ
る
」

の
二
首

の
歌

に

「
と
も

に
か
な

へ
り
」
と

い

っ
て

い
る
が
、

右

の
叙

述
が
極

め
て
伝
説
的
な
匂

い
濃
く
、
殆
ど
解
明

の
余
地
が

な

い
こ
と
、

こ
と

に
後
半
、
歌
姫

の
問
題
を
遠
く
神
代

ま
で
遡

る
と

な
る
と
、

一
層
、
そ

の

感
が
深

い
。

さ
き

の

「
奥
儀
抄
」
所
引

の
後
段

の
橋
姫

観

の
方
が
、
数
等

わ
か

り
や
す
く
、
納
得

の
ゆ
く
面
を
も

っ
て
い
る
と

い

っ
て

い
い
。

一45一



そ

し
て
、

「
ち

は
や
ぶ
る
」

の
場
合
、

「
袖
中
抄
」

の
橋
姫

よ
り
も
、

一
般

流
布

の
橋
守

の
方
が
妥
当

で
あ

っ
て
、
諸
注

の
よ
う

に
、
現
実

に
橋

の
番
人
を

さ

し
て
い
る
と

み
ら
れ

る
。
そ
れ

は
、

「
万
葉
集
」

に
橋
姫
が
な
く

「
宇
治

の

渡

り
」
(00
6

0

9白
3

4

4̂
2

9耐

9臼
ハj
nO
)
と
あ

る
こ
と

か
ら
、

「
古
今
集
」

の
読
人
不
知
歌

の
時

代

に

は
、
す

で
に
宇
治
橋

の
架
設
が
な
さ
れ

て
い
た
と

み
る
方
が
、
恐
ら
く
事
実

に

近

い
と
考
え
ら
れ

る
か
ら

で
あ
る
。

「
延
喜
式
」

に
も
、
宇
治
橋

の
敷
板
を
近

江

・
丹
波

か
ら
運

ん
だ
旨

の
記
録

は
あ
り
、
漸
く
宇
治
橋

は
現
実

の
も

の
と
し

て
、
姿
を
現
わ
し

て
来
た

の
で
あ

っ
た
。

そ

の
場
合
、
た
と
え
ぽ
、

「
枕
草
子
」

に
は

「
せ
た

の
橋
」
「
な
が
ら

の
橋
」

な
ど
、
十

八
橋

の
名
が
記
さ
れ

て
い
る
が
、
歌

に

「
せ
た

の
橋
姫
」

「
な
が
ら

の
橋
姫
」
と

い

っ
た
こ
と

は
、
例
を

み
な

い
。
守
護
神

の
橋
姫
が
無

縁

の
は
ず

は
な

い
が
、
宇
治

の
ほ
か
に
こ
の
橋
姫

の
表
現
を
聞
か
な

い
こ
と

は
、
甚
だ
不
思

議
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
膾
炙
し

て
い
る
と

い
う

こ
と
な
ら
ば
、

「
せ

た
」

「
な
が
ら
」

の
二
橋
な
ど
は
、
宇
治
橋

に
勝

る
と
も
劣
ら
な

い
も

の
で
あ

ろ
う
。

「
枕
草

子
」

に
宇
治
橋

の
記
述
が
な

い
こ
と
も
妙

で
は
あ
る
が
、
特

に

宇
治
橋

に
限

っ
て
橋
姫

を

い
う

の
は
何

に
よ
る

の
で
あ

ろ
う
。

い
ま
、
そ

の
根
拠
を
明
ら
か

に
で
き
る
材

料
は
何

も
な

い
。

た
だ
あ
げ

る
と

す
れ
ば
、
や

は
り
往
古

の
歴
史

に
ま

つ
わ
る
伝
承
と
し
て
、
宇
治

の
発
端

と
も

い
え
る
菟
道
宮

の
存
在
が
、
ひ
と

つ
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
応
神

天
皇
と
木
幡
乙
女
と

の
恋
物
語
、
ま
た
菟
道
稚
郎
子

の
、
後

の
仁
徳

、
大
山
守

皇
子
を
め
ぐ
る
悲
劇

が
、

古
代
史
特
有

の
、
雲
上

の
神
秘
性
、
夢
幻
性
を
示
す

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

伝

承
と
し
て
、

こ
の
地
、

「
ち
は
や
ぶ
る
宇

治
」

に
脈

々
と
流

れ
て
い
た
こ
と

で
あ
る
。

そ
れ

に
加

え
て
は
、
急

流
で
知

ら
れ
る
宇
治
川

の
、
自
然

の
勢
威

・

魔
力
と

い

っ
た
面
が
あ

っ
た
。
万
葉
十

八
首

の
う

ち
十

六
首
が
川

で
あ
、る
。
洪

水
な
ど

で
橋

の
流
亡
す
る

こ
と

は
当
然
あ

っ
た
。

「
蜻
蛉
日
記
」

で

は
、
舟

に

牛
車
を
据
え

て
渡
河

し
た
叙
述

に
な

っ
て
い
る
。
橋

の
守
護
神
と
し

て
の
橋
姫

に
託
さ
れ

る
霊
性

は
、
そ
れ
ら

の
交
錯

・
交
感

の
う
ち

に
現
実

に
根
を
お

ろ
し

て
、
往
古

へ
の
郷
愁
を

こ
め
な
が
ら
、
人
事
と
自
然
と

の
融
合
を
巧
み

に
司
る

も

の
に
ほ
か
な
ら
な

か

っ
た
。

往
還

に
も
、
周
囲

の
風
光

に
と

っ
て
も
、

こ
の
橋

の
あ

る
な

し
は
、
極

め
て

重
要
な
条
件

で
あ

っ
た
。

「
宇
治
十
帖
」

に
も
総
角
巻

・
浮
舟
巻

に
宇
治
橋
は

数
回
登
場
す
る
。

=

一を
あ
げ

れ
ぽ

山

の
方

は
、
霞

へ
だ

て
～
、
寒
ぎ
洲
崎

に
立

て
る
笠
鷺

の
姿
も
、
所
が
ら

は
、

い
と
、
を

か
し
う
見
ゆ

る
に
、
宇
治
橋

の
、

は
る
ば
る
と
見
渡

さ
る

丶
に
、
柴
積
み
舟

の
、
所

々
に
行
ち
が
ひ
た
る
な
ど
、
ほ
が

に
も
目
馴

れ

ぬ
事
ど
も

の
み
取
り
集

め
た
る
と

こ
ろ

(浮
舟
)

宇
治
橋

の
な
が
き
契
り

は
朽
ち
せ
じ
を
あ
や
ぶ
む
方

に
心
騒
ぐ
は

(同
)

宇
治

に
舞
台
を
移
す

こ
と

に
よ

っ
て
、
王
城

の
地
京

都
と
は
異

っ
た
風
光

や

雰
囲
気
を
盛
り
、
物
語
後
半

の
展
開
が
意
図

さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

右

に
抄
出
し
た
柴
舟

の
く
だ
り
は
、

「
新
古
今
集
」
寂
蓮

の

一
首

暮

れ
て
ゆ
く
春

の
み
な
と
は
知

ら
ね
ど
も
霞
に
落

つ
る
宇
治

の
柴
舟(巻

二
春
上
)

