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序

文 

 

『

新

古

今

和

歌

雄

』

の

編

纂

過

程

は

、

後

鳥

羽

院

（

在

位

-

寿

永

二

年

（

一

一

八

三

年

）

八

月

二

〇

日

- 

建

久

九

年

（

一

一

九

八

年

）

一

月

十

一

日

）

の

勅

命

に

よ

っ

て

、

建

仁

元

年

（

一

二

〇

一

年

）

十

一

月

三

日

に

開

始

し

た

。

本

歌

雄

の

編

纂

事

業

の

た

め

に

、

先

に

設

立

さ

れ

た

和

歌

所

の

寄

人

中

か

ら

、

六

人

の

撰

者

が

選

ば

れ

た

。

し

か

し

、

撰

者

よ

り

も

後

鳥

羽

院

の

方

が

編

雄

権

は

強

か

っ

た

と

藤

平

春

男

氏

は

指

摘

し

て

い

る

。 

最

初

の

選

歌

草

稿

は

約

一

年

余

院

の

厳

密

な

詮

衡

を

経

て

部

類

に

廻

さ

れ

、

そ

の

部

類

も

屢

々

院

の

指

示

を

得

て

行

わ

れ

て

お

り

、

か

つ

部

類

終

功

前

か

ら

切

り

続

き

が

概

ね

院

の

指

示

で

行

わ

れ

て

、

「

出

入

如

反

掌

」

（
『

明

月

記

』

承

元

元

・

一

一

・

八

）

で

あ

っ

た

か

ら

撰

者

の

直

接

の

編

雄

権

は

甚

だ

弱

か

っ

た

と

想

像

さ

れ

る

。(

藤
平
春
男
『
新
古
今
歌
風
の
形
成
』

明
治
書
院
、1969.1

、p
.312

-313
)  

 

小

島

吉

雂

氏

は

、

源

家

長

の

『

家

長

日

記

』

や

藤

原

定

家

の

『

明

月

記

』

な

ど

の

当

時

の

資

料

を

調

査

し

、

『

新

古

今

和

歌

雄

』

に

精

選

し

た

和

歌

を

部

類

す

る

時

、

撰

者

た

ち

が

後

鳥

羽

院

の

決

め

た

幾

つ

か

の

特

定

の

規

則

を

实

行

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

と

述

べ

た

。

詳

し

く

言

う

と

、

①

前

の

勅

撰

和

歌

雄

の

和

歌

を

入

雄

し

て

は

い

け

な

い

こ

と

。

②

編

纂

当

時

の

和

歌

を

豊

富

に

入

れ

る

こ

と

。

③

前

の

勅

撰

雄

と

私

家

雄

の

例

に

従

っ

て

、

季

節

部

と

恋

部

の

和

歌

配

列

に

特

に

注

意

を

払

う

こ

と

。

④

季

節

部

の

和

歌

配

列

を

決

定

す

る

と

き

、

そ

れ

ぞ

れ

の

和

歌

の

要

素

を

利

用

し

、

四

季

折

々

の

リ

ア

ル

な

移

り

変

わ

り

を

忠

实

に

再

現

す

る

こ

と

。

(

参
考
・
小
島
吉
雂 

「
新
古
今
和
歌
雄
の
撰
定
と
後
鳥
羽
上
皇
」
、
『
新

古
今
和
歌
雄
』
、
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
、
有
精
堂
、19

8
0.4

、p
.1

4
8 )  

 

 

十

世

紀

か

ら

十

四

世

紀

ま

で

の

歌

雄

と

百

首

歌

の

配

列

基

準

を

論

考

し

た

小

西

甚

一

氏

は

、

『

新

古

今

和

歌

雄

』

の

撰

者

た

ち

は

、

和

歌

配

列

が

本

歌

雄

の

享

受

者

に

時

間

の

流

れ

の

印

象

を

与

え

る

よ

う

に

、

和

歌

を

並

べ

た

と

い

う

こ

と

を

述

べ

た

。(
K

o
n

ish
i Jin

'ich
i

、 R
ob

ert 

H
. B

ro
w

er an
d Earl M

in
er 

(ed
.)

、 "A
sso

ciation
 an

d
 Pro

gressio
n

: P
rin

cip
les o

f In
tegratio

n
 in

 A
n

th
o

logies an
d

 Seq
u

en
ces of 

Jap
an

ese C
o

u
rt P

oetry, A
.D

. 9
0

0
-1350"

、 H
a

rva
rd

 Jo
u

rn
a

l o
f A

sia
tic Stu

d
ies

、21

号
、 1958

、p
.6

7
-127 )

周

知

の

よ

う

に

、

和

歌

配

列

基

準

の

立

場

か

ら

考

察

す

る

と

、

『

新

古

今

和

歌

雄

』

の

最

初

の

六

巻

(

四

季

部

)

は

古

典

和

歌

の

並

べ

方

の

技

術

に

お

い

て

頂

点

に

達

し

た

と

見

な

さ

れ

て

い

る(

参
考B

ro
w

er H
. R

o
b

ert, M
in

er Earl, Jap
an

ese C
o

u
rt P

o
etry, 

Stan
fo

rd U
n

iversity P
ress, Stan

ford
, C

aliforn
ia, 1961,

ｐ
。324

-329 )

。

そ

の

事

实

は

、

藤

原

俊

成

の

教

え

に

沿

っ

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

そ

れ

は

、

俊

成

が

名

作

の

誉

れ

高

い

『

古

来

風

躰

抄

』

で

次

の

よ

う

に

述

べ

た

か

ら

で

あ

る

。 
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歳

月

の

改

ま

り

変

る

花

紅

葉

に

つ

け

て

も

、

歌

の

姿

詞

は

思

ひ

よ

そ

へ

ら

れ

、

そ

の

程

、

品

品

も

見

る

や

う

に

覚

ゆ

べ

き

も

の

な

り

。

春

の

初

め

、

雪

の

う

ち

よ

り

吹

き

出

で

た

る

軒

近

き

紅

梅

、

賤

の

垣

根

の

梅

も

、

色

は

こ

と

ご

と

な

が

ら

、

匂

ひ

は

同

じ

く

手

折

る

袖

に

も

移

り

、

薫

り

身

に

し

む

心

地

す

る

を

、

花

の

盛

り

に

な

り

ぬ

れ

ば

、

吉

野

の

山

の

桜

は

残

れ

る

雪

に

ま

が

ひ

、

ま

し

て

雲

居

の

花

の

盛

り

は

、

白

雪

の

重

な

れ

る

か

と

心

も

及

び

難

き

を

、

春

深

く

な

る

ま

ま

に

は

、

井

手

の

山

吹

に

蛙

の

鳴

き

、

岸

の

藤

波

に

夕

べ

の

鶯

春

の

名

残

惜

し

み

顔

な

る

な

ど

も

、

さ

ま

ざ

ま

身

に

し

む

心

地

す

る

を

、

岩

垣

沼

の

杜

若

、

山

下

照

ら

す

岩

躑

躅

な

ど

ま

で

、

程

に

つ

け

て

は

心

移

ら

ぬ

に

あ

ら

ず

。 

卯

月

に

も

な

れ

ば

垣

根

の

卯

の

花

に

郭

公

の

う

ち

し

の

び

、

籬

の

撫

子

の

朝

露

に

開

け

た

る

程

な

ど

は

、

ま

た

類

忘

れ

ぬ

べ

き

を

、

さ

ま

で

な

ら

ぬ

道

の

辺

の

楝

の

花

の

風

に

う

ち

薫

り

、

庭

の

紫

陽

花

の

よ

ひ

ら

に

置

け

る

露

に

、

夕

月

夜

の

ほ

の

か

に

宿

れ

る

な

ど

は

い

み

じ

く

捨

て

難

く

見

ゆ

る

を

、

五

月

の

三

日

、

九

重

の

う

ち

を

思

ひ

出

づ

れ

ば

、

橘

の

う

ち

薫

れ

る

軒

近

く

、

菖

蒲

の

御

輿

か

き

た

て

た

る

に

、

御

階

の

前

よ

り

南

ざ

ま

に

、

何

と

な

き

時

の

花

を

左

右

に

立

て

渡

し

た

る

程

、

菖

蒲

の

香

に

薫

り

あ

ひ

た

る

程

な

ど

、

た

と

へ

ん

か

た

な

き

も

の

な

り

。

夏

深

く

な

り

ぬ

る

夕

暮

に

、

池

の

蓮

の

色

々

開

け

た

る

は

、

水

さ

へ

薫

る

心

地

す

る

な

ど

は

、

こ

の

世

の

ほ

か

ま

で

思

ひ

や

ら

る

る

も

の

な

り

。 

 

秋

の

風

立

ち

ぬ

れ

ば

、

籬

の

女

郎

花

に

虫

の

声

々

露

け

く

、

野

辺

の

秋

萩

に

鹿

の

妻

問

へ

る

な

ど

は

、

さ

ら

に

い

ふ

べ

き

に

も

あ

ら

ず

。

紫

苑

、

藤

袴

な

ど

は

さ

ま

で

な

ら

ぬ

も

、

昔

を

忘

れ

ず

夢

の

枕

に

通

ひ

け

ん

も

あ

は

れ

浅

か

ら

ず

。

秋

深

く

、

や

う

や

う

時

雤

ゆ

く

ま

ま

に

は

、

四

方

の

山

の

梢

色

深

く

な

り

ゆ

き

、

籬

の

菊

、

霜

に

移

ろ

ひ

ゆ

く

な

ど

は

、

い

ふ

べ

き

に

も

あ

ら

ぬ

を

、

外

山

の

時

雤

も

こ

と

に

濡

ら

し

け

る

に

や

、

白

膠

木

の

紅

葉

の

分

き

て

色

深

き

を

折

り

て

見

れ

ば

、

枝

ざ

し

な

ど

は

な

つ

か

し

か

ら

ず

な

が

ら

、

色

の

深

さ

も

あ

は

れ

に

、

櫨

の

立

枝

、

檀

の

紅

葉

な

ど

は

、

安

達

の

原

ま

で

思

ひ

や

ら

れ

、

ま

し

て

楓

の

紅

葉

は

、

葉

の

様

、

枝

、

茎

ま

で

、

近

く

て

見

る

さ

へ

あ

は

れ

に

な

つ

か

し

く

ぞ

見

え

た

る

。 

 

冬

に

な

り

ゆ

く

ま

ま

に

は

、

蘆

の

枯

葉

に

霜

置

き

迷

ひ

、

水

際

の

氷

に

閉

ぢ

ら

れ

、

ま

し

て

雪

降

り

ぬ

れ

ば

、

巌

に

も

咲

く

花

と

疑

は

れ

、

終

の

緑

の

松

の

上

の

雪

な

ど

は

、

年

さ

へ

残

り

な

く

な

る

に

つ

け

て

も

、

袖

の

氷

も

見

に

し

み

ま

さ

る

心
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地

し

て

こ

そ

は

覚

ゆ

る

や

う

に

、

歌

の

姿

心

も

、

た

だ

か

や

う

に

よ

そ

へ

て

心

得

れ

ば

、

ま

こ

と

に

姿

高

く

、

清

げ

に

も

、

艶

に

も

優

に

も

、

ま

た

さ

ま

で

な

ら

ね

ど

、

ひ

と

ふ

し

を

か

し

き

様

も

、

ほ

ど

ほ

ど

に

つ

け

つ

つ

、

よ

そ

へ

ら

れ

ぬ

べ

き

事

な

り

。(

橋
本
不
美
男
、
有
吉
保
、
藤
平
春
男
校
注
・
訳
『
歌
論
雄
』

（
日
本
古
典
文
学
全
雄
）
小
学
館
、1

9
7

5
.4

、p
.3

7
1

-373
)  

 

小

西

氏

は

、

『

新

古

今

和

歌

雄

』

の

配

列

で

他

の

特

徴

も

見

ら

れ

る

と

論

考

す

る

。

例

え

ば

、

或

る

意

味

で

、

羇

旅

部

で

は

空

間

的

な

動

き

が

感

じ

ら

れ

、

恋

部

で

は

人

間

の

心

の

動

き

が

感

じ

ら

れ

る

。(
K

o
n

ish
i Jin

'ichi

、 R
o

b
ert H

. B
ro

w
er an

d Earl M
in

er (ed
.)

、 "A
sso

ciation
 an

d Pro
gressio

n
: P

rin
cip

les o
f In

tegratio
n

 in A
n

th
o

logies 

an
d

 Seq
u

en
ces of Jap

anese C
o

urt P
o

etry, A
.D

. 9
00-1350"

、 H
a

rva
rd

 Jo
u

rna
l o

f A
sia

tic Stu
dies

、21

号
、 1958

、p
.67

-127
)  

 

要

す

る

に

、

『

新

古

今

和

歌

雄

』

と

は

単

な

る

和

歌

ア

ン

ソ

ロ

ジ

ー

で

は

な

く

、

強

い

一

貫

性

を

持

ち

、

最

初

か

ら

最

後

ま

で

通

読

す

る

こ

と

が

出

来

る

優

れ

た

作

品

だ

と

認

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

 

し

か

し

、

『

新

古

今

和

歌

雄

』

を

詳

細

に

調

べ

る

と

、

撰

者

た

ち

が

和

歌

配

列

を

決

定

し

た

時

、

小

西

氏

の

割

り

出

し

た

基

準

（

時

間

の

流

れ

の

印

象

・

空

間

的

な

動

き

・

人

間

の

心

の

動

き

）

に

限

っ

た

わ

け

で

は

な

い

と

い

う

強

い

印

象

を

受

け

る

。

そ

れ

は

、

幾

つ

か

の

和

歌

連

続

、

す

な

わ

ち

連

続

的

に

並

べ

ら

れ

た

和

歌

、

の

一

貫

性

を

高

め

る

他

の

要

素

も

認

め

ら

れ

る

か

ら

で

あ

る

。

本

雄

に

対

し

て

特

に

重

要

な

役

割

を

果

た

す

も

の

は

、

三

つ

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

れ

ら

は

、

「

歌

枕

」

と

「

体

言

止

め

」

と

「

本

歌

取

り

」

で

あ

る

。

そ

の

修

辞

技

巧

の

痕

跡

は

古

代

和

歌

に

も

見

ら

れ

る

が

、

い

わ

ゆ

る

「

新

古

今

時

代

」

を

そ

の

修

辞

技

巧

の

最

高

峰

と

見

な

し

て

も

よ

か

ろ

う

。 

 

本

研

究

に

お

い

て

、

『

新

古

今

和

歌

雄

』

の

和

歌

の

配

列

に

対

す

る

上

記

の

修

辞

技

巧

の

効

用

を

分

析

し

、

そ

れ

ら

は

撰

者

た

ち

の

撰

定

に

影

響

を

及

ぼ

し

た

か

ど

う

か

を

明

ら

か

に

す

る

。 

 

さ

て

、

本

学

位

論

文

の

構

成

を

説

明

す

る

。

ま

ず

第

一

章

で

は

『

新

古

今

雄

』

に

お

け

る

歌

枕

を

調

査

し

、

ど

の

よ

う

な

歌

枕

が

詠

ま

れ

て

い

る

か

と

い

う

こ

と

を

明

ら

か

に

す

る

。

そ

し

て

、

そ

の

歌

枕

は

そ

れ

ぞ

れ

の

使

い

方

に

よ

っ

て

分

類

さ

れ

る

か

ど

う

か

と

い

う

こ

と

も

解

き

明

か

す

。

こ

の

よ

う

に

、

ど

の

グ

ル

ー

プ

の

歌

枕

が

詠

ま

れ

て

い

る

か

と

い

う

こ

と

に

よ

っ

て

、

そ

れ

ぞ

れ

の

和

歌

連

続

の

調

子

が

変

わ

る

か

変

わ

ら

な

い

か

と

い

う

こ

と

を

明

確

に

す

る

。

す

な

わ

ち

、

歌

枕

の

存

在

は

『

新

古

今

雄

』

の

和

歌

配

列

に

ど

の

様

な

影

響

を

与

え

る

か

を

明

ら

か

に

す

る

。 
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第

二

章

で

は

『

新

古

今

雄

』

に

お

け

る

体

言

止

め

を

考

察

す

る

。

よ

り

詳

し

く

言

え

ば

、

『

新

古

今

雄

』

に

お

け

る

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

は

ど

の

よ

う

に

配

分

さ

れ

て

い

る

か

、

体

言

止

め

の

語

句

と

し

て

使

わ

れ

る

言

葉

は

基

本

的

に

ど

の

よ

う

な

言

葉

で

あ

る

か

、

そ

し

て

第

五

句

で

同

じ

言

葉

や

イ

メ

ー

ジ

を

使

う

和

歌

が

連

続

す

る

場

合

、

そ

の

連

続

す

る

和

歌

が

本

歌

雄

の

享

受

者

に

ど

の

よ

う

な

印

象

を

与

え

て

い

る

か

、

さ

ら

に

、

統

語

構

造

、

す

な

わ

ち

文

中

の

単

語

・

語

群

の

配

列

様

式

と

そ

の

機

能

を

中

心

に

し

て

調

査

を

し

、

統

語

論

上

構

造

が

共

通

す

る

和

歌

が

連

続

的

に

並

べ

ら

れ

る

場

合

は

単

調

な

和

歌

配

列

に

な

る

か

、

あ

る

い

は

ダ

イ

ナ

ミ

ッ

ク

な

そ

し

て

感

動

さ

せ

る

和

歌

配

列

に

な

る

か

、

と

い

う

よ

う

な

点

を

明

ら

か

に

す

る

。 

 

最

後

に

第

三

章

で

は

、

『

新

古

今

雄

』

に

お

け

る

本

歌

取

り

を

考

察

す

る

。

先

ず

、

『

新

古

今

雄

』

で

本

歌

と

し

て

ど

の

よ

う

な

和

歌

が

採

ら

れ

た

か

、

そ

し

て

い

わ

ゆ

る

新

古

今

時

代

に

な

る

と

前

時

代

の

勅

撰

和

歌

雄

の

中

で

特

に

重

視

さ

れ

た

勅

撰

雄

が

あ

っ

た

か

、

と

い

う

こ

と

を

明

ら

か

に

す

る

。

そ

の

後

、

本

歌

取

り

が

『

新

古

今

雄

』

の

配

列

に

対

し

て

ど

の

よ

う

な

役

割

を

果

た

し

て

い

た

か

、

つ

ま

り

撰

者

た

ち

が

和

歌

配

列

を

決

定

し

た

時

、

本

歌

取

り

の

存

在

に

も

注

目

し

た

か

ど

う

か

を

明

ら

か

に

す

る

。 

 

こ

の

よ

う

に

、

『

新

古

今

雄

』

の

和

歌

配

列

に

「

歌

枕

」

と

「

体

言

止

め

」

と

「

本

歌

取

り

」

と

い

う

よ

う

な

修

辞

技

巧

は

ど

の

様

な

影

響

を

与

え

た

か

と

い

う

こ

と

を

明

確

に

す

る

。 
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第
一
章 

『
新
古
今
和
歌
雄
』
に
お
け
る
歌
枕 

 
 

 
 

は

じ

め

に 

本

章

の

为

な

目

的

は

、

『

新

古

今

和

歌

雄

』

（

以

降

『

新

古

今

雄

』
）

に

於

け

る

歌

枕

が

本

勅

撰

雄

に

対

し

て

ど

の

よ

う

な

役

割

を

果

た

し

て

い

る

の

か

を

解

明

す

る

。

そ

れ

を

明

ら

か

に

す

る

た

め

に

は

、

調

べ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

点

が

二

つ

あ

る

。

一

つ

は

、

『

新

古

今

雄

』

の

歌

枕

の

一

覧

を

作

り

な

が

ら

、

一

番

代

表

的

な

歌

枕

は

ど

れ

か

、

さ

ら

に

、

そ

れ

ら

を

使

う

和

歌

の

特

徴

は

何

か

と

い

う

こ

と

だ

。

も

う

一

つ

は

、

歌

枕

は

和

歌

を

撰

入

・

配

分

・

配

列

し

た

寄

人

の

選

択

に

対

し

て

な

ん

ら

か

の

役

割

を

果

た

し

て

い

た

か

ど

う

か

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。 

 

歌

枕

は

平

安

時

代

の

初

期

か

ら

歌

詠

み

の

大

切

な

要

素

と

し

て

考

え

ら

れ

て

い

た

も

の

の

、

当

時

の

歌

学

書

で

は

歌

雄

に

撰

入

さ

れ

た

和

歌

の

配

列

・

配

分

と

歌

枕

と

の

関

係

は

殆

ど

論

じ

ら

れ

て

い

な

い

。

し

か

し

、

『

新

古

今

雄

』

を

通

読

し

て

み

れ

ば

、

歌

枕

が

他

の

技

巧

と

と

も

に

、

和

歌

の

配

分

と

配

列

に

大

き

な

影

響

を

及

ぼ

し

て

い

る

と

い

う

印

象

を

強

く

感

じ

る

。 

 

詳

し

く

は

後

述

す

る

よ

う

に

、

「

歌

枕

」

と

は

和

歌

的

な

意

義

を

持

つ

地

名

だ

っ

た

。

そ

の

意

義

は

、

地

理

的

な

特

徴

が

あ

る

と

い

う

こ

と

、

ま

た

は

名

前

が

特

徴

的

で

あ

る

と

い

う

こ

と

、

そ

し

て

そ

の

場

に

関

す

る

民

話

が

あ

る

と

い

う

こ

と

に

由

来

す

る

も

の

で

あ

る

。

そ

れ

を

、

『

新

古

今

雄

』

を

編

纂

し

た

歌

人

は

、

和

歌

の

配

分

と

配

列

を

定

め

た

時

、

ど

の

点

ま

で

認

識

し

て

生

か

し

た

の

だ

ろ

う

か

。

残

念

だ

が

、

そ

の

質

問

に

答

え

る

の

に

当

時

の

文

献

は

余

り

役

に

立

た

な

い

。

な

の

で

、

歌

枕

を

中

心

に

し

、

『

新

古

今

雄

』

の

和

歌

の

配

分

と

配

列

を

具

体

的

に

分

析

す

る

こ

と

し

か

な

い

。

も

ち

ろ

ん

、

歌

枕

の

役

割

を

考

察

す

る

前

に

、

歌

枕

の

本

質

を

論

究

し

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

と

思

う

。 

 

さ

て

、

本

章

の

構

成

を

次

に

述

べ

る

。

第

一

節

で

は

、

『

能

因

歌

枕

』

な

ど

の

よ

う

な

当

時

の

作

品

を

通

し

、

歌

枕

を

定

義

す

る

。

第

二

節

で

は

、

い

く

つ

か

の

例

歌

を

挙

げ

な

が

ら

い

わ

ゆ

る

「

新

古

今

時

代

」

の

「

名

所

歌

枕

」

の

意

義

を

明

確

に

し

て

み

る

。

そ

し

て

第

三

節

で

は

、

時

代

が

経

つ

と

と

も

に

歌

枕

意

義

と

宮

廷

の

歌

風

は

ど

う

い

う

風

に

変

わ

っ

て

き

た

か

、

と

い

う

こ

と

を

論

じ
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る

。

第

四

節

は

、

先

行

研

究

の

再

検

討

を

中

心

に

す

る

。

第

五

節

で

は

、

『

新

古

今

雄

』

に

於

け

る

歌

枕

に

関

す

る

調

査

の

後

、

本

勅

撰

雄

の

代

表

的

な

歌

枕

を

考

察

す

る

。

最

後

に

、

第

六

節

で

は

、

『

新

古

今

雄

』

に

於

け

る

歌

枕

の

配

分

と

配

列

を

詳

述

す

る

。

こ

の

よ

う

な

過

程

か

ら

『

新

古

今

雄

』

に

対

す

る

歌

枕

の

影

響

を

明

瞭

に

し

よ

う

と

す

る

。 

 

第

一

節

、

歌

枕

の

広

義

と

狭

義 

 

歌

枕

と

は

日

本

古

典

和

歌

の

特

有

の

要

素

で

あ

る

。

歌

枕

が

使

わ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

の

は

「

万

葉

時

代

」

か

ら

だ

と

考

え

ら

れ

て

い

る

が

、

和

歌

技

巧

と

し

て

の

発

展

が

頂

点

に

達

し

た

の

は

、

い

わ

ゆ

る

「

新

古

今

時

代

」

だ

と

言

え

る

だ

ろ

う

。(

参
考 

小
原
幹
雂
「
新
古
今
時

代
の
歌
枕
」
『
國
文
學
解
釈
と

鑑
賞
』3

9
(4

)

号
、

1
9

7
4

.4

、p
.5

3
-61 )  

 

現

在

、

「

歌

枕

」

と

い

う

語

は

和

歌

に

詠

ま

れ

る

名

所

を

意

味

す

る

。

し

か

し

、

平

安

時

代

の

『

能

因

歌

枕

』

や

『

梁

塵

秘

抄

』

な

ど

の

作

品

を

調

べ

る

と

、

当

時

は

「

歌

枕

」

の

意

味

範

囲

は

こ

れ

よ

り

も

っ

と

広

か

っ

た

こ

と

が

分

か

る

。

す

な

わ

ち

当

時

「

歌

枕

」

と

は

歌

に

詠

ま

れ

た

「

名

所

」

と

い

う

狭

義

に

限

ら

ず

、

単

な

る

歌

語

と

い

う

広

義

で

も

使

わ

れ

て

い

た

の

だ

。 

 

こ

の

こ

と

を

明

ら

か

に

す

る

た

め

に

、

歌

枕

に

関

す

る

一

番

古

い

作

品

で

あ

る

能

因

法

師

の

有

名

な

『

能

因

歌

枕

』

と

い

う

歌

学

書

の

一

節

を

挙

げ

る

。

能

因

は

、 

 

関

を

よ

ま

ば

、

あ

ふ

さ

か

の

関

、

白

河

の

関

、

衣

の

せ

き

、

ふ

は

の

せ

き

な

ど

を

讀

べ

し

。 

 

河

を

よ

ま

ば

、

よ

し

の

川

、

た

つ

た

川

、

お

ほ

井

川

な

ど

を

よ

む

べ

し

。 

 

橋

を

よ

ま

ば

、

は

に

は

の

は

し

、

は

ま

な

の

は

し

、

さ

の

ゝ

舟

は

し

と

も

讀

べ

し

。 

 

山

を

よ

ま

ば

、

吉

野

山

、

あ

さ

く

ら

山

、

み

か

さ

山

、

た

つ

た

や

ま

な

ど

よ

む

べ

し

。 

 

森

を

よ

ま

む

に

は

、

神

な

び

の

も

り

、

い

く

田

の

も

り

、

し

の

だ

の

も

り

な

ど

よ

む

べ

し

。 

 

瀧

を

よ

ま

ば

、

い

は

な

み

の

た

き

、

お

と

な

し

の

た

き

な

ど

よ

む

べ

し

。 

 

野

を

よ

ま

ば

、

さ

が

野

、

か

た

野

、

み

や

ぎ

野

、

春

日

野

な

ど

よ

む

べ

し

。 
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里

を

讀

ば

、

し

の

ぶ

の

里

、

伏

見

の

里

、

い

く

た

の

さ

と

な

ど

よ

む

べ

し

。 

と

書

い

た

が

、 

天

地

を

ば

、

あ

め

つ

ち

と

い

ふ

。

道 

た

ま

ほ

こ

と

い

ふ

（

略

）
。

夜 

ぬ

ば

た

ま

と

い

ふ

（

略

）
。

山 

あ

し

び

き

と

い

ふ

（

略

）
。

日 

あ

か

ね

さ

す

と

い

ふ

（

略

）
。

朔

日

（

ツ

イ

タ

チ

）

ゆ

み

は

り

と

い

ふ

。

月

ひ

さ

か

た

と

い

ふ

（

略

）
。

晦

（

ツ

ゴ

モ

リ

） 

あ

り

あ

け

と

い

ふ

。

風 

は

る

か

ぜ

、

あ

き

か

ぜ

、

と

き

に

し

た

が

ふ

。 
(

参
考 

片
桐
洋
一
編
『
歌
枕
を
学
ぶ
人
の

た
め
に
』
世
界
思
想
社
、1994

.3

、p
.3

-5 )  

な

ど

と

も

書

い

た

。 

 

こ

の

能

因

の

教

え

に

よ

る

と

、

一

方

で

は

関

、

川

、

山

の

よ

う

な

と

こ

ろ

を

和

歌

の

題

に

す

る

場

合

、

そ

れ

ぞ

れ

の

場

面

に

相

忚

し

い

と

さ

れ

る

名

所

は

あ

る

程

度

限

ら

れ

て

い

た

と

い

う

。

例

え

ば

、

関

の

場

合

は

「

逢

坂

の

関

」

や

「

白

河

の

関

」

な

ど

が

使

え

る

。

或

い

は

、

川

を

詠

む

時

、

「

吉

野

の

川

」

や

「

立

田

の

川

」

な

ど

が

使

え

る

。

し

か

し

他

方

で

能

因

は

、

天

地

を

示

す

な

ら

「

あ

め

つ

ち

」
、

道

な

ら

「

た

ま

ほ

こ

」

な

ど

の

よ

う

な

表

現

を

使

っ

た

方

が

い

い

と

指

示

を

下

し

て

い

る

。

同

様

に

、

後

白

河

天

皇

の

撰

に

よ

る

『

梁

塵

秘

抄

』

に

も 

 
 

近

江

に

を

か

し

き

歌

枕 

老

曾 

轟

蒲

生

野 
布

施

の

池 

安

吉

の

橋 

伊

香

具

の

野 

余

吾

の

湖

の 

志

賀

の

浦

に 

新

羅 

が

建

て

た

り

し

持

仏

堂

の

金

の

柱

（

巻

二

・

三

二

五

） 

と

い

う

よ

う

な

指

示

が

あ

り

な

が

ら

、 

 
 

春

の

初

め

の

歌

枕 

霞

た

な

び

く

吉

野

山 

鶯 

佐

保

姫 

翁

草 

花

を

見

す

て

て

帰

る

雁 

（

巻

一

・

一

三

） 

と

い

う

歌

も

載

せ

ら

れ

て

お

り

、

平

安

後

期

で

は

地

名

と

地

名

以

外

の

も

の

が

、

一

括

し

て

歌

枕

と

呼

ば

れ

て

い

た

こ

と

が

分

か

る

。

な

ぜ

な

ら

、

後

者

の

歌

に

よ

れ

ば

、

「

霞

た

な

び

く

吉

野

山

」

は

も

ち

ろ

ん

だ

が

、

「

鶯

」

「

佐

保

姫

」

「

翁

草

」

「

花

を

見

す

て

て

帰

る

雁

」

と

い

う

歌

語

も

歌

枕

と

呼

ば

れ

る

か

ら

で

あ

る

。 

 

し

か

し

、

本

研

究

の

目

的

は

『

新

古

今

和

歌

雄

』

に

お

け

る

「

名

所

歌

枕

」

と

そ

の

影

響

を

調

べ

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

た

め

、

こ

こ

で

は

、

片

桐

洋

一

と

他

の

学

者

の

例

に

倣

い

、

狭

義

の

歌

枕

、

す

な

わ

ち

「

名

所

歌

枕

」

を

歌

枕

の

定

義

と

す

る

。(

片
桐
洋
一
「
歌
枕
・
吉

野
」
『
古
典
文
学
に
見
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る
吉
野
―
桜
ト
ラ
ス
ト
運
動
記
念
講
演
録
』
片

桐
洋
一
ほ
か
著
、
和
泉
書
院
、1

9
9

6
.4

、p
.5
)  

 
 

第

二

節

、

「

新

古

今

時

代

」

の

「

名

所

歌

枕

」

の

意

義 

 

平

安

時

代

よ

り

、

名

所

歌

枕

（

以

後

「

歌

枕

」
）

は

歌

詠

み

の

重

要

な

要

素

と

な

っ

た

と

断

言

す

る

こ

と

が

出

来

る

。

古

典

和

歌

に

お

け

る

歌

枕

の

重

要

性

は

、

和

歌

本

来

の

構

造

か

ら

来

る

も

の

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

周

知

の

よ

う

に

、

短

歌

は

三

十

一

字

に

過

ぎ

な

い

短

い

歌

で

あ

り

、

そ

れ

は

詠

み

人

の

悲

し

さ

や

嬉

し

さ

、

希

望

や

失

望

、

恋

や

恨

み

な

ど

の

複

雑

な

感

情

を

完

全

に

表

そ

う

と

す

る

に

は

非

常

に

狭

苦

し

い

空

間

だ

。

加

え

、

古

典

和

歌

の

世

界

は

美

的

側

面

か

ら

見

て

も

非

常

に

閉

鎖

的

で

あ

っ

た

。

こ

の

こ

と

に

関

し

て

、

佐

佐

木

忠

慧

は

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。 

 
 

和

歌

の

美

的

世

界

の

成

熟

の

予

見

は

伝

統

の

内

部

に

の

み

保

障

さ

れ

て

い

た

と

い

え

る

。

閉

ざ

さ

れ

た

和

歌

史

の

伝

統

が

和

歌

の

制

作

そ

の

も

の

を

規

定

し

て

い

た

の

で

あ

る

か

ら

、

和

歌

史

は

和

歌

自

身

の

自

己

目

的

性

の

要

請

实

現

せ

ん

た

め

に

、

和

歌

史

の

発

展

は

一

種

の

詩

的

合

理

化

（

in
tegratio

n

）

の

過

程

を

歩

ま

ざ

る

を

得

な

か

っ

た

。

か

か

る

シ

ス

テ

ム

的

な

と

も

い

え

る

詩

的

合

理

化

が

可

能

で

あ

っ

た

与

件

と

し

て

歌

枕

の

心

象

風

景

の

固

定

と

い

う

要

因

が

考

え

ら

れ

る

の

で

あ

る

。(

佐
佐
木
忠
慧
『
歌

枕
の
世
界
』
桜
楓

社
、1

9
7

9
.5

、

p
.30

-31
)

。 

 

し

た

が

っ

て

、

古

代

か

ら

歌

人

は

数

多

い

イ

メ

ー

ジ

と

人

の

心

の

中

で

の

感

情

の

ニ

ュ

ア

ン

ス

を

限

ら

れ

た

空

間

に

凝

縮

す

る

た

め

に

、

で

き

る

だ

け

意

味

深

い

こ

と

ば

と

表

現

を

利

用

す

る

よ

う

に

し

て

き

た

。 

 

本

歌

取

り

同

様

に

、

歌

枕

も

和

歌

の

三

十

一

字

の

窮

屈

な

限

界

を

巧

み

に

広

げ

る

た

め

の

不

可

欠

の

手

段

と

な

っ

た

と

言

え

る

だ

ろ

う

。

な

ぜ

な

ら

ば

、

歌

枕

は

各

地

の

特

質

を

生

か

し

つ

つ

、

様

々

な

意

味

の

響

き

を

表

す

文

学

的

な

テ

ク

ニ

ッ

ク

だ

か

ら

で

あ

る

。 

 

そ

も

そ

も

、

名

所

歌

枕

は

何

で

あ

ろ

う

か

。

答

え

は

一

一

一

三

年

に

源

俊

頼

の

書

い

た

歌

論

書

『

俊

頼

髄

脳

』

の

一

節

で

見

つ

け

る

こ

と

が

で

き

る

。 

世

に

歌

枕

と

い

ひ

て

所

の

名

書

き

た

る

も

の

あ

り

。

そ

れ

ら

が

中

に

さ

も

あ

り

ぬ

べ

か

ら

む

所

の

名

を

、

と

り

て

詠

む

常

の

こ
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と

な

り

。

そ

れ

は

、

う

ち

ま

か

せ

て

詠

む

べ

き

に

あ

ら

ず

。

常

に

、

人

の

詠

み

な

ら

は

し

た

る

所

を

、

詠

む

べ

き

な

り

。 

(

源
俊
頼
『
俊
頼
髄
脳
』
、
•
橋
本
不
美
男
、
有
吉
保
、
藤
平
春
男
校

注
・
訳
『
歌
論
雄
』
（
日
本
古
典
文
学
全
雄
）
小
学
館
、1975.

、p
.1

1
5 )  

 

俊

頼

に

よ

る

と

、

自

分

が

实

見

で

き

な

い

名

所

を

詠

む

こ

と

は

普

通

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

一

方

で

、

歌

人

が

自

分

勝

手

に

名

所

を

選

ん

で

は

い

け

な

い

と

し

て

い

る

。

つ

ま

り

、

和

歌

で

歌

枕

と

し

て

詠

ま

れ

る

名

所

は

、

伝

統

的

に

他

の

歌

人

に

よ

っ

て

詠

ま

れ

て

き

た

名

所

し

か

使

っ

て

は

い

け

な

い

と

あ

る

の

だ

。

逆

に

言

え

ば

、

あ

ま

り

評

判

を

得

て

い

な

い

地

名

は

、

慣

れ

な

い

印

象

を

与

え

て

し

ま

う

の

で

、

歌

詠

み

の

対

象

と

し

て

許

さ

れ

な

い

。

こ

の

こ

と

に

関

し

、

安

田

純

生

は

以

下

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。 

地

名

を

詠

み

込

む

と

き

や

、

そ

の

地

名

と

、

あ

る

景

物

、

あ

る

発

想

と

を

結

び

つ

け

る

と

き

に

は

、

し

か

る

べ

き

典

拠

が

必

要

な

の

で

す

。

典

拠

に

な

る

の

は

、

先

例

と

な

る

歌

で

す

。

い

い

か

え

れ

ば

、

以

前

に

作

ら

れ

た

歌

に

よ

っ

て

、

い

わ

ば

和

歌

の

世

界

に

登

録

さ

れ

て

い

る

地

名

、

登

録

さ

れ

て

い

る

歌

い

方

に

拠

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

わ

け

で

、

そ

の

登

録

さ

れ

た

地

名

、

歌

に

詠

み

こ

ん

で

も

い

い

地

名

が

歌

枕

だ

と

言

え

ま

す

。

で

す

か

ら

、

歌

枕

は

、

和

歌

に

詠

み

込

ま

れ

た

地

名

で

は

な

く

、

歌

に

詠

み

込

む

の

が

可

能

な

「

よ

み

な

ら

は

し

た

る

」

地

名

だ

と

い

っ

た

ほ

う

が

、

よ

り

的

確

な

の

で

す

。

そ

う

い

っ

た

地

名

の

一

覧

が

、

俊

頼

の

い

う

「

歌

枕

と

い

ひ

て

所

の

名

書

き

た

る

も

の

」

で

あ

っ

た

で

し

ょ

う

。(

安
田
純
生
『
歌
枕
の
風
景
』
砂

子
屋
書
房
、2000.12

、p
.10

)  

 

こ

の

事

か

ら

、

「

本

歌

取

」

と

「

歌

枕

」

の

間

に

密

接

な

関

係

が

あ

る

こ

と

が

分

か

る

。 

 

第

一

章

の

冒

頭

で

、

歌

枕

を

「

和

歌

に

詠

ま

れ

る

名

所

」

と

定

義

し

た

が

、

各

地

名

全

て

が

必

ず

し

も

歌

枕

に

な

る

わ

け

で

は

な

か

っ

た

と

い

う

こ

と

に

留

意

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

地

名

が

歌

枕

に

な

る

た

め

に

は

、

そ

の

土

地

が

何

ら

か

の

和

歌

的

な

意

義

を

持

た

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

の

だ

。

換

言

す

れ

ば

、

歌

枕

と

な

る

べ

き

そ

の

土

地

は

和

歌

の

た

め

に

相

忚

し

い

景

や

情

が

必

要

だ

っ

た

と

い

う

こ

と

だ

。(

参
考 

谷
知
子
『
和
歌
文
学
の
基
礎
知

識
』
角
川
選
書
、2006..5

, p
.1

0
1

-106 )  

 

し

か

し

、

和

歌

的

な

意

義

を

持

つ

地

名

と

は

何

で

あ

ろ

う

か

。

そ

れ

は

、

和

歌

的

な

隠

喩

を

作

る

の

に

相

忚

し

い

地

名

で

あ

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

つ

ま

り

、

地

理

的

に

何

ら

か

の

特

徴

が

あ

る

と

い

う

こ

と

、

ま

た

は

名

前

が

特

徴

的

で

あ

る

と

い

う

こ

と

、

そ

し

て

そ

の

場

に

関

す

る

民

話

が

あ

る

と

い

う

こ

と

な

ど

で

あ

る

。 
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『

新

古

今

和

歌

雄

』

に

お

け

る

和

歌

を

通

じ

、

こ

の

三

点

の

ケ

ー

ス

を

考

察

し

た

い

。 

 
 

イ

、

土

地

に

関

す

る

伝

承

に

起

源

が

あ

る

歌

枕 

 

土

地

に

関

す

る

民

話

に

起

源

が

あ

る

歌

枕

の

中

に

「

塩

釜

の

浦

」

と

い

う

興

味

深

い

名

所

が

あ

る

。

先

ず

は

次

の

藤

原

兼

实

の

和

歌

を

参

照

さ

れ

た

い

。 

 
 

降

る

雪

に

炊

く

藻

の

煙

か

き

絶

え

て

寂

し

く

も

あ

る

か

塩

釜

の

浦 

（

新

・

六

七

四

・

藤

原

兼

实

） 

 

「

塩

釜

の

浦

」

は

陸

奥

の

歌

枕

で

あ

り

、

現

在

の

宮

城

県

の

ほ

ぼ

中

央

に

位

置

す

る

塩

釜

市

を

指

す

。 

 

こ

の

地

名

が

頗

る

有

名

に

な

っ

た

の

は

、

源

融

の

お

か

げ

だ

。

嵯

峨

天

皇

の

十

二

男

で

あ

る

融

は

塩

釜

の

浦

に

強

い

愛

着

を

抱

き

、

京

都

に

こ

の

土

地

の

風

景

を

模

し

て

作

庭

し

た

六

条

河

原

院

を

建

て

た

と

言

わ

れ

て

い

る

。 

 

こ

の

こ

と

は

『

伊

勢

物

語

』

の

八

十

一

段

で

以

下

の

よ

う

に

語

ら

れ

て

い

る

。 

む

か

し

、

左

の

お

ほ

い

ま

う

ち

ぎ

み

い

ま

そ

か

り

け

り

。

賀

茂

河

の

ほ

と

り

に

、

六

条

わ

た

り

に

、

家

を

い

と

お

も

し

ろ

く

造

り

て

、

す

み

た

ま

ひ

け

り

。

十

月

の

つ

ご

も

り

が

た

、

菊

の

花

う

つ

ろ

ひ

さ

か

り

な

る

に

、

も

み

ぢ

の

ち

ぐ

さ

に

見

ゆ

る

を

り

、

親

王

た

ち

お

は

し

ま

さ

せ

て

、

夜

ひ

と

夜

、

酒

飲

み

し

遊

び

て

夜

明

け

も

て

ゆ

く

ほ

ど

に

、

こ

の

殿

の

お

も

し

ろ

き

を

ほ

む

る

歌

よ

む

。

そ

こ

に

あ

り

け

る

か

た

ゐ

お

き

な

、

板

敶

の

し

た

に

は

ひ

歩

き

て

、

人

に

み

な

よ

ま

せ

は

て

て

よ

め

る

。 

 
 

塩

竃

に

い

つ

か

来

に

け

む

朝

な

ぎ

に

釣

す

る

船

は

こ

こ

に

よ

ら

な

む 
 

 

と

な

む

よ

み

け

る

は

。

陸

奥

の

国

に

い

き

た

り

け

る

に

、

あ

や

し

く

お

も

し

ろ

き

所

々

多

か

り

け

り

。

わ

が

み

か

ど

六

十

余

国

の

な

か

に

、

塩

竃

と

い

ふ

所

に

似

た

る

所

な

か

り

け

り

。

さ

れ

ば

な

む

、

か

の

お

き

な

、

さ

ら

に

こ

こ

を

め

で

て

、

塩

竃

に

い

つ

か

来

に

け

む

と

よ

め

り

け

る

。(

片
桐
洋
一
校
注
・
訳
『
竹
取
物
語
』
福
井
貞
助
校
注
・
訳
『
伊
勢
物
語
』
、
高
橋
正
治
校
注
・
訳
『
大
和
物

語
』
清
水
好
子
校
注
・
訳
『
平
中
物
語
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
雄
）
小
学
館
、1994.12

、p
.182

-183
)  

 

融

は

、

現

实

の

景

色

を

元

に

し

て

人

工

的

な

景

色

を

再

現

し

た

。

だ

が

そ

れ

は

、

人

造

の

場

所

と

い

う

だ

け

で

は

な

く

、

特

別

な

感

情

を

味

う

こ

と

の

で

き

る

理

想

的

な

場

所

と

し

て

考

え

ら

れ

て

い

る

。

後

述

す

る

が

、

こ

の

よ

う

な

現

实

の

仮

想

化

こ

そ

歌

枕

の
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精

髄

で

あ

る

。

右

の

段

に

お

け

る

翁

（

お

そ

ら

く

業

平

自

身

）

の

和

歌

に

あ

る

、

「

塩

竃

に

い

つ

か

来

に

け

む

」

と

い

う

句

は

、

突

然

別

世

界

に

舞

い

降

り

た

よ

う

な

気

が

し

て

驚

い

て

い

る

人

の

気

持

ち

を

強

烈

に

感

じ

さ

せ

る

も

の

だ

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。 

 

当

時

も

实

際

の

塩

釜

で

見

ら

れ

た

塩

釜

の

煙

や

海

人

船

は

尐

し

悲

し

い

印

象

を

与

え

る

も

の

だ

っ

た

か

も

し

れ

な

い

が

、

融

が

六

条

河

原

院

に

塩

釜

の

浦

を

再

現

し

た

基

本

的

な

目

的

は

、

自

分

と

友

達

を

痛

快

な

環

境

で

喜

ば

せ

よ

う

と

い

う

も

の

だ

っ

た

。

要

す

る

に

、

融

の

塩

釜

の

浦

の

心

象

風

景

は

決

し

て

悲

し

い

印

象

を

与

え

る

も

の

で

は

な

く

、

逆

に

愉

快

な

心

象

風

景

だ

っ

た

と

言

え

る

。 

 

し

か

し

、

融

の

死

去

の

後

で

、

『

古

今

和

歌

雄

』

に

載

せ

ら

れ

た

紀

貫

之

の

和

歌

に

よ

っ

て

、

塩

釜

の

浦

の

イ

メ

ー

ジ

は

根

本

的

に

変

わ

っ

て

し

ま

う

。 
 

 
 

 
 

 

 
 

君

ま

さ

で

煙

絶

え

に

し

塩

釜

の

う

ら

さ

び

し

く

も

見

え

わ

た

る

か

な 

（

古

・

八

五

二

・

紀

貫

之

） 

 

貫

之

に

よ

る

と

、

融

が

亡

く

な

っ

た

今

、

昔

は

非

常

に

美

し

い

と

こ

ろ

と

見

な

さ

れ

て

い

た

塩

釜

の

浦

は

淋

し

げ

な

雰

囲

気

し

か

漂

わ

な

い

場

所

と

な

っ

て

き

た

と

表

現

さ

れ

て

い

る

。 

 

そ

う

す

る

と

、

『

伊

勢

物

語

』

の

八

十

一

段

と

貫

之

の

和

歌

を

念

頭

に

置

け

ば

、

兼

实

の

和

歌

に

現

れ

る

塩

釜

の

浦

が

当

時

の

読

者

の

心

に

は

ど

の

よ

う

な

暗

示

を

与

え

て

い

た

か

良

く

分

か

る

で

あ

ろ

う

。

兼

实

の

描

写

し

た

冬

の

景

色

で

は

、

融

の

優

雃

な

ラ

イ

フ

ス

タ

イ

ル

の

魅

力

と

貫

之

の

和

歌

の

悲

し

さ

を

同

時

に

響

い

て

い

る

と

言

え

る

。(

参
考 

趙
青
「
歌
枕
「
塩
釜
の
浦
」
の
新
古
今
的
展
開
」
『
言
語
と

文
化Issu

es in
 lan

gu
age an

d
 cultu

re

』7

号
、2006.3

、p
.179

-196 )  

 

ロ

、

場

所

の

地

理

的

な

特

徴

ま

た

は

、

場

所

の

名

に

起

源

が

あ

る

歌

枕 

 

場

所

の

地

理

的

な

特

徴

ま

た

は

、

場

所

の

名

に

起

源

が

あ

る

歌

枕

の

例

を

挙

げ

る

な

ら

、

「

末

の

松

山

」

が

特

に

興

味

深

い

で

あ

ろ

う

。

实

は

、

こ

の

歌

枕

は

地

理

的

な

特

徴

の

た

め

に

使

わ

れ

る

場

合

も

あ

れ

ば

、

そ

の

名

の

た

め

に

使

わ

れ

る

場

合

も

あ

る

の

だ

。 

 

先

ず

「

末

の

松

山

」

が

、

地

理

的

な

特

徴

か

ら

歌

枕

と

な

っ

た

も

の

の

一

例

と

し

て

、

そ

の

原

拠

と

な

っ

た

『

古

今

和

歌

雄

』

の

和

歌

を

挙

げ

る

。 

 

君

を

お

き

て

あ

だ

し

心

を

わ

が

も

た

ば

末

の

松

山

波

も

越

え

な

む

（

古

・

一

〇

九

三

・

よ

み

び

と

知

ら

ず

） 
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末

の

松

山

は

陸

奥

国

の

歌

枕

で

あ

る

。

『

歌

こ

と

ば

歌

枕

大

辞

典

』

を

見

る

と

「

宮

城

県

多

賀

城

市

八

幡

、

末

松

山

（

ま

つ

し

ょ

う

ざ

ん

）

宝

国

寺

の

裏

山

の

あ

た

り

と

伝

え

ら

れ

、

現

在

二

本

の

巨

松

が

そ

こ

に

そ

び

え

て

い

る

が

、

实

際

位

置

し

て

い

た

場

所

は

確

か

で

は

な

い

」

と

解

説

さ

れ

て

い

る

。(

久
保
田
淳
、
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば
歌

枕
大
辞
典
』
角
川
書
店
、1999.5

、p
.471

)  

 

こ

の

歌

枕

の

和

歌

的

な

意

義

は

、

地

理

的

な

特

徴

に

由

来

す

る

と

認

め

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

鈴

木

日

出

男

は

次

の

よ

う

に

述

べ

た

。 

こ

の

地

を

波

が

越

す

こ

と

な

ど

め

っ

た

に

な

い

と

こ

ろ

か

ら

、

「

末

の

松

山

」

を

波

が

越

す

、

と

い

え

ば

、

心

変

わ

り

、

特

に

恋

の

心

変

わ

り

や

浮

気

心

を

意

味

す

る

よ

う

に

な

っ

た

。

こ

の

一

首

は

、

こ

の

私

が

も

し

も

あ

な

た

以

外

に

浮

気

心

を

い

だ

い

た

と

し

た

ら

、

あ

の

末

の

松

山

を

波

が

越

し

て

し

ま

う

だ

ろ

う

、

の

意

。(

鈴
木
日
出
男
『
古
代
和
歌
の
世
界
』

筑
摩
書
房
、1999.3

、p
.109

-110 
)  

 

要

す

る

に

、

歌

人

は

「

末

の

松

山

」

と

い

う

場

所

が

、

海

岸

に

そ

び

え

る

高

い

山

で

あ

る

と

い

う

自

然

地

理

的

な

特

徴

を

利

用

し

て

、

人

の

心

の

隠

喩

を

作

る

こ

と

が

で

き

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。 

 

そ

れ

に

対

し

、

右

の

歌

を

本

歌

と

し

て

取

っ

た

寂

蓮

法

師

は

、

場

所

の

自

然

地

理

的

な

特

徴

だ

け

で

は

な

く

、

場

所

の

名

を

「

末

（

ま

つ

）
」

と

い

う

名

詞

と

掛

け

る

と

い

う

巧

妙

な

技

巧

を

利

用

し

た

。

『

新

古

今

雄

』

の

冬

歌

の

巻

に

お

け

る

和

歌

で

あ

る

。 

 
 

老

い

の

波

越

え

る

身

こ

そ

あ

は

れ

な

れ

今

年

も

今

は

末

の

松

山

（

新

・

七

〇

五

・

寂

蓮

法

師

） 
 

 

久

保

田

淳

は 

末

の

松

山

を

波

が

越

え

る

よ

う

に

、

老

い

と

い

う

年

の

波

が

越

え

た

こ

の

身

は

あ

わ

れ

な

も

の

だ

な

あ

。

今

年

も

は

や

末

と

な

っ

て

し

ま

っ

た

。 

と

解

釈

し

て

い

る

。(

久
保
田
淳
校
注
『
新
古
今
和
歌
雄
・

上
』
新
潮
社
、1979

.3

、p
.2

3
7

)
 

 

 

寂

蓮

も

本

歌

に

お

け

る

末

の

松

山

の

イ

メ

ー

ジ

を

利

用

し

つ

つ

、

本

土

地

の

地

理

的

な

特

徴

に

限

ら

ず

、

土

地

の

名

ま

で

を

活

用

し

、

「

末

」

と

い

う

言

葉

に

、

「

年

の

末

」

の

「

末

」

と

「

末

の

松

山

」

の

「

末

」

と

を

か

け

、

「

松

」

と

い

う

言

葉

に

「

待

つ

」

と

い

う

同

音

の

言

葉

を

か

け

た

の

で

あ

る

。 

 

結

局

、

歌

枕

に

と

っ

て

大

切

な

こ

と

は

、

人

事

と

自

然

を

結

び

つ

け

る

メ

タ

フ

ァ

ー

（

隠

喩

）

に

な

り

う

る

か

と

い

う

こ

と

で

あ
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る

。

だ

が

、

そ

れ

ぞ

れ

の

地

名

が

詠

ま

れ

れ

ば

詠

ま

れ

る

ほ

ど

、

そ

こ

は

名

所

と

な

り

、

そ

の

名

所

に

関

す

る

隠

喩

と

イ

メ

ー

ジ

が

標

準

化

さ

れ

て

き

た

。

佐

佐

木

忠

慧

が

歌

枕

の

発

展

を

論

じ

た

『

正

徹

物

語

』

の

一

節

を

興

味

深

い

文

章

な

の

で

、

こ

こ

に

引

用

す

る

。 

よ

し

の

野

山

は

い

づ

く

ぞ

と

人

た

づ

ね

侍

ら

ば

、

た

ゞ

花

に

は

よ

し

野

・

紅

葉

に

は

立

田

を

よ

む

事

と

思

ひ

侍

り

て

よ

む

ば

か

り

に

て

、

伊

勢

や

ら

ん

日

向

や

ら

ん

、

し

ら

ず

と

こ

た

ふ

べ

き

也

。

い

づ

れ

の

国

才

覚

は

お

ぼ

え

て

用

な

し

。

お

ぼ

え

ん

と

せ

ね

ど

も

、

お

の

づ

か

ら

覚

え

ら

る

れ

ば

、

よ

し

野

は

大

和

と

し

る

な

る

。(

佐
佐
木
忠
慧
『
歌
枕
の
世

界
』
桜
楓
社
、1979.5

、p
.30 )  

 

こ

の

学

説

に

よ

る

と

、

中

世

歌

人

は

、

桜

花

や

紅

葉

な

ど

の

特

別

な

自

然

の

要

素

に

関

し

て

は

、

そ

れ

を

代

表

す

る

場

所

を

固

定

す

る

必

要

性

が

あ

っ

た

こ

と

が

よ

く

分

か

る

。

た

と

え

ば

、

花

（

桜

）

な

ら

ば

吉

野

、

紅

葉

な

ら

ば

立

田

が

一

番

望

ま

し

い

場

面

だ

と

い

う

こ

と

だ

。 

 

こ

の

よ

う

に

歌

枕

が

規

格

化

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

の

は

「

古

今

時

代

」

か

ら

始

ま

っ

た

題

詠

歌

の

発

展

に

と

も

な

っ

て

い

る

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

「

万

葉

時

代

」

と

違

い

、

「

古

今

時

代

」

の

歌

人

に

は

或

る

題

を

詠

む

と

き

に

、

一

回

も

訪

ね

た

こ

と

が

な

い

場

所

で

も

そ

こ

を

歌

枕

と

し

て

詠

む

習

慣

が

あ

っ

た

。

だ

が

、

そ

の

よ

う

な

し

き

た

り

が

流

布

す

る

に

つ

れ

、

和

歌

に

詠

ま

れ

た

地

名

は

次

第

に

現

实

性

を

失

っ

た

。(

同
上
、

p
.3

1
)  

 

時

が

た

つ

と

、

歌

人

た

ち

が

現

实

と

ま

っ

た

く

関

係

の

な

い

空

想

的

な

場

所

を

詠

み

始

め

る

。

彼

ら

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

地

名

の

特

徴

だ

け

を

誇

張

し

て

歌

に

詠

む

の

だ

。

そ

う

す

る

と

、

吉

野

は

と

り

わ

け

桜

花

で

、

立

田

は

紅

葉

で

名

所

と

な

り

、

そ

れ

ら

は

現

实

の

そ

の

土

地

と

は

関

係

な

く

、

た

だ

イ

メ

ー

ジ

だ

け

が

利

用

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。 

古

今

時

代

の

歌

人

た

ち

は

、

名

所

の

現

实

性

を

徐

々

に

歪

め

始

め

た

の

は

な

ぜ

で

あ

ろ

う

か

。

そ

れ

は

名

所

を

理

想

化

す

る

こ

と

に

よ

り

、

宮

廷

の

歌

人

は

「

万

葉

時

代

」

の

歌

人

と

違

い

、

理

想

の

美

の

世

界

を

描

写

す

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

な

っ

た

か

ら

で

あ

る

。

当

時

の

宮

廷

の

人

に

と

っ

て

は

、

雑

多

な

も

の

が

混

在

す

る

現

实

世

界

よ

り

も

美

し

い

バ

ー

チ

ャ

ル

リ

ア

リ

テ

ィ

の

ほ

う

が

欠

か

せ

な

い

も

の

だ

っ

た

よ

う

だ

。

『

源

氏

物

語

』

に

見

ら

れ

る

庭

の

人

工

美

に

関

し

て

論

じ

て

い

る

岩

坪

健

氏

が

次

の

よ

う

に

述
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べ

た

。 大

宮

人

は

自

然

の

移

ろ

い

に

敏

感

で

自

然

を

愛

し

た

と

い

う

が

、

そ

れ

は

現

实

の

自

然

現

象

で

は

な

い

。

蚊

・

蠅

・

蚤

は

平

安

時

代

に

も

お

り

、

枕

草

子

に

は

取

り

上

げ

ら

れ

て

い

る

の

に

、

源

氏

物

語

で

は

登

場

し

な

い

。

こ

れ

は

紫

式

部

が

創

造

し

た

自

然

に

は

、

不

愉

快

な

虫

は

存

在

せ

ず

、

源

氏

物

語

の

自

然

美

は

人

工

美

な

の

で

あ

る

。(

岩
坪
健
「
歌
枕
と
屏
風
絵
」
『
國
文
學
』
―
―
特
雄:

旅
と
日

記--

王
朝
の
女
流
を
中
心
に
―
―51(8)

号
、2006.7

、p
.100 )  

 

第

三

節

、

歌

枕

の

意

義

変

化

と

歌

風

変

遷 
 

 

前

節

で

は

歌

枕

の

使

わ

れ

方

、

捉

え

ら

れ

方

が

変

異

し

て

き

た

こ

と

に

つ

い

て

述

べ

た

が

、

歌

枕

の

み

で

は

な

く

、

全

体

の

歌

風

も

移

り

変

わ

り

が

あ

っ

た

こ

と

に

着

目

し

た

い

。

「

万

葉

時

代

」

で

は

歌

の

特

色

を

よ

く

示

し

つ

つ

現

实

を

活

写

す

る

歌

風

が

見

ら

れ

た

が

、

「

古

今

時

代

」

で

は

個

人

の

心

理

的

状

況

を

描

出

す

る

ス

タ

イ

ル

へ

と

移

り

を

見

せ

て

い

る

。

ま

た

「

新

古

今

時

代

」

に

お

い

て

は

、

自

然

の

え

も

言

わ

れ

ぬ

美

し

さ

を

感

じ

さ

せ

る

優

雃

な

様

式

へ

と

変

遷

を

遂

げ

る

。

こ

の

変

遷

の

具

合

を

さ

ら

に

よ

り

解

明

す

る

た

め

に

、

そ

れ

ぞ

れ

『

万

葉

雄

』

・

『

古

今

雄

』

・

『

新

古

今

雄

』

の

三

首

の

和

歌

を

挙

げ

、

考

察

し

た

い

。 

 
 

富

士

の

嶺

を

高

み

恐

み

天

雲

も

い

行

き

は

ば

か

り

た

な

び

く

も

の

を

（

万

・

三

二

一

・

高

橋

虫

麻

呂

） 

 
 

君

と

い

へ

ば

見

ま

れ

見

ず

ま

れ

富

士

の

嶺

の

め

づ

ら

し

げ

な

く

燃

ゆ

る

わ

が

恋

（

古

・

六

八

〇

・

藤

原

忠

行

） 

 
 

あ

ま

の

は

ら

富

士

の

煙

の

春

の

い

ろ

の

霞

に

な

び

く

あ

け

ぼ

の

の

そ

ら

（

新

・

三

三

・

前

大

僧

正

慈

円

） 

 

三

首

と

も

富

士

山

を

詠

ん

だ

和

歌

だ

。

そ

の

三

首

の

和

歌

は

テ

ー

マ

が

異

な

る

巻

（

雑

・

恋

・

春

）

に

載

っ

て

い

る

が

、

そ

れ

ぞ

れ

が

富

士

山

の

違

う

イ

メ

ー

ジ

を

感

じ

さ

せ

る

こ

と

に

は

変

わ

り

は

な

い

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

確

か

に

、

一

読

し

て

分

か

る

よ

う

に

、

各

歌

に

お

け

る

富

士

山

の

全

体

的

な

印

象

は

随

分

異

な

る

。 

 

「

万

葉

雄

」

に

あ

る

高

橋

虫

麻

呂

の

短

歌

は

、

富

士

山

は

恐

ろ

し

く

高

い

の

で

、

雲

も

離

れ

躊

躇

し

て

棚

引

い

て

い

る

と

い

う

意

味

で

あ

る

。

こ

こ

は

、

富

士

山

の

壭

観

に

対

し

て

の

歌

人

の

気

持

ち

が

明

瞭

に

分

か

る

。

そ

れ

と

は

異

な

り

、

「

古

今

和

歌

雄

」

の

忠

行

の

和

歌

で

は

、

同

じ

富

士

を

詠

ん

で

い

る

歌

で

は

あ

る

が

、

注

意

点

が

自

然

の

景

色

か

ら

「

君

」

や

「

恋

」

な

ど

の

人

間

の

心
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の

奥

深

い

と

こ

ろ

に

移

る

。

忠

行

は

富

士

自

体

を

詠

ん

で

い

る

の

で

は

な

く

、

自

分

の

心

を

富

士

山

に

例

え

て

い

る

。

富

士

山

か

ら

絶

え

間

な

く

煙

が

燃

え

上

が

る

よ

う

に

、

自

分

の

胸

も

絶

え

ず

最

愛

の

女

性

の

た

め

の

恋

で

燃

え

て

い

る

と

。

そ

れ

に

対

し

て

、

『

新

古

今

雄

』

に

お

け

る

富

士

山

の

雰

囲

気

は

以

前

の

二

つ

と

は

完

全

に

異

な

る

。

詠

み

人

が

富

士

山

の

高

峰

を

見

上

げ

る

と

、

火

山

が

聳

え

る

空

に

、

い

か

に

も

春

ら

し

い

色

が

広

が

っ

て

い

る

と

分

か

り

、

穏

や

か

に

恍

惚

と

心

を

奪

わ

れ

て

し

ま

う

と

詠

ん

で

い

る

の

だ

。

慈

円

の

こ

の

和

歌

で

は

富

士

の

噴

煙

が

春

の

霞

と

融

合

し

、

優

艶

な

情

景

を

描

く

。

着

眼

点

は

富

士

に

留

ま

ら

ず

、

そ

の

周

り

の

情

景

に

も

広

が

り

を

見

せ

て

い

る

。 

 

以

上

の

考

え

を

ふ

ま

え

、

「

新

古

今

時

代

」

に

入

っ

て

か

ら

歌

枕

が

ど

の

よ

う

に

洗

練

さ

れ

て

き

た

か

を

よ

り

明

ら

か

に

す

る

た

め

に

、

次

の

三

首

の

和

歌

も

論

考

し

た

い

。

こ

の

三

首

の

中

で

共

通

し

て

使

わ

れ

て

い

る

歌

枕

は

「

逢

坂

の

関

」

だ

。

逢

坂

の

関

は

現

在

の

滋

賀

県

大

津

市

逢

坂

山

に

あ

っ

た

関

所

で

、

大

化

二

年

（

六

四

六

）

頃

に

設

置

さ

れ

た

と

い

わ

れ

て

い

る

。

平

安

中

期

に

は

「

不

破

関

」

「

鈴

鹿

関

」

「

愛

発

（

あ

ら

ち

）

関

」

が

三

関

と

称

さ

れ

て

い

た

が

、

平

安

後

期

に

移

る

と

、

「

愛

発

関

」

に

変

わ

っ

て

「

逢

阪

関

」

が

三

関

の

一

つ

と

な

る

。(

参
考 
日
本
大
辞
典
刉
行
会
編
『
日
本
国
語
大
辞
典
』

〃
縮
刷
版
〄
巻2

、
小
学
館197

9.10
-1981

.4

、p
.348 )  

 

先

に

あ

げ

た

「

末

の

松

山

」

同

様

に

、

「

逢

坂

の

関

」

も

二

面

性

を

持

っ

た

歌

枕

だ

と

言

え

る

。

こ

の

歌

枕

も

、

地

理

的

な

特

徴

だ

け

で

は

な

く

そ

の

土

地

の

名

も

使

え

る

も

の

だ

か

ら

で

あ

る

。

逢

坂

は

最

初

の

「

逢

」

と

い

う

漢

字

に

よ

っ

て

「

逢

う

」

と

い

う

言

葉

と

連

想

さ

れ

は

じ

め

、

時

と

共

に

こ

の

概

念

は

固

定

さ

れ

て

し

ま

っ

た

。

言

う

ま

で

も

な

い

こ

と

だ

が

、

こ

う

し

た

連

想

は

特

に

恋

の

歌

で

良

く

見

ら

れ

る

こ

と

で

あ

る

。 

 

「

逢

坂

」

が

詠

ま

れ

た

和

歌

を

こ

こ

に

三

首

挙

げ

る

。 

 
 

逢

坂

を

う

ち

出

で

て

見

れ

ば

近

江

の

海

白

木

綿

花

に

波

立

ち

わ

た

る

（

万

・

三

二

三

八

・

作

者

不

詳

） 

 
 

か

つ

越

え

て

別

れ

も

ゆ

く

か

あ

ふ

坂

は

人

だ

の

め

な

る

名

に

こ

そ

あ

り

け

れ

（

古

・

三

九

〇

・

紀

貫

之

） 

 
 

う

ぐ

ひ

す

の

鳴

け

ど

も

い

ま

だ

降

る

雪

に

杉

の

葉

し

ろ

き

逢

坂

の

山

（

新

・

一

八

・

太

上

天

皇

） 

 

こ

の

三

首

の

う

ち

『

万

葉

雄

』

の

歌

は

、

関

を

越

え

て

逢

坂

を

出

て

み

る

と

、

そ

こ

に

は

近

江

の

海

、

つ

ま

り

琵

琶

湖

が

広

が

っ
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て

お

り

、

湖

の

水

面

に

は

白

い

波

が

ま

る

で

白

木

綿

花

の

よ

う

に

見

え

る

と

詠

ん

で

い

る

。

こ

の

歌

で

歌

人

は

う

え

の

方

か

ら

白

木

綿

花

を

思

い

お

こ

さ

せ

る

琵

琶

湖

の

白

い

波

の

美

し

い

景

色

を

観

賞

し

、

感

嘆

の

声

を

上

げ

て

い

る

。

彼

は

斬

新

な

感

覚

の

持

ち

为

だ

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

歌

の

中

で

は

多

く

の

言

葉

を

使

っ

て

説

明

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

代

わ

り

に

、

近

江

の

海

の

波

を

白

木

綿

花

に

見

立

て

、

読

者

に

あ

る

程

度

自

然

の

神

秘

的

な

調

和

を

味

わ

せ

る

こ

と

が

出

来

る

と

言

え

る

だ

ろ

う

。 

 

ち

な

み

に

、

川

村

晃

生

は

歌

枕

に

関

し

て

こ

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。 

か

り

に

折

口

信

夫

が

指

摘

す

る

よ

う

に

、

歌

枕

が

歌

詞

と

と

も

に

歌

の

中

で

最

も

大

事

な

生

命

標

と

な

る

も

の

で

あ

り

、

そ

れ

が

神

霊

の

宿

り

と

し

て

の

枕

と

語

義

的

に

共

通

す

る

と

い

う

信

仰

的

側

面

を

持

つ

と

し

て

も

、

歌

枕

の

本

来

的

な

信

仰

性

の

一

端

が

そ

の

景

観

美

に

よ

っ

て

形

成

さ

れ

た

こ

と

は

、

十

分

に

考

え

ら

れ

る

だ

ろ

う

。(

川
村
晃
生
「
古
今
雄
・
歌
枕
の
現
在
―
―
破
壊
さ

れ
る
現
場
」
『
文
学
』6(3)

号
、2005.5

-6

、p.113 )  

 

ま

た

、

『

歌

枕

歌

こ

と

ば

大

辞

典

』

で

、

逢

坂

の

関

は 

『

万

葉

雄

』

で

も

大

和

か

ら

近

江

へ

向

か

う

旅

を

歌

う

長

歌

で

「

…

近

江

道

の 

逢

坂

山

に 

手

向

け

し

て 

我

が

越

え

て

行

け

ば

…

」

（

巻

一

三

・

三

二

四

〇

・

三

二

五

四

・

作

者

未

詳

） 

神

に

手

向

け

を

し

な

が

ら

越

え

て

行

く

境

界

が

歌

わ

れ

る

。 

と

解

説

さ

れ

て

い

る

。 

 

次

に

、

『

古

今

和

歌

雄

』

の

和

歌

に

移

る

と

、

こ

こ

で

は

『

万

葉

雄

』

の

歌

風

の

特

色

で

あ

る

純

真

さ

が

も

う

見

つ

け

ら

れ

な

い

。

貫

之

の

和

歌

は

、

「

君

は

逢

坂

の

関

を

越

え

て

い

る

が

、

实

は

遠

く

に

行

っ

て

し

ま

う

。

こ

の

地

名

は

「

逢

う

」

と

い

う

よ

う

な

約

束

を

暗

示

す

る

の

に

、

实

は

失

望

さ

せ

る

も

の

だ

。
」

と

解

釈

で

き

る

で

あ

ろ

う

。

貫

之

は

恋

心

を

詠

む

た

め

に

、

歌

枕

の

地

理

的

な

特

徴

よ

り

地

名

（

逢

う

）

か

ら

連

想

し

て

こ

の

歌

を

詠

ん

だ

こ

と

が

よ

く

分

か

る

。 

 

三

首

目

に

あ

た

る

太

上

天

皇

（

後

鳥

羽

院

）

の

歌

は

、

一

見

シ

ン

プ

ル

な

歌

の

よ

う

に

感

じ

ら

れ

る

。

春

に

な

っ

て

鶯

が

鳴

い

て

い

る

が

、

逢

坂

の

山

に

あ

る

杉

の

葉

の

上

に

は

ま

だ

雪

が

残

っ

て

い

る

、

と

い

う

歌

だ

。

後

鳥

羽

院

の

句

の

中

で

は

、

逢

坂

の

山

は

非

常

に

優

雃

な

世

界

と

し

て

捉

え

ら

れ

て

い

る

。

『

万

葉

雄

』

の

歌

人

の

純

粋

な

驚

愕

も

、

貫

之

の

知

的

な

ア

プ

ロ

ー

チ

も

こ

こ

で

は

見

ら

れ

な

い

。

院

の

和

歌

は

優

艶

で

澄

ん

だ

テ

キ

ス

ト

の

よ

う

に

感

じ

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

し

か

し

な

が

ら

、

こ

の

歌

は

貫

之

の
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和

歌

と

比

べ

る

と

、

意

識

の

も

っ

と

深

い

レ

ベ

ル

の

連

想

が

隠

さ

れ

て

い

る

。 

 

後

鳥

羽

院

の

こ

の

和

歌

に

関

し

て

、

次

の

よ

う

に

注

解

が

さ

れ

て

い

る

。 

人

の

関

で

あ

る

と

と

も

に

、

季

節

の

関

で

も

あ

っ

た

逢

坂

の

関

で

、

冬

と

春

と

の

交

錯

し

て

い

る

情

景

。

清

艶

な

歌

で

あ

る

。

(

峯
村
文
人
校
注
・
訳
『
新
古
今
和
歌
雄
』
（
日

本
古
典
文
学
全
雄
）
小
学
館
、1

9
7

4
.3

、p
.4

3 )  

 

丸

谷

才

一

氏

は

、

逢

坂

の

関

や

な

ど

と

い

っ

た

歌

枕

を

論

ず

る

と

き

に

、

後

鳥

羽

院

の

同

じ

歌

を

考

察

し

、 

一

般

に

王

朝

の

和

歌

に

お

い

て

は

リ

ア

リ

ズ

ム

短

歌

の

場

合

と

異

な

り

、

地

名

は

具

体

的

な

地

理

の

せ

せ

こ

ま

し

さ

よ

り

も

む

し

ろ

そ

れ

に

ま

つ

は

る

連

想

と

工

夫

の

ゆ

ゑ

に

尊

ば

れ

る

の

だ

が

、

第

五

句

は

さ

う

い

ふ

文

学

的

形

成

を

示

し

て

遺

憾

が

な

い

。

(

丸
谷
才
一
『
後
鳥
羽
院
』
第
二

版
、
筑
摩
書
房
、2

0
0

4
.9

、p
.28

-29 )  

と

述

べ

た

。 

こ

の

院

の

和

歌

を

詠

む

と

、

お

そ

ら

く

人

々

は

国

と

国

の

境

に

あ

る

「

関

所

」

と

い

う

特

色

と

「

う

ぐ

い

す

」

で

代

表

さ

れ

る

「

春

」

と

「

雪

」

で

表

さ

れ

て

い

る

「

冬

」

と

い

う

二

つ

の

季

節

の

移

り

変

わ

り

が

一

つ

の

歌

の

中

で

か

け

ら

れ

て

い

る

こ

と

に

無

意

識

的

に

気

づ

く

か

も

し

れ

な

い

。

し

か

し

な

が

ら

、

そ

れ

を

意

識

化

し

て

理

解

す

る

に

は

尐

々

時

間

が

か

か

る

だ

ろ

う

。

こ

の

ひ

と

手

間

か

か

る

連

想

が

歌

の

奥

深

さ

を

作

り

だ

し

、

現

实

を

よ

り

純

化

し

て

表

現

で

き

る

よ

う

に

な

る

の

だ

。

「

新

古

今

時

代

」

で

、

現

实

性

の

純

化

の

過

程

は

完

全

に

な

っ

た

と

言

っ

て

も

過

言

で

は

な

い

か

も

し

れ

な

い

。 

 

第

四

節

、

先

行

研

究

の

再

検

討 

 

本

節

で

は

、

田

尻

嘉

信

の

「

新

古

今

雄

「

名

所

目

録

稿

」
」(

田
尻
嘉
信
「
新
古
今
雄
「
名
所
目
録
稿
」
」

『
跡
見
学
園
国
語
科
紀
要
』20

号
、 1972 )

を

先

行

研

究

の

対

象

と

し

、

見

直

し

を

行

い

た

い

。 

 

田

尻

は

、

新

古

今

雄

に

歌

わ

れ

た

名

所

の

目

録

を

作

成

す

る

た

め

に

滝

沢

貞

夫

『

新

古

今

雄

総

索

引

』

 

を

参

照

し

た

。

こ

の

本

は

、

日

本

古

典

文

学

大

系

『

新

古

今

和

歌

雄

』

（

岩

波

書

店

）

に

基

づ

い

た

総

索

引

で

あ

る

。

そ

れ

に

対

し

、

本

研

究

で

は

久

保

田
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淳

『

新

古

今

和

歌

雄

』(

久
保
田
淳
校
注
『
新
古
今
和
歌

雄
』
二
冊
、
新
潮
社
、1

9
7

9
.3

・9 )
 

を

参

照

し

て

い

る

た

め

、

相

違

点

が

あ

る

の

は

当

然

で

あ

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

田

尻

氏

の

目

録

（

以

降

「

目

録

稿

」
）

で

は

い

く

つ

か

の

間

違

い

が

確

認

で

き

る

た

め

、

そ

の

間

違

い

を

こ

の

場

で

校

訂

し

て

お

き

た

い

。

正

し

、

単

な

る

ミ

ス

プ

リ

ン

ト

は

無

視

す

る

。 

 

ま

ず

は

、

「

目

録

稿

」

に

載

っ

て

い

な

い

次

の

歌

枕

を

あ

げ

る

。

（

数

字

は(

『
新
古
今
和
歌
雄
』 

久
保
田

淳
校
注
、 

新
潮
社 

、 197
9
)

に
よ
る
歌

番

号

） 

よ

し

の

（

一

・

一

一

〇

ロ

・

一

二

一

・

一

六

〇

二

）
、

ひ

ば

ら

（

二

〇

）
、

わ

か

（

七

四

一

）
、

な

に

は

（

九

七

三

・

一

〇

七

七

・

一

五

九

一

）
、

あ

ま

の

か

は

（

一

五

六

三

）
。

 

 

ま

た

、

「

目

録

稿

」

で

は

歌

枕

で

は

な

い

言

葉

も

間

違

っ

て

収

め

ら

れ

て

い

る

た

め

こ

こ

に

挙

げ

る

。 

― 

楽

波 

 

「

目

録

稿

」

に

よ

れ

ば

、

「

さ

ざ

な

み

」

と

い

う

こ

と

ば

が

出

て

く

る

和

歌

は

三

首

に

及

ぶ

。 

 
 

さ

ざ

波

や

志

賀

の

浜

松

ふ

り

に

け

り

た

が

世

に

ひ

け

る

子

の

日

な

る

ら

む

（

新

・

一

六

・

皇

太

后

宮

大

夫

俊

成

） 

 
 

さ

ざ

波

や

志

賀

の

唐

崎

風

さ

え

て

比

良

の

高

嶺

に

あ

ら

れ

降

る

な

り

（

新

・

六

五

六

・

法

性

寺

入

道

前

關

白

太

政

大

臣

） 

 
 

さ

ざ

波

の

比

良

山

風

の

海

吹

け

ば

釣

す

る

海

人

の

袖

か

へ

る

見

ゆ

（

新

・

一

七

〇

〇

・

よ

み

人

知

ら

ず

） 

 

右

の

三

首

の

和

歌

の

「

さ

ざ

な

み

」

は

歌

枕

で

は

な

い

。

証

拠

と

し

て

、

『

歌

こ

と

ば

歌

枕

大

辞

典

』

の

解

説

を

こ

こ

に

挙

げ

る

。 

【

さ

ざ

な

み

】

琵

琶

湖

の

西

南

沿

岸

一

帯

の

古

名

、

ま

た

は

、

小

さ

く

こ

ま

か

に

立

つ

波

。

（

略

）

「

さ

ざ

な

み

の

」

の

形

で

枕

詞

と

し

て

周

辺

の

地

名

「

志

賀

」

「

連

庫

（

な

み

く

ら

）

山

」

「

比

良

（

ひ

ら

）

山

」

な

ど

に

掛

か

り

、

「

楽

浪

の

志

賀

の

唐

崎

幸

く

あ

れ

ど

大

宮

人

の

船

待

ち

か

ね

つ

」

（

巻

一

・

三

〇

・

人

麻

呂

）
、

「

楽

浪

の

比

良

山

風

の

海

吹

け

ば

釣

す

る

海

人

の

袖

か

へ

る

見

ゆ

」

（

同 

巻

九

・

一

七

一

五

・

一

七

一

九

槐

本

）

な

ど

と

よ

ま

れ

た

。(

久
保
田
淳
、
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば
歌

枕
大
辞
典
』
角
川
書
店
、1999..5

、p.37
5
)  

― 

松

山 
 

 

「

目

録

稿

」

で

は

、

一

六

三

四

番

の

和

歌

は

「

ま

つ

や

ま

」

と

い

う

言

葉

が

使

わ

れ

て

い

る

と

あ

る

。 

 
 

な

が

ら

へ

て

な

ほ

君

が

代

を

松

山

の

待

つ

と

せ

し

ま

に

年

ぞ

経

に

け

る

（

新

・

一

六

三

四

・

二

条

院

讃

岐

） 
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た

し

か

に

、

「

ま

つ

や

ま

」

は

歌

枕

で

あ

る

が

、

二

条

院

の

歌

の

「

松

山

」

は

、

新

日

本

古

典

文

学

大

系

の

『

新

古

今

和

歌

雄

』

の

注

釈

に

よ

る

と

、 

「

年

ぞ

へ

に

け

る

」

の

縁

語

と

し

て

、

ま

た

賀

を

添

え

て

「

待

つ

」

の

枕

詞

と

す

る

。

（

略

）

こ

こ

は

特

定

の

地

名

で

は

な

い

。 

と

あ

る

。

要

す

る

に

、

右

の

和

歌

で

詠

ま

れ

た

「

松

山

」

は

歌

枕

で

は

な

い

の

だ

。 

 

さ

ら

に

、

「

松

山

」

と

「

末

の

松

山

」

を

混

同

し

な

い

よ

う

に

注

意

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

「

松

山

」

は

讃

岐

国

の

歌

枕

（

現

在

の

香

川

県

坂

出

市

の

北

東

部

）

で

あ

り

、

「

末

の

松

山

」

は

陸

奥

国

の

歌

枕

で

あ

る

。 

 

『

新

古

今

雄

』

で

は

、

「

松

山

」

は

一

回

も

使

わ

れ

て

お

ら

ず

、

「

末

の

松

山

」

だ

け

詠

ま

れ

て

い

る

。

「

末

の

松

山

」

を

詠

む

歌

は

左

の

五

首

で

あ

る

。

定

家

の

一

二

八

四

番

の

和

歌

は

「

末

の

」

と

い

う

接

頭

語

を

使

わ

な

い

が

、

こ

こ

で

詠

ま

れ

た

場

所

は

「

松

山

」

で

は

な

く

、

「

末

の

松

山

」

で

あ

る

こ

と

は

間

違

い

な

い

。

そ

れ

は

、

定

家

が

本

歌

と

し

て

『

古

今

雄

』

の

「

君

を

お

き

て

あ

だ

し

心

を

わ

が

も

た

ば

末

の

松

山

波

も

越

え

な

む

」

と

い

う

名

歌

を

取

っ

た

か

ら

で

あ

る

。 

 
 

か

す

み

た

つ

末

の

松

山

ほ

の

ぼ

の

と

波

に

は

な

る

る

横

雲

の

空

（

新

・

三

七

・

藤

原

家

隆

朝

臣

） 

 
 

老

い

の

波

越

え

け

る

身

こ

そ

あ

は

れ

な

れ

こ

と

し

も

い

ま

は

末

の

松

山

（

新

・

七

〇

五

・

寂

蓮

法

師

） 

 
 

ふ

る

さ

と

に

た

の

め

し

人

も

末

の

松

待

つ

ら

む

袖

に

波

や

越

す

ら

む

（

新

・

九

七

〇

・

藤

原

家

隆

朝

臣

） 

 
 

松

山

と

ち

ぎ

り

し

人

は

つ

れ

な

く

て

袖

越

す

波

に

の

こ

る

月

影

（

新

・

一

二

八

四

・

藤

原

定

家

朝

臣

） 

 
 

白

波

の

こ

ゆ

ら

む

末

の

松

山

は

花

と

や

見

ゆ

る

春

の

夜

の

月

（

新

・

一

四

七

三

・

加

賀

左

衞

門

） 

― 

田

子

浦 

 

「

目

録

稿

」

で

は

「

た

ご

の

う

ら

」

の

歌

枕

を

使

う

和

歌

は

左

の

三

首

だ

と

認

め

ら

れ

て

い

る

が

、

一

四

八

〇

番

の

和

歌

で

は

、

「

た

ご

の

う

ら

」

で

は

な

く

、

「

た

こ

の

う

ら

」

と

い

う

歌

枕

が

詠

ま

れ

て

い

る

。 

 
 

田

子

の

浦

に

打

ち

出

で

て

見

れ

ば

白

妙

の

富

士

の

高

嶺

に

雪

は

降

り

つ

つ

（

新

・

六

七

五

・

山

部

赤

人

） 

 
 

お

の

が

波

に

お

な

じ

末

葉

ぞ

し

を

れ

ぬ

る

藤

咲

く

多

祜

の

う

ら

め

し

の

身

や

（

新

・

一

四

八

〇

・

前

大

僧

正

慈

円

） 
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沖

つ

風

夜

寒

に

な

れ

や

田

子

の

浦

の

海

人

の

藻

鹽

火

焚

き

ま

さ

る

ら

む

（

新

・

一

六

〇

八

・

越

前

） 

 

「

多

古

（

た

こ

）

の

浦

」

は

越

中

国

の

歌

枕

で

あ

り

、

「

田

子

（

た

ご

）

の

浦

」

は

駿

河

国

の

歌

枕

で

あ

る

。

だ

が

、

そ

の

二

つ

の

歌

枕

を

区

別

す

る

の

は

容

易

で

は

な

い

と

言

わ

ざ

る

を

得

な

い

。

な

ぜ

な

ら

ば

、

前

に

も

引

用

し

た

『

歌

こ

と

ば

歌

枕

大

辞

典

』

に

よ

る

と

、

「
【

た

こ

の

う

ら

】

多

胡

、

多

祜

、

田

子

と

も

書

き

、

ま

た

、

「

た

ご

の

う

ら

」

と

も

読

む

」

と

あ

る

か

ら

で

あ

る

。 

 

第

五

節

、

『

新

古

今

雄

』

の

歌

枕 

 

こ

こ

ま

で

、

歌

枕

は

何

か

、

当

時

の

歌

人

に

よ

っ

て

ど

う

い

う

風

に

使

わ

れ

て

い

た

か

、

単

な

る

歌

語

と

し

て

広

義

的

に

使

わ

れ

て

い

た

か

、

あ

る

い

は

名

所

歌

枕

と

し

て

狭

義

的

に

使

わ

れ

て

い

た

か

、

そ

し

て

、

奈

良

時

代

か

ら

「

新

古

今

時

代

」

に

至

る

ま

で

、

時

代

の

移

り

変

わ

り

と

と

も

に

歌

枕

の

質

は

ど

の

よ

う

に

変

わ

っ

て

き

た

か

、

と

い

う

こ

と

を

論

じ

て

き

た

。 

 

本

節

で

は

、

『

新

古

今

雄

』

に

お

け

る

歌

枕

に

関

す

る

調

査

の

結

果

を

記

述

し

、

そ

の

歌

枕

の

特

徴

を

考

察

し

て

い

き

た

い

。

特

に

、

先

行

研

究

の

再

検

討

に

よ

る

『

新

古

今

雄

』

の

歌

枕

の

改

め

た

一

覧

表

を

利

用

し

な

が

ら

、

後

鳥

羽

院

の

勅

撰

和

歌

雄

の

一

番

代

表

的

な

歌

枕

を

割

り

出

す

。

た

だ

、

歌

枕

を

め

ぐ

る

数

字

的

な

デ

ー

タ

の

提

供

に

限

ら

ず

、

そ

の

歌

枕

の

特

質

を

考

察

す

る

。

そ

の

た

め

に

は

、

同

じ

歌

枕

を

使

う

和

歌

を

雄

め

、

一

つ

の

連

続

と

し

て

考

察

し

て

み

る

。

そ

う

す

る

と

、

「

新

古

今

時

代

」

の

歌

風

を

論

じ

つ

つ

、

そ

れ

ぞ

れ

の

歌

枕

の

本

質

を

鮮

明

に

す

る

。

そ

う

す

れ

ば

、

そ

の

本

質

が

当

時

の

歌

人

に

ど

う

い

う

ふ

う

に

感

じ

ら

れ

て

い

た

か

と

い

う

こ

と

が

浮

か

び

上

が

る

と

思

う

か

ら

で

あ

る

。 

 

さ

て

、

『

新

古

今

雄

』

で

は

、

歌

枕

が

使

わ

れ

た

和

歌

は

四

七

八

首

に

及

ぶ

。

つ

ま

り

、

全

体

の

一

九

七

九

首

の

お

よ

そ

四

分

の

一

で

あ

る

（

資

料 

①

と

②

）
。

そ

の

中

で

、

二

二

九

種

の

歌

枕

が

使

わ

れ

て

い

る

（

資

料 

③

）
。

こ

れ

ら

は

、

日

本

の

様

々

な

国

に

属

す

る

歌

枕

で

あ

り

、

現

代

的

な

分

類

を

使

い

な

が

ら

よ

り

詳

細

を

挙

げ

る

と

、

近

畿 

一

六

四

、

中

部 

二

五

、

東

北 

二

〇

、

九

州 

一

〇

、

関

東 

七

、

北

海

道 

一

、

北

陸 

一

で

あ

る

。

所

在

不

詳

の

歌

枕

も

一

つ

あ

る

が

、

そ

れ

は

家

隆

の

「

さ

て

も

な

ほ

問

は

れ

ぬ

秋

の

ゆ

ふ

は

山

雲

吹

く

風

も

峯

に

見

ゆ

ら

む

」

（

一

三

一

六

番

）

と

い

う

和

歌

に

詠

ま

れ

る

「

木

綿

葉

山

」

（

ゆ
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ふ

は

や

ま

）

と

い

う

地

名

で

あ

り

、

小

学

館

の

『

新

古

今

和

歌

雄

』

の

注

釈

に

よ

れ

ば

、

そ

の

土

地

は

大

和

（

奈

良

県

）

に

あ

る

山

と

い

わ

れ

る

が

、

久

保

田

淳

の

編

纂

し

た

『

歌

こ

と

ば

歌

枕

大

辞

典

』

の

解

説

に

よ

る

と

、

「

ゆ

ふ

は

や

ま

」

は

所

在

不

詳

で

あ

る

。 

 

こ

の

よ

う

に

、

近

畿

に

属

す

る

歌

枕

が

圧

倒

的

に

多

い

こ

と

が

一

目

で

分

か

る

。

し

か

し

、

和

歌

活

動

の

中

心

と

な

っ

た

宮

廷

の

辺

り

か

ら

遠

ざ

か

れ

ば

遠

ざ

か

る

ほ

ど

、

そ

の

土

地

の

歌

枕

の

使

用

頻

度

が

圧

倒

的

に

減

っ

て

し

ま

う

の

は

当

然

の

こ

と

で

あ

る

。

こ

の

デ

ー

タ

は

以

前

引

証

し

た

俊

頼

の

教

え

と

一

致

す

る

。

前

に

も

述

べ

た

が

、

平

安

時

代

か

ら

訪

れ

た

こ

と

が

な

い

名

所

を

詠

む

こ

と

が

普

通

で

あ

り

、

規

則

と

し

て

当

時

の

歌

人

は

エ

キ

ゾ

チ

ッ

ク

な

（

異

国

情

緒

あ

ふ

れ

る

）

地

名

を

詠

ん

で

い

な

か

っ

た

。

し

た

が

っ

て

、

容

易

に

遠

い

旅

に

出

る

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た

当

時

の

歌

人

に

と

っ

て

は

、

北

陸

、

な

お

さ

ら

北

海

道

の

よ

う

な

遠

隔

地

は

間

違

い

な

く

和

歌

で

使

い

難

い

要

素

だ

っ

た

と

言

っ

て

も

過

言

で

は

な

い

だ

ろ

う

。 

 

そ

れ

故

、

『

新

古

今

和

歌

雄

』

で

よ

く

見

ら

れ

る

歌

枕

は

ほ

ぼ

す

べ

て

近

畿

の

地

方

に

属

す

る

土

地

だ

と

い

う

こ

と

は

当

然

の

こ

と

だ

。

十

首

以

上

の

和

歌

に

詠

ま

れ

る

歌

枕

は

『

新

古

今

和

歌

雄

』

で

は

七

つ

あ

り

、

そ

れ

ら

を

尐

な

い

順

に

挙

げ

る

と

、

「

布

留

」

（

一

〇

首

）
、

「

須

磨

」

（

一

〇

首

）
、

「

春

日

」

（

一

〇

首

）
、

「

宇

治

」

（

一

一

首

）
、

「

立

田

」

（

一

三

首

）
、

「

難

波

」

（

一

四

首

）

と

「

吉

野

」

（

二

二

首

）

で

あ

る

。

こ

れ

ら

は

特

に

代

表

的

な

歌

枕

で

あ

る

た

め

、

そ

れ

ぞ

れ

を

考

察

し

て

い

き

た

い

。 

― 

布

留 

 

「

布

留

」

は

「

布

留

野

」

「

ふ

る

か

ら

小

野

」

「

布

留

の

川

」

「

布

留

の

中

道

」

「

布

留

の

社

」

「

布

留

の

山

」

な

ど

と

い

う

形

で

よ

ま

れ

た

大

和

国

の

歌

枕

で

あ

り

、

今

の

奈

良

県

天

理

市

布

留

に

相

当

す

る

。

天

理

市

街

の

南

を

流

れ

る

布

留

川

の

上

流

一

帯

を

布

留

野

と

い

い

、

石

上

神

官

が

今

も

あ

る

。(

参
考
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
増
訂
版
』

片
桐
洋
一
、
笠
間
書
院
、2004

、p
.370 )  

 

傾

向

と

し

て

「

布

留

」

は

「

降

る

」

と

「

古

」

と

掛

詞

に

さ

れ

、

「

雤

」

と

「

時

間

の

流

れ

」

と

い

う

イ

メ

ー

ジ

を

よ

く

暗

示

さ

せ

る

歌

枕

で

あ

る

。

さ

ら

に

付

け

加

え

る

と

、

「

布

留

の

社

」

は

非

常

に

有

名

で

あ

り

、

「

石

上

」

（

い

そ

の

か

み

）

と

い

う

表

現

も

「

布

留

」

と

一

緒

に

よ

く

使

わ

れ

て

い

る

の

で

、

「

神

」

の

神

々

し

い

イ

メ

ー

ジ

も

し

ば

し

ば

呼

び

起

さ

れ

て

い

る

も

の

で

あ

る

。
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以

上

の

イ

メ

ー

ジ

は

、

『

新

古

今

雄

』

で

は

様

々

な

形

で

表

れ

る

。 

 
 

い

そ

の

か

み

布

留

野

の

さ

く

ら

た

れ

植

ゑ

て

春

は

忘

れ

ぬ

形

見

な

る

ら

む 

（

九

六

・

右

衞

門

督

通

具

） 

 
 

石

の

上

布

留

の

わ

さ

田

を

う

ち

か

へ

し

恨

み

か

ね

た

る

春

の

暮

か

な 

（

一

七

一

・

皇

太

后

宮

大

夫

俊

成

女

） 
 

 
 

す

ず

し

さ

は

秋

や

か

へ

り

て

初

瀬

川

ふ

る

川

の

べ

の

杉

の

し

た

か

げ 

（

二

六

一

・

藤

原

有

家

朝

臣

） 
 

 

 
 

ふ

か

み

ど

り

争

ひ

か

ね

て

い

か

な

ら

む

ま

な

く

し

ぐ

れ

の

布

留

の

神

杉 

（

五

八

一

・

太

上

天

皇

） 
 

 

 
 

初

雪

の

ふ

る

の

神

杉

埋

も

れ

て

し

め

結

ふ

野

辺

は

冬

ご

も

り

せ

り 

（

六

六

〇

・

権

中

納

言

長

方

） 
 

 

 
 

石

の

上

布

留

野

の

を

ざ

さ

霜

を

経

て

ひ

と

よ

ば

か

り

に

残

る

年

か

な 

（

六

九

八

・

摂

政

太

政

大

臣

） 
 

 

 
 

い

そ

の

か

み

布

留

の

わ

さ

田

の

ほ

に

は

出

で

ず

心

の

う

ち

に

恋

ひ

や

わ

た

ら

む 

（

九

九

三

・

柿

本

人

麿

） 
 

 
 

い

そ

の

か

み

布

留

の

神

杉

ふ

り

ぬ

れ

ど

色

に

は

出

で

ず

露

も

し

ぐ

れ

も 

（

一

〇

二

八

・

摂

政

太

政

大

臣

） 
 

 

 
 

い

そ

の

か

み

ふ

り

に

し

人

を

尋

ぬ

れ

ば

荒

れ

た

る

宿

に

す

み

れ

摘

み

け

り 

（

一

六

八

二

・

能

因

法

師

）  
 

 
 

み

な

人

の

そ

む

き

は

て

ぬ

る

世

の

中

に

布

留

の

社

の

身

を

い

か

に

せ

む 

（

一

七

九

五

・

女

御

徽

子

女

王

） 
 

 

 
 

布

留

の

桜

を

詠

む

通

具

の

歌

は

、

後

撰

雄

の

有

名

な

和

歌

（

い

そ

の

神

ふ

る

の

山

べ

の

桜

花

う

へ

け

む

時

を

知

る

人

ぞ

な

き

・

四

九

・

僧

正

遍

昭

）

を

本

歌

に

し

た

も

の

だ

が

、

古

め

か

し

い

趣

を

感

じ

さ

せ

る

本

歌

と

違

い

、

通

具

の

和

歌

に

お

け

る

布

留

の

桜

は

昔

を

忘

れ

さ

せ

な

い

形

見

と

み

な

さ

れ

て

お

り

、

優

雃

で

新

鮮

な

風

情

を

味

わ

せ

る

も

の

だ

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

同

様

に

、

俊

成

女

の

次

の

和

歌

も

、

本

歌

（

う

ち

か

へ

し

君

ぞ

恋

し

き

や

ま

と

な

る

布

留

の

わ

さ

田

の

思

ひ

出

で

つ

つ

・

後

撰

雄

・

五

一

二

・

詠

み

人

し

ら

ず

）

に

比

べ

る

と

、

雰

囲

気

が

だ

い

ぶ

変

わ

っ

て

い

る

。

本

歌

で

歌

わ

れ

て

い

る

の

は

恋

で

あ

る

が

、

俊

成

女

の

和

歌

で

は

、

も

う

す

ぐ

春

が

去

っ

て

し

ま

う

辛

い

事

实

を

甘

受

し

が

た

い

と

い

う

純

粋

で

美

学

的

な

次

元

に

移

る

の

で

あ

る

。 

 

夏

部

に

属

す

る

有

家

の

和

歌

も

本

歌

に

対

し

て

全

く

同

様

の

変

化

を

表

す

も

の

で

あ

る

。

有

家

が

本

歌

に

す

る

和

歌

（

初

瀬

川

古

川

の

辺

に

二

本

あ

る

杉

年

を

経

て

ま

た

も

逢

ひ

見

む

二

本

あ

る

杉

・

古

今

雄

・

一

〇

〇

九

・

よ

み

人

知

ら

ず

）

で

は

、

重

要

な

景

色

の

要

素

で

あ

る

二

本

の

杉

が

自

然

の

領

域

と

人

事

の

領

域

を

結

ぶ

手

段

と

な

っ

て

い

る

。

そ

れ

は

、

歌

人

が

そ

の

二

本

の

杉

を

誰

か
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が

会

え

る

前

兆

で

は

な

い

か

と

思

う

か

ら

で

あ

る

。

そ

れ

に

対

し

て

、

有

家

の

和

歌

は

、

意

識

的

思

考

が

完

全

に

な

く

な

り

、

混

じ

り

気

の

な

い

杉

の

涼

し

い

陰

の

イ

メ

ー

ジ

の

み

が

表

れ

て

い

る

。 

 

そ

の

次

の

太

上

天

皇

の

次

の

和

歌

に

関

し

丸

谷

才

一

は

『

後

鳥

羽

院

・

第

二

版

』

で

次

の

よ

う

に

考

察

し

て

い

る

。 

時

雤

の

せ

い

で

木

の

葉

が

も

み

ぢ

す

る

と

い

ふ

の

は

古

く

か

ら

の

詩

的

発

想

で

、

『

万

葉

』

巻

第

十

に

も

、 

 

な

が

つ

き

の

時

雤

の

雤

に

ぬ

れ

と

ほ

り

春

日

の

山

は

色

づ

き

に

け

り 

 

し

ぐ

れ

の

雤

ま

な

く

し

ふ

れ

ば

真

木

の

葉

も

あ

ら

そ

ひ

か

ね

て

色

づ

き

に

け

り 

の

例

が

あ

る

。

後

者

は

柿

本

人

麿

の

作

と

い

ふ

形

で

『

新

古

今

』

に

撰

入

し

、

こ

の

後

鳥

羽

院

の

詠

の

す

ぐ

あ

と

に

つ

づ

い

て

ゐ

る

が

、

こ

れ

が

、

一

首

の

本

歌

で

あ

る

。

（

略

）

「

神

杉

」

は

「

神

木

ノ

杉

。

大

和

国

、

石

上

布

留

神

社

ニ

ア

ル

モ

ノ

、

最

モ

名

ア

リ

」

（
『

大

言

海

』
）
。

こ

れ

が

「

布

留

の

神

杉

」

だ

が

、

言

ふ

ま

で

も

な

く

「

ふ

る

」

は

時

雤

の

「

降

る

」

と

「

古

」

と

に

か

け

る

。

第

四

句

、

「

間

な

く

」

は

一

忚

の

と

こ

ろ

「

絶

え

間

な

く

」

の

意

だ

け

れ

ど

、

「

ま

な

く

し

ぐ

れ

の

」

は

「

間

な

く

時

雤

の

」

で

あ

り

な

が

ら

ま

た

、

「

間

な

く

し

暮

の

」

と

働

く

。

本

歌

で

は

単

な

る

強

意

の

助

詞

に

す

ぎ

な

い

「

し

」

が

、

本

歌

ど

り

で

は

二

重

に

使

わ

れ

て

ゐ

る

の

で

あ

る

。

そ

こ

で

布

留

の

神

杉

に

は

し

き

り

に

時

雤

が

降

り

そ

そ

ぎ

、

ま

た

、

間

も

な

く

夕

暮

が

訪

れ

る

こ

と

に

な

る

の

だ

が

、

こ

の

夕

闇

は

や

は

り

艶

つ

ぼ

い

風

情

を

漂

は

す

だ

ら

う

。

時

雤

が

杉

の

葉

を

染

め

る

と

い

ふ

の

は

、

『

万

葉

』

の

二

首

の

場

合

も

、

後

鳥

羽

院

の

一

首

の

場

合

も

、

う

は

べ

は

冬

の

变

景

で

あ

り

な

が

ら

实

は

男

女

の

仲

を

語

つ

て

ゐ

る

か

ら

で

あ

る

。(

『
後
鳥
羽
院
・
第
二
版
』
丸
谷

才
一
、
筑
摩
書
房
、2004

、p
.99 )  

 

し

か

し

、

人

麿

と

後

鳥

羽

院

の

詞

を

比

較

対

照

す

る

と

、

現

实

の

直

接

的

な

認

識

を

見

抜

か

せ

る

人

麿

の

「

争

ひ

か

ね

て

色

づ

き

に

け

り

」

と

い

う

句

と

違

い

、

後

鳥

羽

院

の

「

ふ

か

み

ど

り

争

ひ

か

ね

て

い

か

な

ら

む

」

と

い

う

表

現

は

、

布

留

の

景

色

が

歌

人

の

メ

ン

タ

ル

な

イ

メ

ー

ジ

だ

と

分

か

ら

せ

る

も

の

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

藤

平

春

男

氏

が

「

新

古

今

的

な

」

も

の

と

し

て

定

義

し

た

も

の

だ

と

言

え

る

。

藤

平

は

、

所

謂

「

新

古

今

時

代

」

の

歌

風

、

特

に

恋

の

歌

に

関

し

て

以

下

の

様

に

論

じ

て

い

る

。 

恋

歌

で

あ

り

な

が

ら

人

間

が

全

く

消

去

さ

れ

て

お

り

、

自

然

美

と

そ

れ

へ

の

詠

嘆

が

そ

の

ま

ま

恋

情

の

内

的

風

景

と

な

る

と

い
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う

技

法

は

、

新

古

今

雄

時

代

に

な

っ

て

初

め

て

あ

ら

わ

れ

て

く

る

も

の

で

あ

る

。

こ

こ

に

は

真

情

で

あ

る

か

ポ

ー

ズ

で

あ

る

か

と

い

う

次

元

を

こ

え

て

、

抒

情

す

る

人

間

の

直

接

の

声

が

全

く

消

去

さ

れ

て

い

る

、

そ

う

い

う

や

り

方

で

純

粋

に

内

面

的

世

界

を

イ

メ

ー

ジ

と

し

て

と

ら

え

よ

う

と

す

る

詩

法

が

確

立

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る 

と

述

べ

て

い

る

。(

『
新
古
今
と
そ
の
前
後
』
、
藤
平

春
男
笠
間
書
院
、
昭
和58

年
、p

.6 )  

 

こ

の

よ

う

な

分

析

は

右

の

後

鳥

羽

院

の

和

歌

の

み

に

限

ら

ず

、

「

初

雪

の

ふ

る

の

神

杉

」

を

詠

む

長

方

の

歌

に

も

適

忚

す

る

も

の

だ

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

の

場

合

も

本

歌

と

の

対

比

に

啓

発

さ

れ

る

で

あ

ろ

う

。

長

方

が

自

分

の

和

歌

の

本

歌

に

す

る

歌

は

次

の

和

歌

で

あ

る

。 

 
 

石

上

布

留

の

早

稲

田

を

ひ

で

ず

と

も

し

め

だ

に

は

へ

よ

守

り

つ

つ

を

ら

む 

（

万

葉

・

一

三

五

三

・

よ

み

び

と

知

ら

ず

） 

 

万

葉

雄

の

和

歌

で

は

、

石

上

布

留

の

早

稲

田

は

早

く

成

熟

し

て

も

ら

い

た

い

と

思

う

尐

女

の

例

え

で

あ

る(

参
考
『
萬
葉
雄
』
小
島
憲
之
、
木
下
正
俊
、

佐
竹
昭
広
校
注
・
訳
、
小
学
館 

、 1971
-1975 )

。

そ

れ

に

対

し

て

、

長

方

の

和

歌

で

は

、

藤

平

が

述

べ

た

よ

う

に

、

「

抒

情

す

る

人

間

の

直

接

の

声

が

全

く

消

去

さ

れ

て

い

る

」

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。 

 

摂

政

太

政

大

臣

（

藤

原

良

経

）

の

歌

で

は

人

間

の

次

元

が

神

の

次

元

に

妖

艶

に

合

う

。

そ

れ

は

、

神

楽

の

採

物

の

一

つ

で

あ

る

小

笹

（

篠

）

に

よ

っ

て

土

地

が

聖

な

る

こ

と

を

強

調

さ

れ

て

い

る

一

方

で

、

歌

人

は

老

化

し

て

死

去

す

る

こ

と

を

恐

れ

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

よ

く

見

る

と

、

こ

う

し

た

人

間

と

神

の

次

元

の

重

な

り

合

わ

せ

は

女

御

徽

子

女

王

の

和

歌

（

前

提

の

一

七

九

五

番

歌

）

で

も

味

わ

う

こ

と

が

で

き

る

。

知

り

合

い

が

皆

出

家

し

て

い

っ

た

今

、

ま

だ

世

を

捨

て

て

い

な

い

彼

女

は

落

ち

込

ん

で

い

る

よ

う

な

気

が

す

る

。

人

生

の

慰

め

が

宗

教

に

し

か

見

つ

け

ら

れ

な

い

と

い

う

メ

ッ

セ

ー

ジ

が

あ

る

の

か

も

し

れ

な

い

。 

 

本

論

か

ら

だ

い

ぶ

離

れ

て

し

ま

う

が

、

人

麿

と

良

経

（

一

〇

二

八

番

）

の

歌

は

セ

ッ

ト

と

し

て

論

考

し

た

い

。

し

か

し

そ

れ

は

、

両

首

の

和

歌

が

恋

部

に

お

け

る

和

歌

だ

と

い

う

理

由

だ

け

で

は

な

い

。

人

麿

の

和

歌

は

新

古

今

時

代

の

歌

風

の

立

場

か

ら

考

察

す

れ

ば

、

あ

ま

り

洗

練

さ

れ

た

作

品

だ

と

は

尐

し

言

い

難

い

か

も

し

れ

な

い

。

そ

れ

は

読

み

手

が

石

上

布

留

の

穂

を

自

分

の

恋

の

単

な

る

メ

タ

フ

ァ

ー

と

し

て

利

用

し

て

い

る

か

ら

だ

。

し

か

し

、

「

幽

玄

様

」

や

「

妖

艶

様

」

な

ど

の

よ

う

な

難

解

な

ス

タ

イ

ル

が

良

く

見
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ら

れ

る

『

新

古

今

和

歌

雄

』

に

選

出

さ

れ

た

こ

の

人

麿

の

歌

は

、

も

と

は

『

万

葉

雄

』

の

歌

で

あ

る

こ

と

を

考

慮

に

入

れ

る

と

、

逆

説

的

に

新

鮮

な

タ

ッ

チ

に

な

る

と

認

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

思

う

。

奇

妙

な

こ

と

に

新

古

今

時

代

の

歌

人

で

あ

る

藤

原

良

経

の

和

歌

も

、

何

処

と

無

く

人

麿

の

和

歌

と

同

じ

よ

う

な

印

象

を

与

え

る

和

歌

だ

。

彼

も

布

留

の

景

色

を

自

分

の

心

の

隠

喩

と

し

て

描

写

す

る

。

と

に

か

く

そ

れ

は

、

良

経

が

そ

の

歌

を

詠

ん

だ

時

、

『

万

葉

雄

』

の

歌

（

石

上

布

留

の

神

杉

神

び

に

し

我

や

さ

ら

さ

ら

恋

に

あ

ひ

に

け

る

・

一

九

二

七

・

詠

み

人

し

ら

ず

）

を

本

歌

に

し

た

と

い

う

こ

と

を

念

頭

に

置

い

て

考

え

る

と

、

特

に

そ

こ

ま

で

不

思

議

な

こ

と

で

は

な

い

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。 

 

前

に

挙

げ

た

和

歌

に

戻

ろ

う

。

能

因

法

師

の

和

歌

で

は

読

み

手

が

愁

い

に

沈

ん

で

い

る

。

石

上

布

留

に

あ

る

荒

れ

た

家

を

訪

れ

て

み

る

と

彼

が

会

い

た

か

っ

た

人

に

会

え

ず

、

見

知

ら

ぬ

人

だ

け

が

そ

こ

に

い

る

。

こ

の

歌

の

寂

し

さ

は

本

歌

と

の

対

照

に

よ

っ

て

一

層

強

調

さ

れ

て

し

ま

う

。

な

ぜ

な

ら

、

本

歌

（

わ

が

宿

に

菫

の

花

の

多

か

れ

ば

来

宿

る

人

や

あ

る

と

待

つ

か

な

・

後

撰

雄

・

八

九

・

詠

み

人

し

ら

ず

）

で

は

読

み

手

に

は

ま

だ

将

来

に

対

し

て

希

望

が

あ

る

の

に

対

し

、

能

因

法

師

の

歌

に

は

そ

れ

が

な

い

か

ら

だ

。

本

歌

に

お

け

る

希

望

と

能

因

の

和

歌

に

お

け

る

失

望

の

コ

ン

ト

ラ

ス

ト

は

随

分

感

服

さ

せ

ら

れ

る

も

の

で

あ

る

。 

― 

須

磨 

 

「

須

磨

」

は

「

須

磨

の

浦

」

「

須

磨

の

関

」

と

い

う

形

で

も

よ

ま

れ

た

摂

津

国

の

歌

枕

で

あ

り

、

現

在

の

兵

庫

県

神

戸

市

須

磨

区

の

一

部

で

あ

る

。

「

須

磨

」

が

初

め

て

詠

ま

れ

た

歌

は

『

万

葉

雄

』

の

「

須

磨

の

海

人

の

塩

焼

衣

の

藤

衣

間

遠

に

し

あ

れ

ば

い

ま

だ

着

な

れ

ず

」

（

四

一

三

・

詠

み

人

し

ら

ず

）

と

い

う

短

歌

だ

。

須

磨

の

侘

び

し

い

景

色

と

海

人

を

詠

む

和

歌

は

『

古

今

雄

』

に

沢

山

撰

入

さ

れ

て

い

る

。

言

う

ま

で

も

な

い

こ

と

で

あ

る

が

、

「

新

古

今

時

代

」

の

歌

人

に

と

っ

て

須

磨

の

イ

メ

ー

ジ

は

『

源

氏

物

語

』

の

「

須

磨

」

と

「

明

石

」

と

い

う

巻

の

話

に

強

く

結

ば

れ

て

い

る

。(

参
考 
片
桐
洋
一
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典

増
訂
版
』
笠
間
書
院
、2004

.2

、p.226
)  

 

こ

れ

を

踏

ま

え

る

と

、

『

新

古

今

雄

』

で

は

な

ぜ

「

須

磨

」

を

詠

む

和

歌

の

大

部

分

が

恋

部

に

お

け

る

（

残

り

は

雑

部

に

お

け

る

）

も

の

で

あ

る

か

と

い

う

こ

と

が

簡

単

に

分

か

る

で

あ

ろ

う

。

須

磨

を

詠

む

『

新

古

今

雄

』

の

和

歌

は

以

下

の

通

り

だ

。 

 
 

須

磨

の

海

人

の

波

か

け

衣

よ

そ

に

の

み

聞

く

は

わ

が

身

に

な

り

に

け

る

か

な 
（

一

〇

四

一

・

藤

原

道

信

朝

臣

） 
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須

磨

の

浦

に

海

人

の

こ

り

つ

む

藻

塩

木

の

か

ら

く

も

下

に

燃

え

わ

た

る

か

な 

（

一

〇

六

五

・

藤

原

淸

正

） 
 

 
 

恋

を

の

み

須

磨

の

浦

人

藻

塩

た

れ

ほ

し

あ

へ

ぬ

袖

の

は

て

を

知

ら

ば

や 

（

一

〇

八

三

・

摂

政

太

政

大

臣

） 
 

 

 
 

須

磨

の

海

人

の

袖

に

吹

き

こ

す

潮

風

の

な

る

と

は

す

れ

ど

手

に

も

た

ま

ら

ず 

（

一

一

一

七

・

藤

原

定

家

朝

臣

） 
 

 
 

な

れ

ゆ

く

は

う

き

世

な

れ

ば

や

須

磨

の

海

人

の

塩

焼

き

衣

ま

ど

ほ

な

る

ら

む 

（

一

二

一

〇

・

女

御

徽

子

女

王

） 
 

 
 

白

波

は

立

ち

さ

わ

ぐ

と

も

こ

り

ず

ま

の

浦

の

み

る

め

は

刈

ら

む

と

ぞ

思

ふ 

（

一

四

三

三

・

よ

み

人

知

ら

ず

） 
 

 

 
 

藻

塩

く

む

袖

の

月

影

お

の

づ

か

ら

よ

そ

に

あ

か

さ

ぬ

須

磨

の

浦

人 

（

一

五

五

五

・

藤

原

定

家

朝

臣

） 
 

 

 
 

須

磨

の

浦

の

な

ぎ

た

る

朝

は

目

も

は

る

に

霞

に

ま

が

ふ

海

人

の

釣

舟 

（

一

五

九

六

・

藤

原

孝

善

） 
 

 

 
 

秋

風

の

関

吹

き

越

ゆ

る

た

び

ご

と

に

声

う

ち

そ

ふ

る

須

磨

の

浦

波 

（

一

五

九

七

・

壬

生

忠

見

） 
 

 

 
 

須

磨

の

関

夢

を

と

ほ

さ

ぬ

波

の

音

を

思

ひ

も

よ

ら

で

宿

を

か

り

け

る 

（

一

五

九

八

・

前

大

僧

正

慈

円

）  
 

 

恋

部

に

属

す

る

最

初

の

六

首

で

は

須

磨

の

風

景

か

ら

恋

の

メ

タ

フ

ァ

ー

を

作

る

為

に

須

磨

の

特

定

の

要

素

だ

け

詠

ま

れ

て

い

る 

こ

と

が

よ

く

分

か

る

。

例

え

ば

、

求

愛

者

が

悲

し

み

で

涙

を

零

す

袖

を

思

い

起

こ

さ

せ

る

海

人

の

絶

え

間

な

く

濡

れ

た

袖

（

一

〇

八

三

番

）
、

疎

遠

に

な

っ

て

し

ま

っ

た

関

係

を

象

徴

す

る

海

人

の

着

古

し

た

衣

（

一

二

一

〇

番

）
、

隠

れ

た

恋

を

暗

示

す

る

焼

き

海

草

の

煙

（

一

〇

六

五

番

）

な

ど

で

あ

る

。

要

す

る

に

、

一

〇

四

一

番

か

ら

一

四

三

三

番

ま

で

の

和

歌

の

詞

は

か

な

り

因

習

的

な

も

の

だ

と

言

わ

ざ

る

を

得

な

い

。

こ

こ

に

簡

潔

な

解

釈

を

挙

げ

て

お

き

た

い

。 

 

道

信

は

、

或

る

女

性

の

立

場

に

た

っ

て

こ

れ

を

詠

む

。

塩

水

で

濡

れ

た

海

人

の

袖

が

今

ま

で

自

分

自

身

と

全

く

関

係

の

な

い

も

の

だ

と

思

っ

て

い

た

が

、

恋

に

落

ち

た

今

は

そ

の

袖

が

涙

の

含

ん

だ

自

分

の

袖

と

如

何

に

似

て

い

る

か

わ

か

っ

た

と

言

う

。 

 

淸

正

も

彼

の

歌

に

伝

統

的

な

イ

メ

ー

ジ

を

か

け

て

い

る

。

藻

塩

木

は

自

分

の

心

の

よ

う

に

燃

え

て

い

る

も

の

だ

。

良

経

も

自

分

の

恋

心

を

表

現

す

る

為

に

須

磨

の

海

人

の

濡

れ

た

袖

と

い

う

常

套

的

な

直

喩

を

利

用

す

る

。

し

か

し

、

前

の

二

首

の

和

歌

と

違

い

、

こ

の

和

歌

で

は

本

歌

取

（

わ

く

ら

ば

に

問

ふ

ひ

と

あ

ら

ば

須

磨

の

浦

に

藻

塩

た

れ

つ

つ

わ

ぶ

と

答

へ

よ

・

古

今

雄

・

九

六

二

・

在

原

業

平

）

で

は

は

っ

き

り

と

し

な

い

昔

の

趣

が

漂

っ

て

い

る

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。 
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同

様

に

、

藤

原

定

家

の

和

歌

で

も

本

歌

が

大

切

な

役

割

を

果

た

す

も

の

だ

。

こ

の

和

歌

の

本

歌

は

「

伊

勢

の

海

に

塩

焼

く

海

人

の

藤

衣

ね

る

と

は

す

れ

ど

逢

は

ぬ

君

か

な

」

（

後

撰

雄

・

七

四

四

・

凡

河

内

躬

恒

）

で

あ

る

。

定

家

の

和

歌

は

本

歌

と

比

べ

る

と

内

容

面

的

に

は

同

じ

よ

う

に

思

わ

れ

る

が

、

場

面

が

須

磨

に

設

定

さ

れ

て

い

る

こ

と

に

よ

り

、

歌

の

風

情

が

魅

力

的

に

物

憂

げ

に

な

る

。

片

桐

洋

一

が

述

べ

た

よ

う

に

、

躬

恒

の

和

歌

に

『

万

葉

雄

』

の

「

須

磨

の

あ

ま

の

塩

焼

き

ぎ

ぬ

の

藤

衣

間

遠

に

し

あ

れ

ば

い

ま

だ

着

な

れ

ず

」

（

四

一

三

）

と

い

う

歌

が

影

響

を

与

え

た

可

能

性

が

あ

る

と

言

え

る

だ

ろ

う

。(

参
考 

片
桐
洋
一
校
注
『
後
撰
和
歌
雄
』(

新
日
本

古
典
文
学
大
系)

岩
波
書
店
、1990.4

、p.217
 
)
 

そ

れ

故

定

家

は

、

躬

恒

の

和

歌

だ

け

で

は

な

く

、

『

万

葉

雄

』

の

歌

も

念

頭

に

置

い

て

右

の

和

歌

を

詠

ん

だ

と

考

え

ら

れ

る

。 

 

定

家

の

和

歌

と

女

御

徽

子

女

王

の

次

の

和

歌

（

一

二

一

〇

番

）

と

を

比

べ

る

と

、

「

新

古

今

時

代

」

の

和

歌

の

テ

ク

ニ

ッ

ク

が

如

何

に

洗

練

さ

れ

て

き

た

か

と

い

う

こ

と

が

分

か

る

。

女

御

徽

子

女

王

の

和

歌

で

も

本

歌

取

が

見

ら

れ

、

そ

の

本

歌

は

「

須

磨

の

海

人

の

塩

焼

衣

筬

を

あ

ら

み

間

遠

に

あ

れ

や

君

が

来

ま

さ

ぬ

」

（

古

今

雄

・

七

五

八

・

詠

み

人

知

ら

ず

／

伊

勢

物

語

・

一

一

二

段

）

で

あ

る

。

普

通

、

恋

の

歌

の

場

合

で

は

、

歌

人

が

恋

人

の

訪

問

回

数

が

増

え

て

も

ら

え

る

よ

う

に

願

う

が

、

女

御

徽

子

女

王

の

和

歌

で

は

恋

人

の

訪

問

の

回

数

を

控

え

る

こ

と

が

優

美

な

願

い

に

過

ぎ

ず

、

定

家

の

至

妙

の

タ

ッ

チ

に

比

べ

る

と

そ

こ

ま

で

及

ば

な

い

作

品

だ

と

認

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

 

よ

み

人

知

ら

ず

の

一

四

三

三

番

の

歌

で

は

、

須

磨

の

海

人

が

波

が

立

っ

て

も

海

松

を

刈

る

つ

も

り

だ

と

い

う

の

と

同

じ

よ

う

に

、

世

間

の

噂

を

無

視

し

、

人

に

逢

う

つ

も

り

だ

と

詠

ん

で

い

る

。

こ

れ

は

、

平

凡

な

ア

ナ

ロ

ジ

ー

に

過

ぎ

な

い

。

逆

に

、

定

家

の

和

歌

（

一

五

五

五

番

）

で

は

、

須

磨

の

妖

艶

な

夜

が

純

粋

な

リ

リ

シ

ズ

ム

に

溢

れ

て

い

る

。

濡

れ

た

袖

に

映

る

月

の

影

を

間

接

的

に

観

賞

す

る

須

磨

の

海

人

の

イ

メ

ー

ジ

は

本

当

に

感

動

さ

せ

ら

れ

る

。

し

か

も

、

こ

の

和

歌

も

本

歌

取

に

よ

っ

て

抒

情

の

風

情

が

か

な

り

強

調

さ

れ

て

い

る

。

本

歌

は

定

家

が

愛

し

た

『

源

氏

物

語

』

に

お

け

る

次

の

和

歌

だ

。 

 
 

海

人

の

世

を

よ

そ

に

聞

か

め

や

須

磨

の

浦

に

藻

塩

垂

れ

し

も

誰

な

ら

な

く

に 

（

源

氏

物

語

・

若

菜

下

） 

最

後

の

三

首

の

和

歌

に

関

し

て

は

、

『

新

古

今

雄

』

の

和

歌

の

配

列

を

考

察

す

る

本

章

の

第

六

節

で

分

析

す

る

。 
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― 
春

日 

 

「

春

日

」

は

「

春

日

野

」

「

春

日

の

原

」

「

春

日

山

」

「

春

の

日

」

と

い

う

形

で

も

詠

ま

れ

た

歌

枕

だ

。

「

春

日

野

」

や

「

春

日

の

原

」

は

大

和

国

、

現

在

の

奈

良

市

街

の

東

方

の

丘

陵

地

の

こ

と

で

、

「

春

日

山

」

は

三

笠

山

・

若

草

山

な

ど

を

含

む

春

日

神

社

の

背

後

の

山

の

総

称

で

あ

る

。(

片
桐
洋
一
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
増

訂
版
』
笠
間
書
院
、2

0
0

4
.2

、p
.1

0
3 )  