の
素

地
を
明
ら
か
に
髣
髴

と
さ
せ
る
情
景

で
あ

り
、

ま
た
、

「
宇
治
橋

の
な
が

き
契
り
」

と
す
る
捉

え
方
も
、

こ
と
橋
姫

に
関

し
て
中

々
暗

示
に
富

む
表
現
と

い
え
よ
う
。

宇
治
橋

は
、

た
し
か
に
宇
治

の
ひ
と

つ
の
焦
点

を
な
す
も

の
で
あ

っ
た
。

宇
治

の
橋
姫
が
、
橋

の
守
護
神
と

し
て
、

い
わ
ば
、
宇
治
橋
と
表
裏

一

体

の
霊
妙

な
存
在

で
あ
れ
ば
、
橋

そ
の
も

の
の
長

い
点

に
も
、
極

め
て
印
象
的

に
詩
情

を
そ
そ
る
も

の
が
あ

っ
た
に
ち
が

い
な

い
。
定
家

の
橋
姫
歌
を
考
え

る
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際

に
、
忘
れ
が
た

い

一
事

で
あ
る
。

○

定

家

の

「
さ
む
し
ろ
や
」

の

一
首

は
、
ま
ず
表
現

形
式

の
面

で
、
本

歌
と
甚

だ
対

照
的

で
あ

る
。
本

歌
が
、

「
わ
れ
を
待

つ
ら
む
宇
治

の
橋
姫
」
と
、
我
、

即
ち
男
性

の
側

か
ら

の
想
像
を
も
と

に
、

一
人
称
的
な
詠
出
を

し
て
い
る
の
に

対

し
て
、
定
家

は
、
訪
れ
を
待

つ
橋
姫

の
側
か
ら
、
そ

の
空
し

い
現
実
を
、
客

観
的

に
三
人
称
的
な
詠
嘆

で
示
し

て
い
る
。

表
現
内
容

の
面
で

い
え
ぽ
、
さ
す
が

に
定
家

の
歌

は
、
陰

影
も
深
く
、

屈
折

の
多

い
、
極

め
て
巧
緻
な

一
首

と
な

っ
て
い
る
。
季
節

は
秋

で
あ

り
、
そ
の
夜

に
風

と
月

と
を
配

し
て
、

そ

こ
に
橋
姫

の
姿

を
浮

き
彫

ひ
し
た

の
で
あ

っ
た
。

「
秋

の
風

ふ
け
て
」

「
月

を
か
た
し
く
」

は
、
と

も
に
定
家
好

み
の
、
感
覚
的

な
鋭

い
表
現

で
あ

っ
て
、
時
間

の
推

移
を
示
唆

し
な
が

ら
、
視
覚
的

に
場
面
を

描
き
出

し
て
い
る
。
宇
治

の
川
風

に
吹
き
乱
れ

る
黒
髪
、
露
添
え
た
衣
、
そ
し

て
、
皓

々
と
そ
そ
ぐ
月
光

に
映

し
出
さ
れ

る
青
白

い
顔
な
ど
、
訪
れ
を
待
ち
わ

び

る
哀

し
い
橋
姫

の
独
寝

の
姿
態

は
、
,
鬼
気
を
さ
え

は
ら

ん
で
、
極

め
て
幻
想

的
な
気
分
を
そ
そ
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
凄
艶
と

い

っ
て
よ

い
程

に
、
ひ

き
し
ま
る
よ
う
な
夜

気

の
申

に
、
切

々
と
し
た
余
韻

を
た
た
え
て

い
る
。

い
か

に
も
物
語
的

な
構
想

を
交

え
た
彫
琢

の

一
首

と
い
グ

こ
と
が

で
き

る
。

と

こ
ろ
で
、
近
代

の
諸
注

は
、

こ
の

一
首
、

こ
と

に
橋
姫
を

ど
の
よ
う
に
解

し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。
次

に
若
干

の
例

を
掲
げ

て
み
た
い
。

①
人

ヲ
待

ツ
夜

ノ
秋

ノ
風
ガ
更
ケ

テ
、
誰

モ
来

ナ
イ
デ
狭
莚

二
宇
治

ノ
橋
姫

ハ
月

ノ
光

ヲ
片
方

二
敷

イ
テ
丸
寝

ヲ
ス
ル
コ
ト

デ
ア
ラ
ウ
。
宇
治

の
橋
姫

は
宇
治
橋

の
ほ
と

り
に
出

で
た
る
遊
女
な
り
。

(鴻
巣
盛
広
・新
古
今
集
遠
鏡
)

②

我
を
待
ち

て
、
宇
治

の
橋
姫

は
、

こ
の
秋

の
夜

の
風
も
、

い
よ
く

さ
び

し
く
吹
き
、
月
影

の
更
け
渡
る
空

に
、
さ
む
し

ろ
に
独
り
寝

し
て
居
る
な

ら
む
か
、
あ
は
れ
や
と

い

へ
る

に
て
、
秋
月
秋

風
ふ
け
渡

る
さ
び
し
き
空

に
、
遊
君

の
我

を
待

ち
て
、
独

り
寝

し
て
居

る
な
ら
む
か
、

さ
ぞ
さ
び
し

か
ろ
と
思

ひ
や
り
て
詠

め
る
趣
向
な

り
。

(塩
井
正
男
・
新
古
今
集
詳
解
)

③

む
し
ろ
の
上

に
、
人
待

つ
夜

の
秋
風
が

ふ
け

て
、
宇
治

の
橋
姫

は
、
月

の

光

を
浴
び

つ
丶
、
独

り
丸
寝
を

し
て
い
る
で
あ

ろ
う
。
宇
治

の
橋
姫
、

こ

～
は
古
歌

に
よ

っ
て
宇
治

に
住
む
女
を
指

し
た
も

の
で
あ

ろ
う
。

(石
田
吉

貞
・
新
古
今
集
全
註
解
)

④
寝
莚

に
、
男

の
通

っ
て
来
る

の
を
待

っ
て
い
る
秋

の
夜

を
、
秋
風
が

ふ
け

て
来
て
、
そ

の
莚

を
照
ら
す
月
影

の
上

に
ひ
と
り
寝
を
し
て

い
る
宇
治

の

橋
姫

よ
。
今
は
橋
姫

を
遊
君
と
見

る

の
に
従
う
。
(窪
田
空
穂
・
完
本
新
古
今
集
評

釈
)

⑤
宇
治
川

の
畔

に
住

む
遊

君

(尾
上
八
郎

.
評
釈
新
古
今
集
)

⑥
宇
治
橋

(山
城
国
久
世
郡
)
を
守

る
と

い
ふ
女
神

(峯
村
文
人
・
新
註
国
文
学
叢

書
)

,

⑦
宇
治
橋

の
そ
ば

に
あ

る
橋
姫
明
神
と
も
宇
治
橋

の
あ

た
り

に
住
む
女
と
も

ま
た
遊
君
だ
と
も

い
ふ
。

(小
島
吉
雄
・
朝
日
古
典
全
書
)

⑧
宇
治
川

の
ほ
と
り

に
住
む
遊
女

(久
松
潜
一他

.
日
本
古
嶼
戈
学
大
系
)