 

平

安

時

代

に

は

春

日

は

、

早

春

の

イ

メ

ー

ジ

に

連

想

さ

れ

て

き

た

。

『

歌

こ

と

ば

歌

枕

大

辞

典

』

に

よ

れ

ば

、

春

日

は

以

下

の

よ

う

に

説

明

さ

れ

て

い

る

。 

「

む

か

し

、

男

、

初

冠

し

て

、

奈

良

の

春

日

の

里

に

、

し

る

よ

し

し

て

、

狩

り

に

い

に

け

り

」

で

始

ま

る

『

伊

勢

物

語

』

初

段

に

「

春

日

野

の

若

む

ら

さ

き

の

す

り

ご

ろ

も

し

の

ぶ

の

乱

れ

か

ぎ

り

し

ら

れ

ず

」

（

一

）

の

作

が

見

え

、

『

古

今

雄

』

春

上

に

「

春

日

野

は

け

ふ

は

な

や

き

そ

若

草

の

つ

ま

も

こ

も

れ

り

我

も

こ

も

れ

り

」

（

一

七

・

よ

み

人

し

ら

ず

）
、

「

春

日

野

の

若

菜

つ

み

や

白

妙

の

袖

ふ

り

は

へ

て

人

の

ゆ

く

ら

む

」

（

二

二

・

貫

之

）

な

ど

と

あ

っ

て

、

開

放

的

な

の

び

の

び

と

し

た

早

春

の

イ

メ

ー

ジ

で

と

ら

え

ら

れ

、

特

に

若

菜

や

春

雪

が

詠

ま

れ

る

こ

と

が

圧

倒

的

に

多

い

。(

久
保
田
淳
、
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば
歌

枕
大
辞
典
』
角
川
書
店
、1999.5

、p
.223

)  

 

こ

の

傾

向

が

『

新

古

今

雄

』

で

も

よ

く

表

れ

て

い

る

。

そ

れ

は

、

季

節

部

に

撰

入

さ

れ

た

、

春

日

を

詠

む

五

首

の

和

歌

は

す

べ

て

春

の

巻

に

分

類

さ

れ

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

し

か

し

、

こ

の

五

首

は

全

部

「

新

古

今

時

代

」

以

前

の

歌

人

に

詠

ま

れ

た

和

歌

だ

と

い

う

こ

と

は

偶

然

で

あ

ろ

う

か

。

こ

れ

に

答

え

る

こ

と

は

難

し

い

こ

と

だ

が

、

撰

者

た

ち

は

こ

の

よ

う

に

和

歌

を

選

択

す

る

こ

と

で

、

春

日

と

春

の

イ

メ

ー

ジ

と

の

関

連

が

い

か

に

も

平

安

時

代

ら

し

い

と

い

う

こ

と

を

強

調

し

た

か

っ

た

で

は

な

か

ろ

う

か

。 

 

以

下

に

春

日

を

詠

む

和

歌

を

挙

げ

る

。 

 
 

春

日

野

の

下

も

え

わ

た

る

草

の

上

に

つ

れ

な

く

み

ゆ

る

春

の

あ

は

雪 

（

一

〇

・

権

中

納

言

国

信

） 
 

 
 

春

日

野

の

草

は

み

ど

り

に

な

り

に

け

り

若

菜

つ

ま

む

と

た

れ

か

し

め

け

む 

（

一

二

・

壬

生

忠

見

） 
 

 
 

若

菜

つ

む

袖

と

ぞ

見

ゆ

る

春

日

野

の

飛

火

の

野

べ

の

雪

の

む

ら

ぎ

え 

（

一

三

・

前

参

議

教

長

） 
 

 
 

い

づ

れ

を

か

花

と

は

わ

か

む

ふ

る

さ

と

の

春

日

の

原

に

ま

だ

消

え

ぬ

雪 

（

二

二

・

凡

河

内

躬

恒

） 
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焼

か

ず

と

も

草

は

も

え

な

む

春

日

野

を

た

だ

春

の

日

に

ま

か

せ

た

ら

な

む 

（

七

八

・

壬

生

忠

見

） 
 

 
 

春

日

山

み

や

こ

の

南

し

か

ぞ

お

も

ふ

北

の

藤

波

春

に

逢

へ

と

は 

（

七

四

六

・

摂

政

太

政

大

臣

） 
 

 
 

 
 

春

日

野

の

わ

か

む

ら

さ

き

の

す

り

衣

し

の

ぶ

の

乱

れ

か

ぎ

り

知

ら

れ

ず 

（

九

九

四

・

在

原

業

平

朝

臣

）  
 

 
 

春

日

山

谷

の

う

も

れ

木

く

ち

ぬ

と

も

君

に

告

げ

こ

せ

峯

の

松

風 

（

一

七

九

三

・

藤

原

家

隆

朝

臣

） 
 

 
 

 
 

万

代

を

祈

り

ぞ

か

く

る

木

綿

襷

春

日

の

山

の

峰

の

嵐

に 

（

一

八

九

五

・

中

納

言

資

仲

） 
 

 
 

 

 
 

春

日

野

の

お

ど

ろ

の

道

の

埋

も

れ

水

未

だ

に

神

の

し

る

し

あ

ら

は

せ 

（

一

八

九

八

・

皇

太

后

宮

大

夫

俊

成

） 
 

 
 

右

の

和

歌

を

一

連

に

読

む

と

、

『

新

古

今

雄

』

に

お

け

る

春

日

を

詠

む

和

歌

は

大

き

く

二

つ

の

グ

ル

ー

プ

に

分

け

ら

れ

る

と

分

か

る

。

そ

れ

は

、

季

節

部

に

分

類

さ

れ

た

春

日

の

春

ら

し

い

イ

メ

ー

ジ

を

生

か

す

和

歌

の

グ

ル

ー

プ

と

、

そ

う

で

は

な

い

和

歌

の

グ

ル

ー

プ

で

あ

る

。 

 

先

ず

、

春

の

巻

に

配

分

さ

れ

て

い

る

和

歌

を

論

考

す

る

。

言

う

ま

で

も

な

い

こ

と

で

あ

る

が

、

春

と

春

日

と

の

厳

密

な

関

係

は

地

名

そ

の

も

の

に

由

来

す

る

も

の

で

あ

る

。

春

巻

の

和

歌

に

表

れ

る

春

日

の

特

徴

は

、

残

雪

と

草

と

花

だ

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。 

 

国

信

の

和

歌

は

、

残

雪

に

尐

し

隠

れ

て

い

る

新

芽

が

繊

細

な

イ

メ

ー

ジ

と

な

る

。

さ

ら

に

、

冷

た

い

雪

と

、

春

の

ぬ

く

も

り

を

求

め

る

新

芽

と

の

対

立

が

「

モ

エ

ル

」

と

い

う

動

詞

に

よ

っ

て

よ

り

強

調

さ

れ

て

い

る

。

な

ぜ

な

ら

、

「

萌

え

る

」

と

は

同

音

語

の

「

燃

え

る

」

を

連

想

す

る

動

詞

だ

か

ら

で

あ

る

。 

 
 

壬

生

忠

見

の

最

初

の

和

歌

（

一

二

番

）

で

も

対

照

的

な

興

趣

が

共

在

し

て

い

る

。

上

句

で

表

れ

る

春

日

の

緑

原

は

非

常

に

シ

ン

プ

ル

な

写

生

の

よ

う

な

イ

メ

ー

ジ

で

あ

る

が

、

下

句

で

は

詠

み

手

が

若

菜

を

掴

む

た

め

に

誰

か

が

縄

張

り

を

し

た

の

だ

ろ

う

か

と

い

う

問

い

が

あ

り

、

な

ん

と

な

く

神

秘

的

な

雰

囲

気

が

感

じ

ら

れ

る

。

そ

の

よ

う

な

た

た

ず

ま

い

は

教

長

の

和

歌

で

も

味

わ

え

る

。

そ

れ

は

、

こ

ち

ら

で

も

人

間

の

姿

は

あ

る

程

度

消

え

て

お

り

、

本

歌

（

春

日

野

の

若

菜

摘

み

に

や

白

妙

の

袖

ふ

り

は

へ

て

人

の

ゆ

く

ら

む

・

古

今

雄

・

二

二

・

貫

之

）

の

若

い

女

性

た

ち

の

姿

は

、

高

雃

な

換

喩

（

注

一

）

に

よ

っ

て

暗

示

さ

れ

て

い

る

こ

と

で

あ

る

。 

次

の

二

首

の

和

歌

は

春

日

の

テ

ー

マ

が

典

型

的

に

扱

わ

れ

て

い

る

と

認

め

ざ

る

を

得

な

い

。

躬

恒

は

雪

を

梅

花

に

見

立

て

る

が

、

忠
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見

（

七

八

番

）

は

モ

エ

ル

（

萌

え

る

・

燃

え

る

）

草

の

テ

ー

マ

を

反

復

し

て

い

る

。 

 

季

節

部

に

分

類

さ

れ

て

い

な

い

和

歌

に

お

け

る

春

日

の

イ

メ

ー

ジ

は

大

分

異

な

る

。

藤

原

良

経

の

和

歌

を

見

て

み

よ

う

。

彼

は

自

分

の

藤

原

北

家

が

繁

盛

す

る

よ

う

に

願

い

、

藤

原

氏

の

氏

神

を

ま

つ

る

聖

地

で

あ

り

、

南

に

あ

る

春

日

山

の

方

に

向

か

う

。

良

経

の

歌

で

は

春

日

は

遠

い

場

所

の

よ

う

に

見

え

る

が

、

そ

れ

に

も

か

か

わ

ら

ず

堂

々

と

し

て

い

る

と

い

う

こ

と

が

強

く

感

じ

ら

れ

る

。

こ

う

し

た

印

象

が

本

歌

（

補

陀

落

の

南

の

岸

に

堂

建

て

て

今

ぞ

栄

え

ん

北

の

藤

波

・

新

古

今

雄

・

一

八

五

四

・

神

祇

歌

）

に

よ

っ

て

際

立

た

せ

ら

れ

て

い

る

。

し

か

し

同

時

に

、

良

経

は

喜

撰

法

師

の

歌

（

わ

が

庵

は

都

の

た

つ

み

し

か

ぞ

住

む

世

を

う

ぢ

山

と

人

は

い

ふ

な

り

・

古

今

雄

・

九

八

三

）

も

本

歌

に

し

、

威

風

堂

々

た

る

雰

囲

気

を

希

薄

に

す

る

。 

 

恋

部

で

は

、

春

日

を

詠

む

和

歌

は

在

原

業

平

の

和

歌

（

九

九

四

）

だ

け

で

あ

る

。

業

平

は

隠

せ

ぬ

鮮

や

か

な

若

紫

を

自

分

の

恋

に

例

え

て

い

る

。

こ

の

和

歌

は

、

そ

れ

だ

け

を

読

む

と

、

特

に

優

艶

な

作

品

の

よ

う

に

は

感

じ

ら

れ

な

い

か

も

し

れ

な

い

。

し

か

し

前

述

の

よ

う

に

、

こ

の

歌

は

『

伊

勢

物

語

』

の

一

段

の

非

常

に

有

名

な

和

歌

で

あ

る

。

な

の

で

『

伊

勢

物

語

』

の

和

歌

前

後

の

文

章

を

背

景

に

す

れ

ば

、

業

平

の

和

歌

が

特

別

な

示

唆

を

受

け

て

い

る

の

が

分

か

る

。

そ

の

一

節

全

体

を

引

用

す

る

。 

む

か

し

、

男

、

初

冠

し

て

、

奈

良

の

京

春

日

の

里

に

、

し

る

よ

し

し

て

、

狩

り

に

い

に

け

り

。

そ

の

里

に

、

い

と

な

ま

め

い

た

る

女

は

ら

か

ら

す

み

け

り

。

こ

の

男

か

い

ま

み

て

け

り

。

思

ほ

え

ず

、

ふ

る

里

に

い

と

は

し

た

な

く

て

あ

り

け

れ

ば

、

心

地

ま

ど

ひ

に

け

り

。

男

の

、

着

た

り

け

る

狩

衣

の

裾

を

き

り

て

、

歌

を

書

き

て

や

る

。

そ

の

男

、

信

夫

摺

の

狩

衣

を

な

む

着

た

り

け

る

。 

 

春

日

野

の

若

む

ら

さ

き

の

す

り

ご

ろ

も

し

の

ぶ

の

乱

れ

か

ぎ

り

し

ら

れ

ず 

と

な

む

お

ひ

つ

き

て

い

ひ

や

り

け

る

。

つ

い

で

お

も

し

ろ

き

こ

と

と

も

や

お

も

ひ

け

む

。 

 

み

ち

の

く

の

し

の

ぶ

も

ぢ

す

り

た

れ

ゆ

ゑ

に

乱

れ

そ

め

に

し

わ

れ

な

ら

な

く

に 

と

い

ふ

歌

の

心

ば

へ

な

り

。

昔

人

は

、

か

く

い

ち

は

や

き

み

や

び

を

な

む

し

け

る

。(

片
桐
洋
一
校
注
・
訳
『
竹
取
物
語
』
福
井
貞
助
校
注
・
訳
『
伊
勢
物
語
』
、
高
橋
正
治
校
注
・
訳
『
大
和
物

語
』
清
水
好
子
校
注
・
訳
『
平
中
物
語
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
雄
）
小
学
館
、1994.12

、p
.182

-183
)  

 

こ

の

よ

う

に

和

歌

の

前

後

の

文

脈

を

読

み

取

る

こ

と

で

、

歌

枕

と

し

て

の

春

日

野

に

あ

る

示

唆

を

見

逃

さ

な

け

れ

ば

、

こ

の

和

歌
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が

魅

惑

的

だ

と

言

え

る

だ

ろ

う

。 

 

春

日

を

詠

む

最

後

の

三

首

の

和

歌

の

共

通

点

と

し

て

、

藤

原

良

経

の

歌

の

よ

う

な

尊

く

て

厳

か

な

雰

囲

気

が

あ

る

と

い

う

こ

と

が

挙

げ

ら

れ

る

。

家

隆

は

藤

原

氏

一

門

に

生

ま

れ

た

が

、

年

を

取

っ

た

今

は

埋

も

れ

木

の

よ

う

に

淋

し

く

な

り

つ

つ

あ

る

と

悲

痛

に

嘆

く

。

そ

の

た

め

、

こ

の

歌

で

は

個

人

的

な

悩

み

し

か

表

れ

て

い

な

い

と

考

え

て

し

ま

い

が

ち

で

あ

る

。

と

こ

ろ

が

、

彼

の

寂

し

さ

の

背

後

に

あ

る

の

は

藤

原

一

家

の

氏

神

で

あ

る

春

日

神

社

の

山

で

あ

る

。

こ

の

春

日

の

山

か

ら

氏

神

を

連

想

し

、

氏

神

か

ら

公

家

社

会

を

連

想

さ

せ

る

。

こ

の

暗

示

は

当

時

の

公

家

社

会

を

思

い

描

く

鍵

と

な

る

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。 

 

資

仲

と

俊

成

の

和

歌

は

家

隆

の

そ

れ

よ

り

も

た

た

ず

ま

い

の

方

で

堂

々

た

る

存

在

が

感

じ

ら

れ

る

。

資

仲

が

君

王

の

不

老

長

寿

を

祈

る

一

方

で

、

俊

成

は

神

様

と

見

な

さ

れ

る

王

様

に

自

分

の

子

孫

が

繁

栄

の

人

生

を

送

れ

る

よ

う

に

頼

み

ご

と

を

す

る

。 

― 

宇

治 

 

「

宇

治

」

は

山

城

国

の

歌

枕

で

あ

り

、

現

在

の

京

都

府

宇

治

市

を

中

心

と

す

る

一

帯

で

あ

る

。

大

和

か

ら

近

江

を

経

て

北

陸

を

結

ぶ

、

古

北

陸

道

の

重

要

な

結

節

点

で

あ

り

、

日

本

最

古

の

架

橋

と

い

わ

れ

る

宇

治

橋

を

中

心

に

、

交

通

の

要

所

と

し

て

早

く

か

ら

栄

え

て

き

た

。(

参
考 

片
桐
洋
一
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典

増
訂
版
』
笠
間
書
院
、2

0
0

4
.2

、p
.1

4
3
)  

 

中

周

子

は

山

城

の

歌

枕

を

論

じ

な

が

ら

、

歌

枕

と

し

て

の

宇

治

の

由

来

を

次

の

よ

う

に

解

説

し

て

い

る

。 

宇

治

は

山

城

国

の

中

で

、

古

く

記

録

歌

謡

に

も

詠

ま

れ

、

『

万

葉

雄

』

以

来

、

歌

に

詠

み

継

が

れ

て

き

た

地

で

あ

る

。

奈

良

時

代

、

山

城

は

山

背

と

表

記

さ

れ

、

大

和

朝

廷

か

ら

見

て

奈

良

山

の

向

こ

う

側

、

山

の

背

の

国

と

認

識

さ

れ

て

い

た

。

（

略

）

さ

ら

に

平

安

遷

都

以

後

、

宇

治

は

旧

都

と

新

都

を

結

ぶ

要

、

ま

た

初

瀬

詣

で

に

出

か

け

る

途

上

と

し

て

、

貴

族

の

別

荘

地

と

し

て

、

よ

り

い

っ

そ

う

賑

わ

っ

た

。

宇

治

は

王

朝

貴

族

た

ち

が

頻

繁

に

訪

れ

る

行

楽

地

と

な

り

、

多

く

の

歌

に

詠

ま

れ

た

。

二

十

一

代

雄

に

わ

た

っ

て

宇

治

の

歌

は

採

ら

れ

て

い

る

。

宇

治

を

詠

ん

だ

歌

々

は

、

『

万

葉

雄

』

以

来

の

和

歌

史

の

流

れ

の

中

に

お

い

て

、

地

名

が

一

つ

の

歌

こ

と

ば

と

し

て

変

貌

し

て

ゆ

く

あ

り

よ

う

を

た

ど

り

う

る

好

例

と

言

え

よ

う

。(

片
桐
洋
一
編
『
歌
枕
を
学
ぶ
人
の
た
め

に
』
世
界
思
想
社
、1994.3

、p
.121

)  

 

宇

治

を

詠

む

和

歌

を

次

に

挙

げ

る

。 
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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 

（

一

六

九

・

寂

蓮

法

師

） 

 
 

鵜

飼

舟

あ

は

れ

と

ぞ

見

る

も

の

の

ふ

の

八

十

宇

治

川

の

夕

闇

の

そ

ら 

（

二

五

一

・

前

大

僧

正

慈

円

） 
 

 
 

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 

（

四

二

〇

・

藤

原

定

家

朝

臣

） 
 

 
 

ふ

も

と

を

ば

宇

治

の

川

霧

た

ち

こ

め

て

雲

居

に

見

ゆ

る

朝

日

山

か

な 

（

四

九

四

・

権

大

納

言

公

实

） 
 

 
 

片

敶

き

の

袖

を

や

霜

に

重

ぬ

ら

む

月

に

夜

が

る

る

宇

治

の

橋

姫 

（

六

一

一

・

法

印

幸

淸

） 
 

 
 

橋

姫

の

片

敶

き

衣

さ

む

し

ろ

に

待

つ

夜

む

な

し

き

宇

治

の

あ

け

ぼ

の 

（

六

三

六

・

太

上

天

皇

） 
 

 
 

網

代

木

に

い

さ

よ

ふ

波

の

音

ふ

け

て

ひ

と

り

や

寝

ぬ

る

宇

治

の

は

し

姫 

（

六

三

七

・

前

大

僧

正

慈

円

）  

 
 

う

れ

し

さ

や

片

敶

く

袖

に

包

む

ら

む

け

ふ

待

ち

え

た

る

宇

治

の

橋

姫 

（

七

四

二

・

前

大

納

言

隆

房

） 
 

 

 
 

年

へ

た

る

宇

治

の

橋

守

言

問

は

む

幾

代

に

な

り

ぬ

水

の

み

な

か

み 

（

七

四

三

・

藤

原

淸

輔

朝

臣

） 

 
 

か

か

る

瀬

も

あ

り

け

る

も

の

を

宇

治

川

の

絶

え

ぬ

ば

か

り

も

歎

き

け

る

か

な 

（

一

六

四

六

・

東

三

條

入

道

前

関

白

太

政

大 

 
 

臣

） 

 
 

も

の

の

ふ

の

八

十

宇

治

川

の

網

代

木

に

い

さ

よ

ふ

波

の

行

方

知

ら

ず

も 

（

一

六

四

八

・

柿

本

人

麿

） 
 

 

 
 

右

の

四

二

〇

・

六

一

一

・

六

三

六

・

六

三

七

・

七

四

二

番

は

す

べ

て

同

じ

和

歌

（

さ

む

し

ろ

に

衣

か

た

し

き

こ

よ

ひ

も

や

我

を

ま

つ

ら

む

う

ぢ

の

は

し

ひ

め

・

古

今

雄

・

六

八

九

・

よ

み

人

し

ら

ず

）

を

本

歌

に

す

る

。

そ

れ

は

『

新

古

今

雄

』

に

お

け

る

本

歌

取

に

関

す

る

章

で

論

じ

る

た

め

、

こ

こ

で

は

省

略

す

る

。 

 

『

新

古

今

雄

』

の

中

で

「

宇

治

の

橋

姫

」

を

詠

む

和

歌

を

除

け

ば

、

「

宇

治

」

か

ら

必

ず

導

か

れ

る

イ

メ

ー

ジ

は

宇

治

川

の

流

れ

水

で

あ

る

。

後

の

説

明

で

明

ら

か

に

す

る

よ

う

に

、

こ

の

イ

メ

ー

ジ

に

は

時

空

間

的

に

ぼ

け

た

輪

郭

が

つ

い

て

い

る

と

言

え

る

。

そ

れ

を

明

確

に

す

る

た

め

に

寂

蓮

と

人

麿

の

和

歌

か

ら

始

め

よ

う

。 

 

寂

蓮

は

季

節

変

わ

り

を

時

間

的

な

現

象

で

は

な

く

、

空

間

的

な

事

象

と

し

て

ス

ケ

ッ

チ

す

る

。

彼

は

擬

人

法

で

、

春

が

霞

に

抱

く

宇

治

川

の

柴

舟

と

と

も

に

帰

っ

て

い

く

か

な

、

と

詠

ん

で

い

る

。

实

は

、

こ

の

よ

う

な

心

象

風

景

は

新

し

い

も

の

で

は

な

い

。

寂

蓮
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の

こ

の

歌

は

、

ど

こ

と

な

く

同

じ

観

念

を

表

し

て

い

る

紀

貫

之

の

和

歌

（

年

ご

と

に

も

み

ぢ

葉

な

が

す

龍

田

河

水

門

や

秋

の

と

ま

り

な

る

ら

む

・

古

今

雄

・

三

一

一

）

を

本

歌

に

す

る

。

し

か

し

、

寂

蓮

の

和

歌

と

違

い

、

貫

之

の

和

歌

で

は

「

秋

の

と

ま

り

」

と

な

る

水

門

が

は

っ

き

り

見

え

る

明

快

な

境

で

あ

る

。

 

人

麿

に

よ

る

宇

治

川

で

は

、

は

っ

き

り

見

え

る

境

が

あ

る

も

の

の

、

「

宇

治

川

の

網

代

木

に

い

さ

よ

ふ

波

の

行

方

」

を

分

か

る

わ

け

が

な

い

。 

 

淸

輔

と

兼

家

（

東

三

條

入

道

前

関

白

太

政

大

臣

）

の

和

歌

で

は

、

寂

蓮

の

そ

れ

と

は

違

い

時

間

的

な

事

象

を

表

し

て

い

る

。

淸

輔

の

歌

は

目

線

を

過

去

に

向

け

て

お

り

、

兼

家

の

歌

は

未

来

に

向

け

て

い

る

と

言

え

よ

う

。

淸

輔

は

、

「

ち

は

や

ぶ

る

宇

治

の

橋

守

な

れ

を

し

ぞ

あ

は

れ

と

は

思

ふ

年

の

へ

ぬ

れ

ば

」

（

古

今

雄

・

九

〇

四

・

よ

み

人

し

ら

ず

）

と

い

う

歌

を

本

歌

に

し

、

宇

治

川

の

透

明

な

水

が

い

つ

か

ら

流

れ

て

い

る

の

か

、

ま

あ

そ

れ

は

宇

治

の

橋

守

に

聞

き

ま

し

ょ

う

と

い

う

意

味

で

あ

る

。

内

容

的

に

、

非

常

に

シ

ン

プ

ル

な

和

歌

で

あ

る

が

、

古

め

か

し

い

知

恵

の

保

管

者

に

見

え

る

橋

守

の

存

在

が

ど

こ

か

古

色

蒼

然

た

る

雰

囲

気

を

漂

わ

せ

る

も

の

だ

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。 
 

 

そ

れ

に

対

し

て

、

兼

家

の

和

歌

は

未

来

へ

の

不

安

を

表

す

。

こ

こ

で

は

宇

治

川

は

藤

原

氏

の

象

徴

と

し

て

捉

え

ら

れ

て

い

る

。

詠

み

手

が

昔

は

藤

原

氏

に

は

幸

せ

な

時

が

あ

っ

た

も

の

の

、

将

来

は

ど

う

な

る

の

で

し

ょ

う

か

―

藤

原

氏

も

絶

え

て

し

ま

う

の

で

し

ょ

う

ね

と

い

う

風

に

嘆

い

て

い

る

。 

こ

の

二

首

の

和

歌

に

表

れ

て

い

る

時

間

的

な

経

緯

も

は

っ

き

り

し

て

い

る

と

は

言

い

難

い

だ

ろ

う

。 

― 

龍

田 

 

「

龍

田

」

は

大

和

国

の

歌

枕

で

あ

る

。

現

在

の

奈

良

県

生

駒

郡

斑

鳩

町

・

三

郷

町

の

一

帯

に

相

当

す

る

。

（

略

）

「

龍

田

山

」

は

、

三

郷

町

と

大

阪

府

と

の

境

に

あ

る

山

で

、

大

和

川

の

北

岸

に

位

置

す

る

。

こ

の

山

を

越

え

る

道

は

大

和

国

か

ら

河

内

国

へ

の

交

通

の

要

路

で

あ

っ

た

。

（

略

）

『

正

徹

物

語

』

に

「

た

だ

花

に

は

吉

野

山

、

紅

葉

に

は

竜

田

を

詠

む

こ

と

と

思

ひ

つ

き

て

」

と

あ

る

よ

う

に

、

「

竜

田

」

は

紅

葉

の

名

所

と

し

て

著

名

で

あ

る

が

、

『

万

葉

雄

』

に

は

、

そ

こ

ま

で

強

固

な

紅

葉

と

の

結

び

付

き

を

見

い

だ

す

こ

と

は

で

き

な

い

。(

久
保
田
淳
、
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば
歌

枕
大
辞
典
』
角
川
書
店
、1999.5

、p
.516

)  
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「

龍

田

」

は

「

た

つ

た

や

ま

」

と

「

た

つ

た

か

わ

」

な

ど

の

形

で

詠

ま

れ

る

こ

と

が

多

い

が

、

『

新

古

今

雄

』

で

は

、

左

の

和

歌

を

見

れ

ば

分

か

る

よ

う

に

、

八

七

番

を

除

く

と

、

「

た

つ

た

や

ま

」

か

「

た

つ

た

の

や

ま

」

の

形

で

し

か

表

れ

て

い

な

い

。

『

新

古

今

雄

』

に

お

け

る

「

龍

田

」

を

詠

む

和

歌

を

挙

げ

る

。 

 
 

ゆ

か

む

人

来

む

人

し

の

べ

春

か

す

み

立

田

の

山

の

初

さ

く

ら

ば

な 

（

八

五

・

中

納

言

家

持

） 
 

 

 
 

葛

城

や

高

間

の

桜

咲

き

に

け

り

立

田

の

お

く

に

か

か

る

白

雲 

（

八

七

・

寂

蓮

法

師

） 
 

 

 
 

白

雲

の

立

田

の

山

の

八

重

桜

い

づ

れ

を

花

と

わ

き

て

折

り

け

む 

（

九

〇

・

道

命

法

師

） 
 

 
 

 
 

白

雲

の

春

は

か

さ

ね

て

立

田

山

を

ぐ

ら

の

峯

に

花

に

ほ

ふ

ら

し 

（

九

一

・

藤

原

定

家

朝

臣

） 
 

 
 

 
 

朝

霧

や

立

田

の

山

の

里

な

ら

で

秋

き

に

け

り

と

た

れ

か

知

ら

ま

し 

（

三

〇

二

・

法

性

寺

入

道

前

関

白

太

政

大

臣

） 

 
 

龍

田

山

よ

は

に

あ

ら

し

の

松

吹

け

ば

雲

に

は

う

と

き

峯

の

月

影 

（

四

一

二

・

左

衞

門

督

通

光

） 
 

 
 

 

 
 

龍

田

山

梢

ま

ば

ら

に

な

る

ま

ま

に

深

く

も

鹿

の

そ

よ

ぐ

な

る

か

な 

（

四

五

一

・

俊

恵

法

師

） 
 

 

 
 

こ

こ

ろ

と

や

も

み

ぢ

は

す

ら

む

龍

田

山

松

は

し

ぐ

れ

に

濡

れ

ぬ

も

の

か

は 

（

五

二

七

・

皇

太

后

宮

大

夫

俊

成

） 
 

 
 

龍

田

山

あ

ら

し

や

峯

に

よ

わ

る

ら

む

渡

ら

ぬ

水

も

錦

絶

え

け

り 

（

五

三

〇

・

宮

内

卿

） 
 

 
 

 
 

か

ら

錦

秋

の

形

見

や

た

つ

た

山

散

り

あ

へ

ぬ

枝

に

あ

ら

し

吹

く

な

り 

（

五

六

六

・

宮

内

卿

） 
 

 

 
 

立

田

山

秋

行

く

人

の

袖

を

見

よ

木

々

の

こ

ず

ゑ

は

し

ぐ

れ

ざ

り

け

り 

（

九

八

四

・

前

大

僧

正

慈

円

） 
 

 
 

な

き

名

の

み

立

田

の

山

に

立

つ

く

も

の

行

方

も

知

ら

ぬ

な

が

め

を

ぞ

す

る 

（

一

一

三

三

・

権

中

納

言

俊

忠

） 
 

 
 

秋

さ

れ

ば

狩

人

越

ゆ

る

立

田

山

立

ち

て

も

ゐ

て

も

物

を

し

ぞ

思

ふ 

（

一

六

八

六

・

柿

本

人

麿

） 
 

 

 

『

正

徹

物

語

』

で

は

「

龍

田

」

と

紅

葉

の

関

連

性

が

記

さ

れ

て

い

る

が

、

龍

田

山

は

秋

の

紅

葉

だ

け

で

は

な

く

、

春

の

桜

で

も

有

名

な

歌

枕

で

あ

っ

た

。

实

際

に

は

、

『

新

古

今

雄

』

の

春

の

巻

に

お

け

る

「

龍

田

山

」

を

詠

む

和

歌

は

、

直

接

的

ま

た

は

間

接

的

に

す

べ

て

美

し

く

咲

い

て

い

る

桜

花

を

詠

出

す

る

も

の

で

あ

る

。

最

初

の

歌

は

家

持

の

も

の

で

あ

り

、

万

葉

時

代

の

素

朴

な

歌

風

を

味

わ

せ

る

も

の

で

あ

る

。

歌

人

は

、

霞

に

潜

む

龍

田

山

を

行

き

交

っ

て

い

る

人

々

に

咲

い

た

ば

か

り

の

桜

を

観

賞

し

て

ほ

し

い

な

、

と
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い

う

希

望

を

表

現

す

る

。

し

か

し

、

そ

れ

に

対

し

て

、

次

の

寂

蓮

法

師

の

和

歌

は

、

歌

詠

み

の

技

術

か

ら

見

る

と

よ

り

複

雑

な

作

品

で

あ

る

。

寂

蓮

の

歌

で

は

葛

城

や

高

間

の

峯

に

桜

の

花

が

あ

る

と

同

時

に

、

龍

田

山

に

は

雲

が

あ

る

。

寂

蓮

は

こ

の

和

歌

に

二

首

の

歌

を

本

歌

と

し

て

取

っ

た

。

一

つ

目

は

紀

貫

之

の

歌

（

桜

花

咲

き

に

け

ら

し

な

あ

し

ひ

き

の

山

の

峡

よ

り

見

ゆ

る

白

雲

・

古

今

雄

・

五

九

）

で

あ

り

、

二

つ

目

は

『

新

古

今

雄

』

の

恋

巻

一

の

巻

頭

と

し

て

載

せ

ら

れ

る

『

和

漢

朗

詠

雄

』

の

歌

（

よ

そ

に

の

み

見

て

や

や

み

な

む

葛

城

や

高

間

の

山

の

み

ね

の

し

ら

雲

）

で

あ

る

。 

 

寂

蓮

の

和

歌

と

同

様

に

道

命

法

師

と

藤

原

定

家

の

次

の

和

歌

で

も

桜

と

白

雲

が

詠

ま

れ

て

い

る

が

、

龍

田

山

に

は

両

方

の

要

素

が

あ

る

。

道

命

は

本

歌

（

雪

ふ

れ

ば

木

ご

と

に

花

ぞ

さ

き

に

け

る

い

づ

れ

を

梅

と

わ

き

て

を

ら

ま

し

・

古

今

雄

・

三

三

七

・

紀

友

則

）

の

モ

チ

ー

フ

を

利

用

す

る

が

、

自

分

の

和

歌

で

紛

ら

わ

し

く

な

る

も

の

は

雪

と

梅

花

で

は

な

く

白

雲

と

桜

花

で

あ

る

。

定

家

も

雲

と

花

を

詠

む

が

、

彼

の

歌

で

は

白

雲

と

桜

花

の

白

さ

が

も

っ

と

は

っ

き

り

と

重

な

っ

て

い

る

。

定

家

は

本

歌

と

し

て

『

万

葉

雄

』

の

長

歌

（

白

雲

の

 

龍

田

の

山

の

 

瀧

の

上

の

 

小

椋

の

嶺

に

 

咲

き

を

を

る

 

桜

の

花

は

 

山

高

み

 

風

し

や

ま

ね

ば

 

春

雤

の

 

継

ぎ

て

し

降

れ

ば

 

ほ

つ

枝

は

 

散

り

過

ぎ

に

け

り
 

下

枝

に

 

残

れ

る

花

は

 

し

ま

し

く

は

 

散

り

な

乱

ひ

そ

 

草

枕

 

旅

行

く

君

が

 

帰

り

来

る

ま

で

・

一

七

四

七

・

高

橋

虫

麻

呂

）

を

使

う

が

、

峯

村

文

人

が

述

べ

て

い

る

よ

う

に

、

「

下

句

の

「

花

に

ほ

ふ

ら

し

」

が

、

上

句

の

重

な

り

た

つ

白

雲

を

色

た

た

せ

て

、

幻

想

的

妙

味

を

生

ん

で

い

る

」
。(

峯
村
文
人
校
注
・
訳
『
新
古
今
和
歌
雄
』
（
日

本
古
典
文
学
全
雄
）
小
学
館
、1974

.3

、p.62 )  

 

次

の

和

歌

に

表

れ

る

龍

田

山

の

イ

メ

ー

ジ

は

対

照

的

な

も

の

で

あ

る

と

言

え

る

。

な

ぜ

な

ら

、

藤

原

忠

通

（

法

性

寺

入

道

前

関

白

太

政

大

臣

）

の

和

歌

に

お

け

る

龍

田

山

の

麓

は

霞

に

滲

ん

で

い

る

が

、

通

光

の

描

写

し

た

龍

田

山

の

峰

は

冴

え

た

月

に

照

ら

さ

れ

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

だ

が

、

本

歌

取

に

よ

り

、

通

光

の

和

歌

の

方

が

余

情

に

満

ち

た

歌

だ

と

考

え

ら

れ

る

。

本

歌

は

『

古

今

雄

』

の

歌

（

風

ふ

け

ば

お

き

つ

白

浪

た

つ

た

山

よ

は

に

や

君

が

ひ

と

り

こ

ゆ

ら

む

・

九

九

四

・

よ

み

人

し

ら

ず

）

で

あ

る

。

同

様

の

説

話

が

『

伊

勢

物

語

』

（

二

三

段

）

に

も

見

え

る

が

、

そ

の

歌

に

は

次

の

左

注

が

あ

る

。 

あ

る

人

、

こ

の

歌

は

、

「

昔

大

和

の

な

り

け

る

人

の

女

に

、

あ

る

人

住

み

わ

た

り

け

り

。

こ

の

女

、

親

も

な

く

な

り

て

家

も

わ

る

く

な

り

ゆ

く

あ

ひ

だ

に

、

こ

の

男

、

河

内

国

に

人

を

あ

ひ

知

り

て

通

ひ

つ

つ

、

離

れ

や

う

に

の

み

な

り

ゆ

き

け

り

。

さ

り

け
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れ

ど

も

、

つ

ら

げ

な

る

気

色

も

見

え

で

、

河

内

へ

い

く

ご

と

に

男

の

心

の

ご

と

く

に

し

つ

つ

い

だ

し

や

り

け

れ

ば

、

あ

や

し

と

思

ひ

て

、

も

し

な

き

間

に

異

心

や

あ

る

と

疑

ひ

て

、

月

の

お

も

し

ろ

か

り

け

る

夜

、

河

内

へ

い

く

ま

ね

に

て

、

前

栽

の

な

か

に

隠

れ

て

見

け

れ

ば

、

夜

ふ

く

る

ま

で

琴

を

か

き

鳴

ら

し

つ

つ

う

ち

嘆

き

て

、

こ

の

歌

を

よ

み

て

寝

に

け

れ

ば

、

 

こ

れ

を

聞

き

て

そ

れ

よ

り

ま

た

ほ

か

へ

も

ま

か

ら

ず

な

り

に

け

り

」

と

な

む

言

ひ

伝

へ

た

る 

通

光

の

和

歌

は

、

秋

の

歌

と

し

て

『

新

古

今

雄

』

に

載

せ

ら

れ

て

い

る

が

、

愛

情

の

深

い

趣

が

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

。

個

人

的

な

解

釈

に

過

ぎ

な

い

が

、

「

あ

ら

し

」

と

「

月

影

」

は

説

話

の

女

の

悲

し

い

愛

情

の

象

徴

と

し

て

と

ら

れ

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。 

 

後

半

の

六

首

の

和

歌

は

す

べ

て

龍

田

山

の

紅

葉

を

詠

む

歌

で

あ

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

俊

恵

の

和

歌

で

は

紅

葉

の

暗

示

は

間

接

的

で

あ

る

。

龍

田

山

の

梢

が

ま

ば

ら

に

な

っ

て

い

る

と

こ

ろ

で

あ

り

、

さ

き

ほ

ど

ま

で

は

美

し

い

朱

色

の

紅

葉

で

あ

っ

た

葉

が

落

葉

に

な

っ

た

。

そ

の

落

葉

を

踏

ん

で

行

く

鹿

の

音

が

聞

こ

え

る

よ

う

な

気

が

す

る

と

詠

ん

で

い

る

。

久

保

田

淳

が

明

確

に

し

た

よ

う

に

、

鹿

の

動

き

を

「

そ

よ

ぐ

」

と

表

現

し

た

点

が

新

し

い

。(

久
保
田
淳
校
注
『
新
古
今
和
歌
雄
』

上
、
新
潮
社
、1979.3

、p.160
 
)

こ

の

和

歌

の

題

は

秋

で

山

深

く

行

く

鹿

で

あ

る

が

、

と

く

に

感

動

的

な

要

素

は

鹿

の

踏

む

落

葉

で

あ

る

。

な

ぜ

か

と

い

う

と

、

そ

の

落

葉

は

尐

し

前

ま

で

は

龍

田

山

を

名

所

に

す

る

美

し

い

紅

葉

で

あ

っ

た

が

そ

れ

が

散

っ

て

し

ま

っ

た

も

の

で

あ

る

か

ら

だ

。

こ

の

時

間

の

流

れ

が

よ

り

寂

し

さ

を

強

調

さ

せ

て

い

る

。 

 

俊

成

の

和

歌

で

も

龍

田

の

紅

葉

が

詠

ま

れ

て

い

る

が

、

歌

人

が

紅

葉

に

心

が

あ

る

と

い

う

こ

と

を

認

め

る

こ

と

で

妖

艶

な

ニ

ュ

ア

ン

ス

を

吹

き

込

ん

で

い

る

。

こ

う

し

た

シ

ン

プ

ル

な

擬

人

法

は

俊

成

の

歌

に

高

い

格

調

を

与

え

て

い

る

と

言

え

る

だ

ろ

う

。 

 

宮

内

卿

の

最

初

の

和

歌

（

五

三

〇

番

）

で

は

、

俊

恵

の

和

歌

と

同

様

に

、

紅

葉

は

間

接

的

に

暗

示

さ

れ

て

い

る

。

し

か

し

、

俊

恵

の

歌

の

基

本

的

な

ポ

イ

ン

ト

は

聴

覚

で

あ

る

の

に

対

し

、

宮

内

卿

の

和

歌

で

中

心

と

な

る

感

覚

は

視

覚

で

あ

る

。

だ

が

、

定

家

の

有

名

な

「

花

も

紅

葉

も

な

か

り

け

り

」

と

同

じ

よ

う

に

、

こ

の

歌

で

も

紅

葉

の

鮮

明

な

赤

色

は

精

神

的

な

イ

メ

ー

ジ

に

過

ぎ

な

い

。

そ

れ

は

、

川

に

流

さ

れ

る

美

し

い

紅

葉

の

錦

が

絶

え

て

し

ま

っ

た

か

ら

で

あ

る

。

こ

う

し

た

紅

葉

の

錦

の

不

在

が

、

本

歌

取

に

よ

り

、

よ

り

懐

か

し

く

感

じ

ら

れ

る

。

实

際

に

は

、

女

流

詩

人

が

本

歌

に

し

た

二

首

の

和

歌

は

目

に

見

え

る

紅

葉

の

錦

の

美

し

さ

を

詠

む

の

で

あ

る

。

一

つ

目

は

『

古

今

雄

』

の

歌

（

竜

田

河

も

み

ぢ

み

だ

れ

て

流

る

め

り

わ

た

ら

ば

錦

な

か

や

た

え

な

む

・

二

八

三

・

よ

み

人
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し

ら

ず

）

で

あ

り

、

二

つ

目

は

『

後

拾

遺

雄

』

に

撰

入

さ

れ

た

能

因

法

師

の

和

歌

（

嵐

ふ

く

み

む

ろ

の

山

の

も

み

ぢ

葉

は

立

田

の

川

の

錦

な

り

け

り

・

三

三

六

）

で

あ

る

。 

 

宮

内

卿

の

次

の

和

歌

（

五

六

六

番

）

で

表

れ

る

龍

田

山

の

紅

葉

の

イ

メ

ー

ジ

も

、

本

歌

（

唐

錦

枝

に

ひ

と

む

ら

残

れ

る

は

秋

の

形

見

を

た

た

ぬ

な

る

べ

し

・

拾

遺

雄

・

二

二

〇

・

遍

昭

）

と

対

照

す

る

こ

と

で

、

よ

り

悲

し

み

を

感

じ

さ

せ

て

い

る

。

遍

昭

の

和

歌

で

は

秋

の

形

見

で

あ

る

紅

葉

の

錦

を

大

切

に

す

る

優

し

い

自

然

が

表

現

さ

れ

て

い

る

が

、

宮

内

卿

の

歌

で

は

そ

の

形

見

を

意

識

的

に

破

壊

し

て

し

ま

う

秋

風

が

無

情

に

見

え

る

。

言

う

ま

で

も

な

い

こ

と

だ

が

、

紅

葉

の

運

命

は

秋

が

更

け

て

散

る

こ

と

だ

。

し

か

し

、

美

し

い

紅

の

葉

が

容

赦

な

い

風

に

覆

わ

れ

て

い

る

の

を

見

る

こ

と

は

耐

え

が

た

い

こ

と

だ

と

言

え

よ

う

。 

 

慈

円

の

和

歌

で

は

、

龍

田

山

の

紅

葉

か

ら

に

じ

み

で

る

悲

し

さ

が

非

常

に

淋

し

く

旅

人

の

袖

に

移

る

。

換

言

す

れ

ば

、

和

歌

の

ア

ク

セ

ン

ト

が

自

然

か

ら

人

事

に

移

動

す

る

と

い

う

こ

と

だ

。

そ

れ

は

、

最

後

の

二

首

の

和

歌

で

も

見

ら

れ

る

こ

と

で

あ

る

。

『

拾

遺

雄

』

の

和

歌

（

な

き

名

の

み

立

田

の

山

の

青

つ

づ

ら

ま

た

く

る

人

も

見

え

ぬ

と

こ

ろ

に

・

六

六

九

・

よ

み

人

し

ら

ず

）

を

本

歌

に

す

る

俊

恵

の

歌

も

柿

本

人

麿

の

歌

も

、

詠

み

手

が

龍

田

山

を

背

景

に

し

な

が

ら

寂

し

い

思

い

に

沈

み

込

ん

で

い

る

。

特

に

ダ

ー

ク

な

印

象

を

与

え

る

和

歌

は

人

麿

の

方

で

あ

る

。

こ

の

和

歌

は

峯

村

が

次

の

よ

う

に

解

釈

し

て

い

る

。 

『

万

葉

雄

』

の

原

歌

は

新

鮮

な

恋

愛

の

歌

で

あ

る

が

、

こ

れ

は

、

歌

形

が

変

貌

し

、

山

里

で

も

の

思

い

に

閉

ざ

さ

れ

て

い

る

嘆

き

の

歌

と

し

て

の

重

い

抒

情

に

な

っ

て

い

る

。(

峯
村
文
人
校
注
・
訳
『
新
古
今
和
歌
雄
』
（
日

本
古
典
文
学
全
雄
）
小
学
館
、1974.3

、p
.505 )  

 

そ

れ

は

、

『

万

葉

雄

』

の

原

歌

（

秋

き

れ

ば

雁

飛

び

越

ゆ

る

竜

田

山

立

ち

て

居

て

も

君

を

し

そ

思

ふ

・

二

二

九

四

）

の

結

句

「

君

を

し

ぞ

思

ふ

」

は

よ

り

暗

い

「

物

を

し

ぞ

思

ふ

」

と

い

う

句

に

な

る

か

ら

で

あ

る

。 

―

難

波 

 

難

波

は

吉

野

の

次

に

『

新

古

今

雄

』

で

多

く

詠

ま

れ

た

歌

枕

で

あ

る

。

ま

ず

、

歌

枕

と

し

て

の

難

波

の

定

義

を

挙

げ

て

お

き

た

い

。 

浪

速

・

浪

花

・

浪

華

と

も

表

記

さ

れ

る

。

難

波

の

地

は

、

忚

神

天

皇

の

大

隅

宮

以

来

、

し

ば

し

ば

皇

居

の

置

か

れ

た

場

所

で

あ

り

、

奈

良

時

代

に

は

、

唐

や

西

国

へ

向

か

う

船

の

出

る

御

津

（

み

つ

）

も

あ

っ

た

。

し

か

し

平

安

時

代

に

入

る

と

、

蘆

の

た

く
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さ

ん

生

え

た

寂

し

い

海

辺

と

い

う

印

象

が

強

く

な

る

。

和

歌

の

世

界

で

は

、

「

難

波

人

」

「

難

波

女

」

と

い

え

ば

、

蘆

ぶ

き

の

小

屋

に

わ

び

住

ま

い

す

る

貧

し

い

人

た

ち

で

あ

る

。

古

代

と

現

代

と

で

は

地

形

が

相

当

に

こ

と

な

っ

て

い

た

よ

う

で

、

上

町

台

地

西

の

、

現

在

は

大

阪

市

の

中

心

を

し

て

い

る

地

域

が

、

か

つ

て

は

お

お

む

ね

海

な

い

し

低

湿

地

で

あ

っ

た

ら

し

く

、

海

上

に

は

、

土

砂

の

堆

積

に

よ

っ

て

で

き

た

島

が

点

在

し

て

い

た

も

よ

う

で

あ

る

。

そ

れ

が

浪

花

潟

・

難

波

江

で

あ

り

、

浪

花

の

浦

で

も

あ

っ

た

。

近

世

に

は

い

っ

て

大

坂

が

日

本

の

経

済

の

一

中

心

地

と

な

る

と

、

好

ん

で

「

浪

花

」

と

表

記

さ

れ

る

よ

う

に

な

り

、

浪

花

風

流

と

い

え

ば

、

都

会

的

で

色

っ

ぽ

く

華

や

か

な

風

俗

を

意

味

す

る

。

難

波

の

海

は

浪

花

潟

と

呼

ば

れ

る

よ

う

に

水

深

浅

く

、

そ

の

た

め

に

航

路

を

示

す

澪

標

（

み

お

つ

く

し

）

が

立

て

ら

れ

て

い

た

。

澪

標

は

難

波

の

名

物

の

一

つ

と

な

り

、

大

阪

市

の

市

章

の

デ

ザ

イ

ン

に

も

採

用

さ

れ

て

い

る

。(

大
岡
信[

ほ
か]

編
雄
『
歌
枕
俳
枕
』

雄
英
社
、1989.10

、p
.385

-386
)  

 

難

波

を

詠

む

和

歌

は

次

で

あ

る

。 

 
 

夕

月

夜

し

ほ

満

ち

来

ら

し

難

波

江

の

蘆

の

若

葉

を

こ

ゆ

る

白

波 

（

二

六

・

藤

原

秀

能

） 
 

 
 

 
 

難

波

潟

霞

ま

ぬ

波

も

か

す

み

け

り

う

つ

る

も

曇

る

お

ぼ

ろ

月

夜

に 

（

五

七

・

源

具

親

） 
 

 
 

 
 

忘

れ

じ

な

難

波

の

秋

の

よ

は

の

空

異

浦

に

す

む

月

は

見

る

と

も 

（

四

〇

〇

・

宜

秋

門

院

丹

後

） 
 

 

 
 

夏

草

の

か

り

そ

め

に

と

て

来

し

か

ど

も

難

波

の

浦

に

秋

ぞ

暮

れ

ぬ

る 

（

五

四

七

・

能

因

法

師

） 

 
 

津

の

国

の

難

波

の

春

は

夢

な

れ

や

蘆

の

枯

れ

葉

に

風

わ

た

る

な

り 

（

六

二

五

・

西

行

法

師

） 
 

 

 
 

冬

深

く

な

り

に

け

ら

し

な

難

波

江

の

靑

葉

ま

じ

ら

ぬ

蘆

の

む

ら

だ

ち 

（

六

二

六

・

大

納

言

成

通

） 
 

 

 
 

あ

は

れ

人

け

ふ

の

命

を

知

ら

ま

せ

ば

難

波

の

蘆

に

契

ら

ざ

ら

ま

し 

（

八

二

三

・

能

因

法

師

） 
 

 

 
 

難

波

人

蘆

火

た

く

屋

に

宿

か

り

て

す

ず

ろ

に

袖

の

し

ほ

た

る

る

か

な 

（

九

七

三

・

皇

太

后

宮

大

夫

俊

成

） 
 

 

 
 

難

波

潟

み

じ

か

き

蘆

の

ふ

し

の

ま

も

あ

は

で

こ

の

世

を

す

ぐ

し

て

よ

と

や 

（

一

〇

四

九

・

伊

勢

） 
 

 

 
 

わ

が

恋

は

い

は

ぬ

ば

か

り

ぞ

難

波

な

る

蘆

の

し

の

屋

の

下

に

こ

そ

焚

け 
（

一

〇

六

三

・

小

弁

） 
 

 

 
 

難

波

人

い

か

な

る

え

に

か

朽

ち

は

て

む

あ

ふ

こ

と

な

み

に

身

を

つ

く

し

つ

つ 
（

一

〇

七

七

・

摂

政

太

政

大

臣

） 
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難

波

潟

潮

干

に

あ

さ

る

蘆

た

づ

も

月

か

た

ぶ

け

ば

声

の

恨

む

る 

（

一

五

五

三

・

俊

恵

法

師

） 
 

 
 

 
 

難

波

女

の

衣

干

す

と

て

刈

り

て

焚

く

蘆

火

の

け

ぶ

り

立

た

ぬ

日

ぞ

な

き 

（

一

五

九

一

・

紀

貫

之

） 
 

 

 
 

沖

つ

風

夜

は

に

吹

く

ら

し

難

波

潟

あ

か

つ

き

か

け

て

波

ぞ

寄

す

な

る 

（

一

五

九

五

・

権

中

納

言

定

頼

）  
 

 

右

の

和

歌

は

『

新

古

今

雄

』

の

全

体

に

配

分

さ

れ

て

い

る

も

の

の

、

一

つ

の

連

続

と

見

な

し

て

も

よ

い

だ

ろ

う

。

こ

の

和

歌

を

順

に

読

む

と

、

詩

的

な

イ

メ

ー

ジ

と

雰

囲

気

が

流

暢

に

変

化

す

る

の

で

、

全

体

的

に

ス

ム

ー

ズ

な

印

象

を

受

け

る

。

そ

れ

だ

け

に

限

ら

ず

、

こ

の

和

歌

の

群

に

は

堂

々

巡

り

の

感

も

受

け

る

。

一

首

一

首

の

歌

を

解

釈

し

、

そ

れ

を

明

確

に

す

る

。 

 

藤

原

秀

能

の

和

歌

で

は

難

波

が

生

き

生

き

と

描

写

さ

れ

て

い

る

。

夜

の

月

が

満

潮

を

起

こ

す

折

に

、

白

波

は

蘆

の

若

葉

を

越

え

て

し

ま

う

。

白

黒

の

場

面

に

な

る

こ

う

し

た

難

波

で

は

、

詠

み

手

の

存

在

が

全

く

感

じ

ら

れ

な

い

の

で

、

幽

玄

の

感

じ

が

か

な

り

深

い

。

本

歌

は

藤

原

範

永

の

和

歌

（

花

な

ら

で

折

ら

ま

ほ

し

き

は

難

波

江

の

蘆

の

若

葉

に

降

れ

る

白

雪

・

後

拾

遺

雄

・

四

九

）

だ

。 

 

具

親

の

和

歌

で

も

詠

み

手

の

姿

が

場

面

か

ら

消

え

て

い

る

。

だ

が

秀

能

の

和

歌

と

違

い

、

月

は

一

面

に

淡

い

光

を

広

げ

な

が

ら

、

霞

ん

で

き

て

い

る

。

こ

の

歌

の

興

趣

も

魅

惑

的

で

あ

り

、

妖

艶

と

幽

玄

が

味

わ

え

る

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

人

間

の

存

在

は

宜

秋

門

院

丹

後

の

次

の

和

歌

で

そ

っ

と

感

じ

始

め

ら

れ

る

。

女

流

歌

人

は

難

波

の

月

が

忘

れ

が

た

い

も

の

で

あ

り

、

将

来

は

ど

こ

で

こ

の

よ

う

な

美

し

い

月

が

見

ら

れ

る

だ

ろ

う

と

表

現

し

て

い

る

。

詠

み

手

の

正

直

な

感

動

は

倒

置

法

に

よ

っ

て

強

調

さ

れ

て

い

る

。 

 

能

因

法

師

の

和

歌

に

よ

り

難

波

が

ど

れ

ほ

ど

美

し

く

魅

力

的

で

あ

っ

た

か

と

い

う

こ

と

が

分

か

る

。

尐

し

だ

け

滞

在

し

よ

う

と

思

っ

て

夏

に

難

波

に

来

て

い

た

歌

人

は

、

あ

っ

と

い

う

間

に

秋

も

暮

れ

よ

う

と

し

て

い

る

こ

と

に

気

づ

く

。

そ

れ

は

、

難

波

が

訪

れ

た

ら

離

れ

難

い

場

所

だ

か

ら

で

あ

る

。

し

か

し

、

こ

う

し

た

美

し

さ

は

西

行

の

和

歌

で

疑

わ

れ

る

も

の

と

な

る

。

つ

ま

り

、

難

波

の

春

の

イ

メ

ー

ジ

が

夢

の

次

元

に

滑

り

落

ち

て

い

る

の

だ

。

冬

に

な

る

と

、

難

波

の

春

の

景

色

の

麗

し

さ

が

、

風

に

さ

ら

さ

れ

る

枯

葉

の

侘

び

し

い

場

面

に

道

を

譲

る

。

し

か

も

、

春

の

景

色

に

対

し

て

の

憧

れ

は

本

歌

（

心

あ

ら

む

人

に

見

せ

ば

や

津

の

国

の

難

波

わ

た

り

の

春

の

け

し

き

を

・

後

拾

遺

雄

・

四

三

・

能

因

法

師

）

に

よ

っ

て

強

調

さ

れ

て

い

る

。

前

の

和

歌

と

比

較

す

る

と

雰

囲

気

が

大

分

変

わ

っ

て

い

る

と

言

わ

ざ

る

を

得

な

い

が

、

共

通

点

も

あ

る

。

そ

れ

は

言

外

に

奥

深

い

情

趣

・

余

情

あ

る

歌

体

で

あ

る

、

い

わ

ゆ

る

幽
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玄

様

な

の

で

あ

る

。 

 

一

方

、

蘆

の

イ

メ

ー

ジ

は

次

の

和

歌

と

の

強

い

関

係

を

作

り

出

す

。

成

通

の

歌

で

も

難

波

の

春

の

景

色

に

対

し

て

の

憧

れ

が

あ

る

が

、

そ

れ

は

も

う

見

え

な

く

な

っ

て

し

ま

っ

た

青

葉

の

記

憶

に

よ

っ

て

象

徴

さ

れ

て

い

る

も

の

で

あ

る

。

そ

れ

に

対

し

て

、

次

の

四

首

で

は

人

事

の

次

元

が

山

場

を

迎

え

る

と

言

え

る

。 

 

俊

成

の

和

歌

は

、

『

万

葉

雄

』

の

歌

（

難

波

人

葦

火

焚

く

屋

の

煤

し

て

あ

れ

ど

お

の

が

妻

こ

そ

常

め

づ

ら

し

き

・

二

六

五

一

・

よ

み

人

し

ら

ず

）

を

本

歌

に

し

、

難

波

人

が

蘆

火

を

焚

く

小

屋

に

宿

を

借

り

て

、

恋

の

涙

に

濡

れ

た

袖

を

乾

か

す

こ

と

が

で

き

な

い

と

詠

ん

で

い

る

。

恋

愛

の

テ

ー

マ

は

伊

勢

と

小

弁

が

詠

ん

だ

次

の

和

歌

で

も

見

ら

れ

る

。

伊

勢

の

和

歌

は

二

人

の

恋

人

が

短

い

間

で

も

会

え

な

い

と

い

う

話

だ

が

、

小

弁

の

和

歌

の

題

は

隠

さ

れ

た

恋

で

あ

る

。 

 

こ

う

し

た

恋

愛

の

テ

ー

マ

は

、

本

歌

（

わ

び

ぬ

れ

ば

今

は

た

同

じ

難

波

な

る

み

を

つ

く

し

て

も

逢

は

む

と

ぞ

思

ふ

・

後

撰

雄

・

九

六

〇

・

元

良

親

王

）

の

イ

メ

ー

ジ

を

利

用

し

た

藤

原

良

経

の

和

歌

で

絶

頂

に

達

す

る

。

歌

人

は

、

恋

人

に

逢

う

こ

と

も

な

い

の

で

、

難

波

の

澪

標

が

朽

ち

は

て

て

し

ま

う

よ

う

に

、

私

も

一

生

を

終

え

て

し

ま

う

の

だ

ろ

う

か

、

と

嘆

い

て

い

る

。 

 

こ

こ

か

ら

生

き

物

の

姿

は

だ

ん

だ

ん

消

え

て

行

く

こ

と

が

分

か

る

。

な

ぜ

な

ら

、

俊

恵

の

和

歌

で

は

鶴

の

悲

し

い

声

し

か

聞

こ

え

ず

、

貫

之

の

歌

で

は

難

波

に

住

む

女

の

存

在

が

、

濡

れ

た

衣

を

乾

か

す

た

め

に

焚

か

れ

た

蘆

の

煙

に

よ

っ

て

間

接

的

に

暗

示

さ

れ

て

い

る

も

の

だ

か

ら

で

あ

る

。

こ

の

仮

定

的

な

連

続

は

藤

原

定

頼

の

和

歌

で

終

わ

る

。

も

は

や

聞

こ

え

る

の

は

波

の

音

だ

け

で

あ

る

。

と

い

う

の

は

、

人

間

の

姿

は

完

全

に

消

え

て

し

ま

い

、

自

然

は

秀

能

の

一

番

目

の

和

歌

と

同

様

に

ま

た

人

物

が

登

場

し

な

い

舞

台

と

な

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

再

び

述

べ

る

が

、

難

波

を

詠

む

以

上

の

和

歌

は

『

新

古

今

雄

』

の

全

体

に

配

分

さ

れ

て

お

り

、

一

つ

の

連

続

で

は

な

い

。

し

か

し

、

一

つ

の

連

続

と

し

て

読

む

こ

と

に

よ

り

、

歌

枕

と

し

て

の

難

波

の

捉

わ

れ

方

が

よ

り

明

ら

か

に

な

る

。 

― 

吉

野 

 

吉

野

は

『

新

古

今

雄

』

で

一

番

詠

ま

れ

た

歌

枕

で

あ

る

。

久

保

田

淳

の

編

纂

し

た

『

歌

こ

と

ば

歌

枕

大

辞

典

』

で

は

次

の

よ

う

に

定

義

さ

れ

て

い

る

。 
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大

和

国

の

歌

枕

。

現

在

の

奈

良

県

吉

野

郡

一

帯

を

指

す

。

吉

野

山

と

い

え

ば

、

現

在

の

吉

野

山

だ

け

で

は

な

く

、

金

峰

山

（

き

ん

ぶ

せ

ん

）

・

水

分

山

（

み

く

ま

り

や

ま

）

・

高

城

山

（

た

か

き

や

ま

）

・

青

根

が

峰

な

ど

広

範

囲

に

わ

た

る

山

岳

地

帯

の

総

称

で

あ

っ

た

ら

し

い

。

ま

た

吉

野

川

は

、

大

谷

ケ

原

に

発

し

て

、

宮

滝

・

上

市

・

下

市

・

五

条

市

を

経

て

、

紀

伊

国

（

和

歌

山

県

）

に

入

っ

て

か

ら

は

紀

ノ

川

と

称

さ

れ

る

。

七

世

紀

に

は

、

吉

野

山

流

域

の

宮

滝

付

近

に

離

宮

が

詠

ま

れ

た

。

（

略

）

万

葉

時

代

に

は

、

吉

野

の

山

よ

り

も

川

が

圧

倒

的

に

多

く

歌

に

詠

ま

れ

た

。

柿

本

人

麻

呂

の

御

幸

従

駕

で

の

賛

歌

「

見

れ

ど

飽

か

ぬ 

吉

野

の

川

の

常

滑

の

絶

ゆ

る

こ

と

な

く

ま

た

か

へ

り

見

む

」

（

万

葉

雄

・

巻

一

・

三

七

）

が

よ

く

知

ら

れ

て

い

る

が

聖

地

と

し

て

の

イ

メ

ー

ジ

が

、

流

れ

の

絶

え

な

い

神

聖

な

川

の

清

浄

さ

に

よ

っ

て

具

体

化

さ

れ

て

い

る

。

こ

れ

が

、

歴

代

天

皇

の

御

幸

に

お

け

る

賛

歌

表

現

の

一

類

型

に

な

っ

て

い

る

。

（

略

）

平

安

時

代

以

後

は

、

万

葉

時

代

と

は

異

な

っ

て

、

吉

野

の

山

も

盛

ん

に

詠

ま

れ

る

よ

う

に

な

る

。

「

み

吉

野

の

山

の

あ

な

た

に

宿

も

が

な

世

の

憂

き

時

の

隠

れ

家

に

せ

む

」

（

古

今

雄

・

雑

下

・

九

五

〇

・

よ

み

人

し

ら

ず

）

の

よ

う

に

、

人

も

通

わ

ぬ

隠

遁

の

地

と

も

み

ら

れ

る

よ

う

に

な

る

。

山

の

神

秘

的

な

深

奥

さ

が

、

前

代

の

聖

地

・

仙

境

の

か

わ

り

に

、

山

岳

信

仰

と

も

結

び

付

く

隠

棲

の

イ

メ

ー

ジ

を

作

り

出

し

た

と

も

い

え

よ

う

。

（

略

）

吉

野

が

雪

深

い

地

と

し

て

読

ま

れ

る

の

も

、

平

安

時

代

以

後

で

あ

る

。

「

朝

ぼ

ら

け

有

名

の

月

と

見

る

ま

で

に

吉

野

の

里

に

降

れ

る

白

雪

」

（

同

・

冬

・

三

三

二

・

是

則

）

の

名

歌

を

は

じ

め

、

『

古

今

雄

』

以

後

、

吉

野

と

雪

の

組

み

合

わ

せ

が

常

套

的

と

な

っ

た

。

郷

で

は

ま

だ

晩

秋

な

の

に

吉

野

の

山

は

早

く

も

雪

、

あ

る

い

は

郷

で

は

も

う

春

な

の

に

吉

野

の

山

は

雪

の

ま

ま

、

等

と

い

う

発

想

も

多

く

、

人

も

通

い

に

く

い

深

山

ゆ

え

の

雪

が

強

調

さ

れ

る

。

（

略

）

一

般

に

吉

野

が

桜

の

名

所

と

し

て

意

識

さ

れ

る

の

は

、

平

安

時

代

以

降

で

あ

る

。

三

代

雄

時

代

に

も

小

数

な

が

ら

、

「

み

吉

野

の

山

辺

に

咲

け

る

桜

花

雪

か

と

の

み

ぞ

あ

や

ま

た

れ

け

る

」

（

同

・

春

上

・

六

〇

・

友

則

）
、

「

み

吉

野

の

吉

野

の

山

の

桜

花

白

雲

と

の

み

見

え

ま

が

ひ

つ

つ

」

（

後

撰

雄

・

春

下

・

二

七

・

よ

み

人

し

ら

ず

）

な

ど

と

あ

る

が

、

雪

や

雲

と

の

組

み

合

わ

せ

に

よ

っ

て

い

る

点

に

注

意

さ

れ

る

。

（

略

）

と

り

わ

け

西

行

の

「

吉

野

山

去

年

の

し

を

り

の

道

か

へ

て

ま

だ

見

ぬ

方

の

花

を

尋

ね

む

」

（

新

古

今

雄

・

春

上

・

八

六

）

や

、

「

吉

野

山

桜

が

枝

に

雪

散

り

て

花

遅

げ

な

る

年

に

も

あ

る

か

な

」

（

同

・

七

九

）

な

ど

の

名

所

は

、

日

本

的

美

意

識

の

典

型

と

も

な

っ

て
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い

る

の

で

あ

ろ

う

。

吉

野

の

山

が

桜

の

名

所

と

さ

れ

る

の

に

し

た

が

っ

て

、

吉

野

川

も

ま

た

桜

と

組

み

合

わ

せ

ら

れ

る

よ

う

に

な

る

。

「

吉

野

川

水

か

さ

は

さ

し

も

ま

さ

ら

じ

を

青

根

を

越

す

や

華

の

白

波

」

（

千

載

雄

・

春

上

・

六

五

・

顕

昭

）

の

よ

う

に

、

水

面

を

流

れ

る

桜

の

花

び

ら

を

白

波

な

ど

に

な

ぞ

ら

え

る

表

現

も

見

ら

れ

る

よ

う

に

な

る

。

な

お

、

吉

野

川

は

、

『

古

今

雄

』

以

後

、

恋

の

歌

に

も

詠

み

込

ま

れ

、

「

吉

野

川

岩

波

高

く

ゆ

く

水

の

は

や

く

ぞ

人

を

思

ひ

そ

め

て

し

」

（

古

今

雄

・

恋

一

・

四

七

一

・

貫

之

）

の

よ

う

に

、

よ

し

の

川

の

激

流

が

恋

の

心

情

の

は

げ

し

さ

の

比

喩

と

し

て

用

い

ら

れ

る

例

が

す

こ

ぶ

る

多

い

。

(

久
保
田
淳
、
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば
歌

枕
大
辞
典
』
角
川
書
店
、1

9
9

9
.5

、p
.9

5
2

-3 )  

 

こ

こ

に

吉

野

を

詠

む

二

二

首

の

和

歌

を

挙

げ

る

。 

 
 

み

吉

野

は

山

も

か

す

み

て

白

雪

の

ふ

り

に

し

里

に

春

は

来

に

け

り 

（

一

・

摂

政

太

政

大

臣

） 
 

 
 

 
 

み

吉

野

の

大

川

の

べ

の

古

柳

か

げ

こ

そ

み

え

ね

春

め

き

に

け

り 

（

七

〇

・

輔

仁

親

王

） 
 

 
 

 

 
 

吉

野

山

桜

が

枝

に

雪

散

り

て

花

お

そ

げ

な

る

年

に

も

あ

る

か

な 

（

七

九

・

西

行

法

師

） 
 

 
 

 

 
 

吉

野

山

こ

ぞ

の

し

を

り

の

道

か

へ

て

ま

だ

見

ぬ

か

た

の

花

を

た

づ

ね

む 

（

八

六

・

西

行

法

師

） 
 

 
 

 
 

吉

野

山

花

や

さ

か

り

に

に

ほ

ふ

ら

む

ふ

る

さ

と

さ

え

ぬ

峯

の

白

雲 

（

九

二

・

藤

原

家

衡

朝

臣

） 
 

 

 
 

花

ぞ

見

る

道

の

芝

草

ふ

み

わ

け

て

吉

野

の

宮

の

春

の

あ

け

ぼ

の 

（

九

七

・

正

三

位

季

能

） 
 

 
 

 
 

い

く

と

せ

の

春

に

心

を

つ

く

し

き

ぬ

あ

は

れ

と

思

へ

み

よ

し

の

の

花 

（

一

〇

〇

・

皇

太

后

宮

大

夫

俊

成

） 
 

 
 

散

り

ま

が

ふ

花

の

よ

そ

め

は

吉

野

山

あ

ら

し

に

さ

わ

ぐ

峯

の

白

雲 

（

一

三

二

・

刑

部

卿

頼

輔

） 
 

 
 

 
 

み

よ

し

の

の

高

嶺

の

さ

く

ら

散

り

に

け

り

あ

ら

し

も

白

き

春

の

あ

け

ぼ

の 

（

一

三

三

・

太

上

天

皇

） 
 

 

 
 

吉

野

山

花

の

ふ

る

さ

と

跡

た

え

て

む

な

し

き

枝

に

春

風

ぞ

吹

く 
（

一

四

七

・

摂

政

太

政

大

臣

） 
 

 
 

 

 
 

吉

野

川

岸

の

や

ま

ぶ

き

咲

き

に

け

り

峯

の

さ

く

ら

は

散

り

は

て

ぬ

ら

む 

（

一

五

八

・

藤

原

家

隆

朝

臣

）  
 

 
 

今

宵

た

れ

す

ず

吹

く

風

を

身

に

し

め

て

吉

野

の

嶽

の

月

を

見

る

ら

む 

（

三

八

七

・

従

三

位

頼

政

） 
 

 

 
 

み

吉

野

の

山

の

秋

風

さ

夜

ふ

け

て

ふ

る

さ

と

さ

む

く

衣

打

つ

な

り 

（

四

八

三

・

藤

原

雃

経

） 
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み

吉

野

の

山

か

き

曇

り

雪

降

れ

ば

ふ

も

と

の

里

は

う

ち

し

ぐ

れ

つ

つ 

（

五

八

八

・

俊

恵

法

師

） 
 

 
 

 
 

吉

野

な

る

夏

实

の

川

の

川

淀

に

鴨

ぞ

鳴

く

な

る

山

か

げ

に

し

て 

（

六

五

四

・

湯

原

王

） 
 

 
 

 

 
 

音

に

の

み

あ

り

と

聞

き

こ

し

み

吉

野

の

滝

は

け

ふ

こ

そ

袖

に

お

ち

け

れ 

（

九

九

一

・

詠

人

し

ら

ず

） 
 

 
 

 

 
 

今

は

わ

れ

吉

野

の

山

の

花

を

こ

そ

宿

の

も

の

と

も

見

る

べ

か

り

け

れ 

（

一

四

六

五

・

皇

太

后

宮

大

夫

俊

成

） 
 

 

 
 

世

を

い

と

ふ

吉

野

の

お

く

の

よ

ぶ

こ

鳥

深

き

心

の

ほ

ど

や

知

る

ら

む 

（

一

四

七

五

・

法

印

幸

淸

） 
 

 

 
 

水

の

江

の

よ

し

の

の

宮

は

神

さ

び

て

よ

は

ひ

た

け

た

る

浦

の

松

風 

（

一

六

〇

二

・

正

三

位

季

能

） 
 

 
 

 
 

花

な

ら

で

た

だ

柴

の

戸

を

さ

し

て

思

ふ

心

の

奥

も

み

吉

野

の

山 

（

一

六

一

六

・

前

大

僧

正

慈

円

） 
 

 
 

 
 

吉

野

山

や

が

て

出

で

じ

と

思

ふ

身

を

花

散

り

な

ば

と

人

や

待

つ

ら

む 

（

一

六

一

七

・

西

行

法

師

） 
 

 

 
 

い

と

ひ

て

も

な

ほ

い

と

は

し

き

世

な

り

け

り

吉

野

の

奥

の

秋

の

夕

暮 

（

一

六

一

八

・

藤

原

家

衡

朝

臣

）  
 

 

藤

原

良

経

の

吉

野

を

詠

ん

だ

和

歌

は

右

に

挙

げ

た

最

後

の

三

首

と

一

連

続

と

し

て

『

新

古

今

雄

』

の

本

歌

取

を

中

心

に

す

る

第

三

章

で

論

考

す

る

た

め

、

こ

こ

で

は

取

り

上

げ

な

い

。 

 

久

保

田

に

よ

る

以

前

の

解

説

か

ら

分

か

る

よ

う

に

、

和

歌

の

世

界

で

の

歌

枕

と

し

て

の

吉

野

の

イ

メ

ー

ジ

は

時

間

が

経

つ

に

つ

れ

、

徐

々

に

変

化

し

て

き

た

。

最

初

は

吉

野

が

世

捨

て

人

の

求

め

る

、

世

界

か

ら

引

き

離

さ

れ

た

隠

遁

地

と

見

な

さ

れ

て

い

た

。

こ

う

し

た

吉

野

は

よ

く

雪

で

覆

わ

れ

て

い

た

。

俊

恵

法

師

の

和

歌

（

五

八

八

番

）

を

例

と

し

て

挙

げ

て

お

き

た

い

。

こ

ち

ら

で

歌

人

は

、

真

っ

白

い

雪

雲

に

覆

わ

れ

て

い

る

吉

野

山

の

峰

を

描

写

す

る

。

し

か

し

、

俊

恵

は

雪

だ

け

に

限

ら

ず

、

麓

に

あ

る

里

の

雤

の

イ

メ

ー

ジ

も

加

え

、

ま

さ

に

幽

玄

の

雰

囲

気

を

味

わ

わ

せ

る

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

峯

村

が

、 

実

観

的

詠

風

で

、

一

見

、

淡

白

で

あ

る

が

、

古

京

吉

野

の

山

に

降

る

雪

と

、

郷

に

降

る

時

雤

と

の

立

体

的

把

握

に

よ

る

初

冬

の

姿

が

、

幽

玄

味

を

生

ん

で

い

る

。(

峯
村
文
人
校
注
・
訳
『
新
古
今
和
歌
雄
』
（
日

本
古
典
文
学
全
雄
）
小
学
館
、1974.3

、p
.192 )  

と

述

べ

て

い

る

と

お

り

で

あ

る

。 

 

『

新

古

今

雄

』

に

お

け

る

吉

野

の

イ

メ

ー

ジ

は

基

本

的

に

春

と

結

ば

れ

て

い

る

こ

と

が

よ

く

分

か

る

。

し

か

し

、

そ

の

関

係

は
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色

々

な

形

で

表

れ

る

も

の

だ

。

良

経

の

巻

頭

歌

で

は

、

春

の

前

触

れ

と

な

る

の

は

霞

で

あ

る

。

そ

れ

に

対

し

、

『

古

今

雄

』

の

歌

（

み

吉

野

の

大

川

の

へ

の

藤

波

の

な

み

に

思

は

ば

わ

が

恋

ひ

め

や

は

・

六

九

九

・

よ

み

人

し

ら

ず

）

を

本

歌

に

す

る

輔

仁

の

和

歌

で

は

、

春

は

よ

り

一

層

間

接

的

に

理

解

さ

れ

て

い

る

。

な

ぜ

な

ら

、

こ

ち

ら

で

は

歌

人

は

春

に

な

っ

た

と

い

う

こ

と

を

認

め

る

た

め

に

実

観

的

な

証

拠

を

挙

げ

る

こ

と

が

出

来

な

い

か

ら

だ

。

彼

は

陰

を

成

す

柳

が

ま

だ

茂

っ

て

い

な

い

も

の

の

、

な

ん

と

な

く

春

に

な

っ

た

よ

う

な

気

が

す

る

と

い

う

こ

と

だ

け

を

表

現

し

て

い

る

。 

 

当

然

な

が

ら

新

古

今

時

代

に

お

い

て

、

吉

野

の

春

を

象

徴

す

る

要

素

は

桜

の

花

で

あ

る

。

だ

が

前

述

し

た

よ

う

に

歌

の

世

界

で

の

吉

野

は

、

最

初

は

雪

に

覆

わ

れ

た

土

地

と

い

う

イ

メ

ー

ジ

で

あ

っ

た

。

そ

の

後

桜

花

に

満

ち

た

土

地

と

い

う

イ

メ

ー

ジ

へ

移

行

し

た

が

、

そ

の

変

化

を

完

成

に

導

い

た

歌

人

は

、

間

違

い

な

く

西

行

法

師

だ

と

言

え

る

。

彼

の

『

山

家

雄

』

で

は

吉

野

の

桜

花

を

詠

む

和

歌

が

多

い

。

そ

れ

故

、

『

新

古

今

雄

』

で

吉

野

の

桜

花

を

詠

む

最

初

の

歌

が

西

行

法

師

の

で

あ

る

と

い

う

こ

と

は

特

に

そ

の

こ

と

を

象

徴

し

て

い

る

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。 

 

し

か

し

、

西

行

の

七

九

番

の

和

歌

で

は

、

木

の

枝

に

ま

だ

雪

が

残

っ

て

お

り

、

そ

の

雪

が

桜

の

花

を

思

わ

せ

る

も

の

だ

と

詠

ん

で

い

る

。

つ

ま

り

桜

の

イ

メ

ー

ジ

は

实

際

の

も

の

で

は

な

く

、

間

接

的

に

暗

示

さ

れ

る

イ

メ

ー

ジ

に

過

ぎ

な

い

。

西

行

の

次

の

和

歌

（

八

六

番

）

で

も

桜

花

は

詠

み

手

か

ら

の

暗

示

的

手

法

で

表

さ

れ

て

い

る

。

彼

は

今

ま

で

見

る

こ

と

の

な

か

っ

た

桜

を

観

賞

す

る

た

め

に

今

年

は

別

の

道

を

通

ろ

う

と

思

う

よ

と

表

現

し

て

い

る

。 

 

家

衡

の

和

歌

で

も

桜

花

は

は

っ

き

り

と

は

表

れ

て

い

な

い

。

歌

人

は

、

吉

野

で

気

温

が

尐

し

上

が

っ

た

の

で

、

吉

野

の

桜

が

も

う

咲

い

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

想

像

す

る

。

家

衡

は

常

套

的

技

法

を

利

用

し

、

本

歌

（

み

吉

野

の

山

の

白

雪

積

る

ら

し

古

里

寒

く

な

り

ま

さ

る

な

り

・

古

今

雄

・

三

二

五

・

 

坂

上

是

則

）

の

要

素

、

す

な

わ

ち

寒

さ

と

雪

を

温

か

み

と

桜

に

巧

み

に

変

化

さ

せ

た

。 

 

息

を

飲

む

よ

う

な

美

し

い

桜

花

は

や

っ

と

季

能

の

和

歌

で

初

め

て

表

れ

る

。

そ

の

和

歌

で

は

神

秘

的

な

雰

囲

気

が

漂

っ

て

い

る

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

時

間

の

流

れ

と

人

生

の

は

か

な

さ

を

重

ね

た

考

え

は

、

本

歌

（

た

ち

変

り

古

き

都

と

な

り

ぬ

れ

ば

道

の

芝

草

長

く

生

ひ

に

け

り

・

万

葉

雄

・

一

〇

四

八

・

田

辺

福

麻

呂

）

に

よ

っ

て

強

調

さ

れ

る

。 
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次

の

和

歌

（

一

〇

〇

番

）

で

俊

成

は

、

長

い

間

桜

花

の

命

が

短

い

こ

と

を

悲

し

ん

で

い

た

た

め

、

今

は

自

分

の

こ

と

を

同

情

し

て

ほ

し

い

と

、

直

接

桜

に

声

を

か

け

る

。

俊

成

は

定

家

の

『

小

倉

百

人

一

首

』

に

も

撰

入

さ

れ

た

金

葉

雄

の

有

名

な

和

歌

（

も

ろ

と

も

に

あ

は

れ

と

思

へ

山

桜

花

よ

り

ほ

か

に

し

る

人

も

な

し

・

五

二

一

・

僧

正

行

尊

 

）

を

本

歌

に

し

た

。

本

歌

で

も

詠

み

手

が

桜

花

の

共

感

を

願

う

。

久

保

田

正

文

氏

は

右

の

和

歌

を

次

の

よ

う

に

解

釈

し

て

い

る

。 

山

桜

よ

、

お

た

が

い

に

し

た

し

み

を

も

っ

て

相

寄

ろ

う

で

は

な

い

か

。

こ

の

山

奥

で

青

葉

に

か

こ

ま

れ

て

思

い

が

け

ず

美

し

く

咲

い

て

い

る

桜

を

知

っ

て

い

る

の

は

私

だ

け

だ

し

、

私

の

淋

し

さ

を

知

っ

て

く

れ

る

の

も

お

ま

え

だ

け

な

の

だ

か

ら

。(

参
考 

久
保
田
正

文
、
『
百
人
一
首

の
世
界
』
文
藝
春

秋
、1

9
6

5
.1

1

、p
.1

1
7 )  

 

桜

に

対

す

る

こ

う

し

た

呼

び

掛

け

の

た

め

に

、

和

歌

に

は

そ

こ

は

か

と

な

い

悲

し

み

が

宿

っ

て

い

る

と

感

じ

ら

れ

る

。

さ

ら

に

、

吉

野

の

桜

花

は

無

情

な

自

然

に

対

し

て

無

防

備

な

よ

う

に

も

見

え

る

。

頼

輔

と

後

鳥

羽

院

の

和

歌

（

一

三

二

・

一

三

三

番

）

で

は

、

桜

の

花

び

ら

は

情

け

容

赦

の

な

い

風

に

飛

ば

さ

れ

、

吉

野

山

を

一

面

銀

世

界

に

変

化

さ

せ

る

。

だ

が

、

こ

の

よ

う

な

場

面

は

長

く

続

く

も

の

で

は

な

い

。

や

が

て

、

良

経

の

和

歌

で

（

一

四

七

番

）

白

っ

ぽ

い

風

は

も

う

一

度

透

明

な

存

在

と

な

る

。

花

び

ら

は

地

面

に

散

る

と

、

吉

野

の

景

色

は

荒

涼

た

る

風

景

に

変

わ

る

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

、

吉

野

の

イ

メ

ー

ジ

は

、

雪

か

ら

桜

へ

と

変

遷

を

と

げ

、

そ

の

後

そ

の

美

し

い

桜

の

花

と

い

う

イ

メ

ー

ジ

も

歌

の

中

か

ら

消

え

て

い

く

の

で

あ

る

。

家

隆

は

山

吹

が

咲

い

て

い

る

吉

野

川

を

探

勝

し

、

桜

花

が

吉

野

山

の

高

峰

で

落

ち

て

い

る

だ

ろ

う

と

想

像

し

て

し

ま

う

。

言

う

ま

で

も

な

い

こ

と

で

あ

る

が

、

桜

の

花

は

伝

統

的

に

人

生

の

は

か

な

さ

を

象

徴

す

る

も

の

で

あ

る

。

家

隆

の

和

歌

で

は

、

「

人

生

は

う

た

か

た

の

如

し

」

と

い

う

寂

し

い

考

え

が

本

歌

に

よ

っ

て

強

調

さ

れ

る

。

そ

の

本

歌

は

『

古

今

雄

』

に

於

け

る

紀

貫

之

の

和

歌

（

吉

野

河

岸

の

山

吹

ふ

く

か

ぜ

に

そ

こ

の

影

さ

へ

う

つ

ろ

ひ

に

け

り

・

一

二

四

）

で

あ

る

が

、

こ

の

歌

で

無

情

に

し

ぼ

ん

で

し

ま

う

花

は

桜

で

は

な

く

山

吹

で

あ

る

。 

 

頼

政

の

歌

で

初

め

て

月

が

現

れ

る

。

し

か

し

、

そ

の

月

は

詠

み

手

の

淋

し

さ

を

強

調

す

る

要

素

に

過

ぎ

な

い

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

彼

は

風

が

す

ず

竹

を

吹

く

今

夜

は

一

体

誰

が

そ

の

輝

く

月

を

私

と

一

緒

に

見

て

く

れ

る

だ

ろ

う

、

と

言

う

。

そ

の

上

、

み

吉

野

の

夜

の

憂

愁

は

雃

経

の

和

歌

で

も

見

ら

れ

る

。

だ

が

、

こ

ち

ら

の

歌

で

は

、

月

が

見

え

な

い

し

、

遠

く

か

ら

い

か

に

も

秋

ら

し

い

衣

打

つ
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音

し

か

聞

こ

え

な

い

と

詠

ん

で

い

る

。

峯

村

が

鋭

敏

に

解

釈

し

て

い

る

が

、

雃

経

は

本

歌

（

み

よ

し

の

の

山

の

白

雪

つ

も

る

ら

し

ふ

る

さ

と

さ

む

く

な

り

ま

さ

る

な

り

・

古

今

雄

・

三

二

五

・

坂

上

是

則

）

の

イ

メ

ー

ジ

を

背

景

に

し

、

聴

覚

の

感

覚

を

加

え

る

こ

と

に

よ

っ

て

寂

し

げ

な

感

じ

を

よ

り

一

層

表

現

し

て

い

る

。(

峯
村
文
人
校
注
・
訳
『
新
古
今
和
歌
雄
』
（
日

本
古
典
文
学
全
雄
）
小
学
館
、1974.3

、p
.165 )  

 

み

吉

野

の

侘

び

し

さ

を

強

調

す

る

こ

う

し

た

聴

覚

は

、

他

の

二

首

の

和

歌

で

も

見

ら

れ

る

。

一

つ

目

は

湯

原

王

の

歌

（

六

五

四

番

）

だ

。

鴨

の

悲

痛

な

声

を

想

像

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

歌

人

の

詠

む

自

然

の

景

色

と

詠

み

手

の

心

に

あ

る

自

然

の

景

色

が

ぴ

っ

た

り

と

重

な

り

合

う

。

二

つ

目

は

法

印

幸

淸

の

和

歌

（

一

四

七

五

番

）

だ

。

こ

の

歌

で

は

、

吉

野

で

寂

し

く

鳴

く

小

鳥

の

声

を

想

像

し

て

聞

き

な

が

ら

歌

を

読

む

こ

と

で

歌

人

と

読

み

手

の

視

点

が

重

な

り

合

い

、

両

者

が

一

体

化

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

と

こ

ろ

で

、

孤

独

感

と

い

う

テ

ー

マ

は

隠

遁

者

の

イ

メ

ー

ジ

と

密

接

に

繋

が

る

。

以

前

も

述

べ

た

が

、

昔

吉

野

は

花

見

の

名

所

と

し

て

だ

け

で

は

な

く

、

世

を

捨

て

隠

遁

生

活

を

求

め

る

隠

修

士

の

場

所

と

し

て

も

有

名

だ

っ

た

。

し

か

し

、

俊

成

の

和

歌

（

一

四

六

五

番

）

の

よ

う

に

、

一

つ

の

歌

の

中

に

桜

花

と

隠

遁

と

い

う

二

つ

の

テ

ー

マ

が

共

存

す

る

場

合

が

あ

る

。

俊

成

は

『

古

今

雄

』

に

お

け

る

よ

み

人

知

ら

ず

の

歌

（

み

よ

し

の

の

山

の

あ

な

た

に

や

ど

も

が

な

世

の

う

き

時

の

か

く

れ

が

に

せ

む

・

九

五

〇

）

を

本

歌

に

し

、

非

常

に

優

雃

な

和

歌

を

詠

ん

だ

。

そ

の

和

歌

で

俊

成

は

、

世

を

捨

て

る

と

い

う

こ

と

と

人

生

の

空

し

さ

の

両

方

を

象

徴

す

る

桜

花

の

美

し

さ

を

詠

ん

で

い

る

。 

 

歌

枕

と

し

て

の

吉

野

は

荘

厳

で

神

秘

的

な

と

こ

ろ

だ

っ

た

と

言

っ

て

も

よ

か

ろ

う

。

こ

の

こ

と

は

季

能

の

和

歌

（

一

六

〇

二

番

）

で

よ

く

分

か

る

。

实

は

、

こ

の

和

歌

の

要

素

は

全

て

厳

か

で

威

厳

を

持

っ

て

い

る

も

の

と

感

じ

ら

れ

る

か

ら

で

あ

る

。 

 

『

新

古

今

雄

』

で

は

吉

野

を

詠

む

和

歌

は

す

べ

て

質

的

に

レ

ベ

ル

が

相

当

高

い

と

言

え

る

が

、

読

者

の

期

待

を

裏

切

る

和

歌

が

一

首

だ

け

あ

る

。

そ

れ

は

よ

み

人

知

ら

ず

の

九

九

一

番

の

和

歌

だ

。

な

ぜ

か

と

い

う

と

、

そ

ち

ら

で

歌

人

は

、

自

分

の

悲

し

さ

を

隠

喩

で

表

現

す

る

た

め

に

、

濡

れ

袖

の

ス

テ

レ

オ

タ

イ

プ

を

利

用

す

る

か

ら

で

あ

る

。 

 

さ

て

、

本

節

で

記

述

し

た

調

査

の

結

果

を

ま

と

め

れ

ば

次

の

こ

と

が

挙

げ

ら

れ

る

。 

『

新

古

今

雄

』

に

お

け

る

二

二

九

種

の

歌

枕

の

中

で

は

、

良

く

使

わ

れ

る

歌

枕

は

、

布

留

、

須

磨

、

春

日

、

宇

治

、

立

田

、

難

波

と
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吉

野

な

の

で

あ

る

。

右

の

歌

枕

を

使

う

和

歌

を

考

察

す

れ

ば

、

た

び

た

び

本

歌

取

も

使

わ

れ

て

い

る

と

い

う

こ

と

が

分

か

る

。

だ

が

、

そ

れ

は

、

あ

る

程

度

予

想

さ

れ

る

こ

と

で

あ

る

。

な

ぜ

な

ら

、

第

二

節

で

述

べ

た

よ

う

に

、

和

歌

で

歌

枕

と

し

て

詠

ま

れ

る

名

所

は

、

伝

統

的

に

他

の

歌

人

に

よ

っ

て

詠

ま

れ

て

き

た

名

所

し

か

使

っ

て

は

い

け

な

い

か

ら

で

あ

る

。

し

か

し

、

「

新

古

今

時

代

」

の

和

歌

に

詠

ま

れ

る

歌

枕

が

、

前

時

代

と

比

較

す

れ

ば

、

別

の

特

性

を

表

わ

す

と

い

う

こ

と

が

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

当

時

の

和

歌

に

詠

ま

れ

る

歌

枕

は

よ

り

優

雃

な

美

を

持

つ

。

そ

れ

は

、

歌

人

が

過

去

の

響

き

を

生

か

し

、

名

所

歌

枕

の

妖

艶

さ

を

さ

ら

に

増

幅

さ

せ

る

か

ら

だ

。

す

な

わ

ち

名

所

歌

枕

の

景

色

は

、

理

想

化

さ

れ

て

し

ま

う

。 

 

と

も

あ

れ

、

興

味

深

い

点

と

し

て

は

、

同

じ

歌

枕

を

詠

む

和

歌

を

雄

め

、

一

連

続

と

し

て

読

ん

で

み

れ

ば

、

一

貫

し

た

印

象

が

生

じ

て

は

い

る

こ

と

が

挙

げ

ら

れ

る

。

言

う

ま

で

も

な

い

こ

と

で

あ

る

が

、

こ

う

し

た

一

貫

性

は

当

時

の

歌

風

に

原

因

す

る

で

あ

ろ

う

。

周

知

の

よ

う

に

、

「

新

古

今

時

代

」

の

歌

人

は

、

上

代

の

歌

人

と

違

い

、

限

ら

た

語

彙

と

イ

メ

ー

ジ

し

か

使

え

な

っ

か

っ

た

。

そ

れ

故

、

『

新

古

今

雄

』

で

は

異

例

の

和

歌

を

見

つ

け

る

こ

と

は

潜

在

的

に

無

理

で

あ

る

。

し

か

し

そ

れ

に

し

て

も

、

『

新

古

今

雄

』

に

お

け

る

歌

枕

を

使

う

和

歌

が

ど

の

再

構

築

化

で

も

一

貫

性

を

失

っ

て

し

ま

わ

な

い

と

い

う

こ

と

が

注

目

に

値

す

る

と

思

う

。

『

新

古

今

雄

』

の

歌

枕

の

こ

う

し

た

特

徴

は

、

「

新

古

今

時

代

」

の

歌

人

が

人

間

の

心

の

普

遍

的

な

象

徴

と

な

り

う

る

理

想

化

さ

れ

た

世

界

を

作

り

だ

し

て

み

た

か

っ

た

こ

と

に

由

来

す

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。 

 
 

第

六

節

、

『

新

古

今

雄

』

に

於

け

る

歌

枕

の

配

分

と

配

列 

 

前

節

で

は

歌

枕

が

ど

の

点

ま

で

『

新

古

今

雄

』

の

歌

風

を

特

徴

づ

け

る

か

を

明

ら

か

に

し

た

。

そ

の

結

果

、

歌

枕

は

『

新

古

今

雄

』

の

和

歌

の

配

分

と

配

列

に

対

し

て

大

切

な

役

割

を

果

た

し

て

い

な

い

と

ゆ

め

ゆ

め

思

っ

て

は

な

ら

な

い

。

要

す

る

に

、

当

時

の

歌

論

書

な

ど

の

よ

う

な

文

献

に

よ

る

実

観

的

な

証

拠

が

つ

か

め

な

く

て

も

、

寄

人

が

和

歌

の

配

分

と

配

列

を

定

め

た

折

に

歌

枕

の

有

無

を

無

視

し

た

と

い

う

こ

と

は

あ

り

得

な

い

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

逆

に

い

え

ば

、

歌

枕

を

中

心

に

し

て

本

勅

撰

雄

の

配

列

と

配

分

を

具

に

調

べ

れ

ば

、

撰

者

た

ち

の

選

択

の

理

由

を

さ

ら

に

よ

り

解

き

明

か

せ

る

で

あ

ろ

う

。 
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従

っ

て

、

歌

枕

を

使

う

和

歌

の

配

分

と

配

列

に

関

す

る

次

の

調

査

を

行

っ

た

。 

 
イ 
歌

枕

を

使

う

和

歌

の

配

分 

『

新

古

今

雄

』

で

は

歌

枕

は

次

の

よ

う

に

配

分

さ

れ

た

。

（

２

回

以

上

使

わ

れ

る

歌

枕

だ

け

を

あ

げ

る

） 

春

部 

一

七

四

首 
歌

枕

を

使

う

和

歌

五

三

首

（

3
0

.4
5

％

） 
 

使

わ

れ

る

歌

枕 

三

三 

よ

く

表

れ

る

歌

枕 

よ

し

の

一

一

首

、

か

す

が

五

首

、

た

つ

た

四

首

、

い

そ

の

か

み

三

首 

戛

部 

一

一

〇

首 

歌

枕

を

使

う

和

歌

二

四

首

（

2
1

.8

％

） 
 

 

使

わ

れ

る

歌

枕 

二

三 

よ

く

表

れ

る

歌

枕 

か

ぐ

や

ま

二

首 

秋

部 

二

六

六

首 

歌

枕

を

使

う

和

歌

六

二

首

（

2
4

.8

％

） 
 

 

使

わ

れ

る

歌

枕 

四

八 

よ

く

表

れ

る

歌

枕 

た

つ

た

五

首

、

た

か

ま

ど

三

首

、

ふ

か

く

さ

三

首

、

を

ぐ

ら

（

山

城

）

三

首 

冬

部 

一

五

六

首 

歌

枕

を

使

う

和

歌

四

六

首

（
2

9
.4

％

） 
 

 

使

わ

れ

る

歌

枕 

四

四 

 

よ

く

表

れ

る

歌

枕 

ふ

る

三

首

、

な

る

み

三

首

、

か

た

の

三

首

、

う

ぢ

三

首

、

よ

し

の

二

首 

賀

部 

五

〇

首 
 

歌

枕

を

使

う

和

歌

四

六

首

（

2
9

.4
％

） 
 

使

わ

れ

る

歌

枕 

二

〇 

よ

く

表

れ

る

歌

枕 

す

み

の

え

二

首

、

ふ

ぢ

二

首 

哀

部 

一

〇

〇

首 

歌

枕

を

使

う

和

歌

八

首 

（

8

％

） 
 

 
 

使

わ

れ

る

歌

枕 

六 

よ

く

表

れ

る

歌

枕 

さ

が

三

首 

離

部 

三

九

首 
 

歌

枕

を

使

う

和

歌

一

一

首

（

2
8

.2

％

） 
 

 
使

わ

れ

る

歌

枕 

一

一 

 

よ

く

表

れ

る

歌

枕 

あ

ぶ

く

ま

が

は

二

首 

羇

部 

九

三

首 
 

歌

枕

を

使

う

和

歌

四

二

首

（

4
5

.1
6

％

） 
 

 

使

わ

れ

る

歌

枕 

三

五 

よ

く

表

れ

る

歌

枕 

さ

や

の

な

か

や

ま

五

首

、

い

せ

四

首

、

う

つ

の

や

ま

四

首 
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恋

部 

四

四

五

首 

歌

枕

を

使

う

和

歌

八

一

首

（

1
8

.2

％

） 
 

 

使

わ

れ

る

歌

枕 

六

三 

 
よ

く

表

れ

る

歌

枕 

す

ま

六

首

、

し

の

ぶ

四

首

、

な

に

は

三

首

、

ふ

ぢ

三

首

、

や

ま

し

ろ

三

首 

雑

部 

四

一

七

首 

歌

枕

を

使

う

和

歌

九

五

首

（

2
2

.7
8

％

） 
 

 

使

わ

れ

る

歌

枕 

七

五 

よ

く

表

れ

る

歌

枕 

よ

し

の

六

首

、

す

ま

四

首

、

わ

か

の

う

ら

四

首

、

お

ほ

は

ら

三

首

、

す

み

よ

し

三

首

、

な

が

ら

の

は

し

三

首

、

な

に

は

三

首

、

ふ

ぢ

三

首 

神

部 

六

五

首 
 

歌

枕

を

使

う

和

歌

三

三

首

（

5
0

.7
6

％

） 

使

わ

れ

る

歌

枕 

二

五 

 

よ

く

表

れ

る

歌

枕 
い

ず

す

が

は

四

首

、

み

た

ら

し

が

は

三

首 

釈

部 

六

三

首 
 

歌

枕

を

使

う

和

歌

七

首 

（

7
.9

3

％

） 
 

使

わ

れ

る

歌

枕 

七 

 

二

回

使

わ

れ

て

い

る

歌

枕

は

一

つ

も

な

い

。 

 

こ

の

デ

ー

タ

に

は

い

く

つ

か

興

味

深

い

と

こ

ろ

が

あ

る

。

ま

ず

は

、

比

率

に

着

目

す

る

と

、

羇

旅

と

神

祇

の

巻

の

歌

枕

は

、

他

の

巻

と

比

べ

る

と

歌

枕

の

使

用

頻

度

が

か

な

り

高

い

。

羇

部

の

九

三

首

の

中

で

歌

枕

を

使

う

和

歌

は

四

二

首

（

4
5

.1
6

％

）

あ

り

、

神

部

の

六

五

首

の

中

で

歌

枕

を

使

う

和

歌

は

三

三

首

（

5
0

.7
6

％

）

で

あ

る

。

ど

ち

ら

も

半

数

ほ

ど

が

歌

枕

を

使

っ

て

い

る

こ

と

が

分

か

る

が

、

そ

れ

は

よ

く

考

え

れ

ば

あ

た

り

ま

え

の

こ

と

で

あ

る

。

旅

の

歌

に

は

名

所

は

設

定

場

面

と

し

て

欠

か

せ

な

い

も

の

で

あ

り

、

同

様

に

山

や

川

な

ど

の

よ

う

な

自

然

の

要

素

と

親

密

な

関

係

の

あ

る

神

道

の

歌

で

歌

枕

が

詠

ま

れ

る

の

は

当

然

だ

と

言

え

る

か

ら

で

あ

る

。

逆

に

釈

教

巻

で

は

歌

枕

の

使

用

頻

度

が

低

い

こ

と

（

7
.9

3
％

）

を

考

慮

に

い

れ

る

と

神

祇

巻

の

デ

ー

タ

が

よ

り

興

味

深

く

な

る

。

な

ぜ

な

ら

、

こ

の

日

本

の

二

つ

の

宗

教

は

、

自

然

に

対

す

る

概

念

が

異

な

っ

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

神

道

の

考

え

で

は

、

神

社

と

か

神

像

な

ど

の

よ

う

な

崇

拝

の

物

よ

り

、

自

然

そ

の

も

の

の

方

が

神

聖

な

も

の

だ

と

さ

れ

る

。

山

や

湖

や

島

や

森

な

ど

が

、

も

と

も

と

は

け

が

れ

の

な

い

場

所

で

あ

り

、

神

様

の

最

高

の

現

れ

だ

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

れ

と

違

い

、

仏

教

に

よ

る

と

、

経

験

的

認

識

は

錯

覚

を

起

こ

さ

せ

る

経

験

に

過

ぎ

な

く

、

自

然

の

景

色

は

宗

教

的

に

そ

の

よ

う

に

大

切

な

要

素

で

は

な

い

。

そ

の

こ

と

が

歌

枕

の

頻

度

の

高

低

で

も

は

っ

き

り

と

表

れ

て

い

る

と

言

え

る

。 



52 
 

 
し

か

し

、

も

う

一

つ

歌

枕

の

使

用

頻

度

が

尐

な

い

部

が

あ

る

。

そ

れ

は

哀

部

で

あ

る

。

哀

傷

部

の

百

首

の

和

歌

の

中

で

、

歌

枕

を

使

う

和

歌

は

八

首

（

8

％

）

の

み

で

あ

る

。

こ

の

頻

度

は

、

釈

教

巻

の

そ

れ

と

ほ

ぼ

一

致

す

る

た

め

、

直

接

的

な

関

係

が

あ

る

と

推

測

さ

れ

る

。

そ

れ

は

、

哀

情

の

歌

は

人

の

死

を

悲

し

み

恨

む

歌

で

あ

り

、

日

本

で

古

代

か

ら

人

の

死

は

、

神

道

で

は

な

く

、

仏

教

の

領

域

と

な

る

か

ら

で

あ

る

。 

 

尚

、

冬

の

巻

の

デ

ー

タ

も

見

逃

し

て

は

い

け

な

い

。

こ

こ

で

目

立

つ

の

は

、

古

代

に

雪

で

有

名

で

あ

っ

た

吉

野

が

た

っ

た

二

箇

所

に

し

か

表

れ

て

い

な

い

こ

と

だ

。

こ

れ

は

時

代

の

移

り

変

わ

り

と

と

も

に

歌

枕

の

本

質

も

変

わ

っ

て

き

た

と

い

う

こ

と

の

証

明

に

も

な

り

う

る

。

吉

野

は

古

代

に

は

雪

だ

け

に

限

ら

ず

、

隠

遁

生

活

を

送

る

こ

と

に

し

た

人

の

寂

し

い

場

所

と

し

て

も

詠

ま

れ

て

お

り

、

「

新

古

今

時

代

」

の

歌

人

は

そ

れ

を

忘

れ

て

は

い

な

い

。

し

か

し

こ

れ

に

関

し

て

は

、

後

に

述

べ

る

こ

と

す

る

。 

 

ロ 

歌

枕

を

使

う

和

歌

の

配

列 

第

二

節

で

は

、

土

地

に

関

す

る

民

話

に

起

源

が

あ

る

歌

枕

を

除

け

ば

、

歌

枕

は

基

本

的

に

二

つ

の

グ

ル

ー

プ

に

分

け

ら

れ

る

と

述

べ

た

。

つ

ま

り

、

場

所

の

地

理

的

な

特

徴

お

よ

び

、

場

所

の

名

に

起

源

が

あ

る

歌

枕

で

あ

る

。

本

節

で

は

、

同

じ

歌

枕

を

詠

む

和

歌

連

続

を

挙

げ

、

そ

の

連

続

は

詠

ま

れ

る

歌

枕

に

よ

っ

て

異

な

る

テ

ク

ニ

ッ

ク

で

編

纂

さ

れ

て

き

た

か

ど

う

か

を

明

ら

か

に

す

る

。

特

に

、

掛

詞

を

成

す

歌

枕

の

場

合

は

、

選

者

た

ち

は

ど

う

い

う

ふ

う

に

和

歌

の

配

列

を

決

め

た

か

。

さ

ら

に

同

様

に

、

場

所

の

地

理

的

な

特

徴

を

利

用

す

る

歌

枕

を

中

心

に

す

る

和

歌

連

続

は

、

全

体

と

し

て

ど

の

よ

う

な

印

象

を

与

え

る

の

か

。

こ
れ
ら
の
点
を
明
確
に

す
る
た

め

に

、

と

り

あ

え

ず

一

番

意

味

深

い

例

を

挙

げ

る

。 

『

新

古

今

』

で

歌

枕

を

使

う

和

歌

が

連

続

す

る

の

は

九

四

箇

所

あ

る

。

平

均

的

に

こ

の

連

続

は

三

、

四

首

の

歌

の

連

続

で

あ

る

が

、

二

九

首

の

長

い

連

続

が

一

つ

あ

る

。

こ

れ

は

、

一

五

九

〇

番

∼

一

六

一

八

番

で

あ

る

。

歌

枕

を

使

う

九

四

箇

所

の

連

続

の

中

に

は

、

同

じ

歌

枕

を

使

う

和

歌

が

連

な

る

場

合

も

あ

る

。

そ

れ

ら

は

次

の

三

二

箇

所

で

あ

る

。 

 

か

す

が

一

二

・

一

三

、

た

つ

た

九

〇

・

九

一

、

よ

し

の

一

三

二

・

一

三

三

、

ふ

し

み

二

九

一

・

二

九

二

、

は

は

そ

の

も

り

五

三
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一

・

五

三

二

、

あ

す

か

か

つ

ら

ぎ

五

四

一

・

五

四

二

、

お

ほ

い

が

は

五

五

五

.

五

五

六

、

な

に

は

六

二

五

・

六

二

六

、

う

ぢ

六

三

六

・

六

三

七

、

ふ

き

あ

げ

の

は

ま

六

四

六

・

六

四

七

、

な

る

み

六

四

八

～

六

五

〇

、

か

た

の

六

八

五

・

六

八

六

、

う

ぢ

七

四

二

・

七

四

三

、

さ

が

七

八

五

～

七

八

七

、

あ

ぶ

く

や

ま

八

六

六

・

八

六

七

、

い

せ

九

四

三

～

九

四

五

、

う

つ

の

や

ま

九

八

一

～

九

八

三

、

ふ

じ

一

〇

〇

八

・

一

〇

〇

九

、

く

つ

ば

や

ま

一

〇

一

三

・

一

〇

一

四

、

し

の

ぶ

一

〇

九

三

～

一

〇

九

六

、

な

と

り

が

は

一

一

一

八

・

一

一

一

九

、

な

が

ら

の

は

し

一

五

九

二

～

一

五

九

四

、

す

ま

一

五

九

六

～

一

五

九

八

、

す

み

よ

し

一

六

〇

五

・

一

六

〇

六

、

ふ

ぢ

一

六

一

二

～

一

六

一

四

、

よ

し

の

一

六

一

六

～

一

六

一

八

、

お

ほ

は

ら

一

六

三

八

・

一

六

三

九

、

ぬ

び

き

の

た

き

一

六

五

〇

・

一

六

五

一

、

あ

ま

の

か

は

一

六

五

二

・

一

六

五

三

、

み

た

ら

し

が

は

一

八

八

八

・

一

八

八

九

、

お

し

お

一

八

九

九

・

一

九

〇

〇

、

く

ま

の

一

九

〇

七

・

一

九

〇

八

。 

― 

信

夫 

 

右

の

一

覧

を

見

る

と

分

か

る

よ

う

に

、

同

じ

歌

枕

を

使

う

和

歌

の

連

続

は

、

二

首

続

く

の

が

最

も

多

く

三

首

以

上

に

及

ぶ

の

は

尐

な

い

。

四

首

ま

で

至

る

歌

枕

は

一

つ

の

み

で

あ

る

。

こ

れ

は

「

し

の

ぶ

」

だ

。

信

夫

は

『

歌

こ

と

ば

歌

枕

大

辞

典

』

で

は

次

の

よ

う

に

言

及

し

て

い

る

。 

陸

奥

国

の

歌

枕

。

『

続

日

本

紀

』

に

名

が

見

え

る

。

現

在

の

福

島

市

域

の

地

。

山

を

中

心

に

里

・

杜

・

原

・

浦

な

ど

広

範

囲

に

わ

た

り

詠

歌

の

対

象

と

な

っ

た

。

『

伊

勢

物

語

』

十

五

段

で

の

「

し

の

ぶ

山

忍

び

て

通

ふ

道

も

が

な

人

の

心

の

奥

も

見

る

べ

く

」

（

二

三

）

の

歌

が

初

出

で

、

以

後

「

心

の

奥

」

に

寄

せ

て

の

忍

恋

の

歌

が

詠

じ

ら

れ

た

。(

久
保
田
淳
、
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば
歌

枕
大
辞
典
』
角
川
書
店
、1999.5

、p
.414

)  

次

に

見

ら

れ

る

連

続

の

前

に

一

〇

九

二

番

の

歌

が

置

か

れ

て

い

る

の

で

、

こ

れ

も

挙

げ

る

。 

 
 

物

思

ふ

と

い

は

ぬ

ば

か

り

は

忍

ぶ

と

も

い

か

が

は

す

べ

き

袖

の

し

づ

く

を 

（

一

〇

九

二

・

神

祇

伯

顕

仲

） 

 
 

人

し

れ

ず

く

る

し

き

も

の

は

信

夫

山

下

は

ふ

葛

の

恨

み

な

り

け

り 
（

一

〇

九

三

・

淸

輔

朝

臣

） 
 

 
  

 
 

 
 

消

え

ね

た

だ

信

夫

の

山

の

峯

の

雲

か

か

る

心

の

跡

も

な

き

ま

で 

（

一

〇

九

四

・

藤

原

雃

経

） 

 
 

か

ぎ

り

あ

れ

ば

信

夫

の

山

の

ふ

も

と

に

も

落

葉

が

上

の

露

ぞ

色

づ

く

（

一

〇

九

五

・

左

衞

門

督

通

光

） 
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う

ち

は

へ

て

く

る

し

き

も

の

は

人

目

の

み

し

の

ぶ

の

浦

の

あ

ま

の

栲

繩 

（

一

〇

九

六

・

二

條

院

讃

岐

） 

 

こ

れ

は

な

ぜ

で

あ

ろ

う

か

。

右

の

連

続

は

恋

部

に

属

す

る

か

ら

だ

と

い

っ

て

も

過

言

で

は

な

か

ろ

う

。

实

は

、

「

志

信

」

と

い

う

地

名

の

和

歌

的

な

意

義

は

、

地

理

的

な

特

徴

よ

り

も

、

「

忍

ぶ

」

と

「

偲

ぶ

」

と

い

う

動

詞

と

の

同

音

に

基

づ

く

も

の

で

あ

る

。

そ

の

た

め

、

「

志

信

」

は

隠

さ

れ

た

恋

の

隠

喩

と

し

て

よ

く

詠

ま

れ

て

い

る

。

要

す

る

に

、

こ

の

場

合

で

は

掛

詞

の

役

割

が

優

勢

だ

と

い

う

こ

と

だ

。

同

様

の

こ

と

が

他

の

連

続

で

も

見

ら

れ

る

か

ど

う

か

他

の

歌

枕

に

関

し

て

も

言

及

す

る

。 

 

言

う

ま

で

も

な

い

こ

と

だ

が

、

右

の

連

続

の

为

な

テ

ー

マ

は

ひ

そ

か

な

恋

だ

。

各

歌

で

は

、

自

分

の

気

持

ち

を

隠

す

こ

と

は

何

よ

り

も

大

変

な

体

験

だ

と

言

わ

れ

て

い

る

。

も

ち

ろ

ん

言

葉

は

違

う

が

、

各

歌

で

は

読

み

手

が

自

分

の

心

を

告

白

す

る

よ

う

に

勇

気

を

出

せ

ば

幸

い

で

あ

る

と

い

う

よ

う

な

秘

め

た

考

え

を

表

す

。

と

い

う

の

は

、

本

連

続

で

は

何

度

も

同

じ

こ

と

が

繰

り

返

さ

れ

て

い

る

の

だ

。

し

か

し

そ

れ

は

、

反

復

の

巧

み

な

技

巧

に

よ

り

、

単

調

な

印

象

を

与

え

ず

に

、

歌

人

の

気

持

ち

を

敶

衍

す

る

こ

と

だ

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。 

― 

鳴

海 

 
 

さ

夜

千

鳥

声

こ

そ

近

く

な

る

み

潟

か

た

ぶ

く

月

に

潮

や

満

つ

ら

む 

（

六

四

八

・

正

三

位

季

能

） 

 
 

風

吹

け

ば

よ

そ

に

な

る

み

の

か

た

思

ひ

思

は

ぬ

波

に

鳴

く

千

鳥

か

な 

（

六

四

九

・

藤

原

秀

能

） 
 

 
 

 

 
 

浦

人

の

日

も

夕

暮

に

な

る

み

潟

か

へ

る

袖

よ

り

千

鳥

鳴

く

な

り 

（

六

五

〇

・

左

衞

門

督

通

光

） 
 

 

こ

こ

も

、

地

名

の

地

理

的

な

特

徴

よ

り

、

地

名

の

名

が

利

用

さ

れ

て

い

る

。

即

ち

、

「

な

る

み

」

は

掛

詞

と

し

て

使

わ

れ

て

い

る

。 
 

片

桐

氏

は

、

こ

の

歌

枕

を

次

の

よ

う

に

解

釈

し

た

。 

 

【

鳴

海

】

（

略

）

实

際

の

土

地

と

は

関

係

な

く

、

「

成

る

身

」

「

成

る

」

「

な

り

」

と

掛

け

て

よ

ん

だ

り

、

「

浦

」

に

「

恨

」

を

掛

け

た

表

現

が

多

か

っ

た

。

そ

の

ほ

か

、

「

月

」

「

霞

」

「

浜

ひ

さ

ぎ

」

「

千

鳥

」

「

浪

」

な

ど

の

海

辺

の

景

物

が

よ

み

込

ま

れ

た

が

、

「

身

」

「

恨

」

な

ど

を

掛

け

る

表

現

パ

タ

ー

ン

で

あ

る

ゆ

え

に

、

人

事

と

自

然

を

一

体

的

に

表

現

す

る

こ

と

が

多

い

の

は

当

然

で

あ

ろ

う

。(

片
桐
洋
一
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞

典
増
訂
版
』
笠
間
書
院
、2

0
0

4
.2 )  
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こ

の

場

合

で

も

、

鳴

海

を

軸

に

す

る

右

の

連

続

は

大

体

同

じ

イ

メ

ー

ジ

を

繰

り

返

し

見

せ

る

。

各

歌

で

、

鳴

海

の

冷

た

い

波

の

上

で

千

鳥

の

悲

し

い

声

が

響

き

、

冬

の

寂

し

さ

を

深

く

感

じ

さ

せ

る

。

久

保

田

淳

氏

は 
日

本

の

四

季

の

美

意

識

を

鳥

で

い

え

ば

、

や

は

り

春

は

鶯

、

夏

は

時

鳥

、

秋

は

雁

、

そ

し

て

冬

は

千

鳥

で

あ

ろ

う

か

。

清

尐

納

言

は

『

枕

草

子

』

「

鳥

は

」

の

段

で

、

千

鳥

の

こ

と

を

「

い

と

を

か

し

」

と

し

か

言

及

し

て

い

な

い

が

、

日

本

人

に

は

あ

る

種

の

哀

感

を

も

っ

て

思

い

起

こ

さ

れ

る

鳥

で

は

な

か

ろ

う

か

。 

と

述

べ

て

い

る

。(

久
保
田
淳
、
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば

歌
枕
大
辞
典
』
角
川
書
店
、1

9
9

9
.5

、p
55

2 ) 

― 

嵯

峨 

 

「

嵯

峨

」

も

同

じ

よ

う

に

利

用

さ

れ

て

い

る

。

な

ぜ

な

ら

、

「

嵯

峨

」

は

「

性

」

に

掛

け

ら

れ

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

次

の

三

首

の

和

歌

は

、

「

性

」

と

の

掛

詞

を

使

い

、

涙

を

嵯

峨

野

の

露

に

、

泣

き

声

を

虫

の

音

に

例

え

、

嵯

峨

野

に

葬

ら

れ

た

故

人

を

偲

ぶ

。 

 
 

さ

ら

で

だ

に

露

け

き

嵯

峨

の

野

べ

に

来

て

昔

の

跡

に

し

を

れ

ぬ

る

か

な 

（

七

八

五

・

權

中

納

言

俊

忠

） 

 
 

か

な

し

さ

は

秋

の

嵯

峨

野

の

き

り

ぎ

り

す

な

ほ

ふ

る

さ

と

に

音

を

や

鳴

く

ら

む 

（

七

八

六

・

後

德

大

寺

左

大

臣

） 

 
 

今

は

さ

は

憂

き

世

の

嵯

峨

の

野

べ

を

こ

そ

露

消

え

は

て

し

跡

と

し

の

ば

め 

（

七

八

七

・

皇

太

后

宮

大

夫

俊

成

女

） 

 

父

と

妻

と

母

。

右

の

そ

れ

ぞ

れ

の

和

歌

で

は

そ

の

よ

う

な

人

の

死

が

嘆

か

れ

て

い

る

。

も

ち

ろ

ん

、

本

連

続

は

哀

傷

歌

の

巻

に

載

っ

て

お

り

、

各

和

歌

で

特

別

な

イ

メ

ー

ジ

か

情

趣

を

見

つ

け

る

わ

け

に

は

い

か

な

い

と

認

め

ざ

る

を

得

な

い

。

だ

が

、

こ

の

場

合

も

、

詠

ま

れ

る

歌

枕

は

掛

詞

を

含

む

こ

と

が

で

き

る

歌

枕

で

あ

り

、

和

歌

の

趣

に

関

す

る

歌

人

の

態

度

は

い

つ

も

あ

ま

り

変

わ

ら

な

い

も

の

で

あ

る

。

こ

こ

は

、

先

ほ

ど

述

べ

た

よ

う

に

、

歌

人

が

「

嵯

峨

」

と

「

性

」

と

の

同

音

を

利

用

し

、

悲

し

い

性

の

イ

メ

ー

ジ

を

暗

示

す

る

こ

と

に

し

た

の

だ

。 

― 

伊

勢 

 
 

幾

夜

か

は

月

を

あ

は

れ

と

な

が

め

来

て

波

に

折

り

敶

く

伊

勢

の

浜

荻 

（

九

四

三

・

越

前

） 
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知

ら

ざ

り

し

八

十

瀬

の

波

を

分

け

過

ぎ

て

か

た

敶

く

袖

は

伊

勢

の

浜

荻 

（

九

四

四

・

宜

秋

門

院

丹

後

） 

 
 

風

さ

む

み

伊

勢

の

浜

荻

分

け

ゆ

け

ば

衣

か

り

が

ね

波

に

鳴

く

な

り 

（

九

四

五

・

前

中

納

言

匡

房

） 
 

 

右

の

和

歌

は

羇

旅

部

に

属

し

、

三

首

と

も

伊

勢

の

浜

萩

を

詠

む

歌

で

あ

る

。

和

歌

の

世

界

で

は

伊

勢

は

「

国

」

「

海

」

「

浜

荻

」

と

連

語

と

し

て

用

い

ら

れ

て

い

る

歌

枕

だ

が

、

掛

言

葉

を

作

る

に

は

め

っ

た

に

利

用

さ

れ

て

い

な

い

。

和

歌

の

趣

を

中

心

に

す

れ

ば

、

匡

房

の

歌

は

越

前

と

丹

後

の

歌

と

深

く

異

な

る

と

言

え

る

だ

ろ

う

。

最

初

の

二

首

（

九

九

三

・

九

九

四

）

は

、

同

じ

本

歌

（

神

風

や

伊

勢

の

浜

荻

折

り

伏

せ

て

旅

寝

や

す

ら

む

荒

き

浜

べ

に

・

万

葉

雄

・

五

〇

〇

・

よ

み

人

し

ら

ず

）

を

取

る

こ

と

だ

け

に

限

ら

ず

、

歌

人

の

気

持

ち

も

余

り

変

わ

ら

な

い

。

な

ぜ

な

ら

、

越

前

も

丹

後

も

伊

勢

の

浜

ま

で

の

旅

を

思

い

出

す

か

ら

で

あ

る

。

越

前

は

「

題

中

の

「

海

浜

」

を

伊

勢

の

海

浜

と

し

、

本

歌

の

浜

荻

に

月

を

配

し

、

旅

情

の

わ

び

し

さ

を

優

雃

に

し

て

い

る

」(

峯
村
文
人
校
注
・
訳
『
新
古
今
和
歌
雄
』
（
日

本
古
典
文
学
全
雄
）
小
学
館
、1

9
7

4
.3

、p
.2

9
6 )

。

同

様

に

、

丹

後

は

鈴

鹿

川

の

た

く

さ

ん

の

瀬

の

記

憶

を

心

に

蘇

ら

せ

る

。

従

っ

て

、

歌

人

が

伊

勢

の

浜

に

居

る

も

の

の

、

現

在

の

認

識

よ

り

、

過

去

の

記

憶

の

方

が

優

勢

だ

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

そ

れ

と

違

い

、

『

古

今

雄

』

の

「

夜

を

さ

む

み

衣

か

り

が

ね

鳴

く

な

へ

に

は

ぎ

の

下

葉

も

う

つ

ろ

ひ

に

け

り

」

と

い

う

和

歌

（

二

一

一

・

よ

み

人

知

ら

ず

）

を

取

っ

て

い

る

匡

房

の

和

歌

で

は

、

注

意

は

現

在

の

景

色

に

雄

中

さ

れ

る

。

歌

人

は

伊

勢

の

浜

荻

を

分

け

て

い

く

と

、

風

の

寒

さ

を

感

じ

る

し

、

雁

が

ね

の

悲

痛

な

声

も

聞

こ

え

る 

― 

宇

津

の

山 

 
 

旅

寝

す

る

夢

路

は

ゆ

る

せ

宇

津

の

山

関

と

は

聞

か

ず

守

る

人

も

な

し

（

九

八

一

・

藤

原

家

隆

朝

臣

） 
 

 
 

都

に

も

い

ま

や

衣

を

宇

津

の

山

夕

霜

は

ら

ふ

蔦

の

し

た

道 
（

九

八

二

・

藤

原

定

家

朝

臣

） 

 
 

袖

に

し

も

月

か

か

れ

と

は

契

り

お

か

ず

涙

は

知

る

や

宇

津

の

山

越

え 

（

九

八

三

・

鴨

長

明

） 

 

右

の

和

歌

は

旅

の

巻

に

収

め

ら

れ

て

い

る

。

そ

の

た

め

、

故

郷

へ

の

思

い

か

ら

潜

在

的

に

寂

し

さ

が

感

じ

ら

れ

る

の

は

当

然

で

あ

ろ

う

。

だ

が

三

首

と

も

に

、

特

に

幻

想

的

な

雰

囲

気

が

感

じ

ら

れ

る

。

家

隆

の

和

歌

は

、

本

歌

（

駿

河

な

る

宇

津

の

山

べ

の

う

つ

つ

に

も

夢

に

も

人

に

逢

は

ぬ

な

り

け

り

―

『

新

古

今

』

九

〇

四

・

伊

勢

物

語

九

段

）

と

同

様

に

、

う

つ

の

や

ま

を

夢

の

世

界

に

結

び

つ
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け

て

い

る

。

定

家

も

、

は

っ

き

り

夢

の

こ

と

に

は

言

及

し

な

い

が

、

都

で

恋

人

は

何

を

し

て

い

る

の

か

、

と

い

う

表

現

が

夢

に

つ

な

が

っ

て

い

る

と

言

え

る

。

最

後

の

長

明

の

歌

に

は

、

歌

人

の

涙

が

意

識

的

に

現

实

を

認

識

す

る

だ

ろ

う

か

と

い

う

疑

問

さ

え

読

者

の

心

に

生

じ

て

し

ま

う

。 

 

定

家

の

和

歌

で

は

宇

津

の

山

と

い

う

名

所

歌

枕

が

掛

け

言

葉

（
「

こ

ろ

も

を

宇

津

の

山

」
）

を

作

る

た

め

に

も

用

い

ら

れ

て

い

る

が

、

全

体

と

し

て

右

の

連

続

で

は

特

に

強

調

さ

れ

る

こ

と

は

、

孤

独

を

深

く

感

じ

さ

せ

る

宇

津

の

山

の

山

路

だ

と

言

え

る

だ

ろ

う

。

つ

ま

り

、

場

所

の

名

前

よ

り

も

、

場

所

の

地

理

的

な

特

徴

（

ぽ

つ

ん

と

離

れ

た

山

道

）

が

利

用

さ

れ

て

い

る

。

さ

ら

に

、

本

和

歌

連

続

の

随

分

興

味

深

い

こ

と

は

、

歌

人

の

注

意

が

次

第

に

夢

の

次

元

（
「

夢

路

は

ゆ

る

せ

」
）

か

ら

、

遠

い

都

に

居

る

恋

人

の

こ

と

を

空

想

す

る

定

家

の

和

歌

（
「

都

に

も

い

ま

や

こ

ろ

も

を

」
）

を

経

、

月

影

が

袖

の

涙

に

映

っ

て

い

る

（
「

袖

に

し

も

月

か

か

れ

と

は

契

り

お

か

ず

涙

は

知

る

や

」
）

現

在

の

場

面

に

ま

で

移

っ

て

来

る

と

い

う

こ

と

だ

と

思

う

。

な

ん

ど

も

述

べ

て

い

る

が

、

歌

枕

の

地

理

的

な

特

徴

が

力

説

さ

れ

る

和

歌

連

続

は

、

イ

メ

ー

ジ

か

テ

ー

マ

を

敶

衍

す

る

よ

り

、

物

語

的

発

展

を

目

的

に

す

る

。

無

論

、

右

の

連

続

で

は

、

他

の

連

続

で

も

見

え

る

よ

う

に

、

描

写

さ

れ

る

こ

と

が

或

る

で

き

ご

と

で

は

な

く

て

歌

人

の

意

識

の

変

化

で

あ

る

。 

― 

長

柄

の

橋 

 
 

年

ふ

れ

ば

朽

ち

こ

そ

ま

さ

れ

橋

柱

昔

な

が

ら

の

名

だ

に

変

わ

ら

で 

（

一

五

九

二

・

壬

生

忠

岑

） 

 
 

春

の

日

の

長

柄

の

浜

に

舟

と

め

て

い

づ

れ

か

橋

と

問

へ

ど

答

え

ぬ 

（

一

五

九

三

・

惠

慶

法

師

） 

 
 

朽

ち

に

け

る

長

柄

の

橋

を

来

て

見

れ

ば

蘆

の

枯

葉

に

秋

風

ぞ

吹

く 

（

一

五

九

四

・

後

德

大

寺

左

大

臣

） 

 

『

新

古

今

』

で

「

な

が

ら

の

は

し

」

は

、

右

の

三

首

の

和

歌

に

の

み

現

れ

る

が

、

最

初

の

二

首

の

和

歌

だ

け

掛

詞

と

し

て

使

わ

れ

て

い

る

。

忠

岑

の

歌

の

「

昔

な

が

ら

」

は

「

昔

の

ま

ま

」

を

意

味

し

、

惠

慶

の

和

歌

の

「

春

の

日

の

な

が

ら

の

浜

」

は

「

春

の

日

の

長

い

長

柄

の

浜

」

を

意

味

す

る

。

良

く

分

か

る

よ

う

に

、

こ

の

連

続

の

テ

ー

マ

は

時

間

の

不

可

避

な

流

れ

と

人

生

の

は

か

な

さ

で

あ

る

が

、

長

柄

の

橋

と

い

う

歌

枕

が

物

語

的

発

展

よ

り

も

、

イ

メ

ー

ジ

の

敶

衍

化

の

た

め

に

使

わ

れ

て

い

る

。

各

和

歌

で

歌

人

は

、

長
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命

を

考

え

さ

せ

る

橋

の

名

前

と

、

そ

の

橋

が

も

う

な

く

な

っ

て

い

る

と

い

う

悲

し

い

事

实

と

の

矛

盾

に

悩

む

。

橋

の

代

わ

り

に

、

实

定

（

後

德

大

寺

左

大

臣

）

の

和

歌

の

下

の

句

の

よ

う

に

、

蘆

の

枯

れ

葉

に

吹

く

陰

鬱

な

秋

風

だ

け

残

っ

て

い

る

。

か

く

し

て

、

同

じ

イ

メ

ー

ジ

の

反

復

に

よ

っ

て

場

面

の

心

細

い

情

趣

が

広

が

っ

て

い

る

。 

― 

須

磨 

 
 

須

磨

の

浦

の

な

ぎ

た

る

朝

は

目

も

は

る

に

霞

に

ま

が

ふ

海

人

の

釣

舟 

（

一

五

九

六

・

藤

原

孝

善

） 

 
 

秋

風

の

関

吹

き

越

ゆ

る

た

び

ご

と

に

声

う

ち

そ

ふ

る

須

磨

の

浦

波 

（

一

五

九

七

・

壬

生

忠

見

） 

 
 

須

磨

の

関

夢

を

と

ほ

さ

ぬ

波

の

音

を

思

ひ

も

よ

ら

で

宿

を

か

り

け

る 

（

一

五

九

八

・

前

大

僧

正

慈

円

） 

 

「

須

磨

」

を

詠

む

こ

の

三

首

の

和

歌

で

は

、

掛

詞

は

な

い

が

絵

巻

物

の

よ

う

に

同

じ

場

面

を

三

つ

の

別

の

時

間

で

と

ら

え

ら

れ

た

と

考

え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

一

五

九

六

番

は

海

人

が

朝

の

微

風

を

受

け

、

海

の

波

の

中

を

通

っ

て

遠

く

へ

行

く

場

面

を

描

写

す

る

。

二

番

目

の

歌

で

は

、

時

間

的

な

設

定

は

不

明

で

あ

る

が

、

時

間

は

昼

か

午

後

で

は

な

い

か

と

考

え

ら

れ

る

。

な

ぜ

な

ら

、

最

後

の

和

歌

に

あ

る

「

夢

」

と

「

宿

」

の

言

葉

に

よ

り

、

場

面

は

夜

だ

と

い

う

こ

と

が

分

か

る

か

ら

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

、

本

連

続

で

は

時

間

の

流

れ

は

き

ち

ん

と

感

じ

ら

れ

る

し

、

こ

ち

ら

で

描

写

さ

れ

る

場

面

は

か

な

り

ダ

イ

ナ

ミ

ッ

ク

な

印

象

を

与

え

る

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。 

― 

富

士 

 
 

世

の

中

を

心

高

く

も

い

と

ふ

か

な

富

士

の

け

ぶ

り

を

身

の

思

ひ

に

て 

（

一

六

一

二

・

前

大

僧

慈

円

） 

 
 

風

に

な

び

く

富

士

の

け

ぶ

り

の

空

に

消

え

て

ゆ

く

へ

も

知

ら

ぬ

わ

が

思

ひ

か

な 

（

一

六

一

三

・

西

行

法

師

） 

 
 

時

知

ら

ぬ

山

は

富

士

の

嶺

い

つ

と

て

か

鹿

の

子

ま

だ

ら

に

雪

の

降

る

ら

む 

（

一

六

一

四

・

在

原

業

平

朝

臣

） 
 

 

こ

の

和

歌

で

は

掛

詞

な

ど

の

よ

う

な

技

巧

は

な

い

。

こ

こ

は

、

「

富

士

山

」

の

現

实

性

の

あ

る

特

徴

（

つ

ま

り

雪

と

煙

）

が

上

手

く

利

用

さ

れ

て

い

る

。

最

初

の

二

首

の

和

歌

は

か

な

り

似

て

い

る

と

言

え

る

。

両

歌

と

も

僧

が

詠

ん

だ

歌

で

あ

り

、

「

富

士

山

」

の

煙

を

歌

人

の

心

と

比

べ

て

い

る

。

だ

が

、

慈

円

と

西

行

は

そ

れ

ぞ

れ

別

の

態

度

あ

る

い

は

別

の

気

持

ち

を

表

わ

し

て

い

る

。

慈

円

は

、
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富

士

山

か

ら

空

に

立

ち

の

ぼ

る

煙

を

見

な

が

ら

、

彼

自

身

が

同

じ

よ

う

に

俗

世

間

を

捨

て

る

つ

も

り

だ

と

い

う

こ

と

を

表

す

る

。

西

行

法

師

も

、

風

に

な

び

く

富

士

の

煙

を

見

て

自

分

の

状

態

を

考

え

て

し

ま

う

が

、

隠

遁

を

き

ち

ん

と

願

望

す

る

慈

円

と

違

い

、

彼

は

自

分

の

魂

が

ど

う

な

る

か

分

か

ら

な

い

と

い

う

よ

う

な

不

安

を

表

す

。

そ

れ

に

対

し

て

、

業

平

の

和

歌

は

前

の

二

首

の

和

歌

と

は

大

分

異

な

る

。

業

平

は

「

富

士

」

の

煙

で

は

な

く

、

永

続

的

な

雪

を

詠

む

。

し

か

も

、

精

神

的

な

雰

囲

気

か

ら

も

っ

と

理

性

的

な

雰

囲

気

に

移

る

。

小

学

館

の

『

新

古

今

和

歌

雄

』

の

注

釈

に

よ

る

と

、

「

夏

に

も

雪

の

降

る

富

士

を

見

て

、

『

万

葉

雄

』

の

山

部

赤

人

は

、

そ

の

神

秘

感

を

厳

粛

に

う

た

っ

た

が

、

こ

の

作

者

は

、

知

的

風

雃

の

対

象

と

し

て

興

じ

た

」

と

あ

る

。

そ

う

い

う

ふ

う

に

本

和

歌

連

続

で

は

、

歌

人

の

三

つ

の

精

神

状

態

が

描

か

れ

て

い

る

こ

と

が

分

か

る

。

す

な

わ

ち

、

（

隠

遁

生

活

へ

の

）

憧

れ

と

（

運

命

へ

の

）

不

安

と

（

富

士

山

の

美

し

さ

へ

の

）

驚

き

で

あ

る

。 

― 

吉

野 

 
 

花

な

ら

で

た

だ

柴

の

戸

を

さ

し

て

思

ふ

心

の

奥

も

み

吉

野

の

山 

（

一

六

一

六

・

前

大

僧

正

慈

円

） 

 
 

吉

野

山

や

が

て

出

で

じ

と

思

ふ

身

を

花

散

り

な

ば

と

人

や

待

つ

ら

む 

（

一

六

一

七

・

西

行

法

師

） 
 

 
 

い

と

ひ

て

も

な

ほ

い

と

は

し

き

世

な

り

け

り

吉

野

の

奥

の

秋

の

夕

暮 

（

一

六

一

八

・

藤

原

家

衡

朝

臣

） 

 

こ

の

三

首

の

和

歌

の

詠

み

人

は

三

人

と

も

「

新

古

今

時

代

」

の

歌

人

で

あ

る

が

、

吉

野

の

イ

メ

ー

ジ

が

吉

野

の

古

代

の

イ

メ

ー

ジ

に

か

な

り

近

い

。 

 

先

行

研

究(

参
考 

片
桐
洋
一
「
歌
枕
・
吉
野
」
『
古
典
文
学
に
見
る
吉
野
―
桜
ト
ラ
ス

ト
運
動
記
念
講
演
録
』
片
桐
洋
一
ほ
か
著
、
和
泉
書
院
、1

9
9

6
.4

、p
.2

-30
)

が

明

ら

か

に

し

た

よ

う

に

、

万

葉

時

代

で

は

、

吉

野

は

特

に

雪

で

有

名

だ

っ

た

が

、

こ

の

最

初

の

二

首

で

は

春

の

花

が

詠

ま

れ

て

い

る

。

だ

が

本

連

続

で

は

吉

野

が

花

見

を

し

に

行

く

名

所

と

い

う

よ

り

も

、

世

の

中

を

遁

れ

る

隠

者

の

世

界

と

し

て

描

か

れ

て

い

る

。

こ

れ

は

、

慈

円

の

和

歌

か

ら

よ

く

分

か

る

。

し

か

し

、

世

の

中

を

遁

れ

る

こ

の

心

は

、

西

行

の

歌

で

不

安

定

と

な

る

。

实

は

西

行

は

、

慈

円

と

同

じ

よ

う

に

隠

遁

す

る

こ

と

に

し

た

が

、

慈

円

と

は

違

い

、

逃

れ

た

世

に

対

し

て

憧

れ

の

気

持

ち

を

感

じ

て

い

る

。

そ

の

よ

う

な

離

れ

た

と

こ

ろ

で

も

苦

悩

を

や

わ

ら

げ

る

の

は

無

理

だ

っ

た

と

い

う

考

え

は

、
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家

衡

の

和

歌

で

よ

く

見

え

る

。

彼

は

吉

野

に

隠

遁

し

て

も

厭

世

感

を

も

て

あ

ま

し

て

い

る

よ

う

だ

。

要

す

る

に

、

こ

ち

ら

で

も

撰

者

た

ち

が

或

る

人

の

ス

ト

ー

リ

ー

を

語

っ

て

み

た

よ

う

な

気

が

す

る

。

自

分

の

心

を

落

ち

着

か

せ

る

の

に

世

を

捨

て

る

こ

と

に

す

る

が

、

で

き

る

限

り

の

こ

と

を

や

っ

て

み

て

も

、

最

後

に

ど

う

し

よ

う

も

な

い

と

分

か

る

隠

遁

者

の

物

語

。 

  
 

 
 

ま

と

め 

本

章

で

は

、

『

新

古

今

和

歌

雄

』

に

お

け

る

歌

枕

の

役

割

を

取

り

上

げ

た

。

そ

れ

を

明

ら

か

に

す

る

た

め

に

、

『

新

古

今

和

歌

雄

』

で

詠

ま

れ

た

歌

枕

の

一

覧

を

作

成

し

、

こ

れ

を

も

と

に

以

下

の

二

点

を

調

査

し

た

。 

１

、

代

表

的

な

歌

枕

の

特

定

、

お

よ

び

そ

れ

ら

を

詠

み

こ

ん

だ

和

歌

の

特

徴

に

つ

い

て

。 

２

、

歌

枕

の

和

歌

の

配

列

に

対

す

る

役

割

に

つ

い

て

。 

 

こ

の

調

査

の

結

果

と

し

て

は

次

の

こ

と

が

挙

げ

ら

れ

る

。 

 

①

「

新

古

今

時

代

」

の

歌

人

に

は

一

度

も

訪

れ

て

い

な

い

所

を

詠

む

習

慣

が

あ

っ

た

と

は

言

う

も

の

の

『

新

古

今

』

で

特

に

多

く

詠

ま

れ

た

歌

枕

は

、

歌

人

た

ち

が

住

む

近

畿

の

歌

枕

で

あ

る

。

そ

れ

ら

の

歌

枕

の

中

で

一

番

多

く

詠

ま

れ

た

も

の

は

、

吉

野

で

あ

る

。

吉

野

は

、

後

鳥

羽

院

の

歌

壇

の

新

歌

風

を

代

表

す

る

歌

枕

だ

と

認

め

ら

れ

る

。

な

ぜ

な

ら

、

吉

野

の

和

歌

的

な

意

義

の

変

化

（

冬

か

ら

春

へ

）

は

、

「

新

古

今

時

代

」

の

歌

人

の

態

度

の

象

徴

と

し

て

考

え

ら

れ

る

か

ら

で

あ

る

。 

 

②

歌

枕

は

、

『

新

古

今

』

の

そ

れ

ぞ

れ

の

巻

に

均

質

に

配

分

さ

れ

て

い

る

。

し

か

し

、

羇

旅

と

神

祇

の

部

の

歌

枕

の

使

用

頻

度

は

非

常

に

高

い

。

そ

れ

に

対

し

、

釈

教

と

哀

情

の

部

の

そ

れ

は

低

い

。 

 

③

『

新

古

今

』

で

は

同

様

の

歌

枕

を

使

う

和

歌

の

連

続

が

か

な

り

多

い

。

二

九

首

の

長

い

連

続

も

一

つ

あ

る

が

、

平

均

的

に

こ

の

よ

う

な

連

続

は

三

、

四

首

で

あ

る

。

そ

の

中

に

は

同

じ

歌

枕

を

使

う

連

続

も

あ

り

、

そ

れ

ら

の

連

続

は

、

内

容

的

に

同

じ

詠

み

方

が

さ

れ

て

い

る

。

掛

詞

を

伴

う

歌

枕

を

詠

む

連

続

の

和

歌

は

、

通

常

相

互

的

に

似

て

お

り

、

同

様

に

同

じ

題

を

展

開

す

る

こ

と

が

多

い

。
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例

え

ば

、

「

鳴

海

」

や

「

嵯

峨

」

な

ど

の

よ

う

な

歌

枕

を

詠

む

歌

で

あ

る

。

こ

れ

ら

は

歌

枕

の

単

な

る

名

だ

け

に

限

ら

ず

、

自

然

地

理

的

な

特

徴

が

利

用

さ

れ

る

な

ど

の

幾

つ

か

の

共

通

点

が

あ

り

、

和

歌

の

連

続

が

も

っ

と

ダ

イ

ナ

ミ

ッ

ク

で

あ

る

。

「

須

磨

」

と

「

吉

野

」

を

詠

む

三

首

の

連

続

は

意

義

深

い

例

で

あ

る

。

な

ぜ

な

ら

、

「

須

磨

」

が

連

続

す

る

場

合

で

は

場

面

の

時

間

的

な

流

れ

が

見

え

、

「

吉

野

」

を

詠

む

三

首

の

連

続

で

は

詠

み

手

の

心

の

様

子

の

変

化

（

つ

ま

り

精

神

的

な

発

展

）

が

見

え

る

か

ら

で

あ

る

。 
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注

一 

比

喩

法

の

一

。

あ

る

事

物

を

表

す

の

に

、

そ

れ

と

深

い

関

係

の

あ

る

事

物

で

置

き

換

え

る

法

。

「

青

い

目

」

で

「

西

洋

人

」

を

、

「

鳥

居

」

で

「

神

社

」

を

表

す

類

。 
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第
二
章 

『
新
古
今
和
歌
雄
』
に
お
け
る
体
言
止
め 

  

は

じ

め

に 

 

第

一

章

で

は

『

新

古

今

雄

』

に

お

け

る

歌

枕

に

つ

い

て

論

じ

た

。

特

に

、

『

新

古

今

雄

』

の

歌

枕

は

ど

の

よ

う

な

特

徴

を

表

す

か

と

い

う

こ

と

を

明

ら

か

に

し

た

後

、

そ

れ

ら

は

本

勅

撰

雄

に

対

し

て

ど

の

よ

う

な

影

響

を

与

え

た

か

、

つ

ま

り

そ

れ

ぞ

れ

の

和

歌

連

続

で

は

ど

の

様

な

役

割

を

果

た

し

て

い

る

か

と

い

う

問

題

も

明

確

に

し

て

み

た

。

換

言

す

れ

ば

、

『

新

古

今

雄

』

の

撰

者

た

ち

は

和

歌

連

続

を

決

め

た

時

、

歌

枕

を

重

視

し

た

か

ど

う

か

を

明

ら

か

に

す

る

た

め

に

同

じ

歌

枕

を

詠

む

幾

つ

か

の

和

歌

連

続

を

分

析

し

た

。 

 

本

章

で

は

、

「

体

言

止

め

」

と

い

う

技

巧

を

中

心

に

し

て

、

同

様

の

調

査

を

行

う

。

周

知

の

よ

う

に

「

体

言

止

め

」

と

は

和

歌

の

句

の

最

後

を

名

詞

で

終

わ

ら

せ

る

表

現

技

法

だ

。

实

は

、

和

歌

で

使

わ

れ

る

体

言

止

め

は

、

ど

の

句

で

使

わ

れ

て

い

る

か

に

よ

っ

て

違

う

も

の

だ

。

た

と

え

ば

、

三

句

で

表

れ

れ

ば

「

三

句

体

言

止

め

」

と

称

す

る

が

、

第

五

句

で

表

れ

れ

ば

「

五

句

体

言

止

め

」

と

称

す

る

。

だ

が

、

こ

の

テ

ー

マ

を

研

究

し

た

他

の

学

者

の

例

に

従

っ

て

、

本

調

査

で

は

「

五

句

体

言

止

め

」

だ

け

を

中

心

に

す

る

。

そ

れ

は

、

『

新

古

今

雄

』

で

は

「

五

句

体

言

止

め

」

の

方

が

「

三

句

体

言

止

め

」

よ

り

数

的

に

も

質

的

に

も

興

味

深

い

も

の

だ

か

ら

で

あ

る

。

さ

て

、

『

新

古

今

雄

』

に

対

し

て

「

五

句

体

言

止

め

」

（
「

体

言

止

め

」

と

称

す

）

は

ど

の

よ

う

な

影

響

を

与

え

る

の

か

を

明

確

に

す

る

た

め

に

次

の

点

を

考

察

す

る

。 

 

① 

『

新

古

今

雄

』

の

和

歌

を

中

心

に

し

て

、

い

わ

ゆ

る

「

新

古

今

時

代

」

の

歌

人

は

、

体

言

止

め

に

対

し

て

ど

の

よ

う

な

態

度

を

示

す

か

。

す

な

わ

ち

彼

ら

は

、

体

言

止

め

を

欠

か

せ

な

い

詩

的

な

テ

ク

ニ

ッ

ク

と

見

な

し

て

い

た

か

ど

う

か

と

い

う

こ

と

を

調

べ

る

。

特

に

、

「

新

古

今

時

代

」

の

歌

人

に

よ

る

体

言

止

め

の

使

い

方

は

、

前

の

時

代

の

歌

人

と

比

べ

れ

ば

違

う

か

と

い

う

こ

と

も

論

考

す

る

。

こ

の

よ

う

な

調

査

を

行

う

た

め

に

は

、

「

八

代

雄

」

の

デ

ー

タ

を

対

照

す

る

（

参

考

p
.6

9

表

③

）
。

 
 

 

② 

『

新

古

今

雄

』

の

体

言

止

め

を

詳

し

く

論

究

す

る

。

と

り

あ

え

ず

当

時

は

、

体

言

止

め

を

作

る

に

は

ど

の

よ

う

な

言

葉

が

使

わ

れ

た

か

と

い

う

こ

と

を

調

べ

る

。

そ

う

す

れ

ば

、

体

言

止

め

な

ら

ば

他

の

言

葉

よ

り

特

に

相

忚

し

い

言

葉

が

あ

る

と

言

え

る

か

を
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確

認

す

る

で

あ

ろ

う

。

し

か

し

、

本

調

査

は

体

言

止

め

と

し

て

使

わ

れ

る

言

葉

に

限

る

も

の

で

は

な

い

。

体

言

止

め

が

そ

れ

ぞ

れ

の

和

歌

で

ど

の

よ

う

な

役

割

を

果

た

す

か

を

き

ち

ん

と

分

か

る

に

は

、

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

の

統

語

論

上

構

造

も

分

析

す

る

。

そ

う

す

れ

ば

、

体

言

止

め

と

和

歌

連

続

の

規

範

と

の

関

係

を

も

っ

と

明

ら

か

に

す

る

こ

と

が

で

き

る

で

あ

ろ

う

。 

 

こ

の

よ

う

に

、

『

新

古

今

雄

』

の

撰

者

た

ち

は

和

歌

連

続

を

決

め

た

時

に

、

ど

の

よ

う

な

根

拠

に

従

っ

た

か

と

い

う

問

題

を

先

行

研

究

と

は

、

別

の

視

点

か

ら

考

察

す

る

こ

と

が

で

き

る

で

あ

ろ

う

。 

  

第

一

節

、

『

新

古

今

雄

』

の

歌

人

と

体

言

止

め 
 

 

『

新

古

今

雄

』

を

特

徴

づ

け

る

様

々

な

技

巧

中

で

は

、

間

違

い

な

く

「

体

言

止

め

」

が

あ

る

と

言

え

る

。

そ

れ

は

、

『

新

古

今

雄

』

に

お

い

て

、

体

言

止

め

の

歌

が

非

常

に

多

い

か

ら

だ

。

そ

れ

ら

は

四

六

一

首

に

及

び

（

資

料

④

）
、

本

歌

雄

の

四

部

の

一

を

超

え

る

も

の

だ

。

次

の

節

で

よ

り

詳

し

く

論

じ

る

が

、

そ

の

数

は

前

の

勅

撰

和

歌

雄

と

比

較

す

れ

ば

、

特

に

興

味

深

い

デ

ー

タ

に

な

る

。

な

ぜ

な

ら

、

体

言

止

め

の

技

巧

が

前

の

時

代

に

も

使

わ

れ

て

い

た

も

の

の

、

「

新

古

今

時

代

」

に

至

る

と

急

増

し

た

か

ら

で

あ

る

。

と

も

あ

れ

、

本

節

で

は

『

新

古

今

雄

』

の

歌

人

だ

け

を

中

心

に

し

て

も

、

そ

の

傾

向

の

証

拠

を

掴

む

こ

と

が

で

き

る

で

あ

ろ

う

。

体

言

止

め

を

使

う

四

六

一

首

の

読

み

人

を

調

査

す

れ

ば

、

そ

れ

ら

の

大

部

分

が

「

新

古

今

時

代

」

の

歌

人

だ

と

分

か

る

。

『

新

古

今

雄

』

で

三

回

以

上

体

言

止

め

を

使

う

歌

人

を

列

挙

す

る

。 

藤

原

良

経

・

二

六

首

、

慈

円

・

二

五

首

、

式

子

内

親

王

・

二

二

首

、

藤

原

家

隆

・

二

一

首

、

藤

原

定

家

・

二

一

首

、

寂

蓮

・

二

〇

首

、

藤

原

俊

成

・

一

八

首

、

西

行

・

一

七

首

、

藤

原

雃

経

・

一

六

首

、

後

鳥

羽

院

・

一

四

首

、

藤

原

俊

成

女

・

一

三

首

、

藤

原

有

家

・

八

首

、

源

通

具

・

六

首

、

鴨

長

明

・

六

首

、

宮

内

卿

・

六

首

、

源

具

親

・

六

首

、

源

通

光

・

六

首

、

寂

然

・

六

首

、

二

条

院

讃

岐

・

六

首

、

殷

富

門

院

大

輔

・

六

首

、

公

経

・

五

首

、

藤

原

秀

能

・

五

首

、

恵

慶

・

四

首

、

相

摸

・

四

首

、

藤

原

兼

实

・

四

首

、

藤

原

实

定

・

四

首

、

惟

明

親

王

・

三

首

、

宜

秋

門

院

丹

後

・

三

首

、

紫

式

部

・

三

首

、

菅

原

道

真

・

三
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首

、

藤

原

清

輔

・

三

首

、

藤

原

忠

良

・

三

首

、

八

条

院

高

倉

・

三

首

（

資

料

④

） 

 

菅

原

道

真

・

相

摸

・

恵

慶

を

除

け

ば

、

右

の

歌

人

は

全

て

「

新

古

今

時

代

」

と

し

て

示

さ

れ

る

時

代

の

歌

人

で

あ

る

。

で

は

、

「

新

古

今

時

代

」

と

は

具

体

的

に

言

う

な

ら

ば

、

ど

の

時

期

を

示

す

も

の

で

あ

ろ

う

か

。

先

行

研

究

で

は

二

つ

の

考

え

方

が

見

ら

れ

る

。

一

つ

は

、

狭

義

に

解

釈

す

る

も

の

で

あ

り

、

も

う

一

つ

は

、

広

義

に

解

釈

す

る

も

の

で

あ

る

。

狭

義

に

解

釈

す

る

考

え

方

に

よ

る

と

、

「

新

古

今

時

代

」

と

は

、

後

鳥

羽

院

の

歌

壇

が

活

動

し

て

い

た

時

期

だ

け

に

す

る

も

の

で

あ

る

。

そ

れ

ど

こ

ろ

か

、

久

保

田

淳

氏

は

「

新

古

今

時

代

」

よ

り

も

「

後

鳥

羽

院

時

代

」

と

い

う

方

が

相

忚

し

い

表

現

で

あ

る

と

述

べ

た(

久
保
田
淳
校
注
『
新
古
今
和
歌
雄
』

上
、
新
潮
社
、1979.3

・9

、p.344 )

。

た

し

か

に

、

宮

廷

の

詩

的

な

活

動

に

対

す

る

後

鳥

羽

院

の

求

心

力

は

否

定

で

き

な

い

だ

ろ

う

。

し

か

し

、

久

保

田

氏

の

定

義

は

尐

し

限

定

的

で

あ

り

、

「

時

代

」

と

い

う

概

念

に

余

り

適

忚

し

な

い

も

の

だ

と

考

え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

そ

れ

に

対

し

て

、

「

新

古

今

時

代

」

を

広

義

に

解

釈

す

る

、

藤

平

春

男

氏

の

よ

う

な

観

点

が

あ

る

。

藤

平

氏

の

考

え

に

よ

る

と

、

「

新

古

今

時

代

」

と

い

う

の

は

、

建

久

年

間

を

为

と

す

る

良

経

家

歌

壇

期

か

ら

、

承

久

の

乱

に

至

る

建

保

年

間

を

中

心

と

し

て

活

動

を

続

け

た

順

徳

院

内

裏

歌

壇

期

ま

で

の

も

の

で

あ

る(

藤
平
春
男
『
新
古
今
歌
風
の
形

成
』
明
治
書
院
、1

9
6

9
.1

、p
.4

～5 )

。

有

吉

保

氏

の

研

究

も

、

後

者

の

考

え

の

確

証

を

深

め

る

も

の

で

あ

る

。

氏

は

、

建

久

年

間

に

行

わ

れ

た

『

六

百

番

歌

合

』

と

『

新

古

今

雄

』

と

の

関

係

を

考

察

し

た

時

に

、 

六

百

番

歌

合

は

、

新

古

今

雄

の

基

盤

や

性

格

を

端

的

に

把

握

で

き

る

恰

好

の

資

料

で

あ

る

。

（

略

）

こ

の

歌

合

が

（

略

）

新

古

今

雄

中

に

あ

っ

て

は

、

千

五

百

番

歌

合

の

九

十

一

首

、

正

治

初

度

百

首

の

七

十

九

首

に

次

い

で

、

第

三

位

の

三

十

四

首

を

占

め

る

も

の

で

あ

る 
 

と

述

べ

た(

有
吉
保
『
新
古
今
和
歌
雄
の
研
究 : 

基

盤
と
構
成
』
三
省
堂
、 1

9
6

8
.4

、p
.3 )

。

そ

れ

故

に

、

本

研

究

で

は

後

者

の

考

え

に

倣

い

、

広

義

の

「

新

古

今

時

代

」

を

指

し

て

言

う

。

と

に

か

く

、

力

点

を

置

き

た

い

の

は

、

体

言

止

め

に

対

す

る

当

時

の

歌

人

の

熟

練

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

こ

の

考

察

は

、

「

六

百

番

歌

合

」

を

後

援

し

た

藤

原

良

経

の

デ

ー

タ

（

二

六

首

）

を

見

る

な

ら

ば

、

も

っ

と

興

味

深

く

な

る

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

後

鳥

羽

院

の

歌

壇

の

活

動

は

、

宮

廷

の

歌

風

の

革

命

に

な

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

が

、

こ

の

革

新

の

第

一

歩

は

宮

廷

の

和

歌

活

動

の

守

護

で

あ

っ

た

良

経

の

時

期

に

遡

る

と

い

う

こ

と

を

無

視

し

て

は

い

け

な

い

か

ら

だ

。 
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と

も

あ

れ

、

「

新

古

今

時

代

」

の

歌

人

と

体

言

止

め

と

の

関

係

を

よ

り

明

ら

か

に

す

る

な

ら

ば

、

五

句

を

月

か

月

影

の

イ

メ

ー

ジ

で

終

わ

ら

せ

る

和

歌

を

例

と

し

て

挙

げ

れ

ば

よ

い

だ

ろ

う

。

そ

れ

は

、

誰

に

も

知

ら

れ

る

よ

う

に

、

古

典

和

歌

で

は

月

が

古

代

か

ら

絶

え

間

な

く

欠

か

せ

な

い

詩

的

な

要

素

で

あ

っ

た

か

ら

だ

。

实

は

、

月

の

美

し

さ

を

詠

む

和

歌

は

、

数

え

き

れ

な

い

ほ

ど

た

く

さ

ん

あ

る

。

体

言

止

め

を

中

心

に

し

て

、

『

古

今

雄

』

と

『

新

古

今

雄

』

を

比

較

す

れ

ば

、

随

分

興

味

深

い

結

果

が

出

る

。

『

古

今

雄

』

で

は

、

「

月

」

・

「

月

影

」

と

い

う

言

葉

を

五

句

体

言

止

め

と

し

て

使

う

和

歌

は

次

の

三

首

だ

け

だ

。 

 
 

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 

（

一

九

一

・

読

み

人

し

ら

ず

） 

 
 

佐

保

山

の

は

は

そ

の

も

み

ぢ

散

り

ぬ

べ

み

夜

さ

へ

見

よ

と

照

ら

す

月

影

（

二

八

一

・

読

み

人

し

ら

ず

） 

 
 

ふ

た

つ

な

き

も

の

と

思

ひ

し

を

水

底

に

山

の

端

な

ら

で

い

づ

る

月

影

（

八

八

一

・

紀

貫

之

） 

 

そ

れ

と

違

い

、

『

新

古

今

雄

』

で

は

、

五

句

を

「

月

」

か

「

月

影

」

で

終

わ

ら

せ

る

和

歌

の

数

は

著

し

く

増

加

し

、

七

二

首

に

及

ぶ

。 

 

無

論

、

『

古

今

雄

』

と

『

新

古

今

和

歌

雄

』

の

デ

ー

タ

を

対

照

す

る

時

に

、

『

新

古

今

雄

』

の

和

歌

数

が

『

古

今

雄

』

と

比

べ

れ

ば

ほ

ぼ

二

倍

だ

と

い

う

事

实

を

忘

れ

て

は

い

け

な

い

が

、

そ

れ

に

し

て

も

本

調

査

の

結

果

は

大

変

興

味

深

い

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

と

り

あ

え

ず

、

「

新

古

今

時

代

」

の

新

し

い

風

体

を

代

表

す

る

歌

人

の

和

歌

を

挙

げ

て

お

き

た

い

。

（
『

新

古

今

雄

』

で

一

〇

回

以

上

体

言

止

め

を

使

う

歌

人

だ

け

を

列

挙

す

る

。

傍

線

は

、

三

つ

の

体

言

と

二

つ

の

「

の

」

や

四

つ

の

体

言

と

三

つ

の

「

の

」

と

い

う

助

詞

の

み

で

成

立

し

て

い

る

和

歌

の

下

句

を

示

す

） 

 

藤

原

良

経 

 
 

空

は

な

ほ

霞

も

や

ら

ず

風

さ

え

て

雪

げ

に

く

も

る

春

の

夜

の

月

（

二

三

） 

 
 

も

ろ

と

も

に

出

で

し

空

こ

そ

忘

ら

れ

ね

都

の

山

の

あ

り

あ

け

の

月

（

九

三

六

） 

 
 

忘

れ

じ

と

契

り

て

出

で

し

面

影

は

見

ゆ

ら

む

も

の

を

ふ

る

さ

と

の

月

（

九

四

一

） 

 
 

わ

く

ら

ば

に

待

ち

つ

る

よ

ひ

も

更

け

に

け

り

さ

や

は

契

り

し

山

の

端

の

月

（

一

二

八

二

） 
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慈

円 

 
 

ふ

け

ゆ

か

ば

け

ぶ

り

も

あ

ら

じ

塩

釜

の

う

ら

み

な

は

て

そ

秋

の

夜

の

月

（

三

九

〇

） 

 
 

憂

き

身

に

は

な

が

む

る

か

ひ

も

な

か

り

け

り

心

に

く

も

る

秋

の

夜

の

月

（

四

〇

四

） 

 
 

や

は

ら

ぐ

る

光

に

あ

ま

る

影

な

れ

五

十

鈴

川

原

の

秋

の

夜

の

月

（

一

八

八

〇

） 

 

式

子

内

親

王 

 
 

ふ

く

る

ま

で

な

が

む

れ

ば

こ

そ

悲

し

け

れ

思

ひ

も

入

れ

じ

秋

の

夜

の

月

（

四

一

七

） 

 
 

秋

の

色

は

ま

が

き

に

う

と

く

な

り

ゆ

け

ど

手

枕

な

る

る

閨

の

月

影

（

四

三

二

） 

 
 

風

寒

み

木

の

葉

晴

れ

ゆ

く

よ

な

よ

な

に

の

こ

る

く

ま

な

き

庭

の

月

影

（

六

〇

五

） 

 
 

君

ま

つ

と

ね

や

へ

も

入

ら

ぬ

真

木

の

戸

に

い

た

く

な

更

け

そ

山

の

端

の

月

（

一

二

〇

四

） 

 

藤

原

家

隆 

 
 

な

が

め

つ

つ

い

く

た

び

袖

に

曇

る

ら

む

し

ぐ

れ

に

ふ

く

る

有

明

の

月

（

五

九

五

） 

 
 

志

賀

の

浦

や

遠

ざ

か

り

ゆ

く

波

間

よ

り

氷

り

て

出

づ

る

有

明

の

月

（

六

三

九

） 

 
 

野

べ

の

露

浦

わ

の

波

を

か

こ

ち

て

も

ゆ

く

へ

も

知

ら

ぬ

袖

の

月

影

（

九

三

五

） 

 
 

忘

る

な

よ

い

ま

は

心

の

か

は

る

と

も

な

れ

し

そ

の

夜

の

有

明

の

月

（

一

二

七

九

） 

 

藤

原

定

家 

 
 

お

ほ

ぞ

ら

は

梅

の

に

ほ

ひ

に

霞

み

つ

つ

く

も

り

も

は

て

ぬ

春

の

夜

の

月

（

四

〇

） 

 
 

ひ

と

り

寝

る

山

鳥

の

尾

の

し

だ

り

尾

に

霜

お

き

ま

よ

ふ

床

の

月

影

（

四

八

七

） 

 
 

忘

る

な

よ

宿

る

た

も

と

は

変

わ

る

と

も

か

た

み

に

し

ぼ

る

夜

半

の

月

影

（

八

九

一

） 

 
 

言

問

へ

よ

お

も

ひ

お

き

つ

の

浜

ち

ど

り

な

く

な

く

出

で

し

跡

の

月

影

（

九

三

四

） 

 
 

帰

る

さ

の

も

の

と

や

人

の

な

が

む

ら

む

待

つ

夜

な

が

ら

の

有

明

の

月

（

一

二

〇

六

） 
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松

山

と

ち

ぎ

り

し

人

は

つ

れ

な

く

て

袖

越

す

波

に

の

こ

る

月

影

（

一

二

八

四

） 

 

寂

蓮 

 
 

高

砂

の

松

も

昔

に

な

り

ぬ

べ

し

な

ほ

ゆ

く

す

ゑ

は

秋

の

夜

の

月

（

七

四

〇

） 

 

西

行 

 
 

捨

つ

と

な

ら

ば

憂

き

世

を

い

と

ふ

し

る

し

あ

ら

む

わ

れ

見

ば

く

も

れ

秋

の

よ

の

月

（

一

五

三

三

） 

 

藤

原

雃

経 

 
 

た

づ

ね

き

て

花

に

く

ら

せ

る

木

の

間

よ

り

待

つ

と

し

も

な

き

山

の

は

の

月

（

九

四

） 

 
 

か

げ

と

め

し

露

の

宿

り

を

思

ひ

出

で

て

霜

に

あ

と

問

ふ

浅

茅

生

の

月

（

六

一

〇

） 

 
 

影

や

ど

す

露

の

み

し

げ

く

な

り

は

て

て

草

に

や

つ

る

る

ふ

る

さ

と

の

月

（

一

六

六

六

） 

 

後

鳥

羽

院 

 
 

秋

ふ

け

ぬ

鳴

け

や

霜

夜

の

き

り

ぎ

り

す

や

や

影

寒

し

よ

も

ぎ

ふ

の

月

（

五

一

七

） 

 
 

た

の

め

ず

は

人

を

待

乳

の

山

な

り

と

寝

な

ま

し

も

の

を

い

ざ

よ

ひ

の

月

（

一

一

九

七

） 

 
 

な

が

め

ば

や

神

路

の

山

に

雲

消

え

て

ゆ

ふ

べ

の

空

を

出

で

む

月

影

（

一

八

七

五

） 

 

藤

原

俊

成

女 

 
 

梅

の

花

あ

か

ぬ

色

香

も

む

か

し

に

て

お

な

じ

形

見

の

春

の

夜

の

月

（

四

七

） 

 
 

大

荒

木

の

杜

の

木

の

間

を

も

り

か

ね

て

人

だ

の

め

な

る

秋

の

夜

の

月

（

三

七

五

） 

 
 

さ

え

わ

び

て

覚

む

る

枕

に

か

げ

見

れ

ば

霜

深

き

夜

の

有

明

の

月

（

六

〇

八

） 

 

五

句

で

月

の

こ

と

を

詠

む

藤

原

俊

成

の

一

首

の

和

歌

も

あ

る

が

、

五

句

の

最

後

の

名

詞

が

「

月

」

・

「

月

影

」

で

は

な

い

の

で

、

右

の

列

挙

に

入

れ

て

い

な

い

。

俊

成

の

和

歌

は

次

だ

。 
 

 
 

夏

刈

り

の

蘆

の

か

り

寝

も

あ

は

れ

な

り

玉

江

の

月

の

明

方

の

空

（

九

三

二

） 
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良

く

分

か

る

よ

う

に

、

調

査

を

「

新

古

今

時

代

」

の

歌

人

に

限

っ

て

も

、

体

言

止

め

と

し

て

「

月

」

・

「

月

影

」

を

使

う

和

歌

の

数

は

結

構

多

い

。

だ

が

、

右

の

和

歌

で

一

目

瞭

然

の

こ

と

は

、

和

歌

の

半

分

ぐ

ら

い

の

第

五

句

は

、

三

つ

の

名

詞

と

二

つ

の

「

の

」

と

い

う

助

詞

で

成

立

し

て

い

る

も

の

だ

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

そ

の

よ

う

な

構

造

は

古

代

か

ら

決

し

て

見

ら

れ

な

か

っ

た

わ

け

で

は

な

い

が

、

「

新

古

今

時

代

」

に

至

る

と

、

歌

人

は

そ

れ

を

好

み

、

意

識

し

て

利

用

し

始

め

た

と

言

え

る

だ

ろ

う

。 

 

山

崎

敏

夫

氏

は

、

『

新

古

今

雄

』

に

お

け

る

体

言

止

め

に

つ

い

て

の

論

文

で

、

四

つ

の

体

言

と

三

つ

の

「

の

」

と

い

う

助

詞

の

み

で

成

立

し

て

い

る

和

歌

の

下

句

を

考

察

す

る

時

に

、 

体

言

止

め

そ

の

も

の

が

、

文

と

し

て

は

破

格

で

あ

る

わ

け

で

あ

る

が

、

体

言

と

助

詞

「

の

」

の

連

続

で

成

っ

て

い

る

、

こ

の

下

句

の

構

造

は

、

文

と

し

て

は

極

め

て

不

自

然

の

も

の

で

あ

る

と

言

え

る

。

そ

の

不

自

然

で

あ

る

と

こ

ろ

に

こ

の

時

代

の

歌

人

は

、

調

べ

の

新

奇

を

見

出

し

た

の

で

あ

る

。

不

自

然

で

あ

る

が

故

に

こ

の

形

は

、

歌

の

意

味

が

安

定

し

難

い

と

こ

ろ

が

あ

る

。

そ

の

意

味

の

不

安

定

の

上

に

、

こ

れ

ら

の

歌

の

作

者

た

ち

は

、

余

意

と

余

情

の

効

果

を

期

待

し

た

も

の

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

こ

の

下

句

の

特

殊

な

構

造

は

、

単

に

形

式

と

し

て

の

新

し

さ

が

そ

こ

に

見

ら

れ

る

の

み

で

は

な

く

、

そ

れ

は

新

古

今

の

歌

風

そ

の

も

の

の

特

殊

性

に

直

接

に

つ

な

が

っ

て

い

る

わ

け

で

あ

る 

と

述

べ

て

い

る 
(

山
崎
敏
夫
「
新
古
今
雄
の
体
言
止
歌
の
下
句
構
造
」
『
愛
知
県
立
女
子
大
学
説
林
―
―  

The Bulletin of the 

a
s
s
o
c
i
a
t
io
n
 
o
f
 
t
h
e 
J
a
p
a
ne
s
e
 
L
it
e
r
a
t
ur
e
 
o
f
 A
i
c
h
i
 P
r
e
f
e
ct
u
r
al Women's College

』  
7

号
、1960.12

、 p.3 )

。 

 

四

つ

の

体

言

と

三

つ

の

「

の

」

と

い

う

助

詞

の

み

で

成

立

し

て

い

る

和

歌

の

下

句

を

論

じ

る

山

崎

の

論

文

と

違

い

、

本

節

で

は

三

つ

の

名

詞

と

二

つ

の

「

の

」

と

い

う

助

詞

で

成

立

し

て

い

る

五

句

を

使

う

和

歌

を

中

心

に

し

た

も

の

の

、

体

言

止

め

と

そ

れ

を

伴

う

構

造

が

「

新

古

今

時

代

」

の

歌

人

に

は

、

新

し

い

歌

風

を

確

立

す

る

た

め

に

非

常

に

大

切

な

手

段

だ

っ

た

と

認

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

当

然

の

帰

結

と

し

て

、

『

新

古

今

雄

』

の

撰

者

た

ち

は

、

和

歌

の

配

列

を

決

め

た

時

に

、

体

言

止

め

に

十

分

注

意

を

払

っ

た

と

言

う

こ

と

が

仮

説

と

し

て

認

め

ら

る

と

思

う

。

次

の

節

で

、

体

言

止

め

は

、

撰

者

た

ち

が

『

新

古

今

雄

』

の

多

い

和

歌

連

続

を

決

定

し

た

時

に

、

ど

の

点

ま

で

重

要

な

技

巧

と

さ

れ

た

か

と

い

う

問

題

点

を

解

決

す

る

こ

と

を

試

み

る

。 
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第

二

節

、

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

の

配

分

と

連

続 

 

体

言

止

め

は

『

新

古

今

雄

』

の

和

歌

連

続

に

対

し

て

ど

の

よ

う

な

影

響

を

与

え

た

か

と

い

う

点

を

論

じ

る

前

に

、

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

が

本

勅

撰

雄

で

は

ど

の

よ

う

に

配

分

さ

れ

て

い

る

の

か

と

い

う

こ

と

を

明

ら

か

に

し

て

お

き

た

い

。

こ

の

よ

う

に

、

体

言

止

め

は

特

定

の

部

立

と

よ

り

強

い

関

係

を

持

つ

か

ど

う

か

と

い

う

こ

と

を

確

認

す

る

こ

と

が

で

き

る

で

あ

ろ

う

。

そ

の

後

、

体

言

止

め

と

和

歌

連

続

と

の

関

係

に

つ

い

て

考

察

す

る

。 

 

さ

て

、

『

新

古

今

雄

』

に

お

け

る

体

言

止

め

の

配

分

を

明

確

に

見

せ

る

に

は

次

の

表

が

挙

げ

ら

れ

る

。

先

程

述

べ

た

よ

う

に

、

『

新

古

今

雄

』

で

は

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

が

四

六

一

首

で

あ

り

、

全

体

の

四

分

の

一

ぐ

ら

い

だ

。

そ

れ

は

、

よ

り

詳

し

く

言

え

ば

、

二

三

％

で

あ

る

。

そ

れ

故

に

、

こ

の

二

三

％

を

基

準

と

す

れ

ば

、

『

新

古

今

雄

』

で

は

体

言

止

め

が

特

殊

な

役

割

を

果

た

す

部

分

が

あ

る

か

ど

う

か

と

い

う

こ

と

を

確

認

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

上

記

の

表

①

か

ら

良

く

分

か

る

よ

う

に

、

一

番

意

味

深

い

デ

ー

タ

は

、

四

季

部

に

関

す

る

も

の

で

あ

る

。

な

ぜ

な

ら

、

『

新

古

今

雄

』

の

最

初

の

六

巻

に

入

選

さ

れ

た

七

〇

六

首

の

二

二

三

首

の

和

歌

、

す

な

わ

ち

三

一

・

五

％

は

、

体

言

止

め

を

使

う

か

ら

で

あ

る

。

さ

ら

に

、

四

季

部

に

関

す

る

デ

ー

タ

を

よ

り

細

か

く

分

解

し

て

分

析

す

れ

ば

（

表

②

）
、

体

言

止

め

の

比

率

が

春

と

夏

と

秋

の

巻

で

も

う

尐

し

増

え

る

と

分

か

る

。

当

然

そ

れ

は

、

冬

の

巻

に

お

け

る

体

言

止

め

の

比

率

が

二

七

％

に

過

ぎ

な

い

も

の

だ

か

ら

で

あ

る

。

表

①

に

表

れ

る

四

季

部

に

関

す

る

デ

ー

タ

が

、

前

の

勅

撰

和

歌

雄

に

関

す

る

デ

ー

タ

と

対

比

す

れ

ば

、

よ

り

興

味

深

い

も

の

に

な

る

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

言

う

ま

で

も

な

い

こ

と

で

あ

る

が

、

そ

れ

ぞ

れ

の

勅

撰

和

歌

雄

に

お

け

る

比 率 関 係  体 言 止 め

を 使 う 歌

数  

巻 の  

歌 数  

部  

31,5  223  706  季  

 18  9    50  賀  

 12 12  100  哀  

15.3  6    39  離  

29.7  28    94  羇  

16.5  74  446  恋  

18.7  78  416  雑  

23.4  15    64  神  

25.3  16    63  釈  

32.7  57  174  春  

33.6  37  110  夏  

32.7  87  266  秋  

26.9  42  156  冬  

表 ①  

表 ②  
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全

体

の

和

歌

数

は

違

う

が

、

そ

れ

に

し

て

も

比

率

関

係

は

興

味

深

い

も

の

で

あ

る

。

表

③

は

、

先

行

研

究

の

結

果

を

示

す

も

の

だ(

武
内
章
一
・
他
「
二
十
一
代
雄
に
お
け
る
体
言
止
め
に
つ
い

て
」
『
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
』9

号
、1961.10

  
p. 44 )

。

そ

の

表

③

か

ら

良

く

分

か

る

よ

う

に

、

調

査

を

四

季

部

に

限

っ

て

も

、

『

新

古

今

雄

』

に

至

る

と

体

言

止

め

の

急

増

が

見

え

る

。

そ

れ

は

、

当

時

の

歌

風

の

傾

向

を

明

確

に

す

る

も

の

で

あ

る

の

で

、

大

変

興

味

深

い

デ

ー

タ

だ

と

言

っ

て

も

よ

か

ろ

う

。 

 

周

知

の

よ

う

に

、

後

鳥

羽

院

は

『

新

古

今

雄

』

の

準

備

に

長

い

間

打

ち

込

ん

で

い

た

。

彼

は

編

纂

の

過

程

を

監

督

す

る

こ

と

に

限

ら

ず

、

『

新

古

今

雄

』

の

基

盤

と

な

る

べ

き

多

く

の

歌

合

を

パ

ト

ロ

ン

と

し

て

活

発

的

に

催

し

て

い

た

。

そ

の

中

で

、

古

典

和

歌

史

上

画

期

的

な

歌

合

せ

と

見

な

さ

れ

る

『

千

五

百

番

歌

合

せ

』

も

あ

る

。

そ

れ

故

に

、

『

新

古

今

雄

』

は

、

当

時

の

宮

廷

歌

風

の

鏡

に

な

る

た

め

に

こ

そ

編

雄

さ

れ

た

と

い

う

事

实

を

認

め

れ

ば

、

体

言

止

め

が

『

新

古

今

雄

』

だ

け

で

は

な

く

、

後

鳥

羽

院

の

歌

壇

の

歌

風

に

対

し

て

も

重

要

な

技

巧

で

あ

っ

た

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。 

 

『

新

古

今

雄

』

で

認

め

ら

れ

る

体

言

止

め

と

季

節

部

の

和

歌

と

の

密

接

な

関

係

を

考

察

す

る

前

に

、

羈

旅

部

に

お

い

て

、

興

味

を

そ

そ

ら

れ

る

二

つ

の

和

歌

連

続

を

論

じ

て

お

き

た

い

。

一

つ

目

は

「

月

」

か

「

月

影

」

と

い

う

言

葉

で

五

句

を

終

わ

ら

せ

、

第

一

節

で

も

記

載

し

た

和

歌

連

続

だ

。 

 
 

言

問

へ

よ

お

も

ひ

お

き

つ

の

浜

ち

ど

り

な

く

な

く

出

で

し

跡

の

月

影

（

九

三

四

・

藤

原

定

家

） 

 
 

野

べ

の

露

浦

わ

の

波

を

か

こ

ち

て

も

ゆ

く

へ

も

知

ら

ぬ

袖

の

月

影

（

九

三

五

・

藤

原

家

隆

） 

 
 

も

ろ

と

も

に

出

で

し

空

こ

そ

忘

ら

れ

ね

都

の

山

の

あ

り

あ

け

の

月

（

九

三

六

・

藤

原

良

経

） 

 

先

ず

以

て

、

定

家

の

和

歌

は

、

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

を

疑

問

の

余

地

な

く

解

釈

す

る

こ

と

が

時

々

困

難

な

も

の

で

あ

る

と

い

う

こ

と

を

さ

ら

に

考

え

る

き

っ

か

け

と

な

る

も

の

だ

。

第

一

節

で

は

山

崎

氏

の

論

文

を

引

用

し

た

時

に

、

体

言

止

め

は

和

歌

の

意

味

の

不

安

定

を

も

た

ら

し

や

す

い

も

の

だ

と

分

か

っ

た

。

实

は

、

定

家

の

右

の

和

歌

は

一

つ

の

意

味

だ

け

で

解

釈

さ

れ

る

和

歌

で

は

な

い

の

で

あ

る

。

最

初

の

と

こ

ろ

で

は

命

令

形

が

使

わ

れ

て

い

る

が

、

そ

の

命

令

（
「

言

問

へ

よ

」
）

は

歌

人

が

誰

（

何

）

に

下

す

の

で

古 今 集   7.9 ％   

後 撰 集   5.3 ％  

拾 遺 集      8 ％  

後 拾 遺 集  11.8 ％  

金 葉 集  12.6 ％  

詞 花 集  12.6 ％  

千 載 集  21.2 ％  

新 古 今 集  31.5 ％  

四

季

の

歌

の

体

言

止 

表 ③  
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あ

ろ

う

か

。

久

保

田

氏

は

そ

れ

を

次

の

よ

う

に

解

釈

し

て

い

る

。 

月

よ

、

尋

ね

て

く

れ

、

浜

千

鳥

が

鳴

く

よ

う

に

、

な

ご

り

を

惜

し

み

な

が

ら

、

わ

た

し

が

泣

く

泣

く

興

津

の

浜

を

出

た

あ

と

を(

久
保
田
淳
校
注
『
新
古
今
和
歌
雄
』

上
、
新
潮
社
、1

9
79
.
3

、p.3
2
2
.
)

。 

 

そ

れ

に

対

し

て

、

小

学

館

の

『

新

古

今

雄

』

で

は

、

歌

人

が

月

で

は

な

く

、

千

鳥

に

声

を

か

け

る

と

い

う

よ

う

な

次

の

現

代

訳

が

読

め

る

。 思

う

人

の

こ

と

を

尋

ね

て

く

れ

よ

。

思

い

を

残

し

て

来

た

興

津

の

浜

千

鳥

よ

。

別

れ

を

惜

し

ん

で

泣

く

泣

く

出

立

し

た

あ

と

に

さ

し

て

い

る

月

の

光

に(

峯
村
文
人
校
注
・
訳
『
新
古
今
和
歌
雄
』
（
日

本
古
典
文
学
全
雄
）
小
学
館
、19

74.3

、p.294 )

。 

 

右

の

解

釈

は

、

ど

ち

ら

が

正

し

い

か

と

い

う

こ

と

を

実

観

的

に

決

め

る

こ

と

が

随

分

難

し

い

こ

と

で

あ

る

。

し

か

し

、

そ

の

和

歌

を

体

言

止

め

も

呼

び

か

け

も

同

時

に

使

う

『

新

古

今

雄

』

に

お

け

る

他

の

和

歌

と

比

較

す

れ

ば

、

久

保

田

氏

の

解

釈

の

方

が

適

切

で

あ

る

と

言

え

る

と

思

う

。

な

ぜ

な

ら

、

次

の

節

で

述

べ

る

よ

う

に

、

体

言

止

め

が

呼

び

か

け

と

と

も

に

使

わ

れ

る

時

に

、

歌

人

は

殆

ど

五

句

を

終

わ

ら

せ

る

要

素

に

声

を

掛

け

る

か

ら

で

あ

る

。 

 

と

も

あ

れ

、

右

の

三

首

の

和

歌

を

連

読

す

れ

ば

、

月

影

が

故

郷

か

ら

離

れ

て

い

る

旅

人

の

寂

し

さ

に

光

を

ぱ

っ

と

注

ぐ

と

い

う

よ

う

な

感

じ

が

す

る

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

本

和

歌

連

続

で

、

歌

人

に

対

し

て

体

言

止

め

が

ど

の

点

ま

で

月

影

に

よ

る

精

神

衝

撃

を

最

大

限

に

高

め

る

か

と

い

う

こ

と

を

分

か

る

た

め

に

、

体

言

止

め

を

使

わ

な

い

次

の

和

歌

を

対

比

と

し

て

挙

げ

た

い

。 

 
 

月

見

ば

と

契

り

お

き

て

し

ふ

る

さ

と

の

人

も

や

こ

よ

ひ

袖

濡

ら

す

ら

む

（

九

三

八

・

西

行

） 

 

西

行

の

和

歌

で

は

、

月

の

イ

メ

ー

ジ

が

初

句

で

現

れ

る

が

、

歌

の

全

体

の

調

子

が

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

と

対

照

す

れ

ば

よ

り

や

わ

ら

か

い

も

の

だ

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。 

 

『

新

古

今

雄

』

に

お

い

て

、

体

言

止

め

を

使

う

一

番

長

い

和

歌

連

続

は

六

首

に

及

ぶ

連

続

で

あ

る

。

二

つ

し

か

な

い

が

、

一

つ

は

羈

旅

部

に

あ

る

。 

 
 

明

け

ば

ま

た

越

ゆ

べ

き

山

の

峯

な

れ

や

空

行

く

月

の

末

の

白

雲

（

九

三

九

・

藤

原

家

隆

） 
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ふ

る

さ

と

の

け

ふ

の

面

影

さ

そ

ひ

来

と

月

に

ぞ

契

る

佐

夜

の

中

山

（

九

四

〇

・

藤

原

雃

経

） 

 
 

忘

れ

じ

と

契

り

て

出

で

し

面

影

は

見

ゆ

ら

む

も

の

を

ふ

る

さ

と

の

月

（

九

四

一

・

藤

原

良

経

） 

 
 

あ

づ

ま

ぢ

の

よ

は

の

な

が

め

を

語

ら

な

む

都

の

山

に

か

か

る

月

影

（

九

四

二

・

慈

円

） 
 

 
 

幾

夜

か

は

月

を

あ

は

れ

と

な

が

め

来

て

波

に

折

り

敶

く

伊

勢

の

浜

荻

（

九

四

三

・

越

前

） 

 
 

知

ら

ざ

り

し

八

十

瀬

の

波

を

分

け

過

ぎ

て

か

た

敶

く

袖

は

伊

勢

の

浜

荻

（

九

四

四

・

宜

秋

門

院

丹

後

） 

 

右

の

連

続

で

見

ら

れ

る

体

言

止

め

の

使

い

方

は

、

配

列

の

こ

と

を

中

心

に

す

れ

ば

、

前

の

三

首

の

和

歌

連

続

と

尐

し

違

う

と

思

う

。

九

三

四

番

～

九

三

六

番

の

連

続

で

は

、

五

句

を

終

わ

ら

せ

る

体

言

の

反

復

が

寂

し

い

旅

の

趣

を

深

め

る

効

果

を

狙

う

も

の

で

あ

る

が

、

九

三

九

番

～

九

四

四

番

の

連

続

で

は

、

体

言

止

め

が

場

面

に

躍

動

感

を

与

え

る

の

に

巧

み

に

使

わ

れ

る

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

後

者

の

和

歌

連

続

の

中

心

イ

メ

ー

ジ

も

月

と

月

影

と

い

う

も

の

で

あ

る

が

、

そ

れ

の

様

子

は

各

和

歌

で

違

う

。

家

隆

の

和

歌

（

九

三

九

）

は

、

月

の

存

在

は

読

者

か

ら

間

接

的

に

感

じ

ら

れ

る

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

そ

れ

は

、

月

の

輝

き

が

空

の

白

雲

に

反

射

す

る

か

ら

で

あ

る

。

そ

れ

に

対

し

て

、

雃

経

の

和

歌

（

九

四

〇

）

は

、

月

が

直

接

に

目

に

見

え

る

よ

う

に

な

る

。

だ

が

、

ま

だ

体

言

止

め

と

し

て

使

わ

れ

て

い

な

い

。

そ

の

よ

う

に

、

月

そ

の

も

の

よ

り

、

夜

に

旅

人

が

寂

し

く

渡

っ

て

い

る

中

山

に

注

が

れ

る

月

明

か

り

の

方

が

読

者

の

心

に

刻

み

込

ま

れ

て

し

ま

う

と

考

え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

そ

れ

に

引

き

換

え

、

良

経

と

慈

円

の

和

歌

で

は

、

月

と

そ

の

魅

力

的

な

光

は

五

句

を

終

わ

ら

せ

、

随

分

感

動

さ

せ

る

も

の

だ

と

言

っ

て

は

過

言

で

は

な

い

と

思

う

。

こ

の

よ

う

な

視

点

か

ら

考

え

れ

ば

、

右

の

連

続

の

最

後

の

二

首

の

和

歌

は

歌

配

列

を

決

め

た

撰

者

た

ち

の

基

準

へ

の

注

意

を

さ

ら

に

喚

起

さ

せ

る

も

の

に

な

る

は

ず

だ

。

そ

の

二

首

の

和

歌

は

一

見

し

た

と

こ

ろ

か

な

り

似

て

い

る

と

考

え

が

ち

だ

。

实

は

、

両

首

と

も

伊

勢

の

浜

荻

を

詠

む

こ

と

だ

け

に

限

ら

ず

、

同

じ

本

歌

（

神

風

や

伊

勢

の

浜

荻

折

り

伏

せ

て

旅

寝

や

す

ら

む

荒

き

浜

べ

に

・

新

古

今

雄

・

九

一

一

・

詠

み

人

し

ら

ず

）

も

取

る

和

歌

で

あ

る

の

だ

。

し

か

し

、

上

述

し

た

よ

う

に

、

本

連

続

が

月

の

イ

メ

ー

ジ

を

め

ぐ

る

も

の

だ

と

す

れ

ば

、

越

前

と

宜

秋

門

院

丹

後

の

和

歌

は

大

分

違

う

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

言

う

ま

で

も

な

い

が

、

基

本

的

な

違

い

は

、

月

の

存

在

に

関

す

る

も

の

で

あ

る

。

越

前

の

和

歌

で

は

、

月

は

第

二

句

で

現

れ

、

背

景

に

戻

っ

て

し

ま

う

も

の

の

、

ま

だ

目

に

見

え

る

。

だ

が

そ

れ

と

違

い

、

宜

秋

門

院
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丹

後

の

和

歌

で

は

月

は

完

全

に

消

え

て

し

ま

う

の

だ

。 

 

要

す

る

に

、

こ

ち

ら

で

紹

介

し

た

和

歌

連

続

に

は

、

強

い

一

貫

性

を

感

じ

さ

せ

る

二

つ

の

共

通

点

が

あ

る

と

言

え

る

。

一

つ

は

、

体

言

止

め

と

い

う

こ

と

で

あ

り

、

も

う

一

つ

は

、

月

と

そ

の

光

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

だ

が

、

大

変

興

味

深

い

特

徴

と

し

て

次

の

こ

と

が

挙

げ

ら

れ

る

。

一

方

で

は

体

言

止

め

の

反

復

の

方

が

構

造

的

に

も

文

体

的

に

も

安

定

の

強

い

印

象

を

与

え

る

も

の

だ

が

、

他

方

で

は

月

明

り

の

動

き

の

方

が

和

歌

連

続

に

ダ

イ

ナ

ミ

ッ

ク

な

印

象

を

ひ

び

か

せ

る

も

の

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

撰

者

た

ち

は

、

現

代

の

巧

み

な

撮

影

監

督

の

よ

う

に

、

次

第

に

現

れ

次

第

に

消

え

て

い

く

月

の

動

き

を

利

用

す

る

こ

と

に

よ

り

、

旅

人

の

寂

し

さ

が

強

調

さ

れ

て

い

る

ド

ラ

マ

チ

ッ

ク

な

場

面

を

作

る

こ

と

が

で

き

た

。 

 

さ

て

、

上

述

し

た

よ

う

に

、

『

新

古

今

雄

』

に

お

け

る

体

言

止

め

は

、

と

り

わ

け

季

節

部

の

和

歌

と

強

く

結

ば

れ

る

技

巧

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

の

配

分

に

関

す

る

デ

ー

タ

だ

け

か

ら

分

か

る

も

の

で

は

な

い

。

な

ぜ

な

ら

、

体

言

止

め

と

季

節

を

詠

む

和

歌

と

の

関

係

は

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

連

続

の

配

分

に

関

す

る

デ

ー

タ

か

ら

も

分

か

る

も

の

だ

か

ら

で

あ

る

。 

 

『

新

古

今

雄

』

で

は

、

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

が

連

続

的

に

配

列

さ

れ

て

い

る

場

合

が

尐

な

く

は

な

い

。

再

び

述

べ

る

が

、

連

続

的

に

並

ん

で

い

る

和

歌

は

六

首

ま

で

に

及

ぶ

。

（

言

う

ま

で

も

な

い

が

、

一

連

続

の

和

歌

の

数

が

増

え

れ

ば

増

え

る

ほ

ど

、

こ

の

連

の

数

は

減

っ

て

し

ま

う

）
。

だ

が

、

次

の

一

覧

か

ら

分

か

る

よ

う

に

、

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

の

連

続

は

、

特

に

季

節

の

最

初

の

六

巻

に

見

ら

れ

る

。

（

傍

線

が

引

か

れ

た

数

字

は

、

四

季

の

巻

の

和

歌

で

あ

る

。
）

 

 

二

首

の

和

歌

の

直

接

連

続 

五

十

一

連 

二

二

・

二

三

、

二

六

・

二

七

、

三

七

・

三

八

、

五

八

・

五

九

、

一

二

九

・

一

三

〇

、

一

三

二

・

一

三

三

、

一

四

四

・

一

四

五

、

一

五

四

・

一

五

五

、

二

二

〇

・

二

二

一

、

二

二

六

・

二

二

七

、

二

三

九

・

二

四

〇

、

二

五

一

・

二

五

二

、

二

六

〇

・

二

六

一

、

二

六

八

・

二

六

九

、

二

七

九

・

二

八

〇

、

二

九

五

・

二

九

六

、

二

九

九

・

三

〇

〇

、

三

〇

七

・

三

〇

八

、

三

五

一

・

三

五

二

、

三

五

六

・

三

五

七

、

四

〇

三

・

四

〇

四

、

四

一

二

・

四

一

三

、

四

三

四

・

四

三

五

、

四

七

四

・

四

七

五

、

五

一

四

・

五

一

五

、

五

九

四

・

五

九

五

、

六

一

〇

・

六

一

一

、

六

三

六

・

六

三

七

、

六

七

三

・

六

七

四

、

六

八

二

・

六

八

三

、

八

九

一

・

八

九

二

、
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九

五

三

・

九

五

四

、

九

五

七

・

九

五

八

、

一

〇

七

三

・

一

〇

七

四

、

一

〇

七

九

・

一

〇

八

〇

、

一

一

九

七

・

一

一

九

八

、

一

二

〇

一

・

一

二

〇

二

、

一

三

三

七

・

一

三

三

八

、

一

四

二

四

・

一

四

二

五

、

一

五

〇

五

・

一

五

〇

六

、

一

五

一

一

・

一

五

一

二

、

一

五

二

〇

・

一

五

二

一

、

一

五

四

三

・

一

五

四

四

、

一

五

九

六

・

一

五

九

七

、

一

六

〇

九

・

一

六

一

〇

、

一

六

五

〇

・

一

六

五

一

、

一

六

六

三

・

一

六

六

四

、

一

八

四

九

・

一

八

五

〇

、

一

八

八

〇

・

一

八

八

一

、

一

九

一

〇

・

一

九

一

一

、

一

九

六

八

・

一

九

六

九 
 

 

三

首

の

和

歌

の

直

接

連

続 

二

十

二

連 

九

二

～

九

四

、

一

五

九

～

一

六

一

、

一

七

三

～

一

七

五

、

二

一

五

～

二

一

七

、

四

四

二

～

四

四

四

、

四

九

一

～

四

九

三

、

五

〇

三

～

五

〇

五

、

五

九

七

～

五

九

九

、

六

六

一

～

六

六

三

、

九

三

四

～

九

三

六

、

九

六

七

～

九

六

九

、

一

二

七

四

～

一

二

七

六

、

一

二

八

〇

～

一

二

八

二

、

一

二

八

四

～

一

二

八

六

、

一

三

〇

九

～

一

三

一

一

、

一

三

二

〇

～

一

三

二

二

、

一

三

二

五

～

一

三

二

七

、

一

四

七

二

～

一

四

七

四

、

一

六

〇

一

～

一

六

〇

三

、

一

六

七

三

～

一

六

七

五

、

一

七

九

二

～

一

七

九

四

、

一

九

三

七

～

一

九

三

九 
 
 

 

 

四

首

の

和

歌

の

直

接

連

続 

三

連 

二

七

三

～

二

七

六

、

三

七

四

～

三

七

七

、

七

四

〇

～

七

四

三 

 

五

首

の

和

歌

の

直

接

連

続 

三

連 

三

一

九

～

三

二

三

、

四

二

〇

～

四

二

四

、

六

〇

四

～

六

〇

八 

 

六

首

の

和

歌

の

直

接

連

続 

二

連 

三

五

九

～

三

六

四

、

九

三

九

～

九

四

四 

 

『

新

古

今

雄

』

は

、

和

歌

の

配

列

の

面

か

ら

判

断

す

れ

ば

、

全

体

と

し

て

随

分

洗

練

さ

れ

た

勅

撰

雄

だ

と

よ

く

言

わ

れ

る

こ

と

だ

が(

参
考 

有
吉
保
『
新
古
今
和
歌
雄
の
研
究

―
―
基
盤
と
構
成
』
三
省
堂
、1

9
68
.
4
)

、

撰

者

が

特

に

注

意

を

払

っ

た

の

は

、

間

違

い

な

く

季

節

の

移

り

変

わ

り

を

描

写

す

る

巻

第

一

～

六

の

和

歌

の

配

列

だ

と

言

っ

て

も

過

言

で

は

な

い

で

あ

ろ

う

。

和

歌

の

配

列

に

き

ち

ん

と

注

意

を

払

う

こ

う

し

た

態

度

は

、

『

古

今

和

歌

雄

』

の
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時

代

ま

で

に

遡

る

こ

と

だ

と

認

め

ら

れ

る

が

、

「

新

古

今

時

代

」

に

至

る

と

、

当

時

の

歌

学

者

に

よ

り

、

こ

の

技

巧

は

「

新

古

今

時

代

」

以

前

よ

り

も

理

論

的

に

整

理

さ

れ

た

。

『

古

来

風

躰

抄

』

で

は

、

季

節

的

な

歌

材

と

和

歌

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

考

察

す

る

時

、

後

鳥

羽

院

の

歌

壇

で

高

名

な

歌

人

と

見

な

さ

れ

た

藤

原

俊

成

は

和

歌

の

正

し

い

配

列

を

詳

し

く

説

明

し

、

自

然

界

の

要

素

の

登

場

順

番

の

規

則

を

つ

ぶ

さ

に

定

め

て

い

る(

橋
本
不
美
男
、
有
吉
保
、
藤
平
春
男
校
注
・
訳
『
歌
論
雄
』

（
日
本
古
典
文
学
全
雄
）
小
学
館
、1975.4

、p.371
-
373 )

。 

 

本

歌

論

書

で

は

、

「

新

古

今

時

代

」

以

前

の

歌

を

例

歌

と

し

て

、

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

が

何

首

か

が

挙

げ

ら

れ

て

い

る

が

、

体

言

止

め

の

技

巧

と

区

別

し

て

は

、

論

じ

ら

れ

て

い

な

い

。

「

新

古

今

時

代

」

の

歌

風

の

代

表

歌

人

と

し

て

考

え

ら

れ

る

、

『

新

古

今

雄

』

の

撰

者

が

特

に

注

意

を

払

っ

た

の

は

、

四

季

折

々

の

移

り

変

わ

り

を

描

写

す

る

和

歌

の

配

列

だ

と

い

う

こ

と

を

ま

ず

認

め

、

先

に

見

た

よ

う

に

、

『

新

古

今

雄

』

の

最

初

の

六

巻

に

お

い

て

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

の

数

が

比

率

的

に

多

い

こ

と

か

ら

、

当

時

の

歌

人

は

意

識

的

に

こ

の

修

辞

技

巧

を

使

っ

て

い

た

、

と

考

え

ら

れ

る

。 

 

『

新

古

今

雄

』

の

四

季

部

に

お

い

て

、

体

言

止

め

を

使

う

六

首

の

和

歌

連

続

は

後

で

論

じ

る

の

で

、

こ

ち

ら

で

秋

部

に

属

す

る

他

の

三

つ

の

和

歌

連

続

を

考

察

し

た

い

。

三

つ

と

も

五

首

の

和

歌

連

続

だ

。 

 
 

た

な

ば

た

の

衣

の

つ

ま

は

こ

こ

ろ

し

て

吹

き

な

返

し

そ

秋

の

初

風

（

三

一

九

・

小

弁

） 

 
 

た

な

ば

た

の

と

わ

た

る

舟

の

梶

の

葉

に

い

く

秋

書

き

つ

露

の

た

ま

づ

さ

（

三

二

〇

・

皇

太

后

宮

大

夫

俊

成

） 

 
 

な

が

む

れ

ば

衣

手

す

ず

し

ひ

さ

か

た

の

天

の

川

原

の

秋

の

夕

暮

（

三

二

一

・

式

子

内

親

王

） 

 
 

い

か

ば

か

り

身

に

し

み

ぬ

ら

む

た

な

ば

た

の

つ

ま

待

つ

宵

の

天

の

川

風

（

三

二

二

・

入

道

前

関

白

太

政

大

臣

） 

 
 

星

会

ひ

の

夕

べ

す

ず

し

き

天

の

川

紅

葉

の

橋

を

わ

た

る

秋

か

ぜ

（

三

二

三

・

権

中

納

言

公

経

） 

 

右

の

連

続

は

七

夕

を

詠

む

歌

の

グ

ル

ー

プ

の

一

部

で

あ

る

。

本

連

続

で

は

、

今

ま

で

挙

げ

た

連

続

と

違

い

、

五

句

を

終

わ

ら

せ

る

同

じ

体

言

を

使

う

和

歌

は

連

続

的

に

配

列

さ

れ

て

い

な

い

。

二

回

現

れ

る

イ

メ

ー

ジ

は

秋

の

風

と

い

う

も

の

で

あ

る

が

、

小

弁

の

和

歌

（

三

一

九

）

で

は

「

秋

の

初

風

」
、

公

経

の

和

歌

（

三

二

三

）

で

は

「

わ

た

る

秋

か

ぜ

」

と

い

う

表

現

で

現

れ

て

い

る

。

こ

の

よ

う

に

、

同

じ

イ

メ

ー

ジ

の

反

復

と

い

う

こ

と

は

な

い

の

で

、

そ

の

連

続

で

或

る

程

度

の

変

動

性

が

認

め

る

こ

と

が

出

来

る

で

あ

ろ

う

。



77 
 

し

か

し

、

右

の

和

歌

連

続

で

体

言

止

め

そ

の

も

の

は

強

い

連

続

性

を

感

じ

さ

せ

る

の

に

欠

か

せ

な

い

要

素

だ

と

言

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

そ

の

証

拠

に

な

る

も

の

は

、

三

二

〇

番

と

三

二

一

番

と

の

結

び

だ

と

考

え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

他

の

和

歌

組

で

は

連

続

性

を

強

め

る

要

素

を

割

り

出

す

こ

と

は

か

な

り

に

簡

単

な

も

の

で

あ

る

の

に

、

俊

成

と

式

子

内

親

王

の

和

歌

の

組

み

合

わ

せ

の

場

合

で

は

そ

れ

ほ

ど

容

易

で

は

な

い

。

实

は

、

秋

の

こ

と

を

除

け

ば

、

そ

の

二

首

の

和

歌

が

共

有

す

る

要

素

は

、

た

っ

た

一

つ

の

も

の

で

あ

り

、

そ

れ

は

体

言

止

め

そ

の

も

の

な

の

で

あ

る

。 

 

次

に

分

析

し

た

い

和

歌

連

続

は

宇

治

の

橋

姫

を

詠

む

藤

原

定

家

の

名

歌

で

始

ま

る

連

続

だ

。 

 
 

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

（

四

二

〇

・

藤

原

定

家

） 

 
 

秋

の

夜

の

長

き

か

ひ

こ

そ

な

か

り

け

れ

待

つ

に

ふ

け

ぬ

る

有

明

の

月

（

四

二

一

・

右

大

将

忠

経

） 

 
 

行

く

末

は

空

も

ひ

と

つ

の

武

蔵

野

に

草

の

原

よ

り

出

づ

る

月

影

（

四

二

二

・

藤

原

良

経

） 

 
 

月

を

な

ほ

待

つ

ら

む

も

の

か

村

雤

の

晴

れ

ゆ

く

雲

の

末

の

里

人

（

四

二

三

・

宮

内

卿

） 

 
 

秋

の

夜

は

宿

か

る

月

も

露

な

が

ら

袖

に

吹

き

こ

す

荻

の

う

は

風

（

四

二

四

・

右

衛

門

督

通

具

） 

 

右

の

連

続

は

、

前

に

記

載

し

た

和

歌

連

続

（

九

三

九

番

～

九

四

三

番

）

と

同

様

に

月

と

そ

の

光

を

中

心

に

す

る

連

続

で

あ

る

。

そ

れ

だ

け

に

限

ら

ず

、

こ

の

場

合

も

撰

者

た

ち

は

前

掲

の

連

続

と

ま

っ

た

く

同

じ

よ

う

に

月

と

月

影

の

動

き

を

巧

み

に

利

用

し

、

こ

の

連

続

に

も

躍

動

感

を

印

象

付

け

る

こ

と

が

き

ち

ん

と

で

き

た

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

实

は

、

右

の

和

歌

連

続

で

月

が

次

第

に

現

れ

来

て

、

次

第

に

消

え

て

行

く

も

の

な

の

で

あ

る

。

定

家

の

和

歌

で

月

光

は

衣

の

片

袖

の

よ

う

に

妖

艶

に

敶

か

れ

て

い

る

。

そ

の

和

歌

の

第

四

句

は

「

月

を

か

た

し

く

」

と

い

う

も

の

で

あ

る

が

、

定

家

が

描

写

し

た

い

こ

と

は

月

そ

の

も

の

で

は

な

く

、

宇

治

橋

と

橋

姫

を

包

む

や

わ

ら

か

い

月

明

か

り

と

い

う

こ

と

だ

と

考

え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

そ

れ

に

対

し

て

、

次

の

二

首

の

和

歌

で

は

、

月

が

五

句

を

終

わ

ら

せ

る

体

言

（
「

有

明

の

月

」

「

出

づ

る

月

影

」
）

で

あ

り

、

遠

景

か

ら

近

景

に

移

動

し

て

く

る

。

何

回

も

述

べ

た

よ

う

に

、

体

言

止

め

は

日

本

語

の

普

通

の

統

語

法

か

ら

離

れ

る

技

巧

で

あ

り

、

五

句

を

終

わ

ら

せ

る

体

言

と

し

て

使

わ

れ

る

言

葉

が

読

者

の

心

に

随

分

深

い

印

象

を

残

す

も

の

で

あ

る

。

そ

れ

故

に

、

忠

経

と

良

経

の

和

歌

は

或

る

意

味

で

本

連

続

の

ク

ラ

イ

マ

ッ

ク

ス

だ

と

言

っ
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て

も

よ

か

ろ

う

。

し

か

し

、

そ

の

ク

ラ

イ

マ

ッ

ク

ス

の

後

で

月

は

も

う

一

度

近

景

か

ら

遠

景

に

引

き

戻

さ

れ

て

し

ま

う

。

宮

内

卿

と

通

具

の

和

歌

で

は

、

月

の

イ

メ

ー

ジ

は

消

え

て

い

く

が

、

月

の

光

は

魅

力

的

に

注

が

れ

続

け

る

。

宮

内

卿

の

和

歌

の

題

は

「

雤

後

の

月

」

で

あ

る

が

、

小

学

館

の

注

釈

の

と

こ

ろ

で

読

め

る

よ

う

に

、

「

題

意

を

、

村

雤

の

晴

れ

た

里

で

見

る

月

と

し

た

。

里

か

ら

里

へ

晴

れ

間

の

移

動

す

る

光

景

を

も

生

か

し

、

余

情

を

新

鮮

に

し

た

」(

峯
村
文
人
校
注
・
訳
『
新
古
今
和
歌
雄
』
（
日

本
古
典
文
学
全
雄
）
小
学
館
、1974.3

、p.
149 )

と

読

め

る

。

通

具

の

和

歌

で

は

、

月

の

光

が

荻

の

露

の

小

さ

い

し

ず

く

で

凝

結

し

て

し

ま

う

と

い

う

よ

う

な

感

じ

が

す

る

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

従

っ

て

、

体

言

止

め

で

一

貫

性

を

印

象

付

け

ら

れ

た

本

連

続

で

も

撰

者

た

ち

は

場

面

に

躍

動

感

付

け

よ

う

と

し

て

い

た

と

い

う

こ

と

が

認

め

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

以

上

の

こ

と

は

偶

然

で

は

な

い

物

だ

と

い

う

こ

と

を

証

拠

だ

て

る

た

め

に

、

次

の

和

歌

連

続

も

挙

げ

ら

れ

る

。 

 
 

秋

の

色

を

払

ひ

は

て

て

や

ひ

さ

か

た

の

月

の

桂

に

こ

が

ら

し

の

風

（

六

〇

四

・

雃

経

） 

 
 

風

寒

み

木

の

葉

晴

れ

ゆ

く

よ

な

よ

な

に

の

こ

る

く

ま

な

き

庭

の

月

影

（

六

〇

五

・

式

子

内

親

王

） 

 
 

わ

が

門

の

刈

り

田

の

ね

や

に

ふ

す

し

ぎ

の

床

あ

ら

は

な

る

冬

の

夜

の

月

（

六

〇

六

・

殷

富

門

院

大

輔

） 

 
 

冬

枯

れ

の

杜

の

朽

ち

葉

の

霜

の

上

に

落

ち

た

る

月

の

影

の

さ

む

け

さ

（

六

〇

七

・

清

輔

） 

 
 

さ

え

わ

び

て

覚

む

る

枕

に

か

げ

見

れ

ば

霜

深

き

夜

の

有

明

の

月

（

六

〇

八

・

皇

太

后

宮

大

夫

俊

成

女

） 

 

右

の

和

歌

連

続

で

も

、

前

に

記

載

し

た

和

歌

連

続

（

四

二

〇

番

～

四

二

四

番

）

と

ま

っ

た

く

同

じ

和

歌

配

列

戦

略

を

認

め

る

こ

と

が

出

来

る

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

体

言

止

め

を

使

う

そ

の

五

首

の

和

歌

の

中

心

イ

メ

ー

ジ

も

月

と

月

影

と

い

う

こ

で

あ

る

。

そ

れ

だ

け

に

限

ら

ず

、

右

の

和

歌

連

続

で

も

撰

者

た

ち

が

和

歌

の

再

構

築

化

に

よ

り

、

月

と

そ

の

光

の

魅

力

的

な

動

き

を

生

じ

さ

せ

る

こ

と

が

出

来

た

。

雃

経

の

和

歌

（

六

〇

四

）

に

は

月

が

存

在

す

る

が

、

本

当

の

中

心

要

素

は

秋

の

す

べ

て

の

色

、

つ

ま

り

紅

葉

を

吹

き

払

っ

た

寒

い

木

枯

ら

し

の

風

と

い

う

こ

と

だ

と

認

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

で

あ

ろ

う

。

歌

人

は

、

中

国

の

伝

説

を

暗

示

し

、

今

更

紅

葉

を

観

賞

で

き

る

と

こ

ろ

と

し

て

は

、

桂

が

植

え

て

い

る

月

だ

け

が

挙

げ

ら

れ

る

だ

ろ

う

か

と

い

う

こ

と

を

考

え

て

い

る

よ

う

だ

。

こ

の

よ

う

に

こ

の

和

歌

の

月

は

、

雲

が

晴

れ

た

空

で

は

な

く

、

神

話

の

次

元

で

現

れ

る

と

言

っ

て

も

よ

か

ろ

う

。

そ

の

後

、

大

き

く

て

ま

っ

白

い

天

体

と

し

て

空

に

現

れ

る

前

に

月

は

、

寒

い

風

が

木

の

葉

を

完

全

に

吹

き

落

し

た

庭

の

地

面

に

魅

力

的

な

光

を

注

ぐ



79 
 

（
「

庭

の

月

影

」
）
。

そ

れ

は

、

も

う

一

度

月

の

存

在

が

月

光

に

や

わ

ら

か

く

包

ま

れ

る

物

の

様

子

か

ら

間

接

的

に

感

じ

ら

れ

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。 

 

月

が

初

め

て

空

に

は

っ

き

り

見

え

て

く

る

和

歌

は

、

殷

富

門

院

大

輔

の

和

歌

だ

。

歌

人

は

こ

の

和

歌

で

も

、

先

ず

乳

白

色

の

光

に

包

ま

れ

た

物

、

よ

り

詳

し

く

言

え

ば

鴫

の

床

、

を

見

て

す

ぐ

空

に

目

を

向

け

、

「

冬

の

夜

の

月

」

と

い

う

こ

と

を

描

写

す

る

。

だ

が

、

そ

れ

は

一

瞬

の

体

験

に

す

ぎ

な

い

も

の

で

あ

る

。

な

ぜ

な

ら

、

月

影

は

次

の

清

輔

の

和

歌

（

六

〇

七

）

で

は

す

ぐ

「

冬

枯

れ

の

杜

の

朽

ち

葉

の

霜

」

逃

げ

込

ん

で

し

ま

い

、

「

影

の

さ

む

け

さ

」

と

い

う

共

感

覚

（

シ

ネ

ス

シ

ー

ジ

ア

)

を

生

じ

さ

せ

る

か

ら

で

あ

る

。

そ

し

て

、

本

連

続

の

最

後

の

和

歌

で

は

月

の

光

は

よ

り

一

層

ビ

ジ

ュ

ア

ル

的

に

限

ら

れ

て

し

ま

う

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

清

輔

の

和

歌

の

場

面

は

冬

の

枯

れ

森

と

い

う

こ

と

で

あ

り

、

歌

人

の

視

野

は

か

な

り

広

い

と

言

っ

て

も

よ

い

。

し

か

し

、

俊

成

女

の

和

歌

で

は

歌

人

の

視

野

は

大

分

縮

ん

で

し

ま

う

も

の

で

あ

る

。

歌

人

は

寒

さ

の

せ

い

で

起

き

て

し

ま

っ

て

目

を

わ

ず

か

に

開

け

る

と

、

枕

の

霜

に

宿

っ

て

い

る

月

影

だ

け

が

見

え

る

。 

  

第

三

節

、

体

言

止

め

と

し

て

使

わ

れ

る

言

葉

―

―

そ

の

一

・

語

彙

の

分

類

を

中

心

に

 

第

一

と

二

節

で

は

、

『

新

古

今

雄

』

に

お

け

る

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

の

大

部

分

は

い

わ

ゆ

る

「

新

古

今

時

代

」

の

歌

人

の

詠

ん

だ

和

歌

だ

と

い

う

こ

と

が

分

か

り

、

そ

の

技

巧

は

「

新

古

今

時

代

」

の

歌

人

に

と

っ

て

ど

の

点

ま

で

重

要

な

テ

ク

ニ

ッ

ク

だ

っ

た

か

と

い

う

こ

と

も

明

ら

か

に

し

た

。

实

は

、

後

鳥

羽

院

の

歌

壇

の

和

歌

活

動

は

、

そ

の

技

巧

の

頻

繁

な

利

用

に

よ

っ

て

強

く

特

徴

づ

け

ら

れ

た

も

の

で

あ

る

。

上

述

し

た

よ

う

に

、

当

時

の

歌

風

の

鏡

と

さ

れ

る

『

新

古

今

雄

』

で

見

ら

れ

る

傾

向

は

、

前

の

勅

撰

和

歌

雄

を

め

ぐ

る

調

査

の

結

果

と

比

較

す

れ

ば

、

と

く

に

分

か

り

や

す

い

も

の

で

あ

る

。 

 

『

新

古

今

雄

』

に

お

け

る

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

を

調

べ

、

随

分

興

味

深

い

結

果

を

得

た

。

そ

れ

は

、

体

言

止

め

は

と

り

わ

け

四

季

を

テ

ー

マ

に

す

る

和

歌

で

よ

く

使

わ

れ

て

い

た

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

そ

の

証

拠

に

、

四

季

折

々

を

描

写

す

る

最

初

の

六

巻

で

は

、

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

の

比

率

は

全

体

の

比

率

と

対

照

す

れ

ば

、

か

な

り

高

い

も

の

で

あ

る

。

そ

れ

に

加

え

、

体

言

止

め

そ

の

も

の
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は

『

新

古

今

雄

』

の

幾

つ

か

の

和

歌

連

続

の

一

貫

性

を

生

じ

さ

せ

た

り

強

め

た

り

す

る

必

須

条

件

だ

と

い

う

こ

と

を

、

そ

の

和

歌

連

続

の

分

析

に

よ

り

、

裏

付

け

る

こ

と

も

で

き

た

。

本

節

で

は

、

体

言

止

め

と

或

る

特

殊

な

言

葉

と

の

厳

密

な

関

係

が

認

め

ら

れ

る

か

ど

う

か

と

い

う

問

題

点

を

解

決

し

て

み

た

い

。

そ

れ

を

す

る

に

は

、

体

言

止

め

を

使

う

す

べ

て

の

和

歌

の

第

五

句

を

雄

め

、

五

つ

に

分

類

し

た

。

そ

の

調

査

の

結

果

は

非

常

に

興

味

深

い

も

の

で

あ

る

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。 

 

本

調

査

で

使

う

分

類

は

、

「

植

物

」

・

「

動

物

」

・

「

天

象

」

・

「

地

儀

」

・

「

人

事

」

と

い

う

も

の

だ

。

そ

れ

ら

は

中

性

哲

氏

に

よ

る

分

類

で

あ

る(

中
性
哲
「
八
代
雄
の
体
言
止
め
の
歌
の
性
格
」
『
富
山
大
学
文
理
学

部
文
学
紀
要 
富
山
大
学
文
理
学
部
』1

1

号
、1

9
6
2
.
2

、p
.
4
0-5

3
 
 )

。

「

植

物

」

と

「

動

物

」

と

「

地

儀

」

と

い

う

部

類

に

は

特

別

な

問

題

は

な

い

が

、

「

天

象

」

と

「

人

事

」

と

い

う

分

類

に

ど

の

よ

う

な

言

葉

を

入

れ

る

こ

と

に

し

た

か

と

い

う

こ

と

は

、

明

ら

か

に

し

て

お

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

 

日

本

語

の

「

天

象

」

と

い

う

言

葉

に

は

、

広

辞

苑

の

定

義

に

よ

れ

ば

、

基

本

的

に

二

つ

の

意

味

が

あ

る

。

そ

れ

は

、

イ

「

天

体

の

現

象

。

日

・

月

・

星

の

お

こ

す

現

象

」
、

ロ

「

空

模

様

」

と

い

う

意

味

で

あ

る

。

し

か

し

本

調

査

で

、

行

う

以

下

の

分

類

に

は

「

日

・

月

・

星

・

風

・

雲

・

雤

・

雪

」

な

ど

の

よ

う

な

景

物

だ

け

に

限

ら

ず

、

「

天

体

の

現

象

」

で

も

「

空

模

様

」

で

も

な

い

「

露

・

霜

・

玉

水

」

と

い

う

よ

う

な

言

葉

も

入

れ

る

こ

と

に

し

た

。 

 

「

人

事

」

と

い

う

部

類

に

は

、

人

間

の

こ

と

を

示

す

「

み

や

び

と

」

か

「

し

ま

も

り

」

な

ど

の

よ

う

な

言

葉

だ

け

で

は

な

く

、

人

間

の

世

界

に

関

す

る

言

葉

も

入

れ

る

こ

と

に

し

た

。

つ

ま

り

、

人

間

か

ら

作

ら

れ

た

「

つ

り

ぶ

ね

」

や

「

た

く

な

わ

」

な

ど

の

よ

う

な

言

葉

と

、

人

間

の

心

境

を

示

す

「

う

れ

し

さ

」

な

ど

の

よ

う

な

言

葉

も

入

れ

た

。

さ

ら

に

、

人

間

の

意

識

状

態

に

関

す

る

「

ゆ

め

」

と

い

う

よ

う

な

語

も

「

人

事

」

の

分

類

に

入

れ

る

こ

と

に

し

た

。 

 

植

物

・

動

物

・

天

象

・

地

儀

・

人

事

を

表

わ

す

語

句

は

、

個

々

に

使

わ

れ

る

場

合

も

あ

る

し

、

合

併

し

て

使

わ

れ

る

場

合

も

あ

る

。

ま

ず

は

、

体

言

止

め

と

し

て

は

、

個

々

の

語

句

を

使

う

和

歌

に

関

し

て

の

本

調

査

の

結

果

を

述

べ

て

お

き

た

い

。

（

一

％

を

超

え

る

和

歌

の

比

率

だ

け

を

記

載

す

る

。

例

歌

と

し

て

は

、

特

に

分

か

り

や

す

い

和

歌

を

選

ん

だ

。

資

料

⑥

で

結

句

は

、

『

新

編

国

歌

大

観

』

の

索

引

の

例

に

倣

い

、

漢

字

を

仮

名

に

改

め

た

。
）
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① 

天

象 

二

一

六

首

（

四

六

・

八

％

） 
例 
ま

た

も

来

む

秋

を

た

の

む

の

雁

だ

に

も

鳴

き

て

ぞ

帰

る

春

の

あ

け

ぼ

の

（

一

一

八

六

・

藤

原

良

経

） 

② 

人

事 

四

七

首

（

一

〇

・

一

％

） 

例 

露

は

ら

ふ

寝

覚

め

は

秋

の

む

か

し

に

て

見

は

て

ぬ

夢

に

残

る

面

影

（

一

三

二

六

・

皇

太

后

宮

大

夫

俊

成

女

） 

③ 

地

儀 

三

二

首

（

六

・

九

％

） 

例 

夜

も

す

が

ら

浦

こ

ぐ

船

は

あ

と

も

な

し

月

ぞ

残

れ

る

志

賀

の

唐

崎

（

一

五

〇

五

・

宜

秋

門

院

丹

後

） 

④ 

動

物 

二

一

首

（

四

・

五

％

） 

例 

野

分

せ

し

小

野

の

草

ぶ

し

荒

れ

は

て

て

深

山

に

ふ

か

き

さ

を

鹿

の

声

（

四

三

九

・

寂

蓮

法

師

） 

⑤ 

植

物 

七

首

（

一

・

五

％

） 

例 

ゆ

か

む

人

来

む

人

し

の

べ

春

が

す

み

立

田

の

山

の

初

さ

く

ら

ば

な

（

八

五

・

中

納

言

家

持

）

 
 

植

物

・

動

物

・

天

象

・

地

儀

・

人

事

を

表

わ

す

語

句

の

合

併

。

⑥ 

植

物

・

人

事 

七

首

（

一

・

五

％

） 

例 

山

賤

の

麻

の

さ

ご

ろ

も

を

さ

を

あ

ら

み

あ

は

で

月

日

や

杉

ふ

け

る

庵

（

一

一

〇

八

・

藤

原

良

経

） 

⑦ 

植

物

・

地

儀 

一

首 

例 

都

に

も

い

ま

や

こ

ろ

も

を

宇

津

の

山

夕

霜

は

ら

ふ

蔦

の

し

た

道

（

九

八

二

・

藤

原

定

家

朝

臣

） 

⑧ 

植

物

・

天

象 

二

〇

首

（

四

・

三

％

） 

例 

秋

の

夜

は

宿

か

る

月

も

露

な

が

ら

袖

に

吹

き

こ

す

荻

の

う

は

風

（

四

二

四

・

右

衛

門

督

通

具

） 

⑨ 

天

象

・

人

事 

六

首

（

一

・

三

％

） 

例 

忘

れ

ず

は

な

れ

し

袖

も

や

こ

ほ

る

ら

む

寝

ぬ

夜

の

床

の

霜

の

さ

む

し

ろ

（

一

二

九

一

・

藤

原

定

家

） 

⑩ 

天

象

・

地

儀 

三

首 
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例 

さ

や

か

な

る

鷲

の

高

根

の

雲

居

よ

り

影

や

は

ら

ぐ

る

月

読

の

杜

（

一

八

七

九

・

西

行

法

師

） 

 

实

は

、

「

月

読

の

杜

」

と

い

う

の

は

伊

勢

神

宮

の

別

宮

な

の

で

あ

る

。

し

か

し

峯

村

氏

に

よ

れ

ば

、

「

影

や

は

ら

ぐ

る

月

読

の

杜

」

と

は

「

神

仏

習

合

・

本

地

垂

迹

の

思

想

か

ら

、

本

地

の

イ

ン

ド

の

物

が

、

光

を

や

わ

ら

げ

て

、

わ

が

国

の

月

読

の

神

と

な

ら

れ

た

、

そ

の

神

で

あ

ら

れ

る

月

が

照

っ

て

い

る

月

読

の

森

、

と

い

う

意

味

で

あ

る

」(

峯
村
文
人
校
注
・
訳
『
新
古
今
和
歌
雄
』
（
日

本
古
典
文
学
全
雄
）
小
学
館
、1974.3

、p.561 )

。

す

な

わ

ち

、

西

行

は

掛

詞

を

用

い

て

森

に

射

し

込

む

月

の

存

在

を

強

く

感

じ

さ

せ

た

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

峯

村

氏

は

、 

月

読

の

神

を

思

わ

せ

る

、

月

読

の

森

の

お

だ

や

か

な

月

の

光

が

、

は

る

か

な

霊

鷲

山(

り
ょ
う
じ

ゅ
せ
ん

)

の

空

の

さ

や

か

な

月

の

光

と

重

な

っ

た

心

象

を

見

事

に

生

か

し

て

、

幽

玄

で

あ

る 

と

い

う

ふ

う

に

注

釈

し

て

い

る(
同上)

。

従

っ

て

、

月

そ

の

も

の

を

優

先

さ

せ

、

右

の

和

歌

を

「

天

象

・

地

儀

」

と

い

う

分

類

に

入

れ

る

こ

と

に

し

た

。 

⑪ 

地

儀

・

植

物 

一

三

首

（

二

・

八

％

） 

例 

知

ら

ざ

り

し

八

十

瀬

の

波

を

分

け

過

ぎ

て

か

た

敶

く

袖

は

伊

勢

の

浜

荻

（

九

四

四

・

宜

秋

門

院

丹

後

） 

⑫ 

地

儀

・

人

事 

一

〇

首

（

二

・

一

％

） 

例 

旅

人

の

袖

吹

き

返

す

秋

風

に

夕

日

さ

び

し

き

山

の

か

け

は

し

（

九

五

三

・

藤

原

定

家

） 

⑬ 

地

儀

・

天

象 

四

四

首

（

九

・

五

％

） 

例 

水

の

江

の

よ

し

の

の

宮

は

神

さ

び

て

よ

は

ひ

た

け

た

る

浦

の

松

風

（

一

六

〇

二

・

正

三

位

季

能

） 

⑭ 

地

儀

・

動

物 

二

首 

例 

思

ふ

ど

ち

そ

こ

と

も

し

ら

ず

ゆ

き

く

れ

ぬ

花

の

宿

か

せ

野

べ

の

う

ぐ

ひ

す

（

八

二

・

藤

原

家

隆

） 

⑮ 

人

事

・

植

物 

四

首 

例 

行

く

末

を

た

れ

し

の

べ

と

て

ゆ

ふ

風

に

契

り

か

お

か

む

宿

の

た

ち

ば

な

（

二

三

九

・

右

衛

門

督

通

具

） 

⑯ 

人

事

・

地

儀 

一

首 
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例 

た

の

め

お

き

し

浅

茅

が

露

に

秋

か

け

て

木

の

葉

降

り

し

く

宿

の

通

い

路

（

一

一

二

八

・

前

大

納

言

忠

良

） 
⑰ 
人

事

・

天

象 

一

七

首

（

三

・

四

％

） 

 

例 

い

ま

は

ま

た

散

ら

で

も

ま

が

ふ

し

ぐ

れ

か

な

ひ

と

り

ふ

り

ゆ

く

庭

の

松

風

（

五

八

七

・

源

具

親

） 

 

「

人

事

・

天

象

」

の

分

類

に

は

第

五

句

で

「

と

こ

の

山

」

を

詠

む

二

首

の

和

歌

（
「

あ

だ

に

散

る

露

の

枕

に

伏

し

わ

び

て

う

づ

ら

鳴

く

な

り

と

こ

の

山

風

」

・

五

一

四

・

皇

太

后

宮

大

夫

俊

成

女

、

「

さ

ら

ぬ

だ

に

秋

の

旅

寝

は

か

な

し

き

に

松

に

吹

く

な

り

と

こ

の

山

風

」

・

九

六

七

・

藤

原

秀

能

）

も

入

れ

る

こ

と

に

し

た

。

「

と

こ

の

山

」

と

い

う

の

は

近

江

国

（

今

の

志

賀

県

）

の

歌

枕

で

あ

る

が

、

上

記

の

両

首

の

和

歌

が

掛

詞

で

「

床

」

と

い

う

イ

メ

ー

ジ

を

暗

示

す

る

も

の

な

の

で

、

「

地

儀

」

の

ア

ス

ペ

ク

ト

よ

り

「

人

事

」

の

ニ

ュ

ア

ン

ス

を

優

先

し

た

。 

 

○イ

右

の

デ

ー

タ

の

中

で

特

に

注

目

に

値

す

る

も

の

は

、

「

天

象

」

に

関

す

る

デ

ー

タ

だ

と

言

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

な

ぜ

な

ら

、

「

天

象

」

の

部

類

に

入

る

言

葉

を

体

言

と

し

て

使

う

和

歌

は

、

二

一

六

首

に

及

び

、

そ

れ

は

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

全

体

の

半

分

ぐ

ら

い

だ

か

ら

で

あ

る

。

そ

の

デ

ー

タ

に

、

第

五

句

で

合

併

の

表

現

を

使

う

和

歌

（

植

物

・

天

象 

二

一

首

、

地

儀

・

天

象 

四

二

首

、

人

事

・

天

象 

一

七

首

）

も

含

め

ば

、

最

終

の

数

は

二

九

七

首

、

す

な

わ

ち

ほ

ぼ

六

五

％

に

達

す

る

も

の

で

あ

る

。

従

っ

て

、

「

新

古

今

時

代

」

の

歌

人

が

体

言

止

め

の

言

葉

を

選

ぶ

場

合

、

そ

の

多

く

は

「

天

象

」

と

い

う

も

の

と

関

係

が

あ

る

と

認

め

ら

れ

よ

う

。

そ

れ

は

、

ほ

ぼ

議

論

の

余

地

の

な

い

結

果

だ

と

言

っ

て

も

よ

か

ろ

う

。

そ

れ

故

に

、

『

新

古

今

雄

』

で

、

体

言

止

め

を

使

う

最

初

の

和

歌

が

五

句

の

体

言

と

し

て

「

天

象

」

の

言

葉

を

使

う

和

歌

で

あ

る

こ

と

は

、

も

し

か

す

る

と

偶

然

で

は

な

い

か

も

し

れ

な

い

。

そ

れ

は

、

式

子

内

親

王

に

よ

る

次

の

名

歌

で

あ

る

。 

 
 

山

ふ

か

み

春

と

も

し

ら

ぬ

松

の

戸

に

た

え

だ

え

か

か

る

雪

の

た

ま

水

（

三

） 

 

と

も

あ

れ

、

『

新

古

今

雄

』

で

五

句

め

を

終

わ

ら

せ

る

体

言

に

は

ど

の

様

な

言

葉

が

使

わ

れ

て

い

る

か

と

い

う

こ

と

を

改

め

て

つ

ぶ

さ

に

考

察

し

て

い

き

た

い

。 

 

『

新

古

今

雄

』

の

語

彙

が

ご

く

限

ら

れ

た

も

の

で

あ

る

こ

と

は

、

よ

く

知

ら

れ

て

い

る

。

そ

れ

は

、

当

時

の

歌

人

は

和

歌

を

詠

む
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折

に

、

出

来

る

限

り

和

歌

ハ

ン

ド

ブ

ッ

ク

と

み

な

さ

れ

て

い

た

『

古

今

和

歌

雄

』

の

語

彙

だ

け

を

利

用

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

か

ら

で

あ

る

。

そ

れ

故

に

、

五

句

め

を

終

わ

ら

せ

る

す

べ

て

の

言

葉

は

尐

な

い

グ

ル

ー

プ

に

分

け

ら

れ

る

と

い

う

こ

と

に

不

思

議

は

な

い

で

あ

ろ

う

。

「

天

象

」

に

関

す

る

言

葉

を

調

査

す

れ

ば

、

大

部

分

は

「

月

」

（

七

二

例

）

と

「

風

」

（

六

五

例

）

と

「

空

」

（

三

三

例

）
、

そ

し

て

「

夕

暮

」

（

二

六

例

）

と

「

露

」

（

二

〇

例

）

と

「

雪

」

（

一

〇

例

）

と

「

み

ず

」

（

二

〇

例

）
、

そ

し

て

「

曙

」

（

九

例

）

と

い

う

自

然

要

素

を

表

わ

す

言

葉

だ

と

分

か

る

。

と

い

う

の

は

、

『

新

古

今

雄

』

の

表

現

は

傾

向

と

し

て

反

復

的

な

も

の

だ

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

し

か

し

時

折

、

随

分

特

殊

な

和

歌

を

見

つ

け

る

こ

と

も

で

き

る

。

例

え

ば

、

第

五

句

を

終

わ

ら

せ

る

た

め

に

「

雪

」

と

い

う

こ

と

ば

を

使

う

和

歌

の

中

で

は

、

「

雪

」

を

植

物

と

の

合

併

で

使

う

和

歌

は

次

の

二

首

し

か

な

い

。 

 
 

さ

そ

は

れ

ぬ

人

の

た

め

と

や

の

こ

り

け

む

あ

す

よ

り

さ

き

の

花

の

白

雪

（

春

下

・

一

三

六

・

藤

原

良

経

） 

 
 

こ

の

ご

ろ

は

花

も

も

み

ぢ

も

枝

に

な

し

し

ば

し

な

消

え

そ

松

の

白

雪

（

冬

・

六

八

三

・

太

上

天

皇

） 

 

右

の

二

首

の

和

歌

は

、

第

五

句

を

終

わ

ら

せ

る

名

詞

と

し

て

「

雪

」

を

使

う

他

の

和

歌

と

比

較

す

れ

ば

、

随

分

独

特

の

和

歌

だ

と

言

え

る

と

思

う

。

そ

れ

を

明

ら

か

に

す

る

に

は

、

第

五

句

の

体

言

止

め

に

雪

の

イ

メ

ー

ジ

を

使

う

他

の

八

首

の

和

歌

を

記

載

す

る

。 

 
 

春

日

野

の

下

も

え

わ

た

る

草

の

上

に

つ

れ

な

く

み

ゆ

る

春

の

あ

は

雪

（

一

〇

・

権

中

納

言

国

信

） 

 
 

若

菜

つ

む

袖

と

ぞ

み

ゆ

る

春

日

野

の

飛

火

の

野

べ

の

雪

の

む

ら

ぎ

え

（

一

三

・

前

参

議

教

長

） 

 
 

い

づ

れ

を

か

花

と

は

わ

か

む

ふ

る

さ

と

の

春

日

の

原

に

ま

だ

消

え

ぬ

雪

（

二

二

・

凡

河

内

躬

恒

） 

 
 

薄

く

濃

き

野

べ

の

み

ど

り

の

若

草

に

跡

ま

で

み

ゆ

る

雪

の

む

ら

ぎ

え

（

七

六

・

宮

内

卿

） 

 
 

や

ま

ざ

く

ら

花

の

し

た

風

吹

き

に

け

り

木

の

も

と

ご

と

の

雪

の

む

ら

ぎ

え

（

一

一

八

・

康

資

王

母

） 

 
 

ふ

れ

ば

か

く

憂

さ

の

み

ま

さ

る

世

を

知

ら

で

荒

れ

た

る

庭

に

つ

も

る

初

雪

（

六

六

一

・

紫

式

部

） 

 
 

尋

ね

来

て

道

分

け

わ

ぶ

る

人

も

あ

ら

じ

幾

重

も

つ

も

れ

庭

の

白

雪

（

六

八

二

・

寂

然

法

師

） 

 
 

山

陰

や

さ

ら

で

は

庭

に

あ

と

も

な

し

春

ぞ

来

に

け

る

雪

の

む

ら

消

え

（

一

四

三

六

・

藤

原

有

家

） 

 

よ

く

分

か

る

よ

う

に

、

良

経

の

和

歌

も

太

上

天

皇

（

後

鳥

羽

院

）

の

和

歌

も

、

ほ

か

の

歌

人

と

違

う

視

角

を

感

じ

さ

せ

る

イ

メ

ー
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ジ

を

描

写

す

る

和

歌

で

あ

る

。

歌

人

の

視

線

が

地

面

に

残

っ

て

い

る

雪

を

見

る

た

め

に

下

に

向

い

て

い

る

他

の

和

歌

と

違

い

、

以

上

の

和

歌

を

詠

ん

だ

二

人

の

歌

人

は

、

視

線

を

上

に

向

け

て

い

る

が

、

こ

の

よ

う

な

仕

草

こ

そ

和

歌

の

寂

し

い

趣

を

強

調

す

る

も

の

だ

と

言

っ

て

も

過

言

で

は

な

い

と

思

う

。 

 

再

び

述

べ

る

が

、

体

言

止

め

を

中

心

に

す

れ

ば

、

『

新

古

今

雄

』

で

何

よ

り

詠

ま

れ

た

も

の

は

月

と

そ

の

光

と

い

う

も

の

で

あ

る

。

だ

が

、

月

の

場

合

も

、

雪

の

場

合

と

同

様

に

、

第

五

句

で

月

を

植

物

と

と

も

に

詠

む

和

歌

は

二

首

し

か

な

い

。

そ

れ

ら

は

次

で

あ

る

。 

 
 

秋

ふ

け

ぬ

鳴

け

や

霜

夜

の

き

り

ぎ

り

す

や

や

影

寒

し

よ

も

ぎ

ふ

の

月

（

五

一

七

・

太

上

天

皇

） 

 
 

か

げ

と

め

し

露

の

宿

り

を

思

ひ

出

で

て

霜

に

あ

と

問

ふ

浅

茅

生

の

月

（

六

一

〇

・

雃

経

） 

 

と

に

か

く

、

そ

れ

よ

り

興

味

を

引

く

も

の

は

次

の

四

首

の

和

歌

で

あ

る

。

な

ぜ

な

ら

、

『

新

古

今

雄

』

に

お

い

て

、

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

の

な

か

、

月

が

直

接

的

に

人

間

の

世

界

に

結

び

つ

く

歌

は

こ

れ

し

か

な

い

か

ら

で

あ

る

。 
 

 
 

秋

の

色

は

ま

が

き

に

う

と

く

な

り

ゆ

け

ど

手

枕

な

る

る

閨

の

月

影

（

四

三

二

・

式

子

内

親

王

） 

 
 

ひ

と

り

寝

る

山

鳥

の

尾

の

し

だ

り

尾

に

霜

お

き

ま

よ

ふ

床

の

月

影

（

四

八

七

・

藤

原

定

家

） 

 
 

風

寒

み

木

の

葉

晴

れ

ゆ

く

よ

な

よ

な

に

の

こ

る

く

ま

な

き

庭

の

月

影

（

六

〇

五

・

式

子

内

親

王

） 

 
 

野

べ

の

露

浦

わ

の

波

を

か

こ

ち

て

も

ゆ

く

へ

も

知

ら

ぬ

袖

の

月

影

（

九

三

五

・

藤

原

家

隆

） 

 

右

の

和

歌

の

中

で

は

、

月

明

か

り

が

あ

た

る

と

こ

ろ

を

中

心

に

す

れ

ば

、

と

く

に

面

白

い

歌

は

家

隆

の

和

歌

だ

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

そ

れ

は

、

式

子

内

親

王

の

最

初

の

和

歌

（

四

三

二

番

）

で

月

の

光

は

歌

人

が

手

枕

し

て

寝

て

い

る

閨

に

射

し

込

む

も

の

の

、

月

光

は

家

隆

の

和

歌

だ

け

直

接

的

に

歌

人

の

袖

に

注

が

れ

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

『

新

古

今

雄

』

で

見

ら

れ

る

他

の

場

合

の

月

は

、

例

は

挙

げ

な

い

が

「

山

の

は

の

月

」

や

「

峯

の

月

影

」

や

「

春

の

夜

の

月

」

な

ど

の

よ

う

な

表

現

で

詠

ま

れ

る

も

の

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

こ

う

し

た

和

歌

で

は

月

光

は

広

く

ぼ

ん

や

り

と

照

ら

す

も

の

で

あ

り

、

あ

る

意

味

で

普

遍

的

な

イ

メ

ー

ジ

に

な

る

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

と

こ

ろ

が

、

家

隆

の

和

歌

で

は

、

「

野

辺

」

と

「

浦

わ

」

と

い

う

広

い

場

所

が

描

写

さ

れ

て

も

、

五

句

の

「

袖

の

月

影

」

と

は

涙

に

ぬ

れ

て

、

さ

び

し

い

旅

人

の

袖

に

読

者

の

注

意

を

引

き

、

歌

人

の

孤

独

を

強

く

感

じ

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

表

現

で

あ

る

。
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峯

村

氏

は

上

記

の

和

歌

に

、 

野

べ

の

露

や

浦

わ

の

波

と

と

も

に

涙

で

袖

を

濡

ら

し

な

が

ら

つ

づ

け

て

い

る

、

ど

う

な

る

か

分

か

ら

な

い

旅

の

わ

び

し

さ

を

、

「

袖

の

月

影

」

に

凝

雄

さ

せ

て

い

る

感

が

あ

る 

と

い

う

注

釈

を

書

い

て

い

る(

峯
村
文
人
校
注
・
訳
『
新
古
今
和
歌
雄
』
（
日

本
古
典
文
学
全
雄
）
小
学
館
、1

9
7

4
.3

、p
.294 )

。 

 

○ロ

さ

て

、

「

人

事

」

の

分

類

に

属

す

る

言

葉

に

移

る

と

、

そ

れ

ら

は

「

天

象

」

に

関

す

る

言

葉

と

比

較

す

れ

ば

、

数

が

よ

り

多

い

も

の

だ

と

分

か

る

。

す

な

わ

ち

、

「

人

事

」

の

分

類

に

語

彙

の

よ

り

広

い

多

様

性

が

見

ら

れ

る

。

实

は

、

幾

つ

か

の

例

外

を

除

け

ば

、

「

人

事

」

の

分

類

に

属

し

、

同

じ

言

葉

を

使

う

和

歌

は

か

な

り

尐

な

い

の

で

あ

る

。

良

く

使

わ

れ

る

言

葉

と

し

て

は

、

「

面

影

」

（

三

首

）

と

「

袖

」

（

四

首

）

と

「

舟

」

（

七

首

）

と

「

夢

」

（

七

首

）

と

い

う

語

だ

け

が

挙

げ

ら

れ

る

。

「

人

事

」

の

他

の

言

葉

は

一

回

か

二

回

だ

け

使

わ

れ

て

い

る

。

名

詞

化

さ

れ

た

形

容

詞

で

第

五

句

を

終

わ

ら

せ

る

四

首

の

和

歌

も

そ

れ

ぞ

れ

違

う

語

を

利

用

す

る

。 

 
 

見

し

夢

を

い

づ

れ

の

世

ぞ

と

思

ふ

ま

に

折

を

忘

れ

ぬ

花

の

か

な

し

さ

（

一

五

八

三

・

御

形

宠

旨

） 

 
 

つ

き

も

せ

ぬ

光

の

ま

に

も

ま

ぎ

れ

な

で

老

い

て

帰

れ

る

髪

の

つ

れ

な

さ

（

一

七

一

一

・

冷

泉

院

太

皇

太

后

宮

） 

 
 

風

早

み

荻

の

は

ご

と

に

お

く

露

の

お

く

れ

さ

き

だ

つ

ほ

ど

の

は

か

な

さ

（

一

八

四

九 

・

中

務

卿

具

平

親

王

） 

 
 

色

に

の

み

そ

め

し

心

の

く

や

し

き

を

む

な

し

と

説

け

る

法

の

う

れ

し

さ

（

一

九

三

七

・

小

侍

従

） 

 

表

面

的

に

は

、

具

平

の

和

歌

の

「

は

か

な

さ

」

と

い

う

語

は

露

に

結

ば

れ

る

言

葉

で

あ

り

、

「

天

象

」

の

分

類

に

入

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

ば

だ

と

考

え

ら

れ

る

。

し

か

し

、

上

記

の

和

歌

で

描

写

さ

れ

た

イ

メ

ー

ジ

は

隠

喩

的

に

使

わ

れ

て

い

る

感

じ

が

随

分

強

い

の

で

、

「

人

事

」

の

言

葉

と

し

て

見

な

す

こ

と

に

し

た

。

久

保

田

氏

は

そ

の

和

歌

を

、 

風

が

強

い

の

で

、

ど

の

荻

の

葉

に

も

置

い

て

い

る

露

が

、

遅

れ

た

り

先

立

っ

た

り

と

い

う

の

は

あ

っ

て

も

い

ず

れ

は

皆

落

ち

て

し

ま

う

…

…

そ

れ

と

同

じ

よ

う

な

こ

の

世

の

は

か

な

さ

よ 

と

い

う

よ

う

に

現

代

語

に

し

て

い

る(

久
保
田
淳
校
注
『
新
古
今
和
歌
雄
』

上
、
新
潮
社
、1

9
7

9
.3

・9

、p
.2

81 )

。 
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五

句

体

言

と

し

て

「

人

事

」

の

分

類

に

属

す

る

言

葉

を

使

う

和

歌

は

、

「

天

象

」

の

分

類

に

属

す

る

言

葉

を

使

う

和

歌

よ

り

尐

な

い

も

の

の

、

詳

し

く

分

析

す

れ

ば

、

「

天

象

」

の

言

葉

よ

り

「

人

事

」

の

言

葉

の

方

が

数

の

多

い

と

い

う

こ

と

が

分

か

る

。

自

然

界

に

関

す

る

語

と

対

照

す

れ

ば

、

人

間

の

世

界

に

関

す

る

言

葉

の

よ

り

大

き

な

多

様

性

に

は

ど

の

よ

う

な

意

味

が

あ

る

の

で

あ

ろ

う

か

。

答

え

を

導

く

の

は

必

ず

し

も

容

易

な

こ

と

で

は

な

い

が

、

『

新

古

今

雄

』

の

撰

者

た

ち

は

、

第

五

句

を

終

わ

ら

せ

る

語

と

し

て

「

月

」

や

「

風

」

や

「

夕

暮

」

な

ど

の

よ

う

な

言

葉

だ

け

を

使

う

和

歌

に

見

ら

れ

る

表

現

の

ス

テ

レ

オ

タ

イ

プ

化

の

傾

向

を

補

う

積

り

で

は

な

か

っ

た

か

と

考

え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。 

 

○ハ

「

地

儀

」

の

分

類

に

属

す

る

言

葉

を

考

察

す

れ

ば

、

注

意

を

喚

起

す

る

こ

と

は

、

幾

つ

か

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

先

ず

、

第

五

句

を

終

わ

ら

せ

る

言

葉

の

五

つ

の

分

類

の

な

か

で

は

、

す

べ

て

の

分

類

の

言

葉

と

合

併

し

、

使

わ

れ

る

語

は

、

「

地

儀

」

の

言

葉

だ

け

で

あ

る

。

そ

れ

だ

け

に

限

ら

ず

、

語

句

の

合

併

に

関

す

る

デ

ー

タ

を

見

れ

ば

、

「

地

儀

」

+

「

植

物

」

と

「

地

儀

」

+

「

人

事

」

と

「

地

儀

」

+

「

天

象

」

と

「

地

儀

」

+

「

動

物

」

と

い

う

よ

う

な

コ

ン

ビ

ネ

ー

シ

ョ

ン

を

第

五

句

で

使

う

和

歌

は

、

全

部

で

六

八

首

に

も

及

ぶ

と

い

う

こ

と

も

わ

か

る

。

具

体

的

に

言

え

ば

、

「

地

儀

」

を

表

現

す

る

言

葉

で

第

五

句

を

終

わ

ら

せ

る

和

歌

で

良

く

使

わ

れ

る

言

葉

は

、

「

浦

」

（

四

首

）

と

「

里

」

（

九

首

）

と

「

山

」

（

一

四

首

）

と

い

う

語

だ

け

だ

。

だ

が

、

「

地

儀

」

の

こ

と

を

表

わ

し

、

第

五

句

で

一

回

だ

け

使

わ

れ

る

言

葉

も

あ

る

。

た

と

え

ば

、

次

の

二

首

を

挙

げ

る

。 

 
 

あ

は

れ

い

か

に

草

葉

の

露

の

こ

ぼ

る

ら

む

秋

風

た

ち

ぬ

宮

城

野

の

原

（

三

〇

〇

・

西

行

法

師

） 

 
 