こ
こ
に
あ
げ
た

八
例

で
み

る
と
、

宇
治

の
橋
姫

は
、

遊
君
5
、

女
1
、

女

神
1
、
決
定
な
し
ー
と
な

っ
て
、
遊
君
と
解
さ
れ

て
い
る
場
合
が
も

っ
と
も
多

い
。
そ

の
中

に
は
、
窪

田
空
穂

氏

の
よ
う

に
、
旧
評
釈
本

の
女

神
説

を
改

め
ら

れ

た
例

も
含

ま
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
橋
姫

は
、

そ
の
よ
う
に
遊

君
と

す
る
の
が
、
も

っ
と
も
妥
当
な
解

釈

な

の
で
あ

ろ
う

か
。

「
月
を

か
た
し
く
」

は
、
勿
論
、
月
光
を
浴
び

て
独
寝
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す
る

こ
と
を
さ
す
が
、
橋
姫
は
、
そ

の
際

に

「
さ
む
し

ろ
」
を
ど

の
場
所

に
敷

い
た
の
で
あ

ろ
う

か
。
そ
れ

は
自
明
と

い
う
わ
け
な

の
で
あ

ろ
う
。
諸
注
釈

は

一
向

に
触
れ

て
い
な

い
。
遊
君
な
ら
ぽ
、
橋

の
上

で
も
、
橋

の
袂

で
も
さ

し
つ

か
え
の
あ

ろ
う

は
ず

は
な

い
が
、
そ
れ

で
は
い
か
に
も
景
が
現
実

に
す
ぎ

る
傾

き

も
あ

る
よ
う
で
あ

る
。
定
家
が
、

こ
と

さ
ら
に
、

そ
の
甚
だ
直
接
的
な
現
実

の
場
面

を
、
本

歌
に
対

応
す
る
表
現
形
式

で
女
性

の
側
に
よ

っ
て
描
く

の
を
目

途

と
し
た
と
は
、

気
鋭

・
執

心

の
作
風

か
ら
し
て
、

い
さ
さ
か
そ
ぐ
わ
な
い
感

が
あ
る
。
む
し

ろ
、

「
源
氏
物

語
」
橋
姫

巻
あ
た
り

に
発
想

の
も
と
を
置
ぎ
、

そ
れ

に
本
歌

に
あ
る
橋
姫

の
神
秘
を
か
ら
ま
せ

て
神
人
縹
渺
た
る
物

語
的
な
仮

構

の
創
出
を
意
図
し
た
と
み

る
方
が
自
然
で
あ

ろ
う
。

橋
姫
伝
説

の
神
秘
と
夢
幻

は
、
橋
と

の

一
体
観

に
と
ら
え
ら
れ
る
橋

の
守
護

神
、

そ
の
女
神

・
橋
姫

の
存
在

に
ほ
か
な
ら
な

か

っ
た
。

い
わ
ぽ
、
橋
そ

の
も

の
が
、
橋
姫
な

の
で
あ

る
。

そ
の
点
、

「
宇
治
橋

の
な
が
き
契

り
」
と
着
目
さ

れ
た
宇
治
橋

の
、

そ
の
長

さ
は
、
明

ら
か
な
実
感

を
も

っ
て
、
橋

の
影
像
を

よ

び
お

こ
す

の
に
充
分

で
あ

っ
た
ろ
う
。

そ
し
て
、
視
覚

に
訴

、兄
ら
れ

た
印
象
的

橋

そ

の
も

の
が
、
「
さ
む
し
ろ

に
月
を
か
た
し

い
て
、
」
姿

形
を
異

に
し
た
妖

艶

な
化
身
を
虚
空

に
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る

の
で
あ
る
。

そ
れ
が
宇
治
橋

の

「
魂
」
、
あ
る

い
は

「
精

」

と
し

て
の
女

神

.
橋

姫
像

に

ほ
か
な
ら
な

い
。
そ

の
夢
幻

の
虚
空

に
橋
姫

は
、
男
神

の
訪
れ
を

待

っ
て

い

る
。

し
か