流

れ

木

と

立

つ

白

波

と

焼

く

塩

と

い

づ

れ

か

か

ら

き

わ

た

つ

海

の

底

（

一

六

九

九

・

菅

原

道

真

） 

 

『

新

古

今

雄

』

に

お

い

て

、

「

原

」

で

五

句

を

終

わ

ら

せ

る

和

歌

に

関

し

、

明

確

に

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

が

あ

る

。

そ

れ

は

、

右

の

和

歌

以

外

に

「

原

」

と

い

う

言

葉

で

終

わ

る

和

歌

は

、

あ

と

三

首

し

か

な

い

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

し

か

し

、

そ

の

和

歌

で

は

、

为

眼

が

場

所

そ

の

も

の

よ

り

植

物

の

イ

メ

ー

ジ

に

置

か

れ

て

い

る

の

で

、

「

植

物

」

の

グ

ル

ー

プ

に

入

れ

る

こ

と

に

し

た

。

そ

の

三

首

の

五

句

め

は

、

「

真

野

の

萩

原

」

（

三

三

二

番

）

・

「

小

野

の

篠

原

」

（

九

五

七

番

）

・

「

庭

の

荻

原

」

（

一

二

八

九

番

）

と

い

う

こ

の

で

あ

る

。

良

く

分

か

る

よ

う

に

、

そ

れ

ぞ

れ

の

和

歌

で

場

所

の

面

影

が

「

真

野

」

と

「

小

野

」

と

「

庭

」

と

い

う
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言

葉

で

伝

え

ら

れ

る

も

の

で

あ

る

。 

 

古

典

和

歌

で

は

「

原

」

そ

の

も

の

は

、

め

っ

た

に

詠

ま

れ

な

い

と

言

い

難

い

物

で

あ

る

。

し

か

し

そ

れ

と

違

い

、

海

の

底

を

詠

む

和

歌

の

い

く

つ

か

の

例

が

古

典

和

歌

に

あ

り

な

が

ら

、

そ

の

イ

メ

ー

ジ

は

よ

く

使

わ

れ

た

イ

メ

ー

ジ

だ

っ

た

と

は

言

え

な

い

で

あ

ろ

う

。

な

の

で

、

配

流

の

境

遇

の

大

変

な

辛

さ

を

悩

ん

で

い

た

道

真

の

右

の

和

歌

を

藤

原

定

家

が

自

書

の

『

定

家

十

体

』

で

「

拉

鬼

様

」

例

歌

と

し

て

挙

げ

た

と

い

う

こ

と

は

偶

然

で

は

な

か

ろ

う(

新
編
国
歌
大
観
（
底
本
は
宮
内
庁

書
陵
部
蔵
本
）
、
Ｃ
Ｄ
Ｒ
Ｏ
Ｍ

)

。

定

家

自

身

は

、

『

毎

月

抄

』

と

い

う

歌

学

書

で

そ

の

ス

タ

イ

ル

に

つ

い

て

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。 

鬼

拉

の

躰

ぞ

た

や

す

く

ま

な

び

お

ほ

せ

難

う

候

な

る

。

そ

れ

も

練

磨

の

後

は

な

ど

か

よ

ま

れ

侍

ら

ざ

ら

む

。

初

心

の

時

よ

み

難

き

姿

に

て

侍

る

な

る

べ

し(

橋
本
不
美
男
、
有
吉
保
、
藤
平
春
男
校
注
・
訳
『
歌
論
雄
』

（
日
本
古
典
文
学
全
雄
）
小
学
館
、1975.4

、p
. 514

-515
)

。 

 

そ

れ

は

、

現

代

語

に

訳

す

れ

ば

、

「

鬼

拉

の

体

だ

け

は

そ

う

な

っ

て

も

簡

単

に

は

習

得

困

難

で

す

。

し

か

し

そ

の

鬼

拉

体

も

稽

古

を

十

分

積

ん

だ

後

に

は

ど

う

し

て

詠

め

な

い

こ

と

が

あ

り

ま

し

ょ

う

、

や

が

て

詠

め

る

よ

う

に

な

り

ま

す

」(

同上)

と

い

う

こ

と

に

な

る

。 

 

○ニ

「

植

物

」

の

分

類

に

入

る

語

に

移

る

と

、

「

人

事

」

の

言

葉

を

考

察

し

た

と

き

の

よ

う

に

、

面

白

い

デ

ー

タ

に

注

意

を

促

す

こ

と

が

で

き

る

で

あ

ろ

う

。

お

そ

ら

く

、

桜

を

好

み

、

そ

れ

を

何

回

も

詠

ん

だ

西

行

法

師

の

和

歌

の

せ

い

で

あ

る

か

も

し

れ

な

い

が

、

『

新

古

今

雄

』

の

一

番

代

表

的

な

花

を

挙

げ

る

な

ら

ば

、

誰

で

も

桜

花

を

選

ぶ

と

考

え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

し

か

し

、

微

妙

に

、

「

桜

」

を

五

句

体

言

と

し

て

使

う

和

歌

は

一

首

し

か

な

い

。

し

か

も

そ

れ

は

、

「

新

古

今

時

代

」

の

歌

人

で

は

な

い

家

持

に

よ

る

和

歌

で

あ

る

（

ゆ

か

む

人

来

む

人

し

の

べ

春

が

す

み

立

田

の

山

の

初

さ

く

ら

ば

な

・

八

五

・

中

納

言

家

持

）
。

五

句

の

最

後

に

現

れ

、

二

回

使

わ

れ

る

植

物

は

「

山

吹

」

と

「

橘

」

と

「

荻

」

と

い

う

三

つ

の

植

物

し

か

な

い

と

分

か

る

。

し

か

し

そ

れ

は

、

そ

の

植

物

を

詠

む

和

歌

は

連

続

的

に

並

ん

で

い

る

か

ら

で

は

な

か

ろ

う

か

。

と

も

あ

れ

、

同

じ

言

葉

を

体

言

止

め

に

使

う

和

歌

の

配

列

に

関

す

る

問

題

点

は

後

で

考

察

す

る

。 

 

○ホ

最

後

に

、

「

動

物

」

を

示

す

語

に

関

す

る

デ

ー

タ

に

つ

い

て

考

察

す

る

。

先

ず

、

動

物

界

を

連

想

さ

せ

る

言

葉

を

第

五

句

で

使
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う

和

歌

は

尐

な

い

と

言

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

实

は

、

動

物

を

示

す

語

が

合

併

の

表

現

で

使

わ

れ

る

場

合

も

含

め

る

と

、

全

部

で

二

三

首

に

及

ぶ

も

の

で

あ

る

。

そ

の

中

で

、

動

物

の

名

前

を

五

句

の

最

後

の

最

後

の

と

こ

ろ

に

入

れ

る

和

歌

は

四

首

し

か

な

い

。

よ

り

詳

し

く

言

え

ば

、

「

鶯

」

を

詠

む

和

歌

は

一

首

（

八

二

番

）
、

「

駒

」

を

詠

む

和

歌

は

一

首

（

一

六

四

四

番

）
、

「

ほ

と

と

ぎ

す

」

を

詠

む

和

歌

は

二

首

（

一

九

四

・

二

〇

一

番

）

な

の

で

あ

る

。

す

べ

て

の

他

の

場

合

、

読

者

は

、

動

物

の

存

在

を

そ

の

動

物

の

声

だ

け

に

よ

り

、

間

接

的

に

感

じ

る

こ

と

が

出

来

る

。

言

う

ま

で

も

な

い

こ

と

で

あ

る

が

、

そ

の

よ

う

な

和

歌

で

現

れ

る

全

部

の

動

物

の

声

は

、

非

常

に

悲

し

く

響

い

て

聴

こ

え

る

声

で

あ

り

、

現

代

の

映

画

の

サ

ウ

ン

ド

ト

ラ

ッ

ク

の

よ

う

に

場

面

の

悲

し

い

雰

囲

気

を

強

調

す

る

も

の

だ

と

言

っ

て

も

よ

い

で

あ

ろ

う

。 

  

第

四

節

、

体

言

止

め

と

し

て

使

わ

れ

る

言

葉

―

―

そ

の

二

・

配

列

を

中

心

に 

 

さ

て

、

考

察

し

て

き

た

デ

ー

タ

を

、

和

歌

配

列

を

中

心

に

し

て

、

改

め

て

も

う

尐

し

考

察

し

て

お

き

た

い

。

な

ぜ

な

ら

、

何

度

も

述

べ

た

よ

う

に

、

『

新

古

今

雄

』

を

編

纂

し

た

撰

者

た

ち

の

採

用

し

た

規

則

を

明

ら

か

に

す

る

な

ら

ば

、

和

歌

配

列

こ

そ

欠

か

せ

な

い

分

析

手

段

と

考

え

ら

れ

る

か

ら

で

あ

る

。

第

二

章

で

は

体

言

止

め

が

連

続

す

る

例

を

取

り

上

げ

た

が

、

本

節

で

は

さ

ら

に

限

定

し

て

、

体

言

止

め

の

言

葉

が

同

じ

分

類

に

属

す

る

和

歌

の

連

続

に

つ

い

て

考

察

す

る

。

た

だ

し

、

用

例

は

多

い

の

で

、

す

べ

て

を

挙

げ

て

分

析

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

し

か

し

、

い

く

つ

か

の

例

に

限

っ

て

も

、

非

常

に

洗

練

さ

れ

た

ア

ン

ソ

ロ

ジ

ー

と

見

な

さ

れ

る

『

新

古

今

雄

』

の

原

則

を

一

層

解

明

す

る

こ

と

が

で

き

る

で

あ

ろ

う

。 

 

「

天

象

」

の

言

葉

で

第

五

句

を

終

わ

ら

せ

る

和

歌

連

続

と

し

て

は

、

と

り

あ

え

ず

次

の

例

が

挙

げ

ら

れ

る

。 

 
 

夕

月

夜

し

ほ

満

ち

来

ら

し

難

波

江

の

蘆

の

若

葉

に

こ

ゆ

る

白

波

（

二

六

・

藤

原

秀

能

） 

 
 

降

り

つ

み

し

高

峯

の

み

雪

と

け

に

け

り

清

滝

川

の

み

づ

の

白

波

（

二

七

・

西

行

法

師

） 

 

右

の

和

歌

の

共

通

点

が

五

句

の

「

白

波

」

だ

と

い

う

こ

と

は

自

明

で

あ

る

。

だ

が

、

反

復

は

言

葉

の

表

面

に

と

ど

ま

り

、

見

せ

か

け

の

も

の

に

過

ぎ

な

い

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

そ

れ

は

、

き

ち

ん

と

読

め

ば

、

秀

能

の

詠

ん

だ

白

波

は

西

行

の

詠

ん

だ

白

波

と

対

照
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的

で

随

分

違

う

も

の

だ

分

か

る

か

ら

で

あ

る

。

最

初

の

和

歌

で

描

写

さ

れ

る

場

面

は

難

波

江

を

イ

メ

ー

ジ

す

る

も

の

だ

。

す

な

わ

ち

秀

能

は

シ

ー

ン

を

海

岸

に

設

定

し

て

い

る

。

そ

れ

と

違

い

、

西

行

の

白

波

は

清

滝

川

の

水

に

立

つ

白

波

で

あ

る

。

し

か

し

、

興

味

深

い

こ

と

は

そ

れ

だ

け

に

限

ら

な

い

と

思

う

。

そ

れ

ぞ

れ

の

和

歌

で

歌

人

は

白

波

を

起

こ

す

自

然

力

と

い

う

こ

と

を

暗

示

す

る

。

し

か

し

、

こ

の

場

合

も

根

本

的

な

違

い

が

み

ら

れ

る

。

秀

能

は

白

波

を

月

の

存

在

に

関

連

付

け

る

が

、

西

行

は

春

の

到

来

と

い

う

こ

と

に

結

び

付

け

る

。 
 

 

 

再

び

述

べ

る

が

、

撰

者

た

ち

は

右

の

二

首

の

和

歌

を

連

続

的

に

並

べ

る

こ

と

に

よ

り

、

表

面

的

な

反

復

を

生

か

し

な

が

ら

、

対

照

の

感

じ

を

味

わ

せ

る

こ

と

も

出

来

た

。 

 

配

列

の

テ

ク

ニ

ッ

ク

か

ら

判

断

す

れ

ば

、

か

な

り

面

白

い

も

う

一

つ

の

和

歌

連

続

は

次

な

の

で

あ

る

。 

 
 

い

か

に

せ

ん

来

ぬ

夜

あ

ま

た

の

ほ

と

と

ぎ

す

待

た

じ

と

思

へ

ば

村

雤

の

空

（

二

一

四

・

藤

原

家

隆

） 

 
 

声

は

し

て

雲

路

に

む

せ

ぶ

ほ

と

と

ぎ

す

涙

や

そ

そ

く

宵

の

村

雤

（

二

一

五

・

式

子

内

親

王

） 

 
 

ほ

と

と

ぎ

す

な

ほ

う

と

ま

れ

ぬ

心

か

な

汝

が

鳴

く

里

の

よ

そ

の

夕

暮

（

二

一

六

・

権

中

納

言

公

経

） 
 

 

良

く

分

か

る

よ

う

に

、

右

の

和

歌

は

三

首

と

も

「

天

象

」

に

関

す

る

言

葉

で

第

五

句

を

終

わ

ら

せ

る

も

の

だ

。

し

か

し

、

興

味

深

い

こ

と

は

、

そ

の

三

首

の

和

歌

は

、

「

ほ

と

と

ぎ

す

」

を

詠

み

、

よ

り

長

い

和

歌

連

続

（

一

八

九

番

～

二

二

〇

番

）

に

入

っ

て

い

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

以

前

、

体

言

止

め

に

「

動

物

」

を

示

す

言

葉

を

使

う

和

歌

を

考

察

し

た

時

、

そ

の

よ

う

な

和

歌

の

大

分

部

は

動

物

の

存

在

が

そ

の

動

物

の

声

だ

け

に

よ

っ

て

感

じ

ら

れ

る

も

の

だ

と

述

べ

た

。

右

の

和

歌

連

続

で

も

、

ほ

と

と

ぎ

す

の

声

だ

け

聞

こ

え

る

。

し

か

し

そ

れ

は

、

一

瞬

だ

け

の

も

の

で

あ

る

。

实

は

、

最

初

の

和

歌

で

、

歌

人

は

ほ

と

と

ぎ

す

の

不

在

を

悩

ん

で

い

る

が

、

同

時

に

村

雤

の

空

は

ほ

と

と

ぎ

す

の

到

来

の

前

兆

で

は

な

い

か

と

い

う

希

望

も

表

現

す

る

。

そ

の

通

り

实

際

に

、

続

き

の

和

歌

で

、

ほ

と

と

ぎ

す

が

現

れ

る

の

で

、

そ

の

希

望

が

叶

っ

て

し

ま

う

。

そ

れ

を

証

明

す

る

こ

と

は

、

歌

人

が

ほ

と

と

ぎ

す

の

声

を

聞

こ

え

る

よ

う

に

な

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

彼

は

、

宵

の

村

雤

が

親

愛

な

鳥

の

涙

で

は

な

か

ろ

う

か

と

い

う

こ

と

も

考

え

る

ま

で

に

な

る

。

だ

が

残

念

な

が

ら

、

三

番

目

の

和

歌

で

、

村

雤

の

イ

メ

ー

ジ

が

消

え

て

い

き

、

そ

れ

と

と

も

に

ほ

と

と

ぎ

す

も

な

く

な

っ

て

し

ま

う

。
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こ

の

よ

う

に

、

ほ

と

と

ぎ

す

を

詠

歌

の

目

的

に

す

れ

ば

、

右

の

和

歌

連

続

に

は

或

る

程

度

の

対

称

性

（

無

・

有

・

無

）

が

認

め

ら

れ

る

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

だ

が

、

公

経

の

和

歌

は

特

に

感

動

さ

せ

る

も

の

だ

と

思

う

。

な

ぜ

な

ら

、

久

保

田

氏

が

述

べ

た

よ

う

に

、 
「

ほ

と

と

ぎ

す

汝

が

鳴

く

里

の

あ

ま

た

あ

れ

ば

な

ほ

う

と

ま

れ

ぬ

思

ふ

も

の

か

ら

」

（
『

古

今

雄

』

夏

、

読

人

し

ら

ず

）

の

古

歌

を

本

歌

と

し

な

が

ら

、

「

う

と

ま

し

く

思

わ

れ

る

」

と

い

う

本

歌

と

は

逆

に

ほ

と

と

ぎ

す

へ

の

愛

着

の

情

を

強

調

し

た

(

久
保
田
淳
校
注
『
新
古
今
和
歌

雄
』
上
、
新
潮
社
、1

9
7

9
.3

、p
.89 ) 

か

ら

で

あ

る

。 

 

と

も

あ

れ

、

「

天

象

」

の

言

葉

で

第

五

句

を

終

わ

ら

せ

る

和

歌

連

続

の

中

で

何

よ

り

注

目

を

引

く

連

続

は

三

五

九

番

か

ら

三

六

四

番

ま

で

の

連

続

だ

と

い

う

こ

と

が

で

き

る

と

思

う

。

さ

ら

に

、

以

上

の

連

続

は

『

新

古

今

雄

』

の

一

番

有

名

な

和

歌

連

続

だ

と

言

っ

て

も

過

言

で

は

な

い

で

あ

ろ

う

。

そ

れ

は

、

そ

の

連

続

に

は

「

三

夕

の

歌

」

と

し

て

知

ら

れ

る

非

常

に

誉

れ

高

い

三

首

の

歌

も

含

ま

れ

て

い

る

か

ら

こ

そ

で

あ

る

。

实

は

、

普

段

学

者

は

そ

の

「

三

夕

の

歌

」

と

い

う

連

続

を

切

り

離

せ

な

い

も

の

と

す

る

が

、

新

し

い

読

み

方

を

提

起

し

て

み

た

い

と

思

う

。

先

ず

、

そ

の

六

首

の

和

歌

を

挙

げ

て

お

き

た

い

。 

 
 

も

の

思

は

で

か

か

る

露

や

は

袖

に

お

く

な

が

め

て

け

り

な

秋

の

夕

暮

（

三

五

九

・

藤

原

良

経

） 

 
 

み

山

路

や

い

つ

よ

り

秋

の

色

な

ら

む

見

ざ

り

し

雲

の

夕

暮

の

空

（

三

六

〇

・

前

大

僧

正

慈

円

） 

 
 

さ

び

し

さ

は

そ

の

色

と

し

も

な

か

り

け

り

真

木

立

つ

山

の

秋

の

夕

暮

（

三

六

一

・

寂

蓮

法

師

） 

 
 

心

な

き

身

に

も

あ

は

れ

は

し

ら

れ

け

り

し

ぎ

立

つ

沢

の

秋

の

夕

暮

（

三

六

二

・

西

行

法

師

） 

 
 

見

わ

た

せ

ば

花

も

も

み

ぢ

も

な

か

り

け

り

浦

の

と

ま

屋

の

秋

の

夕

暮

（

三

六

三

・

藤

原

定

家

） 

 
 

た

へ

て

や

は

思

ひ

あ

り

と

も

い

か

が

せ

む

む

ぐ

ら

の

宿

の

秋

の

夕

暮

（

三

六

四

・

藤

原

雃

経

） 

 

右

の

和

歌

を

連

続

的

に

読

ん

で

み

れ

ば

、

撰

者

た

ち

の

決

め

た

順

番

よ

り

相

忚

し

い

順

番

が

な

い

と

い

う

こ

と

を

強

く

感

じ

る

と

言

え

る

。

そ

れ

は

、

本

連

続

に

並

ぶ

和

歌

の

順

番

を

尐

し

で

も

変

え

る

こ

と

に

し

て

み

る

と

、

和

歌

の

バ

ラ

ン

ス

は

決

定

的

に

損

な

わ

れ

て

し

ま

う

だ

ろ

う

か

ら

で

あ

る

。

個

人

的

な

考

え

に

過

ぎ

な

い

も

の

で

あ

る

が

、

そ

の

連

続

は

基

本

的

に

二

つ

の

部

分

に

分

け
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ら

れ

る

も

の

だ

と

思

う

。

一

つ

は

三

五

九

番

か

ら

三

六

一

番

ま

で

の

和

歌

に

な

る

部

分

で

あ

り

、

も

う

一

つ

は

三

六

二

番

か

ら

三

六

四

番

ま

で

の

和

歌

に

な

る

部

分

で

あ

る

。

以

上

の

二

つ

の

連

続

を

分

析

す

れ

ば

、

両

方

と

も

同

じ

調

子

を

取

る

と

い

う

こ

と

が

分

か

る

。

ま

ず

初

め

に

三

五

九

番

～

三

六

一

番

の

連

続

を

見

よ

う

。 

 

良

経

の

和

歌

で

強

く

感

じ

ら

れ

る

も

の

は

、

人

間

の

存

在

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

な

ぜ

な

ら

、

歌

人

の

深

い

悲

し

さ

は

袖

に

か

か

る

露

、

す

な

わ

ち

自

分

の

涙

の

形

で

实

体

化

さ

れ

る

か

ら

で

あ

る

。

そ

れ

と

違

い

、

慈

円

の

描

写

す

る

シ

ー

ン

は

自

然

そ

の

も

の

に

支

配

さ

れ

る

。

人

間

の

存

在

は

感

じ

ら

れ

な

く

な

る

が

、

そ

の

代

わ

り

に

秋

の

夕

暮

の

く

れ

な

い

の

色

に

な

る

雲

だ

け

が

た

な

び

き

残

る

。

最

後

に

寂

蓮

の

和

歌

で

は

或

る

意

味

で

人

間

界

と

自

然

界

は

調

和

し

て

し

ま

う

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

歌

人

は

人

間

の

心

が

感

じ

る

悲

し

さ

と

秋

の

夕

暮

の

堪

え

難

い

美

し

さ

と

の

関

係

を

強

調

し

、

そ

の

悲

し

さ

は

「

真

木

立

つ

山

の

秋

の

夕

暮

」

の

色

さ

え

も

超

え

る

も

の

だ

と

い

う

こ

と

を

詠

む

。 

 

驚

い

た

こ

と

に

、

二

つ

目

の

和

歌

連

続

も

同

じ

よ

う

な

進

展

を

見

せ

る

も

の

で

あ

る

。

西

行

法

師

の

和

歌

で

、

特

に

強

意

さ

れ

る

も

の

は

歌

人

の

心

で

あ

る

。

な

ぜ

な

ら

彼

は

、

世

を

捨

て

、

出

家

す

る

こ

と

に

し

た

人

で

あ

る

も

の

の

、

秋

の

夕

暮

で

鴫

の

飛

び

立

つ

沢

と

い

う

イ

メ

ー

ジ

に

対

し

て

苦

痛

を

感

じ

な

い

こ

と

が

出

来

な

い

こ

と

が

分

か

る

か

ら

で

あ

る

。

し

か

し

、

定

家

の

名

歌

で

は

、

慈

円

の

和

歌

と

ま

っ

た

く

同

じ

よ

う

に

、

人

間

は

場

面

か

ら

突

然

消

え

て

い

く

。

読

者

が

見

え

る

も

の

は

秋

の

夕

暮

に

沈

ん

で

い

る

浦

の

海

人

の

仮

小

屋

だ

け

で

あ

る

。

但

し

、

雃

経

に

よ

る

最

後

の

和

歌

は

、

も

う

一

度

秋

の

夕

暮

の

悲

痛

な

美

を

背

景

に

し

な

が

ら

人

間

の

心

を

見

せ

る

歌

で

あ

る

。

歌

人

は

そ

れ

ほ

ど

寂

し

い

秋

の

夕

暮

で

、

む

ぐ

ら

の

生

い

茂

っ

た

家

に

居

る

こ

と

は

親

し

い

人

が

い

て

も

で

き

な

い

と

い

う

。

前

に

考

察

し

た

公

経

の

和

歌

の

よ

う

に

、

こ

の

和

歌

も

本

歌

（

思

ひ

あ

ら

ば

む

ぐ

ら

の

宿

に

寝

も

し

な

む

ひ

じ

き

も

の

に

は

袖

を

し

つ

つ

も

・

『

伊

勢

物

語

』

三

段

）

の

意

味

を

比

較

的

に

逆

に

し

、

随

分

悲

し

い

和

歌

で

あ

る

。

峯

村

氏

は

そ

れ

を

、 

思

い

合

う

心

が

あ

る

な

ら

葎

（

む

ぐ

ら

）

の

宿

で

も

耐

え

ら

れ

よ

う

と

い

う

本

歌

を

受

け

、

そ

れ

で

も

耐

え

ら

れ

そ

う

も

な

い

秋

の

夕

暮

れ

の

哀

感

だ(

峯
村
文
人
校
注
・
訳
『
新
古
今
和
歌
雄
』
（
日

本
古
典
文
学
全
雄
）
小
学
館
、1

974.3

、p
.13

4 )
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と

い

う

ふ

う

に

解

釈

し

て

い

る

。

兎

に

も

角

に

も

、

以

上

の

二

つ

の

和

歌

連

続

は

一

つ

の

連

続

と

し

て

考

え

ら

れ

な

い

わ

け

が

な

い

。

接

点

は

寂

蓮

と

西

行

の

和

歌

に

こ

そ

あ

る

と

思

う

。

安

田

章

生

氏

は

、

「

新

古

今

時

代

」

の

新

風

の

特

徴

を

明

ら

か

に

し

て

み

る

時

に

、

「

三

夕

の

歌

」

に

つ

い

て

次

の

よ

う

に

の

べ

た

。 

こ

れ

ら

三

首

は

、

世

に

「

三

夕

の

歌

」

と

称

さ

れ

て

有

名

な

歌

で

あ

る

が

、

こ

の

表

現

形

式

を

同

じ

く

し

て

い

る

三

首

を

比

較

し

て

み

る

と

き

、

定

家

の

歌

の

特

色

が

は

っ

き

り

と

把

握

で

き

る

。

す

な

わ

ち

、

西

行

の

歌

は

、

作

者

の

人

間

像

を

強

く

浮

き

あ

が

ら

せ

て

、

人

間

的

抒

情

、

詠

嘆

の

上

に

文

学

的

価

値

を

お

い

て

お

り

、

そ

の

实

情

的

な

詠

風

は

、

定

家

の

詠

風

と

は

お

よ

そ

対

照

的

で

あ

る

。

寂

蓮

の

歌

は

西

行

や

定

家

の

歌

ほ

ど

は

っ

き

り

と

し

た

特

色

を

有

し

て

い

な

い

け

れ

ど

も

、

右

の

歌

に

関

す

る

限

り

、

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

西

行

に

近

い

詠

風

を

示

し

て

い

る(

安
田
章
生
『
藤
原
定
家
研

究
』
至
文
堂
、1975.6

、p
.74 )

。 

 

「

天

象

」

以

外

の

分

類

に

属

す

る

言

葉

で

第

五

句

を

終

わ

ら

せ

る

和

歌

を

考

察

す

る

と

、

同

じ

タ

イ

プ

の

言

葉

を

使

う

和

歌

連

続

は

多

い

と

言

え

な

い

。

だ

が

、

そ

れ

は

驚

く

べ

き

こ

と

で

は

な

い

。

な

ぜ

な

ら

、

本

調

査

の

結

果

で

分

か

っ

た

よ

う

に

、

「

天

象

」

の

分

類

の

言

葉

を

使

う

和

歌

数

に

比

較

す

る

と

、

他

の

分

類

の

言

葉

を

使

う

和

歌

数

は

多

く

な

い

か

ら

で

あ

る

。

そ

れ

に

し

て

も

、

い

く

つ

か

の

興

味

深

い

例

が

挙

げ

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

体

言

止

め

に

「

人

事

」

の

言

葉

を

使

う

和

歌

連

続

の

中

で

、

と

く

に

注

意

を

促

す

連

続

は

次

の

例

だ

と

思

う

。 

 
 

窓

近

き

竹

の

葉

す

さ

む

風

の

音

に

い

と

ど

み

じ

か

き

う

た

た

ね

の

夢

（

二

五

六

・

式

子

内

親

王

） 

 
 

窓

近

き

い

さ

さ

群

竹

風

吹

け

ば

秋

に

お

ど

ろ

く

夏

の

夜

の

夢

（

二

五

七

・

春

宮

大

夫

公

継

） 

 

『

新

古

今

雄

』

で

、

「

夢

」

と

い

う

言

葉

で

第

五

句

を

終

わ

ら

せ

る

和

歌

は

七

首

し

か

な

い

が

、

連

続

的

に

並

ぶ

の

は

右

の

二

首

だ

け

だ

。

一

読

す

る

と

、

式

子

内

親

王

と

公

継

の

和

歌

は

、

良

く

似

た

も

の

だ

と

考

え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

そ

れ

は

、

後

鳥

羽

院

が

今

日

『

隠

岐

本

』

と

し

て

知

ら

れ

る

『

新

古

今

雄

』

の

伝

本

に

お

い

て

公

継

の

右

の

和

歌

を

切

り

出

す

こ

と

に

し

た

理

由

と

し

て

あ

げ

ら

れ

る

の

で

あ

ろ

う

か(

参
考 

岸
上
慎
二
、
橋
本
下
美
男
、
有
吉
保
編
『
校
訂 

新
古
今
和
歌
雄
』
、
武
蔵
野
書
院
刉
、1

9
9

2
.3

、p
.4

4
)

。

し

か

し

な

が

ら

後

鳥

羽

院

の

理

由

が

分

か

る

と

ど

う

じ

に

、

撰

者

た

ち

の

選

択

の

動

機

も

理

解

で

き

る

で

あ

ろ

う

。

再

び

言

う

が

、

右

の

二

首

の

和

歌

は

一

見

し

た

と

こ

ろ

全

く

同

じ

も

の

に

見

え

る

が

、

公

継

の
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和

歌

に

付

け

ら

れ

て

い

る

詞

書

（
「

鳥

羽

に

て

、

竹

風

夜

涼

と

い

へ

る

こ

と

を

人

人

つ

か

う

ま

つ

り

し

時

」
）

に

よ

り

、

根

本

的

そ

し

て

見

逃

せ

な

い

違

い

が

あ

る

と

分

か

る

。

式

子

内

親

王

の

和

歌

で

強

調

さ

れ

て

い

る

要

素

は

、

聴

覚

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

女

流

歌

人

が

窓

近

い

竹

の

葉

を

吹

い

て

も

て

あ

そ

ぶ

風

の

音

を

読

者

に

き

ち

ん

と

聞

か

せ

る

と

い

う

こ

と

が

あ

る

か

ら

で

あ

る

。

そ

れ

と

違

い

、

公

継

の

和

歌

で

読

者

の

注

意

を

引

く

も

の

は

風

の

音

で

は

な

く

、

風

の

秋

ら

し

い

涼

し

さ

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

結

局

、

こ

の

場

合

も

撰

者

た

ち

は

良

く

似

て

い

る

和

歌

を

連

続

的

に

並

べ

る

こ

と

に

し

た

が

、

そ

の

和

歌

に

隠

さ

れ

て

い

る

細

か

い

違

い

を

巧

み

に

利

用

し

、

劇

的

な

印

象

を

与

え

る

こ

と

が

で

き

た

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

換

言

す

れ

ば

、

同

じ

く

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

連

続

は

表

面

的

に

一

本

調

子

の

も

の

に

見

え

る

が

、

そ

の

一

本

調

子

こ

そ

小

さ

い

違

い

を

強

調

し

、

和

歌

連

続

の

躍

動

性

を

生

か

す

も

の

だ

と

言

っ

て

も

よ

か

ろ

う

。 

 

「

地

儀

」

に

分

類

す

る

言

葉

で

第

五

句

を

終

わ

ら

せ

る

和

歌

の

中

で

は

、

連

続

的

に

並

べ

ら

れ

る

和

歌

は

次

の

二

首

し

か

な

い

。

し

か

も

、

一

首

め

は

巻

軸

歌

で

あ

り

、

二

首

め

は

巻

頭

歌

で

あ

る

。 

 
 

あ

す

よ

り

は

志

賀

の

花

園

ま

れ

に

だ

に

た

れ

か

は

と

は

む

春

の

ふ

る

さ

と

（

一

七

四

・

藤

原

良

経

） 

 
 

春

過

ぎ

て

夏

き

に

け

ら

し

白

栲

の

衣

ほ

す

て

ふ

天

の

香

具

山

（

一

七

五

・

持

統

天

皇

） 
 

 

こ

の

場

合

は

、

第

五

句

を

終

わ

ら

せ

る

言

葉

が

同

じ

く

「

地

儀

」

の

分

類

に

属

す

る

語

で

あ

る

が

、

こ

こ

は

、

和

歌

の

内

容

よ

り

、

歌

人

は

誰

か

と

い

う

点

に

注

意

を

払

う

必

要

が

あ

る

。

久

保

田

氏

は

、 

春

の

歌

が

上

下

と

も

当

代

歌

人

の

作

を

巻

頭

・

巻

軸

に

置

い

て

い

る

の

に

対

し

て

、

夏

の

歌

が

古

代

の

歌

人

の

作

を

捉

え

て

い

る

の

は

、

変

化

を

持

た

せ

、

か

つ

古

典

を

も

尊

重

し

て

い

る

こ

と

を

示

そ

う

と

し

た

結

果

と

見

ら

れ

る 

と

述

べ

て

い

る(

久
保
田
淳
校
注
『
新
古
今
和
歌
雄
』

上
、
新
潮
社
、1

9
7

9
.3

・9

、p
.76

)

。

要

す

る

に

そ

れ

は

、

『

新

古

今

雄

』

の

撰

者

た

ち

は

古

代

の

和

歌

と

当

時

の

和

歌

を

結

び

付

け

る

こ

と

に

し

た

か

っ

た

と

い

う

こ

と

を

言

っ

て

も

よ

か

ろ

う

。 

 

と

も

か

く

、

右

の

和

歌

連

続

よ

り

、

次

の

連

続

の

方

が

随

分

興

味

深

い

も

の

だ

と

思

う

。

そ

れ

は

、

五

句

体

言

止

め

と

し

て

「

動

物

」

に

関

す

る

語

を

利

用

し

、

一

つ

し

か

な

い

和

歌

連

続

で

あ

る

。 
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夕

立

の

雲

も

と

ま

ら

ぬ

夏

の

日

の

か

た

ぶ

く

山

に

ひ

ぐ

ら

し

の

声

（

二

六

八

・

式

子

内

親

王

） 

 
 

夕

づ

く

日

さ

す

や

庵

の

柴

の

戸

に

さ

び

し

く

も

あ

る

か

ひ

ぐ

ら

し

の

声

（

二

六

九

・

前

大

納

言

忠

良

） 

 

右

の

和

歌

も

、

今

ま

で

考

察

し

た

和

歌

連

続

の

大

部

分

と

同

様

に

、

表

面

的

に

よ

く

似

て

い

る

歌

で

あ

る

。

だ

が

、

和

歌

の

同

じ

構

造

と

第

五

句

の

反

復

と

い

う

よ

う

な

要

素

こ

そ

そ

れ

ぞ

れ

の

和

歌

の

特

徴

を

強

調

す

る

も

の

だ

と

考

え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

良

く

分

か

る

よ

う

に

、

両

首

の

和

歌

で

も

秋

の

夕

暮

れ

の

ひ

ぐ

ら

し

の

哀

し

い

声

が

聞

こ

え

る

。

だ

か

ら

、

聴

覚

か

ら

判

断

す

れ

ば

以

上

の

和

歌

は

全

く

同

じ

よ

う

な

イ

メ

ー

ジ

を

作

る

歌

だ

と

言

え

る

。

し

か

し

、

歌

人

の

視

界

と

い

う

こ

と

を

中

心

に

す

れ

ば

、

式

子

内

親

王

と

忠

良

の

和

歌

に

は

相

当

な

違

い

が

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

。

式

子

内

親

王

の

和

歌

で

は

、

歌

人

は

遠

く

ま

で

見

わ

た

す

こ

と

が

で

き

る

し

、

夕

立

ち

を

降

ら

せ

た

雲

に

も

う

包

ま

れ

て

い

な

い

山

と

夏

の

日

も

き

ち

ん

と

見

え

る

。

そ

れ

に

対

し

て

、

忠

良

の

和

歌

で

描

写

さ

れ

る

シ

ー

ン

は

、

屋

内

の

も

の

で

あ

る

。

日

が

低

く

な

っ

て

い

る

の

で

、

歌

人

は

草

庵

の

柴

の

戸

を

閉

ざ

す

こ

と

に

し

て

い

る

が

、

そ

の

戸

か

ら

夕

日

の

日

差

し

が

ひ

ぐ

ら

し

の

声

と

と

も

に

漏

れ

る

。

そ

う

い

う

ふ

う

に

、

式

子

内

親

王

の

和

歌

と

比

較

す

れ

ば

、

蝉

の

声

は

、

草

庵

の

戸

に

よ

っ

て

顕

著

に

減

ぜ

ら

れ

、

よ

り

弱

く

聞

こ

え

る

が

、

感

情

的

な

効

果

か

ら

判

断

す

れ

ば

よ

り

強

い

も

の

だ

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

な

ぜ

な

ら

、

歌

人

は

、

ひ

ぐ

ら

し

が

寂

し

く

鳴

く

秋

の

夕

暮

れ

の

場

面

を

自

分

の

心

で

描

写

し

て

し

ま

う

か

ら

で

あ

る

。 

 

次

の

和

歌

連

続

の

例

も

『

新

古

今

雄

』

に

お

け

る

和

歌

の

配

列

の

テ

ク

ニ

ッ

ク

を

解

明

す

る

も

の

だ

と

思

う

。 

 
 

み

山

べ

の

松

の

梢

を

わ

た

る

な

り

あ

ら

し

に

宿

す

さ

を

鹿

の

声

（

四

四

二

・

惟

明

親

王

） 

 
 

わ

れ

な

ら

ぬ

人

も

あ

は

れ

や

ま

さ

る

ら

む

鹿

鳴

く

山

の

秋

の

夕

暮

（

四

四

三

・

土

御

門

内

大

臣

） 

 
 

た

ぐ

へ

く

る

松

の

あ

ら

し

や

た

ゆ

む

ら

ん

尾

上

に

か

へ

る

さ

を

鹿

の

声

（

四

四

四

・

藤

原

良

経

） 

 

良

く

分

か

る

よ

う

に

土

御

門

の

和

歌

は

第

五

句

で

「

動

物

」

で

は

な

く

、

「

天

象

」

に

関

す

る

言

葉

（
「

秋

の

夕

暮

」
）

を

使

う

。

そ

れ

に

し

て

も

、

右

の

和

歌

は

密

な

連

続

性

を

持

つ

も

の

だ

と

考

え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

な

ぜ

な

ら

、

以

上

の

和

歌

は

三

首

と

も

山

で

哀

し

く

鳴

く

鹿

と

い

う

イ

メ

ー

ジ

を

中

心

に

す

る

和

歌

だ

か

ら

で

あ

る

。

無

論

、

土

御

門

内

大

臣

の

和

歌

で

、

体

言

止

め

の

た

め
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に

、

読

者

の

注

意

が

一

時

的

に

「

秋

の

夕

暮

」

と

い

う

イ

メ

ー

ジ

に

移

っ

て

し

ま

う

。

し

か

し

、

右

の

三

首

の

和

歌

は

左

右

対

称

性

の

印

象

を

与

え

る

よ

う

に

作

ら

れ

て

い

な

か

っ

た

か

と

い

う

こ

と

が

考

え

ら

れ

る

。

そ

れ

は

、

一

つ

目

と

三

つ

目

の

和

歌

の

五

句

め

は

同

じ

表

現

を

使

う

こ

と

だ

け

に

限

ら

ず

、

鹿

の

声

が

同

じ

よ

う

に

扱

わ

れ

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

实

際

、

惟

明

親

王

と

良

経

の

和

歌

で

鹿

の

声

は

、

魅

力

的

に

美

し

い

旋

律

で

松

の

あ

ら

し

と

混

じ

り

合

う

も

の

で

あ

る

。

と

い

う

の

は

、

以

上

の

和

歌

は

特

に

聴

覚

の

範

囲

に

執

着

す

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

だ

が

、

意

外

な

考

え

で

あ

る

か

も

し

れ

な

い

が

、

そ

の

対

称

性

こ

そ

真

ん

中

の

和

歌

に

お

け

る

イ

メ

ー

ジ

を

強

調

す

る

た

め

に

撰

者

た

ち

が

意

欲

的

に

生

か

し

た

も

の

だ

と

言

っ

て

も

過

言

で

は

な

い

と

思

う

。

土

御

門

の

和

歌

で

は

、

鹿

の

鳴

き

声

が

秋

の

夕

暮

と

い

う

イ

メ

ー

ジ

と

と

も

に

表

現

さ

れ

る

し

、

魅

力

的

な

風

景

が

描

写

さ

れ

て

い

る

。 

 

最

後

に

、

第

五

句

を

終

わ

ら

せ

る

為

に

「

植

物

」

に

関

す

る

言

葉

を

使

う

和

歌

連

続

を

考

察

す

る

。

随

分

興

味

深

い

例

と

し

て

は

次

の

例

が

あ

げ

ら

れ

る

。 

 
 

岩

根

こ

す

清

滝

川

の

は

や

け

れ

ば

波

折

り

か

く

る

岸

の

や

ま

ぶ

き

（

一

六

〇

・

権

中

納

言

国

信

） 

 
 

か

は

づ

鳴

く

神

南

備

川

に

か

げ

み

え

て

今

か

さ

く

ら

む

や

ま

ぶ

き

の

花

（

一

六

一

イ

・

厚

見

王

） 

 

右

の

和

歌

も

か

な

り

似

た

も

の

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

両

方

川

の

近

く

に

咲

い

て

い

る

美

し

い

山

吹

を

同

じ

よ

う

に

詠

む

和

歌

だ

か

ら

で

あ

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

今

ま

で

考

察

し

た

例

の

大

部

分

と

同

じ

よ

う

に

、

撰

者

た

ち

は

詳

細

な

違

い

を

巧

み

に

生

か

す

こ

と

に

よ

り

、

第

五

句

で

現

れ

る

イ

メ

ー

ジ

の

ニ

ュ

ア

ン

ス

を

大

き

く

変

化

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

た

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

以

上

の

和

歌

を

分

析

す

る

な

ら

ば

、

ま

ず

注

意

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

こ

ろ

は

上

句

で

あ

る

。

国

信

の

和

歌

で

は

、

描

写

さ

れ

て

い

る

の

は

巌

を

越

す

川

の

速

い

流

れ

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

そ

れ

に

対

し

て

、

厚

見

王

の

和

歌

で

は

読

者

の

想

像

力

を

刺

激

す

る

も

の

は

視

覚

の

要

素

で

は

な

く

、

「

か

は

づ

」

す

な

わ

ち

河

鹿

の

声

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

最

初

か

ら

読

者

の

別

の

感

覚

を

刺

激

す

る

イ

メ

ー

ジ

な

の

で

、

重

視

す

べ

き

違

い

だ

と

思

う

。

と

に

か

く

、

そ

れ

よ

り

肝

要

な

点

は

厚

見

王

の

和

歌

に

お

け

る

「

今

か

さ

く

ら

む

」

と

い

う

句

な

の

で

あ

る

。

な

ぜ

な

ら

、

「

ら

む

」

と

い

う

推

量

の

助

動

詞

は

、

歌

人

の

描

い

て

い

る

場

面

が

彼

が

实

際

に

見

て

い

る

場

面

で

は

な

く

、

た

だ

の

メ

ン

タ

ル

な

イ

メ

ー

ジ

だ

と

言

う

こ

と

を

分

か

ら

せ

る

も

の

だ

か

ら

で

あ

る

。

そ

の

よ

う

に

、

右

の
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二

首

の

和

歌

に

お

け

る

同

じ

山

吹

に

は

違

う

ニ

ュ

ア

ン

ス

が

認

め

ら

れ

る

し

、

山

吹

の

イ

メ

ー

ジ

の

反

復

は

表

面

的

な

も

の

に

過

ぎ

な

い

と

い

っ

て

も

過

言

で

は

な

い

で

あ

ろ

う

。 

 

さ

て

、

本

節

の

話

を

纏

め

る

な

ら

ば

、

実

観

的

な

証

拠

が

な

い

と

言

わ

ざ

る

を

得

な

い

も

の

の

、

体

言

止

め

と

し

て

使

わ

れ

る

言

葉

や

表

現

は

、

撰

者

た

ち

が

ど

う

い

う

ふ

う

に

『

新

古

今

雄

』

の

和

歌

を

配

列

し

よ

う

か

と

い

う

問

題

点

を

解

決

し

た

と

き

に

、

大

切

な

役

割

を

果

た

し

た

と

考

え

ら

れ

る

。

と

く

に

、

同

じ

分

類

に

属

す

る

語

を

使

う

和

歌

の

連

続

の

分

析

を

し

、

そ

れ

ら

の

和

歌

に

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

和

歌

に

お

け

る

詳

細

な

違

い

の

お

か

げ

で

、

違

う

ニ

ュ

ア

ン

ス

が

あ

る

と

い

う

こ

と

が

認

め

ら

れ

る

。

そ

れ

は

、

『

新

古

今

雄

』

の

編

纂

過

程

が

ど

の

点

ま

で

熟

考

さ

れ

た

も

の

で

あ

っ

た

か

と

い

う

こ

と

を

分

か

ら

せ

る

も

の

だ

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。 

  

第

五

節

、

体

言

止

め

の

構

成

要

素

―

―

「

時

」

・

「

場

」

・

「

物

」 

 

柏

木

由

夫

氏

は

、

八

代

雄

の

体

言

止

め

を

論

考

し

た

と

き

に

次

の

よ

う

に

述

べ

た

。 

（

略

）

前

の

名

詞

が

時

・

場

・

物

の

い

ず

れ

が

示

さ

れ

て

も

、

末

尾

の

名

詞

が

物

と

な

っ

て

一

首

が

終

わ

る

形

式

が

为

に

な

っ

て

い

る

と

知

ら

れ

る

。

そ

れ

が

後

拾

遺

雄

で

は

時

か

ら

場

の

名

詞

に

つ

づ

く

形

式

が

新

た

に

登

場

す

る

。

そ

し

て

新

古

今

雄

に

至

る

と

、

今

度

は

場

や

物

か

ら

時

に

つ

づ

く

形

式

が

新

た

に

加

わ

る

。 

 

右

の

こ

と

を

具

体

的

な

例

で

示

す

と

、

ま

ず

三

代

雄

で

は

、

「

春

の

初

花

」

（

時-->

物

）
、

「

住

吉

の

松

」

（

場-->

物

）
、

「

鶯

の

声

」

（

○物

）

の

よ

う

な

形

式

に

限

ら

れ

て

い

る

の

が

、

後

拾

遺

雄

で

は

あ

ら

た

に

「

秋

の

夕

暮

」

（

○時

）
、

「

秋

の

山

里

」

（

時-->

場

）

の

形

式

が

加

わ

る

。

金

葉

雄

で

は

さ

ら

に

「

五

月

雤

の

空

」

（

物-->

場

）

が

新

た

に

登

場

し

、

「

曙

の

空

」

が

初

め

て

現

わ

れ

る

。

こ

の

「

空

」

は

千

載

雄

で

「

村

雤

の

空

・

明

方

の

空

・

夕

暮

の

空

」

な

ど

多

く

使

わ

れ

る

よ

う

に

な

る

。

新

古

今

雄

で

は

「

雤

の

夕

暮

」

（

物-->

時

）
、

「

野

辺

の

夕

暮

」

（

場-->

時

）

が

新

た

な

形

式

と

し

て

あ

ら

わ

れ

る

。(

【
☆
表
の
見
方
…
「
時-->

物
」
と
は
「
春
（
時
）
の
初
花
（
物
）
」
の
よ
う
な
形

式
。
「
○時
」
は
二
つ
の
名
詞
が
と
も
に
時
に
属
す
る
「
秋
の
夕
暮
」
の
よ
う
な
形
式
。)

 
(

柏
木
由
夫
「
八
代
雄
の
体
言
止
」
和
歌
文
学
会
編
『
論
雄

和
歌
と
レ
ト
リ
ッ
ク
』
笠
間
書
院
、1986.9

、165
-166

)  
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本

研

究

に

対

し

て

は

、

柏

木

氏

の

当

該

の

調

査

が

本

当

に

役

に

立

つ

も

の

だ

と

言

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

そ

れ

は

、

『

新

古

今

雄

』

に

お

い

て

、

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

を

別

の

視

点

か

ら

分

析

す

る

可

能

性

を

与

え

る

も

の

だ

か

ら

で

あ

る

。

換

言

す

れ

ば

、

柏

木

氏

が

作

っ

た

分

類

を

利

用

し

な

が

ら

、

五

句

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

を

新

た

に

列

挙

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

た

だ

、

本

調

査

で

柏

木

氏

の

調

査

と

違

い

、

五

句

で

「

名

詞
+

の

+

名

詞

」

と

い

う

よ

う

な

形

式

に

限

ら

ず

、

そ

れ

と

違

う

形

式

を

示

す

和

歌

も

含

む

こ

と

に

し

た

。

よ

っ

て

、

「

し

ぐ

れ

す

る

こ

ろ

」

・

「

ま

だ

み

え

ぬ

ゆ

き

」

な

ど

の

よ

う

な

第

五

句

を

詠

む

和

歌

も

調

査

し

た

。

以

上

の

よ

う

な

五

句

は

、

「

名

詞

+
の

+

名

詞

」

と

い

う

形

式

を

す

る

五

句

と

比

べ

れ

ば

非

常

に

尐

な

い

と

言

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

柏

木

氏

に

よ

る

分

類

の

使

い

方

を

明

ら

か

に

す

れ

ば

、

「

物

」

と

い

う

分

類

は

、

「

時

」

・

「

場

」

と

違

い

、

随

分

曖

昧

な

分

類

だ

と

言

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

そ

れ

に

「

鶯

・

雤

・

露

・

橘

・

波

」

な

ど

の

よ

う

な

具

体

的

な

モ

ノ

だ

け

で

は

な

く

、

「

夢

」

や

「

う

れ

し

さ

」

な

ど

の

よ

う

な

抽

象

的

な

モ

ノ

も

入

れ

る

こ

と

に

し

た

。 

 

さ

て

、

先

ず

本

調

査

の

結

果

を

記

載

す

る

（

資

料

⑦

）
。

 

①

○時

 
 

二

五

首

（

五

・

四

％

） 

②

時-->

場 

二

九

首

（

六

・

二

％

） 

③

時-->

物 

八

一

首

（

一

七

・

五

％

） 

④

○場

 
 

三

五

首

（

七

・

五

％

） 

⑤

場-->

時 

三

首 
 

⑥

場-->

物 

九

七

首

（

二

一

％

） 

⑦

○物

 
 

一

六

七

首

（

三

六

・

二

％

） 

⑧

物-->

時 

一

一

首

（

二

・

三

％

） 

⑨

物-->

場 

一

三

首

（

二

・

八

％

） 

 

良

く

見

え

る

よ

う

に

右

記

の

①

～

⑨

の

中

で

、

一

番

顕

著

な

分

類

は

○物

な

の

で

あ

る

。

言

う

ま

で

も

な

い

こ

と

で

あ

る

が

、

そ

れ

は

驚

く

べ

き

こ

と

で

は

な

い

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

な

ぜ

な

ら

、

前

述

し

た

述

べ

た

よ

う

に

、

こ

の

分

類

は

随

分

曖

昧

で

あ

り

、

(

柏
木
由
夫
「
八
代
雄
の
体
言
止
」
和
歌
文
学
会
編
『
論

雄
和
歌
と
レ
ト
リ
ッ
ク
』
笠
間
書
院
、1986.9

、p
. 166 ) 
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「

風

」

や

「

雪

」

や

「

波

」

や

「

花

」

や

「

声

」

な

ど

の

よ

う

な

言

葉

も

細

か

く

区

別

さ

れ

ず

に

入

れ

ら

れ

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

個

人

的

な

考

え

に

過

ぎ

な

い

も

の

で

あ

る

が

、

○物

の

分

類

よ

り

○時

と

い

う

分

類

に

属

す

る

表

現

の

方

が

興

味

深

い

も

の

で

あ

る

。

こ

の

分

類

に

は

「

春

の

曙

」

と

「

秋

の

夕

暮

」

と

い

う

よ

う

な

第

五

句

を

詠

む

和

歌

が

含

ま

れ

て

い

る

。

そ

れ

は

注

意

を

促

す

べ

き

も

の

だ

と

思

う

。

普

段

、

以

上

の

よ

う

な

表

現

は

『

新

古

今

雄

』

ら

し

い

表

現

と

み

な

さ

れ

て

い

る

。

と

こ

ろ

が

、

『

新

古

今

雄

』

で

は

第

五

句

で

そ

の

よ

う

な

表

現

を

使

う

和

歌

は

比

較

的

に

尐

な

い

も

の

で

あ

る

。

秋

の

夕

暮

れ

と

い

う

イ

メ

ー

ジ

と

『

新

古

今

雄

』

と

の

密

接

な

関

係

の

原

因

は

ほ

ぼ

確

实

に

い

わ

ゆ

る

「

三

夕

の

歌

」

に

遡

る

と

考

え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

だ

が

、

そ

の

三

首

の

和

歌

に

つ

い

て

は

後

述

す

る

。 

 

そ

れ

に

対

し

て

、

春

の

曙

の

イ

メ

ー

ジ

を

『

新

古

今

雄

』

に

結

び

付

け

る

和

歌

と

し

て

は

、

丸

谷

才

一

氏

も

考

察

し

た

後

鳥

羽

院

の

和

歌

（

一

三

三

番

）

と

藤

原

俊

成

の

和

歌

（

一

一

四

番

）

も

挙

げ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

後

鳥

羽

院

を

め

ぐ

る

本

で

、

丸

谷

は

以

上

の

二

首

の

和

歌

を

次

の

よ

う

に

論

評

し

て

い

る

。 
 

 
 

み

よ

し

の

の

高

ね

の

桜

ち

り

に

け

り

嵐

も

し

ろ

き

春

の

あ

け

ぼ

の 

『

後

鳥

羽

院

御

雄

』

承

元

二

年

十

一

月

最

勝

四

天

王

院

御

障

子

。

ま

た

『

新

古

今

和

歌

雄

』

巻

第

二

春

歌

下

。

ま

た

、

『

歌

枕

名

寄

』

巻

第

七

畿

内

部

七

大

和

国

二

。 

 

障

子

歌

と

い

ふ

の

は

、

絵

師

に

描

か

せ

た

名

所

絵

に

合

わ

せ

て

名

所

歌

を

詠

む

わ

け

だ

が

、

有

吉

保

は

こ

の

と

き

詠

進

さ

れ

た

「

吉

野

山

」

の

歌

十

首

を

検

討

し

て

、

「

白

雲

と

も

霞

も

曇

る

と

も

観

ら

れ

る

」

「

白

く

ぼ

か

し

画

き

し

た

部

分

が

あ

っ

た

と

思

わ

れ

る

」

と

図

柄

を

推

定

し

て

ゐ

る

。

後

鳥

羽

院

は

そ

れ

を

夜

明

け

の

こ

ろ

の

落

花

の

体

（

て

い

）

と

見

た

わ

け

で

あ

る

。 

 

一

体

、

風

に

散

る

桜

の

花

は

日

本

人

の

美

意

識

に

と

つ

て

基

本

的

な

型

の

一

つ

で

、

そ

の

最

も

素

朴

な

形

は

『

古

今

雄

』

の

、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

承

均 
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さ

く

ら

ち

る

花

の

所

は

春

な

が

ら

雪

ぞ

ふ

り

つ

つ

き

え

が

て

に

す

る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

素

性 

 
 

花

ち

ら

す

風

の

や

ど

り

は

た

れ

か

し

る

我

に

を

し

へ

よ

行

き

て

う

ら

み

ん 

あ

た

り

に

求

め

る

こ

と

が

で

き

よ

う

。

す

な

は

ち

一

方

で

は

落

花

を

雪

に

な

ぞ

ら

へ

て

美

し

さ

を

た

た

へ

、

他

方

で

は

風

に

怨

み

言

を

言

ふ

の

が

『

古

今

』

歌

人

の

普

通

の

態

度

で

あ

つ

た

。

こ

れ

が

『

新

古

今

』

時

代

に

な

る

と

手

が

こ

ん

で

き

て

、

う

は

べ

で

は

落

花

の

風

情

を

優

美

に

歌

ひ

あ

げ

な

が

ら

、

美

は

哀

愁

を

底

に

ひ

そ

め

、

秘

す

る

こ

と

に

は

相

変

ら

ず

、

散

る

花

を

雪

に

見

た

て

る

趣

向

が

用

ゐ

ら

れ

た

。 

か

う

い

ふ

手

法

を

確

立

し

た

の

は

お

そ

ら

く

藤

原

俊

成

の

、 

 
 

又

や

み

ん

か

た

の

の

み

の

の

桜

が

り

花

の

雪

ち

る

春

の

明

ぼ

の 

で

あ

ら

う

。

こ

れ

は

「

か

た

の

」

を

地

名

の

「

交

野

」

と

「

難

し

」

と

に

か

け

、

年

老

い

た

身

で

は

も

う

こ

の

や

う

な

美

し

い

眺

め

は

二

度

と

見

る

こ

と

が

む

づ

か

し

い

と

嘆

く

形

で

、

表

で

は

そ

の

束

（

つ

か

）

の

間

（

ま

）

の

（

束

の

間

の

も

の

で

あ

る

だ

け

な

ほ

さ

ら

見

事

な

）

絶

景

に

感

嘆

し

、

裏

で

は

花

を

散

ら

せ

る

風

に

ほ

ん

の

す

こ

し

怨

み

を

述

べ

て

ゐ

る

の

だ

。

こ

の

と

き

、

老

齢

、

お

そ

ら

く

生

き

て

ゐ

な

い

来

年

の

春

、

い

ま

目

（

ま

）

の

あ

た

り

に

し

て

ゐ

る

一

瞬

の

落

花

の

趣

、

と

い

ふ

入

り

込

ん

だ

時

間

性

の

歌

は

、

「

又

や

」

と

い

ふ

時

の

副

詞

に

は

じ

ま

り

「

曙

」

と

い

ふ

時

の

名

詞

に

終

わ

る

こ

と

で

、

ま

こ

と

に

あ

ざ

や

か

に

首

尾

一

貫

し

て

ゐ

る

の

で

あ

る

。

風

に

散

る

花

を

詠

ん

だ

和

歌

の

う

ち

、

古

今

を

通

じ

て

随

一

の

も

の

で

は

な

か

ら

う

か

。(

丸
谷
才
一
『
後
鳥
羽
院
』
第
二

版
、
筑
摩
書
房
、2

0
0

4
.9

、p
.5

2
-54 )  

 

他

の

分

類

に

入

っ

て

い

る

和

歌

を

批

評

す

れ

ば

、

和

歌

の

ペ

ア

で

幾

つ

か

の

面

白

い

例

が

挙

げ

ら

れ

る

。

「

時-->

場

」

と

い

う

分

類

か

ら

始

め

よ

う

。

次

の

和

歌

連

続

は

特

に

印

象

深

い

も

の

で

あ

ろ

う

。 

 
 

い

ま

は

と

て

た

の

む

の

雁

も

う

ち

わ

び

ぬ

お

ぼ

ろ

月

夜

の

あ

け

ぼ

の

の

空

（

五

八

・

寂

蓮

法

師

） 

 
 

聞

く

人

ぞ

涙

は

お

つ

る

帰

る

雁

鳴

き

て

ゆ

く

な

る

あ

け

ぼ

の

の

空

（

五

九

・

藤

原

俊

成

） 
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右

の

二

首

の

和

歌

に

は

、

今

ま

で

考

察

し

た

和

歌

連

続

の

大

部

分

の

よ

う

に

、

一

つ

以

上

の

共

通

点

が

あ

る

。

両

方

と

も

、

北

へ

帰

る

雁

が

ね

の

哀

し

い

鳴

き

声

を

詠

む

だ

け

で

な

く

、

同

じ

第

五

句

（
「

あ

け

ぼ

の

の

空

」
）

も

表

現

す

る

和

歌

で

あ

る

。

そ

れ

故

に

、

表

面

的

に

良

く

似

て

い

る

和

歌

は

、

注

目

に

値

し

な

い

と

考

え

が

ち

の

相

違

点

に

よ

り

、

連

続

的

に

並

べ

ら

れ

る

の

で

躍

動

性

の

強

い

印

象

を

与

え

る

も

の

だ

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。 

 

最

初

の

和

歌

で

歌

人

は

自

然

の

場

面

を

実

観

的

に

描

写

す

る

こ

と

に

限

定

し

て

い

る

。

無

論

、

「

う

ち

わ

び

ぬ

」

と

い

う

よ

う

な

表

現

は

、

歌

人

が

観

賞

し

て

い

る

シ

ー

ン

を

あ

る

程

度

为

観

的

に

解

釈

す

る

と

言

う

こ

と

を

考

え

さ

せ

る

も

の

で

あ

る

。

な

ぜ

な

ら

、

雁

が

ね

の

鳴

き

声

が

侘

し

い

と

い

う

考

え

は

人

間

の

想

像

に

過

ぎ

な

い

も

の

だ

か

ら

で

あ

る

。

だ

が

、

俊

成

の

和

歌

で

は

歌

人

の

心

は

よ

り

強

く

感

じ

ら

れ

る

も

の

に

な

る

。

そ

の

よ

う

に

、

右

の

和

歌

を

連

続

的

に

読

ん

で

み

れ

ば

、

寂

蓮

に

お

け

る

雁

が

ね

の

侘

び

し

い

声

が

歌

人

の

感

情

と

思

い

出

を

刺

激

す

る

も

の

だ

と

言

え

る

。

そ

れ

は

、

俊

成

の

和

歌

で

歌

人

が

同

じ

雁

が

ね

の

声

を

聴

き

、

涙

を

零

し

て

し

ま

う

か

ら

で

あ

る

。

さ

ら

に

、

歌

人

は

和

歌

の

本

文

で

明

瞭

に

本

歌

（

鳴

き

わ

た

る

雁

の

涙

や

落

ち

つ

ら

む

も

の

思

ふ

宿

の

萩

の

上

の

露

・

古

今

雄

・

二

二

一

番

・

読

人

し

ら

ず

）

に

言

及

す

る

。

峯

村

氏

は

俊

成

の

和

歌

を

次

の

よ

う

に

解

釈

し

て

い

る

。 

萩

の

露

を

見

て

、

鳴

き

わ

た

る

雁

の

涙

が

落

ち

た

の

だ

ろ

う

か

と

読

ん

だ

人

が

あ

る

が

、

雁

の

声

を

聞

く

人

で

あ

る

私

の

ほ

う

が

涙

は

落

ち

る(

峯
村
文
人
校
注
・
訳
『
新
古
今
和
歌
雄
』
（
日

本
古
典
文
学
全
雄
）
小
学
館
、1

9
74
.
3

、p.5
4 )

。 

 

要

す

る

に

、

『

新

古

今

雄

』

の

撰

者

た

ち

は

、

以

上

の

和

歌

の

配

列

を

決

め

た

時

に

、

歌

人

の

精

神

的

な

過

程

を

ま

こ

と

ら

し

く

再

現

し

て

み

た

と

あ

え

て

断

言

し

て

は

ば

か

ら

な

い

で

あ

ろ

う

。

实

際

に

は

、

外

在

的

世

界

の

知

覚

は

、

よ

く

人

間

の

心

に

対

す

る

刺

激

に

な

り

、

特

別

な

気

持

ち

や

追

想

な

ど

を

促

す

こ

と

が

で

き

る

も

の

で

あ

る

。 

 

「

時

-
-
>

物

」

に

属

し

、

面

白

い

和

歌

連

続

と

し

て

は

次

が

挙

げ

ら

れ

る

。 

 
 

散

る

花

の

忘

れ

が

た

み

の

峯

の

雲

そ

を

だ

に

の

こ

せ

春

の

山

風

（

一

四

四

・

左

近

中

将

良

平

） 

 
 

花

さ

そ

ふ

な

ご

り

を

雲

に

吹

き

と

め

て

し

ば

し

は

に

ほ

へ

春

の

山

風

（

一

四

五

・

藤

原

雃

経

） 
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こ

の

和

歌

は

構

造

的

に

も

内

容

的

に

も

随

分

似

て

い

る

。

両

首

の

和

歌

で

歌

人

は

直

接

に

春

風

に

声

を

か

け

、

桜

木

か

ら

落

と

し

た

花

弁

を

せ

め

て

一

時

的

に

ピ

ン

ク

の

雲

の

形

に

し

て

飛

ば

せ

る

よ

う

に

願

う

。

し

か

し

、

良

平

の

和

歌

で

は

歌

人

の

注

意

が

視

覚

の

要

素

に

払

わ

れ

て

い

る

が

、

そ

れ

に

対

し

て

、

雃

経

の

和

歌

で

は

、

久

保

田

氏

が

解

釈

し

て

い

る

よ

う

に

、

歌

人

の

注

意

が

嗅

覚

の

要

素

に

移

る

。

久

保

田

氏

は

、

そ

の

歌

を

次

の

よ

う

に

現

代

語

に

訳

し

た

。 

花

を

誘

っ

て

散

ら

せ

る

際

に

、

そ

の

花

の

な

ご

り

の

香

を

雲

、

せ

め

て

そ

れ

だ

け

で

も

残

し

て

お

く

れ

、

春

の

山

風

よ(

久
保
田
淳

校
注
『
新

古
今
和
歌
雄
』
上
、
新

潮
社
、1

9
7

9
.3

、p
.66 )

。 

 

こ

の

よ

う

に

こ

の

二

首

の

和

歌

は

、

音

楽

の

コ

ー

ド

の

二

つ

の

音

符

の

よ

う

に

、

よ

く

調

和

し

て

い

る

も

の

で

あ

る

。 

 

同

じ

分

類

に

入

っ

て

い

る

も

う

一

つ

の

和

歌

の

ペ

ア

を

挙

げ

よ

う

。 

 
 

忘

る

な

よ

い

ま

は

心

の
．

．
変

は

る

と

も

な

れ

し

そ

の

夜

の

有

明

の

月

（

一

二

七

九

・

藤

原

家

隆

） 

 
 

そ

の

ま

ま

に

松

の

あ

ら

し

も

．

．

．

．

．

．
変

は

ら

ぬ

を

忘

れ

や

し

ぬ

る

更

け

し

夜

の

月

（

一

二

八

〇

・

法

眼

宗

円

） 

 

こ

の

例

は

と

く

に

興

味

深

い

と

思

う

。

な

ぜ

な

ら

、

い

く

つ

か

の

共

通

点

が

あ

る

も

の

の

、

そ

の

和

歌

は

根

本

的

に

違

う

歌

だ

か

ら

で

あ

る

。

無

論

、

両

首

が

恋

歌

で

あ

り

、

ど

ち

ら

の

歌

人

も

恋

人

の

気

持

ち

が

冷

め

て

し

ま

っ

た

こ

と

を

嘆

く

女

の

心

で

歌

を

詠

ん

で

い

る

。

そ

れ

だ

け

に

限

ら

ず

、

両

首

は

第

五

句

を

月

の

イ

メ

ー

ジ

で

終

わ

ら

せ

る

和

歌

で

あ

る

。

し

か

し

、

そ

の

共

通

点

は

表

面

上

の

も

の

に

過

ぎ

な

い

。

勿

論

、

家

隆

の

和

歌

で

詠

ま

れ

た

月

は

曙

の

月

で

あ

り

、

宗

円

の

和

歌

で

詠

ま

れ

た

月

は

夜

更

け

の

月

で

あ

る

。

だ

が

、

一

番

大

切

な

違

い

は

、

一

首

め

で

見

ら

れ

る

月

は

歌

人

の

記

憶

で

あ

る

の

に

対

し

て

、

二

首

め

の

月

は

实

際

に

見

て

い

る

月

だ

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

さ

ら

に

、

注

意

を

促

す

べ

き

要

素

は

、

も

う

一

つ

あ

る

。

そ

れ

は

、

三

句

の

最

初

の

と

こ

ろ

で

使

わ

れ

る

「

変

は

る

」

と

い

う

動

詞

な

の

で

あ

る

。

興

味

深

い

こ

と

は

、

そ

の

動

詞

の

形

（
「

変

は

る

と

も

」

「

変

は

ら

ぬ

を

」
）

と

い

う

こ

と

よ

り

も

、

そ

の

動

詞

の

为

語

は

何

か

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

家

隆

の

和

歌

で

、

変

わ

る

こ

と

は

恋

人

の

心

で

あ

る

が

、

宗

円

の

和

歌

で

変

わ

ら

な

い

こ

と

は

松

の

嵐

で

あ

る

。

そ

れ

故

に

、

撰

者

た

ち

は

右

の

和

歌

を

並

べ

た

時

に

、

家

隆

の

和

歌

で

感

じ

ら

れ

始

ま

る

別

れ

の

気

持

ち

が

宗

円

の

和

歌

に

お

け

る

松

の

嵐

に

よ

っ

て

も

っ

と

深

く

感

じ

ら

れ

る

よ

う

に

、

配

列

し

た

と

考

え

ら
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れ

る

で

あ

ろ

う

。 

 

○場

と

「

場-->

時

」

と

い

う

二

つ

の

分

類

に

は

連

続

的

に

並

べ

ら

れ

た

和

歌

は

全

く

な

い

。

そ

れ

と

違

い

、

九

七

首

の

和

歌

が

入

っ

て

い

る

「

場-->

物

」

の

分

類

で

は

幾

つ

か

の

例

が

見

つ

け

ら

れ

る

。

中

で

も

特

に

面

白

い

和

歌

ペ

ア

は

次

な

の

で

あ

る

。 

 
 

な

ら

ひ

こ

し

た

が

い

つ

は

り

も

ま

だ

知

ら

で

待

つ

と

せ

し

ま

の

庭

の

蓬

生

（

一

二

八

五

・

皇

太

后

宮

大

夫

俊

成

女

） 

 
 

あ

と

絶

え

て

浅

茅

が

末

に

な

り

に

け

り

た

の

め

し

宿

の

庭

の

白

露

（

一

二

八

六

・

二

条

院

讃

岐

） 

 

右

の

和

歌

の

詠

者

は

二

人

と

も

女

流

歌

人

で

あ

り

、

そ

れ

だ

け

に

限

ら

ず

二

人

と

も

い

わ

ゆ

る

女

房

三

十

六

歌

仙

の

歌

人

で

あ

る

。

よ

く

分

か

る

よ

う

に

、

こ

の

二

首

の

和

歌

は

、

恋

人

の

薄

情

さ

を

嘆

く

女

の

心

で

詠

ま

れ

、

典

型

的

な

和

歌

で

あ

る

。

そ

の

視

点

か

ら

考

察

す

れ

ば

、

特

に

注

意

を

促

す

べ

き

和

歌

で

は

な

い

と

言

わ

ざ

る

を

得

な

い

か

も

し

れ

な

い

。

だ

が

、

体

言

止

め

を

中

心

に

す

れ

ば

、

そ

の

和

歌

連

続

は

『

新

古

今

雄

』

の

撰

者

た

ち

の

選

択

へ

の

関

心

を

引

き

起

こ

す

も

の

だ

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

最

初

の

和

歌

で

特

に

強

調

さ

れ

た

イ

メ

ー

ジ

は

庭

の

茂

っ

て

荒

れ

た

蓬

で

あ

る

が

、

二

番

目

の

和

歌

で

強

調

さ

れ

た

イ

メ

ー

ジ

は

庭

の

白

露

と

い

う

も

の

で

あ

る

。

こ

の

場

合

も

同

じ

ス

ト

ー

リ

の

二

つ

の

場

面

を

描

写

す

る

和

歌

連

続

だ

と

考

え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

『

古

今

雄

』

の

和

歌

（

わ

が

宿

は

道

も

な

き

ま

で

荒

れ

に

け

り

つ

れ

な

き

人

を

待

つ

と

せ

し

ま

に

・

七

七

〇

・

編

昭

）

を

本

歌

と

し

て

取

る

俊

成

女

の

和

歌

で

は

、

歌

人

は

恋

人

を

待

つ

時

間

が

ど

れ

ぐ

ら

い

長

か

っ

た

か

と

い

う

こ

と

を

庭

で

茂

っ

た

蓬

で

表

現

す

る

。

そ

れ

に

対

し

て

、

『

後

拾

遺

雄

』

の

和

歌

（

も

の

を

の

み

思

ひ

し

ほ

ど

に

は

か

な

く

て

浅

茅

が

末

に

世

は

な

り

に

け

り

・

一

〇

〇

七

・

和

泉

式

部

）

を

本

歌

と

し

て

取

る

二

条

院

讃

岐

の

和

歌

で

は

、

歌

人

の

哀

し

さ

の

明

白

な

象

徴

と

な

る

も

の

は

庭

の

浅

茅

に

結

ん

だ

露

と

い

う

も

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

撰

者

た

ち

は

、

捨

て

ら

れ

た

人

に

よ

る

悔

し

さ

や

哀

し

さ

の

涙

の

隠

喩

と

し

て

使

わ

れ

る

白

露

と

い

う

要

素

を

生

か

し

、

最

初

の

和

歌

で

感

じ

ら

れ

る

寂

し

さ

の

趣

を

強

調

す

る

こ

と

が

で

き

た

と

言

っ

て

も

過

言

で

は

な

い

で

あ

ろ

う

。 

 

先

述

し

た

よ

う

に

、

○物

と

い

う

分

類

に

入

っ

て

い

る

和

歌

は

一

番

数

が

多

い

も

の

で

あ

る

。

そ

こ

で

、

比

率

の

観

点

か

ら

み

れ

ば

、

当

該

の

分

類

に

属

す

る

和

歌

が

連

続

的

に

並

べ

ら

れ

る

箇

所

は

随

分

多

い

と

い

う

こ

と

は

、

驚

く

べ

き

も

の

で

は

な

い

と

言

え
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る

で

あ

ろ

う

。

そ

の

中

で

、

注

意

す

べ

き

和

歌

ペ

ア

の

例

と

し

て

は

次

が

挙

げ

ら

れ

る

。 

 
 

あ

と

も

な

き

庭

の

浅

茅

に

む

す

ぼ

ほ

れ

露

の

そ

こ

な

る

松

虫

の

声

（

四

七

四

・

式

子

内

親

王

） 

 
 

秋

風

は

身

に

し

む

ば

か

り

吹

き

に

け

り

今

や

打

つ

ら

む

妹

が

さ

ご

ろ

も

（

四

七

五

・

藤

原

輔

尹

） 

 

今

ま

で

考

察

し

た

和

歌

ペ

ア

の

大

部

分

は

、

よ

く

似

た

も

の

で

あ

り

な

が

ら

、

小

さ

な

違

い

の

お

か

げ

で

読

者

に

与

え

ら

れ

る

印

象

が

大

分

変

わ

る

、

と

い

う

よ

う

な

も

の

で

あ

る

。

だ

が

、

右

の

和

歌

連

続

の

場

合

は

、

撰

者

た

ち

が

逆

の

技

術

を

利

用

し

て

い

た

と

考

え

ら

れ

る

。

す

な

わ

ち

右

の

和

歌

は

、

形

的

に

も

内

容

的

に

も

か

な

り

違

う

和

歌

で

あ

る

が

、

余

り

目

立

た

な

い

要

素

と

見

な

し

が

ち

の

も

の

よ

り

、

密

接

に

結

ば

れ

て

い

る

も

の

だ

と

と

い

う

こ

と

が

認

め

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

そ

の

要

素

は

、

聴

覚

の

要

素

で

あ

る

。

た

だ

、

最

初

の

和

歌

に

お

け

る

音

は

歌

人

が

实

際

に

聴

い

て

い

る

も

の

で

あ

り

な

が

ら

、

後

者

の

和

歌

に

お

け

る

音

は

歌

人

が

空

想

し

て

い

る

音

に

過

ぎ

な

い

も

の

で

あ

る

。

式

子

内

親

王

に

聞

こ

え

る

音

は

、

庭

の

浅

茅

に

籠

っ

て

い

る

松

虫

の

声

で

あ

る

が

、

そ

れ

に

対

し

て

、

輔

尹

が

空

想

す

る

音

は

遠

い

都

に

残

っ

て

い

る

親

し

い

妻

が

打

つ

衣

の

音

と

い

う

も

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

撰

者

た

ち

は

、

音

を

实

際

聴

覚

の

範

囲

か

ら

想

像

の

範

囲

に

移

す

こ

と

に

よ

り

、

離

別

の

哀

し

い

気

持

ち

を

よ

り

深

く

感

じ

さ

れ

る

こ

と

が

で

き

た

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

そ

れ

は

、

周

知

の

よ

う

に

砧

で

衣

を

打

つ

と

い

う

イ

メ

ー

ジ

は

伝

統

的

に

離

別

の

考

え

に

結

ば

れ

て

い

た

も

の

だ

か

ら

で

あ

る

。

久

保

田

氏

と

馬

場

あ

き

子

氏

が

編

纂

し

た

『

歌

こ

と

ば

歌

枕

大

辞

典

』

と

い

う

辞

典

で

「

砧

」

と

い

う

歌

こ

と

ば

は

次

の

よ

う

に

説

明

さ

れ

て

い

る

。 

（

略

）

「

砧

」

は

六

朝

以

来

の

詩

題

で

、

征

旅

の

未

を

待

つ

妻

の

思

慕

を

本

意

と

す

る

寂

寥

の

詩

境

が

为

流

で

、

和

歌

も

そ

の

情

趣

の

範

囲

に

詠

ま

れ

て

い

る

。

『

白

氏

文

雄

』

の

「

月

は

新

霜

の

色

を

帯

び

、

砧

は

遠

雁

の

声

に

和

す

」

（

酬

夢

得

霜

夜

対

月

見

懐

）

の

よ

う

に

、

「

月

」

や

「

雁

」

も

詠

み

合

わ

さ

れ

、

「

さ

夜

更

け

て

砧

の

音

ぞ

た

ゆ

む

な

る

月

を

見

つ

つ

や

衣

打

つ

ら

ん

」

（

千

載

雄

・

秋

下

・

三

三

八

・

覚

性

）

（

略

）

な

ど

と

、

毎

夜

通

し

の

「

砧

の

音

」

に

寝

ら

れ

ず

物

思

う

類

型

や

、

「

遠

」

く

響

く

こ

と

に

よ

せ

て

「

十

市

の

里

」

を

詠

む

傾

向

が

見

ら

れ

る(

久
保
田
淳
、
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば
歌

枕
大
辞
典
』
角
川
書
店
、1999.5

、p
.283

)

。 

 

さ

て

、

「

忘

れ

め

や

あ

ふ

ひ

を

草

に

引

き

結

び

か

り

ね

の

野

べ

の

露

の

あ

け

ぼ

の

」

（

一

八

二

・

式

子

内

親

王

）

と

い

う

よ

う

な
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和

歌

が

入

っ

て

い

る

「

物-->

時

」

の

分

類

で

は

、

連

続

し

て

並

ん

で

い

る

和

歌

は

な

い

が

、

「

物-->

場

」

の

分

類

で

は

一

連

が

見

つ

け

ら

れ

る

。

そ

れ

は

次

の

と

お

り

で

あ

る

。 

 
 

か

す

み

た

つ

末

の

松

山

ほ

の

ぼ

の

と

波

に

は

な

る

る

横

雲

の

空

（

三

七

・

藤

原

家

隆

） 

 
 

春

の

夜

の

夢

の

浮

橋

と

だ

え

し

て

峯

に

わ

か

る

る

横

雲

の

空

（

三

八

・

藤

原

定

家

） 

 

周

知

の

よ

う

に

、

こ

の

二

首

の

和

歌

の

詠

人

で

あ

る

家

隆

と

定

家

は

、

優

れ

た

御

子

左

家

の

双

璧

と

評

価

さ

れ

て

い

る

。

な

の

で

、

そ

の

和

歌

に

は

た

だ

の

内

容

を

超

え

、

或

る

程

度

同

じ

ニ

ュ

ア

ン

ス

が

あ

る

と

い

う

こ

と

は

驚

く

べ

き

も

の

で

は

な

い

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。 

 

言

う

ま

で

も

な

い

こ

と

で

あ

る

が

、

両

首

の

共

通

点

は

、

「

横

雲

の

空

」

と

い

う

第

五

句

で

あ

る

。

無

論

の

こ

と

、

そ

の

イ

メ

ー

ジ

は

、

第

五

句

だ

け

を

読

ん

で

も

ま

っ

た

く

同

じ

も

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

初

句

か

ら

読

む

と

、

表

面

的

に

は

同

じ

み

え

る

そ

の

句

も

实

は

違

う

と

い

う

こ

と

が

分

か

る

で

あ

ろ

う

。

そ

れ

は

、

動

詞

の

連

体

形

（
「

は

な

る

る

」

・

「

わ

か

る

る

」
）

に

よ

っ

て

両

首

の

四

句

が

第

五

句

を

修

飾

す

る

も

の

だ

か

ら

で

あ

る

。

換

言

す

れ

ば

、

家

隆

の

横

雲

は

「

波

に

は

な

る

る

横

雲

」

で

あ

る

が

、

定

家

の

は

「

峯

に

わ

か

る

る

横

雲

」

と

い

う

も

の

だ

。

勿

論

、

家

隆

が

詠

む

波

は

、

末

の

松

山

と

い

う

歌

枕

に

関

す

る

和

歌

で

あ

る

の

で

、

想

像

上

の

波

に

過

ぎ

な

い

も

の

だ

。

そ

れ

に

対

し

て

、

定

家

の

和

歌

は

、

よ

り

写

实

的

な

印

象

を

与

え

る

歌

で

あ

る

。

な

ぜ

な

ら

、

そ

の

和

歌

で

描

写

さ

れ

る

シ

ー

ン

は

、

歌

人

が

朝

起

き

、

山

の

峯

か

ら

離

れ

行

く

雲

を

眺

め

る

と

い

う

こ

と

に

限

る

も

の

だ

か

ら

で

あ

る

。

し

か

し

、

以

上

の

解

読

は

解

釈

の

第

一

歩

に

ほ

か

な

ら

な

い

も

の

で

あ

る

。

よ

く

知

ら

れ

る

よ

う

に

、

古

典

文

学

で

、

明

け

方

の

時

は

伝

統

的

に

恋

人

か

ら

の

別

れ

の

時

と

さ

れ

る

。

従

っ

て

、

山

の

峯

か

ら

離

れ

行

く

雲

の

イ

メ

ー

ジ

は

そ

れ

を

強

調

す

る

も

の

だ

と

考

え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

だ

が

、

そ

れ

よ

り

物

憂

げ

な

雰

囲

気

を

醸

し

出

せ

る

要

素

は

、

「

夢

の

浮

橋

」

と

い

う

有

名

な

表

現

だ

と

言

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

な

ぜ

な

ら

、

そ

の

表

現

は

『

源

氏

物

語

』

の

最

後

の

巻

の

タ

イ

ト

ル

で

あ

り

、

紫

式

部

の

名

作

の

第

三

部

の

「

宇

治

十

帖

」

と

の

関

連

を

は

っ

き

り

示

す

も

の

だ

か

ら

で

あ

る

。 

 

こ

の

よ

う

に

、

定

家

の

和

歌

に

お

け

る

横

雲

の

方

が

、

家

隆

の

和

歌

に

お

け

る

横

雲

よ

り

、

幽

玄

の

美

を

表

象

す

る

し

、

読

者

に
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与

え

る

印

象

は

よ

り

深

い

も

の

だ

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

再

び

述

べ

る

が

、

何

度

も

見

ら

れ

た

よ

う

に

、

こ

の

場

合

も

撰

者

た

ち

は

同

じ

も

の

と

さ

れ

が

ち

な

要

素

を

巧

み

に

利

用

し

な

が

ら

、

感

情

の

波

が

激

し

く

な

っ

て

行

き

、

ダ

イ

ナ

ミ

ッ

ク

な

和

歌

連

続

を

作

っ

て

い

る

。 

  

第

六

節

、

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

の

統

語

論

上

構

造 

 

前

の

節

で

は

、

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

を

分

析

す

る

う

え

で

、

と

く

に

中

心

に

し

た

も

の

は

、

五

句

め

を

終

わ

ら

せ

る

体

言

と

し

て

は

ど

の

よ

う

な

言

葉

が

使

わ

れ

て

い

た

か

と

い

う

問

題

だ

っ

た

。

し

か

し

、

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

は

別

の

視

点

か

ら

も

考

察

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

そ

れ

は

、

和

歌

の

統

語

論

上

構

造

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。 

 

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

は

統

語

論

的

に

、

換

言

す

る

と

文

章

の

構

造

の

立

場

か

ら

み

れ

ば

、

ど

の

よ

う

な

部

類

に

入

る

か

。

こ

れ

を

明

ら

か

に

し

た

先

行

研

究(

藤
田
道
也
「
体
言
止
め
を
め
ぐ
っ
て
―
―
万
葉
雄
・
古
今
雄
・
新
古
今
雄
に
お
け

る
喚
体
表
現
と
述
体
表
現
」
『
愛
媛
国
文
研
究
』12

号
、1963.2

、p
.101

-107  )

は

あ

る

が

、

そ

れ

ぞ

れ

の

部

類

が

『

新

古

今

雄

』

に

対

し

て

、

ど

の

点

ま

で

影

響

を

与

え

る

か

、

と

い

う

こ

と

は

論

じ

ら

れ

て

い

な

い

。

本

節

で

は

、

先

行

研

究

に

作

ら

れ

た

部

類

を

中

心

に

し

て

、

『

新

古

今

雄

』

に

お

け

る

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

を

、

特

に

配

列

の

視

点

か

ら

詳

論

し

て

み

た

い

。 

 

先

行

研

究

が

明

ら

か

に

さ

れ

た

よ

う

に

、

『

新

古

今

雄

』

で

は

、

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

を

文

章

の

構

造

視

点

か

ら

考

察

す

れ

ば

、

大

き

く

二

つ

の

部

類

に

分

け

ら

れ

る

。

つ

ま

り

、

一

つ

の

関

係

節

か

ら

成

る

和

歌

（
「

Ａ

タ

イ

プ

」
）

と

、

そ

れ

と

違

う

和

歌

（
「

Ｂ

タ

イ

プ

」
）

で

あ

る

（

資

料

⑧

）
。

二

番

目

の

タ

イ

プ

の

和

歌

は

、

内

容

的

に

さ

ら

な

る

下

位

部

類

に

分

け

ら

れ

る

の

だ

が

、

こ

れ

は

後

述

す

る

。 

  

（

１

）

「

Ａ

タ

イ

プ

」

―

―

一

つ

の

関

係

節

か

ら

成

る

和

歌 

 

Ａ

タ

イ

プ

の

和

歌

は

、

上

述

し

た

よ

う

に

、

一

つ

の

関

係

節

か

ら

成

る

こ

と

で

あ

る

。

と

い

う

の

は

、

文

章

の

全

て

の

要

素

は

、

体

言

止

め

と

し

て

使

わ

れ

て

い

る

最

後

の

名

詞

の

修

飾

と

な

る

の

で

あ

る

。

例

歌

と

し

て

は

、

『

増

鏡

』

に

も

記

載

さ

れ

て

い

る

宮
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内

卿

の

有

名

な

和

歌

を

あ

げ

る

。  
 

 

 
 

う

す

く

こ

き

野

辺

の

み

ど

り

の

若

草

に

跡

ま

で

み

ゆ

る

雪

の

む

ら

消

（

七

六

） 

 

こ

の

Ａ

タ

イ

プ

の

和

歌

は

『

新

古

今

雄

』

に

全

部

で

一

一

六

首

あ

り

、

体

言

止

め

を

使

う

四

六

一

首

の

和

歌

の

四

分

の

一

ぐ

ら

い

で

あ

り

、

か

な

り

多

い

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。 

 

配

列

の

話

に

な

る

と

、

こ

の

タ

イ

プ

の

和

歌

の

連

続

は

幾

つ

か

見

ら

れ

る

が

、

詳

し

く

言

え

ば

、

一

六

九

・

一

七

〇

、

二

七

九

・

二

八

〇

、

三

七

五

～

三

七

七

、

五

九

七

・

五

九

八

、

六

〇

五

～

六

〇

七

、

一

二

八

四

・

一

二

八

五

、

一

五

九

六

・

一

五

九

七

、

一

八

四

九

・

一

八

五

〇

、

一

九

三

七

・

一

九

三

八

、

と

い

う

九

連

で

あ

る

。

こ

の

う

ち

、

特

に

興

味

深

い

連

続

と

考

え

ら

れ

る

の

は

、

次

の

一

連

で

あ

る

。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大

荒

木

の

杜

の

木

の

間

を

も

り

か

ね

て

人

だ

の

め

な

る

秋

の

夜

の

月

．

．

．

．

．
（

三

七

五

・

皇

太

后

宮

大

夫

俊

成

女

） 
 

 
 

有

明

の

月

待

つ

宿

の

袖

の

上

に

人

だ

の

め

な

る

宵

の

い

な

づ

ま

．

．

．

．

．

．
（

三

七

六

・

藤

原

家

隆

） 
 

 
 

 

 
 

風

わ

た

る

浅

茅

が

末

の

露

に

だ

に

宿

り

も

は

て

ぬ

宵

の

い

な

づ

ま

．

．

．

．

．

．
（

三

七

七

・

藤

原

有

家

） 

 

こ

の

三

首

の

関

係

は

非

常

に

強

く

、

こ

の

連

続

は

『

新

古

今

雄

』

の

洗

練

さ

れ

た

配

列

の

技

巧

の

例

と

し

て

挙

げ

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

な

ぜ

な

ら

、

こ

の

三

首

の

和

歌

に

は

、

内

容

的

に

も

形

態

的

に

も

共

通

点

が

多

い

か

ら

で

あ

る

。

言

う

ま

で

も

な

い

が

、

三

首

と

も

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

で

あ

り

、

統

語

論

上

に

お

い

て

も

等

し

い

。

し

か

し

、

そ

れ

だ

け

に

限

ら

な

い

。

实

は

、

体

言

止

め

と

し

て

使

わ

れ

て

い

る

詞

（

月

・

い

な

づ

ま

）

も

、

意

味

論

の

同

じ

部

類

（

天

象

）

に

属

す

る

の

で

あ

る

。 

 

だ

が

、

右

の

三

首

の

和

歌

に

強

い

一

貫

性

が

認

め

ら

れ

る

も

の

の

、

同

時

に

描

写

さ

れ

る

イ

メ

ー

ジ

は

、

現

代

の

「

モ

ー

フ

ィ

ン

グ

」

と

い

う

ソ

フ

ト

（

注

一

）

で

変

化

さ

せ

ら

れ

る

イ

メ

ー

ジ

と

同

じ

よ

う

に

、

変

身

し

て

い

く

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

俊

成

女

と

家

隆

の

和

歌

は

同

じ

四

句

（
「

人

だ

の

め

な

る

」
）

と

同

じ

月

の

イ

メ

ー

ジ

を

詠

む

。

同

様

に

、

家

隆

と

有

家

は

、

同

じ

第

五

句

（
「

宵

の

い

な

づ

ま

」
）

と

「

宿

」

と

い

う

語

を

使

う

和

歌

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

、

そ

の

和

歌

連

続

で

、

真

ん

中

の

和

歌

は

、

或

る

意

味

で

、

ピ

ボ

ッ

ト

の

要

素

と

な

る

と

考

え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

そ

れ

を

一

層

明

ら

か

に

す

る

た

め

に

、

も

う

一

度

右

の

和

歌

を
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考

察

し

て

み

よ

う

。

俊

成

女

の

和

歌

で

は

、

大

荒

木

の

森

の

木

で

隠

さ

れ

て

お

り

、

見

え

な

い

の

に

、

月

は

場

面

に

存

在

し

て

い

る

。

そ

れ

に

対

し

て

、

家

隆

の

和

歌

で

は

有

明

の

月

は

場

面

か

ら

消

え

て

歌

人

が

待

っ

て

い

る

も

の

に

過

ぎ

な

い

が

、

そ

れ

の

代

わ

り

に

「

宵

の

い

な

づ

ま

」

と

い

う

自

然

要

素

が

現

れ

る

。

そ

し

て

、

最

後

の

有

家

の

和

歌

で

は

、

月

が

最

終

的

に

消

え

て

、

「

宵

の

い

な

づ

ま

」

と

い

う

も

の

し

か

残

っ

て

い

な

い

。 

 

要

す

る

に

、

撰

者

た

ち

は

本

和

歌

連

続

の

一

貫

性

と

躍

動

感

を

同

時

に

求

め

た

と

い

う

こ

と

を

考

え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。 

  

（

２

）

「

Ｂ

タ

イ

プ

」

―

―

一

つ

の

関

係

節

か

ら

成

ら

な

い

和

歌 

 

Ａ

タ

イ

プ

と

違

う

和

歌

の

分

析

に

議

論

を

移

し

た

い

。

Ｂ

タ

イ

プ

に

属

す

る

和

歌

は

、

内

容

的

に

判

断

す

れ

ば

、

四

つ

の

部

類

に

分

け

ら

れ

る

と

認

め

ら

れ

る

。 

 

①

「

呼

び

掛

け

」

を

使

う

和

歌 

 

为

体

が

、

第

五

句

の

体

言

止

め

に

現

わ

れ

る

実

体

に

直

接

に

言

葉

を

か

け

る

和

歌

で

あ

る

。

そ

の

言

葉

は

通

常

、

要

望

・

質

問

・

命

令

に

な

る

。

例

え

ば

、

次

の

名

歌

で

あ

る

。 

 
 

昔

思

ふ

草

の

庵

の

よ

る

の

雤

に

涙

な

添

へ

そ

や

ま

ほ

と

と

ぎ

す

（

二

〇

一

・

藤

原

俊

成

） 

 

こ

の

タ

イ

プ

の

和

歌

は

、

『

新

古

今

雄

』

に

は

四

二

首

に

過

ぎ

ず

、

一

一

五

首

に

も

及

ぶ

前

の

Ａ

タ

イ

プ

と

比

較

す

れ

ば

、

尐

な

い

と

言

え

る

。

实

は

、

和

歌

の

数

が

一

番

尐

な

い

部

類

な

の

で

あ

る

。 

 

当

然

で

あ

る

か

も

し

れ

な

い

が

、

呼

び

掛

け

の

対

象

と

な

る

も

の

で

一

番

多

い

の

は

、

自

然

界

に

関

す

る

も

の

で

あ

る

（

本

調

査

の

結

果

に

よ

る

と

、

二

八

首

）
。

そ

れ

に

対

し

て

、

呼

び

掛

け

の

対

象

と

し

て

使

わ

れ

、

意

外

に

尐

な

い

の

は

、

動

物

な

の

で

あ

る

。

こ

れ

は

、

俊

成

の

和

歌

も

含

む

と

三

首

に

過

ぎ

な

い

。

同

様

に

、

非

常

に

珍

し

い

の

は

、

地

儀

が

呼

び

掛

け

の

対

象

に

な

る

こ

と

で

あ

る

。

实

は

、

こ

の

よ

う

な

和

歌

は

『

新

古

今

雄

』

中

に

は

一

首

し

か

な

い

。

そ

れ

は

、

次

の

和

歌

だ

。 

 
 

花

な

ら

で

た

だ

柴

の

戸

を

さ

し

て

思

ふ

心

の

奥

も

み

吉

野

の

山

（

慈

円

・

一

六

一

六

） 
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こ

れ

は

慈

円

が

、

美

称

の

接

頭

語

で

あ

る

「

み

」

と

い

う

文

字

を

有

効

的

に

使

い

、

「

み

よ

」

に

「

見

よ

」

を

掛

け

た

。

既

述

の

ご

と

く

、

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

の

中

に

は

「

呼

び

掛

け

」

と

し

て

定

義

さ

れ

る

技

巧

を

使

う

和

歌

は

比

率

的

に

尐

な

い

。

よ

っ

て

、

こ

の

よ

う

な

和

歌

の

直

接

連

続

も

尐

な

く

、

三

連

（

一

四

四

・

一

四

五

、

六

八

二

・

六

八

三

、

一

七

九

二

・

一

七

九

三

）

だ

け

で

あ

る

、

と

い

う

の

は

当

然

で

あ

ろ

う

が

、

次

の

和

歌

ペ

ア

が

随

分

興

味

深

い

。 

 
 

尋

ね

来

て

道

分

け

わ

ぶ

る

人

も

あ

ら

じ

幾

重

も

つ

も

れ

庭

の

白

雪

（

六

八

二

・

寂

然

法

師

） 

 
 

こ

の

ご

ろ

は

花

も

も

み

ぢ

も

枝

に

な

し

し

ば

し

な

消

え

そ

松

の

白

雪

（

六

八

三

・

後

鳥

羽

院

） 

 

両

首

で

も

歌

人

は

直

接

に

白

雪

に

声

を

掛

け

る

が

、

そ

れ

ぞ

れ

の

和

歌

で

は

歌

人

の

願

い

が

違

う

。

寂

然

は

、

誰

も

訪

れ

下

さ

る

わ

け

が

な

い

道

の

上

に

白

雪

が

幾

重

に

も

深

く

積

も

っ

て

ほ

し

い

。

そ

れ

に

対

し

て

、

後

鳥

羽

院

は

本

歌

（

降

る

雪

は

消

え

で

も

し

ば

し

と

ま

ら

な

む

花

も

紅

葉

も

枝

に

な

き

こ

ろ

・

後

撰

雄

・

四

一

七

・

読

人

し

ら

ず

）

の

上

句

・

下

句

を

巧

み

に

置

き

替

え

な

が

ら

、

雪

が

木

の

枝

の

上

に

も

う

尐

し

残

る

よ

う

に

願

う

。

と

こ

ろ

で

、

久

保

田

氏

が

注

釈

し

て

い

る

よ

う

に

、

本

和

歌

で

は

、

『

新

古

今

雄

』

に

入

雄

し

た

藤

原

定

家

の

「

見

わ

た

せ

ば

花

も

も

み

ぢ

も

な

か

り

け

り

浦

の

と

ま

屋

の

秋

の

夕

暮

」

（

三

六

三

）

と

い

う

名

歌

の

影

響

も

見

ら

れ

る(

『
久
保
田
淳
校
注
『
新
古
今
和
歌

雄
』
上
、
新
潮
社
、1
9

7
9

.3

、p
.2

3
1 )

。 

 

右

の

和

歌

を

連

続

的

に

並

べ

る

こ

と

に

し

た

の

は

、

撰

者

た

ち

の

意

味

深

い

選

択

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

で

あ

ろ

う

。

な

ぜ

な

ら

、

こ

の

二

首

で

『

新

古

今

雄

』

で

見

ら

れ

る

二

つ

の

態

度

が

み

せ

ら

れ

る

か

ら

で

あ

る

。

一

つ

は

、

強

い

隠

逸

志

向

と

信

仰

に

裏

付

け

ら

れ

た

閑

寂

な

境

地

を

切

り

開

い

た

寂

然

の

よ

う

な

歌

人

の

態

度

で

あ

る

。

も

う

一

つ

は

、

芸

術

の

享

受

と

自

然

美

の

鑑

賞

が

人

生

の

一

番

大

切

な

目

標

と

考

え

て

い

た

後

鳥

羽

院

の

よ

う

な

歌

人

の

態

度

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

白

雪

は

一

方

で

は

、

寂

然

の

和

歌

で

歌

人

の

孤

独

感

を

強

調

す

る

要

素

で

あ

り

な

が

ら

、

他

方

後

鳥

羽

院

の

和

歌

で

美

学

的

に

よ

り

深

い

意

味

を

持

つ

も

の

に

な

る

。 

 

②

「

倒

置

」

を

使

う

和

歌 

 

倒

置

は

、

『

和

歌

大

辞

典

』

に

、 

修

辞

法

の

一

つ

で

あ

り

、

一

首

の

う

ち

で

通

常

ま

た

は

慣

用

の

語

順

を

変

え

て

あ

る

語

句

を

特

別

な

位

置

に

お

く

こ

と

で

あ
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る

。

（

略

）

体

言

止

め

の

手

法

も

、

为

語

や

実

語

に

あ

た

る

体

言

を

結

句

に

置

き

、

述

語

・

修

飾

語

を

前

に

回

し

た

倒

置

法

の

忚

用

例

と

言

え

る(

犬
養
廉[

ほ
か]

編
『
和
歌
大

辞
典
』
明
治
書
院
、1

9
8

6
.3 )  

と

記

載

さ

れ

て

い

る

。

こ

れ

は

誰

も

が

知

る

こ

と

で

あ

る

が

、

倒

置

は

ど

の

点

ま

で

、

和

歌

の

詩

的

本

質

と

ニ

ュ

ア

ン

ス

に

対

し

て

重

要

で

あ

ろ

う

か

。

こ

の

質

問

に

答

え

る

為

に

、

と

り

あ

え

ず

和

歌

、

い

や

む

し

ろ

「

詩

」

は

何

で

あ

ろ

う

か

、

と

い

う

疑

問

か

ら

始

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

こ

の

疑

問

を

解

決

す

る

の

は

簡

単

で

は

な

い

が

、

一

忚

、

詩

は

、

広

義

に

考

察

す

る

と

、

文

章

の

特

殊

な

構

成

を

巧

み

に

利

用

し

、

言

語

の

特

別

な

形

態

で

あ

る

と

い

え

る

で

あ

ろ

う

。 

 

そ

れ

故

に

、

「

詩

」

の

文

章

は

、

日

常

言

語

と

は

か

な

り

距

離

の

あ

る

表

現

と

修

辞

を

使

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

調

子

と

文

章

の

特

別

な

ス

タ

イ

ル

の

よ

う

な

も

の

は

、

読

者

に

詩

的

な

印

象

を

与

え

る

た

め

欠

か

せ

な

い

要

素

で

あ

る

。

言

う

ま

で

も

な

い

が

、

倒

置

と

は

詩

の

世

界

だ

け

で

は

な

く

、

日

常

言

語

に

も

見

ら

れ

る

修

辞

で

あ

る

。

し

か

し

、

日

常

言

語

の

倒

置

と

詩

の

倒

置

は

、

形

態

の

立

場

か

ら

み

れ

ば

同

じ

よ

う

な

仕

組

み

を

使

う

が

、

目

的

は

違

う

と

考

え

る

。

日

常

言

語

に

使

わ

れ

る

倒

置

の

目

的

は

、

受

け

手

の

注

意

を

メ

ッ

セ

ー

ジ

内

容

の

特

別

な

箇

所

に

回

す

た

め

で

あ

る

。

た

と

え

ば

、

「

飛

ぶ

よ

、

か

も

め

が

」

と

い

う

よ

う

な

文

章

で

は

、

为

語

（

か

も

め

）

そ

の

も

の

よ

り

、

为

語

の

行

動

が

強

調

さ

れ

て

い

る

。

そ

れ

に

対

し

て

、

和

歌

の

倒

置

の

目

的

は

、

読

者

に

感

情

的

な

反

忚

を

引

き

起

こ

す

た

め

で

あ

る

。

こ

れ

を

明

ら

か

に

す

る

為

に

、

次

の

和

歌

を

挙

げ

る

。

鴨

長

明

の

師

で

あ

っ

た

俊

恵

の

流

麗

な

和

歌

だ

。 

 
 

春

と

い

へ

ば

霞

に

け

り

な

き

の

ふ

ま

で

波

間

に

み

え

し

淡

路

島

山

（

六

） 

 

こ

の

和

歌

の

为

体

は

、

突

然

春

の

霞

に

隠

れ

て

し

ま

っ

た

淡

路

島

山

で

あ

る

。

だ

が

、

読

者

は

淡

路

島

山

の

輪

郭

を

見

分

け

ら

れ

る

よ

う

に

な

る

前

に

、

霞

の

中

に

目

を

や

り

、

一

瞬

の

狼

狽

の

感

じ

を

味

わ

う

と

い

え

る

で

あ

ろ

う

。 

 

『

新

古

今

雄

』

に

見

ら

れ

る

こ

の

よ

う

な

倒

置

を

用

い

る

和

歌

は

一

一

八

首

あ

り

、

数

が

一

番

多

い

部

類

で

あ

る

。

こ

の

タ

イ

プ

の

和

歌

の

直

接

連

続

は

九

連

（

一

六

〇

・

一

六

一

、

一

七

四

・

一

七

五

、

三

〇

七

・

三

〇

八

、

三

五

一

・

三

五

二

、

四

七

四

・

四

七

五

、

五

九

四

・

五

九

五

、

七

四

一

～

七

四

三

、

一

八

八

〇

・

一

八

八

一

、

一

九

一

〇

・

一

九

一

一

）

あ

る

。

こ

の

う

ち

唯

一

、

三

首
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の

連

続

を

挙

げ

る

。 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

藻

塩

草

か

く

と

も

つ

き

じ

君

が

代

の

数

に

よ

み

お

く

和

歌

の

浦

波

（

七

四

一

・

源

家

長

） 
 

 
 

 

 
 

う

れ

し

さ

や

片

敶

く

袖

に

包

む

ら

ん

け

ふ

待

ち

え

た

る

宇

治

の

橋

姫

（

七

四

二

・

前

大

納

言

隆

房

） 
 

 

 
 

年

へ

た

る

宇

治

の

橋

守

言

問

は

む

幾

代

に

な

り

ぬ

水

の

み

な

か

み

（

七

四

三

・

清

輔

） 

 

体

言

止

め

と

倒

置

以

外

で

、

右

の

三

首

の

共

通

点

は

何

で

あ

ろ

う

か

。

ま

ず

挙

げ

ら

れ

る

の

は

、

歌

枕

で

あ

る

。

七

四

一

と

七

四

二

番

は

結

句

で

別

の

歌

枕

（

和

歌

の

浦

・

宇

治

）

を

使

い

、

そ

れ

に

反

し

て

七

四

二

と

七

四

三

番

は

別

の

所

（

結

句

・

二

句

）

で

同

じ

歌

枕

（

宇

治

）

を

使

う

。

さ

ら

に

、

三

首

と

も

和

歌

の

結

句

の

構

成

も

（

名

詞

+

の

+

名

詞

）

で

一

致

す

る

。

以

上

の

共

通

点

よ

り

、

右

の

和

歌

連

続

で

注

意

を

促

す

べ

き

も

の

は

、

時

間

の

流

れ

は

ど

の

よ

う

に

表

現

さ

れ

て

い

る

か

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

家

長

の

和

歌

は

、

久

保

田

氏

の

解

釈

に

す

れ

ば

、 

和

歌

の

浦

で

藻

塩

草

を

掻

き

雄

め

る

よ

う

に

、

い

く

ら

和

歌

所

で

詠

草

を

書

き

雄

め

て

も

、

尽

き

る

こ

と

は

な

い

で

し

ょ

う

。

わ

が

国

の

御

代

の

千

代

万

代

の

か

ず

に

匹

敵

す

る

よ

う

に

と

、

人

々

が

詠

ん

で

お

く

和

歌

が

あ

ま

り

に

も

多

い

も

の

で

す

か

ら

。(

久
保
田
淳
校
注
『
新
古
今
和
歌
雄
』

上
、
新
潮
社
、1

9
7

9
.3

、p
.2

5
0

)  

と

い

う

意

味

で

あ

る

。

よ

く

分

か

る

よ

う

に

、

こ

こ

で

歌

人

は

特

に

未

来

と

い

う

こ

と

に

注

意

を

払

う

。

そ

れ

に

対

し

て

、

隆

房

の

和

歌

で

強

調

さ

れ

る

も

の

は

、

「

け

ふ

」

と

い

う

時

間

副

詞

が

使

わ

れ

て

い

る

の

で

、

現

在

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

そ

れ

と

違

い

、

清

輔

の

和

歌

で

歌

人

は

宇

治

川

を

見

、

そ

れ

が

ど

れ

ほ

ど

の

世

を

経

て

し

ま

っ

た

か

と

い

う

こ

と

を

考

え

て

し

ま

う

。

つ

ま

り

、

歌

人

は

、

或

る

意

味

で

、

時

間

の

流

れ

を

遡

っ

て

み

た

い

の

で

、

過

去

に

興

味

が

あ

る

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

要

す

る

に

、

右

の

三

首

の

和

歌

は

内

容

的

に

非

常

に

異

な

る

歌

で

あ

る

も

の

の

、

い

く

つ

か

の

共

通

点

に

よ

っ

て

一

貫

性

を

感

じ

さ

せ

る

も

の

で

あ

る

。

だ

が

同

時

に

、

時

間

の

流

れ

と

い

う

テ

ー

マ

を

中

心

す

れ

ば

、

随

分

力

感

あ

ふ

れ

る

和

歌

連

続

だ

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。 

 

③

単

な

る

变

述

と

な

る

和

歌 

 

こ

の

よ

う

な

和

歌

で

为

体

は

、

「

何

々

は

何

々

だ

」

「

何

々

が

起

き

る

と

何

々

が

起

き

る

」

「

何

々

を

す

る

と

何

々

と

な

る

」

な
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ど

の

よ

う

な

平

变

文

で

自

分

の

考

え

を

表

す

。

例

え

ば

、

次

の

和

歌

で

あ

る

。 
 

 
 

 
 

 
 

お

の

づ

か

ら

音

す

る

も

の

は

庭

の

面

に

木

の

葉

吹

き

ま

く

谷

の

夕

風

（

清

輔

朝

臣

・

五

五

八

） 

 

こ

の

タ

イ

プ

の

和

歌

は

、

『

新

古

今

雄

』

で

は

四

五

首

見

ら

れ

、

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

全

体

の

一

〇

％

と

な

り

、

歌

数

か

ら

見

る

と

①

「

呼

び

掛

け

」

の

部

類

に

属

す

る

和

歌

と

お

よ

そ

同

数

で

あ

る

が

、

『

新

古

今

雄

』

中

で

は

、

直

接

連

続

は

一

連

も

な

い

。

こ

れ

は

な

ぜ

で

あ

ろ

う

か

。

『

新

古

今

雄

』

は

、

歌

の

ア

ン

ソ

ロ

ジ

ー

で

あ

る

が

、

構

成

の

優

れ

た

作

品

と

し

て

構

想

さ

れ

た

歌

雄

だ

と

言

っ

て

も

過

言

で

は

な

い

。

換

言

す

る

と

、

『

新

古

今

雄

』

の

美

し

さ

を

味

わ

う

為

に

、

そ

こ

に

撰

入

さ

れ

た

和

歌

を

全

部

最

初

か

ら

最

後

ま

で

読

ま

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

そ

れ

は

、

『

新

古

今

雄

』

の

最

大

の

美

点

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

和

歌

よ

り

、

和

歌

の

配

列

と

い

う

こ

と

に

あ

る

か

ら

で

あ

る

。

だ

が

、

『

新

古

今

雄

』

の

和

歌

を

順

番

に

読

め

ば

読

む

ほ

ど

、

そ

れ

ら

は

全

部

秀

歌

で

あ

る

わ

け

が

な

い

と

分

か

る

。

し

か

し

、

こ

れ

は

勅

撰

雄

の

欠

点

で

あ

る

と

考

え

て

は

い

け

な

い

。

藤

原

俊

成

は

『

古

来

風

躰

抄

』

に

お

い

て

、

『

後

拾

遺

雄

』

の

編

纂

を

考

察

す

る

時

に

次

の

こ

と

を

述

べ

た

。 

さ

れ

ば

、

げ

に

ま

こ

と

に

、

お

も

し

ろ

く

、

聞

き

近

く

、

物

に

心

得

た

る

様

の

歌

ど

も

に

て

、

お

も

し

ろ

く

は

見

ゆ

る

を

、

撰

者

の

好

む

筋

や

、

ひ

と

へ

に

を

か

し

き

風

躰

な

り

け

ん

、

こ

と

に

良

き

歌

ど

も

は

さ

て

置

き

て

、

挟

間

の

地

の

歌

の

、

尐

し

前

々

の

撰

雄

に

見

合

す

る

に

は

、

た

け

な

ど

も

立

ち

下

り

に

け

る

な

る

べ

し(

橋
本
不
美
男
、
有
吉
保
、
藤
平
春
男
校
注
・
訳
『
歌
論

雄
』
（
日
本
古
典
文
学
全
雄
）
小
学
館
、1975.4

、p
.292 )

。 

 

有

吉

保

氏

の

「

和

歌

文

学

辞

典

」

の

定

義

に

よ

る

と

、

「

地

の

歌

」

と

は

「

撰

雄

や

百

首

歌

中

に

あ

っ

て

、

そ

れ

自

体

は

目

立

た

な

い

が

、

秀

歌

を

引

き

立

た

せ

、

全

体

の

基

調

を

な

す

役

割

を

担

う

」

で

あ

る(

有
吉
保
編
『
和
歌
文
学
辞
典
』

桜
楓
社
、1982.5

、p
.296

)

。

も

ち

ろ

ん

、

『

新

古

今

雄

』

の

底

本

で

は

そ

れ

に

入

選

さ

れ

た

和

歌

の

本

質

に

関

す

る

注

釈

の

よ

う

な

も

の

は

な

い

の

で

、

③

の

グ

ル

ー

プ

に

属

す

る

和

歌

が

間

違

い

な

く

「

地

の

歌

」

だ

と

言

う

こ

と

を

認

め

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

だ

が

、

そ

の

和

歌

の

構

文

が

散

文

の

構

文

に

随

分

近

い

も

の

だ

と

言

っ

て

は

過

言

で

は

な

か

ろ

う

。

例

え

ば

、

次

の

三

首

を

挙

げ

よ

う

。 

 
 

さ

び

し

さ

は

み

山

の

秋

の

朝

ぐ

も

り

霧

に

し

を

る

る

真

木

の

下

露

（

四

九

二

・

太

上

天

皇

） 
 

 
 

う

ち

は

へ

て

く

る

し

き

も

の

は

人

目

の

み

し

の

ぶ

の

浦

の

海

女

の

栲

縄

（

一

〇

九

六

・

二

条

院

讃

岐

） 
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和

歌

の

浦

を

松

の

葉

ご

し

に

な

が

む

れ

ば

こ

ず

ゑ

に

寄

す

る

海

人

の

釣

舟

（

一

六

〇

一

・

寂

蓮

法

師

） 
 

 

よ

っ

て

、

歌

と

し

て

特

別

な

構

文

を

持

つ

右

の

よ

う

な

和

歌

は

、

地

の

歌

の

よ

う

に

「

全

体

の

基

調

を

な

す

役

割

を

担

う

」

と

い

う

こ

と

を

考

え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。 

 

④

呼

び

掛

け

と

倒

置

を

使

わ

ず

、

二

つ

の

文

章

に

な

る

和

歌 

 

こ

の

グ

ル

ー

プ

に

属

す

る

和

歌

の

例

を

挙

げ

る

な

ら

ば

、

次

の

二

首

が

挙

げ

ら

れ

る

。  
 

 
 

 
 

鵜

飼

舟

あ

は

れ

と

ぞ

見

る

も

の

の

ふ

の

八

十

宇

治

川

の

夕

闇

の

空

（

二

五

一

・

前

大

僧

正

慈

円

） 
 

 
 

 
 

鵜

飼

舟

高

瀬

さ

し

こ

す

ほ

ど

な

れ

や

む

す

ぼ

ほ

れ

ゆ

く

か

が

り

火

の

影

（

二

五

二

・

寂

蓮

法

師

） 

 

右

の

二

首

の

和

歌

は

、

鵜

飼

舟

の

こ

と

を

詠

み

、

構

成

的

に

は

同

じ

で

あ

る

。

無

論

、

慈

円

の

歌

に

は

二

句

切

れ

が

あ

る

。

そ

れ

に

対

し

て

、

寂

蓮

は

三

句

切

れ

を

使

う

が

、

両

首

と

も

に

二

つ

の

文

章

か

ら

な

る

和

歌

で

あ

る

。

し

か

し

、

表

面

的

に

類

似

し

て

い

る

も

の

の

、

内

容

的

に

重

要

な

違

い

が

あ

る

。

寂

蓮

の

和

歌

の

「

む

す

ぼ

ほ

れ

ゆ

く

か

が

り

火

の

影

」

と

い

う

部

分

は

上

句

に

情

報

を

添

え

る

も

の

だ

。

い

や

む

し

ろ

、

こ

の

場

合

は

、

上

句

に

現

わ

れ

る

疑

問

に

対

し

て

の

、

理

屈

的

な

答

え

と

な

る

。

解

釈

す

れ

ば

、

「

鵜

飼

舟

は

川

の

浅

瀬

を

棹

を

さ

し

て

越

え

て

い

る

の

だ

な

あ

。

な

ぜ

か

と

い

う

と

、

突

然

か

が

り

火

の

光

は

乱

れ

て

し

ま

っ

た

か

ら

だ

」
、

と

言

え

る

。

そ

れ

に

反

し

、

慈

円

の

「

も

の

の

ふ

の

八

十

宇

治

川

の

夕

闇

の

空

」

の

部

分

は

、

上

句

に

情

報

よ

り

も

、

感

情

を

加

え

る

も

の

だ

。

そ

う

す

る

と

こ

の

部

類

の

和

歌

は

、

さ

ら

な

る

下

位

部

類

に

分

類

で

き

る

。

寂

蓮

の

よ

う

な

和

歌

は

「

情

報

」

と

し

て

定

義

さ

れ

る

部

類

に

、

慈

円

の

よ

う

な

和

歌

は

「

感

情

」

と

し

て

定

義

さ

れ

る

部

類

で

あ

る

。 

 

「

情

報

」

の

和

歌

は

『

新

古

今

雄

』

に

は

六

二

首

（

体

言

止

め

の

和

歌

の

一

三

・

四

％

）

あ

り

、

直

接

連

続

と

し

て

は

、

次

の

七

連

（

二

六

・

二

七

、

二

六

〇

・

二

六

一

、

五

〇

三

・

五

〇

四

、

一

二

七

四

・

一

二

七

五

、

一

三

二

〇

・

一

三

二

一

、

一

四

二

四

・

一

四

二

五

、

一

五

四

三

・

一

五

四

四

）

が

挙

げ

ら

れ

る

。 
 

 

「

感

情

」

の

和

歌

の

数

は

「

情

報

」

の

和

歌

よ

り

尐

し

多

く

、

七

八

首

（

体

言

止

め

の

和

歌

の

う

ち

一

六

・

九

％

）

あ

る

。

こ

の

部

類

に

も

直

接

連

続

が

幾

つ

か

あ

り

、

詳

し

く

言

え

ば

、

五

八

・

五

九

、

二

一

五

・

二

一

六

、

二

二

六

・

二

二

七

、

三

五

九

～

三

六



114 
 

四

で

あ

る

。 

 

こ

の

連

の

特

に

興

味

深

い

の

は

、

間

違

い

な

く

第

四

節

で

す

で

に

考

察

し

た

三

五

九

か

ら

三

六

四

ま

で

の

六

首

の

連

続

で

あ

り

、

再

び

も

う

尐

し

別

の

視

点

か

ら

考

察

し

た

い

。

上

述

し

た

よ

う

に

、

『

新

古

今

雄

』

に

お

い

て

、

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

の

直

接

連

続

は

六

首

ま

で

及

ぶ

が

、

六

首

の

連

続

は

二

連

し

か

な

い

。

そ

の

う

ち

の

一

連

が

こ

の

三

五

九

か

ら

三

六

四

の

六

首

で

あ

る

。 

 
 

も

の

思

は

で

か

か

る

露

や

は

袖

に

お

く

な

が

め

て

け

り

な

秋

の

夕

暮

（

三

五

九

・

藤

原

良

経

） 
 

 
 

 
 

み

山

路

や

い

つ

よ

り

秋

の

色

な

ら

む

見

ざ

り

し

雲

の

夕

暮

の

空

（

三

六

〇

・

前

大

僧

正

慈

円

） 

 
 

さ

び

し

さ

は

そ

の

色

と

し

も

な

か

り

け

り

真

木

立

つ

山

の

秋

の

夕

暮

（

三

六

一

・

寂

蓮

法

師

） 

 
 

心

な

き

身

に

も

あ

は

れ

は

し

ら

れ

け

り

し

ぎ

立

つ

沢

の

秋

の

夕

暮

（

三

六

二

・

西

行

法

師

） 

 
 

見

わ

た

せ

ば

花

も

も

み

ぢ

も

な

か

り

け

り

浦

の

と

ま

屋

の

秋

の

夕

暮

（

三

六

三

・

藤

原

定

家

朝

） 
 

 
 

 
 

た

へ

て

や

は

思

ひ

あ

り

と

も

い

か

が

せ

む

む

ぐ

ら

の

宿

の

秋

の

夕

暮

（

三

六

四

・

藤

原

雃

経

） 

 

こ

れ

は

、

全

て

「

新

古

今

時

代

」

の

歌

人

に

よ

っ

て

詠

ま

れ

た

和

歌

だ

。

周

知

の

よ

う

に

、

寂

蓮

・

西

行

・

定

家

の

右

の

三

首

は

甚

だ

有

名

な

所

謂

三

夕

の

歌

で

あ

り

、

有

吉

保

氏

が

述

べ

た

よ

う

に

、 

三

句

切

の

歌

、

下

句

「

ま

き

立

つ

山

」

「

鴫

立

つ

沢

」

「

浦

の

苫

屋

」

の

秋

の

夕

暮

で

、

点

景

を

異

に

す

る

三

幅

の

絵

画

の

世

界

を

も

つ

こ

と

に

よ

っ

て

、

印

象

的

で

あ

り

後

世

膾

炙

さ

れ

る

だ

け

の

理

由

が

み

ら

れ

る 

の

で

あ

る(

有
吉
保
『
新
古
今
和
歌
雄
の
研
究
―
―
基

盤
と
構
成
』
三
省
堂
、1

9
6

8
.4

、p
.332

)

。 

 

普

通

、

体

言

止

め

は

和

歌

の

变

情

的

な

本

質

と

か

な

り

強

い

関

係

が

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

が

、

『

新

古

今

雄

』

で

も

、

体

言

止

め

は

景

色

を

描

写

す

る

こ

と

だ

け

に

限

ら

れ

る

技

巧

で

は

な

い

。

体

言

止

め

に

よ

っ

て

強

調

さ

れ

る

の

は

、

景

色

よ

り

も

、

为

体

の

情

緒

だ

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。 
 

 

と

も

あ

れ

、

体

言

止

め

を

使

う

右

の

六

首

の

連

を

考

察

す

る

。

秋

は

冬

の

到

来

を

告

げ

る

季

節

で

あ

る

な

ら

ば

、

夕

暮

は

夜

の

到

来

を

告

げ

る

時

間

で

あ

る

。

そ

う

す

る

と

、

「

秋

の

夕

暮

」

と

は

、

内

的

に

一

貫

性

が

あ

る

イ

メ

ー

ジ

で

あ

り

、

非

常

に

悲

し

い

表
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現

と

な

る

。

本

連

の

四

首

の

和

歌

（

三

五

九

・

三

六

一

・

三

六

二

・

三

六

四

）

に

は

变

情

的

な

表

現

が

明

白

に

現

わ

れ

る

と

分

か

る

。

つ

ま

り

、

「

も

の

思

は

で

か

か

る

露

や

は

」
、

「

さ

び

し

さ

は

」
、

「

心

な

き

身

に

も

あ

は

れ

は

」
、

「

た

へ

て

や

は

思

ひ

あ

り

と

も

」
、

の

箇

所

で

あ

る

。

そ

れ

に

反

し

て

、

慈

円

と

定

家

の

和

歌

は

、

一

見

、

単

な

る

变

述

的

な

和

歌

に

み

え

る

が

、

そ

う

で

は

な

い

。

こ

の

二

首

の

和

歌

に

も

際

立

っ

て

变

情

的

な

本

質

が

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

か

ら

で

あ

る

。

こ

れ

は

、

和

歌

の

内

容

的

な

要

素

で

は

な

い

も

の

に

基

づ

く

も

の

で

あ

る

。

慈

円

の

和

歌

の

場

合

、

和

歌

の

意

味

に

影

響

を

与

え

て

い

る

の

は

、

詠

人

そ

の

も

の

で

あ

る

。

な

ぜ

な

ら

、

慈

円

は

法

師

で

あ

る

の

で

、

彼

の

詠

ん

だ

深

山

は

隠

遁

生

活

を

送

る

者

の

寂

し

い

世

界

を

暗

示

し

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

同

様

に

、

定

家

の

描

写

し

た

桜

の

花

も

紅

葉

も

な

い

浦

の

苫

屋

は

、

静

止

場

面

だ

け

で

は

な

く

、

为

体

が

観

る

景

色

で

あ

る

。

そ

れ

に

関

し

て

折

口

信

夫

氏

は

、 

第

一

、

「

浦

の

苫

屋

」

と

言

ふ

の

は

、

「

浦

の

あ

る

風

景

」

で

は

な

く

、

歌

の

中

の

人

物

は

、

苫

屋

で

秋

の

夕

暮

を

観

じ

て

ゐ

る

の

で

あ

る

。

だ

か

ら

、

苫

屋

に

居

る

人

自

身

、

秋

の

夕

暮

の

も

の

で

あ

る(

折
口
信
夫
「
「
倭
は
國
の
ま
ほ
ろ
ば
」
其
他
」
、
折
口
博
士
記
念
古
代
研

究
所
編
『
折
口
信
夫
全
雄
』
第
十
巻
、
中
央
公
論
社
、1966.1

、p
.314 )  

と

述

べ

た

。

さ

ら

に

、

本

和

歌

の

「

秋

の

夕

暮

」

は

、

明

石

に

移

っ

た

光

源

氏

の

悲

し

さ

の

強

力

な

象

徴

と

な

る

の

で

あ

る

。

そ

う

す

る

と

、

定

家

の

和

歌

は

、

風

景

し

か

写

生

し

な

い

和

歌

と

異

な

る

こ

と

が

、

ど

の

点

ま

で

違

う

か

が

、

よ

く

分

か

る

。 
 

 
 

 

と

も

か

く

、

四

季

の

和

歌

に

お

い

て

、

变

情

的

な

ニ

ュ

ア

ン

ス

は

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

だ

け

に

含

ま

れ

る

も

の

だ

と

言

う

わ

け

で

は

な

い

。

だ

が

、

こ

の

ニ

ュ

ア

ン

ス

は

、

体

言

止

め

の

技

巧

に

よ

っ

て

随

分

強

調

さ

れ

る

と

考

え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。 

 

 

ま

と

め 

 

体

言

止

め

を

取

り

上

げ

、

第

一

章

と

同

様

、

本

歌

雄

の

配

列

に

対

し

て

体

言

止

め

が

与

え

た

影

響

を

明

確

に

す

る

た

め

、

次

の

二

点

を

調

査

し

た

。 

 
 

①

『

新

古

今

和

歌

雄

』

の

和

歌

を

中

心

と

す

る

、

新

古

今

時

代

の

歌

人

の

、

体

言

止

め

に

対

す

る

態

度

。

特

に

、

体

言

止

め

の

技

巧

と

し

て

の

必

要

性

と

、

八

代

雄

と

の

比

較

に

よ

る

、

そ

れ

ま

で

の

歌

人

の

用

法

と

の

相

違

点

。 
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②

『

新

古

今

和

歌

雄

』

に

お

け

る

体

言

止

め

に

用

い

ら

れ

た

単

語

の

具

体

的

用

法

お

よ

び

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

の

統

語

論

的

構

造

。 

 

こ

の

調

査

の

結

果

、

例

え

ば

、

文

中

の

単

語

・

語

群

の

配

列

様

式

と

そ

の

機

能

の

調

査

を

通

じ

て

、

統

語

論

上

構

造

が

共

通

す

る

和

歌

が

連

続

的

に

並

べ

ら

れ

る

場

合

は

単

調

な

和

歌

配

列

に

な

る

か

、

あ

る

い

は

ダ

イ

ナ

ミ

ッ

ク

な

そ

し

て

感

動

さ

せ

る

和

歌

配

列

に

な

る

か

、

と

い

っ

た

点

が

明

ら

か

に

な

り

、

体

言

止

め

と

和

歌

の

配

列

と

の

関

係

も

よ

り

明

ら

か

に

な

っ

た

。

『

新

古

今

雄

』

で

は

、

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

は

ほ

ぼ

全

て

『

新

古

今

和

歌

雄

』

編

纂

と

同

時

代

の

歌

人

の

和

歌

で

あ

る

。

さ

ら

に

、

体

言

止

め

と

自

然

界

に

は

密

接

な

関

係

が

あ

る

と

い

う

こ

と

も

明

ら

か

に

な

っ

た

。 

 

こ

れ

ら

を

証

明

す

る

具

体

的

な

根

拠

と

し

て

は

、

三

つ

の

デ

ー

タ

が

挙

げ

ら

れ

る

。

一

つ

め

は

、

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

の

大

部

分

は

四

季

部

に

収

め

ら

れ

て

い

る

こ

と

で

あ

る

。

二

つ

め

は

、

一

つ

め

の

デ

ー

タ

の

当

然

の

帰

結

で

あ

る

か

も

し

れ

な

い

が

、

連

続

的

に

並

べ

ら

れ

、

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

の

大

半

も

四

季

部

に

撰

入

さ

れ

て

い

た

こ

と

で

あ

る

。

三

つ

め

は

、

体

言

止

め

の

語

句

と

し

て

使

わ

れ

る

言

葉

の

内

に

、

自

然

界

（

動

物

・

植

物

・

天

象

）

に

関

す

る

言

葉

が

、

ど

の

巻

に

お

い

て

も

圧

倒

的

に

多

い

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。 
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注 一 

モ

ー

フ

ィ

ン

グ

 
(
m
o
r
ph
i
ng
)
 

は

映

画

や

ア

ニ

メ

ー

シ

ョ

ン

の

中

で

使

用

さ

れ

る

S
F
X

の

ひ

と

つ

で

、

コ

ン

ピ

ュ

ー

タ

グ

ラ

フ

ィ

ッ

ク

ス

の

手

法

の

ひ

と

つ

。

あ

る

物

体

か

ら

別

の

物

体

へ

と

自

然

に

変

形

す

る

映

像

を

み

せ

る

。

こ

れ

は

オ

ー

バ

ー

ラ

ッ

プ

を

使

っ

た

映

像

の

す

り

替

え

と

は

異

な

り

、

変

形

し

て

い

く

間

の

映

像

を

コ

ン

ピ

ュ

ー

タ

に

よ

っ

て

補

完

し

て

作

成

す

る

。

変

身

・

変

化

を

意

味

す

る

単

語

「

メ

タ

モ

ル

フ

ォ

ル

シ

ス

(
m
e
t
a
m
o
r
ph

o
si

s
)

」

の

中

間

部

分

か

ら

命

名

さ

れ

た

と

い

う

説

と

、m
o
v
e
(

移

動

)
 

+
 

m
o
rp
h
ol
o
gy

 
(

形

態)
 

の

合

成

語

で

あ

る

と

す

る

説

が

あ

る

（

j
a
.
w
i
kip

e
d
ia
.
or
g
/w
i
ki
/

モ

ー

フ

ィ

ン

グ

）
。
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第
三
章 

『
新
古
今
和
歌
雄
』
に
お
け
る
本
歌
取
り 

  

は

じ

め

に 

 

第

一

章

と

第

二

章

で

は

、

「

歌

枕

」

と

「

体

言

止

め

」

を

中

心

に

し

て

『

新

古

今

雄

』

の

和

歌

連

続

を

考

察

し

た

。

よ

り

詳

し

く

言

え

ば

、

以

上

の

二

つ

の

文

学

的

技

巧

の

特

徴

を

分

析

し

た

あ

と

、

そ

れ

ら

の

存

在

が

撰

者

た

ち

の

選

択

に

影

響

を

あ

た

え

た

か

ど

う

か

と

い

う

問

題

を

解

明

し

た

。

す

な

わ

ち

、

撰

者

た

ち

が

『

新

古

今

雄

』

の

和

歌

配

列

を

決

め

る

こ

と

に

な

っ

た

時

に

「

歌

枕

」

と

「

体

言

止

め

」

の

有

無

を

考

慮

し

た

か

無

視

し

た

か

と

い

う

こ

と

を

明

確

に

し

た

。

分

析

の

結

果

と

し

て

は

、

「

歌

枕

」

も

「

体

言

止

め

」

も

『

新

古

今

雄

』

の

幾

つ

か

の

和

歌

連

続

の

一

貫

性

を

強

め

る

要

素

だ

と

い

う

こ

と

が

挙

げ

ら

れ

る

。 

 

だ

が

、

鎌

倉

時

代

の

和

歌

を

特

徴

づ

け

る

技

巧

の

中

で

、

特

別

な

役

割

を

果

た

し

て

い

た

技

巧

は

間

違

い

な

く

「

本

歌

取

り

」

で

あ

る

と

言

え

よ

う

。

本

章

の

第

一

節

で

よ

り

詳

し

く

述

べ

る

が

、

「

本

歌

取

り

」

を

考

察

す

る

折

に

、

注

意

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

こ

ろ

は

幾

つ

か

あ

る

。

そ

れ

は

、

当

時

の

講

評

や

注

釈

な

ど

の

よ

う

な

も

の

が

な

い

時

に

は

、

い

わ

ゆ

る

「

本

歌

」

と

「

参

考

歌

」

と

の

違

い

が

随

分

分

か

り

に

く

い

場

合

が

多

い

か

ら

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

本

歌

取

り

を

使

う

和

歌

の

雄

計

を

試

み

る

と

、

調

査

の

根

拠

に

よ

っ

て

、

つ

じ

つ

ま

が

尐

し

合

わ

な

い

結

果

が

得

ら

れ

て

し

ま

う

可

能

性

が

あ

る

と

認

め

ざ

る

を

得

な

い

。

そ

れ

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

本

歌

取

り

が

当

時

の

歌

人

に

と

っ

て

欠

か

せ

な

い

技

巧

だ

っ

た

と

認

め

れ

ば

、

『

新

古

今

雄

』

に

も

大

事

な

役

割

を

果

た

し

て

い

る

と

考

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

周

知

の

よ

う

に

、

新

古

今

時

代

に

は

優

れ

た

歌

人

と

し

て

認

め

ら

れ

る

た

め

に

秀

歌

を

詠

む

こ

と

だ

け

で

は

十

分

で

は

な

か

っ

た

。

そ

れ

は

、

当

時

の

歌

人

は

古

歌

を

よ

く

知

る

と

い

う

こ

と

を

絶

え

間

な

く

示

さ

な

い

と

い

け

な

か

っ

た

か

ら

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

歌

風

の

革

新

が

あ

る

程

度

望

ま

し

く

思

わ

れ

て

い

た

も

の

の

、

そ

の

革

新

を

昔

の

和

歌

の

領

域

内

に

確

实

に

实

現

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

。

そ

の

よ

う

な

こ

と

は

、

当

時

の

歌

壇

の

一

番

代

表

的

な

特

徴

だ

と

言

っ

て

も

過

言

で

は

な

か

ろ

う

。

そ

れ

故

に

、

本

歌

取

り

の

よ

う

な

技

巧

が

非

常

に

愛

さ

れ

て

き

た

こ

と

は

当

然

で

あ

ろ

う

。

従

っ

て

、

「

歌

枕

」

と

「

体

言

止

め

」

と

と

も

に

「

本

歌

取

り

」

も

『

新

古

今

雄

』

の

配

列

に

対

し

て

重

要

な

役

割

を

果

た

し

て

い

た

と

想

像

し

て
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も

良

い

で

あ

ろ

う

。

後

述

す

る

よ

う

に

、

「

本

歌

取

り

」

は

文

学

的

技

巧

と

し

て

よ

く

理

論

づ

け

ら

れ

て

い

た

が

、

藤

原

俊

成

の

『

古

来

風

躰

抄

』

や

藤

原

定

家

の

『

詠

歌

大

概

』

な

ど

の

当

時

の

歌

学

書

で

は

「

本

歌

取

り

」

と

和

歌

配

列

と

の

関

係

の

よ

う

な

こ

と

は

考

察

さ

れ

て

い

な

い

。

し

か

し

、

『

新

古

今

雄

』

に

お

け

る

「

本

歌

取

り

」

を

調

査

す

れ

ば

、

そ

の

修

辞

技

巧

も

「

歌

枕

」

と

「

体

言

止

め

」

と

同

様

に

、

和

歌

の

配

列

に

興

味

深

い

影

響

を

与

え

て

い

る

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。 

 

本

章

で

は

、

先

ず

文

学

的

技

巧

と

し

て

の

「

本

歌

取

り

」

の

基

礎

的

な

規

則

を

分

析

す

る

。

そ

れ

か

ら

、

よ

く

使

わ

れ

て

い

た

本

歌

の

出

典

を

割

り

出

し

て

調

査

し

た

後

、

ど

の

点

ま

で

「

本

歌

取

り

」

が

幾

つ

か

の

和

歌

連

続

の

一

貫

性

を

強

め

て

い

る

か

と

い

う

こ

と

を

明

ら

か

に

す

る

。 

 
 

 
 

 

第

一

節

、

本

歌

取

り

の

定

義 

 
 

 

イ 

文

学

的

技

巧

と

し

て

の

本

歌

取

り

の

発

展 

 

当

時

の

歌

人

ら

は

な

ぜ

古

代

の

歌

人

の

足

跡

を

積

極

的

に

た

ど

っ

て

い

た

か

。

有

吉

保

氏

の

考

え

に

よ

る

と

、

保

元

の

乱

（

一

一

五

六

年

）

と

平

治

の

乱

（

一

一

五

九

年

）

の

頃

に

は

、

貴

族

階

級

の

人

々

は

厳

し

い

現

实

に

直

面

し

て

い

た

が

、

同

時

に

鴨

長

明

の

『

方

丈

記

』

で

描

写

さ

れ

る

よ

う

に

、

彼

ら

は

理

想

的

ロ

マ

ン

的

な

美

で

気

晴

ら

し

を

し

よ

う

と

し

て

い

た

。

そ

う

す

る

と

、

過

去

の

作

品

を

媒

介

と

し

て

、

せ

め

て

心

の

中

で

、

宮

廷

の

黄

金

時

代

を

取

り

戻

そ

う

と

し

て

い

た(

参
考 

有
吉
保
編
『
和
歌
文
学
辞

典
』
桜
楓
社
、1982.5

、P
.347

)

。

も

し

か

し

た

ら

、

後

鳥

羽

院

の

歌

壇

で

本

歌

取

が

大

流

行

の

技

巧

と

な

っ

た

原

因

は

こ

れ

こ

そ

だ

と

考

え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。 

 

川

平

ひ

と

し

氏

は

次

の

よ

う

に

述

べ

た

。 

（

略

）

「

本

歌

」

は

「

古

歌

・

旧

歌

」

―

「

新

歌

」

の

形

作

る

次

元

と

は

別

の

次

元

に

位

置

す

る

。

本

歌

は

直

ち

に

古

歌

・

旧

歌

と

同

一

で

は

な

く

、

ま

た

同

次

元

に

並

ぶ

の

で

も

な

い

。

本

歌

の

实

体

そ

の

も

の

は

古

歌

・

旧

歌

に

他

な

ら

ず

、

新

歌

に

裁

ち

入

れ

ら

れ

る

〃

こ

と

ば

〄

で

あ

る

が

、

同

時

に

「

本

歌

」

は

新

歌

へ

と

至

る

課

程

の

中

に

介

在

し

て

、

〃

想

起

〄

さ

れ

る

べ

き

詩

的

時

空

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

〃

本

歌

〄

は

二

重

の

機

能

を

含

み

も

っ

て

い

る

の

だ

。 
(

川
平
ひ
と
し
「
「
本
歌
取
と
本
説
取
」
―
―
〃
も

と
〄
の
構
造
―
―
」
『
和
歌
文
学
論
雄
』
編
雄
委
員
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会
編
『
新
古
今
雄
と
そ
の
時
代
』
風
間

書
房
、1

9
9

1
.5

間
書
房
、1991

、p
.2

1
1 )  

 

藤

平

春

男

氏

は

、

技

巧

と

し

て

の

本

歌

取

の

発

展

の

基

礎

的

な

段

階

を

整

理

し

た

の

で

、

こ

の

段

階

を

簡

潔

に

纏

め

て

お

き

た

い

。 

 

本

歌

取

の

最

初

の

例

は

万

葉

時

代

に

遡

る

が

、

認

識

可

能

な

技

巧

と

な

っ

た

時

期

は

、

「

古

今

時

代

」

で

あ

る

。

だ

が

、

「

本

歌

」

と

「

本

歌

取

」

と

い

う

言

葉

が

、

歌

学

書

で

始

め

て

専

門

語

と

し

て

使

わ

れ

た

の

は

、

院

政

時

代

で

あ

っ

た

。 

 

本

歌

取

の

使

い

方

に

特

に

注

意

を

払

っ

た

の

は

藤

原

定

家

だ

っ

た

。

と

こ

ろ

が

、

彼

以

前

に

本

歌

取

に

つ

い

て

論

じ

て

い

た

ほ

か

の

歌

人

も

い

た

。

例

え

ば

、

鴨

長

明

。

彼

は

『

無

名

抄

』

に

お

い

て

、

古

い

歌

を

利

用

し

、

新

し

い

歌

を

ど

の

よ

う

に

詠

ん

だ

ら

い

い

で

あ

ろ

う

か

、

と

い

う

こ

と

を

説

明

す

る

。 

し

か

る

を

、

古

歌

を

盗

む

は

一

つ

の

故

实

と

ば

か

り

知

り

て

、

よ

き

あ

し

き

詞

を

も

見

分

か

ず

、

み

だ

り

に

取

り

て

怪

し

げ

に

続

け

た

る

、

口

惜

し

き

事

な

り

。

い

か

に

も

あ

ら

は

に

取

る

べ

し

。

ほ

の

隠

し

た

る

は

い

と

わ

ろ

し

。 

ま

た

、

古

歌

に

と

り

て

こ

と

な

る

秀

句

を

ば

取

る

べ

か

ら

ず

。

な

に

と

な

く

隠

ろ

へ

た

る

詞

の

を

か

く

し

取

り

な

し

つ

べ

き

を

見

は

か

ら

ふ

な

り

。(

高
橋
和
彦
『
無
名
抄
全
解
』
双

文
社
出
版
、1

9
8

7
.2

、P.2
3

7
)  

 

根

本

的

に

考

察

す

れ

ば

、

本

歌

取

の

規

則

と

し

て

は

二

つ

挙

げ

ら

れ

る

。

一

つ

は

、

長

明

が

述

べ

た

よ

う

に

、

ど

の

歌

の

ど

の

詞

を

取

っ

た

か

、

は

っ

き

り

分

か

る

よ

う

に

取

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

も

う

一

つ

は

、

古

歌

と

新

歌

の

雰

囲

気

が

違

わ

な

い

と

い

け

な

い

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。 

 

後

者

の

考

え

は

、

順

徳

院

の

『

八

雲

御

抄

』

で

も

次

の

よ

う

に

明

確

に

表

現

さ

れ

る

。 

一

に

は

詞

を

取

り

て

心

を

か

へ

、

一

に

は

心

な

が

ら

取

り

て

詞

を

か

へ

た

る

も

あ

り

。

詞

を

取

り

て

風

情

を

か

へ

た

る

は

よ

し

。

風

情

を

取

る

こ

と

は

最

も

見

苦

し

。 

 

藤

平

氏

が

注

意

を

促

し

た

よ

う

に

、

『

無

名

抄

』

で

も

『

八

雲

御

抄

』

で

も

、

本

歌

取

の

技

巧

が

論

じ

ら

れ

て

い

る

と

こ

ろ

に

は

、

「

本

歌

取

」

と

い

う

言

葉

が

使

わ

れ

て

い

な

い

。

そ

の

代

わ

り

に

、

鴨

長

明

と

順

徳

院

も

「

古

歌

を

取

る

事

」

と

い

う

表

現

を

使

う

。 

 

藤

原

定

家

の

『

近

代

秀

歌

』

の

次

の

文

章

は

有

名

で

あ

る

。 
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詞

は

古

き

を

慕

ひ

、

心

は

新

し

き

を

求

め

、

及

ば

ぬ

高

き

姿

を

ね

が

ひ

て

、

寛

平

以

往

の

歌

に

な

ら

は

ば

、

自

ら

よ

ろ

し

き

こ

と

も

な

ど

か

侍

ら

ざ

ら

む

。

古

き

を

こ

ひ

ね

が

ふ

に

と

り

て

、

昔

の

歌

の

詞

を

改

め

ず

よ

み

す

ゑ

た

る

を

、

即

ち

本

歌

と

す

と

申

す

な

り

。(

藤
原
定
家
『
近
代
秀
歌
』
橋
本
不
美
男
、
有
吉
保
、
藤
平
春
男
校
注
・

訳
『
歌
論
雄
』
（
日
本
古
典
文
学
全
雄
）
小
学
館
、1

9
75.4

、P.471
)

 

 

そ

れ

だ

け

に

限

ら

ず

、

定

家

は

『

詠

歌

大

概

』

で

本

歌

取

り

に

つ

い

て

次

の

通

り

の

学

説

を

立

て

た

。 

情

以
レ

新

為
レ

先
求
二

人
未
レ

詠

之
心
一

詠
レ

之

、

詞

以
レ

旧

可
レ

用
詞
不
レ

可
レ

出
二

三
代
雄
先
達
之
所
一

レ

用
。
新
古
今
古
人
歌
同
可
レ

用
レ

之

。

風

躰

可
レ

效
二

堪

能

先

達

之

秀

歌
一

不
レ

論
二

古
今
遠
近
一

、
見

二

宠
歌
一

、
可
レ

效
二

其
躰
一

。 

近

代

之

人

所
二

詠

出
一

之

心

・

詞

雖
レ

為
二

一

句
一

謹

可
レ

除
二

棄

之
一

七
八
十
年
以
来
人
之
歌
、
所
二

詠

出
一

之
詞
努
々
不
レ

可
二

取
―
用
一

。

於
二

古

人

歌
一

者

多

以
二

其

同

詞

一

詠
レ

之

、

已

為
二

流

例
一

。

但

、

取
二

古

歌
一

詠
二

新

歌
一

事

、

五

句

之

中

及
二

三

句
一

者

頗

過

分

無
二

珍

気
一

、

二

句

之

上

三

四

字

免
レ

之

。

猶

案
レ

之

、

以
二

同

事
一

詠
二

古

歌

詞
一

頗

無
レ

念

歟
以
レ

花
詠
レ

花
、

以
レ

月
詠
レ

月

。

以
二

四

季

歌
一

詠
二

恋

・

雜

歌
一

、

以
二

恋

・

雜

歌
一

詠
二

四

季

歌
一

、

如
レ

此

之

時

無
下

取
二

古

歌
一

之

難
上

歟

。 

あ

し

曳

の

山

ほ

と

と

ぎ

す

、

み

よ

し

野

の

よ

し

の

の

山

、

ひ

さ

か

た

の

月

の

か

つ

ら

ほ

と

と

ぎ

す

な

く

や

さ

月

、

玉

ぼ

こ

の

み

ち

ゆ

き

人 

如
レ

此

事

、

全

雖
二

何

度
一

不
レ

憚
レ

之

。 

 

と

し

の

う

ち

に

春

は

き

に

け

り

、

月

や

あ

ら

ぬ

春

や

む

か

し

、

さ

く

ら

ち

る

木

の

し

た

か

ぜ

、

ほ

の

ぼ

の

と

あ

か

し

の

う

ら 如
レ

此

類

、

雖
二

二

句
一

更

不
レ

可
レ

詠
レ

之

。 
 

常

観
二

念

古

歌

之

景

気
一

可
レ

染
レ

心

。

殊

可
二

見

習
一

者

、

古

今

・

伊

勢

物

語

・

後

撰

・

拾

遺

・

三

十

六

人

雄

之

内

殊

上

手

歌

、

可
レ

懸
レ

心
人
麿
・
貫
之
・
忠
岑
・

伊
勢
・
小
町
等
之
類

。

雖
レ

非
二

和

歌

之

先

達
一

、

時

節

之

景

気

・

世

間

之

盛

衰

為
レ

知
二

物

由
一

、

白

氏

文

雄

第

一

・

第

二

帙

常

可
二

握

翫
一

深
通
二

和

歌
之
心
一

。 

和

歌

無
二

師

匠
一

。

只

以
二

旧

歌
一

為
レ

師

。

染
二

心

於

古

風
一

習
二

詞

於

先

達
一

者

、

誰

人

不
レ

詠
レ

之

哉

。(

藤
原
定
家

『
詠
歌
大

慨
』
、
同

上
、.493

-495 )  
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定

家

の

所

説

を

ま

と

め

る

と

、

本

歌

取

の

規

則

と

は

大

体

の

次

の

よ

う

な

も

の

だ

っ

た

と

言

え

る

。 

 

① 
多

く

の

こ

と

ば

を

取

ら

な

い

。

（

大

体

二

句

ま

で

が

限

度

） 

 

② 

上

の

句

を

取

っ

た

ら

そ

れ

を

下

の

句

に

使

い

、

下

の

句

を

取

っ

た

ら

上

の

句

と

い

う

よ

う

に

変

化

さ

せ

る

。 

 

③ 

本

歌

が

恋

の

歌

で

あ

れ

ば

、

自

分

の

歌

で

は

四

季

の

歌

な

ど

と

、

趣

向

を

変

化

さ

せ

る

。 

 

④ 

誰

の

何

と

い

う

歌

を

本

歌

と

し

て

い

る

か

が

す

ぐ

わ

か

る

よ

う

に

詠

む

。 

 

⑤ 

本

歌

に

お

け

る

特

別

の

創

意

の

こ

と

ば

は

、

た

と

え

一

句

で

も

取

ら

な

い

。 

 

そ

も

そ

も

、

本

歌

取

の

論

議

を

特

に

繰

り

返

す

の

は

、

順

徳

院

と

藤

原

定

家

の

歌

論

書

で

あ

る

。

二

人

と

も

、

本

歌

取

の

使

い

方

に

つ

い

て

は

共

通

す

る

。

と

い

う

の

は

、

本

歌

か

ら

の

表

現

と

詞

を

利

用

す

る

な

ら

ば

、

間

違

い

な

く

新

歌

の

こ

こ

ろ

は

本

歌

の

こ

こ

ろ

と

違

う

よ

う

に

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

あ

る

い

は

、

利

用

し

よ

う

と

す

る

の

が

本

歌

の

こ

こ

ろ

そ

の

も

の

で

あ

る

な

ら

ば

、

新

歌

で

変

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

は

、

題

と

な

る

。 

 

加

え

て

、

中

古

三

十

六

歌

仙

の

一

人

の

藤

原

公

任

は

、

『

新

撰

髄

脳

』

で

本

歌

取

に

関

し

て

次

の

通

り

に

述

べ

た

。 

古

哥

を

本

文

に

し

て

詠

め

る

事

あ

り

。

そ

れ

は

い

ふ

べ

か

ら

ず

。

す

べ

て

我

は

お

ぼ

え

た

り

と

お

も

ひ

た

れ

ど

も

、

人

も

心

得

が

た

き

事

は

か

ひ

な

く

な

ん

あ

る

。

む

か

し

の

様

を

こ

の

み

て

、

今

の

人

に

こ

と

に

こ

の

み

詠

む

、

わ

れ

一

人

よ

し

と

お

も

ふ

ら

め

ど

、

な

べ

て

さ

し

も

お

ぼ

え

ぬ

は

、

あ

ぢ

き

な

く

な

ん

あ

る

べ

き

。(

久
松
潜
一
校
注
『
歌
論
雄
』
西
尾
實
校
注

『
能
楽
論
雄
』
岩
波
書
店
、1961.9

、P.29 )  

 

と

も

あ

れ

、

本

歌

取

と

い

う

の

が

技

巧

と

し

て

意

味

す

る

欠

か

せ

な

い

条

件

は

、

本

歌

が

名

作

だ

と

考

え

ら

れ

、

ほ

ぼ

す

べ

て

の

読

者

に

知

ら

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

う

の

で

あ

る

。(

参
考 

藤
平
春
男
『
新
古
今
と
そ
の
前

後
』
笠
間
書
院
、1983.1
、P.135

ー151 )
 

 
 

 
 

ロ 

「

本

歌

」

と

「

参

考

歌

」 

 

当

然

な

が

ら

、

本

歌

取

に

関

し

て

論

じ

る

度

に

、

本

の

歌

が

狭

義

の

本

歌

で

あ

る

か

、

あ

る

い

ま

た

は

た

だ

似

て

い

る

歌

で

あ

る

か

、

と

い

う

こ

と

を

分

別

す

る

の

は

い

つ

も

困

難

な

こ

と

で

あ

る

と

い

わ

ざ

る

を

得

な

い

。

過

言

す

れ

ば

、

あ

る

和

歌

を

分

析

す

る

時

に

、

そ

の

和

歌

に

似

て

い

る

前

の

和

歌

を

本

歌

と

間

違

い

な

く

見

な

せ

る

で

あ

ろ

う

か

。

と

い

う

の

は

、

詠

み

人

が

そ

の

和

歌

の
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句

や

詞

を

意

識

的

に

採

っ

た

か

と

い

う

疑

問

が

良

く

あ

る

か

ら

で

あ

る

。

こ

れ

は

、

古

典

和

歌

の

世

界

が

そ

れ

ほ

ど

広

く

は

な

い

世

界

だ

か

ら

で

あ

る

。

つ

ま

り

、

古

典

和

歌

で

使

わ

れ

る

詞

と

表

現

が

無

数

で

は

な

く

、

い

や

む

し

ろ

中

世

の

歌

人

が

随

分

限

ら

れ

た

詞

と

表

現

し

か

利

用

で

き

な

か

っ

た

こ

と

を

無

視

し

て

は

い

け

な

い

。 

 

だ

か

ら

こ

そ

、

本

歌

取

に

つ

い

て

調

査

を

す

る

時

に

落

と

し

穴

の

あ

る

と

こ

ろ

が

多

い

。

現

代

の

歌

学

者

は

本

歌

取

を

巡

っ

て

論

じ

る

と

き

は

「

本

歌

」

と

「

参

考

歌

」

と

い

う

区

別

に

特

に

注

意

を

払

う

。

藤

平

氏

は

こ

の

問

題

点

に

関

し

て

き

ち

ん

と

述

べ

た

の

で

、

次

に

彼

の

話

を

引

用

し

て

お

き

た

い

。 

 

Ａ 

本

歌 

『

八

雲

御

抄

』

が

「

本

歌

取

る

や

う

」

あ

る

い

は

「

歌

を

取

る

作

法

」

に

よ

っ

て

い

る

と

認

め

る

で

あ

ろ

う

範

囲

で

あ

る

が

、

定

家

の

所

説

は

さ

ら

に

厳

し

い

こ

と

は

す

で

に

述

べ

た

如

く

で

あ

る

。

『

八

雲

御

抄

』

の

所

説

は

か

な

り

大

ざ

っ

ぱ

だ

か

ら

、

实

際

の

認

定

は

、

詞

の

取

り

方

や

本

歌

を

ど

の

よ

う

に

新

作

歌

が

と

り

い

れ

て

い

る

か

を

検

討

し

て

、

作

者

が

意

識

し

て

特

定

の

歌

を

取

っ

て

お

り

、

か

つ

取

る

こ

と

に

よ

っ

て

新

作

歌

の

形

成

す

る

作

品

内

世

界

に

参

与

せ

し

め

ら

れ

て

い

る

こ

と

の

あ

き

ら

か

な

場

合

を

本

歌

取

と

認

め

、

取

ら

れ

た

特

定

の

歌

（

原

則

的

に

一

首

。

二

首

の

場

合

も

あ

る

。
）

を

本

歌

と

す

る

と

い

う

こ

と

に

な

る

。 

 

Ｂ 

参

考

歌 

い

わ

ゆ

る

「

心

」

を

取

る

場

合

は

し

ば

し

ば

こ

れ

に

属

す

る

。

量

的

に

い

え

ば

か

な

り

多

く

、

ま

た

広

義

に

解

す

れ

ば

、

こ

れ

も

本

歌

取

と

し

取

ら

れ

た

歌

を

本

歌

と

称

し

て

も

さ

し

つ

か

え

な

い

。

参

考

歌

と

す

る

の

は

、

新

古

今

撰

雄

時

代

の

新

風

に

関

わ

る

本

歌

取

技

法

と

し

、

本

歌

と

呼

ぶ

の

を

基

準

と

す

る

か

ら

で

あ

る 
(

藤
平
春
男
『
新
古
今
と
そ
の
前

後
』
笠
間
書
院
、1983.1

、P.149 )

。 

 

そ

の

後

で

幾

つ

か

の

例

が

続

く

。

一

番

興

味

深

い

の

は

、

次

の

和

歌

だ

と

思

う

。 

 
 

真

菰

か

る

淀

の

沢

水

深

け

れ

ど

底

ま

で

月

の

か

げ

は

す

み

け

り 
（

新

古

今

雄

・

二

二

九

・

大

江

匡

房

） 

藤

平

氏

に

よ

る

と

こ

の

和

歌

は

本

の

歌

を

本

歌

と

し

て

使

わ

ず

、

参

考

歌

と

し

て

だ

け

本

の

歌

か

ら

着

想

を

得

た

。

こ

れ

は

次

の

和

歌

で

あ

る

。 

 
 

真

菰

か

る

淀

の

沢

水

雤

ふ

れ

ば

常

よ

り

こ

と

に

ま

さ

る

わ

が

恋 

（

古

今

雄

・

五

八

七

・

紀

貫

之

） 
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上

述

し

た

よ

う

に

、

こ

の

例

は

、

本

歌

取

の

研

究

の

難

し

さ

を

知

る

う

え

で

特

に

興

味

深

い

と

思

う

。

な

ぜ

な

ら

、

参

考

歌

と

し

て

藤

平

氏

の

示

し

た

右

の

和

歌

は

、

有

吉

保

氏

と

、

岩

波

書

店

と

小

学

館

の

『

新

古

今

和

歌

雄

』

の

編

者

ら

が

本

歌

だ

と

判

断

し

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。 

  
 

 

第

二

節

、

『

新

古

今

雄

』

で

見

ら

れ

る

『

古

今

雄

』

の

痕

跡 

 

さ

て

、

も

と

も

と

後

鳥

羽

院

は

『

新

古

歌

雄

』

を

、

前

の

勅

撰

雄

よ

り

も

、

王

朝

歌

風

の

変

化

の

し

る

し

と

し

て

想

定

し

て

い

た

と

考

え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

そ

の

意

味

で

『

新

古

今

和

歌

雄

』

と

い

う

題

名

の

真

意

を

さ

ら

に

明

ら

か

に

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

後

鳥

羽

院

の

命

じ

た

歌

雄

の

タ

イ

ト

ル

は

、

た

だ

「

古

い

歌

と

新

し

い

歌

の

雄

」

と

い

う

意

味

に

過

ぎ

な

い

わ

け

で

は

な

い

。

『

新

古

今

雄

』

と

は

、

新

歌

風

が

二

つ

の

対

立

的

な

態

度

の

結

果

だ

っ

た

、

と

い

う

意

味

で

あ

る

。

つ

ま

り

後

鳥

羽

院

の

歌

壇

の

歌

人

に

は

、

一

方

で

は

伝

統

的

な

和

歌

に

対

す

る

敬

意

が

あ

り

、

他

方

で

は

歌

風

の

変

化

の

憧

れ

も

あ

る

。 

 

再

び

言

う

が

、

撰

者

ら

が

守

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

規

則

は

、

前

の

勅

撰

雄

と

同

様

に

、

『

新

古

今

雄

』

に

も

そ

れ

ま

で

の

勅

撰

雄

に

採

ら

れ

た

和

歌

を

載

せ

な

い

よ

う

に

と

い

う

こ

と

で

あ

っ

た

。

言

う

ま

で

も

な

い

こ

と

で

あ

る

が

、

撰

者

ら

は

院

の

命

令

を

厳

し

く

守

っ

た

。

し

か

し

こ

れ

は

、

『

新

古

今

雄

』

で

は

前

の

七

代

雄

の

痕

跡

が

見

ら

れ

な

い

と

い

う

こ

と

と

全

く

違

う

こ

と

で

あ

る

。

实

は

、

そ

の

痕

跡

は

、

本

歌

取

り

の

利

用

に

よ

っ

て

紛

れ

も

な

い

こ

と

で

あ

る

。

す

で

に

述

べ

た

よ

う

に

、

本

歌

取

の

こ

と

を

調

べ

る

時

に

、

実

観

的

な

デ

ー

タ

を

雄

め

る

こ

と

は

随

分

難

し

い

こ

と

で

あ

る

。

な

ぜ

な

ら

、

そ

れ

ぞ

れ

の

和

歌

で

は

本

歌

取

り

が

使

わ

れ

て

い

る

か

ど

う

か

、

と

い

う

こ

と

を

明

ら

か

に

す

る

当

時

の

文

献

が

な

い

か

ら

で

あ

る

。

と

に

か

く

、

異

論

の

な

い

調

査

を

す

る

こ

と

が

不

可

能

で

あ

っ

て

も

、

現

代

の

研

究

者

の

解

説

を

合

わ

せ

る

と

、

次

の

こ

と

が

言

え

る(

本
調
査
は
、
久
保
田
淳
校
注
『
新
古
今
和
歌
雄
』
二
冊
、
新
潮
社
、

1979.3

・9  

／
田
中
裕
、
赤
瀬
信
吾
校
注
『
新
古
今
和
歌
雄
』(

新
日
本
古

典
文
学
大
系)

岩
波
書
店
、1

9
9

2
.1
 

／
峯
村
文
人
校
注
・
訳
『
新
古
今
和
歌
雄
』

（
日
本
古
典
文
学
全
雄
）
小
学
館
、1

9
7

4
.3

、
と
い
う
参
考
文
献
に
基
づ
い
て
い
る)

。 

 

『

新

古

今

雄

』

で

本

歌

取

り

を

使

う

和

歌

は

、

五

一

四

首

に

及

び

、

全

体

の

四

分

の

一

尐

し

以

上

で

あ

る

（

資

料

⑨

）
。

そ

の

中

で

、

二

首

や

三

首

の

本

歌

を

取

る

和

歌

も

何

首

か

あ

る

。

そ

の

本

歌

は

、

同

じ

出

典

か

ら

の

和

歌

で

あ

る

場

合

も

あ

れ

ば

、

別

の

出
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典

か

ら

の

和

歌

で

あ

る

場

合

も

あ

る

。

本

歌

の

出

典

を

中

心

に

す

れ

ば

、

次

の

デ

ー

タ

が

挙

げ

ら

れ

る

。 

 

古

今

雄 

二

六

六

首 

拾

遺

雄 
 

六

五

首 

万

葉

雄 
 

五

〇

首 

伊

勢

物

語 
 

四

七

首 

後

拾

遺

雄 
 

四

二

首 

後

撰

雄 
 

三

五

首 

源

氏

物

語 
 

三

〇

首 

新

古

今

雄 
 

二

七

首 

古

今

六

帖 

八

首 

詞

花

雄 

八

首 

金

葉

雄 

七

首 

和

漢

朗

詠

雄 

六

首 

千

載

雄 

五

首 

伊

勢

雄 

三

首 
狭

衣

物

語 

三

首 

歌

枕

名

寄 

二

首 

清

輔

本

古

今 
 

二

首 

重

之

雄 
 

二

首 

元

真

雄 
 

二

首 

大

和

物

語 
 

二

首 

栄

華

物

語 
 

 

一

首 

句

題

和

歌 
 

 

一

首 

兼

盛

雄 
 

 
 

一

首 

催

馬

楽 
 

 
 

一

首 

山

家

雄 
 

 

一

首 

散

木

奇

歌

雄 

一

首 

俊

頼

髄

脳 
 

一

首 

千

五

百

番

歌

合

一

首 

日

本

書

紀 
 

一

首 

遍

昭

雄 
 

 

一

首 

家

持

雄 
 

 

一

首

 
 

 

右

の

歌

数

を

合

計

す

る

と

六

二

三

首

に

な

り

、

そ

の

数

は

本

歌

取

り

を

使

う

和

歌

の

数

（

五

一

四

首

）

と

一

致

し

な

い

。

そ

れ

は

、

二

つ

か

三

つ

の

歌

雄

や

物

語

に

載

っ

て

い

る

和

歌

が

た

く

さ

ん

あ

る

か

ら

で

あ

る

。

た

と

え

ば

、

本

歌

と

し

て

使

わ

れ

る

『

伊

勢

物

語

』

の

和

歌

の

大

部

分

は

、

『

古

今

雄

』

に

も

載

っ

て

い

る

も

の

で

あ

る

（

資

料

⑩

）
。

 
 

 

前

掲

の

デ

ー

タ

か

ら

分

か

る

よ

う

に

、

『

新

古

今

雄

』

で

は

前

の

全

て

の

勅

撰

雄

の

痕

跡

が

見

つ

け

ら

れ

る

（

古

今

雄

・

二

六

六

首

、

後

撰

雄

・

三

五

首

、

拾

遺

雄

・

六

五

首

、

後

拾

遺

雄

・

四

二

首

、

金

葉

雄

・

七

首

、

詞

花

雄

・

八

首

、

千

載

雄

・

五

首

）
。

当

然

な

が

ら

、

興

味

を

刺

激

す

る

こ

と

は

、

『

古

今

雄

』

に

関

す

る

デ

ー

タ

で

あ

る

。

他

の

勅

撰

雄

と

比

較

す

れ

ば

、

『

古

今

雄

』

の

和

歌

を

踏

ま

え

た

和

歌

は

非

常

に

多

い

、

と

い

う

の

は

明

白

な

事

实

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

不

釣

合

い

の

利

用

は

何

で

あ

ろ

う

か

。

答

え

は

そ

れ

ほ

ど

難

し

く

は

な

い

。

そ

れ

は

、

当

時

の

歌

人

は

『

古

今

雄

』

を

無

視

で

き

な

い

画

期

的

な

作

品

と

見

な

し

て

い

た

か

ら

で

あ

る

。

換

言

す

れ

ば

、

『

古

今

雄

』

と

は

、

『

新

古

今

雄

』

に

欠

か

せ

な

い

基

準

点

で

あ

っ

た

。 
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誰

に

も

知

ら

れ

る

こ

と

で

あ

る

が

、

勅

撰

雄

で

特

に

大

切

な

箇

所

は

「

巻

頭

」

で

あ

る

。

巻

頭

に

載

せ

ら

れ

た

歌

は

「

巻

頭

歌

」

と

呼

ば

れ

、

巻

頭

歌

に

よ

っ

て

そ

の

歌

雄

全

体

の

風

格

・

性

質

が

印

象

づ

け

ら

れ

る

の

で

、

編

纂

上

特

に

留

意

さ

れ

、

秀

歌

な

い

し

個

性

の

あ

る

歌

が

置

か

れ

、

作

者

が

撰

定

さ

れ

る

。

要

す

る

に

、

巻

頭

歌

は

、

勅

撰

雄

の

一

番

大

切

な

代

表

的

な

歌

な

の

で

あ

る

。

そ

の

よ

う

に

考

え

る

と

、

『

新

古

今

雄

』

の

巻

頭

歌

に

本

歌

取

を

使

う

歌

を

置

く

と

い

う

こ

と

は

無

意

味

な

こ

と

で

は

な

い

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

当

該

巻

頭

歌

は

藤

原

良

経

の

和

歌

で

あ

る

。 

 
 

み

吉

野

は

山

も

か

す

み

て

白

雪

の

ふ

り

に

し

里

に

春

は

き

に

け

り

（

一

・

藤

原

良

経

） 

 

当

然

で

あ

る

が

、

巻

頭

歌

の

歌

人

と

し

て

良

経

が

撰

ば

れ

た

と

い

う

の

は

、

彼

の

文

学

的

な

重

要

さ

よ

り

、

彼

の

政

権

力

に

基

い

た

選

択

で

あ

っ

た

。

し

か

し

、

こ

れ

に

も

関

わ

ら

ず

、

良

経

の

和

歌

は

巻

頭

歌

と

し

て

、

特

に

興

味

深

い

和

歌

だ

と

思

う

。

良

経

の

使

っ

た

本

歌

は

、

先

行

研

究

に

よ

る

と

、

壬

生

忠

岑

の

有

名

な

和

歌

で

あ

る

。 

 
 

春

立

つ

と

い

ふ

ば

か

り

に

や

み

吉

野

の

山

も

霞

み

て

け

さ

は

見

ゆ

ら

む

（

拾

遺

雄

・

一

・

壬

生

忠

岑

） 

 

本

歌

取

り

の

機

能

は

、

古

歌

の

イ

メ

ー

ジ

と

ニ

ュ

ア

ン

ス

で

新

歌

の

世

界

を

広

げ

て

飾

り

立

て

る

と

い

う

こ

と

だ

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

し

か

し

、

こ

の

場

合

は

撰

者

ら

の

選

択

に

よ

っ

て

、

良

経

の

和

歌

は

『

新

古

今

雄

』

に

対

し

て

特

別

に

意

味

深

い

歌

と

な

る

。

そ

れ

は

な

ぜ

で

あ

ろ

う

か

。

二

つ

の

理

由

が

挙

げ

ら

れ

る

と

思

う

。

一

つ

は

藤

原

公

任

が

こ

の

和

歌

を

『

和

歌

九

品

』

で

は

上

品

上

の

歌

と

し

て

載

せ

た

と

い

う

の

で

あ

る

。

公

任

は

、 

こ

れ

は

こ

と

ば

た

へ

に

し

て

あ

ま

り

の

心

さ

へ

あ

る

也 

と

い

う

よ

う

に

述

べ

た(

久
松
潜
一
校
注
『
歌
論
雄
』
西
尾
實
校
注

『
能
楽
論
雄
』
岩
波
書
店
、1

9
6

1
.9

、P
.3

2 )

。 

 

従

っ

て

、

撰

者

ら

は

巻

頭

歌

に

よ

っ

て

読

者

に

『

新

古

今

雄

』

に

載

せ

ら

れ

た

和

歌

の

優

秀

さ

を

最

初

か

ら

分

か

ら

せ

る

つ

も

り

で

あ

っ

た

と

、

仮

定

す

る

こ

と

が

で

き

る

で

あ

ろ

う

。

同

時

に

、

本

歌

と

し

て

使

わ

れ

た

和

歌

が

『

拾

遺

雄

』

の

巻

頭

歌

だ

と

い

う

こ

と

も

無

視

で

き

な

い

。

『

拾

遺

雄

』

と

は

所

謂

「

三

代

雄

」

の

三

部

作

の

最

後

の

勅

撰

雄

だ

。

『

新

古

今

雄

』

の

巻

頭

歌

と

し

て

『

拾

遺

雄

』

の

巻

頭

歌

が

撰

ば

れ

た

の

は

意

図

的

な

作

為

で

あ

り

、

広

義

に

新

古

今

時

代

の

王

朝

の

歌

風

の

マ

ニ

フ

ェ

ス

ト

と

し

て
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考

え

て

も

よ

か

ろ

う

。

『

和

歌

大

辞

典

』

に

よ

る

と

、 

『

拾

遺

雄

』

は

、

全

体

と

し

て

古

今

雄

の

伝

統

に

立

ち

戻

ろ

う

と

す

る

勅

撰

雄

だ

と

言

わ

れ

て

い

る(

犬
養
廉[

ほ
か]

編
『
和
歌
大
辞

典
』
明
治
書
院
、1986.3

、p
.465 )

。 

と

あ

る

。

こ

の

考

え

に

よ

れ

ば

、

撰

者

ら

は

良

経

の

こ

の

和

歌

を

利

用

し

、

『

新

古

今

雄

』

を

『

古

今

雄

』

の

歌

風

に

あ

こ

が

れ

る

『

拾

遺

雄

』

と

結

び

付

け

る

よ

う

に

し

た

と

論

じ

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。 

 

本

歌

取

り

に

つ

い

て

話

す

と

き

に

は

、

現

代

の

ジ

ャ

ズ

が

参

考

に

な

る

。

实

は

、

中

世

和

歌

と

モ

ダ

ン

ジ

ャ

ズ

に

は

基

礎

的

な

共

通

点

が

あ

る

と

思

う

。

こ

れ

は

、

或

る

「

歌

」

を

本

に

し

、

ほ

の

め

か

す

よ

う

な

幾

つ

か

の

バ

リ

エ

ー

シ

ョ

ン

の

あ

る

新

し

い

「

歌

」

を

作

る

、

と

い

う

テ

ク

ニ

ッ

ク

で

あ

る

。

ジ

ャ

ズ

の

世

界

で

は

、

或

る

歌

が

特

に

有

名

に

な

る

と

、

「

ス

タ

ン

ダ

ー

ド

」

と

し

て

定

義

さ

れ

る

。

同

様

に

、

中

世

和

歌

の

世

界

に

も

ジ

ャ

ズ

の

「

ス

タ

ン

ダ

ー

ド

」

の

よ

う

な

色

々

な

歌

が

出

来

て

い

た

と

い

え

る

で

あ

ろ

う

。

言

う

ま

で

も

な

い

こ

と

で

あ

る

が

、

『

新

古

今

雄

』

に

お

け

る

そ

の

よ

う

な

本

歌

の

大

部

分

は

『

古

今

雄

』

の

歌

で

あ

る

。

つ

い

て

は

幾

つ

か

の

例

を

考

察

し

た

い

。 

  
 

 

第

三

節

、

本

歌

と

し

て

の

『

古

今

雄

』

の

名

歌 

『

古

今

雄

』

の

次

の

歌

は

、 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

さ

む

し

ろ

に

衣

か

た

し

き

今

宵

も

や

我

を

我

を

待

つ

ら

む

宇

治

の

橋

姫

（

六

八

九

・

よ

み

人

し

ら

ず

） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

又

は

、

宇

治

の

玉

姫 

『

新

古

今

雄

』

の

次

の

和

歌

の

本

歌

と

な

っ

た

。 

 
 

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

（

四

二

〇

・

藤

原

定

家

） 

 
 

き

り

ぎ

り

す

鳴

く

や

霜

夜

の

さ

む

し

ろ

に

衣

か

た

し

き

ひ

と

り

か

も

寝

む

（

五

一

八

・

藤

原

良

経

） 

 
 

片

敶

き

の

袖

を

や

霜

に

重

ぬ

ら

む

月

に

夜

が

る

る

宇

治

の

橋

姫

（

六

一

一

・

法

印

幸

清

） 
 

 

 
 

橋

姫

の

片

敶

き

衣

さ

む

し

ろ

に

待

つ

夜

む

な

し

き

宇

治

の

あ

け

ぼ

の

（

六

三

六

・

太

上

天

皇

） 
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ま

ず

は

、

本

歌

取

の

根

本

的

な

規

則

を

守

り

、

右

の

『

新

古

今

雄

』

の

和

歌

が

、

恋

部

に

属

す

る

本

歌

と

違

っ

て

、

す

べ

て

季

節

部

に

属

す

る

和

歌

で

あ

る

と

い

う

こ

と

に

注

目

し

て

お

き

た

い

。

そ

れ

だ

け

に

限

ら

ず

、

『

新

古

今

雄

』

の

前

掲

の

和

歌

に

は

も

う

一

つ

の

共

通

点

が

あ

る

。

こ

れ

は

、

本

歌

の

「

我

」

と

い

う

言

葉

が

消

え

て

し

ま

い

、

描

写

さ

れ

た

場

面

が

も

っ

と

普

遍

的

な

感

じ

に

な

る

こ

と

で

あ

る

。

言

葉

の

使

い

方

に

注

目

す

れ

ば

、

右

の

和

歌

の

中

で

、

後

鳥

羽

院

の

和

歌

が

優

雃

な

歌

で

あ

る

の

に

、

定

家

の

和

歌

の

方

が

感

動

さ

せ

る

作

品

だ

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

と

思

う

。

右

の

『

新

古

今

雄

』

の

和

歌

は

す

べ

て

、

本

歌

か

ら

「

片

敶

く

」

と

い

う

動

詞

を

取

る

。

こ

の

動

詞

の

意

味

は

、

『

広

辞

苑

』

の

説

明

に

よ

る

と

「

自

分

の

衣

の

片

袖

を

敶

い

て

ひ

と

り

さ

び

し

く

寝

る

」

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

定

家

も

そ

の

動

詞

を

利

用

し

て

い

る

が

、

他

の

歌

人

と

違

い

〔

良

経

は

「

衣

か

た

し

き

」

・

幸

清

は

「

片

敶

き

の

袖

」

・

後

鳥

羽

は

「

片

敶

き

衣

」
〕
、

定

家

は

「

月

を

片

敶

く

」

と

い

う

妖

艶

な

表

現

を

使

う

。

こ

の

和

歌

は

久

保

田

氏

が

述

べ

た

よ

う

に

「

幻

想

的

な

風

景

を

あ

く

ま

で

実

観

的

に

描

き

出

し

て

い

る

の

が

、

い

か

に

も

定

家

ら

し

い

」(

久
保
田
淳
校
注
『
新
古

今
和
歌
雄
』
上
、
新

潮
社
、

1979
.3

、p
.150 )

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

し

か

し

、

後

鳥

羽

院

の

和

歌

も

本

歌

取

の

使

い

方

を

考

察

す

れ

ば

、

随

分

興

味

深

い

と

言

え

る

。

後

鳥

羽

院

の

和

歌

と

本

歌

を

く

ら

べ

れ

ば

、

共

通

し

て

い

る

の

は

、

さ

む

し

ろ

に

衣

を

片

敶

き

し

て

待

つ

宇

治

の

橋

姫

と

い

う

点

で

あ

る

。

し

か

し

、

後

鳥

羽

院

の

歌

で

は

、

待

つ

夜

の

時

間

の

流

れ

が

強

調

さ

れ

、

空

し

く

白

々

と

明

け

て

ゆ

く

曙

の

時

間

が

結

末

と

し

て

設

定

さ

れ

て

い

る

。

よ

く

分

か

る

よ

う

に

、

本

歌

の

雰

囲

気

を

徹

底

的

に

改

め

る

た

め

に

は

、

尐

数

の

要

素

だ

け

で

足

り

る

。

当

然

な

が

ら

、

難

し

い

こ

と

は

、

そ

の

要

素

を

巧

み

に

利

用

す

る

と

い

う

こ

と

で

あ

っ

た

。 

 

当

時

の

歌

人

が

ど

の

程

度

ま

で

上

手

に

本

歌

を

生

か

す

こ

と

が

出

来

た

か

を

よ

り

一

層

明

ら

か

に

す

る

た

め

に

、

も

う

一

つ

の

例

を

挙

げ

た

い

。

次

の

和

歌

は

、

壬

生

忠

岑

の

名

歌

で

あ

る

。 

 
 

有

明

の

つ

れ

な

く

見

え

し

別

よ

り

暁

ば

か

り

う

き

物

は

な

し 

（

古

今

・

六

二

五

・

壬

生

忠

岑

） 

 

右

の

和

歌

は

次

の

六

首

の

和

歌

の

本

歌

と

な

っ

た

。 

 

季

節

部

の

歌 

 
 

有

明

の

つ

れ

な

く

見

え

し

月

は

出

で

ぬ

や

ま

ほ

と

と

ぎ

す

待

つ

夜

な

が

ら

に

（

二

〇

九

・

藤

原

良

経

） 
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さ

み

だ

れ

の

月

は

つ

れ

な

き

み

山

よ

り

ひ

と

り

も

出

づ

る

ほ

と

と

ぎ

す

か

な

（

二

三

五

・

藤

原

定

家

） 

 
 

清

見

潟

月

は

つ

れ

な

き

天

の

戸

を

待

た

で

も

し

ら

む

波

の

上

か

な

（

二

五

九

・

源

通

光

） 

 
 

さ

ら

に

ま

た

暮

を

た

の

め

と

明

け

に

け

り

月

は

つ

れ

な

き

秋

の

夜

の

空

（

四

三

四

・

源

通

光

） 

 

恋

部

の

歌 

 
 

つ

れ

な

さ

の

た

ぐ

ひ

ま

で

や

は

つ

ら

か

ら

ぬ

月

を

も

め

で

じ

有

明

の

空

（

一

一

三

八

・

藤

原

有

家

） 

 
 

ち

ぎ

り

き

や

あ

か

ぬ

別

れ

に

露

お

き

し

あ

か

つ

き

ば

か

り

形

見

な

れ

と

は

（

一

三

〇

一

・

源

通

具

） 

 

『

古

今

雄

』

の

和

歌

は

恋

の

歌

で

あ

る

が

、

そ

の

歌

を

本

歌

と

し

て

使

う

『

新

古

今

雄

』

の

和

歌

の

大

部

分

は

、

季

節

部

に

属

す

る

和

歌

で

あ

る

。

先

ず

、

最

初

の

四

首

を

考

察

す

る

。

そ

れ

ら

の

共

通

的

イ

メ

ー

ジ

は

、

「

つ

れ

な

き

月

」

と

い

う

こ

と

で

る

。

す

な

わ

ち

、

「

歌

人

の

哀

し

さ

に

対

し

て

無

関

心

な

月

」

と

い

う

こ

と

。

良

経

は

本

歌

の

「

有

明

の

つ

れ

な

く

見

え

し

」

と

い

う

上

句

を

取

る

が

、

忠

岑

の

和

歌

と

違

っ

て

良

経

の

和

歌

で

つ

れ

な

く

見

え

る

も

の

は

、

恋

人

か

ら

の

「

別

」

（

わ

か

れ

）

と

い

う

こ

と

で

は

な

く

、

「

月

」

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

同

様

に

続

き

の

三

首

の

和

歌

で

も

、

つ

れ

な

い

も

の

は

い

つ

も

月

な

の

で

あ

る

。

实

は

三

首

と

も

同

じ

「

月

は

つ

れ

な

き

」

と

い

う

表

現

を

使

う

。

し

か

し

、

興

味

深

い

の

は

、

そ

の

月

に

は

各

和

歌

で

違

う

様

子

が

認

め

ら

れ

る

こ

と

で

あ

る

。

良

経

の

詠

ん

だ

月

は

冷

た

く

て

美

し

く

き

ち

ん

と

見

え

る

も

の

で

あ

る

が

、

定

家

の

和

歌

に

お

け

る

「

さ

み

だ

れ

の

月

」

は

同

様

に

無

情

で

あ

り

な

が

ら

、

山

か

ら

出

て

き

て

い

な

い

の

で

、

見

え

な

い

も

の

で

あ

る

。

そ

れ

だ

け

に

限

ら

ず

、

そ

の

二

首

に

は

注

意

を

引

か

れ

る

要

素

が

も

う

一

つ

あ

る

。

そ

れ

は

、

月

と

郭

公

と

の

相

互

関

係

で

あ

る

。

両

首

と

も

月

と

郭

公

を

詠

む

が

、

久

保

田

氏

が

論

じ

た

よ

う

に

、

良

経

の

和

歌

と

比

べ

る

と

定

家

に

お

け

る

月

と

郭

公

と

の

相

互

関

係

は

逆

と

な

る(

参
考 

久
保
田
淳
校
注

『
新
古
今
和
歌
雄
』

上
、
新
潮
社
、

1979
.3

、p
.9

5 )

。

よ

り

詳

し

く

言

え

ば

、

良

経

の

和

歌

で

は

月

は

あ

る

が

ほ

と

と

ぎ

す

は

い

な

い

の

に

対

し

て

、

定

家

の

和

歌

で

は

ほ

と

と

ぎ

す

の

存

在

が

感

じ

ら

れ

る

も

の

の

、

月

は

な

い

。 

 

さ

て

、

つ

れ

な

く

見

え

る

月

の

様

子

の

分

析

に

戻

る

。

二

五

九

番

と

四

三

四

番

は

両

首

と

も

同

じ

歌

人

（

通

光

）

の

詠

ん

だ

和

歌

で

あ

り

、

随

分

興

味

深

い

物

だ

と

思

う

。

通

光

の

二

首

の

和

歌

に

お

け

る

月

も

「

つ

れ

な

き

」

も

の

だ

が

、

二

五

九

番

と

四

三

四

番
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を

対

照

す

れ

ば

、

月

の

つ

れ

な

さ

の

理

由

が

違

う

と

分

か

る

。

二

五

九

番

の

清

見

潟

月

は

有

明

ま

で

あ

ら

わ

れ

な

い

月

で

あ

る

。

峯

村

氏

は

そ

の

和

歌

を

次

の

よ

う

に

講

評

し

た

。 
あ

ら

わ

れ

な

い

月

を

薄

情

な

も

の

と

し

て

、

そ

う

い

う

月

を

待

ち

も

し

な

い

で

明

け

て

く

る

波

の

上

を

、

さ

ら

に

薄

情

な

も

の

と

見

た(
峯
村
文
人
校
注
・
訳
『
新
古
今
和
歌
雄
』
（
日

本
古
典
文
学
全
雄
）
小
学
館
、1

9
7

4
.3

、p
.1

0
6 )

。 

 

そ

れ

に

対

し

て

、

四

三

四

番

の

月

は

、

歌

人

に

「

さ

ら

に

ま

た

暮

を

た

の

め

」

と

い

う

こ

と

を

言

う

よ

う

に

見

え

る

も

の

で

あ

る

。

結

局

、

右

の

二

首

の

和

歌

で

は

、

歌

人

の

悩

み

は

月

に

対

す

る

憧

れ

に

よ

る

も

の

で

あ

る

。

で

も

、

最

初

の

和

歌

（

二

五

九

番

）

で

は

歌

人

は

月

を

ぜ

ん

ぜ

ん

見

ら

れ

な

い

が

、

二

つ

目

の

和

歌

（

四

三

四

番

）

で

は

歌

人

は

月

の

美

し

い

眺

め

を

味

わ

う

こ

と

が

で

き

る

。

だ

が

、

こ

う

し

た

眺

め

こ

そ

彼

の

悩

み

を

深

め

る

も

の

で

あ

る

。

な

ぜ

な

ら

、

秋

の

空

に

曙

が

来

た

と

き

、

歌

人

は

も

う

一

度

月

を

み

る

た

め

に

長

い

一

日

を

過

ご

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

う

こ

と

が

分

か

る

か

ら

で

あ

る

。 

 

最

後

の

二

首

の

和

歌

は

恋

部

の

和

歌

で

あ

る

。

一

一

三

八

番

は

藤

原

有

家

の

作

で

あ

る

。

こ

こ

ま

で

考

察

し

た

他

の

四

首

の

和

歌

と

比

べ

れ

ば

、

有

家

の

和

歌

が

壬

生

忠

岑

の

詠

ん

だ

和

歌

の

雰

囲

気

に

よ

り

近

い

作

だ

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

そ

れ

は

、

両

首

と

も

恋

の

歌

だ

か

ら

で

あ

ろ

う

。

し

か

し

、

歌

人

が

用

い

る

表

現

に

注

目

す

れ

ば

、

有

家

の

和

歌

が

忠

岑

の

和

歌

と

随

分

違

う

と

分

か

る

。

そ

れ

は

、

有

家

が

本

歌

と

し

て

忠

岑

の

和

歌

だ

け

で

は

な

く

、

『

伊

勢

物

語

』

（

八

八

段

）

に

も

『

古

今

雄

』

（

八

七

九

番

）

に

も

載

っ

て

い

る

在

原

業

平

の

和

歌

（

大

方

は

月

を

も

め

で

じ

こ

れ

ぞ

こ

の

積

も

れ

ば

人

の

老

い

と

な

る

も

の

）

も

採

っ

た

か

ら

で

あ

る

。

有

家

の

和

歌

は

久

保

田

氏

が

次

の

よ

う

に

現

代

語

に

訳

し

た

。 

冷

た

い

当

の

あ

の

人

だ

け

で

な

く

、

そ

の

点

で

は

仲

間

と

い

え

る

月

ま

で

も

つ

ら

く

な

い

と

い

う

こ

と

が

あ

る

だ

ろ

う

か

、

も

う

、

有

明

の

月

を

も

賞

す

ま

い

よ(

久
保
田
淳
校
注
『
新
古
今
和
歌

雄
』
下
、
新
潮
社
、1979

.3

、p
.55 )

。 

 

加

え

、

峯

村

氏

が

述

べ

た

よ

う

に

、

有

家

は 

「

大

方

は

」

の

本

歌

か

ら

句

を

取

り

、

「

有

明

の

」

の

本

歌

の

嘆

き

を

、

月

ま

で

も

激

し

く

恨

む

心

理

で

屈

折

さ

せ

、

新

し

く

し

た(

峯
村
文
人
校
注
・
訳
『
新
古
今
和
歌
雄
』
（
日

本
古
典
文
学
全
雄
）
小
学
館
、1

9
7

4
.3

、p
.349 )

。 
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最

後

の

和

歌

は

源

通

具

の

作

だ

。

そ

の

歌

で

も

、

忠

岑

の

和

歌

と

同

様

に

、

恋

人

か

ら

別

れ

た

女

の

悩

み

が

詠

ま

れ

て

い

る

。

通

具

は

「

つ

れ

な

く

見

え

し

」

と

い

う

よ

う

な

表

現

を

本

歌

か

ら

取

ら

な

い

が

、

曙

の

月

を

巧

み

に

恋

の

形

見

に

変

化

さ

せ

る

の

で

、

月

の

つ

れ

な

さ

が

強

く

感

じ

ら

れ

る

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。 

 

こ

こ

ま

で

考

察

し

た

よ

う

に

、

当

時

の

歌

人

に

は

『

古

今

雄

』

の

和

歌

が

必

要

欠

く

べ

か

ら

ざ

る

基

準

点

で

あ

っ

た

。

だ

が

、

『

新

古

今

雄

』

で

本

歌

と

し

て

一

番

採

ら

れ

た

和

歌

は

な

ん

で

あ

ろ

う

か

。

そ

れ

は

、

調

査

の

結

果

に

よ

る

と

、

『

古

今

雄

』

に

お

け

る

素

性

の

次

の

和

歌

で

あ

る

。 

 
 

今

こ

む

と

言

ひ

し

許

に

長

月

の

有

明

の

月

を

待

ち

い

で

つ

る

哉

（

六

九

一

） 

 

右

の

和

歌

は

、

古

今

時

代

の

数

え

き

れ

な

い

ほ

ど

の

和

歌

と

同

様

に

、

恋

人

の

一

番

辛

い

と

こ

ろ

、

す

な

わ

ち

別

れ

の

時

に

な

る

有

明

を

詠

む

作

で

あ

る

。

こ

の

和

歌

で

素

性

は

、

長

い

夜

に

ひ

た

す

ら

恋

人

を

む

な

し

く

待

っ

て

い

た

女

の

気

持

ち

を

妖

艶

に

描

写

す

る

。

女

は

曙

に

な

る

と

、

失

望

の

苦

い

味

を

味

わ

い

、

遅

い

月

が

あ

ら

わ

れ

、

も

う

待

つ

甲

斐

が

な

い

と

分

か

っ

て

し

ま

う

。

こ

の

濃

艶

な

和

歌

を

本

歌

と

し

て

取

る

和

歌

は

、

『

新

古

今

雄

』

で

は

八

首

に

及

ぶ

。

そ

れ

ら

は

次

で

あ

る

。 

 
 

有

明

の

月

は

待

た

ぬ

に

出

で

ぬ

れ

ど

な

ほ

山

ふ

か

き

ほ

と

と

ぎ

す

か

な

（

二

一

二

・

平

親

宗

） 

 
 

い

ま

来

む

と

た

の

め

し

こ

と

を

忘

れ

ず

は

こ

の

夕

暮

の

月

や

待

つ

ら

む

（

一

二

〇

三

・

藤

原

秀

能

） 

 
 

い

ま

来

む

と

契

り

し

こ

と

は

夢

な

が

ら

見

し

夜

に

似

た

る

有

明

の

月

（

一

二

七

六

・

源

通

具

） 

 
 

忘

れ

じ

と

い

ひ

し

ば

か

り

の

な

ご

り

と

て

そ

の

夜

の

月

は

め

ぐ

り

来

に

け

り

（

一

二

七

七

・

藤

原

有

家

） 

 
 

思

ひ

出

で

て

よ

な

よ

な

月

に

尋

ね

ず

は

待

て

と

契

り

し

中

や

絶

え

な

む

（

一

二

七

八

・

藤

原

良

経

） 

 
 

い

は

ざ

り

き

い

ま

来

む

ま

で

の

空

の

雲

月

日

へ

だ

て

て

物

思

へ

と

は

（

一

二

九

三

・

藤

原

良

経

） 

 
 

ふ

り

に

け

り

し

ぐ

れ

は

袖

に

秋

か

け

て

い

ひ

し

ば

か

り

を

待

つ

と

せ

し

ま

に

（

一

三

三

四

・

藤

原

俊

成

女

） 

 
 

月

見

ば

と

い

ひ

し

ば

か

り

の

人

は

来

で

真

木

の

戸

た

た

く

庭

の

松

風

（

一

五

一

七

・

藤

原

良

経

） 

 

よ

く

分

か

る

よ

う

に

、

右

の

和

歌

は

、

夏

の

歌

の

巻

に

お

け

る

最

初

の

和

歌

を

除

け

ば

、

す

べ

て

恋

部

（

一

二

〇

三

番

・

一

二

七
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六

番

・

一

二

七

七

番

・

一

二

七

八

番

・

一

二

九

三

番

・

一

三

三

四

番

）

と

雑

部

（

一

五

一

七

番

）

の

和

歌

で

あ

り

、

本

歌

の

テ

ー

マ

を

利

用

す

る

。

そ

れ

は

、

尋

ね

る

約

束

を

果

た

さ

な

い

恋

人

に

対

す

る

女

の

悩

み

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

同

様

に

、

右

の

す

べ

て

の

和

歌

が

、

俊

成

女

の

和

歌

（

一

三

三

四

番

）

を

除

け

ば

、

本

歌

か

ら

月

の

イ

メ

ー

ジ

を

取

る

。

言

う

ま

で

も

な

い

こ

と

で

あ

る

が

、

そ

の

イ

メ

ー

ジ

は

、

捨

て

ら

れ

た

女

の

寂

し

さ

の

気

持

ち

を

よ

り

一

層

感

じ

さ

せ

る

も

の

で

あ

る

。

だ

が

、

以

上

の

よ

う

な

共

通

点

が

あ

っ

て

も

、

そ

れ

ぞ

れ

の

和

歌

で

は

、

本

歌

の

テ

ー

マ

が

特

別

に

扱

わ

れ

て

い

る

。 

 

再

び

述

べ

る

が

、

右

の

和

歌

の

中

で

、

本

歌

の

基

本

的

な

テ

ー

マ

を

利

用

し

な

い

和

歌

は

、

季

節

部

に

載

っ

て

い

る

平

親

宗

の

和

歌

（

二

一

二

番

）

だ

。

親

宗

が

描

写

す

る

も

の

は

、

き

ち

ん

と

山

か

ら

出

て

き

た

月

と

違

っ

て

強

情

に

山

奥

に

隠

れ

続

け

る

ほ

と

と

ぎ

す

と

い

う

イ

メ

ー

ジ

で

あ

る

。

そ

れ

に

対

し

て

、

他

の

和

歌

の

为

な

テ

ー

マ

は

、

恋

人

を

長

く

む

な

し

く

待

っ

て

い

る

女

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

秀

能

の

和

歌

で

、

女

を

捨

て

た

恋

人

の

約

束

は

夢

の

よ

う

な

こ

と

に

な

っ

て

し

ま

う

ほ

ど

遠

い

記

憶

に

過

ぎ

な

い

も

の

で

あ

る

。

遥

か

昔

か

ら

残

る

も

の

は

、

恋

人

と

一

緒

に

眺

め

て

い

た

月

で

あ

る

。 

 

有

家

の

和

歌

（

一

二

七

七

番

）

は

、

親

宗

の

和

歌

に

よ

く

似

て

い

る

。

こ

ち

ら

で

も

月

が

昔

の

恋

の

形

見

と

な

っ

て

し

ま

っ

た

も

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

興

味

深

い

こ

と

は

、

有

家

が

本

歌

の

上

句

（
「

今

こ

む

と

言

ひ

し

許

に

」
）

を

上

手

に

「

忘

れ

じ

と

い

ひ

し

ば

か

り

の

」

と

い

う

句

に

変

え

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

と

思

う

。

な

ぜ

な

ら

、

一

つ

の

表

現

だ

け

で

過

去

と

未

来

を

同

時

に

感

じ

る

こ

と

が

出

来

る

か

ら

で

あ

る

。 

 

良

経

の

和

歌

（

一

二

七

八

番

）

で

は

、

月

は

恋

人

と

過

ご

し

た

ロ

マ

ン

チ

ッ

ク

な

夜

の

形

見

だ

け

で

は

な

い

。

そ

の

和

歌

で

、

月

は

慕

う

男

が

し

て

く

れ

た

約

束

の

記

憶

を

生

き

残

ら

せ

る

も

の

で

あ

る

。

続

き

の

和

歌

（

一

二

九

三

番

）

で

良

経

は

、

掛

け

言

葉

（
「

月

日

」
）

を

作

る

た

め

に

、

月

の

イ

メ

ー

ジ

に

太

陽

の

イ

メ

ー

ジ

を

重

ね

た

。

歌

人

は

、

慕

う

男

か

ら

逢

う

約

束

を

さ

れ

て

か

ら

、

日

々

が

月

や

日

を

遮

り

隔

て

る

雲

の

よ

う

に

、

女

を

隔

て

て

行

っ

て

し

ま

っ

た

と

言

う

。 

 

個

人

的

な

考

え

に

過

ぎ

な

い

こ

と

で

あ

る

が

、

右

の

和

歌

の

中

で

俊

成

女

の

和

歌

が

一

番

妖

艶

な

作

だ

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

無

論

、

涙

の

イ

メ

ー

ジ

を

時

雤

の

イ

メ

ー

ジ

に

重

ね

る

こ

と

は

、

当

時

の

和

歌

で

は

あ

り

ふ

れ

た

方

法

で

あ

る

。

と

こ

ろ

が

、

涙

を

通
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じ

て

時

間

の

流

れ

を

感

じ

る

こ

と

に

は

否

定

で

き

な

い

魅

力

が

あ

る

と

思

う

。 

 

最

後

の

和

歌

は

良

経

の

歌

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

他

の

和

歌

と

く

ら

べ

れ

ば

、

一

番

面

白

く

て

独

自

の

や

り

方

で

本

歌

の

テ

ー

マ

を

扱

っ

て

い

る

。

本

歌

と

同

様

に

、

良

経

の

和

歌

に

も

捨

て

ら

れ

た

女

と

月

と

い

う

二

つ

の

要

素

が

あ

る

が

、

本

歌

の

月

は

昔

の

恋

の

形

見

に

過

ぎ

な

い

物

で

あ

る

。

そ

れ

に

対

し

て

、

良

経

の

和

歌

で

は

そ

の

月

が

出

る

時

は

恋

人

を

待

っ

て

い

る

女

に

は

随

分

重

要

な

時

と

な

る

。

そ

れ

は

、

彼

女

の

待

っ

て

い

た

人

が

「

月

の

出

る

の

を

見

た

な

ら

ば

す

ぐ

に

も

訪

れ

よ

う

」

と

約

束

し

た

か

ら

で

あ

る

。

最

後

に

恋

人

が

約

束

を

果

た

さ

な

い

こ

と

は

和

歌

に

読

者

を

感

動

さ

せ

る

力

を

与

え

る

こ

と

だ

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

な

ぜ

な

ら

、

読

者

は

期

待

の

不

安

と

失

望

の

哀

し

さ

を

ほ

ぼ

同

時

に

感

じ

る

こ

と

が

あ

る

か

ら

で

あ

る

。 

 

結

局

、

新

古

今

時

代

の

歌

人

は

た

し

か

に

、

昔

の

歌

材

を

詠

む

と

き

伝

統

の

和

歌

の

言

葉

を

守

っ

て

も

、

同

時

に

そ

の

歌

材

を

可

能

な

限

り

新

し

く

し

よ

う

と

し

て

い

た

と

い

う

こ

と

が

確

实

に

述

べ

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。 

 
 

 
 

 
 

 

第

四

節

、

二

首

の

本

歌

を

取

る

和

歌 

 

『

新

古

今

雄

』

で

見

ら

れ

る

本

歌

の

使

い

方

に

関

し

て

さ

ら

に

考

察

す

れ

ば

、

当

時

の

歌

人

が

和

歌

を

詠

む

た

め

に

同

時

に

二

首

の

本

歌

を

採

る

と

い

う

こ

と

は

全

く

珍

し

く

な

い

こ

と

で

あ

っ

た

と

言

え

る

。

实

は

、

特

異

な

こ

と

で

あ

る

が

、

歌

人

が

本

歌

と

し

て

三

首

ま

で

採

る

場

合

も

あ

る

。

本

調

査

に

よ

る

と

、

本

歌

取

り

を

使

う

『

新

古

今

雄

』

の

五

一

四

首

の

中

で

は

、

二

首

の

本

歌

を

採

る

和

歌

は

七

四

首

（

つ

ま

り

、

ほ

ぼ

一

四

％

）

に

及

ぶ

。

そ

れ

に

対

し

て

、

三

首

の

本

歌

を

採

る

和

歌

は

五

首

だ

け

あ

る

。 

 

再

び

述

べ

る

が

、

本

章

で

紹

介

す

る

調

査

の

結

果

は

絶

対

異

論

の

な

い

実

観

的

な

も

の

だ

と

は

言

え

な

い

。

な

ぜ

な

ら

、

当

時

の

歌

人

が

和

歌

を

詠

ん

だ

時

、

ど

の

本

歌

を

採

っ

た

か

と

い

う

こ

と

は

正

確

に

は

分

か

ら

な

い

か

ら

で

あ

る

。

だ

が

、

そ

れ

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

調

査

の

結

果

は

当

時

の

歌

風

の

傾

向

を

裏

づ

け

る

も

の

と

し

て

挙

げ

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。 

 

さ

て

、

当

時

の

歌

人

が

ど

の

様

に

二

首

の

本

歌

の

詞

や

表

現

や

雰

囲

気

を

、

一

首

の

和

歌

に

巧

み

に

調

和

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

た

か

と

い

う

こ

と

を

明

ら

か

に

す

る

た

め

に

、

幾

つ

か

の

例

を

挙

げ

た

い

。

当

然

な

こ

と

で

あ

る

が

、

二

首

の

本

歌

を

採

る

と

い

う

技
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巧

は

新

古

今

時

代

だ

け

の

も

の

で

は

な

く

、

平

安

時

代

に

も

あ

っ

た

。

例

え

ば

、

『

新

古

今

雄

』

に

は

、

崇

徳

朝

の

代

表

的

歌

人

で

あ

っ

た

藤

原

教

長

の

次

の

和

歌

が

載

っ

て

い

る

。 

 
 

若

菜

つ

む

袖

と

ぞ

み

ゆ

る

春

日

野

の

飛

火

の

野

べ

の

雪

の

む

ら

ぎ

え

（

一

三

・

藤

原

教

長

） 

 

こ

の

和

歌

で

歌

人

は

『

古

今

雄

』

の

次

の

二

首

の

歌

を

採

っ

た

。 

 
 

春

日

野

の

飛

火

の

野

守

い

で

て

見

よ

い

ま

幾

日

あ

り

て

若

菜

摘

み

て

む

（

一

八

・

よ

み

人

知

ら

ず

） 

 
 

か

す

が

野

の

わ

か

な

つ

み

に

や

白

た

へ

の

袖

ふ

り

は

へ

て

人

の

行

ら

ん

（

二

二

・

紀

貫

之

） 

 

右

の

本

歌

は

両

首

と

も

春

日

野

の

イ

メ

ー

ジ

を

利

用

す

る

。

だ

が

、

よ

み

人

知

ら

ず

の

和

歌

（

一

八

番

）

は

春

日

野

の

火

の

こ

と

を

暗

示

す

る

の

に

対

し

て

、

貫

之

の

和

歌

（

二

二

番

）

は

自

分

の

袖

を

振

り

な

が

ら

同

じ

春

日

の

野

辺

で

若

菜

を

摘

む

女

性

を

描

写

す

る

。

教

長

は

、

二

首

の

本

歌

の

要

素

（

火

と

若

菜

を

摘

む

人

の

袖

）

を

同

時

に

使

い

、

妖

艶

な

趣

を

感

じ

さ

せ

る

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

だ

が

、

教

長

は

上

記

の

要

素

に

限

ら

ず

、

も

う

一

つ

要

素

を

利

用

す

る

こ

と

に

し

た

。

そ

れ

は

雪

で

あ

る

。

雪

の

イ

メ

ー

ジ

に

よ

っ

て

好

対

照

の

印

象

を

与

え

る

。

な

ぜ

な

ら

、

火

と

雪

の

イ

メ

ー

ジ

を

組

み

合

わ

せ

る

と

、

紅

白

の

対

照

の

美

を

感

じ

さ

せ

る

こ

と

だ

け

で

は

な

く

、

熱

さ

と

冷

た

さ

の

対

照

の

微

妙

な

印

象

も

与

え

る

こ

と

が

で

き

る

か

ら

で

あ

る

。

要

す

る

に

、

教

長

は

、

昔

の

歌

の

素

材

を

利

用

し

て

も

、

新

鮮

な

和

歌

が

詠

め

た

の

で

あ

る

。 

 

そ

れ

で

も

、

一

首

の

和

歌

を

詠

む

た

め

に

二

首

の

本

歌

を

採

る

こ

と

が

特

に

新

古

今

歌

人

の

よ

く

扱

っ

た

技

巧

な

の

で

あ

る

。

例

え

ば

、

藤

原

家

隆

の

次

の

和

歌

が

あ

る

。 

 
 

さ

く

ら

ば

な

夢

か

う

つ

つ

か

白

雲

の

絶

え

て

つ

ね

な

き

峯

の

春

風

（

一

三

九

・

藤

原

家

隆

） 

 

こ

の

和

歌

は

老

若

五

十

首

歌

合

に

あ

た

っ

て

詠

ま

れ

、

本

歌

と

し

て

『

古

今

雄

』

の

次

の

二

首

を

採

っ

た

。 

 
 

風

ふ

け

ば

峰

に

わ

か

る

ゝ

白

雲

の

絶

え

て

つ

れ

な

き

君

が

心

か

（

六

〇

一

・

壬

生

忠

岑

） 

 
 

世

の

中

は

夢

か

う

つ

ゝ

か

う

つ

つ

と

も

夢

と

も

知

ら

ず

あ

り

て

な

け

れ

ば

（

九

四

二

・

よ

み

人

し

ら

ず

） 

 

家

隆

は

二

首

の

本

歌

の

要

素

を

使

い

、

夢

幻

的

な

ニ

ュ

ア

ン

ス

が

あ

る

和

歌

を

詠

む

こ

と

が

で

き

た

。

忠

岑

の

和

歌

で

歌

人

は

慕
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う

女

の

無

情

な

心

を

山

の

峰

か

ら

離

れ

て

行

く

白

雲

に

た

と

え

る

。

周

知

の

よ

う

に

、

こ

の

和

歌

は

名

歌

の

「

春

の

夜

の

夢

の

浮

橋

と

だ

え

し

て

峯

に

わ

か

る

る

横

雲

の

空

」

（

新

古

今

・

三

八

）

を

詠

ん

だ

と

き

定

家

も

本

歌

と

し

て

採

っ

た

和

歌

で

あ

る

。

（

参

考 

第

二

章

・

第

五

節

）

だ

が

、

忠

岑

の

和

歌

は

、

随

分

深

遠

な

作

で

あ

る

新

古

今

時

代

の

和

歌

と

違

い

、

単

な

る

メ

タ

フ

ァ

ー

を

作

り

、

飾

り

気

の

な

い

和

歌

だ

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。 

 

そ

れ

に

反

し

て

、

よ

み

人

し

ら

ず

の

和

歌

（

九

四

二

番

）

で

歌

人

は

、

よ

り

思

索

的

傾

向

を

示

す

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

れ

は

歌

人

が

、

こ

の

世

は

現

で

あ

る

か

、

ま

た

は

単

な

る

夢

で

あ

る

か

と

い

う

疑

問

を

表

す

か

ら

で

あ

る

。

こ

の

考

え

は

当

時

随

分

流

行

し

て

い

た

仏

教

の

教

え

に

基

づ

き

、

十

世

紀

の

和

歌

で

よ

く

扱

わ

れ

て

い

た

。 

 

家

隆

は

巧

み

に

二

首

の

本

歌

の

要

素

を

一

つ

に

し

、

非

常

に

洗

練

さ

れ

た

和

歌

を

詠

ん

だ

。

こ

の

和

歌

で

、

自

然

界

に

属

す

る

桜

花

と

白

雲

は

読

者

に

無

常

感

を

鮮

や

か

に

感

じ

さ

せ

る

も

の

に

な

る

。

实

は

、

よ

み

人

し

ら

ず

の

本

歌

で

も

無

常

感

と

い

う

感

覚

が

表

れ

て

い

る

が

、

峯

村

氏

が

述

べ

た

よ

う

に

、

家

隆

の

和

歌

は

、 

世

の

無

常

を

詠

ん

だ

本

歌

の

心

を

、

峰

の

春

風

に

は

か

な

く

消

え

た

桜

の

花

の

夢

幻

的

世

界

で

具

体

化

し

た

作 

で

あ

る

。(

峯
村
文
人
校
注
・
訳
『
新
古
今
和
歌
雄
』
（
日

本
古
典
文
学
全
雄
）
小
学
館
、1

9
7

4
.3

、p
.75 )  

 

よ

り

興

味

深

い

例

は

源

通

具

の

次

の

和

歌

で

あ

る

。 

 
 

梅

の

花

た

が

袖

ふ

れ

し

に

ほ

ひ

ぞ

と

春

や

む

か

し

の

月

に

と

は

ば

や

（

四

六

・

源

通

具

） 

こ

の

和

歌

は

『

千

五

百

番

歌

合

』

に

詠

ま

れ

た

和

歌

で

あ

り

、

本

歌

と

し

て

『

古

今

雄

』

に

載

っ

て

い

る

次

の

二

首

を

採

る

歌

で

あ

る

。 

 
 

色

よ

り

も

香

こ

そ

あ

は

れ

と

思

ほ

ゆ

れ

誰

が

袖

ふ

れ

し

宿

の

梅

ぞ

も

（

三

三

・

よ

み

人

知

ら

ず

） 

 
 

月

や

あ

ら

ぬ

春

や

昔

の

春

な

ら

ぬ

我

が

身

一

つ

は

も

と

の

身

に

し

て

（

七

四

七

・

在

原

業

平

） 

 

实

は

、

業

平

の

和

歌

は

『

伊

勢

物

語

』

の

四

段(

片
桐
洋
一
校
注
・
訳
『
竹
取
物
語
』
福
井
貞
助
校
注
・
訳
『
伊
勢
物
語
』
、
高
橋
正
治
校
注
・
訳
『
大

和
物
語
』
清
水
好
子
校
注
・
訳
『
平
中
物
語
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
雄
）
小
学
館
、1994.12

p
. 116 )

に

も

載

っ

て

い

る

し

、

『

古

今

雄

』

で

は

次

の

詞

書

が

付

い

て

い

る

。 
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五

条

の

后

宮

の

西

の

対

に

住

み

け

る

人

に

、

本

意

に

は

あ

ら

で

物

い

ひ

わ

た

り

け

る

を

、

む

月

の

十

日

あ

ま

り

に

な

ん

、

ほ

か 
 

 
 

へ

隠

れ

に

け

る

、

あ

り

所

は

聞

き

け

れ

ど

、

え

物

も

言

は

で

、

又

の

年

の

春

、

梅

の

花

さ

か

り

に

月

の

お

も

し

ろ

か

り

け

る

夜

、 

 
 

去

年

を

恋

ひ

て

、

か

の

西

の

対

に

い

き

て

、

月

の

か

た

ぶ

く

ま

で

、

あ

ば

ら

な

る

板

敶

に

ふ

せ

り

て

よ

め

る

。 

 

よ

く

分

か

る

よ

う

に

、

通

具

は

自

分

の

和

歌

の

上

の

句

に

は

よ

み

人

知

ら

ず

の

和

歌

（

三

三

番

）

か

ら

着

想

を

得

る

。

通

具

の

和

歌

で

、

本

歌

と

同

様

に

、

歌

人

は

花

の

香

を

誰

の

袖

か

ら

得

た

の

か

と

想

像

す

る

。

そ

れ

に

対

し

て

、

通

具

の

和

歌

の

下

の

句

で

は

、

業

平

の

和

歌

の

影

響

の

ほ

う

が

随

分

強

い

と

い

っ

て

も

よ

か

ろ

う

。

通

具

が

本

歌

と

し

て

業

平

の

和

歌

を

採

る

こ

と

に

し

た

の

は

興

味

深

い

こ

と

で

あ

る

。

な

ぜ

な

ら

、

新

古

今

時

代

に

な

る

と

、

歌

人

と

し

て

の

業

平

の

評

判

が

大

分

見

直

さ

れ

て

き

た

と

い

う

こ

と

を

示

す

か

ら

で

あ

る(

参
考 

Sagiyam
a  Iku

ko
, Ko

kin
 W

a
ka

 Sh
ū

 - R
a

cco
lta

 d
i p

o
esie 

g
ia

p
p

o
n

esi a
n

tich
e e m

o
d

ern
e, (ed

.), A
riele, 2

0
0

0
, p

.4
6

0
)

。

無

論

、

古

今

時

代

で

も

業

平

は

和

歌

に

秀

で

た

人

と

見

な

さ

れ

て

い

た

が

、

貫

之

は

『

古

今

雄

』

の

仮

名

序

で

、

業

平

の

歌

風

を

論

じ

る

と

こ

ろ

で

次

の

通

り

述

べ

た

。 

在

原

業

平

は

、

そ

の

心

余

り

て

、

詞

た

ら

ず

。

し

ぼ

め

る

花

の

色

な

く

て

匂

ひ

残

れ

る

が

ご

と

し

。(

小
沢
正
夫
校
注
・
訳
『
古
今
和
歌
雄
』
（
日

本
古
典
文
学
全
雄
）
小
学
館
、1971

、p
.57 )  

 

そ

れ

に

反

し

て

、

藤

原

俊

成

は

『

古

来

風

躰

抄

』

で

、

業

平

の

右

の

和

歌

を

考

察

す

る

箇

所

で

、

次

の

通

り

に

述

べ

た

。 

「

月

や

あ

ら

ぬ

」

と

言

ひ

、

「

春

や

昔

の

」

な

ど

続

け

る

程

の

、

限

り

な

く

め

で

た

き

な

り

。(

橋
本
不
美
男
、
有
吉
保
、
藤
平
春
男
校
注
・

訳
『
歌
論
雄
』
小
学
館  1975.4

、p.3
90

)  

  

同

様

に

、

鴨

長

明

は

『

無

名

抄

』

で

、

他

の

和

歌

と

と

も

に

業

平

の

そ

の

和

歌

を

考

察

す

る

俊

恵

の

コ

メ

ン

ト

を

引

用

し

た

。 

 

是

等

こ

そ

余

情

内

に

籠

り

、

景

気

空

に

浮

か

び

て

侍

れ

。

さ

せ

る

風

情

も

な

け

れ

ど

、

詞

よ

く

続

け

れ

ば

、

お

の

づ

か

ら

姿

に

飾

ら

れ

て

此

の

徳

を

具

す

る

事

も

あ

る

べ

し

。(

高
橋
和
彦
『
無
名
抄
全
解
』
双

文
社
出
版
、1987.2

、p
.228

)  

  

二

首

の

本

歌

を

採

る

和

歌

の

な

か

に

は

、

歌

人

が

前

の

勅

撰

雄

で

連

続

し

て

並

ん

で

い

る

二

首

を

本

歌

と

し

て

採

る

場

合

も

あ

る

。

『

新

古

今

雄

』

で

こ

の

よ

う

な

和

歌

は

四

首

し

か

な

い

の

で

、

あ

る

歌

雄

で

連

続

的

に

並

べ

ら

れ

た

和

歌

二

首

を

本

歌

と

し

て

採

る

こ

と

が

当

時

流

行

し

た

と

は

考

え

に

く

い

。

し

か

し

、

次

の

四

首

の

和

歌

を

見

た

だ

け

で

も

、

前

時

代

の

和

歌

の

知

識

が

ど

れ

ほ

ど

深

か

っ

た

か

、

想

像

が

つ

く

で

あ

ろ

う

。

そ

の

四

首

の

和

歌

は

次

の

通

り

で

あ

る

。 

 
 

谷

川

の

う

ち

出

づ

る

波

も

越

え

た

て

つ

う

ぐ

ひ

す

さ

そ

へ

春

の

山

風

（

新

古

今

・

一

七

・

藤

原

家

隆

） 
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本

歌 
 

 
 

 
 

谷

風

に

と

く

る

氷

の

ひ

ま

ご

と

に

打

い

づ

る

波

や

春

の

は

つ

花

（

古

今

・

一

二

・

源

当

純

） 

 
 

 
 

花

の

香

を

風

の

た

よ

り

に

た

ぐ

へ

て

ぞ

鶯

さ

そ

ふ

し

る

べ

に

は

や

る

（

古

今

・

一

三

・

紀

友

則

） 

 
 

ほ

と

と

ぎ

す

み

山

出

づ

な

る

初

声

を

い

づ

れ

の

宿

の

た

れ

か

聞

く

ら

ん

（

新

古

今

・

一

九

二

・

弁

乳

母

） 

 
 

 
 

本

歌 

 
 

 
 

髣

髴

に

ぞ

鳴

渡

な

る

郭

公

み

山

を

出

づ

る

今

朝

の

初

声

（

拾

遺

・

一

〇

〇

・

坂

上

望

城

） 

 
 

 
 

み

山

出

で

て

夜

半

に

や

来

つ

る

郭

公

暁

か

け

て

声

の

聞

ゆ

る

（

拾

遺

・

一

〇

一

・

平

兼

盛

） 

 
 

稲

葉

吹

く

風

に

ま

か

せ

て

住

む

庵

は

月

ぞ

ま

こ

と

に

も

り

あ

か

し

け

る

（

新

古

今

・

四

二

八

・

俊

成

女

） 

 
 

 
 

本

歌 

 
 

 
 

秋

の

夜

は

山

田

の

庵

に

稲

妻

の

光

の

み

こ

そ

も

り

あ

か

し

け

れ

（

後

拾

遺

・

三

六

八

・

伊

勢

大

輔

） 

 
 

 
 

宿

近

き

山

田

の

引

板

に

手

も

か

け

で

吹

く

秋

風

に

ま

か

せ

て

ぞ

見

る

（

後

拾

遺

・

三

六

九

・

源

頼

家

） 

 
 

秋

を

へ

て

あ

は

れ

も

露

も

深

草

の

里

訪

ふ

も

の

は

う

づ

ら

な

り

け

り

（

新

古

今

・

五

一

二

・

慈

円

） 

 
 

 
 

本

歌 

 
 

 
 

年

を

経

て

住

み

こ

し

里

を

い

で

て

い

な

ば

い

と

ど

深

草

野

と

や

り

な

む

（

古

今

・

九

七

一

・

在

原

業

平

／

伊

勢

物

語

・

一 

 
 

 
 

二

三

段

） 

 
 

 
 

野

と

な

ら

ば

鶉

と

鳴

き

て

年

は

経

む

か

り

に

だ

に

や

は

君

は

来

ざ

ら

む

（

古

今

・

九

七

二

・

よ

み

人

し

ら

ず

／

伊

勢

物 

 
 

 
 

語

・

一

二

三

段

） 

 

右

の

四

首

は

、

弁

乳

母

を

の

ぞ

け

ば

、

す

べ

て

新

古

今

時

代

の

歌

人

の

和

歌

で

あ

り

、

同

様

に

す

べ

て

季

節

部

に

属

す

る

和

歌

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

其

頃

の

歌

人

が

哀

傷

歌

・

羇

旅

歌

・

離

別

歌

や

恋

歌

な

ど

よ

り

も

季

節

に

関

す

る

和

歌

の

方

に

注

意

を

払

っ

て

い

た

か

ら

で

あ

ろ

う

か

。 



138 
 

 
先

程

明

ら

か

に

し

た

よ

う

に

、

『

新

古

今

雄

』

で

は

二

首

の

本

歌

を

採

る

和

歌

が

比

較

的

に

多

い

が

、

こ

こ

で

す

べ

て

挙

げ

て

考

察

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

だ

が

、

右

の

尐

な

い

例

だ

け

で

も

、

新

古

今

時

代

の

歌

風

の

特

徴

的

な

態

度

が

分

か

る

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

そ

れ

は

、

昔

の

和

歌

の

詞

や

表

現

や

イ

メ

ー

ジ

や

趣

な

ど

を

新

し

い

和

歌

に

調

和

さ

せ

る

場

合

、

当

時

の

歌

人

は

以

上

の

要

素

を

互

い

に

足

す

だ

け

に

限

ら

ず

、

進

歩

的

な

歌

を

詠

む

こ

と

が

で

き

た

、

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

換

言

す

れ

ば

、

新

古

今

時

代

の

歌

人

は

、

成

分

が

違

う

化

学

物

質

を

混

ぜ

て

全

く

新

し

い

化

合

物

を

得

る

化

学

者

と

同

様

に

、

昔

の

歌

材

を

扱

い

な

が

ら

、

非

常

に

洗

練

さ

れ

た

作

品

を

作

っ

た

の

で

あ

る

。 

 

と

も

あ

れ

、

本

節

で

明

ら

か

に

し

た

こ

と

は

、

本

歌

取

り

に

見

ら

れ

る

歌

人

と

古

歌

と

の

関

係

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

新

古

今

時

代

の

歌

人

に

と

っ

て

は

昔

の

和

歌

、

と

り

わ

け

『

古

今

雄

』

の

和

歌

が

新

風

を

作

る

に

は

ど

の

点

ま

で

不

可

欠

な

歌

材

で

あ

っ

た

か

と

い

う

こ

と

を

明

ら

か

に

し

た

。

で

は

本

歌

取

り

が

『

新

古

今

雄

』

の

和

歌

配

列

に

ど

の

程

度

ま

で

影

響

を

与

え

た

か

、

に

つ

い

て

次

の

節

で

明

確

に

す

る

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第

五

節 

和

歌

連

続

の

配

列

基

準

と

し

て

の

本

歌

取

り 

 

本

章

の

「

は

じ

め

に

」

の

と

こ

ろ

で

す

で

に

述

べ

た

よ

う

に

、

第

一

章

と

第

二

章

で

、

『

新

古

今

雄

』

の

和

歌

配

列

に

対

し

て

の

「

歌

枕

」

と

「

体

言

止

め

」

の

影

響

を

明

ら

か

に

し

た

。

残

念

な

が

ら

、

「

本

歌

取

り

」

の

影

響

を

「

歌

枕

」

と

「

体

言

止

め

」

の

影

響

と

比

較

す

れ

ば

、

前

者

は

後

者

よ

り

弱

い

と

認

め

ざ

る

を

得

な

い

。

し

か

し

、

こ

の

よ

う

な

結

果

は

、

撰

者

た

ち

が

和

歌

配

列

を

決

め

た

時

、

本

歌

取

り

の

存

在

に

も

注

意

を

払

っ

て

い

な

か

っ

た

と

い

う

こ

と

で

は

な

い

。

实

は

、

『

新

古

今

雄

』

で

同

じ

本

歌

を

取

る

和

歌

が

二

首

や

二

首

以

上

も

連

続

的

に

並

ん

で

い

る

箇

所

は

尐

な

く

な

い

。

「

歌

枕

」

と

「

体

言

止

め

」

と

違

い

、

あ

る

和

歌

に

本

歌

の

存

在

を

認

め

る

こ

と

は

即

座

に

は

判

断

で

き

な

い

の

で

、

同

じ

本

歌

を

使

う

和

歌

が

連

続

的

に

並

べ

ら

れ

て

い

る

の

は

、

偶

然

の

こ

と

と

は

考

え

ら

れ

な

い

。

換

言

す

れ

ば

、

同

じ

本

歌

を

採

る

和

歌

の

連

続

は

、

『

新

古

今

雄

』

の

編

纂

者

た

ち

が

和

歌

配

列

を

決

め

た

時

に

、

本

歌

取

り

の

存

在

も

頭

に

置

い

て

い

た

と

い

う

こ

と

の

証

拠

と

な

る

で

あ

ろ

う

。

そ

れ

故

、

同

じ

本

歌

を

採

る
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和

歌

連

続

と

そ

の

本

歌

を

列

挙

す

る

。 

 
 

窓

近

き

竹

の

葉

す

さ

む

風

の

音

に

い

と

ど

み

じ

か

き

う

た

た

ね

の

夢

（

新

古

今

・

二

五

六

・

式

子

内

親

王

） 

 
 

窓

近

き

い

さ

さ

群

竹

風

吹

け

ば

秋

に

お

ど

ろ

く

夏

の

夜

の

夢

（

新

古

今

・

二

五

七

・

春

宮

大

夫

公

継

） 

 
 

 

本

歌 

 
 

 

風

生

竹

夜

窓

間

臥 

月

照

松

時

臺

上

行

（

和

漢

朗

詠

雄

・

一

五

一

・

白

楽

天

） 

 

秋

を

へ

て

あ

は

れ

も

露

も

深

草

の

里

訪

ふ

も

の

は

う

づ

ら

な

り

け

り

（

新

古

今

・

五

一

二

・

慈

円

） 

 
 

入

日

さ

す

ふ

も

と

の

尾

花

う

ち

な

び

き

誰

が

秋

風

に

う

づ

ら

鳴

く

ら

む

（

新

古

今

・

五

一

三

・

左

衛

問

督

通

光

） 

 
 

 
 

本

歌 

 
 

 
 

年

を

経

て

住

み

こ

し

里

を

い

で

て

い

な

ば

い

と

ど

深

草

野

と

や

な

り

な

む

（

古

今

・

九

七

一

・

在

原

業

平

／

伊

勢

物

語

・

一 

 

二

三

段

） 

 
 

笹

の

葉

は

み

山

も

さ

や

に

う

ち

そ

よ

ぎ

こ

ほ

れ

る

霜

を

吹

く

あ

ら

し

か

な

（

新

古

今

・

六

一

五

・

藤

原

良

経

） 

 
 

君

来

ず

は

ひ

と

り

や

寝

な

む

笹

の

葉

の

み

山

も

そ

よ

に

さ

や

ぐ

霜

夜

を

（

新

古

今

・

六

一

六

・

藤

原

清

輔

） 

 
 

 
 

本

歌 

 
 

 
 

笹

の

葉

は

み

山

も

さ

や

に

さ

や

げ

ど

も

我

れ

は

妹

思

ふ

別

れ

来

ぬ

れ

ば

（

万

葉

・

一

三

三

・

柿

本

人

麻

呂

） 

 
 

幾

夜

か

は

月

を

あ

は

れ

と

な

が

め

来

て

波

に

折

り

敶

く

伊

勢

の

浜

荻

（

新

古

今

・

九

四

三

・

越

前

） 

 
 

知

ら

ざ

り

し

八

十

瀬

の

波

を

分

け

過

ぎ

て

か

た

敶

く

袖

は

伊

勢

の

浜

荻

（

新

古

今

・

九

四

四

・

宜

秋

門

院

丹

後

） 

 
 

 
 

本

歌 

 
 

 
 

神

風

の

伊

勢

の

浜

荻

折

り

伏

せ

て

旅

寝

や

す

ら

む

荒

き

浜

辺

に

（

万

葉

・

五

〇

〇

・

碁

壇

越

の

妻

） 

 
 

筑

波

山

は

山

し

げ

山

し

げ

け

れ

ど

思

ひ

入

る

に

は

さ

は

ら

ざ

り

け

り

（

新

古

今

・

一

〇

一

三

・

源

重

之

） 
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わ

れ

な

ら

ぬ

人

に

こ

こ

ろ

を

筑

波

山

し

た

に

通

は

む

道

だ

に

や

な

き

（

新

古

今

・

一

〇

一

四

・

大

中

臣

能

宠

） 

 
 

 
 

本

歌 

 
 

 
 

筑

波

山

は

山

し

げ

山

茂

き

を

ぞ

や

誰

が

子

も

通

ふ

な

下

に

通

へ

わ

が

つ

ま

は

下

に

（

重

之

雄

・

三

〇

八

） 

 
 

片

岡

の

雪

間

に

ね

ざ

す

若

草

の

ほ

の

か

に

見

て

し

人

ぞ

恋

し

き

（

新

古

今

・

一

〇

二

二

・

曾

禰

好

忠

） 

 
 

跡

を

だ

に

草

の

は

つ

か

に

見

て

し

が

な

結

ぶ

ば

か

り

の

ほ

ど

な

ら

ず

と

も

（

新

古

今

・

一

〇

二

三

・

和

泉

式

部

） 

 
 

 
 

本

歌 

 
 

 
 

春

日

野

の

雪

間

を

わ

け

て

生

ひ

い

で

く

る

草

の

は

つ

か

に

見

え

し

き

み

は

も

（

古

今

・

四

七

八

・

壬

生

忠

岑

） 

 
 

あ

り

と

て

も

あ

は

ぬ

た

め

し

の

名

取

川

朽

ち

だ

に

は

て

ね

瀬

々

の

埋

れ

木

（

新

古

今

・

一

一

一

八

・

寂

蓮

） 

 
 

歎

か

ず

よ

い

ま

は

た

お

な

じ

名

取

川

瀬

々

の

埋

れ

木

朽

ち

は

て

ぬ

と

も

（

新

古

今

・

一

一

一

九

・

藤

原

良

経

） 

 
 

 
 

本

歌 

 
 

 
 

陸

奥

に

あ

り

と

い

ふ

な

る

な

と

り

河

無

き

名

と

り

て

は

苦

し

か

り

け

り

（

古

今

・

六

二

八

・

壬

生

忠

岑

） 

 
 

あ

は

れ

と

て

問

ふ

人

の

な

ど

な

か

る

ら

む

物

思

ふ

宿

の

荻

の

上

風

（

新

古

今

・

一

三

〇

七

・

西

行

） 

 
 

わ

が

恋

は

い

ま

は

限

り

と

夕

ま

ぐ

れ

荻

吹

く

風

の

音

づ

れ

て

ゆ

く

（

新

古

今

・

一

三

〇

八

・

俊

恵

） 

 
 

 
 

本

歌 

 
 

 
 

い

と

ゞ

し

く

物

思

や

ど

の

荻

の

葉

に

秋

と

告

げ

つ

る

風

の

わ

び

し

さ

（

後

撰

・

二

二

〇

・

よ

み

人

し

ら

ず

） 

 
 

滝

つ

瀬

に

人

の

心

を

見

る

こ

と

は

昔

に

い

ま

も

変

ら

ざ

り

け

り

（

新

古

今

・

一

七

二

五

・

後

朱

雀

院

御

歌

） 

 
 

浅

か

ら

ぬ

心

ぞ

見

ゆ

る

音

羽

川

せ

き

入

れ

水

の

流

れ

な

ら

ね

ど

（

新

古

今

・

一

七

二

六

・

周

防

内

侍

） 

 
 

 
 

本

歌 

 
 

 
 

音

羽

河

せ

き

入

れ

て

お

と

す

滝

つ

瀬

に

人

の

心

の

見

え

も

す

る

哉

（

拾

遺

・

四

四

五

・

伊

勢

） 

 

右

の

例

に

も

う

二

つ

の

興

味

深

い

例

を

加

え

た

い

。

こ

の

和

歌

の

組

み

合

わ

せ

は

、

本

歌

は

違

う

が

、

『

古

今

雄

』

で

連

続

的

に
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並

べ

ら

れ

た

次

の

二

首

の

和

歌

を

採

り

、

季

節

部

に

並

べ

て

置

か

れ

た

も

の

で

あ

る

。

一

つ

目

は

次

で

あ

る

。 

 
 

う

ぐ

ひ

す

の

鳴

け

ど

も

い

ま

だ

降

る

雪

に

杉

の

葉

し

ろ

き

逢

坂

の

山

（

新

古

今

・

一

八

・

後

鳥

羽

院

） 

 
 

 
 

本

歌 

 
 

 
 

梅

が

枝

に

き

ゐ

る

う

ぐ

ひ

す

春

か

け

て

鳴

け

ど

も

い

ま

だ

雪

は

ふ

り

つ

ゝ

（

古

今

・

五

・

よ

み

人

し

ら

ず

） 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

春

来

て

は

花

と

も

み

よ

と

片

岡

の

松

の

う

は

葉

に

あ

は

雪

ぞ

降

る

（

新

古

今

・

一

九

・

藤

原

仲

实

） 

 
 

 
 

本

歌 

 
 

 
 

春

た

て

ば

花

と

や

見

ら

む

白

雪

の

か

ゝ

れ

る

枝

に

鶯

の

な

く

（

古

今

・

六

・

素

性

） 

 

二

つ

目

は

、

同

じ

本

歌

を

採

る

和

歌

連

続

の

と

こ

ろ

で

挙

げ

た

和

歌

の

組

み

合

わ

せ

で

あ

る

。 

 
 

秋

を

へ

て

あ

は

れ

も

露

も

深

草

の

里

訪

ふ

も

の

は

う

づ

ら

な

り

け

り

（

新

古

今

・

五

一

二

・

慈

円

） 

 
 

 
 

本

歌 

 
 

 
 

年

を

経

て

住

み

こ

し

里

を

い

で

て

い

な

ば

い

と

ど

深

草

野

と

や

り

な

む

（

古

今

・

九

七

一

・

在

原

業

平

／

伊

勢

物

語

・

一 

二

三

段

） 

 
 

入

日

さ

す

ふ

も

と

の

尾

花

う

ち

な

び

き

誰

が

秋

風

に

う

づ

ら

鳴

く

ら

む

（

新

古

今

・

五

一

三

・

よ

み

人

し

ら

ず

） 

 
 

 
 

本

歌 

 
 

 
 

野

と

な

ら

ば

う

づ

ら

と

な

き

て

年

は

経

む

か

り

に

だ

に

や

は

き

み

は

来

ざ

ら

む

（

古

今

・

九

七

二

・

よ

み

人

し

ら

ず

／

伊 

勢

物

語

・

一

二

三

段

） 

 

『

新

古

今

雄

』

に

は

、

右

の

よ

う

な

和

歌

の

組

み

合

わ

せ

は

こ

の

二

つ

し

か

な

い

の

で

、

『

古

今

雄

』

の

和

歌

配

列

が

『

新

古

今

雄

』

の

和

歌

配

列

に

重

要

な

影

響

を

与

え

た

と

い

う

理

論

を

立

て

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

し

か

し

、

何

度

も

述

べ

た

よ

う

に

、

右

の

和

歌

連

続

は

、

『

新

古

今

雄

』

の

撰

者

た

ち

が

ど

の

程

度

、

前

の

勅

撰

雄

を

知

っ

て

い

た

か

、

と

り

わ

け

『

古

今

雄

』

の

和

歌

を

熟

知

し

て

い

た

か

と

い

う

こ

と

を

明

確

に

す

る

と

言

っ

て

も

よ

か

ろ

う

。 
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『

古

今

雄

』

と

『

新

古

今

雄

』

と

の

密

接

な

関

係

を

よ

り

確

实

に

明

ら

か

に

す

る

た

め

に

、

次

の

和

歌

を

挙

げ

て

お

き

た

い

。 

 
 

さ

つ

き

ま

つ

花

た

ち

ば

な

の

香

を

か

げ

ば

昔

の

人

の

袖

の

か

ぞ

す

る

（

古

今

雄

・

一

三

九

・

よ

み

び

と

知

ら

ず

／

伊

勢

物

語

・ 
 

 
 

第

六

十

段

） 

 

『

伊

勢

物

語

』

の

第

六

十

段

に

「

宮

仕

え

に

多

忙

で

あ

っ

た

男

（

業

平

と

も

い

う

）

と

の

夫

婦

生

活

を

見

限

っ

て

、

別

の

男

の

も

と

に

走

っ

た

女

が

、

後

に

ゆ

く

り

な

く

も

再

会

し

た

男

か

ら

こ

の

「

さ

つ

き

ま

つ

」

の

歌

を

詠

み

か

け

ら

れ

、

恥

じ

入

っ

て

尼

に

な

っ

た

と

い

う

」

と

あ

る

。(
参
考 

松
田
修
『
古
今
雄
・
新
古
今
雄

の
花
』
国
際
情
報
社
、1982

.1

、p
.3

2 )  

 

右

の

和

歌

は

撰

者

ら

が

『

新

古

今

雄

』

の

和

歌

配

列

を

定

め

た

と

き

に

、

本

歌

取

り

の

存

在

も

意

識

し

て

い

た

で

は

な

い

か

と

い

う

私

見

を

裏

付

け

る

も

の

だ

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。 

 

こ

の

歌

は

、

花

タ

チ

バ

ナ

の

香

り

に

、

昔

の

人

の

袖

の

香

り

が

懐

か

し

く

甦

っ

た

、

と

い

う

感

動

を

表

し

た

も

の

で

、

花

タ

チ

バ

ナ

の

香

り

に

よ

っ

て

昔

の

思

い

出

を

誘

う

。

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

で

、

右

の

和

歌

で

表

れ

る

コ

ン

セ

プ

ト

が

出

さ

れ

る

に

は

、

十

九

世

紀

生

ま

れ

の

フ

ラ

ン

ス

の

作

家

マ

ル

セ

ル

・

プ

ル

ー

ス

ト

に

よ

る

「

無

意

志

的

記

憶

」

と

い

う

概

念

を

待

た

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

。

『

失

わ

れ

た

時

を

求

め

て

』

は

記

憶

を

め

ぐ

る

物

語

で

あ

り

、

そ

の

全

体

は

語

り

手

が

回

想

し

つ

つ

書

く

と

い

う

ふ

う

に

記

憶

に

基

づ

く

形

式

で

書

か

れ

て

い

る

。

プ

ル

ー

ス

ト

は

意

志

を

働

か

せ

て

引

き

出

さ

れ

る

想

起

に

対

し

て

、

ふ

と

し

た

瞬

間

に

わ

れ

し

ら

ず

甦

る

鮮

明

な

記

憶

を

「

無

意

志

的

記

憶

」

と

呼

ん

で

区

別

し

た

。(

参
考 

ja.w
ikip

ed
ia.org/w

iki/

失
わ
れ
た
時
を
求
め
て

)
 

 

 

『

新

古

今

雄

』

で

は

、

右

の

和

歌

を

本

歌

と

し

て

取

る

和

歌

は

七

首

に

及

ぶ

。

そ

れ

は

次

の

通

り

で

あ

る

。 

 
 

た

れ

か

ま

た

は

な

た

ち

ば

な

に

思

ひ

出

で

む

わ

れ

も

昔

の

人

と

な

り

な

ば

（

二

三

八

・

藤

原

俊

成

） 

 
 

五

月

闇

み

じ

か

き

よ

は

の

う

た

ゝ

ね

に

は

な

た

ち

花

の

袖

に

す

ゞ

し

き

（

二

四

二

・

慈

円

） 

 
 

尋

ぬ

べ

き

人

は

軒

端

の

ふ

る

さ

と

に

そ

れ

か

と

か

を

る

庭

の

た

ち

ば

な

（

二

四

三

・

読

人

し

ら

ず

） 

 
 

郭

公

は

な

た

ち

ば

な

の

香

を

と

め

て

な

く

は

昔

の

人

や

こ

ひ

し

き

（

二

四

四

・

読

人

し

ら

ず

） 
 

 
 

た

ち

ば

な

の

に

ほ

ふ

あ

た

り

の

う

た

た

ね

は

夢

も

昔

の

袖

の

香

ぞ

す

る

（

二

四

五

・

藤

原

俊

成

女

） 
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こ

と

し

よ

り

花

咲

き

そ

む

る

た

ち

ば

な

の

い

か

で

昔

の

香

に

に

ほ

ふ

ら

む

（

二

四

六

・

藤

原

家

隆

） 

 
 

あ

ら

ざ

む

の

ち

し

の

べ

と

や

袖

の

香

を

花

た

ち

ば

な

に

と

ど

め

お

き

け

む

（

八

四

四

・

祝

部

成

仲

） 

 

そ

の

和

歌

は

最

初

（

二

三

八

番

）

と

最

後

（

八

四

四

番

）

を

除

け

ば

、

す

べ

て

一

つ

の

和

歌

連

続

と

な

る

も

の

で

あ

る

。

こ

の

現

象

は

撰

者

ら

の

選

択

に

よ

る

偶

然

の

結

果

だ

と

は

考

え

難

い

。

よ

っ

て

、

同

じ

本

歌

を

取

る

五

首

の

和

歌

を

連

続

し

て

並

べ

る

と

い

う

こ

と

に

は

、

一

体

ど

う

い

う

意

味

が

あ

る

の

で

あ

ろ

う

か

。

仮

定

に

過

ぎ

な

い

が

、

撰

者

ら

が

こ

の

よ

う

な

反

復

に

よ

っ

て

本

歌

の

懐

か

し

い

、

そ

し

て

寂

し

い

趣

を

強

調

し

、

そ

れ

を

当

時

の

読

者

に

よ

り

深

く

味

わ

わ

せ

よ

う

と

し

て

い

た

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。 

 

言

う

ま

で

も

な

い

こ

と

で

あ

る

が

、

連

続

的

に

並

べ

ら

れ

た

右

の

五

首

の

和

歌

は

、

違

う

と

こ

ろ

で

違

う

歌

人

か

ら

詠

ま

れ

た

歌

で

あ

る

。

し

か

し

、

そ

れ

ぞ

れ

の

歌

人

の

気

持

ち

が

一

人

の

理

想

的

な

歌

人

の

気

持

ち

と

な

り

、

人

間

の

感

情

の

普

遍

的

な

象

徴

と

な

る

よ

う

な

強

い

印

象

を

受

け

る

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

同

じ

本

歌

に

基

づ

く

こ

の

よ

う

な

再

文

脈

化

に

よ

っ

て

、

右

の

和

歌

連

続

に

は

非

常

に

強

い

一

貫

性

が

認

め

ら

れ

る

。

そ

れ

だ

け

に

限

ら

ず

、

そ

の

五

首

の

和

歌

が

一

人

の

歌

人

か

ら

詠

ま

れ

て

い

た

と

い

う

よ

う

な

印

象

も

受

け

る

と

言

っ

て

も

過

言

で

は

な

か

ろ

う

。

興

味

深

い

例

で

あ

る

の

で

、

以

下

、

そ

の

五

首

を

考

察

す

る

。 

 

二

四

二

番

の

和

歌

で

は

歌

人

が

夏

の

夜

で

自

分

の

袖

に

花

橘

の

匂

い

を

感

じ

る

。

よ

り

詳

し

く

い

え

ば

、

歌

人

の

袖

に

感

じ

ら

れ

る

香

が

「

す

ず

し

き

」
、

す

な

わ

ち

涼

し

く

薫

っ

て

い

る

。

こ

の

よ

う

な

表

現

は

共

感

的

で

妖

艶

な

表

現

で

あ

る

が

、

こ

の

和

歌

で

嗅

覚

感

知

は

「

無

意

志

的

記

憶

」

と

い

う

メ

カ

ニ

ズ

ム

を

活

性

化

し

て

い

な

い

。

「

無

意

志

的

記

憶

」

は

続

き

の

和

歌

（

二

四

三

番

）

で

利

き

は

じ

め

る

。

そ

の

後

、

花

た

ち

ば

な

の

香

が

錯

覚

を

起

こ

さ

せ

る

要

素

に

変

化

す

る

。

な

ぜ

な

ら

、

こ

の

匂

い

は

近

所

に

昔

の

恋

人

が

い

る

根

拠

で

は

な

い

か

、

と

い

う

疑

惑

を

歌

人

の

心

に

吹

き

込

む

も

の

で

あ

る

か

ら

だ

。

そ

し

て

二

四

四

番

歌

で

、

歌

人

は

ほ

と

と

ぎ

す

の

責

め

さ

い

な

む

鳴

き

声

を

聞

き

、

そ

の

声

を

、

昔

の

恋

の

た

め

に

悩

ん

で

い

る

自

分

の

寂

し

い

状

態

の

象

徴

と

見

な

し

て

し

ま

う

。 

 

し

か

し

、

こ

の

よ

う

な

理

知

的

な

発

想

は

短

く

て

、

す

ぐ

夢

の

次

元

が

再

び

発

生

し

て

く

る

。

続

き

の

和

歌

（

二

四

五

番

）

で

、

歌

人

は

二

四

二

番

の

最

初

の

状

態

に

戻

る

そ

う

だ

。

つ

ま

り

、

花

橘

の

美

し

い

香

を

味

わ

い

な

が

ら

、

そ

の

木

の

近

く

に

再

び

寝

つ
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く

。

だ

が

、

も

は

や

花

橘

の

匂

い

は

た

だ

の

匂

い

で

は

な

く

な

る

。

そ

の

匂

い

は

昔

の

記

憶

を

強

く

促

す

し

、

あ

る

意

味

で

甘

い

痛

み

に

移

り

変

わ

っ

て

し

ま

う

の

だ

。 

 

右

の

和

歌

連

続

の

最

後

の

和

歌

（

二

四

六

番

）

で

、

歌

人

は

尐

し

微

妙

な

疑

問

を

表

す

。

彼

は

、

花

橘

は

若

い

の

に

一

体

な

ぜ

匂

い

は

昔

の

香

で

あ

ろ

う

か

、

と

い

う

疑

い

を

抱

く

。

当

然

、

普

通

に

考

え

る

と

、

そ

の

質

問

は

あ

ま

り

意

味

が

な

い

と

言

え

よ

う

。

し

か

し

、

恋

の

せ

い

で

悩

ん

で

い

る

人

の

半

醒

半

睡

の

状

態

に

位

置

さ

せ

て

み

れ

ば

、

こ

う

し

た

疑

問

が

非

理

論

的

な

も

の

で

あ

る

も

の

の

、

同

時

に

歌

人

の

人

間

的

次

元

が

純

粋

に

表

れ

る

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。 

 

要

す

る

に

、

右

の

よ

う

な

連

続

は

あ

る

程

度

小

さ

な

ス

ト

ー

リ

を

語

る

も

の

で

は

な

い

か

と

考

え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。 

 

最

後

に

、

本

歌

が

『

新

古

今

雄

』

の

配

列

に

対

し

て

重

要

な

影

響

を

与

え

た

も

う

一

つ

の

例

を

挙

げ

た

い

。 

 

こ

の

場

合

も

取

ら

れ

た

本

歌

は

、

『

古

今

雄

』

に

も

載

せ

ら

れ

た

伊

勢

物

語

の

和

歌

だ

。 

 
 

け

ふ

来

ず

は

あ

す

は

雪

と

ぞ

ふ

り

な

ま

し

消

ず

は

有

と

も

花

と

み

ま

し

や

（

古

今

雄

・

六

三

・

在

原

業

平

／

・

伊

勢

物

語

・

十 
 

 

七

段

） 

 

業

平

の

和

歌

は

、

女

が

詠

ん

だ

和

歌

の

返

し

歌

だ

。

女

の

和

歌

は

次

で

あ

る

。 

 
 

あ

だ

な

り

と

名

に

こ

そ

た

て

れ

桜

花

年

に

ま

れ

な

る

人

も

ま

ち

け

り

（

六

二

・

よ

み

人

知

ら

ず

） 

 

女

は

自

分

を

春

の

桜

花

と

比

較

す

る

。

桜

花

が

無

情

に

は

か

な

い

花

で

あ

る

よ

う

に

、

彼

女

の

心

も

は

か

な

い

。

で

も

そ

れ

は

、

た

だ

の

悪

い

評

判

で

あ

る

。

实

は

、

彼

女

は

外

見

に

も

関

わ

ら

ず

、

他

の

男

に

身

を

任

さ

ず

、

ず

っ

と

稀

に

訪

れ

て

く

れ

る

恋

人

を

待

っ

て

い

た

と

い

う

。 

 

こ

の

和

歌

に

業

平

は

、

今

日

来

な

か

っ

た

ら

明

日

彼

女

の

心

は

間

違

い

な

く

無

情

に

変

わ

っ

て

い

っ

た

で

あ

ろ

う

と

答

え

て

い

る

。

そ

の

よ

う

な

こ

と

が

あ

れ

ば

、

女

の

業

平

を

思

う

気

持

ち

は

理

解

さ

れ

ず

、

業

平

は

昔

の

よ

う

に

女

を

恋

す

る

こ

と

が

出

来

な

か

っ

た

で

あ

ろ

う

。 

 

そ

の

二

首

は

、

古

典

和

歌

で

自

然

界

の

イ

メ

ー

ジ

が

人

間

の

世

界

の

イ

メ

ー

ジ

の

メ

タ

フ

ァ

ー

と

し

て

よ

く

使

わ

れ

て

い

た

と

い
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う

こ

と

の

良

い

例

で

あ

る

。 

 