し
、
熟
視

し
よ
う
と
す
れ
ば
、

一
瞬

の
う

ち
に
か
き
消
、兄
て
、
眼
前

に
は
、

た
だ

ふ
り
そ
そ
ぐ
月
光

を
浴
び

て
、
無
人

の
静
寂

に
横
た
わ

る
宇
治
橋

の
情
景

を
み
る
の
で
あ

る
。

い
わ
ば
、
定
家

の
橋
姫
歌

は
、
叙
景
歌
と

し
て
の

見
方

も
、
必
ず

し
も
不
可
能

で
な

い

一
面

を
そ
な
え
て
い
る
と

い

っ
て
い
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
本

歌

の
恋

を
四
季

に
か
え
て
い
る
の
は
、
本
歌
取

の
常
道

で
も
あ

る
が
、
背
後

の
恋

の
情
趣
を
暗
示
す

る
に
効
果
的

で
、
絶
妙
な
幻
想
と

仮
構

に
、
景

・
情

の
交
錯
す

る
こ
の
歌

の
独
自
性
を
培

っ
て
い
る
。
そ

し
て
、

「
さ
む
し
ろ
や
」

の

一
首

の
不
思
議

な
魅
力
が
、
素
材

へ
の
執
心
、
知
巧

の
技

法

な
ど
様

々
な
要
素

に
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
上
に
、

正
統

的
な
歌

の
世
界

へ
の
謹
直

・
一
途
な
点

に
あ

っ
た

こ
と
を
知

ら
な
け
れ
ば

な
ら

な

い
。
そ

の
新
風

は
、
正
統

の
自
覚

の
上

に
も
た
ら
さ
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
。

こ
の
橋
姫
歌

の
問
題

は
、
ひ
と

し
お
そ

の
感
を
深
く
さ

せ
る
よ
う
で
あ
る
。

定
家

の
宇
治

の
歌
十
七
首

の
題
材

は
、
川
波
4
川
長
4
橋
姫
2

(他
に
伝
定

家
卿
詠
2
)
、

川
舟
2
、
川
風

1
、
川
霧
1
、
山
蔭
1
、
山
び

こ
ー
、
里
人
1
と
な

っ
て
、
や

は
り

「
川
」

の
関
係
が
主
と
な

っ
て
い
る
。
新
古
今
と
別

の
橋
姫
歌

は
、
次

の

一
首

で
あ

る
。

を
ち
か
た
や
は
る
け
き

み
ち
に
雪

つ
も

り
待

つ
夜

か
さ
な

る
宇
治

の
橋
姫

(文
治
三
年

皇
后
宮
大
輔
百
首
)

新
古
今

の
秋

に
対

し
て
、
冬

の
歌

で
あ

る
が
、

と
も
に

「
新
儀

非

拠

達

磨

歌
」

の
こ
ろ

の
詠

で
あ
る

の
が
面

白

い
。
物

語
的

な
詠
風

の
み
ち
び
か
れ

た
時

期
が
あ

っ
た
。
橋
姫

に
つ
い
て
も
、

「
ち
は
や
ぶ
る
宇

治
」

の
伝
承

を
享

け

つ

つ
、

「
宇
治
十
帖
」

に
は

一
層
魅

せ
ら
れ
た
と
想
像

さ
れ
る
。
そ
れ
が
四
季

歌

で
あ

っ
た
こ
と
も
、

一
面
物
語

の
描
写
力

に
刺
戟
さ
れ
、
そ
れ
を
歌

の
新
た
な

課
題
と

し
て
抒
情
表
現

の
可
能
性
を
求

め
た
心

の
反
映

で
あ
り
、
橋
姫

は
、
景

・
庸
と
も

に
も

っ
と
も
適
切
な
素
材

で
あ

っ
た
と

い
え

る
の
で
あ
る
。

(
一
九

六
七

・
一
)
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