『

新

古

今

雄

』

で

、

業

平

の

右

の

歌

を

本

歌

と

し

て

使

う

和

歌

は

三

首

に

及

び

、

三

首

と

も

連

続

的

に

並

べ

ら

れ

て

い

る

。 

 
 

さ

く

ら

い

ろ

の

庭

の

春

風

跡

も

な

し

と

は

ば

ぞ

人

の

雪

と

だ

に

見

む

（

一

三

四

・

藤

原

定

家

） 

 
 

今

日

だ

に

も

庭

を

さ

か

り

と

う

つ

る

花

消

え

ず

は

あ

り

と

も

雪

か

と

も

見

よ

（

一

三

五

・

後

鳥

羽

院

） 

 
 

 

返

し 
 

 
 

さ

そ

は

れ

ぬ

人

の

た

め

と

や

の

こ

り

け

む

あ

す

よ

り

さ

き

の

花

の

白

雪

（

一

三

六

・

藤

原

良

経

） 

 

最

初

の

和

歌

は

藤

原

定

家

の

歌

で

あ

る

が

、

続

き

の

二

首

は

後

鳥

羽

院

と

藤

原

良

経

の

和

歌

交

換

で

あ

る

。

後

鳥

羽

院

の

和

歌

の

詞

書

は

次

で

あ

る

。 

ひ

と

と

せ

、

忍

び

て

大

内

の

花

見

に

ま

か

り

て

侍

り

し

に

、

庭

に

散

り

て

侍

り

し

花

を

、

硯

の

蓋

に

入

れ

て

、

摂

政

の

も

と

に

つ

か

は

し

侍

り

し 

 

良

経

は

返

し

歌

で

自

分

の

絶

望

を

告

白

す

る

。

彼

に

と

っ

て

後

鳥

羽

院

か

ら

花

見

に

誘

わ

れ

な

か

っ

た

こ

と

は

本

当

に

辛

く

、

が

っ

か

り

さ

せ

ら

れ

る

こ

と

だ

と

い

う

。

な

の

で

、

雪

に

た

と

え

ら

れ

る

そ

の

ま

っ

白

い

花

は

、

彼

を

慰

め

る

た

め

の

も

の

で

は

な

い

か

と

考

え

て

し

ま

う

。 

 

言

う

ま

で

も

な

く

、

良

経

の

そ

の

よ

う

な

恨

み

は

、

た

だ

の

見

せ

か

け

に

過

ぎ

な

い

も

の

だ

。

歌

人

が

冗

談

で

も

、

あ

る

い

は

機

知

を

見

せ

る

た

め

に

も

、

和

歌

で

よ

く

相

手

を

恨

む

と

い

う

文

学

的

な

習

慣

は

、

古

今

時

代

ま

で

遡

れ

る

。

良

経

は

、

そ

の

贈

物

を

い

た

だ

い

た

の

で

、

後

鳥

羽

院

に

対

し

て

基

本

的

に

感

謝

の

心

を

抱

く

。

だ

が

、

院

と

と

も

に

そ

の

花

を

観

賞

さ

せ

て

い

た

だ

い

た

ら

、

も

っ

と

幸

せ

に

な

っ

た

で

あ

ろ

う

と

い

う

こ

と

を

優

雃

に

述

べ

て

い

る

。 

 

興

味

深

い

点

と

し

て

、

本

歌

と

比

べ

れ

ば

、

右

の

三

首

の

和

歌

の

時

間

的

座

標

は

す

べ

て

違

う

と

言

う

こ

と

が

挙

げ

ら

れ

る

と

思

う

。

業

平

の

和

歌

で

は

花

が

雪

の

よ

う

に

落

ち

て

し

ま

う

未

来

へ

の

不

安

が

感

じ

ら

れ

る

が

、

『

新

古

今

雄

』

の

三

首

の

和

歌

で

は

花

が

雪

の

よ

う

に

落

ち

て

し

ま

っ

た

現

在

の

哀

し

さ

が

味

わ

わ

れ

る

。

し

か

し

、

こ

う

し

た

悲

し

さ

は

、

あ

る

意

味

で

甘

い

悲

し

さ
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で

あ

り

、

慰

め

ら

れ

な

い

絶

望

の

痕

跡

の

よ

う

な

も

の

は

ま

っ

た

く

見

ら

れ

な

い

。

業

平

の

和

歌

で

雪

の

よ

う

な

も

の

と

な

っ

た

桜

花

の

眺

め

は

歌

人

を

非

常

に

悲

し

ま

せ

る

も

の

で

あ

る

が

、

定

家

と

後

鳥

羽

院

と

良

経

の

和

歌

で

は

そ

の

景

色

は

、

新

古

今

時

代

の

美

学

的

基

準

に

沿

っ

て

、

歌

人

を

深

く

感

動

さ

せ

る

も

の

で

あ

る

。

当

時

の

歌

人

に

は

花

弁

が

落

ち

て

い

る

と

こ

ろ

こ

そ

花

の

美

し

さ

の

絶

頂

だ

っ

た

。

な

ぜ

な

ら

、

そ

の

時

こ

そ

無

常

感

を

完

璧

に

感

じ

さ

せ

る

も

の

と

見

な

さ

れ

て

い

た

か

ら

で

あ

る

。 

 

右

の

三

首

の

和

歌

連

続

は

、

藤

原

俊

成

と

藤

原

定

家

が

着

想

し

た

有

名

な

「

詞

は

古

き

を

し

た

い

、

こ

こ

ろ

は

あ

た

ら

し

き

を

も

と

め

」

と

い

う

概

念

の

完

璧

的

な

例

だ

と

言

っ

て

も

よ

か

ろ

う

。

そ

の

和

歌

の

句

は

業

平

の

詠

ん

だ

和

歌

の

句

に

よ

く

似

て

い

る

も

の

の

、

そ

れ

に

漂

う

雰

囲

気

は

随

分

違

う

の

で

あ

る

。 

  
 

 

ま

と

め 

 

本

章

で

は

、

次

の

二

点

を

論

じ

た

。 

 
 

①

そ

れ

ま

で

の

歌

雄

（

特

に

私

家

雄

と

勅

撰

雄

）

が

本

歌

取

り

に

よ

っ

て

『

新

古

今

和

歌

雄

』

に

ど

の

よ

う

な

影

響

を

与

え

た

か

。 

 
 

②

撰

者

た

ち

が

和

歌

配

列

を

決

め

る

際

、

本

歌

取

り

は

重

要

な

要

素

で

あ

っ

た

か

ど

う

か

。

す

な

わ

ち

、

本

歌

取

り

は

和

歌

の

配

列

に

ど

の

よ

う

な

影

響

を

及

ぼ

し

た

か

。 

 

周

知

の

よ

う

に

、

万

葉

時

代

や

古

今

時

代

ま

で

遡

る

本

歌

取

り

と

い

う

修

辞

技

巧

は

新

古

今

時

代

に

は

非

常

に

流

行

し

た

も

の

と

な

っ

た

。

そ

れ

は

、

『

新

古

今

雄

』

の

和

歌

だ

け

に

調

査

を

限

っ

て

も

、

よ

く

分

か

る

こ

と

で

あ

る

。

な

ぜ

な

ら

、

第

二

節

で

述

べ

た

よ

う

に

、

『

新

古

今

雄

』

で

本

歌

取

り

を

使

う

和

歌

は

、

五

一

四

首

に

及

び

、

全

体

の

四

分

の

一

余

り

で

あ

る

。 

 

『

新

古

今

雄

』

に

お

け

る

本

歌

取

り

の

使

い

方

を

考

察

す

る

と

、

本

歌

の

出

典

の

な

か

で

は

、

当

時

の

歌

人

か

ら

特

に

好

ま

れ

た

の

は

『

古

今

雄

』

だ

っ

た

と

い

う

こ

と

も

明

ら

か

に

し

た

。 

 

と

も

あ

れ

、

本

章

で

紹

介

し

た

研

究

の

一

番

興

味

深

い

結

果

は

、

「

体

言

止

め

」

と

「

歌

枕

」

の

修

辞

技

巧

と

同

様

に

本

歌

取

り
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も

、

『

新

古

今

雄

』

の

尐

な

く

な

い

箇

所

で

決

定

的

な

要

素

と

な

っ

た

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

第

五

節

で

明

ら

か

に

し

た

よ

う

に

、

『

新

古

今

雄

』

で

は

、

同

じ

本

歌

を

採

る

和

歌

の

組

み

合

わ

せ

が

幾

つ

か

あ

る

。

無

論

、

実

観

的

に

断

言

す

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

で

は

な

い

が

、

以

上

の

和

歌

の

組

み

合

わ

せ

で

編

纂

者

ら

が

組

み

合

わ

せ

の

基

盤

と

し

て

本

歌

を

利

用

し

た

と

い

う

こ

と

を

考

え

て

も

よ

い

で

あ

ろ

う

。 

 

と

り

わ

け

、

本

歌

が

同

じ

で

あ

る

和

歌

が

二

四

二

番

か

ら

二

四

六

番

ま

で

五

首

も

連

続

す

る

と

い

う

驚

く

べ

き

例

を

考

察

し

た

。

同

じ

本

歌

に

よ

る

和

歌

が

二

首

続

く

場

合

、

そ

れ

は

偶

然

で

は

な

い

と

言

え

る

か

も

し

れ

な

い

。

し

か

し

、

同

じ

本

歌

を

採

る

和

歌

が

五

首

も

続

く

場

合

は

、

間

違

い

な

く

編

纂

者

た

ち

の

選

択

の

結

果

だ

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。 

 

要

す

る

に

、

そ

の

頃

の

文

献

に

根

拠

と

な

る

解

説

や

解

釈

な

ど

が

な

く

て

も

、

本

歌

取

り

の

使

い

方

を

中

心

に

し

て

『

新

古

今

雄

』

の

和

歌

配

列

を

詳

し

く

分

析

す

れ

ば

、

そ

の

本

歌

取

り

は

後

鳥

羽

院

の

勅

撰

和

歌

雄

の

最

終

的

な

姿

に

重

要

な

役

割

を

果

た

し

て

い

た

と

認

め

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。 
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結
論 

 

本

研

究

は

、

後

鳥

羽

院

が

命

じ

た

八

番

目

の

勅

撰

和

歌

雄

、

す

な

わ

ち

『

新

古

今

雄

』

に

お

い

て

、

和

歌

が

ど

の

よ

う

に

配

列

さ

れ

た

か

と

い

う

こ

と

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

を

試

み

た

。 

 

こ

の

問

題

に

関

し

て

は

序

文

で

も

述

べ

た

よ

う

に

、

小

西

甚

一

氏

が

五

〇

年

代

に

部

分

的

に

答

え

て

い

る

。

し

か

し

、

小

西

氏

の

研

究

は

、

修

辞

技

巧

の

存

在

に

注

意

を

払

わ

ず

、

和

歌

の

内

容

だ

け

を

よ

く

考

察

し

た

も

の

で

あ

る

。 

 

小

西

氏

の

よ

う

な

ア

プ

ロ

ー

チ

は

お

そ

ら

く

藤

原

俊

成

の

歌

学

書

『

古

来

風

躰

抄

』

か

ら

影

響

を

受

け

た

と

考

え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

な

ぜ

な

ら

、

そ

の

書

で

俊

成

は

、

百

首

歌

や

和

歌

連

続

の

詠

み

方

を

論

じ

る

と

き

に

、

一

番

重

要

な

こ

と

は

四

季

折

々

の

移

り

変

わ

り

を

出

来

る

だ

け

元

ど

お

り

に

再

現

す

る

こ

と

だ

、

と

い

う

こ

と

を

为

張

し

た

か

ら

で

あ

る

。

と

い

う

の

は

、

当

時

の

歌

人

が

百

首

歌

を

詠

む

時

、

あ

る

い

は

歌

雄

を

編

纂

す

る

と

き

、

四

季

の

順

番

だ

け

に

限

ら

ず

、

そ

の

移

り

変

わ

り

が

で

き

る

だ

け

ス

ム

ー

ズ

な

印

象

を

読

者

に

与

え

る

よ

う

に

注

意

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

か

ら

で

あ

る

。 

 

よ

っ

て

、

『

新

古

今

雄

』

の

和

歌

を

通

読

す

る

と

、

流

麗

の

印

象

を

受

け

る

。

し

か

し

、

『

新

古

今

雄

』

の

編

纂

者

た

ち

が

以

上

の

こ

と

だ

け

に

注

意

を

払

っ

た

の

で

は

な

い

。

本

研

究

は

、

『

新

古

今

雄

』

の

和

歌

配

列

が

決

定

さ

れ

た

時

、

「

歌

枕

」

「

体

言

止

め

」

「

本

歌

取

り

」

と

い

う

三

つ

の

修

辞

技

巧

の

存

在

も

見

逃

せ

な

い

役

割

を

果

た

し

て

い

た

、

と

い

う

こ

と

を

明

ら

か

に

し

た

。

こ

の

修

辞

技

巧

に

関

す

る

デ

ー

タ

を

雄

め

る

と

、

三

種

そ

れ

ぞ

れ

が

、

『

新

古

今

雄

』

の

幾

つ

か

の

和

歌

連

続

に

か

な

り

強

い

一

貫

性

を

与

え

る

要

素

で

あ

る

こ

と

が

分

か

っ

た

。 

 

ま

ず

第

一

章

で

は

『

新

古

今

雄

』

に

お

け

る

歌

枕

を

取

り

あ

げ

、

ど

の

よ

う

な

歌

枕

が

詠

ま

れ

て

い

る

か

と

い

う

こ

と

を

調

査

し

た

。

さ

ら

に

『

新

古

今

雄

』

で

表

れ

る

歌

枕

が

そ

れ

ぞ

れ

の

使

い

方

に

よ

っ

て

分

類

さ

れ

る

こ

と

も

明

ら

か

に

し

た

。

こ

の

調

査

の

結

果

、

歌

枕

は

基

本

的

に

二

つ

の

グ

ル

ー

プ

に

分

け

ら

れ

る

こ

と

が

分

か

っ

た

。

一

つ

目

は

、

掛

け

言

葉

を

作

り

や

す

い

「

鳴

海

」

や

「

嵯

峨

」

の

よ

う

な

歌

枕

の

グ

ル

ー

プ

で

あ

り

、

二

つ

目

は

地

理

的

な

特

徴

の

あ

る

「

須

磨

」

や

「

吉

野

」

な

ど

の

歌

枕

の

グ

ル

ー

プ

で

あ

る

。 
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特

に

興

味

深

い

点

は

、

ど

の

グ

ル

ー

プ

の

歌

枕

が

詠

ま

れ

て

い

る

か

と

い

う

こ

と

に

よ

っ

て

、

そ

れ

ぞ

れ

の

和

歌

連

続

の

調

子

が

変

わ

る

と

言

う

こ

と

で

あ

る

。

よ

り

詳

し

く

言

う

と

、

一

つ

目

の

グ

ル

ー

プ

に

属

す

る

歌

枕

を

使

う

和

歌

連

続

に

は

反

復

的

な

印

象

が

認

め

ら

れ

る

。

そ

の

た

め

、

こ

の

よ

う

な

和

歌

連

続

は

か

な

り

静

的

な

連

続

で

あ

る

。

そ

れ

に

対

し

て

、

二

つ

目

の

グ

ル

ー

プ

に

属

す

る

歌

枕

を

詠

む

和

歌

連

続

は

、

傾

向

と

し

て

よ

り

ダ

イ

ナ

ミ

ッ

ク

な

印

象

を

与

え

る

。

こ

の

よ

う

な

場

合

、

編

纂

者

た

ち

は

、

何

度

も

同

じ

イ

メ

ー

ジ

や

雰

囲

気

を

繰

り

返

さ

な

く

て

も

、

物

語

の

時

間

的

な

流

れ

を

き

ち

ん

と

感

じ

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

た

。

そ

れ

だ

け

に

限

ら

ず

、

そ

の

よ

う

な

和

歌

連

続

で

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

歌

人

の

気

持

ち

が

一

人

の

理

想

的

な

歌

人

の

気

持

ち

と

な

り

、

そ

の

歌

人

の

気

持

ち

の

動

き

と

心

の

移

り

変

わ

り

も

意

識

さ

せ

ら

れ

る

。 

 

第

二

章

で

は

体

言

止

め

を

取

り

あ

げ

、

基

本

的

に

三

つ

の

点

を

明

ら

か

に

し

た

。

一

つ

目

は

、

『

新

古

今

雄

』

に

お

け

る

体

言

止

め

の

配

分

で

あ

る

。

調

査

の

結

果

、

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

の

大

部

分

は

季

節

部

に

属

す

る

こ

と

が

明

ら

か

に

な

っ

た

。

二

つ

め

は

、

一

つ

め

の

自

然

の

帰

結

で

あ

る

か

も

し

れ

な

い

が

、

体

言

止

め

を

使

う

和

歌

が

連

続

し

て

並

べ

ら

れ

て

い

る

例

の

大

半

も

四

季

部

に

撰

入

さ

れ

て

い

る

こ

と

で

あ

る

。

三

つ

め

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

和

歌

が

ど

の

巻

に

収

め

ら

れ

て

い

る

か

に

関

わ

ら

ず

、

体

言

止

め

の

語

句

と

し

て

使

わ

れ

る

言

葉

に

は

、

自

然

界

（

動

物

・

植

物

・

天

象

）

に

関

す

る

言

葉

が

圧

倒

的

に

多

い

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。 

 

ま

た

、

第

五

句

で

同

じ

言

葉

や

イ

メ

ー

ジ

を

使

う

和

歌

が

連

続

す

る

場

合

、

そ

の

連

続

す

る

和

歌

が

互

い

に

似

て

い

る

と

い

う

印

象

は

表

面

的

な

印

象

に

過

ぎ

な

い

と

い

う

こ

と

も

分

か

っ

た

。

な

ぜ

な

ら

ば

、

そ

の

和

歌

の

分

析

に

よ

っ

て

、

撰

者

た

ち

は

詳

細

な

違

い

を

巧

み

に

生

か

し

、

第

五

句

で

現

れ

る

イ

メ

ー

ジ

の

ニ

ュ

ア

ン

ス

を

大

き

く

変

化

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

た

、

と

い

う

こ

と

が

分

か

っ

た

か

ら

で

あ

る

。 

 

さ

ら

に

、

和

歌

の

統

語

構

造

も

分

析

し

た

。

す

な

わ

ち

、

体

言

止

め

の

和

歌

が

ど

の

よ

う

な

統

語

論

上

構

造

で

あ

る

か

、

と

い

う

こ

と

を

明

ら

か

に

し

た

後

、

統

語

論

上

構

造

が

同

じ

で

あ

る

和

歌

の

組

み

合

わ

せ

を

考

察

し

た

。

興

味

深

い

こ

と

は

、

統

語

論

上

構

造

が

共

通

す

る

和

歌

が

連

続

す

る

場

合

、

構

造

的

に

は

似

て

い

る

も

の

の

、

言

葉

の

使

い

方

の

詳

細

な

違

い

に

よ

っ

て

感

動

さ

せ

る

和

歌

連

続

を

作

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。 
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最

後

に

第

三

章

に

お

い

て

、

本

歌

取

り

も

『

新

古

今

雄

』

の

和

歌

の

配

列

に

影

響

を

与

え

た

可

能

性

が

と

て

も

高

い

こ

と

を

明

ら

か

に

し

た

。

た

だ

し

『

新

古

今

雄

』

で

本

歌

取

り

を

使

う

和

歌

の

数

は

相

当

多

い

が

（

全

体

の

四

分

の

一

ぐ

ら

い

）
、

歌

枕

と

体

言

止

め

に

関

す

る

デ

ー

タ

と

対

照

す

る

と

、

和

歌

配

列

に

対

す

る

本

歌

取

り

の

役

割

は

歌

枕

や

体

言

止

め

ほ

ど

有

力

な

役

割

で

は

な

い

。

そ

れ

は

、

本

歌

取

り

を

使

う

和

歌

は

数

多

い

も

の

の

、

同

じ

本

歌

を

採

る

和

歌

の

組

み

合

わ

せ

は

そ

れ

ほ

ど

夥

し

い

も

の

で

は

な

い

か

ら

で

あ

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

そ

の

和

歌

の

組

み

合

わ

せ

は

多

く

な

く

て

も

、

撰

者

た

ち

が

『

新

古

今

雄

』

の

和

歌

の

配

列

を

決

め

る

と

き

、

よ

く

本

歌

取

り

の

存

在

に

も

注

目

し

た

こ

と

を

明

ら

か

に

し

た

。 

 

繰

り

返

し

て

述

べ

る

と

、

本

学

位

論

文

で

試

み

た

こ

と

は

、

『

新

古

今

雄

』

の

和

歌

配

列

に

対

し

て

、

普

段

研

究

者

た

ち

か

ら

考

察

さ

れ

な

い

要

素

で

あ

る

歌

枕

・

体

言

止

め

・

本

歌

取

り

も

、

か

な

り

重

要

な

要

素

で

あ

る

こ

と

を

解

明

し

た

こ

と

で

あ

る

。 

 

こ

の

よ

う

に

『

新

古

今

雄

』

は

非

常

に

洗

練

さ

れ

た

作

品

で

あ

り

、

今

で

も

読

者

を

驚

か

せ

る

勅

撰

雄

だ

と

言

っ

て

も

過

言

で

は

な

い

で

あ

ろ

う

。 
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資料 ① 新古今和歌集の歌枕――五十音順  

 

歌枕 番号 巻 

   

あかし 0206 夏 

あかし 0899 羇 

あかし 1331 恋 

あかし 1556 雑 

あかし 1600 雑 

あきしの 0585 冬 

あきつしま 1867 神 

あさかのぬま 0184 夏 

あさくら 1687 雑 

あさひのさと 0748 賀 

あさひのやま 0494 秋 

あさま 0903 羇 

あさま 0958 羇 

あしや 0255 夏 

あしや 1588 雑 

あすか 0541 秋 

あすか 0542 秋 

あすか 0896 羇 

あすか 0986 羇 

あすか 1655 雑 

あだしの 1847 雑 

あだち 1351 イ 恋 

あはじ 0006 春 

あはじ 0520 秋 

あはじ 1513 雑 

あふさか 0018 春 

あふさか 0129 春 

あふさか 0862 離 

あふさか 1005 恋 

あふさか 1163 恋 

あふみ 0753 賀 

あぶくまがは 0866 離 

あぶくまがは 0867 離 

あぶくまがは 1577 雑 

あまのかは 1652 雑 

あまのかは 1653 雑 

あらしやま 0528 秋 

あらしやま 0795 哀 

あらしやま 1503 雑 

あらちやま 0657 冬 

ありすがは 0827 哀 

ありまやま 0910 羇 

あをばのやま 0755 賀 

いきのまつはら 0868 離 

いきのまつはら 1960 釈 

いくた 0289 秋 

いくの 0752 賀 

いこま 0585 冬 

いこま 1368 恋 

いしがはやせみのをがは 1894 神 

いしやま 1512 雑 

いすずがは 0730 賀 

いすずがは 1874 神 

いすずがは 1880 神 

いすずがは 1882 神 

いすずがは 1885 神 

いづみ 0307 秋 

いづみがは 0532 秋 

いづみがは 0996 恋 

いせ 0911 羇 

いせ 0943 羇 

いせ 0944 羇 

いせ 0945 羇 

いせしま 1610 雑 

いそのかみ 0088 春 

いそのかみ 0096 春 
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いそのかみ 0171 春 

いそのかみ 0698 冬 

いそのかみ 0993 恋 

いそのかみ 1028 恋 

いそのかみ 1682 雑 

いちしのうら 1610 雑 

いつはた 0858 離 

いなば 0968 羇 

いはしろ 0947 羇 

いはしろ 1910 神 

いはせ・やま（のもり） 1088 恋 

いはたのをの 1587 雑 

いはで 1785 雑 

いぶき 1012 恋 

いぶき 1131 恋 

いるさのやま 0156 春 

いるさのやま 0211 夏 

いるの 0346 秋 

うぢ 0169 春 

うぢ 0251 夏 

うぢ 0420 秋 

うぢ 0494 秋 

うぢ 0611 冬 

うぢ 0636 冬 

うぢ 0637 冬 

うぢ 0742 賀 

うぢ 0743 賀 

うぢ 1646 雑 

うぢ 1648 雑 

うつのやま 0904 羇 

うつのやま 0981 羇 

うつのやま 0982 羇 

うつのやま 0983 羇 

うどはま 1051 恋 

うりんいん 1930 釈 

えぞ 1785 雑 

おいそのもり 0207 夏 

おきつのはま 0934 羇 

おくうみ （みちのく） 1332 恋 

おとなしがは 1660 雑 

おとはがは 1055 恋 

おとはがは 1726 雑 

おとはやま（近江） 0371 秋 

おとはやま（山城） 0668 冬 

おふ 0231 夏 

おふのうら 0281 夏 

おふのうら 1472 雑 

おほあらき 0375 秋 

おほいがは 0253 夏 

おほいがは 0555 冬 

おほいがは 0556 冬 

おほゐがは 1194 恋 

おほえやま 0503 秋 

おほえやま 0752 賀 

おほがはのべ 0070 春 

おほはら 0690 冬 

おほはら 1626 雑 

おほはら 1638 雑 

おほはら 1639 雑 

おほよど 1432 恋 

おほよど 1604 雑 

おほよど 1723 雑 

かへるやま 0858 離 

かへるやま 1130 恋 

かがみのやま 0751 賀 

かぐやま 0002 春 

かぐやま 0175 夏 

かぐやま 0266 夏 

かぐやま 0677 冬 

かしはぎのもり 1046 恋 
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かしひのみや 1886 神 

かすが 0010 春 

かすが 0012 春 

かすが 0013 春 

かすが 0022 春 

かすが 0078 春 

かすが 0746 賀 

かすが 0994 恋 

かすが 1793 雑 

かすが 1895 神 

かすが 1898 神 

かたをか （山城） 0191 夏 

かたをか（大和） 0019 春 

かたの 0114 春 

かたの 0539 秋 

かたの 0685 冬 

かたの 0686 冬 

かたの 0688 冬 

かたの 1110 恋 

かつらがは 0254 夏 

かつらぎ 0074 春 

かつらぎ 0087 春 

かつらぎ 0541 秋 

かつらぎ 0542 秋 

かつらぎ 0561 冬 

かつらぎ 0990 恋 

かつらぎ 1405 恋 

かみぢやま 1875 神 

かみぢやま 1878 神 

かみやま 0183 夏 

かみやま 1484 雑 

かめゐのみず 1927 釈 

かも 1255 恋 

からさき 0656 冬 

からさき 1468 雑 

からさき 1505 雑 

かるかやのせき 1696 雑 

かんなびがは 0161 イ 春 

かんなびやま 0194 夏 

かんなびやま 0285 秋 

きさがた 0972 羇 

きのくに 0647 冬 

きのくに 1075 恋 

きびのなかやま 0747 賀 

きぶねがは 1141 恋 

きよたきがは 0027 春 

きよたきがは 0160 春 

きよたきがは 0634 冬 

きよみがた 0259 夏 

きよみがた 0969 羇 

きよみがた 1333 恋 

くまの 1048 恋 

くまの 1907 神 

くまのがは 1908 神 

くめぢのはし 1061 恋 

くめぢのはし 1405 恋 

くらゐやま 1814 雑 

けしきのもり 0270 夏 

こがらしのもり 1320 恋 

こし 0914 羇 

こし 1912 神 

ころもがは 0865 離 

さかた 0753 賀 

さが 0785 哀 

さが 0786 哀 

さが 0787 哀 

さが 1644 雑 

さの 0671 冬 

さほ 0529 秋 

さほ 0574 冬 
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さほ 0642 冬 

さほ 1645 雑 

さほ 1896 神 

さやのなかやま 0907 羇 

さやのなかやま 0940 羇 

さやのなかやま 0954 羇 

さやのなかやま 0962 羇 

さやのなかやま 0987 羇 

さらしな（おばすて） 1257 恋 

さらしな（おばすて） 1259 恋 

しか 1590 雑 

しが 0016 春 

しが 0174 春 

しが 0639 冬 

しが 0656 冬 

しが 1468 雑 

しが 1505 雑 

しきつ 0916 羇 

しなの 0903 羇 

しのだのもり 0213 夏 

しのだのもり 0307 秋 

しのだのもり 1820 雑 

しのはら 0976 羇 

しのぶ 0385 秋 

しのぶ 0562 冬 

しのぶ 0971 羇 

しのぶ 1093 恋 

しのぶ 1094 恋 

しのぶ 1095 恋 

しのぶ 1096 恋 

しのぶ 1785 雑 

しのぶ 1820 雑 

しほがま 0820 哀 

しほがま 1378 恋 

しほがま 1609 雑 

しほがま 1715 雑 

しほがまのうら 0390 秋 

しほがまのうら 0674 冬 

しめぢがはら 1917 釈 

しらかは 1455 雑 

しらやま 0666 冬 

しらやま 1912 神 

すがはら 0295 秋 

すがはら 0476 秋 

すずか 0526 秋 

すずか 1611 雑 

すま 1041 恋 

すま 1065 恋 

すま 1083 恋 

すま 1117 恋 

すま 1210 恋 

すま 1433 恋 

すま 1555 雑 

すま 1596 雑 

すま 1597 雑 

すま 1598 雑 

すみのえ 0714 賀 

すみのえ 0725 賀 

すみのえ 1791 雑 

すみのえ 1856 神 

すみよし 0396 秋 

すみよし 0739 賀 

すみよし 1419 恋 

すみよし 1605 雑 

すみよし 1606 雑 

すみよし 1792 雑 

すみよし 1913 神 

するが 0904 羇 

すゑのまつやま 0037 春 

すゑのまつやま 0705 冬 
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すゑのまつやま 0970 羇 

すゑのまつやま 1284 恋 

すゑのまつやま 1473 雑 

せたのながはし 1654 雑 

そでのうら 0807 哀 

そでのうら 1495 雑 

そのはら 0913 羇 

そのはら 0997 恋 

たかさご 0290 秋 

たかさご 0740 賀 

たかのおやま 0750 賀 

たかまど 0331 秋 

たかまど 0373 秋 

たかまど 0383 秋 

たかまどのをのへ 1313 恋 

たかまやま 0087 春 

たかまやま 0990 恋 

たけくま 0878 離 

たけくま 1474 雑 

たこのうら 1480 雑 

たごのうら 0675 冬 

たごのうら 1608 雑 

ただす 1220 恋 

ただす 1891 神 

たつた 0085 春 

たつた 0087 春 

たつた 0090 春 

たつた 0091 春 

たつた 0302 秋 

たつた 0412 秋 

たつた 0451 秋 

たつた 0527 秋 

たつた 0530 秋 

たつた 0566 冬 

たつた 0984 羇 

たつた 1133 恋 

たつた 1686 雑 

たまえ 0932 羇 

つきよみのもり 1879 神 

つくし 0342 秋 

つくし 0901 羇 

つくし 1695 雑 

つくし 1960 釈 

つくばやま 1013 恋 

つくばやま 1014 恋 

つのくに 0289 秋 

つのくに 0625 冬 

つのくに 1848 雑 

つぼのいしぶみ 1785 雑 

とをち 0266 夏 

とをち 0485 秋 

ときは 0370 秋 

ときは 0577 冬 

ときは 1615 雑 

とこのやま 0514 秋 

とこのやま 0967 羇 

としま 0651 冬 

とふのうら 0930 羇 

とぶひの 0013 春 

ながた 0754 賀 

ながらのはし 1592 雑 

ながらのはし 1593 雑 

ながらのはし 1594 雑 

ながらやま 1202 恋 

ながらやま 1468 雑 

なぐさのはま 1078 恋 

なごのうみ 0035 春 

なだ 1588 雑 

なだ 1603 雑 

なつみのかは 0654 冬 
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なとりがは 0553 冬 

なとりがは 1118 恋 

なとりがは 1119 恋 

なには 0026 春 

なには 0057 春 

なには 0400 秋 

なには 0547 秋 

なには 0625 冬 

なには 0626 冬 

なには 0823 哀 

なには 0973 羇 

なには 1049 恋 

なには 1063 恋 

なには 1077 恋 

なには 1553 雑 

なには 1591 雑 

なには 1595 雑 

ならのおがは 1375 恋 

なるたき 1860 神 

なるみ 0648 冬 

なるみ 0649 冬 

なるみ 0650 冬 

なるみ 1085 恋 

なるみ 1946 釈 

にほのうみ 0389 秋 

ぬのびきのたき 1650 雑 

ぬのびきのたき 1651 雑 

のじまがみね 0402 秋 

のだのたまがは 0643 冬 

のなかのしみづ 1406 恋 

はつかやま 1569 雑 

はつせがは 0261 夏 

はつせがは 0703 冬 

はつせやま 0157 春 

はつせやま 0966 羇 

はつせやま 1142 恋 

ははそのもり 0531 秋 

ははそのもり 0532 秋 

ひばら 0020 春 

ひよし 1903 神 

ひら 0128 春 

ひら 0656 冬 

ひら 1700 雑 

ふかくさ 0293 秋 

ふかくさ 0374 秋 

ふかくさ 0512 秋 

ふかくさ 1337 恋 

ふきあげのはま 0646 冬 

ふきあげのはま 0647 冬 

ふきあげのはま 1607 雑 

ふけいひのうら 1721 雑 

ふしみ（山城） 0291 秋 

ふしみ（山城） 0427 秋 

ふしみ（山城） 0673 冬 

ふしみ（山城） 1165 恋 

ふしみ（大和） 0292 秋 

ふしみ（大和） 0476 秋 

ふじ 0033 春 

ふじ 0675 冬 

ふじ 0975 羇 

ふじ 1008 恋 

ふじ 1009 恋 

ふじ 1132 恋 

ふじ 1612 雑 

ふじ 1613 雑 

ふじ 1614 雑 

ふたみのうら 1167 恋 

ふぢえのうら 1552 雑 

ふはのせきや 1599 雑 

ふる 0096 春 
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ふる 0171 春 

ふる 0261 夏 

ふる 0581 冬 

ふる 0660 冬 

ふる 0698 冬 

ふる 0993 恋 

ふる 1028 恋 

ふる 1682 雑 

ふる 1795 雑 

まきむく 0020 春 

まちかねやま 0205 夏 

まつい 0756 賀 

まつしま 0401 秋 

まつしま 0933 羇 

まつちのやま 0336 秋 

まつちのやま 1197 恋 

まつちのやま 1516 雑 

まつのおやま 0726 賀 

まつら 0883 離 

まのの 0332 秋 

みかさのやま 1011 恋 

みかさのやま 1897 神 

みかのはら 0996 恋 

みしまえ 0025 春 

みしまえ 0228 夏 

みずぐきのおか 0296 秋 

みずぐきのおか 0296 秋 

みずのえ 1602 雑 

みずのえ 1705 雑 

みたらしがは 1862 神 

みたらしがは 1888 神 

みたらしがは 1889 神 

みちのく 0643 冬 

みちのく 0861 離 

みちのく 1785 雑 

みつ（近江） 0744 賀 

みつ（近江） 1904 神 

みつ（摂津） 0898 羇 

みなせがは 0036 春 

みののおやま 1407 恋 

みむろやま 0285 秋 

みむろやま 0525 秋 

みもすそがは 1871 神 

みもすそがは 1881 神 

みやがは 1872 神 

みやぎ 0300 秋 

みやぎ 1346 恋 

みやぎ 1564 雑 

みやぎ 1819 雑 

みよしの 0121 春 

みわ 0890 離 

みわ 0966 羇 

みわ 1062 恋 

みわ 1327 恋 

みわ 1642 雑 

むさしの 0378 秋 

むさしの 0422 秋 

むつたのよど 0072 春 

むらさきの 1930 釈 

むろのやしま 0034 春 

むろのやしま 1010 恋 

もるやま 0537 秋 

もるやま 0749 賀 

やたのの 0657 冬 

やましろ 0577 冬 

やましろ 1089 恋 

やましろ 1218 恋 

やましろ 1367 恋 

やましろ 1587 雑 

やまだのはら 0217 夏 
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やまだのはら 0526 秋 

やまだのはら 1884 神 

やまのい 0258 夏 

ゆふはやま 1316 恋 

ゆら（紀伊） 1075 恋 

ゆら（丹後） 1071 恋 

ゆら（丹後） 1073 恋 

よがは 1716 雑 

よしの 0001 春 

よしの 0070 春 

よしの 0079 春 

よしの 0086 春 

よしの 0092 春 

よしの 0097 春 

よしの 0100 春 

よしの 0132 春 

よしの 0133 春 

よしの 0147 春 

よしの 0158 春 

よしの 0387 秋 

よしの 0483 秋 

よしの 0588 冬 

よしの 0654 冬 

よしの 0991 恋 

よしの 1465 雑 

よしの 1475 雑 

よしの 1602 雑 

よしの 1616 雑 

よしの 1617 雑 

よしの 1618 雑 

よど 0229 夏 

よど 0688 冬 

よど 0876 離 

よど 1218 恋 

わかのうら 0741 賀 

わかのうら 1504 雑 

わかのうら 1554 雑 

わかのうら 1601 雑 

わかのうら 1759 雑 

わかのまつばら 0897 羇 

わたらひ 0730 賀 

ゐで 0159 春 

ゐで 0162 イ 春 

ゐで 1089 恋 

ゐで 1367 恋 

ゐなの 0910 羇 

をぐら （山城） 0347 秋 

をぐら （山城） 0405 秋 

をぐら （山城） 0496 秋 

をぐら （山城） 0603 冬 

をぐら （大和） 1643 雑 

をぐら （大和） 0091 春 

をしほ 0727 賀 

をしほ 1627 雑 

をしほ 1899 神 

をしほ 1900 神 

をじま 0399 秋 

をじま 0403 秋 

をじま 0704 冬 

をじま 0933 羇 

をじま 0948 羇 
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資
料 
② 

歌
枕
を
使
う
和
歌
一
覧 

 

巻
第
一 

春
歌
上 

一 
 

み
吉
野
は
山
も
か
す
み
て
白
雪
の
ふ
り
に
し
里
に
春
は
き
に
け
り 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

 

二 
 

ほ
の
ぼ
の
と
春
こ
そ
空
に
来
に
け
ら
し
天
の
香
具
山
霞
た
な
び
く 

 
 

太
上
天
皇 

六 
 

春
と
い
へ
ば
霞
み
に
け
り
な
き
の
ふ
ま
で
波
間
に
み
え
し
淡
路
島
山 

 
 

俊
惠
法
師 

一
〇 

 

春
日
野
の
下
も
え
わ
た
る
草
の
上
に
つ
れ
な
く
み
ゆ
る
春
の
あ
は
雪 

 
 

権
中
納
言
国
信 

一
二 

 

春
日
野
の
草
は
み
ど
り
に
な
り
に
け
り
若
菜
つ
ま
む
と
た
れ
か
し
め
け
む 

 

壬
生
忠
見 

一
三 

 

若
菜
つ
む
袖
と
ぞ
み
ゆ
る
春
日
野
の
飛
火
の
野
べ
の
雪
の
む
ら
ぎ
え 

 
 

前
参
議
教
長 

一
六 

 

さ
ざ
な
み
や
志
賀
の
浜
松
ふ
り
に
け
り
た
が
世
に
ひ
け
る
子
の
日
な
る
ら
む 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

一
八 

 

う
ぐ
ひ
す
の
鳴
け
ど
も
い
ま
だ
降
る
雪
に
杉
の
葉
し
ろ
き
逢
坂
の
山 

 
 

 

太
上
天
皇 

一
九 

 

春
き
て
は
花
と
も
み
よ
と
片
岡
の
松
の
う
は
葉
に
あ
は
雪
ぞ
降
る 

 
 

藤
原
仲
実
朝
臣 

二
〇 

 

巻
向
の
檜
原
も
い
ま
だ
く
も
ら
ね
ば
小
松
が
原
に
あ
は
雪
ぞ
降
る 

 
 

中
納
言
家
持 

二
二 

 

い
づ
れ
を
か
花
と
は
わ
か
む
ふ
る
さ
と
の
春
日
の
原
に
ま
だ
消
え
ぬ
雪 

 

凡
河
内
躬
恒 

二
五 

 

三
島
江
や
霜
も
ま
だ
ひ
ぬ
蘆
の
葉
に
つ
の
ぐ
む
ほ
ど
の
春
風
ぞ
吹
く 

 
 

左
衞
門
督
通
光 

二
六 

 

夕
月
夜
し
ほ
満
ち
来
ら
し
難
波
江
の
蘆
の
若
葉
を
こ
ゆ
る
白
波 

 
 

藤
原
秀
能 

二
七 

 

降
り
つ
み
し
高
嶺
の
み
雪
と
け
に
け
り
淸
滝
川
の
み
づ
の
白
波 

 
 

西
行
法
師 

三
三 

 

あ
ま
の
原
富
士
の
け
ぶ
り
の
春
の
色
の
霞
に
な
び
く
あ
け
ぼ
の
の
空 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

三
四 

 

あ
さ
霞
深
く
み
ゆ
る
や
け
ぶ
り
立
つ
室
の
八
島
の
わ
た
り
な
る
ら
む 

 
 

淸
輔
朝
臣 

 

三
五 

 

な
ご
の
海
の
霞
の
ま
よ
り
な
が
む
れ
ば
入
る
日
を
洗
ふ
沖
つ
白
波 

 
 

後
德
大
寺
左
大
臣 

三
六 

 

見
わ
た
せ
ば
山
も
と
霞
む
水
無
瀬
川
ゆ
ふ
べ
は
秋
と
な
に
思
ひ
け
む 

 
 

太
上
天
皇 

三
七 

 

か
す
み
た
つ
末
の
松
山
ほ
の
ぼ
の
と
波
に
は
な
る
る
横
雲
の
空 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

 

五
七 

 

難
波
潟
霞
ま
ぬ
波
も
か
す
み
け
り
う
つ
る
も
曇
る
お
ぼ
ろ
月
夜
に 

 
 

源
具
親  

七
〇 

 

み
吉
野
の
大
川
野
べ
の
古
柳
か
げ
こ
そ
見
え
ね
春
め
き
に
け
り 

 
 

輔
仁
親
王 

七
四 

 

白
雲
の
絶
え
ま
に
な
び
く
あ
を
や
ぎ
の
葛
城
山
に
春
風
ぞ
吹
く 

 
 

藤
原
雅
経
朝
臣 

七
八 
 

燒
か
ず
と
も
草
は
も
え
な
む
春
日
野
を
た
だ
春
の
日
に
ま
か
せ
た
ら
な
む 

 

壬
生
忠
見 

七
九 

 

吉
野
山
桜
が
枝
に
雪
降
り
て
花
お
そ
げ
な
る
年
に
も
あ
る
か
な 

 
 

西
行
法
師 

八
五 

 

ゆ
か
む
人
来
む
人
し
の
べ
春
が
す
み
立
田
の
山
の
初
さ
く
ら
ば
な 

 
 

中
納
言
家
持 

八
六 

 

吉
野
山
こ
ぞ
の
し
を
り
の
道
か
へ
て
ま
だ
見
ぬ
か
た
の
花
を
た
づ
ね
む 

 
西
行
法
師 

八
七 

 

葛
城
や
高
間
の
桜
咲
き
に
け
り
立
田
の
お
く
に
か
か
る
白
雲 

 
 

 
寂
蓮
法
師 
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九
〇 

 

白
雲
の
立
田
の
山
の
八
重
桜
い
づ
れ
を
花
と
わ
き
て
折
り
け
む 

 
 

道
命
法
師 

九
一 

 

白
雲
の
春
は
か
さ
ね
て
立
田
山
を
ぐ
ら
の
峯
に
花
に
ほ
ふ
ら
し 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

九
二 

 
吉
野
山
花
や
さ
か
り
に
に
ほ
ふ
ら
む
ふ
る
さ
と
さ
ら
ぬ
峯
の
白
雲 
 

 

藤
原
家
衡
朝
臣 

九
六 

 
い
そ
の
か
み
布
留
野
の
さ
く
ら
た
れ
植
ゑ
て
春
は
忘
れ
ぬ
形
見
な
る
ら
む 

 

右
衞
門
督
通
具 

九
七 

 

花
ぞ
み
る
道
の
芝
草
ふ
み
わ
け
て
吉
野
の
宮
の
春
の
あ
け
ぼ
の 

 
 

正
三
位
季
能 

 

 

巻
第
二 

春
歌
下 

一
〇
〇  

い
く
と
せ
の
春
に
心
を
つ
く
し
き
ぬ
あ
は
れ
と
思
へ
み
よ
し
野
の
花 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

一
一
四  

ま
た
や
見
む
交
野
の
み
野
の
さ
く
ら
が
り
花
の
雪
散
る
春
の
あ
け
ぼ
の 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

一
二
一  

時
し
も
あ
れ
た
の
む
の
雁
の
別
れ
さ
へ
花
散
る
こ
ろ
の
み
よ
し
の
の
里 

 

源
具
親 

一
二
八  

花
さ
そ
ふ
比
良
の
山
風
吹
き
に
け
り
こ
ぎ
ゆ
く
舟
の
跡
み
ゆ
る
ま
で 

 
 

宮
内
卿 

一
二
九  

逢
坂
や
こ
ず
ゑ
の
花
を
吹
く
か
ら
に
あ
ら
し
ぞ
霞
む
関
の
杉
む
ら 

 
 

宮
内
卿 

一
三
二  

散
り
ま
が
ふ
花
の
よ
そ
め
は
吉
野
山
あ
ら
し
に
さ
わ
ぐ
峯
の
白
雲 

 
 

刑
部
卿
頼
輔 

一
三
三  

み
よ
し
の
の
高
嶺
の
さ
く
ら
散
り
に
け
り
あ
ら
し
も
白
き
春
の
あ
け
ぼ
の 

 

太
上
天
皇 

一
四
七  

吉
野
山
花
の
ふ
る
さ
と
跡
た
え
て
む
な
し
き
枝
に
春
風
ぞ
吹
く 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

一
五
六  

春
ふ
か
く
尋
ね
い
る
さ
の
山
の
端
に
ほ
の
み
し
雲
の
色
ぞ
の
こ
れ
る 

 
 

権
中
納
言
公
経 

一
五
七  

初
瀬
山
う
つ
ろ
う
花
に
春
暮
れ
て
ま
が
ひ
し
雲
ぞ
峯
に
の
こ
れ
る 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

一
五
八  

吉
野
川
岸
の
や
ま
ぶ
き
咲
き
に
け
り
峯
の
さ
く
ら
は
散
り
は
て
ぬ
ら
む 

 

藤
原
家
隆
朝
臣 

一
五
九  

駒
と
め
て
な
ほ
水
か
は
む
や
ま
ぶ
き
の
花
の
露
そ
ふ
井
出
の
玉
川 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

一
六
〇  

岩
根
こ
す
清
滝
川
の
は
や
け
れ
ば
波
折
り
か
く
る
岸
の
や
ま
ぶ
き 

 
 

権
中
納
言
国
信 

一
六
一 

イ 

か
は
づ
鳴
く
神
南
備
川
に
か
げ
み
え
て
今
や
咲
く
ら
む
や
ま
ぶ
き
の
花 

 

厚
見
王 

一
六
二  

あ
し
び
き
の
や
ま
ぶ
き
の
花
散
り
に
け
り
井
手
の
か
は
づ
は
今
や
鳴
く
ら
む 

 

藤
原
興
風 

一
六
九  

暮
れ
て
ゆ
く
春
の
み
な
と
は
し
ら
ね
ど
も
霞
に
落
つ
る
宇
治
の
柴
舟 

 
 

寂
蓮
法
師 

一
七
一  

石
の
上
布
留
の
わ
さ
田
を
う
ち
か
し
恨
み
か
ね
た
る
春
の
暮
れ
か
な 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

一
七
四  

あ
す
よ
り
は
志
賀
の
花
園
ま
れ
に
だ
に
た
れ
か
は
と
は
む
春
の
ふ
る
さ
と 

 

摂
政
太
政
大
臣 

 

巻
第
三 

 

夏
歌 

一
七
五  

春
過
ぎ
て
夏
き
に
け
ら
し
白
栲
の
衣
ほ
す
て
ふ
天
の
香
具
山 

 
 

 

持
統
天
皇
御
歌 

一
八
三  

い
か
な
れ
ば
そ
の
神
山
の
あ
ふ
ひ
草
年
は
ふ
れ
ど
も
二
葉
な
る
ら
む 

 
 

小
侍
従 
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一
八
四  

野
べ
は
い
ま
だ
あ
さ
か
の
沼
に
刈
る
草
の
か
つ
み
る
ま
ま
に
茂
る
こ
ろ
か
な 
 

藤
原
雅
経
朝
臣
朝
臣 

一
九
一  

ほ
と
と
ぎ
す
声
待
つ
ほ
ど
は
片
岡
の
も
り
の
し
づ
く
に
立
ち
や
ぬ
れ
ま
し 

 

紫
式
部 

一
九
四  
お
の
が
妻
恋
ひ
つ
つ
鳴
く
や
さ
つ
き
や
み
神
南
備
山
の
山
ほ
と
と
ぎ
す 

 

読
人
し
ら
ず 

二
〇
五  
夜
を
か
さ
ね
待
ち
か
ね
山
の
ほ
と
と
ぎ
す
雲
居
の
よ
そ
に
一
声
ぞ
聞
く 

 

周
防
内
侍 

二
〇
六  

二
声
と
聞
か
ず
は
出
で
じ
ほ
と
と
ぎ
す
幾
夜
あ
か
し
の
と
ま
り
な
り
と
も 

 

按
察
使
公
通 

二
〇
七  

ほ
と
と
ぎ
す
な
ほ
一
声
は
思
ひ
出
で
よ
老
曾
の
杜
の
よ
は
の
昔
を 

 
 

民
部
卿
範
光 

二
一
一  

ほ
と
と
ぎ
す
鳴
き
て
い
る
さ
の
山
の
端
は
月
ゆ
ゑ
よ
り
も
恨
め
し
き
か
な 

 

前
太
政
大
臣 

二
一
三  

過
ぎ
に
け
り
信
太
の
杜
の
ほ
と
と
ぎ
す
絶
え
ぬ
し
づ
く
を
袖
に
の
こ
し
て 

 

藤
原
保
季
朝
臣 

二
一
七  

聞
か
ず
と
も
こ
こ
を
せ
に
せ
む
ほ
と
と
ぎ
す
山
田
の
原
の
杉
の
む
ら
だ
ち 

 

西
行
法
師 

二
二
八  

三
島
江
の
入
江
の
ま
こ
も
雤
降
れ
ば
い
と
ど
し
を
れ
て
刈
る
人
も
な
し 

 

大
納
言
経
信 

二
二
九  

ま
こ
も
刈
る
淀
の
沢
水
深
け
れ
ど
底
ま
で
月
の
影
は
澄
み
け
り 

 
 

前
中
納
言
匡
房 

二
三
一  

さ
み
だ
れ
は
お
ふ
の
川
原
の
ま
こ
も
草
刈
ら
で
や
波
の
下
に
朽
ち
な
む 

 

入
道
前
関
白
太
政
大
臣 

二
五
一  

鵜
飼
舟
あ
は
れ
と
ぞ
見
る
も
の
の
ふ
の
八
十
宇
治
川
の
夕
闇
の
空 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

二
五
三  

大
井
川
か
が
り
さ
し
ゆ
く
鵜
飼
舟
幾
瀬
に
夏
の
夜
を
明
か
す
ら
む 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

二
五
四  

久
方
の
中
な
る
川
の
鵜
飼
舟
い
か
に
契
り
て
や
み
を
待
つ
ら
む 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

二
五
五  

い
さ
り
火
の
昔
の
光
ほ
の
見
え
て
蘆
屋
の
里
に
飛
ぶ
ほ
た
る
か
な 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

二
五
八  

結
ぶ
手
に
影
み
だ
れ
ゆ
く
山
の
井
の
あ
か
で
も
月
の
か
た
ぶ
き
に
け
る 

 

前
大
僧
正
慈
円 

二
五
九  

淸
見
潟
月
は
つ
れ
な
き
天
の
戸
を
待
た
で
も
し
ら
む
波
の
上
か
な 

 
 

左
衞
門
督
通
光 

二
六
一  

す
ず
し
さ
は
秋
や
か
へ
り
て
初
瀬
川
古
川
の
べ
の
杉
の
し
た
か
げ 

 
 

藤
原
有
家
朝
臣 

二
六
六  

と
を
ち
に
は
夕
立
す
ら
し
久
方
の
天
の
香
具
山
雲
が
く
れ
行
く 

 
 

源
俊
頼
朝
臣 

二
七
〇  

秋
近
き
け
し
き
の
杜
に
鳴
く
蝉
の
涙
の
露
や
下
葉
染
む
ら
む 

 
 

 

摂
政
太
政
大
臣 

二
八
一  

片
枝
さ
す
を
ふ
の
浦
な
し
初
秋
に
な
り
も
な
ら
ず
も
風
ぞ
身
に
し
む 

 
 

宮
内
卿 

 

巻
第
四 

秋
歌
上 

二
八
五  

神
南
備
の
御
室
の
山
の
葛
か
づ
ら
裏
吹
き
か
へ
す
秋
は
き
に
け
り 

 
 

中
納
言
家
持 

二
八
九  

き
の
ふ
だ
に
と
は
む
と
思
ひ
し
津
の
国
の
生
田
の
杜
に
秋
は
き
に
け
り 

 
藤
原
家
隆
朝
臣 
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二
九
〇  

吹
く
風
の
色
こ
そ
み
え
ね
高
砂
の
尾
上
の
松
に
秋
は
き
に
け
り 

 
 

藤
原
秀
能 

二
九
一  

伏
見
山
松
の
か
げ
よ
り
見
わ
た
せ
ば
明
く
る
田
の
面
に
秋
風
ぞ
吹
く 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

 

二
九
二  
明
け
ぬ
る
か
衣
手
さ
む
し
菅
原
や
伏
見
の
里
の
秋
の
は
つ
か
ぜ 
 

 

藤
原
家
隆
朝
臣 

二
九
三  
深
草
の
露
の
よ
す
が
を
契
り
に
て
里
を
ば
か
れ
ず
秋
は
き
に
け
り 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

 

二
九
五  

し
き
た
へ
の
枕
の
う
へ
に
過
ぎ
ぬ
な
り
露
を
た
づ
ぬ
る
秋
の
は
つ
か
ぜ 

 

源
具
親 

二
九
六  

水
茎
の
岡
の
葛
葉
も
色
づ
き
て
け
さ
う
ら
が
な
し
秋
の
は
つ
か
ぜ 

 
 

 

顕
昭
法
師 

三
〇
〇  

あ
は
れ
い
か
に
草
葉
の
露
の
こ
ぼ
る
ら
む
秋
風
た
ち
ぬ
宮
城
野
の
原 

 
 

西
行
法
師 

三
〇
二  

朝
霧
や
立
田
の
山
の
里
な
ら
で
秋
き
に
け
り
と
た
れ
か
し
ら
ま
し 

 
 

法
性
寺
入
道
前
関
白
太
政
大
臣 

 

三
〇
七  

日
を
経
つ
つ
音
こ
そ
ま
さ
れ
和
泉
な
る
信
太
の
杜
の
千
枝
の
秋
風 

 
 

藤
原
経
衡 

三
三
一  

萩
が
花
真
袖
に
か
け
て
高
円
の
尾
上
の
宮
に
ひ
れ
振
る
や
た
れ 

 
 

 

顕
昭
法
師 

三
三
二  

お
く
露
も
し
づ
心
な
く
秋
風
に
乱
れ
て
咲
け
る
真
野
の
萩
原 

 
 

 

祐
子
内
親
王
家
紀
伊 

三
三
六  

た
れ
を
か
も
待
乳
の
山
の
を
み
な
へ
し
秋
と
契
れ
る
人
ぞ
あ
る
ら
し 

 
 

小
野
小
町 

三
四
二  

花
見
に
と
人
や
り
な
ら
ぬ
野
べ
に
き
て
心
の
か
ぎ
り
尽
く
し
つ
る
か
な 

 

大
納
言
経
信 

三
四
六  

さ
を
鹿
の
い
る
野
の
す
す
き
初
尾
花
い
つ
し
か
妹
が
手
枕
に
せ
む 

 
 

柿
本
人
麻
呂 

三
四
七  

小
倉
山
ふ
も
と
の
野
べ
の
花
す
す
き
ほ
の
か
に
み
ゆ
る
秋
の
夕
暮 

 
 

読
人
し
ら
ず 

三
七
〇  

秋
く
れ
ば
常
磐
の
山
の
松
風
も
う
つ
る
ば
か
り
に
身
に
ぞ
し
み
け
る 

 
 

和
泉
式
部 

三
七
一  

秋
風
の
よ
も
に
吹
き
来
る
音
羽
山
な
に
の
草
木
か
の
ど
け
か
る
べ
き 

 
 

曾
禰
好
忠 

三
七
三  

高
円
の
野
路
の
篠
原
末
さ
わ
ぎ
そ
そ
や
こ
が
ら
し
け
ふ
吹
き
ぬ
な
り 

 
 

基
俊 

三
七
四  

深
草
の
里
の
月
影
さ
び
し
さ
も
住
み
こ
し
ま
ま
の
野
べ
の
秋
風 

 
 

 

右
衞
門
督
通
具 

三
七
五  

大
荒
木
の
杜
の
木
の
間
を
も
り
か
ね
て
人
だ
の
め
な
る
秋
の
夜
の
月 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

三
七
八  

武
蔵
野
や
行
け
ど
も
秋
の
は
て
ぞ
な
き
い
か
な
る
風
か
末
に
吹
く
ら
む 

 

左
衞
門
督
通
光 

三
八
三  

敷
島
や
高
円
山
の
雲
間
よ
り
ひ
か
り
さ
し
そ
ふ
ゆ
み
は
り
の
月 

 
 

堀
河
院
御
歌 

三
八
五  

あ
や
な
く
も
曇
ら
ぬ
宵
を
い
と
ふ
か
な
信
夫
の
里
の
秋
の
夜
の
月 

 
 

橘
為
仲
朝
臣 

三
八
七  

こ
よ
ひ
た
れ
す
ず
吹
く
風
を
身
に
し
め
て
吉
野
の
嶽
の
月
を
見
る
ら
む 

 

従
三
位
頼
政 

三
八
九  

に
ほ
の
海
や
月
の
光
の
う
つ
ろ
へ
ば
波
の
花
に
も
秋
は
見
え
け
り 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

三
九
〇  

ふ
け
ゆ
か
ば
け
ぶ
り
も
あ
ら
じ
塩
釜
の
う
ら
み
な
は
て
そ
秋
の
夜
の
月 

 
前
大
僧
正
慈
円 
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三
九
六  

月
は
な
ほ
も
ら
ぬ
木
の
間
も
住
吉
の
松
を
つ
く
し
て
秋
風
ぞ
吹
く 

 
 

寂
蓮
法
師 

三
九
九  

心
あ
る
雄
島
の
海
人
の
た
も
と
か
な
月
宿
れ
と
は
濡
れ
ぬ
も
の
か
ら 

 
 

宮
内
卿 

四
〇
〇  
忘
れ
じ
な
難
波
の
秋
の
よ
は
の
空
異
浦
に
す
む
月
は
見
る
と
も 
 

 

宜
秋
門
院
丹
後 

四
〇
一  
松
島
や
瀬
く
む
海
人
の
秋
の
袖
月
は
物
思
ふ
な
ら
ひ
の
み
か
は 

 
 

鴨
長
明 

四
〇
二  

言
問
は
む
野
島
が
崎
の
海
人
ご
ろ
も
波
と
月
と
に
い
か
が
し
を
る
る 

 
 

七
條
院
大
納
言 

四
〇
三  

秋
の
夜
の
月
や
を
じ
ま
の
あ
ま
の
は
ら
明
へ
方
ち
か
き
沖
の
釣
舟 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

四
〇
五  

い
づ
く
に
か
こ
よ
ひ
の
月
の
曇
る
べ
き
小
倉
の
山
も
名
を
や
か
ふ
ら
む 

 

大
江
千
里 

四
一
二  

龍
田
山
よ
は
に
あ
ら
し
の
松
吹
け
ば
雲
に
は
う
と
き
峯
の
月
影 

 
 

 

左
衞
門
督
通
光 

四
二
〇  

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 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

四
二
二  

行
く
末
は
空
も
ひ
と
つ
の
武
蔵
野
に
草
の
原
よ
り
出
づ
る
月
影 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

四
二
七  

雁
の
来
る
伏
見
の
小
田
に
夢
覚
め
て
寝
ぬ
夜
の
庵
に
月
を
見
る
か
な 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

 

巻
第
五 

秋
歌
下 

四
五
一  

龍
田
山
梢
ま
ば
ら
に
な
る
ま
ま
に
深
く
も
鹿
の
そ
よ
ぐ
な
る
か
な 

 
 

俊
惠
法
師 

四
七
六  

衣
う
つ
音
は
ま
く
ら
に
菅
原
や
伏
見
の
夢
を
い
く
夜
の
こ
し
つ 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

四
八
三  

み
吉
野
の
山
の
秋
風
さ
夜
ふ
け
て
ふ
る
さ
と
さ
む
く
衣
打
つ
な
り 

 
 

藤
原
雅
経
朝
臣 

四
八
五  

ふ
け
に
け
り
山
の
端
ち
か
く
月
さ
え
て
と
を
ち
の
里
に
衣
う
つ
声 

 
 

式
子
内
親
王 

四
九
四  

ふ
も
と
を
ば
宇
治
の
川
霧
た
ち
立
ち
こ
め
て
雲
居
に
見
ゆ
る
朝
日
山
か
な 

 

権
大
納
言
公
実 

四
九
六  

鳴
く
雁
の
音
を
の
み
ぞ
聞
く
小
倉
山
霧
た
ち
晴
る
る
時
に
し
な
け
れ
ば 

 

淸
原
深
養
父 

五
〇
三  

大
江
山
か
た
ぶ
く
月
の
影
さ
え
て
鳥
羽
田
の
面
に
落
つ
る
雁
が
ね 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

五
一
二  

秋
を
へ
て
あ
は
れ
も
露
も
深
草
の
里
訪
ふ
も
の
は
う
づ
ら
な
り
け
り 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

五
一
四  

あ
だ
に
散
る
露
の
枕
に
伏
し
わ
び
て
う
づ
ら
鳴
く
な
る
と
こ
の
山
風 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

五
二
〇  

秋
ふ
か
き
淡
路
の
島
の
有
明
に
か
た
ぶ
く
月
を
お
く
る
浦
風 

 
 

 

前
大
僧
正
慈
円 

五
二
五  

神
南
備
の
み
む
ろ
の
梢
い
か
な
ら
む
な
べ
て
の
山
も
し
ぐ
れ
す
る
こ
ろ 

 

八
條
院
高
倉 

五
二
六  

鈴
鹿
川
ふ
か
き
木
の
葉
に
日
か
ず
へ
て
山
田
の
原
の
時
雤
を
ぞ
聞
く 

 
 

太
上
天
皇 

五
二
七  

こ
こ
ろ
と
や
も
み
ぢ
は
す
ら
む
龍
田
山
松
は
し
ぐ
れ
に
濡
れ
ぬ
も
の
か
は 

 
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 
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五
二
八  

思
ふ
こ
と
な
く
て
ぞ
見
ま
し
も
み
ぢ
葉
を
嵐
の
山
の
ふ
も
と
な
ら
ず
は 
 

藤
原
輔
尹
朝
臣 

五
二
九  

入
日
さ
す
佐
保
の
山
べ
の
は
は
そ
原
く
も
ら
ぬ
雤
と
木
の
葉
降
り
つ
つ 

 

曾
禰
好
忠 

五
三
〇  
龍
田
山
あ
ら
し
や
峯
に
よ
わ
る
ら
む
渡
ら
ぬ
水
も
錦
絶
え
け
り 
 

 

宮
内
卿 

五
三
一  
は
は
そ
原
し
づ
く
も
色
や
変
る
ら
む
杜
の
下
草
秋
ふ
け
に
け
り 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

五
三
二  

時
わ
か
ぬ
波
さ
へ
色
に
泉
川
は
は
そ
の
杜
に
あ
ら
し
吹
く
ら
し 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

五
三
三  

ふ
る
さ
と
は
散
る
も
み
ぢ
葉
に
埋
も
れ
て
軒
の
し
の
ぶ
に
秋
風
ぞ
吹
く 

 

源
俊
頼
朝
臣 

五
三
七  

露
し
ぐ
れ
も
る
山
か
げ
の
し
た
も
み
ぢ
濡
る
と
も
折
ら
む
秋
の
形
見
に 

 

藤
原
家
隆
朝
臣 

五
三
九  

う
づ
ら
鳴
く
交
野
に
立
て
る
は
じ
も
み
ぢ
散
り
ぬ
ば
か
り
に
秋
風
ぞ
吹
く 

 

前
参
議
親
隆 

五
四
一  

飛
鳥
川
も
み
ぢ
葉
流
る
葛
城
の
山
の
秋
風
吹
き
ぞ
し
く
ら
し 

 
 

 

柿
本
人
麻
呂 

五
四
二  

飛
鳥
川
瀬
々
に
波
寄
る
く
れ
な
ゐ
や
葛
城
山
の
こ
が
ら
し
の
風 

 
 

権
中
納
言
長
方 

五
四
七  

夏
草
の
か
り
そ
め
に
と
て
来
し
か
ど
も
難
波
の
浦
に
秋
ぞ
暮
れ
ぬ
る 

 
 

能
因
法
師 

 

巻
第
六 

 

冬
歌 

五
五
三  

名
取
川
や
な
せ
の
波
ぞ
さ
わ
ぐ
な
る
も
み
ぢ
や
い
と
ど
寄
り
て
せ
く
ら
む 

 

源
重
之 

五
五
五  

散
り
か
か
る
も
み
ぢ
流
れ
ぬ
大
井
川
い
づ
れ
井
堰
き
の
水
の
し
が
ら
み 

 

大
納
言
経
信 

五
五
六  

高
瀬
舟
し
ぶ
く
ば
か
り
に
も
み
ぢ
葉
の
流
れ
て
く
だ
る
大
井
川
か
な 

 
 

藤
原
家
経
朝
臣 

五
六
一  

う
つ
り
ゆ
く
雲
に
あ
ら
し
の
声
す
な
り
散
る
か
正
木
の
葛
城
の
山 

 
 

藤
原
雅
経
朝
臣 

五
六
二  

初
し
ぐ
れ
し
の
ぶ
の
山
の
も
み
ぢ
葉
を
あ
ら
し
吹
け
と
は
染
め
ず
や
あ
り
け
む  

七
條
院
大
納
言 

五
六
六  

か
ら
錦
秋
の
形
見
や
た
つ
た
山
散
り
あ
へ
ぬ
枝
に
あ
ら
し
吹
く
な
り 

 
 

宮
内
卿 

五
七
四  

神
無
月
し
ぐ
れ
降
る
ら
し
佐
保
山
の
ま
さ
き
の
か
づ
ら
色
ま
さ
り
ゆ
く 

 

読
人
し
ら
ず 

五
七
七  

し
ぐ
れ
の
雤
染
め
か
ね
て
け
り
山
城
の
常
盤
の
杜
の
真
木
の
下
葉
は 

 
 

能
因
法
師 

五
八
一  

ふ
か
み
ど
り
争
ひ
か
ね
て
い
か
な
ら
む
ま
な
く
し
ぐ
れ
の
布
留
の
神
杉 

 

太
上
天
皇 

五
八
五  

秋
篠
や
外
山
の
里
や
し
ぐ
る
ら
む
生
駒
の
嶽
に
雲
の
か
か
れ
る 

 
 

西
行
法
師 

五
八
八  

み
吉
野
の
山
か
き
曇
り
雪
降
れ
ば
ふ
も
と
の
里
は
う
ち
し
ぐ
れ
つ
つ 

 
 

俊
惠
法
師 

六
〇
三  

小
倉
山
ふ
も
と
の
里
に
木
の
葉
散
れ
ば
梢
に
晴
る
る
月
を
見
る
か
な 

 
 

西
行
法
師 

六
一
一  

片
敷
き
の
袖
を
や
霜
に
重
ぬ
ら
む
月
に
夜
が
る
る
宇
治
の
橋
姫 

 
 

法
印
幸
淸 
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六
二
五  

津
の
国
の
難
波
の
春
は
夢
な
れ
や
蘆
の
枯
れ
葉
に
風
わ
た
る
な
り 

 
 

西
行
法
師 

六
二
六  

冬
深
く
な
り
に
け
ら
し
な
難
波
江
の
靑
葉
ま
じ
ら
ぬ
蘆
の
む
ら
だ
ち 

 
 

大
納
言
成
通 

六
三
四  
み
な
か
み
や
た
え
だ
え
氷
る
岩
間
よ
り
清
滝
川
に
の
こ
る
白
波 
 

 

摂
政
太
政
大
臣 

六
三
六  
橋
姫
の
片
敷
き
衣
さ
む
し
ろ
に
待
つ
夜
む
な
し
き
宇
治
の
あ
け
ぼ
の 

 
 

太
上
天
皇 

六
三
七  

網
代
木
に
い
さ
よ
ふ
波
の
音
ふ
け
て
ひ
と
り
や
寝
ぬ
る
宇
治
の
は
し
姫 

 

前
大
僧
正
慈
円 

六
三
九  

志
賀
の
浦
や
遠
ざ
か
り
ゆ
く
波
間
よ
り
氷
り
て
出
づ
る
有
明
の
月 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

六
四
二  

行
く
先
は
さ
夜
ふ
け
ぬ
れ
ど
千
鳥
鳴
く
佐
保
の
川
原
は
過
ぎ
う
か
り
け
り 

 

伊
勢
大
輔 

六
四
三  

夕
さ
れ
ば
し
ほ
風
越
し
て
み
ち
の
く
の
野
田
の
玉
川
千
鳥
鳴
く
な
り 

 
 

能
因
法
師 

六
四
六  

浦
風
に
吹
上
の
浜
の
は
ま
千
鳥
波
立
ち
く
ら
し
よ
は
に
鳴
く
な
り 

 
 

子
内
親
王
家
紀
伊 

六
四
七  

月
ぞ
澄
む
た
れ
か
は
こ
こ
に
き
の
国
や
吹
上
の
千
鳥
ひ
と
り
鳴
く
な
り 

 

摂
政
太
政
大
臣 

六
四
八  

さ
夜
千
鳥
声
こ
そ
近
く
な
る
み
潟
か
た
ぶ
く
月
に
潮
や
満
つ
ら
む 

 
 

正
三
位
季
能 

六
四
九  

風
吹
け
ば
よ
そ
に
な
る
み
の
か
た
思
ひ
思
は
ぬ
波
に
鳴
く
千
鳥
か
な 

 
 

藤
原
秀
能 

六
五
〇  

浦
人
の
日
も
夕
暮
に
な
る
み
潟
か
へ
る
袖
よ
り
千
鳥
鳴
く
な
り 

 
 

左
衞
門
督
通
光 

六
五
一  

風
さ
ゆ
る
富
島
が
磯
の
む
ら
千
鳥
立
ち
居
は
波
の
心
な
り
け
り 

 
 

正
三
位
季
経 

六
五
四  

吉
野
な
る
夏
美
の
川
の
川
淀
に
鴨
ぞ
鳴
く
な
る
山
か
げ
に
し
て 

 
 

湯
原
王 

六
五
六  

さ
ざ
波
や
志
賀
の
唐
崎
風
さ
え
て
比
良
の
高
嶺
に
あ
ら
れ
降
る
な
り 

 
 

法
性
寺
入
道
前
関
白
太
政
大
臣 

六
六
〇  

初
雪
の
ふ
る
の
神
杉
埋
も
れ
て
し
め
結
ふ
野
辺
は
冬
ご
も
り
せ
り 

 
 

権
中
納
言
長
方 

六
六
六  

白
山
に
年
ふ
る
雪
や
つ
も
る
ら
む
よ
は
に
片
敷
く
袂
さ
ゆ
な
り 

 
 

前
大
納
言
公
任 

六
六
八  

音
羽
山
さ
や
か
に
見
す
る
白
雪
を
明
け
ぬ
と
告
ぐ
る
鳥
の
声
か
な 

 
 

高
倉
院
御
歌 

六
七
一  

駒
と
め
て
袖
う
ち
払
ふ
か
げ
も
な
し
佐
野
の
わ
た
り
の
雪
の
夕
暮 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

六
七
三  

夢
か
よ
ふ
道
さ
へ
絶
え
ぬ
く
れ
た
け
の
伏
見
の
里
の
雪
の
下
折
れ 

 
 

藤
原
有
家
朝
臣 

六
七
四  

降
る
雪
に
た
く
藻
の
け
ぶ
り
か
き
絶
え
て
さ
び
し
く
も
あ
る
か
塩
釜
の
浦 

 

入
道
前
関
白
太
政
大
臣 

六
七
五  

田
子
の
浦
に
打
ち
出
で
て
見
れ
ば
白
妙
の
富
士
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
つ
つ 

 

山
辺
赤
人 

六
七
七  

雪
降
れ
ば
峯
の
ま
さ
か
き
埋
も
れ
て
月
に
み
が
け
る
天
の
香
具
山 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

六
八
五  

み
狩
り
す
る
交
野
の
御
野
に
降
る
あ
ら
れ
あ
な
か
ま
ま
だ
き
鳥
も
こ
そ
立
て 

 
崇
德
院
御
歌 

六
八
六  

み
狩
り
す
と
鳥
立
ち
の
原
を
あ
さ
り
つ
つ
交
野
の
野
べ
に
け
ふ
も
暮
し
つ 

 
法
性
寺
入
道
前
関
白
太
政
大
臣 
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六
八
八  

狩
り
く
ら
し
交
野
の
真
柴
折
り
し
き
て
淀
の
川
瀬
の
月
を
見
る
か
な 

 
 

左
近
中
将
公
衡 

六
九
〇  

日
数
ふ
る
雪
げ
に
ま
さ
る
炭
竃
の
け
ぶ
り
も
さ
び
し
大
原
の
里 

 
 

式
子
内
親
王 

六
九
八  
石
の
上
布
留
野
の
を
ざ
さ
霜
を
経
て
ひ
と
よ
ば
か
り
に
残
る
年
か
な 
 

 

摂
政
太
政
大
臣 

七
〇
三  
石
走
る
初
瀬
の
川
の
波
ま
く
ら
早
く
も
年
の
暮
れ
に
け
る
か
な 

 
 

後
德
大
寺
左
大
臣 

七
〇
四  

ゆ
く
年
を
を
じ
ま
の
海
士
の
濡
れ
衣
か
さ
ね
て
袖
に
波
や
か
く
ら
む 

 
 

藤
原
有
家
朝
臣 

七
〇
五  

老
い
の
波
越
え
け
る
身
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
こ
と
し
も
い
ま
は
末
の
松
山 

 

寂
蓮
法
師 

 

巻
第
七 

賀
歌 

七
一
四  

住
の
江
の
浜
の
真
砂
を
踏
む
た
づ
は
ひ
さ
し
き
跡
を
留
む
る
な
り
け
り 

 

伊
勢 

七
二
五  

住
の
江
に
生
ひ
そ
ふ
松
の
枝
ご
と
に
君
が
千
歳
の
数
ぞ
こ
も
れ
る 

 
 

前
大
納
言
隆
国 

七
二
六  

よ
ろ
づ
代
を
松
の
尾
山
の
か
げ
茂
み
君
を
ぞ
祈
る
と
き
は
か
き
は
に 

 
 

康
資
王
母 

七
二
七  

相
生
の
小
塩
の
山
の
小
松
原
い
ま
よ
り
千
代
の
か
げ
を
待
た
な
む 

 
 

大
弐
三
位 

七
三
〇  

君
が
代
は
ひ
さ
し
か
る
べ
し
渡
会
や
五
十
鈴
の
川
の
流
絶
え
せ
で 

 
 

前
中
納
言
匡
房 

七
三
九  

わ
が
道
を
ま
も
ら
ば
君
を
ま
も
ら
な
む
よ
は
ひ
は
ゆ
づ
れ
住
吉
の
松 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

七
四
〇  

高
砂
の
松
も
昔
に
な
り
ぬ
べ
し
な
ほ
ゆ
く
す
ゑ
は
秋
の
夜
の
月 

 
 

寂
蓮
法
師 

七
四
一  

藻
塩
草
か
く
と
も
つ
き
じ
君
が
代
の
数
に
よ
み
お
く
和
歌
の
浦
波 

 
 

源
家
長 

七
四
二  

う
れ
し
さ
や
片
敷
く
袖
に
包
む
ら
む
け
ふ
待
ち
え
た
る
宇
治
の
橋
姫 

 
 

前
大
納
言
隆
房 

七
四
三  

年
へ
た
る
宇
治
の
橋
守
言
問
は
む
幾
代
に
な
り
ぬ
水
の
み
な
か
み 

 
 

淸
輔
朝
臣 

七
四
四  

な
な
そ
ぢ
に
み
つ
の
浜
松
老
い
ぬ
れ
ど
千
代
の
残
り
は
な
ほ
ぞ
は
る
け
き 

 

淸
輔
朝
臣 

七
四
六  

春
日
山
み
や
こ
の
南
し
か
ぞ
お
も
ふ
北
の
藤
波
春
に
逢
へ
と
は 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

七
四
七  

と
き
は
な
る
吉
備
の
中
山
お
し
な
べ
て
千
歳
を
松
の
深
き
色
か
な 

 
 

読
人
し
ら
ず 

七
四
八  

あ
か
ね
さ
す
朝
日
の
里
の
日
影
草
豊
の
あ
か
り
の
か
ざ
し
な
る
べ
し 

 
 

祭
为
輔
親 

七
四
九  

す
べ
ら
ぎ
を
と
き
は
か
き
は
に
守
る
山
の
山
人
な
ら
し
山
か
づ
ら
せ
り 

 

式
部
大
輔
資
業 

七
五
〇  

と
や
か
へ
る
鷹
尾
山
の
た
ま
つ
ば
き
霜
を
ば
経
と
も
色
は
か
は
ら
じ 

 
 

前
中
納
言
匡
房 

七
五
一  

曇
な
き
鏡
の
山
の
月
を
見
て
明
ら
け
き
代
を
空
に
知
る
か
な 

 
 

 
宮
内
卿
永
範 

七
五
二  

大
江
山
こ
え
て
生
野
の
末
遠
み
道
あ
る
代
に
も
あ
ひ
に
け
る
か
な 

 
 

刑
部
卿
範
兼 
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七
五
三  

近
江
の
や
坂
田
の
稲
を
掛
け
積
み
て
道
あ
る
御
世
の
は
じ
め
に
ぞ
舂
く 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

七
五
五  

立
ち
寄
れ
ば
す
ず
し
か
り
け
り
水
鳥
の
靑
羽
の
山
の
松
の
ゆ
ふ
風 

 
 

式
部
大
輔
光
範 

七
五
六  
と
き
は
な
る
松
井
の
水
を
結
ぶ
手
の
し
づ
く
ご
と
に
ぞ
千
代
は
見
え
け
る 

 

権
中
納
言
資
実 

 

巻
第
八 

哀
傷
歌 

七
八
五  

さ
ら
で
だ
に
露
け
き
嵯
峨
の
野
べ
に
来
て
昔
の
跡
に
し
を
れ
ぬ
る
か
な 

 

権
中
納
言
俊
忠 

七
八
六  

か
な
し
さ
は
秋
の
嵯
峨
野
の
き
り
ぎ
り
す
な
ほ
ふ
る
さ
と
に
音
を
や
鳴
く
ら
む  

後
德
大
寺
左
大
臣 

七
八
七  

今
は
さ
は
憂
き
世
の
嵯
峨
の
野
べ
を
こ
そ
露
消
え
は
て
し
跡
と
し
の
ば
め 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

七
九
五  

憂
き
世
に
は
今
は
あ
ら
し
の
山
風
に
こ
れ
や
馴
れ
行
く
は
じ
め
な
る
ら
む 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

八
〇
七  

い
に
し
へ
の
な
き
に
流
る
る
水
茎
は
跡
こ
そ
袖
の
う
ら
に
寄
り
け
れ 

 
 

女
御
徽
子
女
王 

八
二
〇  

見
し
人
の
け
ぶ
り
に
な
り
し
ゆ
ふ
べ
よ
り
名
ぞ
む
つ
ま
じ
き
塩
釜
の
浦 

 

紫
式
部 

八
二
三  

あ
は
れ
人
今
日
の
い
の
ち
を
知
ら
ま
せ
ば
難
波
の
葦
に
契
ら
ざ
ら
ま
し 

 

能
因
法
師 

八
二
七  

有
栖
川
お
な
じ
流
れ
は
か
は
ら
ね
ど
見
し
や
昔
の
影
ぞ
忘
れ
ぬ 

 
 

中
院
右
大
臣 

 

巻
第
九 

離
別
歌 

八
五
八  

忘
れ
な
む
世
に
も
越
路
の
帰
山
い
つ
は
た
人
に
逢
は
む
と
す
ら
む 

 
 

伊
勢 

八
六
一  

 
 

  

見
て
だ
に
も
飽
か
ぬ
心
を
玉
ぼ
こ
の
み
ち
の
お
く
ま
で
人
の
ゆ
く
ら
む 

 

紀
貫
之  

八
六
二  

逢
坂
の
関
に
わ
が
宿
な
か
り
せ
ば
別
る
る
人
は
頼
ま
ざ
ら
ま
し 

 
 

中
納
言
兼
輔 

八
六
五  

衣
川
み
な
れ
し
人
の
わ
か
れ
に
は
た
も
と
ま
で
こ
そ
波
は
立
ち
け
れ 

 
 

源
重
之  

八
六
六  

行
く
末
に
阿
武
隈
川
の
な
か
り
せ
ば
い
か
に
か
せ
ま
し
け
ふ
の
別
れ
を 

 

高
階
経
重
朝
臣 

八
六
七  

君
に
ま
た
阿
武
隈
川
を
待
つ
べ
き
に
残
り
す
く
な
き
わ
れ
ぞ
か
な
し
き 

 

藤
原
範
永
朝
臣 

八
六
八  

す
ず
し
さ
は
生
の
松
原
ま
さ
る
と
も
添
ふ
る
扇
の
風
な
忘
れ
そ 

 
 

枇
杷
皇
太
后
宮 

八
七
六  

都
を
ば
秋
と
と
も
に
ぞ
立
ち
そ
め
し
淀
の
川
霧
幾
夜
へ
だ
て
つ 

 
 

前
中
納
言
匡
房 

八
七
八  

帰
り
こ
む
ほ
ど
思
ふ
に
も
武
隈
の
ま
つ
わ
が
身
こ
そ
い
た
く
老
い
ぬ
れ 

 

基
俊 

八
八
三  

た
れ
と
し
も
知
ら
ぬ
別
れ
の
か
な
し
き
は
松
浦
の
沖
を
出
づ
る
舟
人 

 
 

藤
原
隆
信
朝
臣 

八
九
〇  

別
れ
に
し
人
は
ま
た
も
や
三
輪
の
山
す
ぎ
に
し
方
を
今
に
な
さ
ば
や 

 
 

 
祝
部
成
仲 
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巻
第
十 
羇
旅
歌 

八
九
六  

飛
ぶ
鳥
の
明
日
香
の
里
を
お
き
て
い
な
ば
君
が
あ
た
り
は
見
え
ず
か
も
あ
ら
む  

元
明
天
皇
御
歌 

八
九
七  
妹
に
恋
ひ
和
歌
の
松
原
見
わ
た
せ
ば
潮
干
の
潟
に
た
づ
鳴
き
わ
た
る 
 

 

聖
武
天
皇
御
歌 

八
九
八  
い
ざ
子
ど
も
は
や
日
の
本
へ
大
伴
の
御
津
の
浜
松
待
ち
恋
ひ
ぬ
ら
む 

 
 

山
上
憶
良 

八
九
九  

天
ざ
か
る
ひ
な
の
長
路
を
漕
ぎ
く
れ
ば
明
石
の
門
よ
り
大
和
島
見
ゆ 

 
 

柿
本
人
麻
呂 

九
〇
一  

こ
こ
に
あ
り
て
筑
紫
や
い
づ
こ
白
雲
の
た
な
び
く
山
の
西
に
あ
る
ら
し 

 

大
納
言
旅
人 

九
〇
三  

信
濃
な
る
浅
間
の
嶽
に
立
つ
煙
を
ち
こ
ち
人
の
見
や
は
と
が
め
ぬ 

 
 

在
原
業
平
朝
臣 

九
〇
四  

駿
河
な
る
宇
津
の
山
べ
の
う
つ
つ
に
も
夢
に
も
人
に
逢
は
ぬ
な
り
け
り 

 

在
原
業
平
朝
臣 

九
〇
七  

あ
づ
ま
ぢ
の
佐
夜
の
中
山
さ
や
か
に
も
見
え
ぬ
雲
居
に
世
を
や
尽
く
さ
む 

 

壬
生
忠
岑 

九
一
〇  

し
な
が
鳥
猪
名
野
を
ゆ
け
ば
有
馬
山
夕
霧
立
ち
ぬ
宿
は
な
く
し
て 

 
 

読
人
し
ら
ず 

九
一
一  

神
風
や
伊
勢
の
浜
荻
折
り
伏
せ
て
旅
寝
や
す
ら
む
荒
き
浜
べ
に 

 
 

読
人
し
ら
ず 

九
一
三  

立
ち
な
が
ら
こ
よ
ひ
は
明
け
ぬ
園
原
や
伏
屋
と
い
ふ
も
か
ひ
な
か
り
け
り 

 

藤
原
輔
尹
朝
臣 

九
一
四  

都
に
て
越
路
の
空
を
な
が
め
つ
つ
雲
居
と
い
ひ
し
ほ
ど
に
来
に
け
り 

 
 

御
形
宣
旨 

九
一
六  

船
な
が
ら
こ
よ
ひ
ば
か
り
は
旅
寝
せ
む
敷
津
の
波
に
夢
は
覚
む
と
も 

 
 

藤
原
実
方
朝
臣 

九
三
〇  

見
し
人
も
と
ふ
の
浦
風
音
せ
ぬ
に
つ
れ
な
く
澄
め
る
秋
の
夜
の
月 

 
 

橘
為
仲
朝
臣 

九
三
二  

夏
刈
の
蘆
の
か
り
寝
も
あ
は
れ
な
り
玉
江
の
月
の
明
け
方
の
空 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

九
三
三  

立
ち
帰
り
ま
た
も
来
て
見
む
松
島
や
雄
島
の
と
ま
屋
波
に
荒
す
な 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

九
三
四  

言
問
へ
よ
思
ひ
お
き
つ
の
浜
千
鳥
な
く
な
く
出
で
し
跡
の
月
影 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

九
四
〇  

ふ
る
さ
と
の
け
ふ
の
面
影
さ
そ
ひ
来
と
月
に
ぞ
契
る
佐
夜
の
中
山 

 
 

藤
原
雅
経
朝
臣 

九
四
三  

幾
夜
か
は
月
を
あ
は
れ
と
な
が
め
来
て
波
に
折
り
敷
く
伊
勢
の
浜
荻 

 
 

越
前 

九
四
四  

知
ら
ざ
り
し
八
十
瀬
の
波
を
分
け
過
ぎ
て
か
た
敷
く
袖
は
伊
勢
の
浜
荻 

 

宜
秋
門
院
丹
後 

九
四
五  

風
さ
む
み
伊
勢
の
浜
荻
分
け
ゆ
け
ば
衣
か
り
が
ね
波
に
鳴
く
な
り 

 
 

前
中
納
言
匡
房 

九
四
七  

行
く
す
ゑ
は
い
ま
幾
夜
と
か
岩
代
の
岡
の
か
や
根
に
ま
く
ら
結
ば
む 

 
 

式
子
内
親
王 

九
四
八  

松
が
根
の
雄
島
が
磯
の
さ
夜
ま
く
ら
い
た
く
な
濡
れ
そ
海
人
の
袖
か
は 

 

式
子
内
親
王 

九
五
四  

ふ
る
さ
と
に
聞
き
し
あ
ら
し
の
声
も
似
ず
忘
れ
ぬ
人
を
佐
夜
の
中
山 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

九
五
八  

い
た
づ
ら
に
立
つ
や
浅
間
の
夕
け
ぶ
り
里
問
ひ
か
ぬ
る
を
ち
こ
ち
の
山 

 
藤
原
雅
経
朝
臣 
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九
六
二  

岩
が
根
の
床
に
あ
ら
し
を
か
た
敷
き
て
ひ
と
り
や
寝
な
む
小
夜
の
中
山 
 

藤
原
有
家
朝
臣 

九
六
六  

初
瀬
山
夕
越
え
く
れ
て
宿
問
へ
ば
三
輪
の
檜
原
に
秋
風
ぞ
吹
く 

 
 

禅
性
法
師 

九
六
七  
さ
ら
ぬ
だ
に
秋
の
旅
寝
は
か
な
し
き
に
松
に
吹
く
な
り
と
こ
の
山
風 
 

 

藤
原
秀
能 

九
六
八  
忘
れ
な
む
待
つ
と
な
告
げ
そ
な
か
な
か
に
い
な
ば
の
山
の
峯
の
秋
風 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

九
六
九  

契
ら
ね
ど
ひ
と
夜
は
過
ぎ
ぬ
清
見
潟
波
に
別
る
る
あ
か
つ
き
の
雲 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

九
七
〇  

ふ
る
さ
と
に
た
の
め
し
人
も
末
の
松
待
つ
ら
む
袖
に
波
や
越
す
ら
む 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

九
七
一  

日
を
経
つ
つ
都
し
の
ぶ
の
浦
さ
び
て
波
よ
り
ほ
か
の
音
づ
れ
も
な
し 

 
 

入
道
前
関
白
太
政
大
臣 

九
七
二  

さ
す
ら
ふ
る
わ
が
身
に
し
あ
れ
ば
象
潟
や
あ
ま
の
と
ま
屋
に
あ
ま
た
た
び
寝
ぬ  

藤
原
顕
仲
朝
臣 

九
七
三  

難
波
人
蘆
火
た
く
屋
に
宿
か
り
て
す
ず
ろ
に
袖
の
し
ほ
た
る
る
か
な 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

九
七
五  

道
す
が
ら
富
士
の
煙
も
わ
か
ざ
り
き
晴
る
る
ま
も
な
き
空
の
け
し
き
に 

 

前
大
将
頼
朝 

九
七
六  

世
の
中
は
う
き
ふ
し
し
げ
し
篠
原
や
旅
に
し
あ
れ
ば
妹
夢
に
見
ゆ 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

九
八
一  

旅
寝
す
る
夢
路
は
ゆ
る
せ
宇
津
の
山
関
と
は
聞
か
ず
守
る
人
も
な
し 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

九
八
二  

都
に
も
い
ま
や
こ
ろ
も
を
宇
津
の
山
夕
霜
は
ら
ふ
蔦
の
し
た
道 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

九
八
三  

袖
に
し
も
月
か
か
れ
と
は
契
り
お
か
ず
涙
は
知
る
や
宇
津
の
山
越
え 

 
 

鴨
長
明 

九
八
四  

立
田
山
秋
行
く
人
の
袖
を
見
よ
木
々
の
こ
ず
ゑ
は
し
ぐ
れ
ざ
り
け
り 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

九
八
六  

ふ
る
さ
と
へ
帰
ら
む
こ
と
は
飛
鳥
川
渡
ら
ぬ
さ
き
に
淵
瀬
た
が
ふ
な 

 
 

素
覚
法
師 

九
八
七  

年
た
け
て
ま
た
越
ゆ
べ
し
と
思
ひ
き
や
命
な
り
け
り
佐
夜
の
中
山 

 
 

西
行
法
師 

 

巻
第
十
一 

恋
歌
一 

九
九
〇  

よ
そ
に
の
み
見
て
や
や
み
な
む
葛
城
や
高
間
の
山
の
み
ね
の
し
ら
雲 

 
 

 
 

読
人
し
ら
ず 

九
九
一  

音
に
の
み
あ
り
と
聞
き
こ
し
み
吉
野
の
滝
は
け
ふ
こ
そ
袖
に
お
ち
け
れ 

 
 

  

読
人
し
ら
ず 

九
九
三  

い
そ
の
か
み
布
留
の
わ
さ
田
の
ほ
に
は
出
で
ず
心
の
う
ち
に
恋
ひ
や
わ
た
ら
む  

柿
本
人
麻
呂 

九
九
四  

春
日
野
の
わ
か
む
ら
さ
き
の
す
り
衣
し
の
ぶ
の
乱
れ
か
ぎ
り
知
ら
れ
ず 

 

在
原
業
平
朝
臣 

九
九
六  

み
か
の
原
わ
き
て
流
る
る
泉
川
い
つ
み
き
と
て
か
恋
し
か
る
ら
む 

 
 

中
納
言
兼
輔 

九
九
七  

園
原
や
ふ
せ
屋
に
お
ふ
る
帚
木
の
あ
り
と
は
見
え
て
あ
は
ぬ
君
か
な 

 
 

坂
上
是
則 

一
〇
〇
五 

あ
ら
た
ま
の
年
に
ま
か
せ
て
見
る
よ
り
は
わ
れ
こ
そ
越
え
め
逢
坂
の
関 

 
謙
德
公 

一
〇
〇
八 

し
る
し
な
き
煙
を
雲
に
ま
が
へ
つ
つ
世
を
へ
て
富
士
の
燃
え
な
む 

 
 

紀
貫
之 
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一
〇
〇
九 

煙
た
つ
思
ひ
な
ら
ね
ど
人
し
ら
れ
ず
わ
び
て
は
富
士
の
ね
を
の
み
ぞ
泣
く 

 

淸
原
深
養
父 

一
〇
一
〇 

風
吹
け
ば
室
の
八
島
の
ゆ
ふ
煙
こ
こ
ろ
の
空
に
た
ち
に
け
る
か
な 

 
 

藤
原
惟
成 

一
〇
一
一 
白
雲
の
峯
に
し
も
な
ど
か
よ
ふ
ら
む
お
な
じ
三
笠
の
山
の
ふ
も
と
を 
 

 

藤
原
義
孝 

一
〇
一
二 
け
ふ
も
又
か
く
や
伊
吹
の
さ
し
も
草
さ
ら
ば
わ
れ
の
み
燃
え
や
わ
た
ら
む 

 

和
泉
式
部 

一
〇
一
三 

筑
波
山
は
山
し
げ
山
し
げ
け
れ
ど
思
ひ
入
る
に
は
さ
は
ら
ざ
り
け
り 

 
 

源
重
之 

一
〇
一
四 

わ
れ
な
ら
む
人
に
こ
こ
ろ
を
筑
波
山
し
た
に
通
は
む
道
だ
に
や
な
き 

 
 

大
中
臣
能
宣
朝
臣 

一
〇
二
八 

い
そ
の
か
み
布
留
の
神
杉
ふ
り
ぬ
れ
ど
色
に
は
出
で
ず
露
も
し
ぐ
れ
も 

 

摂
政
太
政
大
臣 

一
〇
四
一 

須
磨
の
海
人
の
波
か
け
衣
よ
そ
に
の
み
聞
く
は
わ
が
身
に
な
り
に
け
る
か
な 

 

藤
原
道
信
朝
臣 

一
〇
四
六 

ほ
と
と
ぎ
す
し
の
ぶ
る
も
の
を
柏
木
の
も
り
て
も
声
の
聞
え
け
る
か
な 

 

馬
内
侍 

一
〇
四
八 

み
熊
野
の
浦
よ
り
を
ち
に
こ
ぐ
舟
の
わ
れ
を
ば
よ
そ
に
へ
だ
て
つ
る
か
な 

 

伊
勢 

一
〇
四
九 

難
波
潟
み
じ
か
き
蘆
の
ふ
し
の
ま
も
あ
は
で
こ
の
世
を
す
ぐ
し
て
よ
と
や 

 

伊
勢 

一
〇
五
一 

有
度
浜
の
う
と
く
の
み
や
は
世
を
ば
へ
む
波
の
よ
る
よ
る
逢
ひ
見
て
し
が
な 

 

読
人
し
ら
ず 

一
〇
五
五 

あ
り
と
の
み
音
に
聞
き
つ
つ
音
羽
川
渡
ら
ば
袖
に
影
も
見
え
な
む 

 
 

読
人
し
ら
ず 

一
〇
六
一 

い
か
に
せ
む
久
米
路
の
橋
の
中
空
に
渡
し
も
は
て
ぬ
身
と
や
な
り
な
む 

 

藤
原
実
方
朝
臣 

一
〇
六
二 

た
れ
ぞ
こ
の
三
輪
の
檜
原
も
知
ら
な
く
に
心
の
杉
の
わ
れ
を
尋
ね
る 

 
 

藤
原
実
方
朝
臣 

一
〇
六
三 

わ
が
恋
は
い
は
ぬ
ば
か
り
ぞ
難
波
な
る
蘆
の
し
の
屋
の
下
に
こ
そ
焚
け 

 

小
弁 

一
〇
六
五 

須
磨
の
浦
に
海
人
の
こ
り
つ
む
藻
塩
木
の
か
ら
く
も
下
に
燃
え
わ
た
る
か
な 

 

藤
原
淸
正 

一
〇
七
一 

由
良
の
門
を
渡
る
舟
人
梶
を
絶
え
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
恋
の
み
ち
か
な 

 
 

曾
禰
好
忠 

一
〇
七
三 

梶
を
絶
え
由
良
の
湊
に
ゆ
く
舟
の
た
よ
り
も
知
ら
ぬ
沖
つ
潮
風 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

一
〇
七
五 

紀
の
国
や
由
良
の
湊
に
ひ
ろ
ふ
て
ふ
た
ま
さ
か
に
だ
に
も
逢
ひ
見
て
し
が
な 

 

権
中
納
言
長
方 

一
〇
七
七 

難
波
人
い
か
な
る
え
に
か
朽
ち
は
て
む
あ
ふ
こ
と
な
み
に
身
を
つ
く
し
つ
つ 

 

摂
政
太
政
大
臣 

一
〇
七
八 

海
人
の
刈
る
み
る
め
を
波
に
ま
が
へ
つ
つ
名
草
の
浜
を
尋
ね
わ
び
ぬ
る 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

 

巻
第
十
二 

恋
歌
二 

一
〇
八
三 

恋
を
の
み
須
磨
の
浦
人
藻
塩
た
れ
ほ
し
あ
へ
ぬ
袖
の
は
て
を
知
ら
ば
や 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

一
〇
八
五 

君
恋
ふ
と
鳴
海
の
浦
の
浜
ひ
さ
ぎ
し
を
れ
て
の
み
も
年
を
ふ
る
か
な 

 
 

源
俊
頼
朝
臣 

一
〇
八
八 

か
く
と
だ
に
思
ふ
こ
こ
ろ
を
岩
瀬
山
下
ゆ
く
水
の
草
が
く
れ
つ
つ 

 
 

後
德
大
寺
左
大
臣 

一
〇
八
九 

も
ら
さ
ば
や
思
ふ
心
を
さ
て
の
み
は
え
ぞ
山
城
の
井
手
の
し
が
ら
み 

 
 

殷
富
門
院
大
輔 

一
〇
九
三 

人
し
ら
れ
ず
く
る
し
き
も
の
は
信
夫
山
下
は
ふ
葛
の
恨
み
な
り
け
り 

 
 

淸
輔
朝
臣 

一
〇
九
四 

消
え
ね
た
だ
信
夫
の
山
の
峯
の
雲
か
か
る
心
の
跡
も
な
き
ま
で 

 
 

藤
原
雅
経
朝
臣 
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一
〇
九
五 

か
ぎ
り
あ
れ
ば
信
夫
の
山
の
ふ
も
と
に
も
落
葉
が
上
の
露
ぞ
色
づ
く 

 
 

左
衞
門
督
通
光 

一
〇
九
六 

う
ち
は
へ
て
く
る
し
き
も
の
は
人
目
の
み
し
の
ぶ
の
浦
の
海
人
の
栲
繩 

 

二
條
院
讃
岐 

一
一
一
〇 
あ
ふ
こ
と
は
交
野
の
里
の
笹
の
庵
し
の
に
露
散
る
夜
は
の
床
か
な 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

一
一
一
七 
須
磨
の
海
人
の
袖
に
吹
き
こ
す
潮
風
の
な
る
と
は
す
れ
ど
手
に
も
た
ま
ら
ず 

 

藤
原
定
家
朝
臣 

一
一
一
八 

あ
り
と
て
も
逢
は
ぬ
た
め
し
の
名
取
川
朽
ち
だ
に
は
て
ね
瀬
々
の
埋
木 

 

寂
蓮
法
師 

一
一
一
九 

歎
か
ず
よ
い
ま
は
た
お
な
じ
名
取
川
瀬
々
の
埋
れ
木
朽
ち
は
て
ぬ
と
も 

 

摂
政
太
政
大
臣 

一
一
三
〇 

た
の
め
て
も
は
る
け
か
る
べ
き
還
山
い
く
へ
の
雲
の
下
に
待
つ
ら
む 

 
 

賀
茂
重
政 

一
一
三
一 

あ
ふ
事
は
い
つ
と
伊
吹
の
峯
に
生
ふ
る
さ
し
も
絶
え
せ
ぬ
思
な
り
け
り 

 

中
宮
大
夫
家
房 

一
一
三
二 

富
士
の
み
ね
の
煙
も
な
ほ
ぞ
立
ち
昇
る
上
な
き
も
の
は
思
ひ
な
り
け
り 

 

藤
原
家
隆
朝
臣 

一
一
三
三 

な
き
名
の
み
立
田
の
山
に
立
つ
雲
の
ゆ
く
へ
も
し
ら
ら
ぬ
な
が
め
を
ぞ
す
る 

 

権
中
納
言
俊
忠 

一
一
四
一 

い
く
夜
わ
れ
波
に
し
を
れ
て
貴
船
川
袖
に
玉
ち
る
も
の
思
ふ
ら
む 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

一
一
四
二 

年
も
へ
ぬ
祈
る
ち
ぎ
り
は
初
瀬
山
尾
上
の
鐘
の
よ
そ
の
夕
暮 

 
 

 

藤
原
定
家
朝
臣 

 

巻
第
十
三 

恋
歌
三 

一
一
六
三 

け
さ
よ
り
は
い
と
ど
思
ひ
を
た
き
ま
し
て
嘆
き
こ
り
つ
む
逢
坂
の
山 

 
 

高
倉
院
御
歌 

一
一
六
五 

か
り
そ
め
に
伏
見
の
野
べ
の
草
枕
露
か
か
り
き
と
人
に
か
た
る
な 

 
 

読
人
し
ら
ず 

一
一
六
七 

あ
け
が
た
き
二
見
の
浦
に
よ
る
波
の
袖
の
み
濡
れ
て
沖
つ
島
人 

 
 

藤
原
実
方
朝
臣 

一
一
九
四 

大
井
川
井
堰
き
の
水
の
わ
く
ら
ば
に
け
ふ
は
た
の
め
し
暮
に
や
は
あ
ら
ぬ 

 

淸
原
元
輔 

一
一
九
七 

た
の
め
ず
は
人
を
待
乳
の
山
な
り
と
寝
な
ま
し
も
の
を
い
さ
よ
ひ
の
月 

 

太
上
天
皇 

一
二
〇
二 

た
の
め
お
く
人
も
長
柄
の
山
に
だ
に
さ
夜
更
け
ぬ
れ
ば
ま
つ
風
の
声 

 
 

鴨
長
明 

一
二
一
〇 

な
れ
ゆ
く
は
う
き
世
な
れ
ば
や
須
磨
の
海
人
の
塩
焼
き
衣
ま
ど
ほ
な
る
ら
む 

 

女
御
徽
子
女
王 

一
二
一
八 

山
城
の
淀
の
若
ご
も
刈
り
に
き
て
袖
濡
れ
ぬ
と
は
か
こ
た
ざ
ら
な
む 

 
 

源
重
之 

一
二
二
〇 

い
つ
は
り
を
糺
の
杜
の
ゆ
ふ
だ
す
き
か
け
つ
つ
ち
か
へ
わ
れ
を
思
は
ば 

 

平
定
文 

 

巻
第
十
四 

恋
歌
四 

一
二
五
五 

枯
れ
に
け
る
あ
ふ
ひ
の
み
こ
そ
か
な
し
け
れ
あ
は
れ
と
見
ず
や
賀
茂
の
瑞
垣 

 

読
人
し
ら
ず 

一
二
五
七 

更
級
や
お
ば
す
て
山
の
有
明
の
つ
き
ず
も
物
を
思
ふ
こ
ろ
か
な 

 
 

伊
勢 

一
二
五
九 

更
級
の
山
よ
り
ほ
か
に
照
る
月
も
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
こ
の
頃
の
空 

 
 

凡
河
内
躬
恒 

一
二
八
四 

松
山
と
ち
ぎ
り
し
人
は
つ
れ
な
く
て
袖
越
す
波
に
の
こ
る
月
影 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

一
三
一
三 

里
は
荒
れ
ぬ
尾
上
の
宮
の
お
の
づ
か
ら
待
ち
こ
し
よ
ひ
も
む
か
し
な
り
け
り 

 
太
上
天
皇 
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一
三
一
六 

さ
て
も
な
ほ
問
は
れ
ぬ
秋
の
ゆ
ふ
は
山
雲
吹
く
風
も
峯
に
見
ゆ
ら
む 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

一
三
二
〇 

消
え
わ
び
ぬ
う
つ
ろ
ふ
人
の
秋
の
色
に
身
を
こ
が
ら
し
の
杜
の
下
露 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

一
三
二
七 
心
こ
そ
ゆ
く
へ
も
知
ら
ね
三
輪
の
山
杉
の
こ
ず
ゑ
の
夕
暮
の
空 
 

 

前
大
僧
正
慈
円 

一
三
三
一  
つ
く
づ
く
と
思
ひ
あ
か
し
の
う
ら
千
鳥
波
の
枕
に
な
く
な
く
ぞ
聞
く 

 
 

権
中
納
言
公
経 

一
三
三
二 

尋
ね
見
る
つ
ら
き
心
の
奧
の
海
よ
し
ほ
ひ
の
潟
の
い
ふ
か
ひ
も
な
し 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

一
三
三
三 

見
し
人
の
面
影
と
め
よ
淸
見
潟
袖
に
せ
き
も
る
波
の
通
ひ
露 
 

 
 

藤
原
雅
経
朝
臣 

 

巻
第
十
五 

恋
歌
五 

一
三
四
六 

う
ち
は
へ
て
い
や
は
ね
ら
る
る
宮
城
野
の
小
萩
が
下
葉
色
に
出
で
し
よ
り 

 

読
人
し
ら
ず 

一
三
五
一
ィ 

思
ひ
や
る
よ
そ
の
村
雲
し
ぐ
れ
つ
つ
安
達
の
原
に
も
み
ぢ
し
ぬ
ら
む 

 
 

源
重
之 

一
三
六
七 

山
城
の
井
手
の
玉
水
手
に
く
み
て
た
の
み
し
か
ひ
も
な
き
世
な
り
け
り 

 

読
人
し
ら
ず 

一
三
六
八 

君
が
あ
た
り
見
つ
つ
を
を
ら
む
生
駒
山
雲
な
隠
し
そ
雤
は
降
る
と
も 

 
 

読
人
し
ら
ず 

一
三
七
五 

み
そ
ぎ
す
る
な
ら
の
小
川
の
川
風
に
祈
り
ぞ
わ
た
る
下
に
絶
え
じ
と 

 
 

八
代
女
王 

一
三
七
八 

塩
釜
の
ま
へ
に
浮
き
た
る
浮
島
の
う
き
て
思
ひ
の
あ
る
世
な
り
け
り 

 
 

山
口
女
王 

一
四
〇
五 

葛
城
や
久
米
路
に
わ
た
す
岩
橋
の
絶
え
に
し
中
と
な
り
や
は
て
な
む 

 
 

大
中
臣
能
宣
朝
臣 

一
四
〇
六 

今
は
と
も
思
ひ
な
絶
え
そ
野
中
な
る
水
の
流
れ
は
ゆ
き
て
た
ず
ね
む 

 
 

祭
为
輔
親 

一
四
〇
七 

思
ひ
出
づ
や
美
濃
の
を
山
の
ひ
と
つ
松
ち
ぎ
り
し
こ
と
は
い
つ
も
忘
れ
ず 

 

伊
勢 

一
四
一
九 

住
吉
の
恋
忘
草
種
絶
え
て
な
き
世
に
逢
へ
る
わ
れ
ぞ
か
な
し
き 

 
 

藤
原
元
真 

一
四
三
二 

大
淀
の
松
は
つ
ら
く
も
あ
ら
な
く
に
う
ら
み
て
の
み
も
か
へ
る
波
か
な 

 

読
人
し
ら
ず 

一
四
三
三 

白
波
は
立
ち
さ
わ
ぐ
と
も
こ
り
ず
ま
の
浦
の
み
る
め
は
刈
ら
む
と
ぞ
思
ふ 

 

読
人
し
ら
ず 

 

巻
第
十
六 

雜
歌
上 

一
四
五
五 

な
れ
な
れ
て
見
し
は
な
ご
り
の
春
ぞ
と
も
な
ど
白
川
の
花
の
下
蔭 

 
 

藤
原
雅
経
朝
臣 

一
四
六
五 

今
は
わ
れ
吉
野
の
山
の
花
を
こ
そ
宿
の
も
の
と
も
見
る
べ
か
り
け
れ 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

一
四
六
八 

見
せ
ば
や
な
志
賀
の
唐
崎
ふ
も
と
な
る
長
柄
の
山
の
春
の
け
し
き
を 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

一
四
七
二 

さ
く
ら
あ
さ
の
を
ふ
の
浦
波
立
ち
か
へ
り
見
れ
ど
も
あ
か
ず
山
な
し
の
花 

 

源
俊
頼
朝
臣 

一
四
七
三 

白
波
の
こ
ゆ
ら
む
末
の
松
山
は
花
と
や
見
ゆ
る
春
の
夜
の
月 

 
 

 

加
賀
左
衞
門 

一
四
七
四 

お
ぼ
つ
か
な
霞
た
つ
ら
む
武
隈
の
松
の
ま
も
る
春
の
夜
の
月 

 
 

 

加
賀
左
衞
門 

一
四
七
五 

世
を
い
と
ふ
吉
野
の
お
く
の
よ
ぶ
こ
鳥
深
き
心
の
ほ
ど
や
知
る
ら
む 

 
 

法
印
幸
淸 

一
四
八
〇 

お
の
が
波
に
お
な
じ
末
葉
ぞ
し
を
れ
ぬ
る
藤
咲
く
多
祜
の
う
ら
め
し
の
身
や 

 
前
大
僧
正
慈
円 
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一
四
八
四 

ほ
と
と
ぎ
す
そ
の
か
み
山
の
旅
枕
ほ
の
か
た
ら
ひ
し
空
ぞ
忘
れ
ぬ 

 
 

式
子
内
親
王 

一
四
九
五 

袖
の
浦
波
吹
き
か
へ
す
秋
風
に
雲
の
上
ま
で
す
ず
し
か
ら
な
む 

 
 

中
務 

一
五
〇
三 
思
ひ
出
づ
る
人
も
あ
ら
し
の
山
の
端
に
ひ
と
り
ぞ
入
り
し
有
明
の
月 
 

 

法
印
静
賢 

一
五
〇
四 
和
歌
の
浦
に
家
の
風
こ
そ
な
け
れ
ど
も
波
吹
く
色
は
月
に
見
え
け
り 

 
 

民
部
卿
範
光 

一
五
〇
五 

夜
も
す
が
ら
浦
こ
ぐ
船
は
あ
と
も
な
し
月
ぞ
残
れ
る
志
賀
の
唐
崎 

 
 

宜
秋
門
院
丹
後 

一
五
一
二 

都
に
も
人
や
待
つ
ら
む
石
山
の
峯
に
の
こ
れ
る
秋
の
夜
の
月 
 

 
 

藤
原
長
能 

一
五
一
三 

淡
路
に
て
あ
は
と
は
る
か
に
見
し
月
の
近
き
こ
よ
ひ
は
と
こ
ろ
が
ら
か
も 

 

凡
河
内
躬
恒 

一
五
一
六 

た
の
め
こ
し
人
を
ま
つ
ち
の
山
の
端
に
さ
夜
更
け
し
か
ば
月
も
入
り
に
き 

 

読
人
し
ら
ず 

一
五
五
二 

か
も
め
ゐ
る
藤
江
の
浦
の
沖
つ
洲
に
夜
舟
い
さ
よ
ふ
月
の
さ
や
け
さ 

 
 

神
祇
伯
顕
仲 

一
五
五
三 

難
波
潟
潮
干
に
あ
さ
る
蘆
た
づ
も
月
か
た
ぶ
け
ば
声
の
恨
む
る 

 
 

俊
惠
法
師 

一
五
五
四 

和
歌
の
浦
に
月
の
出
で
潮
の
さ
す
ま
ま
に
夜
鳴
く
鶴
の
声
ぞ
か
な
し
き 

 

前
大
僧
正
慈
円 

一
五
五
五 

藻
潮
く
む
袖
の
月
影
お
の
づ
か
ら
よ
そ
に
明
か
さ
ぬ
須
磨
の
浦
人 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

一
五
五
六 

明
石
潟
色
な
き
人
の
袖
を
見
よ
す
ず
ろ
に
月
も
や
ど
る
も
の
か
は 

 
 

藤
原
秀
能 

一
五
六
四 

白
露
は
お
き
に
け
ら
し
な
宮
城
野
の
も
と
あ
ら
の
小
萩
末
た
わ
む
ま
で 

 

祝
部
成
仲 

一
五
六
九 

秋
は
つ
る
は
つ
か
の
山
の
さ
び
し
き
に
有
明
の
月
を
た
れ
と
見
る
ら
む 

 

前
中
納
言
匡
房 

一
五
七
七 

君
が
代
に
あ
ぶ
く
ま
川
の
埋
れ
木
も
氷
の
し
た
に
春
を
待
ち
け
り 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

 

巻
第
十
七 

雜
歌
中 

一
五
八
七 

山
城
の
い
は
た
の
小
野
の
は
は
そ
原
見
つ
つ
や
君
が
山
路
越
ゆ
ら
む 

 
 

式
部
卿
宇
合 

一
五
八
八 

蘆
の
屋
の
灘
の
塩
焼
き
い
と
ま
な
み
つ
げ
の
小
櫛
も
刺
さ
ず
来
に
け
り 

 

在
原
業
平
朝
臣 

一
五
九
〇 

志
加
の
海
人
の
塩
燒
く
け
ぶ
り
風
を
い
た
み
立
ち
は
の
ぼ
ら
で
山
に
た
な
び
く  

読
人
し
ら
ず 

一
五
九
一 

難
波
女
の
衣
干
す
と
て
刈
り
て
焚
く
蘆
火
の
け
ぶ
り
立
た
ぬ
日
ぞ
な
き 

 

紀
貫
之 

一
五
九
二 

年
ふ
れ
ば
朽
ち
こ
そ
ま
さ
れ
橋
柱
昔
な
が
ら
の
名
だ
に
恋
ら
で 

 
 

壬
生
忠
岑 

一
五
九
三 

春
の
日
の
長
柄
の
浜
に
舟
と
め
て
い
づ
れ
か
橋
と
問
へ
ど
答
え
ぬ 

 
 

惠
慶
法
師 

一
五
九
四 

朽
ち
に
け
る
長
柄
の
橋
を
来
て
見
れ
ば
蘆
の
枯
葉
に
秋
風
ぞ
吹
く 

 
 

後
德
大
寺
左
大
臣 

一
五
九
五 

沖
つ
風
夜
は
に
吹
く
ら
し
難
波
潟
あ
か
つ
き
か
け
て
波
ぞ
寄
す
な
る 

 
 

権
中
納
言
定
頼 

一
五
九
六 

須
磨
の
浦
の
な
ぎ
た
る
朝
は
目
も
は
る
に
霞
に
ま
が
ふ
海
人
の
釣
舟 

 
 

藤
原
孝
善 

一
五
九
七 

秋
風
の
関
吹
き
越
ゆ
る
た
び
ご
と
に
声
う
ち
そ
ふ
る
須
磨
の
浦
波 

 
 

壬
生
忠
見 

一
五
九
八 

須
磨
の
関
夢
を
と
ほ
さ
ぬ
波
の
音
を
思
ひ
も
よ
ら
で
宿
を
か
り
け
る 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

一
五
九
九 

人
住
ま
ぬ
不
破
の
関
屋
の
板
び
さ
し
荒
れ
に
し
の
ち
は
た
だ
秋
の
風 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 



 

174 
 

一
六
〇
〇 

海
人
小
舟
と
ま
吹
き
か
へ
す
浦
風
に
ひ
と
り
明
石
の
月
を
こ
そ
見
れ 

 
 

源
俊
頼
朝
臣 

一
六
〇
一 

和
歌
の
浦
を
松
の
葉
ご
し
に
な
が
む
れ
ば
こ
ず
え
に
寄
す
る
海
人
の
釣
舟 

 

寂
蓮
法
師 

一
六
〇
二 
水
の
江
の
よ
し
の
の
宮
は
神
さ
び
て
よ
は
ひ
た
け
た
る
浦
の
松
風 
 

 

正
三
位
季
能 

一
六
〇
三 
い
ま
さ
ら
に
住
み
う
し
と
て
も
い
か
が
せ
む
灘
の
塩
屋
の
夕
暮
の
空 

 
 

藤
原
秀
能 

一
六
〇
四 

大
淀
の
浦
に
立
つ
波
か
へ
ら
ず
は
松
の
変
は
ら
ぬ
色
を
見
ま
し
や 

 
 

女
御
徽
子
女
王 

一
六
〇
五 

待
つ
人
は
心
ゆ
く
と
も
住
吉
の
里
に
と
の
み
は
思
は
ざ
ら
な
む 

 
 

後
冷
泉
院
御
歌 

一
六
〇
六 

住
吉
の
松
は
待
つ
と
も
思
ほ
え
で
君
が
千
歳
の
影
ぞ
恋
し
き 

 
 

 

大
弐
三
位 

一
六
〇
七 

う
ち
寄
す
る
波
の
声
に
て
し
る
き
か
な
吹
上
の
浜
の
秋
の
初
風 

 
 

祝
部
成
仲 

一
六
〇
八 

沖
つ
風
夜
寒
に
な
れ
や
田
子
の
浦
の
海
人
の
藻
塩
火
焚
き
ま
さ
る
ら
む 

 

越
前 

一
六
〇
九 

見
わ
た
せ
ば
霞
の
う
ち
も
霞
み
け
り
け
ぶ
り
た
な
び
く
塩
釜
の
浦 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

一
六
一
〇 

け
ふ
と
て
や
磯
菜
摘
む
ら
む
伊
勢
島
や
一
志
の
浦
の
海
人
の
を
と
め
子 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

一
六
一
一 

鈴
鹿
山
憂
き
世
を
よ
そ
に
ふ
り
捨
て
て
い
か
に
な
り
ゆ
く
わ
が
身
な
る
ら
む 

 

西
行
法
師 

一
六
一
二 

世
の
中
を
心
高
く
も
い
と
ふ
か
な
富
士
の
け
ぶ
り
を
身
の
思
に
て 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

一
六
一
三 

風
に
な
び
く
富
士
の
け
ぶ
り
の
空
に
消
え
て
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
わ
が
思
か
な 

 

西
行
法
師 

一
六
一
四 

時
知
ら
ぬ
山
は
富
士
の
嶺
い
つ
と
て
か
鹿
の
子
ま
だ
ら
に
雪
の
降
る
ら
む 

 

在
原
業
平
朝
臣 

一
六
一
五 

春
秋
も
知
ら
ぬ
と
き
は
の
山
里
は
住
む
人
さ
へ
や
面
変
り
せ
ぬ 

 
 

在
原
元
方 

一
六
一
六 

花
な
ら
で
た
だ
柴
の
戸
を
さ
し
て
思
ふ
心
の
奥
も
み
吉
野
の
山 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

一
六
一
七 

吉
野
山
や
が
て
出
で
じ
と
思
ふ
身
を
花
散
り
な
ば
と
人
や
待
つ
ら
む 

 
 

西
行
法
師 

一
六
一
八 

い
と
ひ
て
も
な
ほ
い
と
は
し
き
世
な
り
け
り
吉
野
の
奥
の
秋
の
夕
暮 

 
 

藤
原
家
衡
朝
臣 

一
六
二
六 

世
の
中
を
そ
む
き
に
と
て
は
来
し
か
ど
も
な
ほ
憂
き
事
は
大
原
の
里 

 
 

読
人
し
ら
ず 

一
六
二
七 

身
を
ば
か
つ
小
塩
の
山
と
思
ひ
つ
つ
い
か
に
定
め
て
人
の
入
り
け
む 

 
 

大
中
臣
能
宣
朝
臣 

一
六
三
四 

な
が
ら
へ
て
な
ほ
君
が
代
を
松
山
の
待
つ
と
せ
し
ま
に
年
ぞ
経
に
け
る 

 

二
條
院
讃
岐 

一
六
三
八 

世
を
そ
む
く
方
は
い
づ
く
も
あ
り
ぬ
べ
し
大
原
山
は
住
み
よ
か
り
き
や 

 

和
泉
式
部 

一
六
三
九 

思
ふ
こ
と
大
原
山
の
す
み
が
ま
は
い
と
ど
嘆
き
の
数
を
こ
そ
積
め 

 
 

少
将
井
尼 

一
六
四
二 

か
ざ
し
を
る
三
輪
の
繁
山
か
き
分
け
て
あ
は
れ
と
ぞ
思
ふ
杉
立
て
る
門 

 

殷
富
門
院
大
輔 

一
六
四
三 

い
つ
と
な
き
を
ぐ
ら
の
山
の
陰
を
見
て
暮
れ
ぬ
と
人
の
い
そ
ぐ
な
る
か
な 

 

道
命
法
師 

一
六
四
四 

嵯
峨
の
山
千
世
に
古
道
あ
と
と
め
て
ま
た
露
分
く
る
望
月
の
駒 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

一
六
四
五 

佐
保
川
の
流
れ
ひ
さ
し
き
身
な
れ
ど
も
う
き
瀬
に
逢
ひ
て
沈
み
ぬ
る
か
な 

 

知
足
院
入
道
前
関
白
太
政
大
臣 

一
六
四
六 

か
か
る
瀬
も
あ
り
け
る
も
の
を
宇
治
川
の
絶
え
ぬ
ば
か
り
も
歎
き
け
る
か
な 

 
東
三
條
入
道
前
関
白
太
政
大
臣 

一
六
四
八 

も
の
の
ふ
の
八
十
宇
治
川
の
網
代
木
に
い
さ
よ
ふ
波
の
ゆ
く
へ
知
ら
ず
も 

 

柿
本
人
麻
呂 
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一
六
五
〇 

水
上
の
空
に
見
ゆ
る
は
白
雲
の
立
つ
に
ま
が
へ
る
布
引
き
の
滝 

 
 

二
條
関
白
内
大
臣 

一
六
五
一 

久
方
の
天
つ
を
と
め
が
夏
ご
ろ
も
雲
居
に
さ
ら
す
布
引
の
滝 

 
 

 

藤
原
有
家
朝
臣 

一
六
五
二 
昔
聞
く
天
の
河
原
を
尋
ね
来
て
あ
と
な
き
水
を
な
が
む
ば
か
り
ぞ 
 

 

摂
政
太
政
大
臣 

一
六
五
三 
天
の
川
か
よ
ふ
浮
木
に
言
問
は
む
も
み
ぢ
の
橋
は
散
る
や
散
ら
ず
や 

 
 

藤
原
実
方
朝
臣 

一
六
五
四 

真
木
の
板
も
苔
む
す
ば
か
り
な
り
に
け
り
幾
世
経
ぬ
ら
む
瀬
田
の
長
橋 

 

前
中
納
言
匡
房 

一
六
五
五 

定
め
な
き
名
に
は
立
て
れ
ど
飛
鳥
川
早
く
渡
り
し
瀬
に
こ
そ
あ
り
け
れ 

 

中
務 

一
六
六
〇 

わ
く
ら
ば
に
な
ど
か
か
は
人
の
問
は
ざ
ら
む
音
無
川
に
住
む
身
な
り
と
も 

 

大
僧
正
行
尊 

一
六
八
二 

い
そ
の
か
み
ふ
り
に
し
人
を
尋
ね
れ
ば
荒
れ
た
る
宿
に
す
み
れ
摘
み
け
り 

 

能
因
法
師 

一
六
八
六 

秋
さ
れ
ば
狩
人
越
ゆ
る
立
田
山
立
ち
て
も
ゐ
て
も
物
を
し
ぞ
思
ふ 

 
 

柿
本
人
麻
呂 

一
六
八
七 

朝
倉
や
木
の
丸
殿
に
わ
が
を
れ
ば
名
の
り
を
し
つ
つ
ゆ
く
は
誰
が
子
ぞ 

 

天
智
天
皇
御
歌 

 

巻
第
十
八 

雜
歌
下 

一
六
九
五 

筑
紫
に
も
む
ら
さ
き
生
ふ
る
野
べ
は
あ
れ
ど
な
き
名
か
な
し
ぶ
人
ぞ
聞
こ
え
ぬ  

菅
贈
太
政
大
臣 

一
六
九
六 

刈
萱
の
関
守
に
の
み
見
え
つ
る
は
人
も
ゆ
る
さ
ぬ
道
べ
な
り
け
り 

 
 

菅
贈
太
政
大
臣 

一
七
〇
〇 

さ
ざ
波
や
比
良
山
風
の
海
吹
け
ば
釣
す
る
海
人
の
袖
か
へ
る
見
ゆ 

 
 

読
人
し
ら
ず 

一
七
〇
五 

蘆
鴨
の
さ
わ
ぐ
入
江
の
水
の
江
の
世
に
す
み
が
た
き
わ
が
身
な
り
け
り 

 

柿
本
人
麻
呂 

一
七
一
五 

い
に
し
へ
の
海
人
や
け
ぶ
り
と
な
り
ぬ
ら
む
人
目
も
見
え
ぬ
塩
釜
の
浦 

 

一
條
院
皇
后
宮 

一
七
一
六 

都
よ
り
雲
の
八
重
立
つ
奥
山
の
横
川
の
水
は
す
み
よ
か
る
ら
む 

 
 

天
暦
御
歌 

一
七
二
一 

天
つ
風
吹
け
飯
の
浦
に
ゐ
る
た
づ
の
な
ど
か
雲
居
に
帰
ら
ざ
る
べ
き 

 
 

藤
原
淸
正 

一
七
二
三 

大
淀
の
浦
に
刈
り
干
す
み
る
め
だ
に
霞
に
絶
え
て
帰
る
雁
が
ね 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

一
七
二
六 

浅
か
ら
ぬ
心
ぞ
見
ゆ
る
音
羽
川
せ
き
入
れ
し
水
の
流
れ
な
ら
ね
ど 

 
 

周
防
内
侍 

一
七
五
九 

和
歌
の
浦
や
沖
つ
潮
合
に
浮
か
び
出
づ
る
あ
は
れ
わ
が
身
の
よ
る
べ
知
ら
せ
よ  

藤
原
家
隆
朝
臣 

一
七
八
五 

み
ち
の
く
の
い
は
で
し
の
ぶ
は
え
ぞ
知
ら
ぬ
書
き
つ
く
し
て
よ
壺
の
石
文 

 

前
右
大
将
頼
朝 

一
七
九
一 

数
な
ら
で
世
に
住
み
の
江
の
み
を
つ
く
し
い
つ
を
待
つ
と
も
な
き
身
な
り
け
り  

源
俊
頼
朝
臣 

一
七
九
二 

憂
き
な
が
ら
久
し
く
ぞ
世
を
過
ぎ
に
け
る
あ
は
れ
や
か
け
し
住
吉
の
松 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

一
七
九
三 

春
日
山
谷
の
う
も
れ
木
く
ち
ぬ
と
も
君
に
告
げ
こ
せ
峯
の
松
風 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

一
七
九
五 

み
な
人
の
そ
む
き
は
て
ぬ
る
世
の
中
に
布
留
の
社
の
身
を
い
か
に
せ
む 

 

女
御
徽
子
女
王 

一
八
一
四 

位
山
あ
と
を
た
づ
ね
て
の
ぼ
れ
ど
も
子
を
思
ふ
道
に
な
ほ
ま
よ
ひ
ぬ
る 

 

土
御
門
内
大
臣 

一
八
一
九 

荒
く
吹
く
風
は
い
か
に
と
宮
城
野
の
小
萩
が
う
へ
を
人
の
問
へ
か
し 

 
 

赤
染
衞
門 

一
八
二
〇 

う
つ
ろ
は
で
し
ば
し
信
太
の
杜
を
見
よ
か
へ
り
も
ぞ
す
る
葛
の
裏
風 

 
 

赤
染
衞
門 
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一
八
四
七 

暮
る
る
ま
も
待
つ
べ
き
世
か
は
あ
だ
し
野
の
末
葉
の
露
に
あ
ら
し
立
つ
な
り 

 

式
子
内
親
王 

一
八
四
八 

津
の
国
の
な
が
ら
ふ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
か
な
み
じ
か
き
蘆
の
世
に
こ
そ
あ
り
け
れ  

花
山
院
御
歌 

 

巻
第
十
九 

神
祇
歌 

一
八
五
六 

い
か
ば
か
り
年
は
経
ぬ
と
も
住
の
江
の
松
ぞ
ふ
た
た
び
生
ひ
か
は
り
ぬ
る 

 

（
読
人
し
ら
ず
） 

一
八
六
〇 

思
ふ
こ
と
身
に
あ
ま
る
ま
で
鳴
る
滝
の
し
ば
し
よ
ど
む
を
な
に
う
ら
む
ら
む 

 

（
読
人
し
ら
ず
） 

一
八
六
二 

鏡
に
も
影
み
た
ら
し
の
水
の
面
に
う
つ
る
ば
か
り
の
心
と
を
知
れ 

 
 

（
読
人
し
ら
ず
） 

一
八
六
七 

飛
び
か
け
る
天
の
岩
舟
尋
ね
て
ぞ
秋
津
島
に
は
宮
は
じ
め
け
る 

 
 

三
統
理
平 

一
八
七
一 

神
風
や
御
裳
濯
川
の
そ
の
か
み
に
ち
ぎ
り
し
こ
と
の
末
を
た
が
ふ
な 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

一
八
七
二 

ち
ぎ
り
あ
り
て
け
ふ
宮
川
の
ゆ
ふ
か
ず
ら
長
き
世
ま
で
も
か
け
て
頼
ま
む 

 

藤
原
定
家
朝
臣 

一
八
七
四 

神
風
や
五
十
鈴
川
波
か
ず
し
ら
ず
澄
む
べ
き
御
代
に
ま
た
帰
り
来
む 

 
 

春
宮
権
大
夫
公
継 

一
八
七
五 

な
が
め
ば
や
神
路
の
山
に
雲
消
え
て
ゆ
ふ
べ
の
空
を
出
で
む
月
影 

 
 

太
上
天
皇 

一
八
七
八 

神
路
山
月
さ
や
か
な
る
誓
あ
り
て
天
の
下
を
ば
照
ら
す
な
り
け
り 

 
 

西
行
法
師 

一
八
七
九 

さ
や
か
な
る
鷲
の
高
根
の
雲
居
よ
り
影
や
は
ら
ぐ
る
月
読
の
杜 

 
 

西
行
法
師 

一
八
八
〇 

や
は
ら
ぐ
る
光
に
あ
ま
る
影
な
れ
や
五
十
鈴
川
原
の
秋
の
夜
の
月 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

一
八
八
一 

立
ち
帰
り
ま
た
も
見
ま
く
の
ほ
し
き
か
な
御
裳
濯
川
の
瀬
瀬
の
白
波 

 
 

中
院
右
大
臣 

一
八
八
二 

神
風
や
五
十
鈴
の
河
の
宮
柱
幾
千
代
す
め
と
た
て
は
じ
め
け
む 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

一
八
八
四 

神
風
や
山
田
の
原
の
さ
か
き
葉
に
心
の
し
め
を
掛
け
ぬ
日
ぞ
な
き 

 
 

越
前 

一
八
八
五 

五
十
鈴
川
空
や
ま
だ
き
に
秋
の
声
し
た
つ
岩
根
の
松
の
夕
風 

 
 

 

大
中
臣
明
親 

一
八
八
六 

ち
は
や
ぶ
る
香
椎
宮
の
あ
や
杉
は
神
の
み
そ
ぎ
に
た
て
る
な
り
け
り 

 
 

読
人
し
ら
ず 

一
八
八
八 

年
を
経
て
憂
き
影
を
の
み
み
た
ら
し
の
変
る
世
も
な
き
身
を
い
か
に
せ
む 

 

周
防
内
侍 

一
八
八
九 

月
さ
ゆ
る
み
た
ら
し
川
に
影
見
え
て
氷
に
す
れ
る
山
藍
の
袖 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

一
八
九
一 

君
を
祈
る
こ
こ
ろ
の
色
を
人
問
は
ば
た
だ
す
の
宮
の
あ
け
の
玉
垣 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

一
八
九
四 

石
川
や
瀬
見
の
小
川
の
清
け
れ
ば
月
も
流
れ
を
た
づ
ね
て
ぞ
す
む 

 
 

鴨
長
明 

一
八
九
五 

万
年
を
祈
り
ぞ
か
く
る
ゆ
ふ
だ
す
き
春
日
の
山
の
峯
の
あ
ら
し
に 

 
 

中
納
言
資
仲 

一
八
九
六 

け
ふ
祭
る
神
の
心
や
な
び
く
ら
む
し
で
に
波
立
つ
佐
保
の
川
風 

 
 

入
道
前
関
白
太
政
大
臣 

一
八
九
七 

天
の
下
み
か
さ
の
山
の
影
な
ら
で
頼
む
か
た
な
き
身
と
は
知
ら
ず
や 

 
 

入
道
前
関
白
太
政
大
臣 

一
八
九
八 

春
日
野
の
お
ど
ろ
の
道
の
埋
も
れ
水
未
だ
に
神
の
し
る
し
あ
ら
は
せ 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

一
八
九
九 

千
世
ま
で
も
心
し
て
吹
け
も
み
ぢ
葉
を
神
も
小
塩
の
山
お
ろ
し
の
風 

 
 

藤
原
伊
家 

一
九
〇
〇 

小
塩
山
神
の
し
る
し
を
松
の
葉
に
ち
ぎ
り
し
色
は
か
へ
る
も
の
か
は 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 
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一
九
〇
三 

お
し
な
べ
て
日
吉
の
影
は
く
も
ら
ぬ
に
涙
あ
や
し
き
き
の
ふ
け
ふ
か
な 

 

前
大
僧
正
慈
円 

一
九
〇
四 

も
ろ
人
の
願
ひ
を
御
津
の
浜
風
に
心
す
ず
し
き
し
で
の
音
か
な 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

一
九
〇
七 
岩
に
む
す
苔
ふ
み
な
ら
す
御
熊
野
の
山
の
か
ひ
あ
る
ゆ
く
す
ゑ
も
が
な 

 

太
上
天
皇 

一
九
〇
八 
熊
野
川
く
だ
す
早
瀬
の
み
な
れ
棹
さ
す
が
見
な
れ
ぬ
波
の
か
よ
ひ
路 

 
 

太
上
天
皇 

一
九
〇
九 

立
ち
の
ぼ
る
塩
屋
の
け
ぶ
り
浦
風
に
な
び
く
を
神
の
心
と
も
が
な 

 
 

德
大
寺
左
大
臣 

一
九
一
〇 

岩
代
の
神
は
知
る
ら
む
し
る
べ
せ
よ
頼
む
憂
き
世
の
夢
の
ゆ
く
す
ゑ 

 
 

読
人
し
ら
ず 

一
九
一
二 

年
経
と
も
越
の
白
山
忘
れ
ず
は
か
し
ら
の
雪
を
あ
は
れ
と
も
見
よ 

 
 

左
京
大
夫
顕
輔 

一
九
一
三 

住
吉
の
浜
松
が
枝
に
風
吹
け
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資料 ③ 新古今和歌集の歌枕 ―― 頻度・五十音順に 

 

地名 地名漢字 頻度 現在地方 現在都道府県 国名 

1. よしの 吉野 22 近畿 奈良県 大和 

2. なには 難波 14 近畿 大阪府 摂津 

3. たつた 立田 13 近畿 奈良県 大和 

4. うぢ 宇治 11 近畿 京都府 山城 

5. かすが 春日 10 近畿 奈良県 大和 

6. すま 須磨 10 近畿 兵庫県 摂津 

7. ふる 布留 10 近畿 奈良県 大和 

8. しのぶ 信夫 9 東北 福島県 陸奥 

9. ふじ 富士山 9 中部 静岡県 駿河 

10. いそのかみ 石上 7 近畿 奈良県 大和 

11. かつらぎ 葛城 7 近畿 奈良県 大和 

12. すみよし 住吉 7 近畿 大阪府 摂津 

13. いすずがは 五十鈴川 6 近畿 三重県 伊勢 

14. かたの 交野 6 近畿 大阪府 河内 

15. さやのなかやま 佐夜中山 6 九州 福岡県 遠江 

16. しが 志賀 6 近畿 滋賀県 近江 

17. しほがま 塩釜 6 東北 宮城県 陸奥 

18. あかし 明石 5 近畿 兵庫県 播磨 

19. あすか 飛鳥 5 近畿 奈良県 大和 

20. あふさか 逢坂 5 近畿 滋賀県 近江 

21. おじま 雄島 5 東北 宮城県 陸奥 

22. さほ 佐保 5 近畿 奈良県 大和 

23. すゑのまつやま 松山 5 東北 宮城県 陸奥 

24. なるみ 鳴海 5 中部 愛知県 尾張 

25. はつせ 初瀬 5 近畿 奈良県 大和 

26. みわ 三輪 5 近畿 奈良県 大和 

27. やましろ 山城 5 近畿 京都府 山城 

28. わかのうら 和歌浦 5 近畿 和歌山県 紀伊 

29. いせ 伊勢 4 近畿 三重県 伊勢 

30. うつのやま 宇津山 4 中部 静岡県 駿河 

31. おほいがは 大堰川 4 近畿 京都府 山城 

32. おほはら 大原 4 近畿 京都府 山城 

33. かぐやま 香具山  4 近畿 奈良県 大和 
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34. さが 嵯峨 4 九州 佐賀県 山城 

35. すみのえ 住江 4 近畿 大阪府 摂津 

36. たかまど 高円 4 近畿 奈良県 大和 

37. つくし 筑紫 4 九州 福岡県 筑前 

38. ふかくさ 深草 4 近畿 京都府 山城 

39. ふしみ 伏見 4 近畿 京都府 山城 

40. みやぎ 宮城 4 東北 宮城県 陸奥 

41. よど 淀 4 近畿 京都府 山城 

42. ゐで 井手 4 近畿 京都府 山城 

43. をぐら 小倉 4 近畿 京都府 山城 

44. をしほ 小塩 4 近畿 京都府 山城 

45. あはぢ 淡路 3 近畿 兵庫県 淡路 

46. あぶくまがは 阿武隈川 3 東北 福島県 陸奥 

47. あらしやま 嵐山 3 近畿 京都府 山城 

48. おほよど 大淀 3 近畿 三重県 伊勢 

49. からさき 唐崎 3 近畿 滋賀県 近江 

50. きよたきがは 清滝川 3 近畿 京都府 山城 

51. きよみがた 清見潟 3 中部 静岡県 駿河 

52. しのだのもり 信太杜 3 近畿 大阪府 和泉 

53. つのくに 津国 3 近畿 大阪府 摂津 

54. ときは 常盤 3 近畿 京都府 山城 

55. ながらのはし 長柄橋 3 近畿 大阪府 摂津 

56. なとりがは 名取川 3 東北 宮城県 陸奥 

57. ひら 比良山 3 近畿 滋賀県 近江 

58. ふきあげのはま 吹上浜 3 近畿 和歌山県 紀伊 

59. まつちのやま 松乳山 3 関東 東京都 大和 

60. みたらしがは 御手洗川 3 近畿 京都府 山城 

61. みちのく 陸奥 3 東北 青森県とその他 陸奥 

62. やまだのはら 山田原 3 近畿 三重県 伊勢 

63. あさま 浅間 2 中部 長野県 信濃 

64. あしや 芦屋 2 近畿 兵庫県 摂津 

65. あまのかは 天川 2 近畿 大阪府 摂津 

66. いきのまつはら 生松原 2 九州 福岡県 筑前 

67. いこまやま 生駒山 2 近畿 奈良県 大和 

68. いづみがは 泉川 2 近畿 三重県とその他 山城 

69. いはしろ 岩代 2 近畿 和歌山県 紀伊 
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70. いぶき 伊吹 2 近畿 滋賀県 近江 

71. いるさのやま 入佐山 2 近畿 兵庫県 但馬 

72. おとはがは 音羽川 2 近畿 京都府 近江 

73. おふのうら 苧生浦 2 近畿 三重県 伊勢 

74. おほえやま 大江山 2 近畿 京都府 山城 

75. かへるやま 帰山 2 中部 福井県 越前 

76. かみぢやま 神路山 2 近畿 三重県 伊勢 

77. かみやま 神山 2 近畿 京都府 山城 

78. かんなびやま 神南備山 2 近畿 奈良県 大和 

79. きのくに 紀国 2 近畿 和歌山県 伊勢 

80. くまの 熊野 2 近畿 和歌山県 伊勢 

81. くめぢのはし 久米路橋 2 近畿 奈良県 大和 

82. こし・こしじ 越・越路 2 中部 福井県とその他 越（前

中後） 

83. さらしなやおば

すてやま 

更級や姨捨 2 中部 長野県 信濃 

84. しらやま 白山 2 北陸 石川県 加賀 

85. すがはら 菅原 2 近畿 奈良県 大和 

86. すずか 鈴鹿 2 近畿 三重県 伊勢 

87. そでのうら 袖浦 2 東北 山形県 出羽 

88. そのはら 園原 2 中部 長野県 信濃 

89. たかさご 高砂 2 近畿 兵庫県 播磨 

90. たかまやま 高間山 2 近畿 奈良県 大和 

91. たけくま 武隈 2 東北 宮城県 陸奥 

92. たごのうら 田子の浦 2 中部 静岡県 駿河 

93. ただす 糺 2 近畿 京都府 山城 

94. つくばやま 筑波山 2 関東 茨城県 常陸 

95. とこのやま 鳥籠山 2 近畿 滋賀県 近江 

96. とをち 十市 2 近畿 奈良県 大和 

97. ながらやま 長等山 2 近畿 滋賀県 近江 

98. なだ 灘 2 近畿 兵庫県 摂津 

99. ぬのびきのたき 布引滝 2 近畿 兵庫県 摂津 

100. ははそのもり 柞杜 2 近畿 京都府 山城 

101. ふしみ 伏見 2 近畿 奈良県 大和 

102. まつしま 松島 2 東北 宮城県 陸奥 

103. みかさのやま 三笠山 2 近畿 奈良県 大和 
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104. みしまえ 三島江 2 近畿 大阪府 摂津 

105. みずのえ 水ノ江 2 近畿 京都府 丹後 

106. みつ（近江） 三津 2 近畿 滋賀県 近江 

107. みむろやま 三室山 2 近畿 奈良県 大和 

108. みもすそがは 御裳濯河 2 近畿 三重県 伊勢 

109. むさしの 武蔵野 2 関東 東京都 武蔵 

110. むろのやしま 室八嶋 2 関東 栃木県 下野 

111. もるやま 守山 2 近畿 滋賀県 近江 

112. ゆら 由良 2 近畿 京都府 丹後 

113. をぐら 小倉 2 近畿 奈良県 大和 

114. あきしの 秋篠 1 近畿 奈良県 大和 

115. あきつしま 秋津島 1 近畿 奈良県 大和 

116. あさかのぬま 安積沼 1 東北 福島県 陸奥 

117. あさくら 朝倉 1 九州 福岡県 筑前 

118. あさひのさと 朝日里 1 近畿 滋賀県 近江 

119. あさひのやま 朝日山 1 近畿 京都府 山城 

120. あだしの 化野 1 近畿 京都府 山城 

121. あだち 安達 1 東北 福島県 陸奥 

122. あふみ 近江 1 近畿 滋賀県 近江 

123. あらちやま 有乳山 1 近畿 滋賀県 越前 

124. ありすがは 有栖川 1 近畿 京都府 山城 

125. ありまやま 有馬山 1 近畿 兵庫県 摂津 

126. あをばのやま 青葉山 1 近畿 京都府 近江 

127. いくた 生田 1 近畿 兵庫県 摂津 

128. いくの 生野 1 近畿 京都府 丹波 

129. いしがはやせみ

のをがは 

石 川 瀬 見

小川 

1 近畿 京都府 山城 

130. いしやま 石山 1 近畿 滋賀県 近江 

131. いせしま 伊勢島 1 近畿 三重県 志摩 

132. いちしのうら 一志浦 1 近畿 三重県 伊勢 

133. いつはた 五幡 1 中部 福井県 越前 

134. いづみ 和泉 1 近畿 大阪府 和泉 

135. いなば 因幡 1 中国 鳥取県 因幡 

136. いはせやま 岩瀬山 1 近畿 奈良県 大和 

137. いはたのをの 岩田小野 1 近畿 京都府 山城 

138. いはで 岩手 1 東北 岩手県 陸奥 
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139. いるの 入野 1 近畿 京都府 山城 

140. うどはま 有度浜 1 中部 静岡県 駿河 

141. うりんいん 雲林院 1 近畿 京都府 山城 

142. えぞ 蝦夷 1 北海道 北海道 陸奥 

143. おいそのもり 老曾森 1 近畿 滋賀県 近江 

144. おきつのはま1 興津浜 1 近畿 大阪府 和泉 

145. おくうみ 奥海 1 東北 青森県とその他 陸奥 

146. おとなしがは 音無川 1 近畿 和歌山県 紀伊 

147. おとはやま 音羽山 1 近畿 滋賀県 近江 

148. おとはやま 音羽山 1 近畿 京都府 山城 

149. おふ 飫宇 1 中国 島根県 出雲 

150. おほあらき 大荒木 1 近畿 京都府 山城 

151. おほがはのべ 大川野辺 1 近畿 奈良県 大和 

152. かがみのやま 鏡山 1 近畿 滋賀県 近江 

153. かしはぎのもり 柏木杜 1 近畿 奈良県 大和 

154. かしひのみや 香椎宮 1 九州 福岡県 筑前 

155. かたをか 片岡 1 近畿 京都府 山城 

156. かたをか 片岡 1 近畿 奈良県 大和 

157. かつらがは 桂川 1 近畿 京都府 山城 

158. かめゐ 亀井 1 近畿 大阪府 摂津 

159. かも 賀茂 1 近畿 京都府 山城 

160. かるかやのせき 刈萱関 1 九州 福岡県 筑前 

161. かんなびがは 神南備川 1 近畿 京都府 山城 

162. きさがた 象潟 1 東北 秋田県 出羽 

163. きびのなかやま 吉備中山 1 中国 岡山県 備中 

164. きぶねがは 貴船川 1 近畿 京都府 山城 

165. くまのがは 熊野川 1 近畿 和歌山県 伊勢 

166. くらゐやま 位山 1 中部 岐阜県 飛騨 

167. けしきのもり 景色杜 1 九州 鹿児島県 大隅 

168. こがらしのもり 木枯杜 1 中部 静岡県 駿河 

169. ころもがは 衣川 1 東北 岩手県 陸奥 

170. さかた 坂田 1 近畿 滋賀県 近江 

171. さざなみ 楽波 1 近畿 滋賀県 近江 

172. さの 佐野 1 関東 群馬県 紀伊 

                                                   
1 久保田淳の注釈によると、「興津の浜は藤原忠房の本歌では和泉国の地名とされている。

しかし、駿河国にも同名の地があり、定家がどちらを念頭において詠んだかは不明」。 
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173. しか 志珂 1 九州 福岡 筑前 

174. しきつ 敷津 1 近畿 大阪府 摂津 

175. しなの 信濃 1 中部 長野県 信濃 

176. しのはら 篠原 1 近畿 滋賀県 近江 

177. しめぢがはら 標茅原 1 関東 栃木県 下野 

178. しらかは 白河 1 近畿 京都府 山城 

179. するが 駿河 1 中部 静岡県 駿河 

180. せたのながはし 瀬田長橋 1 近畿 滋賀県 近江 

181. たかのおやま 鷹ノ尾山 1 近畿 滋賀県 近江 

182. たこのうら 多祜浦 1 中部、北陸 富山県 越中 

183. たまえ 玉江 1 中部 福井県 越前 

184. つきよみのもり 月読杜 1 近畿 三重県 伊勢 

185. つぼのいしぶみ 壺ノ碑 1 東北 青森県 陸奥 

186. としま 富島 1 近畿 兵庫県 摂津 

187. とばだ 鳥羽田 1 近畿 京都府 山城 

188. とふのうら 十布 1 東北 宮城県 陸奥 

189. とぶひの 飛火野 1 近畿 京都府 大和 

190. ながた 長田 1 近畿 京都府 丹波 

191. なぐさのはま 名草浜 1 近畿 和歌山県 紀伊 

192. なごのうみ 奈古海 1 中部 富山県 越中 

193. なつみのかは 夏身川 1 近畿 奈良県 大和 

194. ならのおがは 楢小川 1 近畿 京都府 山城 

195. なるたき 鳴滝 1 近畿 京都府 紀伊 

196. にほのうみ 鳰海 1 近畿 滋賀県 近江 

197. のじまがみね 野島埼 1 近畿 兵庫県 淡路 

198. のだのたまがは 野田玉川 1 東北 宮城県 陸奥 

199. のなかのしみず 野中清水 1 近畿 兵庫県 播磨 

200. はつかやま 羽束山 1 近畿 京都府 摂津 

201. ひはら 檜原 1 近畿 奈良県 大和 

202. ひよし 日吉 1 近畿 滋賀県 近江 

203. ふけひのうら 吹飯浦 1 近畿 大阪府 和泉 

204. ふたみのうら 二見浦 1 近畿 三重県 紀伊 

205. ふぢえのうら 藤江浦 1 近畿 兵庫県 播磨 

206. ふはのせきや 不破関屋 1 中部 岐阜県 美濃 

207. まきむく 巻向 1 近畿 奈良県 大和 

208. まちかねやま 待兼山 1 近畿 大阪府 摂津 
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209. まつい 松井 1 中国 岡山県 近江 

210. まつのおやま 松尾山 1 近畿 京都府 山城 

211. まつら 松浦 1 九州 佐賀県 肥前 

212. まのの 真野 1 近畿 大阪府 大和 

213. みかのはら 甕原 1 近畿 京都府 山城 

214. みずぐきのおか 水茎丘 1 近畿 滋賀県 近江 

215. みつ（摂津） 御津 1 近畿 大阪府 摂津 

216. みなせがは 水瀬川 1 近畿 大阪府 摂津 

217. みののおやま 美濃小川 1 中部 岐阜県 美濃 

218. みやがは 宮河 1 近畿 三重県 伊勢 

219. みよしの 三芳野 1 関東 東京都 武蔵 

220. むつたのよど 六田淀 1 近畿 奈良県 大和 

221. むらさきの 紫野 1 近畿 京都府 山城 

222. やたのの 矢田野 1 近畿 奈良県 越前 

223. やまのい 山井 1 近畿 京都府 山城 

224. ゆふはやま 夕羽山 1 不明 不明 出羽 

225. ゆら 由良 1 近畿 和歌山県 紀伊 

226. よがは 横川 1 近畿 滋賀県 近江 

227. わかのまつばら 和歌松原 1 近畿 三重県 伊勢 

228. わたらひ 度会 1 近畿 三重県 伊勢 

229. ゐなの 猪名野 1 近畿 大阪府 摂津 
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資
料 
④ 

体
言
止
め
を
使
う
和
歌   

 

三 
 

山
ふ
か
み
春
と
も
し
ら
ぬ
松
の
戸
に
た
え
だ
え
か
か
る
雪
の
た
ま
水  

 
 

 

式
子
内
親
王 

六 
 

春
と
い
へ
ば
霞
に
け
り
な
き
の
ふ
ま
で
波
間
に
み
え
し
淡
路
島
山 

 
 

 

俊
恵
法
師 

一
〇 

 

春
日
野
の
下
も
え
わ
た
る
草
の
上
に
つ
れ
な
く
み
ゆ
る
春
の
あ
は
雪 

 
 

 

権
中
納
言
国
信 

一
三 

 

若
菜
つ
む
袖
と
ぞ
み
ゆ
る
春
日
野
の
飛
火
の
野
べ
の
雪
の
む
ら
ぎ
え 

 
 

 

前
参
議
教
長 

一
七 

 

谷
川
の
う
ち
出
づ
る
波
も
声
た
て
つ
う
ぐ
ひ
す
さ
そ
へ
春
の
山
風 

 
 

 

藤
原
家
隆
朝
臣 

一
八 

 

う
ぐ
ひ
す
の
鳴
け
ど
も
い
ま
だ
降
る
雪
に
杉
の
葉
し
ろ
き
逢
坂
の
山 

 
 

 

太
上
天
皇 

二
二 

 

い
づ
れ
を
か
花
と
は
わ
か
む
ふ
る
さ
と
の
春
日
の
原
に
ま
だ
消
え
ぬ
雪 

 
 

凡
河
内
躬
恒 

二
三 

 

空
は
な
ほ
霞
も
や
ら
ず
風
さ
え
て
雪
げ
に
く
も
る
春
の
夜
の
月 

 
 

 

摂
政
太
政
大
臣 

二
六 

 

夕
月
夜
し
ほ
満
ち
来
ら
し
難
波
江
の
蘆
の
若
葉
に
こ
ゆ
る
白
波 

 
 

 

藤
原
秀
能 

二
七 

 

降
り
つ
み
し
高
峯
の
み
雪
と
け
に
け
り
清
滝
川
の
み
づ
の
白
波 

 
 

 

西
行
法
師 

二
九 

 

あ
づ
さ
弓
は
る
山
ち
か
く
家
ゐ
し
て
た
え
ず
聞
き
つ
る
う
ぐ
ひ
す
の
声 

 
 

山
辺
赤
人 

三
三 

 

あ
ま
の
原
富
士
の
け
ぶ
り
の
春
の
色
の
霞
に
な
び
く
あ
け
ぼ
の
の
空 

 
 

 

前
大
僧
正
慈
円 

三
五 

 

な
ご
の
海
の
霞
の
ま
よ
り
な
が
む
れ
ば
入
る
日
を
洗
ふ
沖
つ
白
波 

 
 

 

後
徳
大
寺
左
大
臣 

三
七 

 

か
す
み
た
つ
末
の
松
山
ほ
の
ぼ
の
と
波
に
は
な
る
る
横
雲
の
空 

 
 

 

藤
原
家
隆
朝
臣 

三
八 

 

春
の
夜
の
夢
の
浮
橋
と
だ
え
し
て
峯
に
わ
か
る
る
横
雲
の
空 

 
 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

四
〇 

 

お
ほ
ぞ
ら
は
梅
の
に
ほ
ひ
に
霞
み
つ
つ
く
も
り
も
は
て
ぬ
春
の
夜
の
月 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

四
七 

 

梅
の
花
あ
か
ぬ
色
香
も
む
か
し
に
て
お
な
じ
形
見
の
春
の
夜
の
月 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

五
六 

 

あ
さ
み
ど
り
花
も
ひ
と
つ
に
霞
み
つ
つ
お
ぼ
ろ
に
み
ゆ
る
春
の
よ
の
月 

 
 

菅
原
孝
標
女 

五
八 

 

い
ま
は
と
て
た
の
む
の
雁
も
う
ち
わ
び
ぬ
お
ぼ
ろ
月
夜
の
あ
け
ぼ
の
の
空 

 
 

寂
蓮
法
師 

五
九 

 

聞
く
人
ぞ
涙
は
お
つ
る
帰
る
雁
鳴
き
て
ゆ
く
な
る
あ
け
ぼ
の
の
空 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

六
一 

 

忘
る
な
よ
た
の
む
の
沢
を
立
つ
雁
も
稲
葉
の
風
の
秋
の
夕
暮 

 
 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

六
四 

 

つ
く
づ
く
と
春
の
な
が
め
の
さ
び
し
き
は
し
の
ぶ
に
伝
ふ
軒
の
た
ま
水 

 
 

 

大
僧
正
行
慶 

七
三 

 

春
風
の
霞
吹
き
と
く
絶
え
ま
よ
り
み
だ
れ
て
な
び
く
青
柳
の
糸 

 
 

 

殷
富
門
院
大
輔 

七
六 
 

薄
く
濃
き
野
べ
の
み
ど
り
の
若
草
に
跡
ま
で
み
ゆ
る
雪
の
む
ら
ぎ
え 

 
 

 

宮
内
卿 

八
〇 

 

さ
く
ら
ば
な
咲
か
ば
ま
づ
み
む
と
思
ふ
ま
に
日
数
へ
に
け
り
春
の
山
里 

 
 

藤
原
隆
時
朝
臣 

八
二 

 

思
ふ
ど
ち
そ
こ
と
も
し
ら
ず
ゆ
き
く
れ
ぬ
花
の
宿
か
せ
野
べ
の
う
ぐ
ひ
す 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

八
五 

 

ゆ
か
む
人
来
む
人
し
の
べ
春
が
す
み
立
田
の
山
の
初
さ
く
ら
ば
な 

 
 

 

中
納
言
家
持 

八
七 

 

葛
城
や
高
間
の
桜
咲
き
に
け
り
立
田
の
お
く
に
か
か
る
白
雲 

 
 

 
 

寂
蓮
法
師 
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九
二 

 

吉
野
山
花
や
さ
か
り
に
に
ほ
ふ
ら
む
ふ
る
さ
と
さ
え
ぬ
峯
の
白
雪 

 
 

 

藤
原
家
衡
朝
臣 

九
三 

 

岩
根
ふ
み
か
さ
な
る
山
を
分
け
す
て
て
花
も
い
く
へ
の
跡
の
白
雲 

 
 

 

藤
原
雅
経
朝
臣 

九
四 

 
た
づ
ね
き
て
花
に
く
ら
せ
る
木
の
間
よ
り
待
つ
と
し
も
な
き
山
の
は
の
月 

 
 

藤
原
雅
経
朝
臣 

九
七 

 
花
ぞ
み
る
道
の
芝
草
ふ
み
わ
け
て
吉
野
の
宮
の
春
の
あ
け
ぼ
の 

 
 

 

正
三
位
季
能 

一
〇
〇  

い
く
と
せ
の
春
に
心
を
つ
く
し
き
ぬ
あ
は
れ
と
思
へ
み
よ
し
の
の
花 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

一
一
二  

風
か
よ
ふ
ね
ざ
め
の
袖
の
花
の
香
に
か
を
る
枕
の
春
の
夜
の
ゆ
め 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

一
一
四  

ま
た
や
見
む
交
野
の
み
野
の
さ
く
ら
が
り
花
の
雪
散
る
春
の
あ
け
ぼ
の 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

一
一
八  

や
ま
ざ
く
ら
花
の
し
た
風
吹
き
に
け
り
木
の
も
と
ご
と
の
雪
の
む
ら
ぎ
え 

 
 

康
資
王
母 

一
二
一  

時
し
も
あ
れ
た
の
む
の
雁
の
別
れ
さ
へ
花
散
る
こ
ろ
の
み
よ
し
の
の
里 

 
 

源
具
親 

一
二
九  

逢
坂
や
こ
ず
ゑ
の
花
を
吹
く
か
ら
に
あ
ら
し
ぞ
霞
む
関
の
杉
む
ら 

 
 

 

宮
内
卿 

一
三
〇  

山
た
か
み
峯
の
あ
ら
し
に
散
る
花
の
月
に
あ
ま
ぎ
る
あ
け
が
た
の
空 

 
 

 

二
条
院
讃
岐 

一
三
二  

散
り
ま
が
ふ
花
の
よ
そ
め
は
吉
野
山
あ
ら
し
に
さ
わ
ぐ
峯
の
白
雲 

 
 

 

刑
部
卿
頼
輔 

一
三
三  

み
よ
し
の
の
高
峯
の
さ
く
ら
散
り
に
け
り
あ
ら
し
も
白
き
春
の
あ
け
ぼ
の 

 
 

太
上
天
皇 

一
三
六  

さ
そ
は
れ
ぬ
人
の
た
め
と
や
の
こ
り
け
む
あ
す
よ
り
さ
き
の
花
の
白
雪 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

一
三
九  

さ
く
ら
ば
な
夢
か
う
つ
つ
か
白
雲
の
絶
え
て
つ
ね
な
き
峯
の
春
風 

 
 

 

藤
原
家
隆
朝
臣 

一
四
一  

は
か
な
さ
を
ほ
か
に
も
い
は
じ
さ
く
ら
ば
な
咲
き
て
は
散
り
ぬ
あ
は
れ
世
の
中  

 

後
徳
大
寺
左
大
臣 

一
四
四  

散
る
花
の
忘
れ
が
た
み
の
峯
の
雲
そ
を
だ
に
の
こ
せ
春
の
山
風 

 
 

 

左
近
中
将
良
平 

一
四
五  

花
さ
そ
ふ
な
ご
り
を
雲
に
吹
き
と
め
て
し
ば
し
は
に
ほ
へ
春
の
山
風 

 
 

 

藤
原
雅
経
朝
臣 

一
五
二  

花
流
す
瀬
を
も
み
る
べ
き
三
日
月
の
わ
れ
て
入
り
ぬ
る
山
の
を
ち
か
た 

 
 

坂
上
是
則 

一
五
四  

思
ひ
立
つ
鳥
は
古
巣
も
た
の
む
ら
む
な
れ
ぬ
る
花
の
あ
と
の
夕
暮 

 
 

 

寂
蓮
法
師 

一
五
五  

散
り
に
け
り
あ
は
れ
恨
み
の
た
れ
な
れ
ば
花
の
あ
と
と
ふ
春
の
山
風 

 
 

 

寂
蓮
法
師 

一
五
九  

駒
と
め
て
な
ほ
水
か
は
む
や
ま
ぶ
き
の
花
の
露
そ
ふ
井
手
の
玉
川 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

一
六
〇  

岩
根
こ
す
清
滝
川
の
は
や
け
れ
ば
波
折
り
か
く
る
岸
の
や
ま
ぶ
き 

 
 

 

権
中
納
言
国
信 

一
六
一  

か
は
づ
鳴
く
神
南
備
川
に
か
げ
み
え
て
今
か
さ
く
ら
む
や
ま
ぶ
き
の
花 

 
 

厚
見
王 

一
六
三  

か
く
て
こ
そ
見
ま
く
ほ
し
け
れ
よ
ろ
づ
代
を
か
け
て
に
ほ
へ
る
藤
波
の
花 

 
 

延
喜
御
歌 

一
六
九  

暮
れ
て
ゆ
く
春
の
み
な
と
は
し
ら
ね
ど
も
霞
に
落
つ
る
宇
治
の
柴
舟 

 
 

 

寂
蓮
法
師 

一
七
〇  

来
ぬ
ま
で
も
花
ゆ
ゑ
人
の
待
た
れ
つ
る
春
も
暮
れ
ぬ
る
み
山
べ
の
里 

 
 

 

藤
原
伊
綱 

一
七
三  

柴
の
戸
を
さ
す
や
日
影
の
な
ご
り
な
く
春
暮
れ
か
か
る
山
の
端
の
雲 

 
 

 

宮
内
卿 

一
七
四  

あ
す
よ
り
は
志
賀
の
花
園
ま
れ
に
だ
に
た
れ
か
は
と
は
む
春
の
ふ
る
さ
と 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

一
七
五  

春
過
ぎ
て
夏
き
に
け
ら
し
白
栲
の
衣
ほ
す
て
ふ
天
の
香
具
山 

 
 

 
 

持
統
天
皇
御
歌 
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一
七
九  

折
り
ふ
し
も
う
つ
れ
ば
か
へ
つ
世
の
中
の
人
の
心
の
花
染
め
の
袖 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

一
八
二  

忘
れ
め
や
あ
ふ
ひ
を
草
に
引
き
結
び
か
り
ね
の
野
べ
の
露
の
あ
け
ぼ
の 

 
 

式
子
内
親
王 

一
九
四  
お
の
が
妻
恋
ひ
つ
つ
鳴
く
や
さ
つ
き
や
み
神
南
備
山
の
山
ほ
と
と
ぎ
す 

 
 

藤
原
雅
経
朝
臣 

二
〇
一  
昔
思
ふ
草
の
庵
の
よ
る
の
雨
に
涙
な
添
へ
そ
や
ま
ほ
と
と
ぎ
す 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

二
〇
三  

聞
か
で
た
だ
寝
な
ま
し
も
の
を
ほ
と
と
ぎ
す
な
か
な
か
な
り
や
よ
は
の
一
声 

 
 

相
摸 

二
一
四  

い
か
に
せ
ん
来
ぬ
夜
あ
ま
た
の
ほ
と
と
ぎ
す
待
た
じ
と
思
へ
ば
村
雨
の
空 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

二
一
五  

声
は
し
て
雲
路
に
む
せ
ぶ
ほ
と
と
ぎ
す
涙
や
そ
そ
く
宵
の
村
雨 

 
 

 

式
子
内
親
王 

二
一
六  

ほ
と
と
ぎ
す
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
心
か
な
汝
が
鳴
く
里
の
よ
そ
の
夕
暮 

 
 

 

権
中
納
言
公
経 

二
一
七  

聞
か
ず
と
も
こ
こ
を
せ
に
せ
む
ほ
と
と
ぎ
す
山
田
の
原
の
杉
の
む
ら
だ
ち 

 
 

西
行
法
師 

二
二
〇  

う
ち
し
め
り
あ
や
め
ぞ
か
を
る
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
や
さ
つ
き
の
雨
の
夕
暮 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

二
二
一  

今
日
は
ま
た
あ
や
め
の
ね
さ
へ
か
け
そ
へ
て
乱
れ
ぞ
ま
さ
る
袖
の
白
玉 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

二
二
六  

小
山
田
に
引
く
し
め
な
は
の
う
ち
は
へ
て
朽
ち
や
し
ぬ
ら
む
さ
み
だ
れ
の
こ
ろ  

 

摂
政
太
政
大
臣 

二
二
七  

い
か
ば
か
り
田
子
の
裳
裾
も
そ
ぼ
つ
ら
む
雲
間
も
見
え
ぬ
こ
ろ
の
さ
み
だ
れ 

 
 

伊
勢
大
輔 

二
三
二  

た
ま
ぼ
こ
の
道
行
き
人
の
こ
と
づ
て
も
絶
え
て
ほ
ど
ふ
る
さ
み
だ
れ
の
空 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

二
三
六  

ほ
と
と
ぎ
す
雲
ゐ
の
よ
そ
に
す
ぎ
ぬ
な
り
は
れ
ぬ
思
ひ
の
さ
み
だ
れ
の
こ
ろ 

 
 

太
上
天
皇 

二
三
九  

行
く
末
を
た
れ
し
の
べ
と
て
ゆ
ふ
風
に
契
り
か
お
か
む
宿
の
た
ち
ば
な 

 
 

右
衛
門
督
通
具 

二
四
〇  

帰
り
こ
ぬ
昔
を
今
と
思
い
寝
の
夢
の
枕
に
に
ほ
ふ
た
ち
ば
な 

 
 

 
 

式
子
内
親
王 

二
四
三  

尋
ぬ
べ
き
人
は
軒
端
の
ふ
る
さ
と
に
そ
れ
か
と
か
を
る
庭
の
た
ち
ば
な 

 
 

読
人
し
ら
ず 

二
五
一  

う
か
ひ
ぶ
ね
あ
は
れ
と
ぞ
み
る
も
の
の
ふ
の
や
そ
う
ぢ
川
の
夕
や
み
の
空 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

二
五
二  

鵜
飼
舟
高
瀬
さ
し
こ
す
ほ
ど
な
れ
や
む
す
ぼ
ほ
れ
ゆ
く
か
が
り
火
の
影 

 
 

寂
蓮
法
師 

二
五
六  

窓
近
き
竹
の
葉
す
さ
む
風
の
音
に
い
と
ど
み
じ
か
き
う
た
た
ね
の
夢 

 
 

 

式
子
内
親
王 

二
五
七  

窓
近
き
い
さ
さ
群
竹
風
吹
け
ば
秋
に
お
ど
ろ
く
夏
の
夜
の
夢 

 
 

 
 

春
宮
大
夫
公
継 

二
六
〇  

重
ね
て
も
す
ず
し
か
り
け
り
夏
衣
薄
き
た
も
と
に
や
ど
る
月
影 

 
 

 

摂
政
太
政
大
臣 

二
六
一  

す
ず
し
さ
は
秋
や
か
へ
り
て
初
瀬
川
古
川
の
べ
の
杉
の
し
た
か
げ 

 
 

 

藤
原
有
家
朝
臣 

二
六
三  

よ
ら
れ
つ
る
野
も
せ
の
草
の
か
げ
ろ
ひ
て
す
ず
し
く
く
も
る
夕
立
の
空 

 
 

西
行
法
師 

二
六
五  

露
す
が
る
庭
の
玉
笹
う
ち
な
び
き
ひ
と
む
ら
過
ぎ
ぬ
夕
立
の
雲 

 
 

 

権
中
納
言
公
経 

二
六
八  

夕
立
の
雲
も
と
ま
ら
ぬ
夏
の
日
の
か
た
ぶ
く
山
に
ひ
ぐ
ら
し
の
声 

 
 

 

式
子
内
親
王 

二
六
九  

夕
づ
く
日
さ
す
や
庵
の
柴
の
戸
に
さ
び
し
く
も
あ
る
か
ひ
ぐ
ら
し
の
声 

 
 

前
大
納
言
忠
良 

二
七
一  

な
く
蝉
の
声
も
す
ず
し
き
夕
暮
に
秋
を
か
け
た
る
杜
の
し
た
つ
ゆ 

 
 

 

二
条
院
讃
岐 

二
七
三  

ほ
た
る
飛
ぶ
野
沢
に
茂
る
蘆
の
根
の
よ
な
よ
な
し
た
に
か
よ
ふ
秋
風 

 
 

 

摂
政
太
政
大
臣 
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二
七
四  

ひ
さ
ぎ
生
ふ
る
か
た
や
ま
か
げ
に
忍
び
つ
つ
吹
き
く
る
も
の
を
秋
の
夕
風 

 
 

俊
恵
法
師 

二
七
五  

白
露
の
玉
も
て
ゆ
へ
る
ま
せ
の
う
ち
に
光
さ
へ
そ
ふ
と
こ
な
つ
の
花 

 
 

 

高
倉
院
御
歌 

二
七
六  
白
露
の
な
さ
け
お
き
け
る
言
の
葉
や
ほ
の
ぼ
の
見
え
し
夕
顔
の
花 
 

 
 

前
太
政
大
臣 

二
七
九  
山
里
の
峯
の
雨
雲
と
だ
え
し
て
ゆ
ふ
べ
す
ず
し
き
ま
き
の
下
露 

 
 

 

太
上
天
皇 

二
八
〇  

岩
井
く
む
あ
た
り
の
を
笹
玉
越
え
て
か
つ
が
つ
結
ぶ
秋
の
夕
露 

 
 

 

入
道
前
関
白
太
政
大
臣 

二
八
二  

夏
衣
か
た
へ
す
ず
し
く
な
り
ぬ
な
り
夜
や
ふ
け
ぬ
ら
む
ゆ
き
あ
ひ
の
空 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

二
八
八  

い
つ
も
き
く
ふ
も
と
の
里
と
お
も
へ
ど
も
昨
日
に
か
は
る
山
お
ろ
し
の
か
ぜ 

 
 

後
徳
大
寺
左
大
臣 

二
九
二  

あ
け
ぬ
る
か
衣
手
さ
む
し
す
が
原
や
ふ
し
み
の
里
の
秋
の
は
つ
風 

 
 

 

藤
原
家
隆
朝
臣 

二
九
五  

し
き
た
へ
の
枕
の
う
へ
に
過
ぎ
ぬ
な
り
露
を
た
づ
ぬ
る
秋
の
は
つ
か
ぜ 

 
 

源
具
親 

二
九
六  

水
茎
の
岡
の
葛
葉
も
色
づ
き
て
け
さ
う
ら
が
な
し
秋
の
は
つ
か
ぜ 

 
 

 

顕
昭
法
師 

二
九
九  

お
し
な
べ
て
も
の
を
思
は
ぬ
人
に
さ
へ
心
を
つ
く
る
秋
の
は
つ
か
ぜ 

 
 

 

西
行
法
師 

三
〇
〇  

あ
は
れ
い
か
に
草
葉
の
露
の
こ
ぼ
る
ら
む
秋
風
た
ち
ぬ
宮
城
野
の
原 

 
 

 

西
行
法
師 

三
〇
七  

日
を
経
つ
つ
音
こ
そ
ま
さ
れ
和
泉
な
る
信
太
の
杜
の
千
枝
の
秋
風 

 
 

 

藤
原
経
衡 

三
〇
八  

う
た
た
ね
の
朝
け
の
袖
に
か
は
る
な
り
な
ら
す
扇
の
秋
の
は
つ
か
ぜ 

 
 

 

式
子
内
親
王 

三
一
一  

朝
ぼ
ら
け
荻
の
上
葉
の
露
み
れ
ば
や
や
肌
さ
む
し
秋
の
は
つ
か
ぜ 

 
 

 

曾
禰
好
忠 

三
一
七  

雲
間
よ
り
星
会
ひ
の
空
を
見
わ
た
せ
ば
し
づ
心
な
き
天
の
川
波 

 
 

 

祭
为
輔
親 

三
一
九  

た
な
ば
た
の
衣
の
つ
ま
は
こ
こ
ろ
し
て
吹
き
な
返
し
そ
秋
の
初
風 

 
 

 

小
弁 

三
二
〇  

た
な
ば
た
の
と
わ
た
る
舟
の
梶
の
葉
に
い
く
秋
書
き
つ
露
の
た
ま
づ
さ 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

三
二
一  

な
が
む
れ
ば
衣
手
す
ず
し
ひ
さ
か
た
の
天
の
川
原
の
秋
の
夕
暮 

 
 

 

式
子
内
親
王 

三
二
二  

い
か
ば
か
り
身
に
し
み
ぬ
ら
む
た
な
ば
た
の
つ
ま
待
つ
宵
の
天
の
川
風 

 
 

入
道
前
関
白
太
政
大
臣 

三
二
三  

星
会
ひ
の
夕
べ
す
ず
し
き
天
の
川
紅
葉
の
橋
を
わ
た
る
秋
か
ぜ 

 
 

 

権
中
納
言
公
経 

三
二
六  

い
と
ど
し
く
思
ひ
消
ぬ
べ
し
た
な
ば
た
の
別
れ
の
袖
に
お
け
る
白
露 

 
 

 

大
中
臣
能
宣
朝
臣 

三
二
八  

川
水
に
鹿
の
し
が
ら
み
か
け
て
け
り
浮
き
て
流
れ
ぬ
秋
萩
の
花 

 
 

 

前
中
納
言
匡
房 

三
三
二  

お
く
露
も
し
づ
心
な
く
秋
風
に
乱
れ
て
咲
け
る
真
野
の
萩
原 

祐 
 

 
 

子
内
親
王
家
紀
伊 

三
三
四  

さ
を
鹿
の
朝
立
つ
小
野
の
秋
萩
に
玉
と
み
る
ま
で
お
け
る
白
露 

 
 

 

中
納
言
家
持 

三
三
九  

ふ
ぢ
ば
か
ま
ぬ
し
は
た
れ
と
も
白
露
の
こ
ぼ
れ
て
に
ほ
ふ
野
べ
の
秋
風 

 
 

公
猷
法
師 

三
四
三  

お
き
て
見
む
と
思
ひ
し
ほ
ど
に
枯
れ
に
け
り
露
よ
り
け
な
る
朝
顔
の
花 

 
 

曾
禰
好
忠 

三
四
七  

小
倉
山
ふ
も
と
の
野
べ
の
花
す
す
き
ほ
の
か
に
み
ゆ
る
秋
の
夕
暮 

 
 

 

読
人
し
ら
ず 

三
五
一  

あ
け
ぬ
と
て
野
べ
よ
り
山
に
入
る
鹿
の
あ
と
吹
き
お
く
る
萩
の
下
風 

 
 

 

左
衛
門
督
通
光 

三
五
二  

身
に
と
ま
る
思
ひ
を
荻
の
上
葉
に
て
こ
の
ご
ろ
か
な
し
夕
暮
の
空 

 
 

 

前
大
僧
正
慈
円 
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三
五
六  

荻
の
葉
に
吹
け
ば
あ
ら
し
の
秋
な
る
を
待
ち
け
る
よ
は
の
さ
を
鹿
の
声 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

三
五
七  

お
し
な
べ
て
思
ひ
し
こ
と
の
か
ず
か
ず
に
な
ほ
色
ま
さ
る
秋
の
夕
暮 

 
 

 

摂
政
太
政
大
臣 

三
五
九  
も
の
思
は
で
か
か
る
露
や
は
袖
に
お
く
な
が
め
て
け
り
な
秋
の
夕
暮 
 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

三
六
〇  
み
山
路
や
い
つ
よ
り
秋
の
色
な
ら
む
見
ざ
り
し
雲
の
夕
暮
の
空 

 
 

 

前
大
僧
正
慈
円 

三
六
一  

さ
び
し
さ
は
そ
の
色
と
し
も
な
か
り
け
り
真
木
立
つ
山
の
秋
の
夕
暮 

 
 

 

寂
蓮
法
師 

三
六
二  

心
な
き
身
に
も
あ
は
れ
は
し
ら
れ
け
り
し
ぎ
立
つ
沢
の
秋
の
夕
暮 

 
 

 

西
行
法
師 

三
六
三  

見
わ
た
せ
ば
花
も
も
み
ぢ
も
な
か
り
け
り
浦
の
と
ま
屋
の
秋
の
夕
暮 

 
 

 

藤
原
定
家
朝
臣 

三
六
四  

た
へ
て
や
は
思
ひ
あ
り
と
も
い
か
が
せ
む
む
ぐ
ら
の
宿
の
秋
の
夕
暮 

 
 

 

藤
原
雅
経
朝
臣 

三
六
六  

秋
風
の
い
た
り
い
た
ら
ぬ
袖
は
あ
ら
じ
た
だ
わ
れ
か
ら
の
露
の
夕
暮 

 
 

 

鴨
長
明 

三
七
四  

深
草
の
里
の
月
影
さ
び
し
さ
も
住
み
こ
し
ま
ま
の
野
べ
の
秋
風 

 
 

 

右
衛
門
督
通
具 

三
七
五  

大
荒
木
の
杜
の
木
の
間
を
も
り
か
ね
て
人
だ
の
め
な
る
秋
の
夜
の
月 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

三
七
六  

有
明
の
月
待
つ
宿
の
袖
の
上
に
人
だ
の
め
な
る
宵
の
い
な
づ
ま 

 
 

 

藤
原
家
隆
朝
臣 

三
七
七  

風
わ
た
る
浅
茅
が
末
の
露
に
だ
に
宿
り
も
は
て
ぬ
宵
の
い
な
づ
ま 

 
 

 

藤
原
有
家
朝
臣 

三
八
三  

敷
島
や
高
円
山
の
雲
間
よ
り
ひ
か
り
さ
し
そ
ふ
ゆ
み
は
り
の
月 

 
 

 

堀
河
院
御
歌 

三
八
五  

あ
や
な
く
も
曇
ら
ぬ
宵
を
い
と
ふ
か
な
信
夫
の
里
の
秋
の
夜
の
月 

 
 

 

橘
為
仲
朝
臣 

三
九
〇  

ふ
け
ゆ
か
ば
け
ぶ
り
も
あ
ら
じ
塩
釜
の
う
ら
み
な
は
て
そ
秋
の
夜
の
月 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

三
九
二  

な
が
め
つ
つ
思
ふ
も
さ
び
し
ひ
さ
か
た
の
月
の
都
の
明
け
方
の
空 

 
 

 

藤
原
家
隆
朝
臣 

三
九
七  

な
が
む
れ
ば
ち
ぢ
に
物
思
ふ
月
に
ま
た
わ
が
身
ひ
と
つ
の
峯
の
松
風 

 
 

 

鴨
長
明 

四
〇
三  

秋
の
夜
の
月
や
を
じ
ま
の
あ
ま
の
は
ら
明
け
方
ち
か
き
沖
の
釣
船 

 
 

 

藤
原
家
隆
朝
臣 

四
〇
四  

憂
き
身
に
は
な
が
む
る
か
ひ
も
な
か
り
け
り
心
に
く
も
る
秋
の
夜
の
月 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

四
一
二  

龍
田
山
よ
は
に
あ
ら
し
の
松
吹
け
ば
雲
に
は
う
と
き
峯
の
月
影 

 
 

 

左
衛
門
督
通
光 

四
一
三  

秋
風
に
た
な
び
く
雲
の
た
え
ま
よ
り
も
れ
い
づ
る
月
の
影
の
さ
や
け
さ 

 
 

左
京
大
夫
顕
輔 

四
一
五  

な
が
め
つ
つ
思
ふ
も
ぬ
る
る
た
も
と
か
な
い
く
夜
か
は
見
む
秋
の
夜
の
月 

 
 

殷
富
門
院
大
輔 

四
一
七  

ふ
く
る
ま
で
な
が
む
れ
ば
こ
そ
悲
し
け
れ
思
ひ
も
入
れ
じ
秋
の
夜
の
月 

 
 

式
子
内
親
王 

四
二
〇  

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 

 
 

 

藤
原
定
家
朝
臣 

四
二
一  

秋
の
夜
の
長
き
か
ひ
こ
そ
な
か
り
け
れ
待
つ
に
ふ
け
ぬ
る
有
明
の
月 

 
 

 

右
大
将
忠
経 

四
二
二  

行
く
末
は
空
も
ひ
と
つ
の
武
蔵
野
に
草
の
原
よ
り
出
づ
る
月
影 

 
 

 

摂
政
太
政
大
臣 

四
二
三  

月
を
な
ほ
待
つ
ら
む
も
の
か
村
雨
の
晴
れ
ゆ
く
雲
の
末
の
里
人 

 
 

 

宮
内
卿 

四
二
四  

秋
の
夜
は
宿
か
る
月
も
露
な
が
ら
袖
に
吹
き
こ
す
荻
の
う
は
風 

 
 

 

右
衛
門
督
通
具 

四
二
九  

あ
く
が
れ
て
寝
ぬ
夜
の
塵
の
つ
も
る
ま
で
月
に
払
は
ぬ
床
の
さ
む
し
ろ 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 
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四
三
二  

秋
の
色
は
ま
が
き
に
う
と
く
な
り
ゆ
け
ど
手
枕
な
る
る
閨
の
月
影 

 
 

 

式
子
内
親
王 

四
三
四  

さ
ら
に
ま
た
暮
を
た
の
め
と
開
け
に
け
り
月
は
つ
れ
な
き
秋
の
夜
の
空 

 
 

左
衛
門
督
通
光 

四
三
五  
お
ほ
か
た
に
秋
の
寝
覚
め
の
露
け
く
は
ま
た
た
が
袖
に
有
明
の
月 
 

 
 

二
条
院
讃
岐 

四
三
九  
野
分
せ
し
小
野
の
草
ぶ
し
荒
れ
は
て
て
深
山
に
ふ
か
き
さ
を
鹿
の
声 

 
 

 

寂
蓮
法
師 

四
四
二  

み
山
べ
の
松
の
梢
を
わ
た
る
な
り
あ
ら
し
に
宿
す
さ
を
鹿
の
声 

 
 

 

惟
明
親
王 

四
四
三  

わ
れ
な
ら
ぬ
人
も
あ
は
れ
や
ま
さ
る
ら
む
鹿
鳴
く
山
の
秋
の
夕
暮 

 
 

 

土
御
門
内
大
臣 

四
四
四  

た
ぐ
へ
く
る
松
の
あ
ら
し
や
た
ゆ
む
ら
ん
尾
上
に
か
へ
る
さ
を
鹿
の
声 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

四
五
〇  

ひ
と
り
寝
や
い
と
ど
さ
び
し
き
さ
を
鹿
の
朝
ふ
す
小
野
の
葛
の
浦
風 

 
 

 

藤
原
顕
綱 

四
六
一  

草
葉
に
は
玉
と
見
え
つ
つ
わ
び
人
の
袖
の
涙
の
秋
の
し
ら
露 

 
 

 
 

菅
贈
太
政
大
臣 

四
六
三  

秋
と
い
へ
ば
契
り
お
き
て
や
結
ぶ
ら
む
浅
茅
が
原
の
け
さ
の
白
露 

 
 

 

恵
慶
法
師 

四
七
四  

あ
と
も
な
き
庭
の
浅
茅
に
む
す
ぼ
ほ
れ
露
の
そ
こ
な
る
松
虫
の
声 

 
 

 

式
子
内
親
王 

四
七
五  

秋
風
は
身
に
し
む
ば
か
り
吹
き
に
け
り
今
や
打
つ
ら
む
妹
が
さ
ご
ろ
も 

 
 

藤
原
輔
尹
朝
臣 

四
七
七  

衣
打
つ
ね
山
の
庵
の
し
ば
し
ば
も
し
ら
ぬ
夢
路
に
む
す
ぶ
手
枕 

 
 

 

権
中
納
言
公
経 

四
七
九  

ま
ど
ろ
ま
で
な
が
め
よ
と
て
の
す
さ
び
か
な
麻
の
さ
ご
ろ
も
月
に
打
つ
声 

 
 

宮
内
卿 

四
八
五  

ふ
け
に
け
り
山
の
端
ち
か
く
月
さ
え
て
と
を
ち
の
里
に
衣
打
つ
声 

 
 

 

式
子
内
親
王 

四
八
七  

ひ
と
り
寝
る
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
尾
に
霜
お
き
ま
よ
ふ
床
の
月
影 

 
 

 

藤
原
定
家
朝
臣 

四
九
一  

村
雨
の
露
も
ま
だ
ひ
ぬ
真
木
の
葉
に
霧
た
ち
の
ぼ
る
秋
の
夕
暮 

 
 

 

寂
蓮
法
師 

四
九
二  

さ
び
し
さ
は
み
山
の
秋
の
朝
ぐ
も
り
霧
に
し
を
る
る
真
木
の
下
露 

 
 

 

太
上
天
皇 

四
九
三  

あ
け
ぼ
の
や
川
瀬
の
波
の
高
瀬
舟
く
だ
す
か
人
の
袖
の
秋
霧 

 
 

 
 

左
衛
門
督
通
光 

五
〇
一  

横
雲
の
風
に
わ
か
る
る
し
の
の
め
に
山
飛
び
越
ゆ
る
初
雁
の
声 

 
 

 

西
行
法
師 

五
〇
三  

大
江
山
か
た
ぶ
く
月
の
影
さ
え
て
鳥
羽
田
の
面
に
落
つ
る
雁
が
ね 

 
 

 

前
大
僧
正
慈
円 

五
〇
四  

村
雲
や
雁
の
羽
風
に
晴
れ
ぬ
ら
む
声
聞
く
空
に
す
め
る
月
か
げ 

 
 

 

朝
恵
法
師 

五
〇
五  

吹
き
ま
よ
ふ
雲
居
を
わ
た
る
初
雁
の
つ
ば
さ
に
鳴
ら
す
よ
は
の
秋
風 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

五
〇
七  

霜
を
待
つ
ま
が
き
の
菊
の
宵
の
ま
に
お
き
ま
よ
ふ
色
は
山
の
端
の
月 

 
 

 

宮
内
卿 

五
〇
九  

今
よ
り
は
ま
た
咲
く
花
も
な
き
も
の
を
い
た
く
な
お
き
そ
菊
の
上
の
露 

 
 

権
中
納
言
定
頼 

五
一
一  

寝
覚
め
す
る
袖
さ
へ
寒
く
秋
の
夜
の
あ
ら
し
吹
く
な
り
松
虫
の
声 

 
 

 

大
江
嘉
言 

五
一
四  

あ
だ
に
散
る
露
の
枕
に
伏
し
わ
び
て
う
づ
ら
鳴
く
な
り
と
こ
の
山
風 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

五
一
五  

訪
ふ
人
も
あ
ら
し
吹
き
そ
ふ
秋
は
来
て
木
の
葉
に
埋
む
宿
の
道
芝 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

五
一
七  

秋
ふ
け
ぬ
鳴
け
や
霜
夜
の
き
り
ぎ
り
す
や
や
影
寒
し
よ
も
ぎ
ふ
の
月 

 
 

 

太
上
天
皇 

五
二
〇  

秋
ふ
か
き
淡
路
の
島
の
有
明
に
か
た
ぶ
く
月
を
お
く
る
浦
風 

 
 

 
 

前
大
僧
正
慈
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五
二
五  

神
南
備
の
み
む
ろ
の
梢
い
か
な
ら
む
な
べ
て
の
山
も
し
ぐ
れ
す
る
こ
ろ 

 
 

八
条
院
高
倉 

五
四
〇  

散
り
か
か
る
も
み
ぢ
の
色
は
深
け
れ
ど
渡
れ
ば
に
ご
る
山
川
の
水 

 
 

 

二
条
院
讃
岐 

五
四
二  
飛
鳥
川
瀬
々
に
波
寄
る
く
れ
な
ゐ
や
葛
城
山
の
こ
が
ら
し
の
風 
 

 
 

権
中
納
言
長
方 

五
五
五  
散
り
か
か
る
も
み
ぢ
流
れ
ぬ
大
井
川
い
づ
れ
井
堰
き
の
水
の
し
が
ら
み 

 
 

大
納
言
経
信 

五
五
八  

お
の
づ
か
ら
音
す
る
物
は
庭
の
面
に
木
の
葉
吹
き
ま
く
谷
の
夕
風 

 
 

 

清
輔
朝
臣 

五
六
一  

う
つ
り
ゆ
く
雲
に
あ
ら
し
の
声
す
な
り
散
る
か
正
木
の
葛
城
の
山 

 
 

 

藤
原
雅
経
朝
臣 

五
六
三  

し
ぐ
れ
つ
つ
袖
も
ほ
し
あ
へ
ず
あ
し
び
き
の
山
の
木
の
葉
に
あ
ら
し
吹
く
ご
ろ  

 

信
濃 

五
六
八  

時
し
も
あ
れ
冬
は
葉
守
り
の
神
無
月
ま
ば
ら
に
な
り
ぬ
杜
の
か
し
は
木 

 
 

法
眼
慶
算 

五
六
九  

い
つ
の
ま
に
空
の
け
し
き
の
変
は
る
ら
む
は
げ
し
き
け
さ
の
こ
が
ら
し
の
風 

 
 

津
守
国
基 

五
七
三  

雲
晴
れ
て
の
ち
も
し
ぐ
る
る
柴
の
戸
や
山
風
は
ら
ふ
松
の
下
露 

 
 

 

藤
原
隆
信
朝
臣 

五
八
一  

ふ
か
み
ど
り
争
ひ
か
ね
て
い
か
な
ら
む
ま
な
く
し
ぐ
れ
の
布
留
の
神
杉 

 
 

太
上
天
皇 

五
八
七  

い
ま
は
ま
た
散
ら
で
も
ま
が
ふ
し
ぐ
れ
か
な
ひ
と
り
ふ
り
ゆ
く
庭
の
松
風 

 
 

源
具
親 

五
九
一  

ほ
の
ぼ
の
と
有
明
の
月
の
月
影
に
も
み
ぢ
吹
き
お
ろ
す
山
お
ろ
し
の
風 

 
 

源
信
明
朝
臣 

五
九
四  

霜
こ
ほ
る
袖
に
も
か
げ
は
の
こ
り
け
り
露
よ
り
な
れ
し
有
明
の
月 

 
 

 

右
衛
門
督
通
具 

五
九
五  

な
が
め
つ
つ
い
く
た
び
袖
に
曇
る
ら
む
し
ぐ
れ
に
ふ
く
る
有
明
の
月 

 
 

 

藤
原
家
隆
朝
臣 

五
九
七  

い
ま
よ
り
は
木
の
葉
が
く
れ
も
な
け
れ
ど
も
し
ぐ
れ
に
の
こ
る
村
雲
の
月 

 
 

源
具
親 

五
九
八  

晴
れ
く
も
る
か
げ
を
都
に
先
立
て
し
ぐ
れ
と
告
ぐ
る
山
の
端
の
月 

 
 

 

源
具
親 

五
九
九  

た
え
だ
え
に
里
分
く
月
の
光
か
な
し
ぐ
れ
を
送
る
よ
は
の
村
雲 

 
 

 

寂
蓮
法
師 

六
〇
四  

秋
の
色
を
払
ひ
は
て
て
や
ひ
さ
か
た
の
月
の
桂
に
こ
が
ら
し
の
風 

 
 

 

雅
経
朝
臣 

六
〇
五  

風
寒
み
木
の
葉
晴
れ
ゆ
く
よ
な
よ
な
に
の
こ
る
く
ま
な
き
庭
の
月
影 

 
 

 

式
子
内
親
王 

六
〇
六  

わ
が
門
の
刈
り
田
の
ね
や
に
ふ
す
し
ぎ
の
床
あ
ら
は
な
る
冬
の
夜
の
月 

 
 

殷
富
門
院
大
輔 

六
〇
七  

冬
枯
れ
の
杜
の
朽
ち
葉
の
霜
の
上
に
落
ち
た
る
月
の
影
の
さ
む
け
さ 

 
 

 

清
輔
朝
臣 

六
〇
八  

さ
え
わ
び
て
覚
む
る
枕
に
か
げ
見
れ
ば
霜
深
き
夜
の
有
明
の
月 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

六
一
〇  

か
げ
と
め
し
露
の
宿
り
を
思
ひ
出
で
て
霜
に
あ
と
問
ふ
浅
茅
生
の
月 

 
 

 

雅
経
朝
臣 

六
一
一  

片
敷
き
の
袖
を
や
霜
に
重
ぬ
ら
む
月
に
夜
が
る
る
宇
治
の
橋
姫 

 
 

 

法
印
幸
清 

六
二
七  

さ
び
し
さ
に
堪
へ
た
る
人
の
ま
た
も
あ
れ
な
庵
な
ら
べ
む
冬
の
山
里 

 
 

 

西
行
法
師 

六
三
一  

か
つ
氷
か
つ
は
く
だ
く
る
山
川
の
岩
間
に
む
せ
ぶ
あ
か
つ
き
の
声 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

六
三
四  

み
な
か
み
や
た
え
だ
え
氷
る
岩
間
よ
り
清
滝
川
に
の
こ
る
白
波 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

六
三
六  

橋
姫
の
片
敷
き
衣
さ
む
し
ろ
に
待
つ
夜
む
な
し
き
宇
治
の
あ
け
ぼ
の 

 
 

 

太
上
天
皇 

六
三
七  

網
代
木
に
い
さ
よ
ふ
波
の
音
ふ
け
て
ひ
と
り
や
寝
ぬ
る
宇
治
の
橋
姫 

 
 

 

前
大
僧
正
慈
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六
三
九  

志
賀
の
浦
や
遠
ざ
か
り
ゆ
く
波
間
よ
り
氷
り
て
出
づ
る
有
明
の
月 

 
 

 

藤
原
家
隆
朝
臣 

六
四
四  

白
波
に
羽
根
う
ち
か
は
し
浜
千
鳥
か
な
し
き
の
は
夜
の
ひ
と
声 

 
 

 

重
之 

六
五
二  
は
か
な
し
や
さ
て
も
い
く
夜
か
行
く
水
に
数
か
き
わ
ぶ
る
を
し
の
ひ
と
り
寝 

 
 

雅
経
朝
臣 

六
六
一  
ふ
れ
ば
か
く
憂
さ
の
み
ま
さ
る
世
を
知
ら
で
荒
れ
た
る
庭
に
つ
も
る
初
雪 

 
 

紫
式
部 

六
六
二  

さ
む
し
ろ
の
よ
は
の
衣
手
さ
え
さ
え
て
初
雪
白
し
岡
の
辺
の
松 

 
 

 

式
子
内
親
王 

六
六
三  

降
り
そ
む
る
け
さ
だ
に
人
の
待
た
れ
つ
る
み
山
の
里
の
雪
の
夕
暮 

 
 

 

寂
蓮
法
師 

六
六
七  

明
け
や
ら
ぬ
寝
ざ
め
の
床
に
き
こ
ゆ
な
り
ま
が
き
の
竹
の
雪
の
下
折
れ 

 
 

刑
部
卿
範
兼 

六
七
一  

駒
と
め
て
袖
う
ち
払
ふ
か
げ
も
な
し
佐
野
の
わ
た
り
の
雪
の
夕
暮 

 
 

 

藤
原
定
家
朝
臣 

六
七
三  

夢
か
よ
ふ
道
さ
へ
た
え
ぬ
呉
竹
の
ふ
し
み
の
里
の
雪
の
下
を
れ 

 
 

 

藤
原
有
家
朝
臣 

六
七
四  

降
る
雪
に
た
く
藻
の
け
ぶ
り
か
き
た
え
て
さ
び
し
く
も
あ
る
か
塩
釜
の
浦 

 
 

入
道
前
関
白
太
政
大
臣 

六
七
七  

雪
降
れ
ば
峯
の
ま
さ
か
き
埋
も
れ
て
月
に
み
が
け
る
天
の
香
具
山 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

六
八
二  

尋
ね
来
て
道
分
け
わ
ぶ
る
人
も
あ
ら
じ
幾
重
も
つ
も
れ
庭
の
白
雪 

 
 

 

寂
然
法
師 

六
八
三  

こ
の
ご
ろ
は
花
も
も
み
ぢ
も
枝
に
な
し
し
ば
し
な
消
え
そ
松
の
白
雪 

 
 

 

太
上
天
皇 

六
九
〇  

日
数
ふ
る
雪
げ
に
ま
さ
る
炭
釜
の
け
ぶ
り
も
さ
び
し
大
原
の
里 

 
 

 
 

式
子
内
親
王 

七
〇
五  

老
い
の
波
越
え
け
る
身
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
こ
と
し
も
い
ま
は
末
の
松
山 

 
 

寂
蓮
法
師 

七
〇
八  

初
春
の
初
子
の
け
ふ
の
た
ま
は
は
き
手
に
取
る
か
ら
に
ゆ
ら
ぐ
玉
の
緒 

 
 

読
人
し
ら
ず 

七
二
〇  

神
無
月
も
み
ぢ
も
知
ら
ぬ
と
き
は
木
に
ろ
ろ
づ
代
懸
れ
峯
の
白
雲 

 
 

 

清
原
元
輔 

七
三
四  

あ
め
の
し
た
芽
ぐ
む
草
木
の
目
も
は
る
に
か
ぎ
り
も
し
ら
ぬ
御
代
の
末
々 

 
 

式
子
内
親
王 

七
四
〇  

高
砂
の
松
も
昔
に
な
り
ぬ
べ
し
な
ほ
ゆ
く
す
ゑ
は
秋
の
夜
の
月 

 
 

 

寂
蓮
法
師 

七
四
一  

藻
塩
草
か
く
と
も
つ
き
じ
君
が
代
の
数
に
よ
み
お
く
和
歌
の
浦
波 

 
 

 

源
家
長 

七
四
二  

う
れ
し
さ
や
片
敷
く
袖
に
包
む
ら
ん
け
ふ
待
ち
え
た
る
宇
治
の
橋
姫 

 
 

 

前
大
納
言
隆
房 

七
四
三  

年
へ
た
る
宇
治
の
橋
杜
言
問
は
む
い
く
よ
に
な
り
ぬ
水
の
み
な
か
み 

 
 

 

清
輔
朝
臣 

七
四
五  

八
百
日
ゆ
く
浜
の
真
砂
を
君
が
代
の
か
ず
に
取
ら
な
む
沖
つ
島
守 

 
 

 

後
徳
大
寺
左
大
臣 

七
五
五  

立
ち
寄
れ
ば
す
ず
し
か
り
け
り
水
鳥
の
青
羽
の
山
の
松
の
ゆ
ふ
風 

 
 

 

式
部
大
輔
光
範 

七
六
四  

た
れ
も
み
な
花
の
都
に
散
り
は
て
て
ひ
と
り
し
ぐ
る
る
秋
の
山
里 

 
 

 

左
京
大
夫
顕
輔 

七
六
七  

立
ち
の
ぼ
る
け
ぶ
り
を
だ
に
も
見
る
べ
き
に
霞
に
ま
が
ふ
春
の
あ
け
ぼ
の 

 
 

前
左
兵
衛
督
惟
方 

七
八
〇  

別
れ
け
む
な
ご
り
の
袖
も
か
わ
か
ぬ
に
お
き
や
添
ふ
ら
む
秋
の
夕
露 

 
 

 

大
弐
三
位 

七
八
八  

た
ま
ゆ
ら
の
露
も
涙
も
と
ど
ま
ら
ず
な
き
人
恋
ふ
る
宿
の
秋
風 

 
 

 

藤
原
定
家
朝
臣 

七
九
〇  

秋
深
き
寝
覚
め
に
い
か
が
思
ひ
出
づ
る
は
か
な
く
見
え
し
春
の
夜
の
夢 

 
 

殷
富
門
院
大
輔 

七
九
四  

ふ
る
さ
と
を
恋
ふ
る
涙
や
ひ
と
り
行
く
友
な
き
山
の
道
芝
の
露 

 
 

 

前
大
僧
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七
九
八  

ふ
る
さ
と
を
別
れ
し
秋
を
か
ぞ
ふ
れ
ば
八
年
に
な
り
ぬ
有
明
の
月 

 
 

 

久
我
太
政
大
臣 

八
〇
四  

神
無
月
し
ぐ
る
る
こ
ろ
も
い
か
な
れ
や
空
に
過
ぎ
に
し
秋
の
宮
人 

 
 

 

相
摸 

八
二
〇  
見
し
人
の
け
ぶ
り
に
な
り
し
ゆ
ふ
べ
よ
り
名
ぞ
む
つ
ま
し
き
塩
釜
の
浦 

 
 

紫
式
部 

八
二
四  
夜
も
す
が
ら
昔
の
こ
と
を
見
つ
る
か
な
語
る
や
う
つ
つ
あ
り
し
世
や
夢 

 
 

大
江
匡
衡
朝
臣 

八
三
四  

よ
も
ぎ
ふ
に
い
つ
か
お
く
べ
き
露
の
身
は
け
ふ
の
夕
暮
あ
す
の
あ
け
ぼ
の 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

八
三
六  

尋
ね
来
て
い
か
に
あ
は
れ
と
な
が
む
ら
む
跡
な
き
山
の
峯
の
白
雲 

 
 

 

寂
蓮
法
師 

八
六
四  

こ
れ
や
さ
は
雲
の
は
た
て
に
織
る
と
聞
く
た
つ
こ
と
知
ら
ぬ
天
の
羽
衣 

 
 

寂
昭
法
師 

八
七
四  

別
れ
路
は
い
つ
も
歎
き
の
絶
え
せ
ぬ
に
い
と
ど
か
な
し
き
秋
の
夕
暮 

 
 

 

中
納
言
隆
家 

八
八
三  

た
れ
と
し
も
知
ら
ぬ
別
れ
の
か
な
し
き
は
松
浦
の
沖
を
出
づ
る
舟
人 

 
 

 

藤
原
隆
信
朝
臣 

八
八
五  

君
い
な
ば
月
待
つ
と
て
も
な
が
め
や
ら
む
あ
づ
ま
の
方
の
夕
暮
の
空 

 
 

 

西
行
法
師 

八
九
一  

忘
る
な
よ
宿
る
た
も
と
は
変
わ
る
と
も
か
た
み
に
し
ぼ
る
夜
半
の
月
影 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

八
九
二  

な
ご
り
思
ふ
た
も
と
に
か
ね
て
し
ら
れ
け
り
別
る
る
旅
の
行
く
す
ゑ
の
露 

 
 

惟
明
親
王 

九
二
一  

わ
ぎ
も
こ
が
旅
寝
の
衣
う
す
き
ほ
ど
よ
き
て
吹
か
な
む
よ
は
の
山
風 

 
 

 

恵
慶
法
師 

九
二
六  

磯
馴
れ
ぬ
心
ぞ
た
へ
ぬ
旅
寝
す
る
蘆
の
ま
ろ
屋
に
か
か
る
白
波 

 
 

 

源
師
賢
朝
臣 

九
三
〇  

見
し
人
も
と
ふ
の
浦
風
音
せ
ぬ
に
つ
れ
な
く
澄
め
る
秋
の
夜
の
月 

 
 

 

橘
為
仲
朝
臣 

九
三
二  

夏
刈
り
の
蘆
の
か
り
寝
も
あ
は
れ
な
り
玉
江
の
月
の
明
方
の
空 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

九
三
四  

言
問
へ
よ
お
も
ひ
お
き
つ
の
浜
ち
ど
り
な
く
な
く
出
で
し
跡
の
月
影 

 
 

 

藤
原
定
家
朝
臣 

九
三
五  

野
べ
の
露
浦
わ
の
波
を
か
こ
ち
て
も
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
袖
の
月
影 

 
 

 

藤
原
家
隆
朝
臣 

九
三
六  

も
ろ
と
も
に
出
で
し
空
こ
そ
忘
ら
れ
ね
都
の
山
の
あ
り
あ
け
の
月 

 
 

 

摂
政
太
政
大
臣 

九
三
九  

明
け
ば
ま
た
越
ゆ
べ
き
山
の
峯
な
れ
や
空
行
く
月
の
末
の
白
雲 

 
 

 

藤
原
家
隆
朝
臣 

九
四
〇  

ふ
る
さ
と
の
け
ふ
の
面
影
さ
そ
ひ
来
と
月
に
ぞ
契
る
佐
夜
の
中
山 

 
 

 

藤
原
雅
経
朝
臣 

九
四
一  

忘
れ
じ
と
契
り
て
出
で
し
面
影
は
見
ゆ
ら
む
も
の
を
ふ
る
さ
と
の
月 

 
 

 

摂
政
太
政
大
臣 

九
四
二  

あ
づ
ま
ぢ
の
よ
は
の
な
が
め
を
語
ら
な
む
都
の
山
に
か
か
る
月
影 

 
 

 

前
大
僧
正
慈
円 

九
四
三  

幾
夜
か
は
月
を
あ
は
れ
と
な
が
め
来
て
波
に
折
り
敷
く
伊
勢
の
浜
荻 

 
 

 

越
前 

九
四
四  

知
ら
ざ
り
し
八
十
瀬
の
波
を
分
け
過
ぎ
て
か
た
敷
く
袖
は
伊
勢
の
浜
荻 

 
 

宜
秋
門
院
丹
後 

九
四
六  

磯
馴
れ
で
心
も
と
け
ぬ
こ
も
ま
く
ら
あ
ら
く
な
か
け
そ
水
の
白
波 

 
 

 

権
中
納
言
定
頼 

九
五
三  

旅
人
の
袖
吹
き
返
す
秋
風
に
夕
日
さ
び
し
き
山
の
か
け
は
し 

 
 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

九
五
四  

ふ
る
さ
と
に
聞
き
し
あ
ら
し
の
声
も
似
ず
忘
れ
ぬ
人
を
佐
夜
の
中
山 

 
 

 

藤
原
家
隆
朝
臣 

九
五
七  

ふ
る
さ
と
も
秋
は
夕
べ
を
形
見
と
て
風
の
み
送
る
小
野
の
篠
原 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

九
五
八  

い
た
づ
ら
に
立
つ
や
浅
間
の
夕
け
ぶ
り
里
問
ひ
か
ぬ
る
を
ち
こ
ち
の
山 

 
 

雅
経
朝
臣 



 

194 
 

九
六
〇  

 

草
ま
く
ら
ゆ
ふ
べ
の
空
を
人
問
は
ば
鳴
き
て
も
告
げ
よ
初
雁
の
声 

 
 

 

藤
原
秀
能 

九
六
二  

 

岩
が
根
の
床
に
あ
ら
し
を
か
た
敷
き
て
ひ
と
り
や
寝
な
む
佐
夜
の
中
山 

 
 

藤
原
有
家
朝
臣 

九
六
四  

 

枕
と
て
い
づ
れ
の
草
に
契
る
ら
む
行
く
を
か
ぎ
り
の
野
べ
の
夕
暮 

 
 

 

鴨
長
明 

九
六
七  

 

さ
ら
ぬ
だ
に
秋
の
旅
寝
は
か
な
し
き
に
松
に
吹
く
な
り
と
こ
の
山
風 

 
 

 

藤
原
秀
能 

九
六
八  

 

忘
れ
な
む
待
つ
と
な
告
げ
そ
な
か
な
か
に
因
幡
の
山
の
峯
の
秋
風 

 
 

 

藤
原
定
家
朝
臣 

九
六
九  

 
契
ら
ね
ど
い
ひ
と
夜
は
過
ぎ
ぬ
清
見
潟
波
に
別
る
る
あ
か
つ
き
の
雲 

 
 

 

藤
原
家
隆
朝
臣 

九
七
四  

 
ま
た
越
え
む
人
も
と
ま
ら
ば
あ
は
れ
知
れ
わ
が
折
り
敷
け
る
峯
の
椎
柴 

 
 

僧
正
雅
縁 

九
八
〇  

 

袖
に
吹
け
さ
ぞ
な
旅
寝
の
夢
は
見
じ
思
ふ
か
た
よ
り
通
ふ
浦
風 

 
 

 

藤
原
定
家
朝
臣 

九
八
二  

 

都
に
も
い
ま
や
こ
ろ
も
を
宇
津
の
山
夕
霜
は
ら
ふ
蔦
の
し
た
道 

 
 

 

藤
原
定
家
朝
臣 

九
八
七  

 

年
た
け
て
ま
た
越
ゆ
べ
し
と
思
ひ
き
や
命
な
り
け
り
佐
夜
の
中
山 

 
 

 

西
行
法
師 

九
九
〇  

 

よ
そ
に
の
み
見
て
や
や
み
な
む
葛
城
や
高
間
の
山
の
み
ね
の
し
ら
雲 

 
 

 

読
人
し
ら
ず 

一
〇
〇
五 

 

あ
ら
た
ま
の
年
に
ま
か
せ
て
見
る
よ
り
は
わ
れ
こ
そ
越
え
め
逢
坂
の
関 

 
 

謙
徳
公 

一
〇
三
三 

 

思
ひ
つ
つ
へ
に
け
る
年
の
か
ひ
や
な
き
た
だ
あ
ら
ま
し
の
夕
暮
の
空 

 
 

 

太
上
天
皇 

一
〇
三
六 

 

わ
が
恋
は
知
る
人
も
な
し
せ
く
床
の
涙
も
ら
す
な
つ
げ
の
を
枕 

 
 

 

式
子
内
親
王 

一
〇
五
九 

 

霜
こ
ほ
り
心
も
と
け
ぬ
冬
の
池
に
夜
ふ
け
て
ぞ
鳴
く
を
し
の
一
声 

 
 

 

藤
原
元
真 

一
〇
七
三 

 

梶
を
絶
え
由
良
の
湊
に
ゆ
く
舟
の
た
よ
り
も
し
ら
ぬ
沖
つ
潮
風 

 
 

 

摂
政
太
政
大
臣 

一
〇
七
四 

 

し
る
べ
せ
よ
跡
な
き
波
に
こ
ぐ
舟
の
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
八
重
の
潮
風 

 
 

 

式
子
内
親
王 

一
〇
七
九 

 

逢
ふ
ま
で
の
み
る
め
刈
る
べ
き
か
た
ぞ
な
き
ま
だ
波
な
れ
ぬ
磯
の
海
士
人 

 
 

相
摸 

一
〇
八
〇 

 

み
る
め
刈
る
方
や
い
づ
く
ぞ
竿
さ
し
て
わ
れ
に
を
し
へ
よ
海
女
の
釣
舟 

 
 

業
平
朝
臣 

一
〇
八
九 

 

も
ら
さ
ば
や
思
ふ
心
を
さ
て
の
み
は
え
ぞ
山
城
の
井
手
の
し
が
ら
み 

 
 

 

殷
富
門
院
大
輔 

一
〇
九
六 

 

う
ち
は
へ
て
く
る
し
き
も
の
は
人
目
の
み
し
の
ぶ
の
浦
の
海
女
の
栲
縄 

 
 

二
条
院
讃
岐 

一
一
〇
二 

 

後
の
世
を
な
げ
く
涙
と
い
ひ
な
し
て
し
ぼ
り
や
せ
ま
し
墨
染
め
の
袖 

 
 

 

大
宰
大
弐
重
家 

一
一
〇
六 

 

な
が
め
わ
び
そ
れ
と
は
な
し
に
物
ぞ
思
ふ
雲
の
は
た
て
の
夕
暮
の
空 

 
 

 

左
衛
門
督
通
光 

一
一
〇
八 

 

山
賤
の
麻
の
さ
ご
ろ
も
を
さ
を
あ
ら
み
あ
は
で
月
日
や
杉
ふ
け
る
庵 

 
 

 

摂
政
太
政
大
臣 

一
一
一
八 

 

あ
り
と
て
も
あ
は
ぬ
た
め
し
の
名
取
川
朽
ち
だ
に
は
て
ね
瀬
々
の
埋
れ
木 

 
 

寂
蓮
法
師 

一
一
二
八 

 

た
の
め
お
き
し
浅
茅
が
露
に
秋
か
け
て
木
の
葉
降
り
し
く
宿
の
通
い
路 

 
 

前
大
納
言
忠
良 

一
一
三
五 

 

わ
が
恋
は
あ
ふ
を
か
ぎ
り
の
た
の
み
だ
に
ゆ
く
へ
も
し
ら
ぬ
空
の
う
き
雲 

 
 

右
衛
門
督
通
具 

一
一
三
八 

 

つ
れ
な
さ
の
た
ぐ
ひ
ま
で
や
は
つ
ら
か
ら
ぬ
月
を
も
め
で
じ
有
明
の
空 

 
 

藤
原
有
家
朝
臣 

一
一
四
二 

 

と
し
も
へ
ぬ
祈
る
ち
ぎ
り
は
初
瀬
山
尾
上
の
鐘
の
よ
そ
の
夕
暮 

 
 

 

藤
原
定
家
朝
臣 

一
一
六
〇 

 

枕
だ
に
知
ら
ね
ば
い
は
じ
見
し
ま
ま
に
君
か
た
る
な
よ
春
の
夜
の
夢 

 
 

 

和
泉
式
部 
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一
一
六
三 

 

け
さ
よ
り
は
い
と
ど
思
ひ
を
た
き
ま
し
て
歎
き
こ
り
つ
む
逢
坂
の
山 

 
 

 

高
倉
院
御
歌 

一
一
六
七 

 

明
け
が
た
き
二
見
の
浦
に
よ
る
波
の
袖
の
み
濡
れ
て
沖
つ
島
人 

 
 

 

実
方
朝
臣 

一
一
七
四 

 

思
ひ
出
で
て
い
ま
は
消
ぬ
べ
し
夜
も
す
が
ら
お
き
う
か
り
つ
る
聞
く
の
上
の
露  

 

謙
徳
公 

一
一
七
六 

 

み
じ
か
夜
の
残
り
す
く
な
く
ふ
け
ゆ
け
ば
か
ね
て
も
の
う
き
あ
か
つ
き
の
空 

 
 

藤
原
清
正 

一
一
八
六 

 

ま
た
も
来
む
秋
を
た
の
む
の
雁
だ
に
も
鳴
き
て
ぞ
帰
る
春
の
あ
け
ぼ
の 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

一
一
八
八 

 
消
え
か
へ
り
あ
る
か
な
き
か
の
わ
が
身
か
な
恨
み
て
帰
る
道
芝
の
露 

 
 

 

左
大
将
朝
光 

一
一
九
三 

 
有
明
は
思
ひ
い
で
あ
れ
や
横
雲
の
た
だ
よ
は
れ
つ
る
し
の
の
め
の
空 

 
 

 

西
行
法
師 

一
一
九
七 

 

た
の
め
ず
は
人
を
待
乳
の
山
な
り
と
寝
な
ま
し
も
の
を
い
ざ
よ
ひ
の
月 

 
 

太
上
天
皇 

一
一
九
八 

 

な
に
ゆ
ゑ
と
思
ひ
も
い
れ
ぬ
夕
だ
に
待
ち
出
で
し
も
の
を
山
の
端
の
月 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

一
二
〇
一 

 

い
か
が
吹
く
身
に
し
む
色
の
変
わ
る
か
な
た
の
む
る
暮
の
松
風
の
声 

 
 

 

八
条
院
高
倉 

一
二
〇
二 

 

た
の
め
お
く
人
も
長
等
の
山
に
だ
に
さ
夜
ふ
け
ぬ
れ
ば
松
風
の
声 

 
 

 

鴨
長
明 

一
二
〇
四 

 

君
ま
つ
と
ね
や
へ
も
入
ら
ぬ
真
木
の
戸
に
い
た
く
な
更
け
そ
山
の
端
の
月 

 
 

式
子
内
親
王 

一
二
〇
六 

 

帰
る
さ
の
も
の
と
や
人
の
な
が
む
ら
む
待
つ
夜
な
が
ら
の
有
明
の
月 

 
 

 

藤
原
定
家
朝
臣 

一
二
五
五 

 

枯
れ
に
け
る
あ
ふ
ひ
の
み
こ
そ
か
な
し
け
れ
あ
は
れ
と
見
ず
や
加
茂
の
瑞
垣 

 
 

読
人
し
ら
ず 

一
二
五
九 

 

更
級
の
山
よ
り
ほ
か
に
照
る
月
も
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
こ
の
ご
ろ
の
そ
ら 

 
 

躬
恒 

一
二
六
三 

 

さ
し
て
ゆ
く
山
の
端
も
み
な
か
き
く
も
り
心
の
空
に
消
え
し
月
影 

 
 

 

読
人
し
ら
ず 

一
二
六
五 

 

面
影
の
忘
れ
ぬ
人
に
よ
そ
へ
つ
つ
入
る
を
ぞ
し
た
ふ
秋
の
夜
の
月 

 
 

 

肥
後 

一
二
七
〇 

 

く
も
れ
か
し
な
が
む
る
か
ら
に
か
な
し
き
は
月
に
お
ぼ
ゆ
る
人
の
面
影 

 
 

八
条
院
高
倉 

一
二
七
二 

 

め
ぐ
り
あ
は
む
限
り
は
い
つ
と
知
ら
ね
ど
も
月
な
へ
だ
て
そ
よ
そ
の
浮
雲 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

一
二
七
四 

 

恋
ひ
わ
た
る
涙
や
空
に
く
も
る
ら
む
光
も
変
わ
る
ね
や
の
月
影 

 
 

 

権
中
納
言
公
経 

一
二
七
五 

 

い
く
め
ぐ
り
空
ゆ
く
月
も
へ
だ
て
き
ぬ
契
り
し
中
は
よ
そ
の
浮
雲 

 
 

 

左
衛
門
督
通
光 

一
二
七
六 

 

い
ま
来
む
と
契
り
し
こ
と
は
夢
な
が
ら
見
し
夜
に
似
た
る
有
明
の
月 

 
 

 

右
衛
門
督
通
具 

一
二
七
九 

 

忘
る
な
よ
い
ま
は
心
の
か
わ
る
と
も
な
れ
し
そ
の
夜
の
有
明
の
月 

 
 

 

藤
原
家
隆
朝
臣 

一
二
八
〇 

 

そ
の
ま
ま
に
松
の
あ
ら
し
も
変
ら
ぬ
を
忘
れ
や
し
ぬ
る
更
け
し
夜
の
月 

 
 

法
眼
宗
円 

一
二
八
一 

 

人
ぞ
う
き
た
の
め
ぬ
月
は
め
ぐ
り
来
て
む
か
し
忘
れ
ぬ
蓬
生
の
宿 

 
 

 

藤
原
秀
能 

一
二
八
二 

 

わ
く
ら
ば
に
待
ち
つ
る
よ
ひ
も
更
け
に
け
り
さ
や
は
契
り
し
山
の
端
の
月 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

一
二
八
四 

 

松
山
と
ち
ぎ
り
し
人
は
つ
れ
な
く
て
袖
越
す
波
に
の
こ
る
月
影 

 
 

 

藤
原
定
家
朝
臣 

一
二
八
五 

 

な
ら
ひ
こ
し
た
が
い
つ
は
り
も
ま
だ
知
ら
で
待
つ
と
せ
し
ま
の
庭
の
蓬
生 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

一
二
八
六 

 

あ
と
絶
え
て
浅
茅
が
末
に
な
り
に
け
り
た
の
め
し
宿
の
庭
の
白
露 

 
 

 

二
条
院
讃
岐 

一
二
八
九 

 

形
見
と
て
ほ
の
踏
み
分
け
し
あ
と
も
な
し
こ
し
は
む
か
し
の
庭
の
荻
原 

 
 

藤
原
保
季
朝
臣 
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一
二
九
一 

 

忘
れ
ず
は
な
れ
し
袖
も
や
こ
ほ
る
ら
む
寝
ぬ
夜
の
床
の
霜
の
さ
む
し
ろ 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

一
二
九
四 

 

思
ひ
出
で
よ
た
が
か
ね
ご
と
の
末
な
ら
む
き
の
ふ
の
雲
の
あ
と
の
山
風 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

一
三
〇
二 

 

う
ら
み
わ
び
待
た
じ
い
ま
は
の
身
な
れ
ど
も
思
ひ
な
れ
に
し
夕
暮
の
空 

 
 

寂
蓮
法
師 

一
三
〇
四 

 

思
ひ
か
ね
う
ち
ぬ
る
よ
ひ
も
あ
り
な
ま
し
吹
き
だ
に
す
さ
べ
庭
の
松
風 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

一
三
〇
七 

 

あ
は
れ
と
て
問
ふ
人
の
な
ど
な
か
る
ら
む
物
思
ふ
宿
の
荻
の
上
風 

 
 

 

西
行
法
師 

一
三
〇
九 

 
い
ま
は
た
だ
心
の
ほ
か
に
聞
く
も
の
を
知
ら
ず
が
ほ
な
る
荻
の
上
風 

 
 

 

式
子
内
親
王 

一
三
一
〇 

 
い
つ
も
聞
く
も
の
と
や
人
の
思
ふ
ら
む
来
ぬ
夕
暮
の
秋
風
の
声 

 
 

 

摂
政
太
政
大
臣 

一
三
一
一 

 

心
あ
ら
ば
吹
か
ず
も
あ
ら
な
む
よ
ひ
よ
ひ
に
人
待
つ
宿
の
庭
の
松
風 

 
 

 

前
大
僧
正
慈
円 

一
三
一
五 

 

草
枕
結
び
さ
だ
め
む
方
知
ら
ず
な
ら
は
ぬ
野
べ
の
夢
の
通
ひ
路 

 
 

 

雅
経
朝
臣 

一
三
一
八 

 

な
が
め
て
も
あ
は
れ
と
思
へ
お
ほ
か
た
の
空
だ
に
か
な
し
秋
の
夕
暮 

 
 

 

鴨
長
明 

一
三
二
〇 

 

消
え
わ
び
ぬ
う
つ
ろ
ふ
人
の
秋
の
色
に
身
を
こ
が
ら
し
の
杜
の
下
露 

 
 

 

藤
原
定
家
朝
臣 

一
三
二
一 

 

来
ぬ
人
を
秋
の
け
し
き
や
更
け
ぬ
ら
む
恨
み
に
よ
わ
る
松
虫
の
声 

 
 

 

寂
蓮
法
師 

一
三
二
二 

 

わ
が
恋
は
庭
の
む
ら
萩
う
ら
が
れ
て
人
を
も
身
を
も
秋
の
夕
暮 

 
 

 

前
大
僧
正
慈
円 

一
三
二
五 

 

知
ら
れ
じ
な
お
な
じ
袖
に
は
通
ふ
と
も
た
が
夕
暮
と
た
の
む
秋
風 

 
 

 

藤
原
家
隆
朝
臣 

一
三
二
六 

 

露
は
ら
ふ
寝
覚
め
は
秋
の
む
か
し
に
て
見
は
て
ぬ
夢
に
残
る
面
影 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

一
三
二
七 

 

心
こ
そ
ゆ
く
へ
も
知
ら
ね
三
輪
の
山
杉
の
こ
ず
ゑ
の
夕
暮
の
空 

 
 

 

前
大
僧
正
慈
円 

一
三
三
三 

 

見
し
人
の
面
影
と
め
よ
清
見
潟
袖
に
せ
き
も
る
波
の
通
ひ
路 

 
 

 
 

雅
経
朝
臣 

一
三
三
七 

 

思
ひ
入
る
身
は
深
草
の
秋
の
露
た
の
め
し
末
や
こ
が
ら
し
の
風 

 
 

 

藤
原
家
隆
朝
臣 

一
三
三
八 

 

野
べ
の
露
は
色
も
な
く
て
や
こ
ぼ
れ
つ
る
袖
よ
り
す
ぐ
る
荻
の
上
風 

 
 

 

前
大
僧
正
慈
円 

一
三
四
二 

 

あ
だ
な
り
と
思
ひ
し
か
ど
も
君
よ
り
は
物
わ
す
れ
せ
ぬ
袖
の
う
は
露 

 
 

 

道
信
朝
臣 

一
三
五
三 

 

稲
妻
は
照
ら
さ
ぬ
よ
ひ
も
な
か
り
け
り
い
づ
ら
ほ
の
か
に
見
え
し
か
げ
ろ
ふ 

 
 

相
摸 

一
四
二
四 

 

数
な
ら
ば
か
か
ら
ま
し
や
は
世
の
中
に
い
と
か
な
し
き
は
し
づ
の
を
だ
ま
き 

 
 

参
議
篁 

一
四
二
五 

 

人
な
ら
ば
思
ふ
心
を
い
ひ
て
ま
し
よ
し
や
さ
こ
そ
は
し
づ
の
を
だ
ま
き 

 
 

藤
原
惟
成 

一
四
三
四 

 

さ
し
て
ゆ
く
か
た
は
湊
の
波
高
み
う
ら
み
て
か
へ
る
海
人
の
釣
り
舟 

 
 

 

読
人
し
ら
ず 

一
四
三
六 

 

山
陰
や
さ
ら
で
は
庭
に
あ
と
も
な
し
春
ぞ
来
に
け
る
雪
の
む
ら
消
え 

 
 

 

藤
原
有
家
朝
臣 

一
四
四
〇 

 

谷
深
み
春
の
光
の
お
そ
け
れ
ば
雪
に
つ
つ
め
る
う
ぐ
ひ
す
の
声 

 
 

 

菅
贈
太
政
大
臣 

一
四
五
五 

 

な
れ
な
れ
て
見
し
は
な
ご
り
の
春
ぞ
と
も
な
ど
白
川
の
花
の
下
陰 

 
 

 

藤
原
雅
経
朝
臣 

一
四
七
二 

 

さ
く
ら
あ
さ
の
を
ふ
の
浦
波
立
ち
か
へ
り
見
れ
ど
も
あ
か
ず
山
な
し
の
花 

 
 

俊
頼
朝
臣 

一
四
七
三 

 

白
波
の
こ
ゆ
ら
む
末
の
松
山
は
花
と
や
見
ゆ
る
春
の
夜
の
月 

 
 

 
 

加
賀
左
衛
門 

一
四
七
四 

 

お
ぼ
つ
か
な
霞
立
つ
ら
む
武
隈
の
松
の
く
ま
も
る
春
の
夜
の
月 

 
 

 

加
賀
左
衛
門 
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一
四
七
六 

 

を
り
に
逢
へ
ば
こ
れ
も
さ
す
が
に
あ
は
れ
な
り
小
田
の
か
は
づ
の
夕
暮
の
声 

 
 

前
大
納
言
忠
良 

一
四
八
六 

 

い
く
千
代
と
か
ぎ
ら
ぬ
君
が
御
代
な
れ
ど
な
ほ
を
し
ま
る
る
け
さ
の
あ
け
ぼ
の  

 

左
衛
門
督
家
通 

一
四
九
二 

 

よ
そ
へ
つ
つ
見
れ
ど
露
だ
に
な
ぐ
さ
ま
ず
い
か
に
か
す
べ
き
な
で
し
こ
の
花 

 
 

恵
子
女
王 

一
四
九
七 

 

め
ぐ
り
逢
ひ
て
見
し
や
そ
れ
と
も
わ
か
ぬ
ま
に
雲
が
く
れ
に
し
夜
は
の
月
影 

 
 

紫
式
部 

一
五
〇
三 

 

思
ひ
出
づ
る
人
も
あ
ら
し
の
山
の
端
に
ひ
と
り
ぞ
入
り
し
有
明
の
月 

 
 

 

法
印
静
賢 

一
五
〇
五 

 
夜
も
す
が
ら
浦
こ
ぐ
船
は
あ
と
も
な
し
月
ぞ
残
れ
る
志
賀
の
唐
崎 

 
 

 

宜
秋
門
院
丹
後 

一
五
〇
六 

 
山
の
端
に
思
ひ
も
入
ら
じ
世
の
中
は
と
て
も
か
く
て
も
有
り
明
の
月 

 
 

 

藤
原
盛
方
朝
臣 

一
五
〇
九 

 

心
に
は
忘
る
る
時
も
な
か
り
け
り
三
代
の
昔
の
雲
の
上
の
月 

 
 

 
 

左
近
中
将
公
衡 

一
五
一
一 

 

憂
き
身
世
に
な
が
ら
へ
ば
な
ほ
思
ひ
出
で
よ
た
も
と
に
ち
ぎ
る
有
明
の
月 

 
 

藤
原
経
通
朝
臣 

一
五
一
二 

 

都
に
も
人
や
待
つ
ら
む
石
山
の
峯
に
の
こ
れ
る
秋
の
夜
の
月 

 
 

 
 

藤
原
長
能 

一
五
一
七 

 

月
見
ば
と
い
ひ
し
ば
か
り
の
人
は
来
で
真
木
の
戸
た
た
く
庭
の
松
風 

 
 

 

摂
政
太
政
大
臣 

一
五
二
〇 

 

山
の
端
を
出
で
て
も
松
の
木
の
ま
よ
り
心
づ
く
し
の
有
明
の
月 

 
 

 

藤
原
業
清 

一
五
二
一 

 

夜
も
す
が
ら
ひ
と
り
み
山
の
真
木
の
葉
に
く
も
る
も
澄
め
る
有
明
の
月 

 
 

鴨
長
明 

一
五
二
四 

 

な
が
め
わ
び
ぬ
柴
の
あ
み
戸
の
明
け
方
に
山
の
端
近
く
の
こ
る
月
影 

 
 

 

猷
円
法
師 

一
五
三
三 

 

捨
つ
と
な
ら
ば
憂
き
世
を
い
と
ふ
し
る
し
あ
ら
む
わ
れ
見
ば
く
も
れ
秋
の
よ
の
月 

 

西
行
法
師 

一
五
三
八 

 

な
が
め
て
も
む
そ
ぢ
の
秋
は
過
ぎ
に
け
り
思
へ
ば
か
な
し
山
の
端
の
月 

 
 

藤
原
道
経 

一
五
四
三 

 

思
ひ
や
れ
な
に
を
し
の
ぶ
と
な
け
れ
ど
も
都
お
ぼ
ゆ
る
有
明
の
月 

 
 

 

惟
明
親
王 

一
五
四
四 

 

有
明
の
お
な
じ
な
が
め
は
君
も
問
へ
都
の
ほ
か
も
秋
の
山
里 

 
 

 
 

式
子
内
親
王 

一
五
四
六 

 

雲
を
の
み
つ
ら
き
も
の
と
て
明
か
す
夜
の
月
よ
こ
ず
ゑ
に
を
ち
か
た
の
山 

 
 

右
大
将
忠
経 

一
五
五
〇 

 

す
だ
き
け
む
昔
の
人
は
影
絶
え
て
宿
も
る
も
の
は
有
明
の
月 

 
 

 
 

法
橋
行
遍 

一
五
五
二 

 

か
も
め
ゐ
る
藤
江
の
浦
の
沖
つ
す
に
夜
舟
い
ざ
よ
ふ
月
の
さ
や
け
さ 

 
 

 

神
祇
伯
顕
仲 

一
五
五
五 

 

藻
塩
く
む
袖
の
月
影
お
の
づ
か
ら
よ
そ
に
明
か
さ
ぬ
須
磨
の
浦
人 

 
 

 

藤
原
定
家
朝
臣 

一
五
五
七 

 

な
が
め
よ
と
思
は
で
し
も
や
帰
る
ら
む
月
待
つ
な
み
の
海
人
の
釣
舟 

 
 

 

具
親 

一
五
五
九 

 

荒
れ
わ
た
る
秋
の
庭
こ
そ
あ
は
な
れ
ま
し
て
消
え
な
む
露
の
夕
暮 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

一
五
六
三 

 

葛
の
葉
の
う
ら
に
か
へ
る
夢
の
世
を
忘
れ
が
た
み
の
野
べ
の
秋
風 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

一
五
七
三 

 

う
つ
ろ
ふ
は
心
の
ほ
か
の
秋
な
れ
ば
い
ま
は
よ
そ
に
ぞ
菊
の
上
の
露 

 
 

 

冷
泉
院
御
歌 

一
五
七
五 

 

山
川
の
岩
ゆ
く
水
も
こ
ほ
り
し
て
ひ
と
り
く
だ
く
る
峯
の
松
風 

 
 

 

読
人
し
ら
ず 

一
五
八
三 

 

見
し
夢
を
い
づ
れ
の
世
ぞ
と
思
ふ
ま
に
折
を
忘
れ
ぬ
花
の
か
な
し
さ 

 
 

 

御
形
宣
旨 

一
五
九
六 

 

須
磨
の
浦
の
な
ぎ
た
る
朝
は
目
も
は
る
に
霞
に
ま
が
ふ
海
人
の
釣
舟 

 
 

 

藤
原
孝
善 

一
五
九
七 

 

秋
風
の
関
吹
き
越
ゆ
る
度
ご
と
に
声
う
ち
そ
ふ
る
須
磨
の
浦
波 

 
 

 

壬
生
忠
見 
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一
五
九
九 

 

人
住
ぬ
不
破
の
関
屋
の
板
び
さ
し
荒
れ
に
し
後
は
た
だ
秋
の
風 

 
 

 

摂
政
太
政
大
臣 

一
六
〇
一 

 

和
歌
の
浦
を
松
の
葉
ご
し
に
な
が
む
れ
ば
こ
ず
ゑ
に
寄
す
る
海
人
の
釣
舟 

 
 

寂
蓮
法
師 

一
六
〇
二 

 

水
の
江
の
よ
し
の
の
宮
は
神
さ
び
て
よ
は
ひ
た
け
た
る
浦
の
松
風 

 
 

 

正
三
位
季
能 

一
六
〇
三
イ 

 

い
ま
さ
ら
に
住
み
う
し
と
て
も
い
か
が
せ
む
灘
の
塩
屋
の
夕
暮
の
空 

 
 

 

藤
原
秀
能 

一
六
〇
七 

 

う
ち
寄
す
る
波
の
声
に
て
し
る
き
か
な
吹
上
の
浜
の
秋
の
初
風 

 
 

 

祝
部
成
仲 

一
六
〇
九 

 
見
わ
た
せ
ば
霞
の
う
ち
も
か
す
み
け
り
け
ぶ
り
た
な
び
く
塩
釜
の
浦 

 
 

 

藤
原
家
隆
朝
臣 

一
六
一
〇 

 
け
ふ
と
て
や
礒
菜
つ
む
ら
む
伊
勢
島
や
一
志
の
浦
の
海
人
の
を
と
め
子 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

一
六
一
六 

 

花
な
ら
で
た
だ
柴
の
戸
を
さ
し
て
思
ふ
心
の
奥
も
み
吉
野
の
山 

 
 

 

前
大
僧
正
慈
円 

一
六
一
八 

 

い
と
ひ
て
も
な
ほ
い
と
は
し
き
世
な
り
け
り
吉
野
の
奥
の
秋
の
夕
暮 

 
 

 

藤
原
家
衡
朝
臣 

一
六
二
六 

 

世
の
中
を
そ
む
き
に
と
て
は
来
し
か
ど
も
な
ほ
憂
き
こ
と
は
大
原
の
里 

 
 

読
人
し
ら
ず 

一
六
二
八 

 

苔
の
庵
さ
し
て
来
つ
れ
ど
君
ま
さ
で
帰
る
み
山
の
道
の
露
け
さ 

 
 

 

恵
慶
法
師 

一
六
三
六 

 

わ
れ
な
が
ら
思
ふ
か
も
の
を
と
ば
か
り
に
袖
に
し
ぐ
る
る
庭
の
松
風 

 
 

 

藤
原
有
家
朝
臣 

一
六
四
〇 

 

た
れ
住
み
て
あ
は
れ
知
る
ら
む
山
里
の
雨
降
り
す
さ
む
夕
暮
の
空 

 
 

 

西
行
法
師 

一
六
四
二 

 

か
ざ
し
折
る
三
輪
の
繁
山
か
き
分
け
て
あ
は
れ
と
ぞ
思
ふ
杉
立
て
る
門 

 
 

殷
富
門
院
大
輔 

一
六
四
四 

 

嵯
峨
の
山
千
代
の
古
道
あ
と
と
め
て
ま
た
露
分
く
る
望
月
の
駒 

 
 

 

藤
原
定
家
朝
臣 

一
六
五
〇 

 

水
上
の
空
に
見
ゆ
る
は
白
雲
の
立
つ
に
ま
が
へ
る
布
引
の
滝 

 
 

 
 

二
条
関
白
内
大
臣 

一
六
五
一 

 

久
方
の
天
つ
を
と
め
が
夏
ご
ろ
も
雲
居
に
さ
ら
す
布
引
の
滝 

 
 

 
 

藤
原
有
家
朝
臣 

一
六
五
四 

 

真
木
の
板
も
苔
む
す
ば
か
り
な
り
に
け
り
幾
代
経
ぬ
ら
む
瀬
田
の
長
橋 

 
 

前
中
納
言
匡
房 

一
六
六
三 

 

い
ま
は
わ
れ
松
の
柱
の
杉
の
庵
に
と
づ
べ
き
も
の
を
苔
深
き
袖 

 
 

 

式
子
内
親
王 

一
六
六
四 

 

し
き
み
摘
む
山
路
の
露
に
濡
れ
に
け
り
あ
か
つ
き
お
き
の
墨
染
の
袖 

 
 

 

小
侍
従 

一
六
六
六 

 

影
や
ど
す
露
の
み
し
げ
く
な
り
は
て
て
草
に
や
つ
る
る
ふ
る
さ
と
の
月 

 
 

雅
経
朝
臣 

一
六
七
三 

 

岡
の
べ
の
里
の
あ
る
じ
を
尋
ぬ
れ
ば
人
は
答
へ
ず
山
お
ろ
し
の
風 

 
 

 

前
大
僧
正
慈
円 

一
六
七
四 

 

古
畑
の
そ
ば
の
た
つ
木
に
ゐ
る
鳩
の
友
呼
ぶ
声
の
す
ご
き
夕
暮 

 
 

 

西
行
法
師 

一
六
七
五 

 

山
が
つ
の
片
岡
か
け
て
し
む
る
野
の
せ
か
ひ
に
立
て
る
玉
の
小
柳 

 
 

 

西
行
法
師 

一
六
七
九 

 

ふ
る
さ
と
は
浅
茅
が
末
に
な
り
は
て
て
月
に
残
れ
る
人
の
面
影 

 
 

 

摂
政
太
政
大
臣 

一
六
八
三 

 

い
に
し
へ
を
思
ひ
や
り
て
ぞ
恋
わ
た
る
荒
れ
た
る
宿
の
苔
の
岩
橋 

 
 

 

恵
慶
法
師 

一
六
九
九 

 

流
れ
木
と
立
つ
白
波
と
焼
く
塩
と
い
づ
れ
か
か
ら
き
わ
た
つ
海
の
底 

 
 

 

菅
贈
太
政
大
臣 

一
七
一
一 

 

つ
き
も
せ
ぬ
光
の
ま
に
も
ま
ぎ
れ
な
で
老
い
て
帰
れ
る
髪
の
つ
れ
な
さ 

 
 

冷
泉
院
太
皇
太
后
宮 

一
七
一
五 

 

い
に
し
へ
の
海
人
や
け
ぶ
り
と
な
り
ぬ
ら
む
人
目
も
み
え
ぬ
塩
釜
の
浦 

 
 

一
条
院
皇
后
宮 

一
七
三
〇 

 

う
れ
し
さ
は
忘
れ
や
は
す
る
し
の
ぶ
草
し
の
ぶ
る
も
の
を
秋
の
夕
暮 

 
 

 

伊
勢
大
輔 
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一
七
三
五 

 

露
の
身
の
消
え
ば
わ
れ
こ
そ
先
立
た
め
お
く
れ
む
も
の
か
森
の
下
草 

 
 

小
馬
命
婦 

一
七
五
三 

 

い
た
づ
ら
に
過
ぎ
に
し
こ
と
や
歎
か
れ
む
受
け
が
た
き
身
の
夕
暮
の
空 

 

前
大
僧
正
慈
円 

一
七
六
一 

 

君
が
代
に
逢
へ
る
ば
か
り
の
道
は
あ
れ
ど
身
を
ば
頼
ま
ず
行
く
末
の
空 

 

雅
経
朝
臣 

一
七
七
五 

 

書
き
流
す
こ
と
の
葉
を
だ
に
沈
む
な
よ
身
こ
そ
か
く
て
も
山
川
の
水 

 
 

藤
原
行
能 

一
七
八
五 

 

み
ち
の
く
の
い
は
で
忍
ぶ
は
え
ぞ
知
ら
ぬ
書
き
つ
く
し
て
よ
壺
の
石
文 

 

前
右
大
将
頼
朝 

一
七
九
二 

 
う
き
な
が
ら
久
し
く
ぞ
世
を
過
ぎ
に
け
る
あ
は
れ
や
か
け
し
住
吉
の
松 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

一
七
九
三 

 
春
日
山
谷
の
む
も
れ
木
く
ち
ぬ
と
も
君
に
告
げ
こ
せ
峯
の
松
風 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

一
七
九
四 

 

な
に
と
な
く
聞
け
ば
涙
ぞ
こ
ぼ
れ
ぬ
る
苔
の
た
も
と
に
か
よ
ふ
松
風 

 
 

宜
秋
門
院
丹
後 

一
八
二
〇 

 

う
つ
ろ
は
で
し
ば
し
信
太
の
杜
を
見
よ
か
へ
り
も
ぞ
す
る
葛
の
裏
風 

 
 

赤
染
衛
門 

一
八
四
六 

 

世
の
中
を
思
ひ
つ
ら
ね
て
な
が
む
れ
ば
む
な
し
き
空
に
消
ゆ
る
白
雲 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

一
八
四
九 

 

風
早
み
荻
の
は
ご
と
に
お
く
露
の
お
く
れ
さ
き
だ
つ
ほ
ど
の
は
か
な
さ 

 

中
務
卿
具
平
親
王 

一
八
五
〇 

 

秋
風
に
な
び
く
浅
茅
の
末
ご
と
に
お
く
白
露
の
あ
は
れ
世
の
中 

 
 

蝉
丸 

一
八
五
四 

 

補
陀
落
の
南
の
岸
に
堂
立
て
て
い
ま
ぞ
さ
か
え
む
北
の
藤
波 

 
 

 

神
祇
歌 

一
八
七
五 

 

な
が
め
ば
や
神
路
の
山
に
雲
消
え
て
ゆ
ふ
べ
の
空
を
出
で
む
月
影 

 
 

太
上
天
皇 

一
八
七
九 

 

さ
や
か
な
る
鷲
の
高
根
の
雲
居
よ
り
影
や
は
ら
ぐ
る
月
読
の
杜 

 
 

西
行
法
師 

一
八
八
〇 

 

や
は
ら
ぐ
る
光
に
あ
ま
る
影
な
れ
五
十
鈴
川
原
の
秋
の
夜
の
月 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

一
八
八
一 

 

立
ち
帰
り
ま
た
も
見
ま
く
の
ほ
し
き
か
な
御
裳
濯
河
の
瀬
瀬
の
白
波 

 
 

中
院
入
道
右
大
臣 

一
八
八
五 

 

五
十
鈴
川
空
や
ま
だ
き
に
秋
の
声
し
た
つ
岩
根
の
松
の
夕
風 

 
 

 

大
中
臣
明
親 

一
八
八
九 

 

月
さ
ゆ
る
み
た
ら
し
川
に
影
見
え
て
氷
に
す
れ
る
山
藍
の
袖 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

一
八
九
一 

 

君
を
祈
る
心
の
色
を
人
問
は
ば
た
だ
す
の
宮
の
あ
け
の
玉
垣 

 
 

 

前
大
僧
正
慈
円 

一
八
九
三 

 

大
御
田
の
う
る
ほ
ふ
ば
か
り
せ
き
か
け
て
井
堰
に
落
せ
川
上
の
神 

 
 

賀
茂
幸
平 

一
八
九
六 

 

け
ふ
祭
る
神
の
心
や
な
び
く
ら
む
し
で
に
波
立
つ
佐
保
の
川
風 

 
 

入
道
前
関
白
太
政
大
臣 

一
八
九
九 

 

千
代
ま
で
も
心
し
て
吹
け
も
み
ぢ
葉
を
神
も
小
塩
の
山
お
ろ
し
の
風 

 
 

藤
原
伊
家 

一
九
〇
五 

 

さ
め
ぬ
れ
ば
思
ひ
あ
は
せ
て
ね
を
ぞ
泣
く
心
づ
く
し
の
い
に
し
へ
の
夢 

 

前
大
僧
正
慈
円 

一
九
〇
八 

 

熊
野
川
く
だ
す
早
瀬
の
み
な
れ
棹
さ
す
が
み
な
れ
ぬ
波
の
か
よ
ひ
路 

 
 

太
上
天
皇 

一
九
一
〇 

 

岩
代
神
は
知
る
ら
む
し
る
べ
せ
よ
頼
む
憂
き
世
の
夢
の
ゆ
く
す
ゑ 

 
 

読
人
し
ら
ず 

一
九
一
一 

 

ち
ぎ
り
あ
れ
ば
う
れ
し
き
か
か
る
折
り
に
逢
ひ
ぬ
忘
る
な
神
も
行
く
す
ゑ
の
空  

太
上
天
皇 

一
九
一
八 

 

な
に
か
思
ふ
な
に
と
か
歎
く
世
の
中
は
た
だ
朝
顔
の
花
の
上
の
露 

 
 

釈
教
歌 

一
九
二
三 

 

し
る
べ
あ
る
時
に
だ
に
ゆ
け
極
楽
の
道
に
ま
ど
へ
る
世
の
中
の
人 

 
 

智
証
大
師 

一
九
三
二 

 

願
は
く
は
し
ば
し
闇
路
に
や
す
ら
ひ
て
か
か
げ
や
せ
ま
し
法
の
燈
火 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 
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一
九
三
五 

 

わ
が
こ
こ
ろ
な
ほ
晴
れ
や
ら
ぬ
秋
霧
に
ほ
の
か
に
見
ゆ
る
有
明
の
月 

 
 

 

権
僧
正
公
胤 

一
九
三
七 

 

色
に
の
み
そ
め
し
心
の
く
や
し
き
を
む
な
し
と
説
け
る
法
の
う
れ
し
さ 

 
 

小
侍
従 

一
九
三
八 

 

む
ら
さ
き
の
雲
路
に
さ
そ
ふ
琴
の
音
に
憂
き
世
を
は
ら
ふ
峯
の
松
風 

 
 

 

寂
蓮
法
師 

一
九
三
九 

 

こ
れ
や
こ
の
憂
き
世
の
ほ
か
の
春
な
ら
む
花
の
と
ぼ
そ
の
あ
け
ぼ
の
の
空 

 
 

寂
蓮
法
師 

一
九
四
五 

 

お
し
な
べ
て
む
な
し
き
空
と
思
ひ
し
に
藤
咲
き
ぬ
れ
ば
む
ら
さ
き
の
雲 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

一
九
四
七 

 
朝
日
さ
す
峯
の
つ
づ
き
は
芽
ぐ
め
ど
も
ま
だ
霜
深
し
谷
の
陰
草 

 
 

 

先
照
高
山 

一
九
五
二 

 
道
の
べ
の
ほ
た
る
ば
か
り
を
し
る
べ
に
て
ひ
と
り
ぞ
出
づ
る
夕
闇
の
空 

 
 

寂
然
法
師 

一
九
五
五 

 

闇
深
き
木
の
も
と
ご
と
に
契
り
お
き
て
朝
立
つ
霧
の
あ
と
の
露
け
さ 

 
 

 

寂
然
法
師 

一
九
六
一 

 

別
れ
に
し
そ
の
面
影
の
恋
し
き
に
夢
に
も
見
え
よ
山
の
端
の
月 

 
 

 

寂
然
法
師 

一
九
六
三 

 

浮
草
の
一
葉
な
り
と
も
礒
が
く
れ
思
ひ
な
か
け
そ
沖
つ
白
波 

 
 

 
 

寂
然
法
師 

一
九
六
五 

 

花
の
も
と
露
の
な
さ
け
は
ほ
ど
も
あ
ら
じ
酔
ひ
な
す
す
め
そ
春
の
山
風 

 
 

寂
然
法
師 

一
九
六
八 

 

い
ま
ぞ
こ
れ
入
日
を
見
て
も
思
ひ
こ
し
弥
陀
の
御
国
の
夕
暮
の
空 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

一
九
六
九 

 

い
に
し
へ
の
尾
上
の
鐘
に
似
た
る
か
な
岸
打
つ
波
の
あ
か
月
の
声 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 
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資
料 
⑤ 

体
言
止
め
を
使
う
歌
人 

 

藤
原
良
経
・
二
六
首 

二
三 

 
そ
ら
は
猶
か
す
み
も
や
ら
ず
風
さ
え
て
雪
げ
に
く
も
る
春
の
よ
の
月 

六
一 

 

わ
す
る
な
よ
た
の
む
の
さ
は
を
立
つ
か
り
も
い
な
ば
の
風
の
秋
の
夕
暮 

一
三
六  

さ
そ
は
れ
ぬ
人
の
た
め
と
や
の
こ
り
け
む
あ
す
よ
り
さ
き
の
花
の
白
雪 

一
七
四  

あ
す
よ
り
は
し
が
の
花
ぞ
の
ま
れ
に
だ
に
た
れ
か
は
問
は
む
春
の
ふ
る
里 

二
二
〇  

う
ち
し
め
り
あ
や
め
ぞ
か
を
る
時
鳥
鳴
く
や
さ
月
の
雨
の
ゆ
ふ
ぐ
れ 

二
二
六  

小
山
田
に
ひ
く
し
め
な
は
の
う
ち
は
へ
て
く
ち
や
し
ぬ
ら
む
五
月
雨
の
比 

二
六
〇  

か
さ
ね
て
も
す
ず
し
か
り
け
り
夏
衣
う
す
き
袂
に
や
ど
る
月
か
げ 

二
七
三  

ほ
た
る
と
ぶ
の
ざ
は
に
し
げ
る
あ
し
の
ね
の
よ
な
よ
な
し
た
に
か
よ
ふ
秋
か
ぜ 

三
五
六  

を
ぎ
の
葉
に
吹
け
ば
あ
ら
し
の
秋
な
る
を
ま
ち
け
る
夜
は
の
さ
を
し
か
の
こ
ゑ 

三
五
七  

お
し
な
べ
て
お
も
ひ
し
こ
と
の
か
ず
か
ず
に
猶
色
ま
さ
る
秋
の
夕
ぐ
れ 

三
五
九  

も
の
思
は
で
か
か
る
露
や
は
袖
に
お
く
な
が
め
て
け
り
な
秋
の
夕
ぐ
れ 

四
二
二  

ゆ
く
す
ゑ
は
空
も
ひ
と
つ
の
武
蔵
野
に
草
の
原
よ
り
い
づ
る
月
か
げ 

四
四
四  

た
ぐ
へ
く
る
松
の
嵐
や
た
ゆ
む
ら
ん
尾
上
に
か
へ
る
さ
を
し
か
の
声 

九
四
一  

わ
す
れ
じ
と
ち
ぎ
り
て
い
で
し
面
か
げ
は
み
ゆ
ら
ん
も
の
を
古
郷
の
月 

九
三
六  

も
ろ
と
も
に
い
で
し
空
こ
そ
わ
す
ら
れ
ね
都
の
山
の
在
明
の
月 

一
一
〇
八 

山
が
つ
の
あ
さ
の
さ
衣
を
さ
を
あ
ら
み
あ
は
で
月
日
や
す
ぎ
ふ
け
る
い
ほ 

一
一
八
六 

又
も
こ
む
秋
を
た
の
む
の
か
り
だ
に
も
な
き
て
ぞ
か
へ
る
春
の
あ
け
ぼ
の 

一
一
九
八 

な
に
ゆ
ゑ
と
お
も
ひ
も
い
れ
ぬ
夕
だ
に
ま
ち
い
で
し
も
の
を
山
の
は
の
月 

一
二
七
二 

め
ぐ
り
あ
は
む
か
ぎ
り
は
い
つ
と
し
ら
ね
ど
も
月
な
へ
だ
て
そ
よ
そ
の
う
き
雲 

一
二
八
二 

わ
く
ら
ば
に
ま
ち
つ
る
よ
ひ
も
ふ
け
に
け
り
さ
や
は
ち
ぎ
り
し
山
の
は
の
月 

一
三
〇
四 

お
も
ひ
か
ね
う
ち
ぬ
る
よ
ひ
も
あ
り
な
ま
し
ふ
き
だ
に
す
さ
べ
庭
の
松
か
ぜ 

一
三
一
〇 

い
つ
も
き
く
物
と
や
人
の
お
も
ふ
ら
ん
こ
ぬ
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
秋
風
の
声 

一
五
一
七 

月
見
ば
と
い
ひ
し
ば
か
り
の
人
は
こ
で
槙
の
戸
た
た
く
庭
の
松
か
ぜ 

一
五
九
九 

人
す
ま
ぬ
ふ
は
の
関
屋
の
い
た
び
さ
し
あ
れ
に
し
後
は
た
だ
秋
の
か
ぜ 

一
六
七
九 

古
郷
は
浅
茅
が
す
ゑ
に
成
り
は
て
て
月
に
の
こ
れ
る
人
の
面
影 

一
〇
七
三 

か
ぢ
を
た
え
ゆ
ら
の
み
な
と
に
よ
る
ふ
ね
の
た
よ
り
も
し
ら
ぬ
お
き
つ
し
ほ
か
ぜ 
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慈
円
・
二
五
首 

三
三 

 

天
の
原
ふ
じ
の
け
ぶ
り
の
春
の
色
の
か
す
み
に
な
び
く
あ
け
ぼ
の
の
空 

二
五
一  
う
か
ひ
ぶ
ね
あ
は
れ
と
ぞ
み
る
も
の
の
ふ
の
や
そ
う
ぢ
川
の
夕
や
み
の
空 

二
八
二  
夏
衣
か
た
へ
す
ず
し
く
な
り
ぬ
な
り
夜
や
ふ
け
ぬ
ら
む
行
あ
ひ
の
空 

三
五
二  

身
に
と
ま
る
思
ひ
を
を
ぎ
の
う
は
ば
に
て
こ
の
比
か
な
し
夕
暮
の
そ
ら 

三
六
〇  

深
山
ぢ
や
い
つ
よ
り
秋
の
色
な
ら
む
見
ざ
り
し
雲
の
夕
ぐ
れ
の
空 

三
九
〇  

ふ
け
ゆ
か
ば
煙
も
あ
ら
じ
し
ほ
が
ま
の
う
ら
み
な
は
て
そ
秋
の
よ
の
月 

四
〇
四  

う
き
身
に
は
な
が
む
る
か
ひ
も
な
か
り
け
り
心
に
く
も
る
秋
の
よ
の
月 

五
〇
三  

お
ほ
え
山
か
た
ぶ
く
月
の
影
さ
え
て
と
ば
た
の
面
に
お
つ
る
か
り
が
ね 

五
二
〇  

秋
ふ
か
き
あ
は
ぢ
の
島
の
有
明
に
か
た
ぶ
く
月
を
お
く
る
う
ら
か
ぜ 

六
三
七  

あ
じ
ろ
木
に
い
ざ
よ
ふ
浪
の
お
と
ふ
け
て
ひ
と
り
や
ね
ぬ
る
宇
治
の
橋
姫 

七
九
四  

古
郷
を
こ
ふ
る
涙
や
ひ
と
り
行
く
と
も
な
き
山
の
み
ち
し
ば
の
露 

八
三
四  

よ
も
ぎ
ふ
に
い
つ
か
お
く
べ
き
露
の
身
は
け
ふ
の
夕
暮
あ
す
の
あ
け
ぼ
の 

九
四
二  

あ
づ
ま
ぢ
の
よ
は
の
な
が
め
を
か
た
ら
な
ん
都
の
山
に
か
か
る
月
影 

一
三
一
一 

心
あ
ら
ば
ふ
か
ず
も
あ
ら
な
ん
よ
ひ
よ
ひ
に
人
ま
つ
宿
の
庭
の
ま
つ
風 

一
三
二
二 

我
が
恋
は
に
は
の
む
ら
は
ぎ
う
ら
が
れ
て
人
を
も
身
を
も
秋
の
ゆ
ふ
ぐ
れ 

一
三
二
七 

心
こ
そ
ゆ
く
へ
も
し
ら
ね
み
わ
の
山
す
ぎ
の
こ
ず
ゑ
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
そ
ら 

一
三
三
八 

野
辺
の
露
は
色
も
な
く
て
や
こ
ぼ
れ
つ
る
袖
よ
り
過
ぐ
る
荻
の
う
は
風 

一
六
一
六 

花
な
ら
で
た
だ
柴
の
戸
を
さ
し
て
思
ふ
心
の
奥
も
み
よ
し
の
の
山 

一
六
七
三 

三
岡
の
べ
の
里
の
あ
る
じ
を
尋
ぬ
れ
ば
人
は
こ
た
へ
ず
山
お
ろ
し
の
か
ぜ 

一
七
五
三 

い
た
づ
ら
に
す
ぎ
に
し
事
や
歎
か
れ
ん
う
け
が
た
き
身
の
夕
暮
の
空 

一
八
八
〇 

や
は
ら
ぐ
る
光
に
あ
ま
る
影
な
れ
や
い
す
ず
が
は
ら
の
秋
の
よ
の
月 

一
八
九
一 

君
を
い
の
る
心
の
色
を
人
と
は
ば
た
だ
す
の
宮
の
あ
け
の
玉
が
き 

一
九
〇
五 

さ
め
ぬ
れ
ば
お
も
ひ
あ
は
せ
て
ね
を
ぞ
な
く
心
づ
く
し
の
い
に
し
へ
の
夢 

 

 

式
子
内
親
王
・
二
二
首 

三 
 

山
ふ
か
み
春
と
も
し
ら
ぬ
松
の
と
に
た
え
だ
え
か
か
る
雪
の
玉
水  

一
八
二  

わ
す
れ
め
や
あ
ふ
ひ
を
草
に
ひ
き
む
す
び
か
り
ね
の
の
べ
の
露
の
曙 

二
一
五  

こ
ゑ
は
し
て
雲
ぢ
に
む
せ
ぶ
時
鳥
涙
や
そ
そ
く
よ
ひ
の
む
ら
さ
め 

二
四
〇  

か
へ
り
こ
ぬ
む
か
し
を
い
ま
と
お
も
ひ
ね
の
夢
の
枕
に
に
ほ
ふ
橘 
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二
五
六  

ま
ど
ち
か
き
竹
の
は
す
さ
ぶ
風
の
お
と
に
い
と
ど
み
じ
か
き
う
た
た
ね
の
夢 

二
六
八  

夕
立
の
雲
も
と
ま
ら
ぬ
夏
の
日
の
か
た
ぶ
く
山
に
ひ
ぐ
ら
し
の
声 

三
〇
八  
う
た
た
ね
の
あ
さ
け
の
袖
に
か
は
る
な
り
な
ら
す
あ
ふ
ぎ
の
秋
の
は
つ
風 

三
二
一  
な
が
む
れ
ば
衣
手
す
ず
し
ひ
さ
か
た
の
天
の
河
原
の
秋
の
夕
ぐ
れ 

四
一
七  

ふ
く
る
ま
で
な
が
む
れ
ば
こ
そ
か
な
し
け
れ
お
も
ひ
も
い
れ
じ
秋
の
よ
の
月 

四
三
二  

秋
の
色
は
ま
が
き
に
う
と
く
な
り
行
け
ど
手
枕
な
る
る
ね
や
の
月
か
げ 

四
七
四  

あ
と
も
な
き
庭
の
あ
さ
ぢ
に
む
す
ぼ
ほ
れ
露
の
そ
こ
な
る
松
虫
の
声 

四
八
五  

ふ
け
に
け
り
山
の
は
ち
か
く
月
さ
え
て
と
を
ち
の
里
に
衣
う
つ
こ
ゑ 

六
〇
五  

風
さ
む
み
木
の
は
晴
行
く
よ
な
よ
な
に
残
る
く
ま
な
き
に
は
の
月
影 

六
六
二  

さ
む
し
ろ
の
夜
は
の
衣
手
さ
え
さ
え
て
は
つ
雪
し
ろ
し
を
か
の
べ
の
松 

六
九
〇  

ひ
か
ず
ふ
る
雪
げ
に
ま
さ
る
炭
が
ま
の
煙
も
さ
む
し
お
ほ
原
の
里 

七
三
四  

あ
め
の
し
た
め
ぐ
む
く
さ
木
の
め
も
春
に
か
ぎ
り
も
し
ら
ぬ
み
よ
の
末
末 

一
〇
三
六 

我
が
こ
ひ
は
し
る
人
も
な
し
せ
く
と
こ
の
涙
も
ら
す
な
つ
げ
の
を
ま
く
ら 

一
〇
七
四 

し
る
べ
せ
よ
跡
な
き
な
み
に
こ
ぐ
ふ
ね
の
ゆ
く
へ
も
し
ら
ぬ
や
へ
の
し
ほ
か
ぜ 

一
二
〇
四 

君
ま
つ
と
ね
や
へ
も
い
ら
ぬ
ま
き
の
と
に
い
た
く
な
ふ
け
そ
山
の
は
の
月 

一
三
〇
九 

今
は
た
だ
心
の
ほ
か
に
き
く
も
の
を
し
ら
ず
が
ほ
な
る
を
ぎ
の
う
は
か
ぜ 

一
五
四
四 

有
明
の
お
な
じ
な
が
め
は
君
も
と
へ
都
の
外
も
秋
の
山
ざ
と 

一
六
六
三 

今
は
わ
れ
松
の
は
し
ら
の
杉
の
い
ほ
に
と
づ
べ
き
も
の
を
苔
深
き
袖 

 

藤
原
家
隆
・
二
一
首 

一
七 

 

谷
河
の
う
ち
い
づ
る
浪
も
こ
ゑ
た
て
つ
鶯
さ
そ
へ
春
の
山
か
ぜ 

三
七 

 

霞
た
つ
す
ゑ
の
松
山
ほ
の
ぼ
の
と
波
に
は
な
る
る
横
雲
の
空 

八
二 

 

お
も
ふ
ど
ち
そ
こ
と
も
し
ら
ず
行
き
く
れ
ぬ
花
の
や
ど
か
せ
の
べ
の
鶯 

一
三
九  

さ
く
ら
花
ゆ
め
か
う
つ
つ
か
白
雲
の
た
え
て
つ
ね
な
き
峰
の
春
風 

二
一
四  

い
か
に
せ
ん
こ
ぬ
よ
あ
ま
た
の
時
鳥
ま
た
じ
と
お
も
へ
ば
む
ら
雨
の
空 

二
九
二  

あ
け
ぬ
る
か
衣
手
さ
む
し
す
が
原
や
ふ
し
み
の
里
の
秋
の
は
つ
風 

三
七
六  

有
明
の
月
ま
つ
や
ど
の
袖
の
う
へ
に
人
だ
の
め
な
る
よ
ひ
の
い
な
づ
ま 

三
九
二  

な
が
め
つ
つ
お
も
ふ
も
さ
び
し
久
方
の
月
の
都
の
あ
け
が
た
の
空 

四
〇
三  

秋
の
夜
の
月
や
を
じ
ま
の
あ
ま
の
は
ら
あ
け
が
た
ち
か
き
お
き
の
つ
り
ぶ
ね 

五
九
五  

な
が
め
つ
つ
い
く
た
び
袖
に
く
も
る
ら
む
時
雨
に
ふ
く
る
有
明
の
月 
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六
三
九  

し
が
の
う
ら
や
と
ほ
ざ
か
り
行
く
浪
間
よ
り
こ
ほ
り
て
出
づ
る
あ
り
明
の
月 

九
三
五  

野
辺
の
露
う
ら
わ
の
浪
を
か
こ
ち
て
も
行
へ
も
し
ら
ぬ
袖
の
月
か
げ 

九
三
九  
あ
け
ば
又
こ
ゆ
べ
き
山
の
み
ね
な
れ
や
空
行
く
月
の
末
の
し
ら
雲 

九
五
四  
故
郷
に
き
き
し
嵐
の
こ
ゑ
も
に
ず
わ
す
れ
ぬ
人
を
さ
や
の
中
山 

九
六
九  

ち
ぎ
ら
ね
ど
一
夜
は
す
ぎ
ぬ
き
よ
み
が
た
浪
に
わ
か
る
る
あ
か
月
の
雲 

一
二
七
九 

わ
す
る
な
よ
い
ま
は
心
の
か
は
る
と
も
な
れ
し
そ
の
よ
の
有
明
の
月 

一
二
九
四 

お
も
ひ
い
で
よ
た
が
か
ね
ご
と
の
す
ゑ
な
ら
む
き
の
ふ
の
雲
の
跡
の
山
か
ぜ 

一
三
二
五 

し
ら
れ
じ
な
お
な
じ
袖
に
は
か
よ
ふ
と
も
た
が
ゆ
ふ
ぐ
れ
と
た
の
む
秋
か
ぜ 

一
三
三
七 

お
も
ひ
い
る
身
は
ふ
か
く
さ
の
秋
の
露
た
の
め
し
す
ゑ
や
木
枯
の
か
ぜ 

一
六
〇
九 

見
わ
た
せ
ば
霞
の
う
ち
も
か
す
み
け
り
煙
た
な
び
く
し
ほ
が
ま
の
う
ら 

一
七
九
三 

春
日
山
谷
の
む
も
れ
木
く
ち
ぬ
と
も
君
に
つ
げ
こ
せ
峰
の
松
か
ぜ 

 

藤
原
定
家
・
二
一
首 

三
八 

 

春
の
夜
の
ゆ
め
の
う
き
橋
と
だ
え
し
て
峰
に
わ
か
る
る
横
雲
の
そ
ら 

四
〇 

 

お
ほ
空
は
む
め
の
に
ほ
ひ
に
か
す
み
つ
つ
く
も
り
も
は
て
ぬ
春
の
よ
の
月 

二
三
二  

た
ま
ぼ
こ
の
道
行
び
と
の
こ
と
づ
て
も
た
え
て
ほ
ど
ふ
る
五
月
雨
の
そ
ら 

三
六
三  

見
わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
浦
の
と
ま
屋
の
秋
の
夕
暮 

四
二
〇  

さ
む
し
ろ
や
待
つ
よ
の
秋
の
風
ふ
け
て
月
を
か
た
し
く
宇
治
の
橋
姫 

四
八
七  

ひ
と
り
ぬ
る
山
鳥
の
を
の
し
だ
り
を
に
霜
お
き
ま
よ
ふ
床
の
月
か
げ 

六
七
一  

こ
ま
と
め
て
袖
う
ち
は
ら
ふ
か
げ
も
な
し
さ
の
の
わ
た
り
の
雪
の
夕
暮 

七
八
八  

玉
ゆ
ら
の
露
も
涙
も
と
ど
ま
ら
ず
な
き
人
こ
ふ
る
や
ど
の
あ
き
か
ぜ 

八
九
一  

わ
す
る
な
よ
や
ど
る
た
も
と
は
か
は
る
と
も
か
た
み
に
し
ぼ
る
夜
は
の
月
影 

九
三
四  

こ
と
と
へ
よ
お
も
ひ
お
き
つ
の
浜
ち
ど
り
な
く
な
く
い
で
し
跡
の
月
か
げ 

九
五
三  

旅
人
の
そ
で
吹
き
か
へ
す
秋
風
に
ゆ
ふ
日
さ
び
し
き
山
の
か
け
は
し 

九
六
八  

わ
す
れ
な
む
ま
つ
と
な
つ
げ
そ
中
中
に
い
な
ば
の
山
の
み
ね
の
秋
か
ぜ 

九
八
〇  

そ
で
に
ふ
け
さ
ぞ
な
た
び
ね
の
夢
は
み
じ
思
ふ
か
た
よ
り
か
よ
ふ
浦
か
ぜ 

九
八
二  

宮
こ
に
も
い
ま
や
衣
を
う
つ
の
山
夕
し
も
払
ふ
つ
た
の
し
た
み
ち 

一
一
四
二 

と
し
も
へ
ぬ
い
の
る
ち
ぎ
り
は
は
つ
せ
山
を
の
へ
の
か
ね
の
よ
そ
の
ゆ
ふ
ぐ
れ 

一
二
〇
六 

か
へ
る
さ
の
も
の
と
や
人
の
な
が
む
ら
ん
ま
つ
夜
な
が
ら
の
有
明
の
月 

一
二
八
四 

松
山
と
ち
ぎ
り
し
人
は
つ
れ
な
く
て
袖
こ
す
な
み
に
の
こ
る
月
か
げ 
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一
二
九
一 

わ
す
れ
ず
は
な
れ
し
袖
も
や
こ
ほ
る
ら
ん
ね
ぬ
よ
の
と
こ
の
霜
の
さ
む
し
ろ 

一
三
二
〇 

き
え
わ
び
ぬ
う
つ
ろ
ふ
人
の
秋
の
色
に
身
を
こ
が
ら
し
の
も
り
の
し
た
露 

一
五
五
五 
も
し
ほ
く
む
袖
の
月
か
げ
お
の
づ
か
ら
よ
そ
に
あ
か
さ
ぬ
す
ま
の
う
ら
人 

一
六
四
四 
さ
が
の
山
千
代
の
ふ
る
み
ち
跡
と
め
て
又
露
わ
く
る
も
ち
月
の
駒 

 

寂
蓮
・
二
〇
首 

五
八 

 

い
ま
は
と
て
た
の
む
の
雁
も
う
ち
わ
び
ぬ
お
ぼ
ろ
月
よ
の
あ
け
ぼ
の
の
空 

八
七 

 

か
づ
ら
き
や
た
か
ま
の
桜
さ
き
に
け
り
立
田
の
お
く
に
か
か
る
白
雲 

一
五
四  

お
も
ひ
た
つ
と
り
は
ふ
る
す
も
た
の
む
ら
ん
な
れ
ぬ
る
花
の
跡
の
夕
暮 

一
五
五  

ち
り
に
け
り
あ
は
れ
う
ら
み
の
た
れ
な
れ
ば
花
の
あ
と
と
ふ
は
る
の
山
か
ぜ 

一
六
九  

く
れ
て
行
く
春
の
み
な
と
は
し
ら
ね
ど
も
霞
に
お
つ
る
宇
治
の
し
ば
ぶ
ね 

二
五
二  

う
か
ひ
舟
た
か
せ
さ
し
こ
す
ほ
ど
な
れ
や
む
す
ぼ
ほ
れ
行
く
か
が
り
火
の
影 

三
六
一  

さ
び
し
さ
は
そ
の
色
と
し
も
な
か
り
け
り
槙
立
つ
山
の
秋
の
夕
ぐ
れ 

四
三
九  

野
分
せ
し
小
野
の
草
ぶ
し
あ
れ
は
て
て
深
山
に
ふ
か
き
さ
を
鹿
の
声 

四
九
一  

む
ら
さ
め
の
つ
ゆ
も
ま
だ
ひ
ぬ
槙
の
は
に
霧
立
ち
の
ぼ
る
秋
の
夕
暮 

五
九
九  

た
え
だ
え
に
里
わ
く
月
の
ひ
か
り
か
な
時
雨
を
か
く
る
夜
は
の
む
ら
雲 

六
六
三  

ふ
り
そ
む
る
け
さ
だ
に
人
の
ま
た
れ
つ
る
深
山
の
さ
と
の
雪
の
夕
暮 

七
〇
五  

お
い
の
な
み
こ
え
け
る
身
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
こ
と
し
も
今
は
末
の
松
山 

七
四
〇  

た
か
さ
ご
の
松
も
む
か
し
に
成
り
ぬ
べ
し
猶
ゆ
く
す
ゑ
は
秋
の
よ
の
月 

八
三
六  

尋
ね
き
て
い
か
に
あ
は
れ
と
な
が
む
ら
む
あ
と
な
き
山
の
峰
の
し
ら
雲 

一
一
一
八 

あ
り
と
て
も
あ
は
ぬ
た
め
し
の
な
と
り
河
く
ち
だ
に
は
て
ね
せ
ぜ
の
埋
木 

一
三
〇
二 

う
ら
み
わ
び
ま
た
じ
い
ま
は
の
身
な
れ
ど
も
お
も
ひ
な
れ
に
し
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
空 

一
三
二
一 

こ
ぬ
人
を
秋
の
け
し
き
や
ふ
け
ぬ
ら
む
う
ら
み
に
よ
わ
る
松
虫
の
声 

一
六
〇
一 

和
歌
の
浦
を
松
の
は
ご
し
に
な
が
む
れ
ば
杪
に
よ
す
る
あ
ま
の
つ
り
舟 

一
九
三
八 

む
ら
さ
き
の
雲
ぢ
に
さ
そ
ふ
こ
と
の
ね
に
う
き
世
を
は
ら
ふ
嶺
の
松
風 

一
九
三
九 

こ
れ
や
こ
の
う
き
よ
の
ほ
か
の
春
な
ら
む
花
の
と
ぼ
そ
の
あ
け
ぼ
の
の
そ
ら 

 

藤
原
俊
成
・
一
八
首 

五
九 

 

き
く
人
ぞ
涙
は
お
つ
る
帰
る
雁
な
き
て
行
く
な
る
曙
の
空 

一
〇
〇  

い
く
と
せ
の
春
に
心
を
つ
く
し
き
ぬ
あ
は
れ
と
思
へ
み
よ
し
の
の
花 
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一
一
四  

ま
た
や
み
む
か
た
の
の
み
の
の
桜
が
り
花
の
雪
ち
る
春
の
あ
け
ぼ
の 

一
五
九  

こ
ま
と
め
て
な
ほ
水
か
は
む
款
冬
の
花
の
露
そ
ふ
ゐ
で
の
玉
川 

二
〇
一  
む
か
し
お
も
ふ
く
さ
の
い
ほ
り
の
よ
る
の
雨
に
涙
な
そ
へ
そ
山
時
鳥 

二
二
一  
け
ふ
は
又
あ
や
め
の
ね
さ
へ
か
け
そ
へ
て
み
だ
れ
ぞ
ま
さ
る
袖
の
し
ら
玉 

三
二
〇  

た
な
ば
た
の
と
わ
た
る
船
の
か
ぢ
の
は
に
い
く
秋
か
き
つ
露
の
玉
づ
さ 

六
三
一  

か
つ
こ
ほ
り
か
つ
は
く
だ
く
る
山
川
の
い
は
ま
に
む
す
ぶ
あ
か
月
の
こ
ゑ 

六
三
四  

水
上
や
た
え
だ
え
こ
ほ
る
岩
間
よ
り
き
よ
た
き
河
に
残
る
し
ら
浪 

六
七
七  

雪
ふ
れ
ば
峰
の
ま
さ
か
き
う
づ
も
れ
て
月
に
み
が
け
る
あ
ま
の
か
ぐ
山 

九
三
二  

夏
か
り
の
あ
し
の
か
り
ね
も
あ
は
れ
な
り
た
ま
え
の
月
の
明
が
た
の
空 

一
五
五
九 

あ
れ
わ
た
る
秋
の
庭
こ
そ
哀
な
れ
ま
し
て
消
え
な
ん
露
の
夕
ぐ
れ 

一
六
一
〇 

今
日
と
て
や
礒
な
つ
む
ら
む
伊
勢
島
や
い
ち
し
の
浦
の
あ
ま
の
を
と
め
ご 

一
七
九
二 

う
き
な
が
ら
ひ
さ
し
く
ぞ
世
を
す
ぎ
に
け
る
あ
は
れ
や
か
け
し
住
吉
の
松 

一
八
四
六 

世
中
を
お
も
ひ
つ
ら
ね
て
な
が
む
れ
ば
む
な
し
き
空
に
き
ゆ
る
し
ら
雲 

一
八
八
九 

月
さ
ゆ
る
み
た
ら
し
河
に
影
み
え
て
こ
ほ
り
に
す
れ
る
山
あ
ゐ
の
袖 

一
九
六
八 

い
ま
ぞ
こ
れ
入
日
を
み
て
も
思
ひ
こ
し
弥
陀
の
み
く
に
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
空 

一
九
六
九 

い
に
し
へ
の
尾
上
の
鐘
に
に
た
る
か
な
岸
う
つ
浪
の
あ
か
月
の
こ
ゑ 

 

西
行
・
一
七
首 

二
七 

 

ふ
り
つ
み
し
た
か
ね
の
み
ゆ
き
と
け
に
け
り
き
よ
滝
川
の
水
の
白
な
み 

二
一
七  

き
か
ず
と
も
こ
こ
を
せ
に
せ
む
時
鳥
山
田
の
原
の
す
ぎ
の
む
ら
立 

二
六
三  

よ
ら
れ
つ
る
野
も
せ
の
草
の
か
げ
ろ
ひ
て
す
ず
し
く
く
も
る
夕
立
の
空 

二
九
九  

お
し
な
べ
て
物
を
お
も
は
ぬ
人
に
さ
へ
心
を
つ
く
る
秋
の
は
つ
か
ぜ 

三
〇
〇  

あ
は
れ
い
か
に
く
さ
ば
の
露
の
こ
ぼ
る
ら
む
秋
風
た
ち
ぬ
み
や
ぎ
の
の
原 

三
六
二  

こ
こ
ろ
な
き
身
に
も
あ
は
れ
は
し
ら
れ
け
り
し
ぎ
た
つ
沢
の
秋
の
夕
暮 

五
〇
一  

よ
こ
雲
の
風
に
わ
か
る
る
し
の
の
め
に
山
と
び
こ
ゆ
る
は
つ
か
り
の
こ
ゑ 

六
二
七  

さ
び
し
さ
に
た
へ
た
る
人
の
ま
た
も
あ
れ
な
い
ほ
り
な
ら
べ
む
冬
の
山
里 

八
八
五  

き
み
い
な
ば
月
待
つ
と
て
も
な
が
め
や
ら
む
あ
づ
ま
の
か
た
の
夕
暮
の
空 

九
八
七  

と
し
た
け
て
又
こ
ゆ
べ
し
と
お
も
ひ
き
や
命
な
り
け
り
さ
や
の
中
山 

一
一
九
三 

有
明
は
お
も
ひ
い
で
あ
れ
や
よ
こ
雲
の
た
だ
よ
は
れ
つ
る
し
の
の
め
の
そ
ら 

一
三
〇
七 

あ
は
れ
と
て
と
ふ
人
の
な
ど
な
か
る
ら
ん
物
お
も
ふ
や
ど
の
荻
の
う
は
か
ぜ 
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一
五
三
三 

す
つ
と
な
ら
ば
う
き
よ
を
い
と
ふ
し
る
し
あ
ら
む
わ
れ
み
ば
く
も
る
秋
の
よ
の
月 

一
六
四
〇 

誰
す
み
て
あ
は
れ
し
る
ら
む
山
ざ
と
の
雨
ふ
り
す
さ
む
夕
暮
の
空 

一
六
七
四 
ふ
る
は
た
の
そ
は
の
立
木
に
ゐ
る
鳩
の
と
も
よ
ぶ
声
の
す
ご
き
ゆ
ふ
暮 

一
六
七
五 
山
が
つ
の
片
岡
か
け
て
し
む
る
の
の
堺
に
た
て
る
玉
の
を
柳 

一
八
七
九 

さ
や
か
な
る
わ
し
の
た
か
ね
の
雲
ゐ
よ
り
か
げ
や
は
ら
ぐ
る
月
よ
み
の
も
り 

 

藤
原
雅
経
・
一
六
首 

九
三 

 

い
は
ね
ふ
み
か
さ
な
る
山
を
わ
け
す
て
て
花
も
い
く
へ
の
あ
と
の
し
ら
雲 

九
四 

 

た
づ
ね
き
て
花
に
く
ら
せ
る
木
の
ま
よ
り
ま
つ
と
し
も
な
き
山
の
は
の
月 

一
四
五  

花
さ
そ
ふ
名
残
を
雲
に
ふ
き
と
め
て
し
ば
し
は
に
ほ
へ
春
の
山
風 

一
九
四  

お
の
が
つ
ま
恋
ひ
つ
つ
な
く
や
五
月
や
み
神
な
び
山
の
山
ほ
と
と
ぎ
す 

三
六
四  

た
へ
て
や
は
お
も
ひ
あ
り
と
も
い
か
が
せ
む
む
ぐ
ら
の
や
ど
の
秋
の
夕
ぐ
れ 

五
六
一  

う
つ
り
ゆ
く
雲
に
嵐
の
こ
ゑ
す
な
り
散
る
か
ま
さ
き
の
か
づ
ら
き
の
山 

六
〇
四  

秋
の
色
を
は
ら
ひ
は
て
て
や
久
方
の
月
の
か
つ
ら
に
木
が
ら
し
の
風 

六
一
〇  

か
げ
と
め
し
露
の
や
ど
り
を
思
ひ
出
で
て
霜
に
あ
と
と
ふ
あ
さ
ぢ
ふ
の
月 

六
五
二  

は
か
な
し
や
さ
て
も
い
く
よ
か
行
く
水
に
か
ず
か
き
わ
ぶ
る
を
し
の
ひ
と
り
ね 

九
四
〇  

故
郷
の
け
ふ
の
面
か
げ
さ
そ
ひ
こ
と
月
に
ぞ
ち
ぎ
る
さ
よ
の
な
か
山 

九
五
八  

い
た
づ
ら
に
立
つ
や
あ
さ
ま
の
ゆ
ふ
煙
さ
と
と
ひ
か
ぬ
る
を
ち
こ
ち
の
山 

一
三
一
五 

草
枕
む
す
び
さ
だ
め
む
か
た
し
ら
ず
な
ら
は
ぬ
の
べ
の
ゆ
め
の
か
よ
ひ
ぢ 

一
三
三
三 

見
し
人
の
面
影
と
め
よ
清
見
が
た
袖
に
せ
き
も
る
波
の
か
よ
ひ
ぢ 

一
四
五
五 

な
れ
な
れ
て
み
し
は
名
残
の
春
ぞ
と
も
な
ど
し
ら
河
の
花
の
下
か
げ 

一
六
六
六 

か
げ
や
ど
す
露
の
み
し
げ
く
成
り
は
て
て
草
に
や
つ
る
る
古
郷
の
月 

一
七
六
一 

君
が
代
に
あ
へ
る
ば
か
り
の
み
ち
は
有
れ
ど
身
を
ば
た
の
ま
ず
行
末
の
空 

 

後
鳥
羽
院
・
一
四
首 

一
八 
 

鶯
の
な
け
ど
も
い
ま
だ
ふ
る
雪
に
杉
の
葉
し
ろ
き
逢
坂
の
山 

一
三
三  

み
よ
し
の
の
た
か
ね
の
さ
く
ら
散
り
に
け
り
あ
ら
し
も
し
ろ
き
春
の
あ
け
ぼ
の 

二
三
六  

ほ
と
と
ぎ
す
雲
ゐ
の
よ
そ
に
す
ぎ
ぬ
な
り
は
れ
ぬ
思
ひ
の
五
月
雨
の
比 

二
七
九  

山
ざ
と
の
み
ね
の
あ
ま
ぐ
も
と
だ
え
し
て
夕
す
ず
し
き
槙
の
し
た
つ
ゆ 

四
九
二  

さ
び
し
さ
は
深
山
の
秋
の
あ
さ
ぐ
も
り
霧
に
し
を
る
る
槙
の
下
露 
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五
一
七  

秋
ふ
け
ぬ
な
け
や
霜
よ
の
き
り
ぎ
り
す
や
や
か
げ
さ
む
し
よ
も
ぎ
ふ
の
月 

五
八
一  

ふ
か
み
ど
り
あ
ら
そ
ひ
か
ね
て
い
か
な
ら
む
ま
な
く
時
雨
の
ふ
る
の
神
す
ぎ 

六
三
六  
は
し
ひ
め
の
か
た
し
き
衣
さ
む
し
ろ
に
待
つ
よ
む
な
し
き
宇
治
の
曙 

六
八
三  
こ
の
比
は
花
も
紅
葉
も
枝
に
な
し
し
ば
し
な
消
え
そ
松
の
し
ら
雪 

一
〇
三
三 

お
も
ひ
つ
つ
へ
に
け
る
と
し
の
か
ひ
や
な
き
た
だ
あ
ら
ま
し
の
夕
ぐ
れ
の
そ
ら 

一
一
九
七 

た
の
め
ず
は
人
を
ま
つ
ち
の
山
な
り
と
ね
な
ま
し
も
の
を
い
ざ
よ
ひ
の
月 

一
八
七
五 

な
が
め
ば
や
神
ぢ
の
山
に
雲
き
え
て
ゆ
ふ
べ
の
空
を
出
で
む
月
か
げ 

一
九
〇
八 

く
ま
の
川
く
だ
す
は
や
せ
の
み
な
れ
ざ
を
さ
す
が
み
な
れ
ぬ
浪
の
か
よ
ひ
ぢ 

一
九
一
一 

ち
ぎ
り
あ
れ
ば
う
れ
し
き
か
か
る
を
り
に
あ
ひ
ぬ
わ
す
る
な
神
も
行
末
の
空 

 

藤
原
俊
成
女
・
一
三
首 

四
七 

 

梅
の
花
あ
か
ぬ
色
か
も
む
か
し
に
て
お
な
じ
か
た
み
の
春
の
夜
の
月 

一
一
二  

風
か
よ
ふ
ね
ざ
め
の
そ
で
の
花
の
か
に
か
を
る
ま
く
ら
の
春
の
夜
の
夢 

一
七
九  

を
り
ふ
し
も
う
つ
れ
ば
か
へ
つ
世
中
の
人
の
こ
こ
ろ
の
花
ぞ
め
の
袖 

三
七
五  

お
ほ
あ
ら
き
の
も
り
の
木
の
ま
を
も
り
か
ね
て
人
だ
の
め
な
る
秋
の
よ
の
月 

四
二
九  

あ
く
が
れ
て
ね
ぬ
よ
の
ち
り
の
つ
も
る
ま
で
月
に
は
ら
は
ぬ
床
の
さ
む
し
ろ 

五
〇
五  

ふ
き
ま
よ
ふ
雲
井
を
わ
た
る
は
つ
か
り
の
つ
ば
さ
に
な
ら
す
夜
は
の
秋
風 

五
一
四  

あ
だ
に
散
る
露
の
枕
に
ふ
し
わ
び
て
う
づ
ら
鳴
く
な
り
と
こ
の
山
か
ぜ 

五
一
五  

問
ふ
人
も
あ
ら
し
吹
き
そ
ふ
秋
は
き
て
こ
の
葉
に
う
づ
む
や
ど
の
み
ち
し
ば 

六
〇
八  

さ
え
わ
び
て
さ
む
る
枕
に
か
げ
み
れ
ば
霜
ふ
か
き
よ
の
有
明
の
月 

九
五
七  

古
郷
も
秋
は
ゆ
ふ
べ
を
か
た
み
と
て
風
の
み
お
く
る
を
の
の
し
の
は
ら 

一
二
八
五 

な
ら
ひ
こ
し
た
が
い
つ
は
り
も
ま
だ
し
ら
で
ま
つ
と
せ
し
ま
の
庭
の
よ
も
ぎ
ふ 

一
三
二
六 

露
は
ら
ふ
ね
ざ
め
は
秋
の
む
か
し
に
て
見
は
て
ぬ
夢
に
の
こ
る
面
か
げ 

一
五
六
三 

葛
の
葉
の
恨
に
か
へ
る
夢
の
よ
を
わ
す
れ
が
た
み
の
野
べ
の
秋
か
ぜ 

 

藤
原
有
家
・
八
首 

二
六
一  

す
ず
し
さ
は
秋
や
か
へ
り
て
は
つ
せ
が
は
ふ
る
か
は
の
べ
の
す
ぎ
の
下
か
げ 

三
七
七  

風
わ
た
る
あ
さ
ぢ
が
す
ゑ
の
露
に
だ
に
や
ど
り
も
は
て
ぬ
よ
ひ
の
い
な
づ
ま 

六
七
三  

夢
か
よ
ふ
み
ち
さ
へ
た
え
ぬ
呉
竹
の
ふ
し
み
の
里
の
雪
の
下
を
れ 

九
六
二  

岩
が
ね
の
と
こ
に
嵐
を
か
た
し
き
て
ひ
と
り
や
ね
な
ん
さ
よ
の
中
山 
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一
一
三
八 

つ
れ
な
さ
の
た
ぐ
ひ
ま
で
や
は
つ
ら
か
ら
ぬ
月
を
も
め
で
じ
有
明
の
空 

一
四
三
六 

山
陰
や
さ
ら
で
は
庭
に
跡
も
な
し
春
ぞ
き
に
け
る
雪
の
む
ら
消 

一
六
三
六 
わ
れ
な
が
ら
思
ふ
か
物
を
と
ば
か
り
に
袖
に
し
ぐ
る
る
庭
の
松
か
ぜ 

一
六
五
一 
ひ
さ
か
た
の
あ
ま
つ
を
と
め
が
夏
衣
雲
井
に
さ
ら
す
布
引
の
た
き 

 

源
通
具
・
六
首 

二
三
九  

ゆ
く
す
ゑ
を
た
れ
し
の
べ
と
て
夕
風
に
契
り
か
お
か
む
や
ど
の
た
ち
ば
な 

三
七
四  

ふ
か
く
さ
の
さ
と
の
月
か
げ
さ
び
し
さ
も
す
み
こ
し
ま
ま
の
野
べ
の
秋
風 

四
二
四  

秋
の
よ
は
や
ど
か
る
月
も
露
な
が
ら
袖
に
吹
き
こ
す
荻
の
う
は
風 

五
九
四  

霜
こ
ほ
る
袖
に
も
か
げ
は
残
り
け
り
露
よ
り
な
れ
し
有
明
の
月 

一
一
三
五 

我
が
こ
ひ
は
あ
ふ
を
か
ぎ
り
の
た
の
み
だ
に
ゆ
く
へ
も
し
ら
ぬ
空
の
う
き
雲 

一
二
七
六 

今
こ
む
と
ち
ぎ
り
し
こ
と
は
夢
な
が
ら
見
し
よ
に
に
た
る
有
明
の
月 

 

鴨
長
明
・
六
首 

三
六
六  

秋
風
の
い
た
り
い
た
ら
ぬ
袖
は
あ
ら
じ
た
だ
わ
れ
か
ら
の
露
の
夕
ぐ
れ 

三
九
七  

な
が
む
れ
ば
ち
ぢ
に
物
お
も
ふ
月
に
又
我
が
身
ひ
と
つ
の
み
ね
の
松
か
ぜ 

九
六
四  

枕
と
て
い
づ
れ
の
草
に
ち
ぎ
る
ら
ん
行
く
を
か
ぎ
り
の
の
べ
の
夕
暮 

一
二
〇
二 

た
の
め
お
く
人
も
な
が
ら
の
山
に
だ
に
さ
よ
ふ
け
ぬ
れ
ば
ま
つ
風
の
声 

一
三
一
八 

な
が
め
て
も
あ
は
れ
と
お
も
へ
お
ほ
か
た
の
空
だ
に
か
な
し
秋
の
夕
ぐ
れ 

一
五
二
一 

夜
も
す
が
ら
ひ
と
り
深
山
の
槙
の
葉
に
く
も
る
も
す
め
る
有
明
の
月 

 

宮
内
卿
・
六
首 

七
六 

 

う
す
く
こ
き
野
辺
の
み
ど
り
の
若
草
に
跡
ま
で
み
ゆ
る
雪
の
む
ら
消 

一
二
九  

あ
ふ
坂
や
こ
ず
ゑ
の
花
を
吹
く
か
ら
に
嵐
ぞ
か
す
む
関
の
杉
む
ら 

一
七
三  

し
ば
の
と
を
さ
す
や
ひ
か
げ
の
な
ご
り
な
く
春
く
れ
か
か
る
山
の
は
の
雲 

四
二
三  

月
を
な
ほ
ま
つ
ら
む
も
の
か
む
ら
さ
め
の
晴
行
く
雲
の
末
の
さ
と
人 

四
七
九  

ま
ど
ろ
ま
で
な
が
め
よ
と
て
の
す
さ
び
か
な
あ
さ
の
さ
衣
月
に
う
つ
声 

五
〇
七  

し
も
を
待
つ
籬
の
菊
の
よ
ひ
の
ま
に
お
き
ま
よ
ふ
い
ろ
は
山
の
は
の
月 
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源
具
親
・
六
首 

一
二
一  

時
し
も
あ
れ
た
の
む
の
か
り
の
わ
か
れ
さ
へ
花
ち
る
比
の
み
よ
し
の
の
里 

二
九
五  
し
き
た
へ
の
枕
の
う
へ
に
す
ぎ
ぬ
な
り
露
を
た
づ
ぬ
る
秋
の
初
か
ぜ 

五
八
七  
い
ま
は
又
ち
ら
で
も
ま
が
ふ
時
雨
か
な
ひ
と
り
ふ
り
行
く
庭
の
松
風 

五
九
七  

い
ま
よ
り
は
木
の
は
が
く
れ
も
な
け
れ
ど
も
時
雨
に
残
る
む
ら
雲
の
月 

五
九
八  

は
れ
く
も
る
か
げ
を
み
や
こ
に
さ
き
だ
て
て
時
雨
と
つ
ぐ
る
山
の
は
の
月 

一
五
五
七 

な
が
め
よ
と
お
も
は
で
し
も
や
か
へ
る
ら
む
月
ま
つ
な
み
の
海
人
の
つ
り
舟 

 

源
通
光
・
六
首 

三
五
一  

あ
け
ぬ
と
て
野
べ
よ
り
山
に
い
る
鹿
の
あ
と
吹
き
お
く
る
萩
の
下
か
ぜ 

四
一
二  

た
つ
た
山
よ
は
に
あ
ら
し
の
ま
つ
吹
け
ば
雲
に
は
う
と
き
峰
の
月
か
げ 

四
三
四  

さ
ら
に
又
く
れ
を
た
の
め
と
あ
け
に
け
り
月
は
つ
れ
な
き
秋
の
よ
の
そ
ら 

四
九
三  

あ
け
ぼ
の
や
河
せ
の
浪
の
た
か
せ
ぶ
ね
く
だ
す
か
人
の
袖
の
秋
ぎ
り 

一
一
〇
六 

な
が
め
わ
び
そ
れ
と
は
な
し
に
も
の
ぞ
お
も
ふ
雲
の
は
た
て
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
空 

一
二
七
五 

い
く
め
ぐ
り
そ
ら
ゆ
く
月
も
へ
だ
て
き
ぬ
ち
ぎ
り
し
な
か
は
よ
そ
の
う
き
雲 

 

寂
然
・
六
首 

六
八
二  

尋
ね
き
て
み
ち
わ
け
わ
ぶ
る
人
も
あ
ら
じ
い
く
へ
も
つ
も
れ
庭
の
白
雪 

一
九
五
二 

道
の
べ
の
ほ
た
る
ば
か
り
を
し
る
べ
に
て
ひ
と
り
ぞ
い
づ
る
ゆ
ふ
や
み
の
そ
ら 

一
九
五
五 

や
み
ふ
か
き
こ
の
も
と
ご
と
に
契
り
お
き
て
あ
さ
た
つ
霧
の
あ
と
の
つ
ゆ
け
さ 

一
九
六
一 

別
れ
に
し
そ
の
面
か
げ
の
恋
し
き
に
夢
に
も
み
え
よ
山
の
は
の
月 

一
九
六
三 

う
き
草
の
ひ
と
は
な
り
と
も
礒
が
く
れ
思
ひ
な
か
け
そ
お
き
つ
し
ら
波 

一
九
六
五 

花
の
も
と
つ
ゆ
の
な
さ
け
は
ほ
ど
も
あ
ら
じ
ゑ
ひ
な
す
す
め
そ
春
の
山
か
ぜ 

 

二
条
院
讃
岐
・
六
首 

一
三
〇  

山
た
か
み
嶺
の
あ
ら
し
に
ち
る
花
の
月
に
あ
ま
ぎ
る
あ
け
が
た
の
空 

二
七
一  

な
く
せ
み
の
こ
ゑ
も
す
ず
し
き
夕
暮
に
秋
を
か
け
た
る
も
り
の
下
露 

四
三
五  

お
ほ
か
た
に
秋
の
ね
ざ
め
の
露
け
く
は
又
た
が
袖
に
有
明
の
月 

五
四
〇  

散
り
か
か
る
紅
葉
の
色
は
ふ
か
け
れ
ど
わ
た
れ
ば
に
ご
る
山
川
の
水 

一
〇
九
六 

う
ち
は
へ
て
く
る
し
き
物
は
人
め
の
み
し
の
ぶ
の
う
ら
の
あ
ま
の
た
く
な
は 
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一
二
八
六 

跡
た
え
て
あ
さ
ぢ
が
す
ゑ
に
な
り
に
け
り
た
の
め
し
や
ど
の
庭
の
白
露 

 

殷
富
門
院
大
輔
・
六
首 

七
三 

 
春
か
ぜ
の
か
す
み
吹
き
と
く
た
え
ま
よ
り
み
だ
れ
て
な
び
く
青
柳
の
い
と 

四
一
五  

な
が
め
つ
つ
お
も
ふ
も
ぬ
る
る
た
も
と
か
な
い
く
よ
か
は
み
む
秋
の
よ
の
月 

六
〇
六  

我
が
か
ど
の
か
り
田
の
ね
や
に
ふ
す
し
ぎ
の
床
あ
ら
は
な
る
冬
の
よ
の
月 

七
九
〇  

秋
ふ
か
き
ね
ざ
め
に
い
か
が
思
ひ
い
づ
る
は
か
な
く
見
え
し
春
の
よ
の
夢 

一
〇
八
九 

も
ら
さ
ば
や
お
も
ふ
心
を
さ
て
の
み
は
え
ぞ
山
し
ろ
の
ゐ
で
の
し
が
ら
み 

一
六
四
二 

か
ざ
し
を
る
三
輪
の
し
げ
山
か
き
わ
け
て
あ
は
れ
と
ぞ
お
も
ふ
杉
た
て
る
門 

 

公
経
・
五
首 

二
一
六  

ほ
と
と
ぎ
す
猶
う
と
ま
れ
ぬ
心
か
な
な
が
な
く
里
の
よ
そ
の
夕
ぐ
れ 

二
六
五  

露
す
が
る
に
は
の
玉
ざ
さ
う
ち
な
び
き
ひ
と
む
ら
す
ぎ
ぬ
夕
立
の
雲 

三
二
三  

星
逢
の
ゆ
ふ
べ
す
ず
し
き
天
の
川
も
み
ぢ
の
は
し
を
わ
た
る
秋
か
ぜ 

四
七
七  

衣
う
つ
ね
や
ま
の
い
ほ
の
し
ば
し
ば
も
し
ら
ぬ
ゆ
め
ぢ
に
む
す
ぶ
手
枕 

一
二
七
四 

こ
ひ
わ
た
る
な
み
だ
や
そ
ら
に
く
も
る
ら
ん
ひ
か
り
も
か
は
る
ね
や
の
月
か
げ 

 

藤
原
秀
能
・
五
首 

二
六 

 

ゆ
ふ
づ
く
夜
し
ほ
み
ち
く
ら
し
な
に
は
江
の
あ
し
の
わ
か
ば
に
こ
ゆ
る
白
波 

九
六
〇  

草
ま
く
ら
ゆ
ふ
べ
の
そ
ら
を
人
問
は
ば
な
き
て
も
つ
げ
よ
初
雁
の
声 

九
六
七  

さ
ら
ぬ
だ
に
秋
の
旅
ね
は
か
な
し
き
に
松
に
ふ
く
な
り
と
こ
の
山
風 

一
二
八
一 

人
ぞ
う
き
た
の
め
ぬ
月
は
め
ぐ
り
き
て
む
か
し
わ
す
れ
ぬ
よ
も
ぎ
ふ
の
や
ど 

一
六
〇
三
イ 

今
さ
ら
に
す
み
う
し
と
て
も
い
か
な
ら
む
な
だ
の
し
ほ
屋
の
夕
暮
の
空 

 

恵
慶
・
四
首 

四
六
三  

秋
と
い
へ
ば
ち
ぎ
り
お
き
て
や
む
す
ぶ
ら
む
あ
さ
ぢ
が
原
の
け
さ
の
白
露 

九
二
一  

わ
ぎ
も
こ
が
た
び
ね
の
衣
う
す
き
ほ
ど
よ
き
て
ふ
か
な
む
よ
は
の
山
か
ぜ 

一
六
二
八 

苔
の
い
ほ
り
さ
し
て
き
つ
れ
ど
君
ま
さ
で
帰
る
み
や
ま
の
道
の
露
け
さ 

一
六
八
三 

い
に
し
へ
を
思
ひ
や
り
て
ぞ
こ
ひ
わ
た
る
あ
れ
た
る
や
ど
の
苔
の
石
ば
し 
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相
摸
・
四
首 

二
〇
三  

き
か
で
た
だ
ね
な
ま
し
も
の
を
ほ
と
と
ぎ
す
中
中
な
り
や
よ
は
の
一
こ
ゑ 

八
〇
四  
神
無
月
し
ぐ
る
る
こ
ろ
も
い
か
な
れ
や
空
に
す
ぎ
に
し
秋
の
宮
人 

一
〇
七
九 
あ
ふ
ま
で
の
み
る
め
か
る
べ
き
か
た
ぞ
な
き
ま
だ
浪
な
れ
ぬ
い
そ
の
あ
ま
人 

一
三
五
三 

い
な
づ
ま
は
て
ら
さ
ぬ
よ
ひ
も
な
か
り
け
り
い
づ
ら
ほ
の
か
に
み
え
し
か
げ
ろ
ふ 

 

藤
原
兼
実
・
四
首 

二
八
〇  

い
は
井
く
む
あ
た
り
の
を
ざ
さ
玉
こ
え
て
か
つ
が
つ
む
す
ぶ
秋
の
夕
露 

三
二
二  

い
か
ば
か
り
身
に
し
み
ぬ
ら
む
七
夕
の
つ
ま
ま
つ
よ
ひ
の
天
の
河
か
ぜ 

六
七
四  

ふ
る
ゆ
き
に
た
く
も
の
煙
か
き
た
え
て
さ
び
し
く
も
あ
る
か
し
ほ
が
ま
の
う
ら 

一
八
九
六 

け
ふ
ま
つ
る
神
の
心
や
な
び
く
ら
む
し
で
に
浪
立
つ
さ
ほ
の
河
風 

 

藤
原
実
定
・
四
首 

三
五 

 

な
ご
の
う
み
の
か
す
み
の
ま
よ
り
な
が
む
れ
ば
い
る
日
を
あ
ら
ふ
お
き
つ
し
ら
な
み 

一
四
一  

は
か
な
さ
を
外
に
も
い
は
じ
桜
花
さ
き
て
は
散
り
ぬ
あ
は
れ
世
中 

二
八
八  

い
つ
も
き
く
ふ
も
と
の
里
と
お
も
へ
ど
も
昨
日
に
か
は
る
山
お
ろ
し
の
か
ぜ 

七
四
五  

や
ほ
か
行
く
浜
の
ま
さ
ご
を
君
が
代
の
数
に
と
ら
な
ん
お
き
つ
し
ま
も
り 

 

惟
明
親
王
・
三
首 

四
四
二  

深
山
辺
の
松
の
こ
ず
ゑ
を
わ
た
る
な
り
嵐
に
や
ど
す
さ
を
し
か
の
声 

八
九
二  

な
ご
り
お
も
ふ
た
も
と
に
か
ね
て
し
ら
れ
け
り
わ
か
る
る
旅
の
行
末
の
露 

一
五
四
三 

お
も
ひ
や
れ
な
に
を
忍
ぶ
と
な
け
れ
ど
も
都
お
ぼ
ゆ
る
有
明
の
月 

 

宜
秋
門
院
丹
後
・
三
首 

九
四
四  

し
ら
ざ
り
し
や
そ
せ
の
浪
を
わ
け
す
ぎ
て
か
た
し
く
物
は
い
せ
の
浜
を
ぎ 

一
五
〇
五 

夜
も
す
が
ら
浦
こ
ぐ
舟
は
跡
も
な
し
月
ぞ
の
こ
れ
る
志
賀
の
辛
崎 

一
七
九
四 

な
に
と
な
く
聞
け
ば
涙
ぞ
こ
ぼ
れ
ぬ
る
苔
の
た
も
と
に
か
よ
ふ
ま
つ
風 

 

紫
式
部
・
三
首 

六
六
一  

ふ
れ
ば
か
く
う
さ
の
み
ま
さ
る
世
を
し
ら
で
あ
れ
た
る
庭
に
つ
も
る
は
つ
雪 
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八
二
〇  

み
し
人
の
煙
に
な
り
し
夕
よ
り
な
ぞ
む
つ
ま
じ
き
し
ほ
が
ま
の
浦 

一
四
九
七 

め
ぐ
り
あ
ひ
て
み
し
や
そ
れ
と
も
わ
か
ぬ
ま
に
雲
が
く
れ
に
し
夜
半
の
月
か
げ 

 

菅
原
道
真
・
三
首 

四
六
一  

草
ば
に
は
た
ま
と
見
え
つ
つ
わ
び
人
の
袖
の
涙
の
秋
の
し
ら
つ
ゆ 

一
四
四
〇 

谷
ふ
か
み
春
の
光
の
お
そ
け
れ
ば
雪
に
つ
つ
め
る
鶯
の
声 

一
六
九
九 

な
が
れ
木
と
た
つ
し
ら
な
み
と
や
く
し
ほ
と
い
づ
れ
か
か
ら
き
わ
た
つ
み
の
そ
こ 

 

藤
原
清
輔
・
三
首 

五
五
八  

お
の
づ
か
ら
お
と
す
る
物
は
庭
の
面
に
木
の
葉
ふ
り
し
く
谷
の
夕
か
ぜ 

六
〇
七  

冬
が
れ
の
も
り
の
く
ち
ば
の
霜
の
上
に
お
ち
た
る
月
の
影
の
さ
む
け
さ 

七
四
三  

年
へ
た
る
宇
治
の
橋
も
り
こ
と
と
は
ん
い
く
よ
に
成
り
ぬ
水
の
み
な
か
み 

 

藤
原
忠
良
・
三
首 

二
六
九  

ゆ
ふ
づ
く
ひ
さ
す
や
い
ほ
り
の
し
ば
の
と
に
さ
び
し
く
も
あ
る
か
ひ
ぐ
ら
し
の
声 

一
一
二
八 

た
の
め
お
き
し
あ
さ
ぢ
が
露
に
秋
か
け
て
木
葉
ふ
り
し
く
や
ど
の
か
よ
ひ
ぢ 

一
四
七
六 

を
り
に
あ
へ
ば
こ
れ
も
さ
す
が
に
あ
は
れ
な
り
小
田
の
か
は
づ
の
夕
暮
の
声 

 

八
条
院
高
倉
・
三
首 

五
二
五  

神
な
び
の
み
む
ろ
の
こ
ず
ゑ
い
か
な
ら
む
な
べ
て
野
山
も
時
雨
す
る
比 

一
二
〇
一 

い
か
が
ふ
く
身
に
し
む
色
の
か
は
る
か
な
た
の
む
る
く
れ
の
松
か
ぜ
の
こ
ゑ 

一
二
七
〇 

く
も
れ
か
し
な
が
む
る
か
ら
に
か
な
し
き
は
月
に
お
ぼ
ゆ
る
人
の
面
影 
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資
料
⑥ 

体
言
止
と
し
て
使
わ
れ
る
言
葉 

 

①

天

象

二

一

六

首

（

四

六

・

八

％

）

三 
 

ゆ

き

の

た

ま

み

づ 
 

一

〇 
 

は

る

の

あ

は

ゆ

き 

一

三 
 

ゆ

き

の

む

ら

ぎ

え 

一

七 
 

は

る

の

や

ま

か

ぜ 

二

二 
 

ま

だ

き

え

ぬ

ゆ

き 

二

三 
 

は

る

の

よ

の

つ

き 

二

六 
 

こ

ゆ

る

し

ら

な

み 

二

七 
 

み

づ

の

し

ら

な

み 

三

三 
 

あ

け

ぼ

の

の

そ

ら 

三

七 
 

よ

こ

ぐ

も

の

そ

ら 

三

八 
 

よ

こ

ぐ

も

の

そ

ら 

四

〇 
 

は

る

の

よ

の

つ

き 

四

七 
 

は

る

の

よ

の

つ

き 

五

六 
 

は

る

の

よ

の

つ

き 

五

八 
 

あ

け

ぼ

の

の

そ

ら 

五

九 
 

あ

け

ぼ

の

の

そ

ら 

六

一 
 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

七

六 
 

 
 

ゆ

き

の

む

ら

き

え 

八

七 
 

 
 

 

か

か

る

し

ら

く

も 

九

三 
 

 
 

 

あ

と

の

し

ら

く

も 

九

七 
 

 
 

 

は

る

の

あ

け

ぼ

の 

一

一

四 
 

は

る

の

あ

け

ぼ

の 

一

一

八 
 

ゆ

き

の

む

ら

ぎ

え 

一

三

〇 
 

あ

け

が

た

の

そ

ら 

一

三

三 
 

は

る

の

あ

け

ぼ

の 
一

四

四 
 

は

る

の

や

ま

か

ぜ 

一

四

五 
 

は

る

の

や

ま

か

ぜ 

一

五

四 
 

あ

と

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

一

五

五 
 

は

る

の

や

ま

か

ぜ 

一

八

二 
 

つ

ゆ

の

あ

け

ぼ

の 

二

一

四 
 

む

ら

さ

め

の

そ

ら 

二

一

五 
 

よ

ひ

の

む

ら

さ

め 

二

一

六 
 

よ

そ

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

二

二

〇 
 

あ

め

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

二

二

六 
 

さ

み

だ

れ

の

こ

ろ 

二

二

七 
 

こ

ろ

の

さ

み

だ

れ 

二

三

二 
 

さ

み

だ

れ

の

そ

ら 

二

三

六 
 

さ

み

だ

れ

の

こ

ろ 

二

五

一 
 

ゆ

ふ

や

み

の

そ

ら 

二

六

〇 
 

や

ど

る

つ

き

か

げ 

二

六

三 
 

ゆ

ふ

だ

ち

の

そ

ら 

二

六

五 
 

ゆ

ふ

だ

ち

の

く

も 

二

七

三 
 

か

よ

ふ

あ

き

か

ぜ 

二

七

四 
 

あ

き

の

ゆ

ふ

か

ぜ 

二

八

〇 
 

あ

き

の

ゆ

ふ

つ

ゆ 

二

八

二 
 

ゆ

き

あ

ひ

の

そ

ら 

二

八

八 

や

ま

お

ろ

し

の

か

ぜ 

二

九

二 
 

あ

き

の

は

つ

か

ぜ 

二

九

五 
 

あ

き

の

は

つ

か

ぜ 

二

九

六 
 

あ

き

の

は

つ

か

ぜ 

二

九

九 
 

あ

き

の

は

つ

か

ぜ 
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三

〇

八 
 

あ

き

の

は

つ

か

ぜ 

三

一

一 
 

あ

き

の

は

つ

か

ぜ 

三

一

七 
 

あ

ま

の

か

は

な

み 

三

一

九 
 

あ

き

の

は

つ

か

ぜ 

三

二

一 
 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

三

二

二 
 

あ

ま

の

か

は

か

ぜ 

三

二

三 
 

 
 

わ

た

る

あ

き

か

ぜ 

三

二

六 
 

お

け

る

し

ら

つ

ゆ 

三

三

四 
 

お

け

る

し

ら

つ

ゆ 

三

四

七 
 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

三

五

一 
 

は

ぎ

の

し

た

か

ぜ 

三

五

二 
 

ゆ

ふ

ぐ

れ

の

そ

ら 

三

五

七 
 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

三

五

九 
 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

三

六

〇 
 

ゆ

ふ

ぐ

れ

の

そ

ら 

三

六

一 
 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

三

六

二 
 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

三

六

三 
 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

三

六

四 
 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

三

六

六 
 

つ

ゆ

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

三

七

五 
 

あ

き

の

よ

の

つ

き 

三

七

六 
 

よ

ひ

の

い

な

づ

ま 

三

七

七 
 

よ

ひ

の

い

な

づ

ま 

三

八

三 
 

ゆ

み

は

り

の

つ

き 

三

八

五 
 

あ

き

の

よ

の

つ

き 

三

九

〇 
 

あ

き

の

よ

の

つ

き 

三

九

二 
 

あ

け

が

た

の

そ

ら 

四

〇

四 
 

あ

き

の

よ

の

つ

き 

四

一

三 
 

か

げ

の

さ

や

け

さ 

四

一

五 
 

あ

き

の

よ

の

つ

き 

四

一

七 
 

あ

き

の

よ

の

つ

き 
四

二

一 
 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

四

二

二 
 

い

づ

る

つ

き

か

げ 

四

三

四 
 

あ

き

の

よ

の

そ

ら 

四

三

五 
 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

四

四

三 
 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

四

六

一 
 

あ

き

の

し

ら

つ

ゆ 

四

六

三 
 

け

さ

の

し

ら

つ

ゆ 

四

九

一 
 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

五

〇

四 
 

す

め

る

つ

き

か

げ 

五

〇

五 
 

よ

も

の

あ

き

か

ぜ 

五

二

〇 
 

お

く

る

う

ら

か

ぜ 

五

二

五 
 

し

ぐ

れ

す

る

こ

ろ 

五

四

二 
 

こ

が

ら

し

の

か

ぜ 

五

六

三 
 

あ

ら

し

ふ

く

こ

ろ 

五

六

九 
 

こ

が

ら

し

の

か

ぜ 

五

九

一 

や

ま

お

ろ

し

の

か

ぜ 

五

九

四 
 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

五

九

五 
 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

五

九

七 
 

む

ら

ぐ

も

の

つ

き 

五

九

九 
 

よ

は

の

む

ら

ぐ

も 

六

〇

四 
 

こ

が

ら

し

の

か

ぜ 

六

〇

六 
 

ふ

ゆ

の

よ

の

つ

き 

六

〇

七 
 

 
 

か

げ

の

さ

む

け

さ 

六

〇

八 
 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

六

三

一 
 

あ

か

つ

き

の

こ

ゑ 

六

三

四 
 

の

こ

る

し

ら

な

み 

六

三

九 
 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

六

六

一 
 

つ

も

る

は

つ

ゆ

き 

六

六

三 
 

ゆ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 
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六

六

七 
 

ゆ

き

の

し

た

を

れ 

六

七

一 
 

ゆ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

六

七

三 
 

ゆ

き

の

し

た

を

れ 

六

八

二 
 

に

は

の

し

ら

ゆ

き 

七

二

〇 
 

み

ね

の

し

ら

く

も 

七

四

〇 
 

あ

き

の

よ

の

つ

き 

七

四

三 
 

み

づ

の

み

な

か

み 

七

五

五 
 

ま

つ

の

ゆ

ふ

か

ぜ 

七

六

七 
 

は

る

の

あ

け

ぼ

の 

七

八

〇 
 

あ

き

の

ゆ

ふ

つ

ゆ 

七

九

八 
 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

八

三

四 
 

あ

す

の

あ

け

ぼ

の 

八

七

四 
 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

八

八

五 
 

ゆ

ふ

ぐ

れ

の

そ

ら 

八

九

一 
 

よ

は

の

つ

き

か

げ 

八

九

二 
 

ゆ

く

す

ゑ

の

つ

ゆ 

九

二

一 
 

よ

は

の

や

ま

か

ぜ 

九

二

六 
 

か

か

る

し

ら

な

み 

九

三

〇 
 

あ

き

の

よ

の

つ

き 
 

九

三

二 
 

あ

け

が

た

の

そ

ら 

九

三

四 
 

あ

と

の

つ

き

か

げ 

九

三

六 
 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

九

三

九 
 

す

ゑ

の

し

ら

く

も 

九

四

二 
 

か

か

る

つ

き

か

げ 

九

四

六 
 

み

づ

の

し

ら

な

み 

九

六

四 
 

の

べ

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

九

六

九 
 

あ

か

つ

き

の

く

も 

九

八

〇 
 

か

よ

ふ

う

ら

か

ぜ 

一

〇

三

三 
 

 

ゆ

ふ

ぐ

れ

の

そ

ら 

一

〇

七

三 
 

 

お

き

つ

し

ほ

か

ぜ 

一

〇

七

四 
 

や

へ

の

し

ほ

か

ぜ 
一

一

〇

六 
 

ゆ

ふ

ぐ

れ

の

そ

ら 

一

一

三

五 
 

そ

ら

の

う

き

く

も 

一

一

三

八 
 

あ

り

あ

け

の

そ

ら 

一

一

四

二 
 

 
よ

そ

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

一

一

七

六 
 

あ

か

つ

き

の

そ

ら 

一

一

八

六 
 

 

は

る

の

あ

け

ぼ

の 

一

一

九

三 
 

 

し

の

の

め

の

そ

ら 

一

一

九

七 
 

い

ざ

よ

ひ

の

つ

き 

一

二

〇

一 
 

 

ま

つ

か

ぜ

の

こ

ゑ 

一

二

〇

二 
 

ま

つ

か

ぜ

の

こ

ゑ 

一

二

〇

六 
 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

一

二

五

九 
 

 

こ

の

こ

ろ

の

そ

ら 

一

二

六

三 
 

き

え

し

つ

き

か

げ 

一

二

六

五 
 

あ

き

の

よ

の

つ

き 

一

二

七

二 
 

よ

そ

の

う

き

ぐ

も 

一

二

七

四 
 

ね

や

の

つ

き

か

げ 

一

二

七

五 
 

よ

そ

の

う

き

ぐ

も 

一

二

七

六 
 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

一

二

七

九 
 

 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

一

二

八

〇 
 

ふ

け

し

よ

の

つ

き 

一

二

八

四 
 

の

こ

る

つ

き

か

げ 

一

二

九

四 
 

 

あ

と

の

や

ま

か

ぜ 

一

三

〇

二 
 

ゆ

ふ

ぐ

れ

の

そ

ら 

一

三

一

〇 
 

あ

き

か

ぜ

の

こ

ゑ 

一

三

一

八 
 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

一

三

二

二 
 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

一

三

二

五 
 

た

の

む

あ

き

か

ぜ 

一

三

二

七 
 

ゆ

ふ

ぐ

れ

の

そ

ら 

一

三

三

七 
 

こ

が

ら

し

の

か

ぜ 
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一

三

五

三 
 

 

み

え

し

か

げ

ろ

ふ 

一

四

三

六 
 

ゆ

き

の

む

ら

き

え 

一

四

七

三 
 

 

は

る

の

よ

の

つ

き 

一

四

七

四 
 

は

る

の

よ

の

つ

き 

一

四

八

六 
 

け

さ

の

あ

け

ぼ

の 

一

四

九

七 
 

や

は

の

つ

き

か

げ 

一

五

〇

三 
 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

一

五

〇

六 
 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

一

五

〇

九 

く

も

の

う

へ

の

つ

き 

一

五

一

一 
 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

一

五

一

二 
 

あ

き

の

よ

の

つ

き 

一

五

二

〇 
 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

一

五

二

一 
 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

一

五

二

四 
 

の

こ

る

つ

き

か

げ 

一

五

三

三 
 

あ

き

の

よ

の

つ

き 

一

五

四

三 
 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

一

五

五

〇 
 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

一

五

五

二 
 

つ

き

の

さ

や

け

さ 

一

五

五

九 
 

つ

ゆ

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

一

五

九

九 
 
 

た

だ

あ

き

の

か

ぜ 

一

六

〇

三

イ 
 

ゆ

ふ

ぐ

れ

の

そ

ら 

一

六

〇

七 
 

 

あ

き

の

は

つ

か

ぜ 

一

六

一

八 
 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

一

六

四

〇 
 

ゆ

ふ

ぐ

れ

の

そ

ら 

一

六

七

三 

や

ま

お

ろ

し

の

か

ぜ 

一

六

七

四 
 

す

ご

き

ゆ

ふ

ぐ

れ 
一

七

三

〇 
 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

一

七

五

三 
 

 

ゆ

ふ

ぐ

れ

の

そ

ら 

一

七

六

一 
 

 

ゆ

く

す

ゑ

の

そ

ら 

一

七

九

三 
 

 
み

ね

の

ま

つ

か

ぜ 

一

七

九

四 
 

か

よ

ふ

ま

つ

か

ぜ 

一

八

四

六 
 

き

ゆ

る

し

ら

く

も 

一

八

七

五 
 

ゐ

で

む

つ

き

か

げ 

一

八

八

〇 
 

あ

き

の

よ

の

つ

き 

一

八

八

五 
 

あ

き

の

ゆ

ふ

か

ぜ 

一

八

九

九 

や

ま

お

ろ

し

の

か

ぜ 

一

九

一

一 
 

 

ゆ

く

す

ゑ

の

そ

ら 

一

九

三

五 
 

 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

一

九

三

九 
 

あ

け

ぼ

の

の

そ

ら 

一

九

四

五 
 

む

ら

さ

き

の

く

も 

一

九

五

二 
 

ゆ

ふ

や

み

の

そ

ら 

一

九

五

五 
 

あ

と

の

つ

ゆ

け

さ 

一

九

六

五 
 

 

は

る

の

や

ま

か

ぜ 

一

九

六

八 
 

ゆ

ふ

ぐ

れ

の

そ

ら 

一

九

六

九 
 

あ

か

つ

き

の

こ

ゑ 

 

②

 

人

事 

四

七

首

（

一

〇

・

一

％

） 
 

一

一

二 
 

は

る

の

よ

の

ゆ

め 

一

四

一 
 

あ

は

れ

よ

の

な

か 

一

七

九 
 

は

な

ぞ

め

の

そ

で 

二

五

六 
 

う

た

た

ね

の

ゆ

め 

二

五

七 
 

な

つ

の

よ

の

ゆ

め 

四

〇

三 
 

お

き

の

つ

り

ぶ

ね 

四

二

三 
 

す

ゑ

の

さ

と

び

と 

四

二

九 
 

と

こ

の

さ

む

し

ろ 

四

七

五 
 

い

も

が

さ

ご

ろ

も 
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四

七

七 
 

む

す

ぶ

て

ま

く

ら 

四

八

五 
 

こ

ろ

も

う

つ

こ

ゑ 

七

三

四 
 

み

よ

の

す

ゑ

ず

ゑ 

七

四

五 
 

お

き

つ

し

ま

も

り 

七

九

〇 
 

は

る

の

よ

の

ゆ

め 

八

〇

四 
 

あ

き

の

み

や

び

と 

八

二

四 
 

あ

り

し

よ

や

ゆ

め 

八

六

四 
 

あ

ま

の

は

こ

ろ

も 

八

八

三 
 

ゐ

づ

る

ふ

な

び

と 

一

〇

八

〇 
 

あ

ま

の

つ

り

ぶ

ね 

一

〇

九

六 
 

あ

ま

の

た

く

な

は 

一

一

〇

二 
 

す

み

ぞ

め

の

そ

で 

一

一

六

〇 
 

は

る

の

よ

の

ゆ

め 

一

一

六

七 
 

お

き

つ

し

ま

び

と 

一

二

五

五 
 

か

も

の

み

づ

が

き 

一

二

七

〇 
 

ひ

と

の

お

も

か

げ 

一

三

一

五 
 

ゆ

め

の

か

よ

ひ

ぢ 

一

三

二

六 
 

の

こ

る

お

も

か

げ 

一

四

二

四 
 

し

づ

の

を

だ

ま

き 

一

四

二

五 
 

し

づ

の

を

だ

ま

き 

一

四

三

四 
 

あ

ま

の

つ

り

ぶ

ね 

一

五

五

七 
 

あ

ま

の

つ

り

ぶ

ね 

一

五

九

六 
 

あ

ま

の

つ

り

ぶ

ね 

一

六

〇

一 
 

あ

ま

の

つ

り

ぶ

ね 
一

六

一

〇 
 

あ

ま

の

を

と

め

ご 

一

六

六

四 
 

す

み

ぞ

め

の

そ

で 

一

六

七

九 
 

ひ

と

の

お

も

か

げ 

一

七

一

一 
 

か

み

の

つ

れ

な

さ 

一

七

八

五 
 

つ

ぼ

の

い

し

ぶ

み 

一

八

四

九 
 

ほ

ど

の

は

か

な

さ 

一

八

五

〇 
 

あ

は

れ

よ

の

な

か 

一

八

八

九 
 

や

ま

あ

ゐ

の

そ

で 

一

八

九

一 
 

 

あ

け

の

た

ま

が

き 

一

九

〇

五 
 

い

に

し

へ

の

ゆ

め 

一

九

一

〇 
 

ゆ

め

の

ゆ

く

す

ゑ 

一

九

二

三 
 

よ

の

な

か

の

ひ

と 

一

九

三

二 
 

の

り

の

と

も

し

び 

一

九

三

七 
 

の

り

の

う

れ

し

さ 

③

 

地
儀 

三
二
首
（
六
・
九
％
）

六 
 

 
 
 
 
 
 

あ

は

ぢ

し

ま

や

ま 

一

八 
 

 
 
 
 
 
 

あ

ふ

さ

か

の

や

ま 

八

〇 
 

 
 
 
 
 
 

は

る

の

や

ま

ざ

と 

一

二

一 
 

み

よ

し

の

の

さ

と 

一

五

二 
 

や

ま

の

を

ち

か

た 

一

七

〇 
 

み

や

ま

べ

の

さ

と 

一

七

四 
 

は

る

の

ふ

る

さ

と 

一

七

五 
 

あ

ま

の

か

ぐ

や

ま 

三

〇

〇 
 

み

や

ぎ

の

の

は

ら 

五

六

一 
 

か

づ

ら

き

の

や

ま 

六

二

七 
 

ふ

ゆ

の

や

ま

ざ

と 

六

七

四 
 

し

ほ

が

ま

の

う

ら 

六

七

七 
 

あ

ま

の

か

ぐ

や

ま 

六

九

〇 
 

お

ほ

は

ら

の

さ

と 

七

〇

五 
 

す

ゑ

の

ま

つ

や

ま 
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七

六

四 
 

 
 

あ

き

の

や

ま

ざ

と 

八

二

〇 
 

し

ほ

が

ま

の

う

ら 

九

四

〇 
 

さ

よ

の

な

か

や

ま 

九

五

四 
 

さ

や

の

な

か

や

ま 

九

五

八 
 

を

ち

こ

ち

の

や

ま 

九

六

二 
 

さ

よ

の

な

か

や

ま 

九

八

七 
 

さ

や

の

な

か

や

ま 

一

〇

〇

五 
 

あ

ふ

さ

か

の

せ

き 

一

一

六

三 
 

あ

ふ

さ

か

の

や

ま 

一

五

〇

五 
 

 

し

が

の

か

ら

さ

き 

一

五

四

四 
 

あ

き

の

や

ま

ざ

と 

一

五

四

六 
 

を

ち

か

た

の

や

ま 

一

六

〇

九 
 

し

ほ

が

ま

の

う

ら 

一

六

一

六 
 

み

よ

し

の

の

や

ま 

一

六

二

六 
 

 

お

ほ

は

ら

の

さ

と 

一

六

九

九 
 

わ

た

つ

み

の

そ

こ 

一

七

一

五 
 

し

ほ

が

ま

の

う

ら 

 

 

④

 

動
物 

二
一
首
（
四
・
五
％
） 

二

九 
 

 
 

 

う

ぐ

い

す

の

こ

ゑ 

一

九

四 
 

 
 

や

ま

ほ

と

と

ぎ

す 

二

〇

一 
 

 
 

や

ま

ほ

と

と

ぎ

す 

二

〇

三 
 

よ

は

の

ひ

と

こ

ゑ 

二

六

八 
 

ひ

ぐ

ら

し

の

こ

ゑ 

二

六

九 
 

ひ

ぐ

ら

し

の

こ

ゑ 

三

五

六 
 

さ

を

し

か

の

こ

ゑ 

四

三

九 
 

さ

を

し

か

の

こ

ゑ 

四

四

二 
 

さ

を

し

か

の

こ

ゑ 

四

四

四 
 

さ

を

し

か

の

こ

ゑ 
四

七

四 
 

ま

つ

む

し

の

こ

ゑ 

五

〇

一 
 

は

つ

か

り

の

こ

ゑ 

五

〇

三 
 

お

つ

る

か

り

が

ね 

五

一

一 
 

ま

つ

む

し

の

こ

ゑ 

六

四

四 
 

よ

る

の

ひ

と

こ

ゑ 

六

五

二 
 

を

し

の

ひ

と

り

ね 

九

六

〇 
 

は

つ

か

り

の

こ

ゑ 

一

〇

五

九 
 

を

し

の

ひ

と

こ

ゑ 

一

三

二

一 
 

ま

つ

む

し

の

こ

ゑ 

一

四

四

〇 
 

 

う

ぐ

い

す

の

こ

ゑ 

一

四

七

六 
 

ゆ

ふ

ぐ

れ

の

こ

ゑ 

 
 

 

⑤

 

植

物 

七

首

（

一

・

五

％

） 

七

三 
 

 
 

 

あ

お

や

ぎ

の

い

と 
 

八

五 
 

 
 

 

は

つ

さ

く

ら

ば

な 

一

六

一 
 

や

ま

ぶ

き

の

は

な 

一

六

三 
 

ふ

じ

な

み

の

は

な 

二

一

七 
 

す

ぎ

の

む

ら

だ

ち 

二

四

〇 
 

に

ほ

ふ

た

ち

ば

な 

二

四

三 
 

に

は

の

た

ち

ば

な 

二

七

五 
 

と

こ

な

つ

の

は

な 

二

七

六 
 

ゆ

ふ

が

ほ

の

は

な 
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三

二

八 
 

あ

き

は

ぎ

の

は

な 

三

四

三 
 

あ

さ

が

ほ

の

は

な 

六

六

二 
 

を

か

の

べ

の

ま

つ 

一

一

一

八 
 

せ

ぜ

の

う

も

れ

ぎ 

一

四

七

二 
 

や

ま

な

し

の

は

な 

一

四

九

二 
 

な

で

し

こ

の

は

な 

一

六

七

五 
 

た

ま

の

を

や

な

ぎ 

一

八

五

四 
 

き

た

の

ふ

ぢ

な

み 

    

 
 ⑥

 

植

物

・

人

事 

七

首

（

一

・

五

％

） 

一

〇

三

六 
 

 

つ

げ

の

を

ま

く

ら 

一

一

〇

八 
 

す

ぎ

ふ

け

る

い

ほ 

一

二

八

一 
 

よ

も

ぎ

ふ

の

や

ど 

一

五

八

三 
 

は

な

の

か

な

し

さ 

一

六

四

二 
 

す

ぎ

た

て

る

も

ん 

一

六

六

三 
 

こ

け

ふ

か

き

そ

で 

一

六

八

三 
 

こ

け

の

い

し

ば

し 

 

⑦

 

植

物

・

地

儀 

一

首 

九

八

二 
 

 
 

つ

た

の

し

た

み

ち 

 

⑧

 

植

物

・

天

象 

二

〇

首

（

四

・

三

％

） 

一

三

六 
 

は

な

の

し

ら

ゆ

き 

二

六

一 
 

す

ぎ

の

し

た

か

げ 

二

七

九 
 

ま

き

の

し

た

つ

ゆ 

三

〇

七 
 

ち

え

の

あ

き

か

ぜ 

四

二

四 
 

お

ぎ

の

う

は

か

ぜ 

四

五

〇 
 

か

つ

の

う

ら

か

ぜ 

四

九

二 
 

ま

き

の

し

た

つ

ゆ 

五

〇

九 

き

く

の

う

へ

の

つ

ゆ 

五

一

七 
 

よ

も

ぎ

ふ

の

つ

き 

五

七

三 
 

ま

つ

の

し

た

つ

ゆ 

六

一

〇 
 

あ

さ

ぢ

ふ

の

つ

き 

六

八

三 
 

ま

つ

の

し

ら

ゆ

き 

一

一

七

四 
 

き

く

の

う

へ

の

つ

ゆ 

一

三

〇

七 
 

お

ぎ

の

う

は

か

ぜ 

一

三

〇

九 
 

を

ぎ

の

う

は

か

ぜ 

一

三

三

八 
 

お

ぎ

の

う

は

ふ

う 

一

四

五

五 
 

は

な

の

し

た

か

げ 

一

五

七

三 

き

く

の

う

へ

の

つ

ゆ 
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一

八

二

〇 
 

か

つ

の

う

ら

か

ぜ 

一

九

一

八 

は

な

の

う

へ

の

つ

ゆ 

 

⑨

 

天

象

・

人

事 

六

首

（

一

・

三

％

） 

三

二

〇 
 

つ

ゆ

の

た

ま

づ

さ 

四

七

九 
 

つ

き

に

う

つ

こ

ゑ 

五

五

五 
 

み

づ

の

し

が

ら

み 

七

〇

八 
 

ゆ

ら

ぐ

た

ま

の

を 

一

二

九

一 
 

し

も

の

さ

む

し

ろ 

一

八

九

三 
 

か

は

か

み

の

か

み 

 

⑩

 

天

象

・

地

儀 

三

首 

一

三

三

三 
 

な

み

の

か

よ

ひ

ぢ 

一

八

七

九 

つ

き

よ

み

の

も

り 

一

九

〇

八 

な

み

の

か

よ

ひ

ぢ 

 

⑪

 

地

儀

・

植

物 

一

三

首

（

二

・

八

％

） 

一

〇

〇 
 

み

よ

し

の

の

は

な 

一

二

九 
 

せ

き

の

す

ぎ

む

ら 

一

六

〇 
 

き

し

の

や

ま

ぶ

き 

三

三

二 
 

ま

の

の

は

ぎ

は

ら 

五

六

八 
 

も

り

の

か

し

は

ぎ 
五

八

一 
 

ふ

る

の

か

み

す

ぎ 

九

四

三 
 

い

せ

の

は

ま

を

ぎ 

九

四

四 
 

い

せ

の

は

ま

を

ぎ 

九

五

七 
 

を

の

の

し

の

は

ら 

九

七

四 
 

み

ね

の

し

ひ

し

ば 

一

七

九

二 
 

 

す

み

よ

し

の

ま

つ 

一

九

四

七 
 

た

に

の

か

げ

ぐ

さ 

 

⑫

 

地

儀

・

人

事 

一

〇

首

（

二

・

一

％

） 

一

六

九 
 

う

ぢ

の

し

ば

ぶ

ね 

四

二

〇 
 

う

ぢ

の

は

し

ひ

め 

六

一

一 
 

 

う

ぢ

の

は

し

ひ

め 

六

三

七 
 

う

ぢ

の

は

し

ひ

め 

七

四

二 
 

う

ぢ

の

は

し

ひ

め 

九

五

三 
 

や

ま

の

か

け

は

し 

一

〇

七

九 
 

い

そ

の

あ

ま

び

と 

一

〇

八

九 
 

ゐ

で

の

し

が

ら

み 

一

五

五

五 
 

す

ま

の

う

ら

び

と 

一

六

五

四 
 

 

せ

た

の

な

が

は

し 

一

七

三

五 
 

も

り

の

し

た

く

さ
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⑬

 

地

儀

・

天

象 

四

四

首

（

九

・

五

％

） 

三

五 
 

 
 

 

お

き

つ

し

ら

な

み 

九

二 
 

 
 

 
み

ね

の

し

ら

ゆ

き 

九

四 
 

 
 

 

や

ま

の

は

の

つ

き 

一

三

二 
 

み

ね

の

し

ら

く

も 

一

三

九 
 

み

ね

の

は

る

か

ぜ 

一

五

九 
 

ゐ

で

の

た

ま

が

は 

一

七

三 
 

や

ま

の

は

の

く

も 

二

七

一 
 

も

り

の

し

た

つ

ゆ 

三

三

九 
 

の

べ

の

あ

き

か

ぜ 

三

七

四 
 

の

べ

の

あ

き

か

ぜ 

三

九

七 
 

み

ね

の

ま

つ

か

ぜ 

四

一

二 
 

み

ね

の

つ

き

か

げ 

五

〇

七 
 

や

ま

の

は

の

つ

き 

五

四

〇 
 

や

ま

か

は

の

み

づ 

五

五

八 
 

た

に

の

ゆ

ふ

か

ぜ 

五

九

八 
 

や

ま

の

は

の

つ

き 

六

三

六 
 

う

ぢ

の

あ

け

ぼ

の 

七

四

一 
 

わ

か

の

う

ら

な

み 

七

八

八 
 

や

ど

の

あ

き

か

ぜ 

七

九

四 
 

み

ち

し

ば

の

つ

ゆ 

八

三

六 
 

 

み

ね

の

し

ら

く

も 

九

四

一 
 

ふ

る

さ

と

の

つ

き 

九

六

八 
 

み

ね

の

あ

き

か

ぜ 

九

九

〇 
 

み

ね

の

し

ら

く

も 
一

一

八

八 
 

 

み

ち

し

ば

の

つ

ゆ 

一

一

九

八 
 

や

ま

の

は

の

つ

き 

一

二

〇

四 
 

や

ま

の

は

の

つ

き 

一

二

八

二 
 

 
や

ま

の

は

の

つ

き 

一

三

二

〇 
 

も

り

の

し

た

つ

ゆ 

一

五

三

八 
 

や

ま

の

は

の

つ

き 

一

五

六

三 
 

の

べ

の

あ

き

か

ぜ 

一

五

七

五 
 

み

ね

の

ま

つ

か

ぜ 

一

五

九

七 
 

す

ま

の

う

ら

な

み 

一

六

〇

二 
 

 

う

ら

の

あ

き

か

ぜ 

一

六

二

八 
 

 

み

ち

の

つ

ゆ

け

さ 

一

六

五

〇 
 

 

ぬ

の

び

き

の

た

き 

一

六

五

一 
 

 

ぬ

の

び

き

の

た

き 

一

六

六

六 
 

ふ

る

さ

と

の

つ

き 

一

七

七

五 
 

や

ま

が

は

の

み

づ 

一

八

八

一 
 

 

せ

ぜ

の

し

ら

な

み 

一

八

九

六 
 

 

さ

ほ

の

か

は

か

ぜ 

一

九

三

八 
 

 

み

ね

の

ま

つ

か

ぜ 

一

九

六

一 
 

 

や

ま

の

は

の

つ

き 

一

九

六

三 
 

 

お

き

つ

し

ら

な

み 

 
 ⑭

 

地

儀

・

動

物 

二

首 

八

二 
 

 
 

 

の

べ

の

う

ぐ

い

す 

一

六

四

四 
 

も

ち

づ

き

の

こ

ま
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⑮

 

人

事

・

植

物 

四

首 

二

三

九 
 

や

ど

の

た

ち

ば

な 

五

一

五 
 

 
 

や

ど

の

み

ち

し

ば 

一

二

八

五 
 

に

は

の

よ

も

ぎ

ふ 

一

二

八

九 
 

に

は

の

お

ぎ

は

ら 

 

⑯

 

人

事

・

地

儀 

一

首 

一

一

二

八 
 

 

や

ど

の

か

よ

ひ

ぢ 

 

⑰

 

人

事

・

天

象 

一

七

首

（

三

％

）

に

及

ぶ

。 

六

四 
 

 
 

 

の

き

の

た

ま

み

づ 

二

二

一 
 

そ

で

の

し

ら

た

ま 

二

五

二 
 

か

が

り

び

の

か

げ 

四

三

二 
 

ね

や

の

つ

き

か

げ 

四

八

七 
 

と

こ

の

つ

き

か

げ 

四

九

三 
 

そ

で

の

あ

き

ぎ

り 

五

一

四 
 

と

こ

の

や

ま

か

ぜ 

五

八

七 
 

に

は

の

ま

つ

か

ぜ 
六

〇

五 
 

に

は

の

つ

き

か

げ 

九

三

五 
 

そ

で

の

つ

き

か

げ 

九

六

七 
 

と

こ

の

や

ま

か

ぜ 

一

二

八

六 
 

に

は

の

し

ら

つ

ゆ

一

三

〇

四 
 

に

は

の

ま

つ

か

ぜ 

一

三

一

一 
 

に

は

の

ま

つ

か

ぜ 

一

三

四

二 
 

そ

で

の

う

は

つ

ゆ 

一

五

一

七 
 

に

は

の

ま

つ

か

ぜ 

一

六

三

六 
 

に

は

の

ま

つ

か

ぜ
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資

料

⑦ 

体

言

止

め

の

構

成

要

素

―

―

「

時

」

・

「

場

」

・

「

物

」 

 

①

時 

二

五

首

（

五

・

四

％

） 

六

一 
 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

九

七 
 

は

る

の

あ

け

ぼ

の 

一

一

四 

は

る

の

あ

け

ぼ

の 

一

三

三 

は

る

の

あ

け

ぼ

の 

三

二

一 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

三

四

七 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

三

五

七 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

三

五

九 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

三

六

一 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

三

六

二 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

三

六

三 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

三

六

四 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

四

四

三 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

四

九

一 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

七

三

四 

み

よ

の

す

ゑ

ず

ゑ 

七

六

七 

は

る

の

あ

け

ぼ

の 

八

三

四 

あ

す

の

あ

け

ぼ

の 
八

七

四 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

一

一

八

六 

は

る

の

あ

け

ぼ

の 

一

三

一

八 

あ

き

の

ゆ

う

ぐ

れ 

一

三

二

二 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

一

四

八

六 

け

さ

の

あ

け

ぼ

の 

一

六

一

八 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

一

六

七

四 

す

ご

き

ゆ

ふ

ぐ

れ 

一

七

三

〇 

あ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

 

②

時

↑

場 

二

九

首

（

六

・

二

％

） 

三

三 
 

あ

け

ぼ

の

の

そ

ら 

五

八 
 

あ

け

ぼ

の

の

そ

ら 

五

九 
 

あ

け

ぼ

の

の

そ

ら 

八

〇 
 

は

る

の

や

ま

ざ

と 

一

三

〇 

あ

け

が

た

の

そ

ら 

一

七

四 

は

る

の

ふ

る

さ

と 

二

八

二 
ゆ

き

あ

い

の

そ

ら 

三

五

二 

ゆ

ふ

ぐ

れ

の

そ

ら 

三

六

〇 

ゆ

ふ

ぐ

れ

の

そ

ら 

三

九

二 

あ

け

か

た

の

そ

ら 

四

三

四 

あ

き

の

よ

の

そ

ら 

六

二

七 

ふ

ゆ

の

や

ま

ざ

と 

六

七

四 

し

ほ

が

ま

の

う

ら 

七

六

四 

あ

き

の

や

ま

ざ

と 

八

八

五 

ゆ

ふ

ぐ

れ

の

そ

ら 

九

三

二 

あ

け

か

た

の

そ

ら 

一

〇

三

三 

ゆ

ふ

ぐ

れ

の

そ

ら 

一

一

〇

六 

ゆ

ふ

ぐ

れ

の

そ

ら 
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一

一

七

六 

あ

か

つ

き

の

そ

ら 

一

一

九

三 

し

の

の

め

の

そ

ら 

一

二

五

九 

こ

の

ご

ろ

の

そ

ら 

一

三

〇

二 
ゆ

ふ

ぐ

れ

の

そ

ら 

一

三

二

七 

ゆ

ふ

ぐ

れ

の

そ

ら 

一

五

四

四 

あ

き

の

や

ま

ざ

と 

一

六

〇

三

イ 

ゆ

ふ

ぐ

れ

の

そ

ら 

一

六

四

〇 

ゆ

ふ

ぐ

れ

の

そ

ら 

一

七

五

三 

ゆ

ふ

ぐ

れ

の

そ

ら 

一

九

三

九 

あ

け

ぼ

の

の

そ

ら 

一

九

六

五 

は

る

の

や

ま

か

ぜ 

 

③

時

↑

物 

八

一

首

（

一

七

・

五

％

） 

一

〇 
 

は

る

の

あ

は

ゆ

き 

一

七 
 

は

る

の

や

ま

か

ぜ 

二

三 
 

は

る

の

よ

の

つ

き 

四

〇 
 

は

る

の

よ

の

つ

き 

四

七 
 

は

る

の

よ

の

つ

き 

五

六 
 

は

る

の

よ

の

つ

き 

一

一

二 

は

る

の

よ

の

ゆ

め 

一

四

四 

は

る

の

や

ま

か

ぜ 

一

四

五 

は

る

の

や

ま

か

ぜ 

一

五

五 

は

る

の

や

ま

か

ぜ 

二

〇

三 

よ

は

の

ひ

と

こ

ゑ 

二

一

五 

よ

ひ

の

む

ら

さ

め 

二

二

七 

こ

ろ

の

さ

み

だ

れ 

二

五

七 

な

つ

の

よ

の

ゆ

め 

二

七

四 

あ

き

の

ゆ

う

か

ぜ 

二

八

〇 

あ

き

の

ゆ

う

つ

ゆ 

二

九

二 

あ

き

の

は

つ

か

ぜ 

二

九

五 

あ

き

の

は

つ

か

ぜ 

二

九

六 

あ

き

の

は

つ

か

ぜ 
二

九

九 

あ

き

の

は

つ

か

ぜ 

三

〇

八 

あ

き

の

は

つ

か

ぜ 

三

一

一 

あ

き

の

は

つ

か

ぜ 

三

一

九 
あ

き

の

は

つ

か

ぜ 

三

七

五 

あ

き

の

よ

の

つ

き 

三

七

六 

よ

ひ

の

い

な

づ

ま 

三

七

七 

よ

ひ

の

い

な

づ

ま 

三

八

五 

あ

き

の

よ

の

つ

き 

三

九

〇 

あ

き

の

よ

の

つ

き 

四

〇

四 

あ

き

の

よ

の

つ

き 

四

一

五 

あ

き

の

よ

の

つ

き 

四

一

七 

あ

き

の

よ

の

つ

き 

四

二

一 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

四

三

五 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

四

六

一 

あ

き

の

し

ら

つ

ゆ 

四

六

三 

け

さ

の

し

ら

つ

ゆ 

五

〇

五 

よ

は

の

あ

き

か

ぜ 

五

九

四 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

五

九

五 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

五

九

九 

よ

は

の

む

ら

ぐ

も 

六

〇

六 

ふ

ゆ

の

よ

の

つ

き 

六

〇

八 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

六

三

一 

あ

か

つ

き

の

こ

ゑ 
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六

三

九 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

六

四

四 

よ

る

の

ひ

と

こ

ゑ 

七

四

〇 

あ

き

の

よ

の

つ

き 

七

八

〇 
あ

き

の

ゆ

う

つ

ゆ 

七

九

〇 

は

る

の

よ

の

ゆ

め 

七

九

八 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

八

〇

四 

あ

き

の

み

や

び

と 

八

九

一 

よ

は

の

つ

き

か

げ 

九

二

一 

よ

は

の

や

ま

か

ぜ 

九

三

〇 

あ

き

の

よ

の

つ

き 

九

三

六 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

九

六

九 

あ

か

つ

き

の

く

も 

一

一

三

八 

あ

り

あ

け

の

そ

ら 

一

一

六

〇 

は

る

の

よ

の

ゆ

め 

一

一

九

七 

い

ざ

よ

い

の

つ

き 

一

二

〇

六 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

一

二

六

五 

あ

き

の

よ

の

つ

き 

一

二

七

六 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

一

二

七

九 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

一

二

八

〇 

ふ

け

し

よ

の

つ

き 

一

四

七

三 

は

る

の

よ

の

つ

き 

一

四

七

四 

は

る

の

よ

の

つ

き 

一

四

七

六 

ゆ

ふ

ぐ

れ

の

こ

ゑ 

一

四

九

七 

よ

は

の

つ

き

か

げ 
一

五

〇

三 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

一

五

〇

六 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

一

五

一

一 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

一

五

一

二 

あ

き

の

よ

の

つ

き 

一

五

二

〇 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

一

五

二

一 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

一

五

三

三 

あ

き

の

よ

の

つ

き 

一

五

四

三 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

一

五

五

〇 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

一

五

九

九 

た

だ

あ

き

の

か

ぜ 

一

六

〇

七 

あ

き

の

は

つ

か

ぜ 

一

八

八

〇 

あ

き

の

よ

の

つ

き 

一

九

〇

五 

い

に

し

へ

の

ゆ

め 

一

九

三

五 

あ

り

あ

け

の

つ

き 

一

九

六

九 

あ

か

つ

き

の

こ

ゑ 

 

④

場 

三

五

首

（

七

・

五

％

） 
 

六 
 

あ

は

ぢ

し

ま

や

ま 

一

八 
 

あ

ふ

さ

か

の

や

ま 

一

二

一 

み

よ

し

の

の

さ

と 

一

四

一 

あ

は

れ

よ

の

な

か 

一

五

二 

や

ま

の

を

ち

か

た 

一

五

九 

ゐ

で

の

た

ま

か

は 

一

七

〇 

み

や

ま

べ

の

さ

と 

一

七

五 

あ

ま

の

か

ぐ

や

ま 

三

〇

〇 

み

や

ぎ

の

の

は

ら 

五

六

一 

か

づ

ら

き

の

や

ま 

六

九

〇 

お

ほ

は

ら

の

さ

と 

七

〇

五 

す

ゑ

の

ま

つ

や

ま 

八

二

〇 

し

ほ

が

ま

の

う

ら 

九

四

〇 

さ

や

の

な

か

や

ま 

九

五

四 

さ

や

の

な

か

や

ま 
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九

五

八 

を

ち

こ

ち

の

や

ま 

九

六

二 

さ

や

の

な

か

や

ま 

九

六

七 

と

こ

の

や

ま

か

ぜ 

九

八

七 
さ

や

の

な

か

や

ま 

一

〇

〇

五 

あ

ふ

さ

か

の

さ

き 

一

一

六

三 

あ

ふ

さ

か

の

や

ま 

一

五

〇

五 

し

が

の

か

ら

さ

き 

一

五

四

六 

を

ち

か

た

の

や

ま 

一

六

〇

九 

し

ほ

が

ま

の

う

ら 

一

六

一

六 

み

よ

し

の

の

や

ま 

一

六

二

六 

お

ほ

は

ら

の

さ

と 

一

六

五

四 

せ

た

の

な

が

は

し 

一

六

九

九 

わ

た

つ

み

の

そ

こ 

一

七

一

五 

し

ほ

が

ま

の

う

ら 

一

七

六

一 

ゆ

く

す

ゑ

の

そ

ら 

一

八

五

〇 

あ

は

れ

よ

の

な

か 

一

九

〇

八 

な

み

の

か

よ

い

ぢ 

一

九

一

一 

ゆ

く

す

ゑ

の

そ

ら 

一

九

五

二 

ゆ

う

や

み

の

そ

ら 

一

九

六

八 

ゆ

く

す

ゑ

の

そ

ら 

 

⑤

場

↑

時 

三

首 

二

一

六 

よ

そ

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

六

三

六 

う

ぢ

の

あ

け

ぼ

の 

九

六

四 

の

べ

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

 

⑥

場

↑

物 

九

七

首

（

二

一

％

） 

三

五 
 

お

き

つ

し

ら

な

み 

八

二 
 

の

べ

の

う

ぐ

ひ

す 

九

二 
 

み

ね

の

し

ら

ぐ

も 

九

四 
 

や

ま

の

は

の

つ

き 

一

〇

〇 

み

よ

し

の

の

は

な 

一

二

九 

せ

き

の

す

ぎ

む

ら 

一

三

二 

み

ね

の

し

ら

ぐ

も 

一

三

九 

み

ね

の

は

る

か

ぜ 

一

六

〇 

き

し

の

や

ま

ぶ

き 

一

六

九 

う

ぢ

の

し

ば

ふ

ね 

一

七

三 
や

ま

の

は

の

く

も 

二

四

三 

に

は

の

た

ち

ば

な 

二

七

一 

も

り

の

し

た

つ

ゆ 

三

〇

七 

ち

え

の

あ

き

か

ぜ 

三

一

七 

あ

ま

の

か

は

な

み 

三

二

二 

あ

ま

の

か

は

か

ぜ 

三

三

二 

ま

の

の

は

ぎ

は

ら 

三

三

九 

の

べ

の

あ

き

か

ぜ 

三

七

四 

の

べ

の

あ

き

か

ぜ 

三

九

七 

み

ね

の

ま

つ

か

ぜ 

四

〇

三 

お

き

の

つ

り

ぶ

ね 

四

一

二 

み

ね

の

つ

き

か

げ 

四

二

〇 

う

ぢ

の

は

し

ひ

め 

四

二

三 

す

ゑ

の

さ

と

び

と 
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四

八

七 

と

こ

の

つ

き

か

げ 

五

〇

七 

や

ま

の

は

の

つ

き 

五

五

八 

た

に

の

ゆ

ふ

か

ぜ 

五

六

八 
も

り

の

か

し

は

ぎ 

五

八

一 

ふ

る

の

か

み

す

ぎ 

五

九

八 

や

ま

の

は

の

つ

き 

六

〇

五 

に

は

の

つ

き

か

げ 

六

一

一 

う

ぢ

の

は

し

ひ

め 

六

三

七 

う

ぢ

の

は

し

ひ

め 

六

六

二 

お

か

の

べ

の

ま

つ 

六

八

二 

に

は

の

し

ら

ぐ

も 

七

二

〇 

み

ね

の

し

ら

ぐ

も 

七

四

一 

わ

か

の

う

ら

な

み 

七

四

二 

う

ぢ

の

は

し

ひ

め 

七

四

五 

お

き

つ

し

ま

も

り 

七

八

八 

や

ど

の

あ

き

か

ぜ 

七

九

四 

み

ち

し

ば

の

つ

ゆ 

八

三

六 

み

ね

の

し

ら

ぐ

も 

八

六

四 

あ

ま

の

は

ご

ろ

も 

八

九

二 

ゆ

く

す

ゑ

の

つ

ゆ 

九

四

一 

ふ

る

さ

と

の

つ

き 

九

四

三 

い

せ

の

は

ま

を

ぎ 

九

四

四 

い

せ

の

は

ま

を

ぎ 

九

五

三 

や

ま

の

か

け

は

し 

九

五

七 

を

の

の

し

の

は

ら 

九

六

八 

み

ね

の

あ

き

か

ぜ 

九

七

四 

み

ね

の

し

ひ

し

ば 

九

九

〇 

み

ね

の

し

ら

ぐ

も 

一

〇

七

三 

お

き

つ

し

ほ

か

ぜ 

一

〇

七

九 

い

そ

の

あ

ま

び

と 

一

〇

八

九 

ゐ

で

の

し

が

ら

み 
一

一

一

八 

せ

せ

の

う

も

れ

ぎ 

一

一

三

五 

そ

ら

の

う

き

ぐ

も 

一

一

四

二 

よ

そ

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

一

一

六

七 
お

き

つ

し

ま

び

と 

一

一

八

八 

み

ち

し

ば

の

つ

ゆ 

一

一

九

八 

や

ま

の

は

の

つ

き 

一

二

〇

四 

や

ま

の

は

の

つ

き 

一

二

五

五 

し

が

の

み

づ

か

き 

一

二

七

二 

よ

そ

の

う

き

ぐ

も 

一

二

七

四 

ね

や

の

つ

き

か

げ 

一

二

七

五 

よ

そ

の

う

き

ぐ

も 

一

二

八

二 

や

ま

の

は

の

つ

き 

一

二

八

五 

に

は

の

よ

も

ぎ

ふ 

一

二

八

六 

に

は

の

し

ら

つ

ゆ 

一

二

八

九 

に

は

の

を

ぎ

は

ら 

一

三

〇

四 

に

は

の

ま

つ

か

ぜ 

一

三

一

一 

に

は

の

ま

つ

か

ぜ 

一

三

二

〇 

も

り

の

し

た

つ

ゆ 

一

五

一

七 

に

は

の

ま

つ

か

ぜ 

一

五

三

八 

に

は

の

は

の

つ

き 

一

五

五

五 

す

ま

の

う

ら

び

と 

一

五

六

三 

の

べ

の

あ

き

か

ぜ 

一

五

七

五 

み

ね

の

ま

つ

か

ぜ 

一

五

九

七 

す

ま

の

う

ら

な

み 

一

六

〇

二 

う

ら

の

ま

つ

か

ぜ 

一

六

二

八 

み

ち

の

つ

ゆ

け

さ 

一

六

三

六 

に

は

の

ま

つ

か

ぜ 

一

六

五

〇 

ぬ

の

び

き

の

た

き 

一

六

五

一 

ぬ

の

び

き

の

た

き 
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一

六

六

六 

ふ

る

さ

と

の

つ

き 

一

七

三

五 

も

り

の

し

た

く

さ 

一

七

七

五 

や

ま

か

は

の

み

づ 

一

七

九

二 
す

み

よ

し

の

ま

つ 

一

七

九

三 

み

ね

の

ま

つ

か

ぜ 

一

八

五

四 

き

た

の

ふ

ぢ

な

み 

一

八

八

一 

せ

せ

の

し

ら

な

み 

一

八

九

六 

さ

ほ

の

か

は

か

ぜ 

一

九

二

三 

よ

の

な

か

の

ひ

と 

一

九

三

八 

み

ね

の

ま

つ

か

ぜ 

一

九

四

七 

た

に

の

か

げ

く

さ 

一

九

六

一 

や

ま

の

は

の

つ

き 

一

九

六

三 

お

き

つ

し

ら

な

み

⑦

物 

一

六

七

首

（

三

六

・

二

％

） 

三 
 

ゆ

き

の

た

ま

み

づ 

一

三 
 

ゆ

き

の

む

ら

ぎ

え 

二

二 
 

ま

だ

み

え

ぬ

ゆ

き 

二

六 
 

こ

ゆ

る

し

ら

な

み 

二

七 
 

み

づ

の

し

ら

な

み 

二

九 
 

う

ぐ

ひ

す

の

こ

ゑ 

六

四 
 

の

き

の

た

ま

み

づ 

七

三 
 

あ

お

や

な

ぎ

の

い

と 

七

六 
 

ゆ

き

の

む

ら

ぎ

え 

八

五 
 

は

つ

さ

く

ら

ば

な 

八

七 
 

か

か

る

し

ら

ぐ

も 

九

三 
 

あ

と

の

し

ら

ぐ

も 

一

一

八 

ゆ

き

の

む

ら

ぎ

え 

一

三

六 

は

な

の

し

ら

ゆ

き 

一

六

一 

や

ま

ぶ

き

の

は

な 

一

六

三 

ふ

ぢ

な

み

の

は

な 

一

七

九 

は

な

ぞ

め

の

そ

で 
一

九

四 

や

ま

ほ

と

と

ぎ

す 

二

〇

一 

や

ま

ほ

と

と

ぎ

す 

二

一

七 

す

ぎ

の

む

ら

だ

ち 

二

二

一 
そ

で

の

し

ら

た

ま 

二

三

九 

や

ど

の

た

ち

ば

な 

二

四

〇 

に

ほ

ふ

た

ち

ば

な 

二

五

二 

か

か

り

び

の

か

げ 

二

五

六 

う

た

た

ね

の

ゆ

め 

二

六

〇 

や

ど

る

つ

き

か

げ 

二

六

一 

す

ぎ

の

し

た

か

げ 

二

六

五 

ゆ

う

だ

ち

の

く

も 

二

六

八 

ひ

ぐ

ら

し

の

こ

ゑ 

二

六

九 

ひ

ぐ

ら

し

の

こ

ゑ 

二

七

三 

か

よ

ふ

あ

き

か

ぜ 

二

七

五 

と

こ

な

つ

の

は

な 

二

七

六 

ゆ

ふ

が

ほ

の

は

な 

二

七

九 

ま

き

の

し

た

つ

ゆ 

二

八

八 

や

ま

お

ろ

し

の

か

ぜ 

三

二

〇 

つ

ゆ

の

た

ま

づ

さ 

三

二

三 

わ

た

る

あ

き

か

ぜ 

三

二

六 

お

け

る

し

ら

つ

ゆ 

三

二

八 

あ

き

は

ぎ

の

は

な 
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三

三

四 

お

け

る

し

ら

つ

ゆ 

三

四

三 

あ

さ

が

ほ

の

は

な 

三

五

一 

は

ぎ

の

し

た

か

ぜ 

三

五

六 
さ

を

し

か

の

こ

ゑ 

三

八

三 

ゆ

み

は

り

の

つ

き 

四

一

三 

か

げ

の

さ

や

け

さ 

四

二

二 

ゐ

づ

る

つ

き

か

げ 

四

二

四 

を

ぎ

の

う

は

か

ぜ 

四

二

九 

と

こ

の

さ

む

し

ろ 

四

三

二 

ね

や

の

つ

き

か

げ 

四

三

九 

さ

を

し

か

の

こ

ゑ 

四

四

二 

さ

を

し

か

の

こ

ゑ 

四

四

四 

さ

を

し

か

の

こ

ゑ 

四

五

〇 

く

ず

の

う

ら

か

ぜ 

四

七

四 

ま

つ

む

し

の

こ

ゑ 

四

七

五 

い

も

が

さ

ご

ろ

も 

四

七

七 

む

す

ぶ

て

ま

く

ら 

四

七

九 

つ

き

に

う

つ

こ

ゑ 

四

八

五 

こ

ろ

も

う

つ

こ

ゑ 

四

九

二 

ま

き

の

し

た

つ

ゆ 

四

九

三 

そ

で

の

あ

き

き

り 

五

〇

一 

は

つ

か

り

の

こ

ゑ 

五

〇

三 

お

つ

る

か

り

が

ね 

五

〇

四 

す

め

る

つ

き

か

げ 

五

〇

九 

き

く

の

へ

の

つ

ゆ 

五

一

一 

ま

つ

む

し

の

こ

ゑ 

五

一

四 

と

こ

の

や

ま

か

ぜ 

五

一

七 

よ

も

ぎ

ふ

の

つ

き 

五

二

〇 

お

く

る

の

う

ら

か

ぜ 

五

四

〇 

や

ま

か

は

の

み

づ 

五

四

二 

こ

が

ら

し

の

か

ぜ 
五

五

五 

み

づ

の

し

が

ら

み 

五

六

九 

こ

が

ら

し

の

か

ぜ 

五

七

三 

ま

つ

の

し

た

つ

ゆ 

五

八

七 
に

は

の

ま

つ

か

ぜ 

五

九

一 

や

ま

お

ろ

し

の

か

ぜ 

五

九

七 

む

ら

ぐ

も

の

つ

き 

六

〇

四 

こ

が

ら

し

の

か

ぜ 

六

〇

七 

か

げ

の

さ

む

け

さ 

六

一

〇 

あ

さ

ぢ

ふ

の

つ

き 

六

三

四 

の

こ

る

し

ら

な

み 

六

五

二 

を

し

の

ひ

と

り

ね 

六

六

一 

つ

も

る

は

つ

ゆ

き 

六

六

七 

ゆ

き

の

し

た

お

れ 

六

七

三 

ゆ

き

の

し

た

お

れ 

六

七

七 

あ

ま

の

か

ぐ

や

ま 

六

八

三 

ま

つ

の

し

ら

ゆ

き 

七

〇

八 

ゆ

ら

ぐ

た

ま

の

を 

七

四

三 

み

づ

の

み

な

か

み 

七

五

五 

ま

つ

の

ゆ

ふ

か

ぜ 

八

二

四 

あ

り

し

よ

の

ゆ

め 

八

八

三 

ゐ

づ

る

ふ

な

び

と 

九

二

六 

か

か

る

し

ら

な

み 

九

三

四 

あ

と

の

つ

き

か

げ 

九

三

五 

そ

で

の

つ

き

か

げ 

九

三

九 

す

ゑ

の

し

ら

ぐ

も 

九

四

二 

か

か

る

つ

き

か

げ 

九

四

六 

み

づ

の

し

ら

な

み 

九

六

〇 

は

つ

か

り

の

こ

ゑ 

九

八

〇 

か

よ

ふ

う

ら

か

ぜ 
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一

〇

三

六 

つ

げ

の

を

ま

く

ら 

一

〇

五

九 

を

し

の

ひ

と

ご

ゑ 

一

〇

七

四 

や

へ

の

し

ほ

か

ぜ 

一

〇

八

〇 
あ

ま

の

つ

り

ぶ

ね 

一

〇

九

六 

あ

ま

の

た

く

な

は 

一

一

〇

二 

す

み

ぞ

め

の

そ

で 

一

一

〇

八 

す

ぎ

ふ

け

る

い

ほ 

一

一

七

四 

き

く

の

へ

の

つ

ゆ 

一

二

〇

一 

ま

つ

か

ぜ

の

こ

ゑ 

一

二

〇

二 

ま

つ

か

ぜ

の

こ

ゑ 

一

二

六

三 

き

え

し

つ

き

か

げ 

一

二

七

〇 

ひ

と

の

お

も

か

げ 

一

二

八

一 

よ

も

ぎ

ふ

の

や

ど 

一

二

八

四 

の

こ

る

つ

き

か

げ 

一

二

九

一 

し

も

の

さ

む

し

ろ 

一

二

九

四 

あ

と

の

や

ま

か

ぜ 

一

三

〇

七 

を

ぎ

の

う

は

か

ぜ 

一

三

〇

九 

を

ぎ

の

う

は

か

ぜ 

一

三

一

〇 

ま

つ

か

ぜ

の

こ

ゑ 

一

三

二

一 

ま

つ

む

し

の

こ

ゑ 

一

三

二

五 

た

の

む

あ

き

か

ぜ 

一

三

二

六 

の

こ

る

お

も

か

げ 

一

三

三

七 

こ

が

ら

し

の

か

ぜ 

一

三

三

八 

を

ぎ

の

う

は

か

ぜ 

一

三

四

二 

そ

で

の

う

は

つ

ゆ 

一

三

五

三 

み

え

し

か

げ

ろ

う 

一

四

二

四 

し

づ

の

を

だ

ま

き 

一

四

二

五 

し

づ

の

を

だ

ま

き 

一

四

三

四 

あ

ま

の

つ

り

ふ

ね 

一

四

三

六 

ゆ

き

の

む

ら

ぎ

え 

一

四

四

〇 

う

ぐ

ひ

す

の

こ

ゑ 
一

四

五

五 

は

な

の

し

た

か

げ 

一

四

七

二 

や

ま

な

し

の

は

な 

一

四

九

二 

な

で

し

こ

の

は

な 

一

五

〇

九 
く

も

の

へ

の

つ

き 

一

五

二

四 

の

こ

る

つ

き

か

げ 

一

五

五

二 

つ

き

の

さ

や

け

さ 

一

五

五

七 

あ

ま

の

つ

り

ぶ

ね 

一

五

七

三 

き

く

の

へ

の

つ

ゆ 

一

五

八

三 

は

な

の

か

な

し

さ 

一

五

九

六 

あ

ま

の

つ

り

ぶ

ね 

一

六

〇

一 

あ

ま

の

つ

り

ぶ

ね 

一

六

一

〇 

あ

ま

の

を

と

め

こ 

一

六

四

二 

す

ぎ

た

て

る

も

ん 

一

六

四

四 

も

ち

づ

き

の

こ

ま 

一

六

六

三 

こ

け

ふ

か

き

そ

で 

一

六

六

四 

す

み

ぞ

め

の

そ

で 

一

六

七

三 

や

ま

お

ろ

し

の

か

ぜ 

一

六

七

五 

た

ま

の

を

や

な

ぎ 

一

六

七

九 

ひ

と

の

お

も

か

げ 

一

六

八

三 

こ

け

の

い

し

ば

し 

一

七

一

一 

か

み

の

つ

れ

な

さ 

一

七

八

五 

つ

ぼ

の

い

し

ぶ

み 

一

七

九

四 

か

よ

ふ

あ

き

か

ぜ 

一

八

二

〇 

く

ず

の

あ

き

か

ぜ 

一

八

四

六 

き

ゆ

る

し

ら

ぐ

も 

一

八

四

九 

ほ

ど

の

は

か

な

さ 

一

八

七

五 

ゐ

で

む

つ

き

か

げ 

一

八

八

五 

ま

つ

の

ゆ

ふ

か

ぜ 

一

八

八

九 

わ

ま

あ

ゐ

の

そ

で 
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一

八

九

一 

あ

け

の

た

た

ま

が

き 

一

八

九

三 

か

わ

か

み

の

か

み 

一

八

九

九 

や

ま

お

ろ

し

の

か

ぜ 

一

九

一

八 

は

な

の

へ

の

つ

ゆ 

一

九

三

二 

の

り

の

と

も

し

び 

一

九

三

七 

の

り

の

う

れ

し

さ 

一

九

四

五 

む

ら

さ

き

の

く

も 

一

九

五

五 

あ

と

の

つ

ゆ

け

さ 

 

⑧

物

↑

時 

一

一

首

（

二

・

三

％

） 

一

五

四 

あ

と

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

一

八

二 

つ

ゆ

の

あ

け

ぼ

の 

二

二

〇 

あ

め

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

二

二

六 

さ

み

だ

れ

の

こ

ろ 

二

三

六 

さ

み

だ

れ

の

こ

ろ 

三

六

六 

つ

ゆ

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

五

二

五 

し

ぐ

れ

す

る

こ

ろ 

五

六

三 

あ

ら

し

ふ

く

こ

ろ 

六

六

三 

ゆ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

六

七

一 

ゆ

き

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

一

五

五

九 

つ

ゆ

の

ゆ

ふ

ぐ

れ 

 

⑨

物

↑

場 

一

三

首

（

二

・

八

％

） 

三

七 
 

よ

こ

ぐ

も

の

そ

ら 

三

八 
 

よ

こ

ぐ

も

の

そ

ら 

二

一

四 

む

ら

さ

め

の

そ

ら 

二

三

二 

さ

み

だ

れ

の

そ

ら 

二

五

一 

ゆ

ふ

や

み

の

そ

ら 

二

六

三 

ゆ

ふ

だ

ち

の

そ

ら 

五

一

五 

や

ど

の

み

ち

し

ば 

九

八

二 

つ

た

の

し

た

み

ち 

一

一

二

八 
や

ど

の

か

よ

ひ

ぢ 

一

三

一

五 

ゆ

め

の

か

よ

ひ

ぢ 

一

三

三

三 

な

み

の

か

よ

ひ

ぢ 

一

八

七

九 

つ

き

よ

み

の

も

り 

一

九

一

〇 

ゆ

め

の

ゆ

く

す

ゑ



 

233 
 

資
料 
⑧ 

体
言
止
め
を
使
う
和
歌
の
統
語
論
上
構
造 

 

（
１
）
「
Ａ
タ
イ
プ
」
―
―
一
つ
の
関
係
節
か
ら
成
る
和
歌 

三 
 

山
ふ
か
み
春
と
も
し
ら
ぬ
松
の
戸
に
た
え
だ
え
か
か
る
雪
の
た
ま
水  

 
 

式
子
内
親
王 

一
〇 

 
春
日
野
の
下
も
え
わ
た
る
草
の
上
に
つ
れ
な
く
み
ゆ
る
春
の
あ
は
雪 

 
 

権
中
納
言
国
信 

一
三 

 

若
菜
つ
む
袖
と
ぞ
み
ゆ
る
春
日
野
の
飛
火
の
野
べ
の
雪
の
む
ら
ぎ
え 

 
 

前
参
議
教
長 

一
八 

 

う
ぐ
ひ
す
の
鳴
け
ど
も
い
ま
だ
降
る
雪
に
杉
の
葉
し
ろ
き
逢
坂
の
山 

 
 

太
上
天
皇 

二
三 

 

空
は
な
ほ
霞
も
や
ら
ず
風
さ
え
て
雪
げ
に
く
も
る
春
の
夜
の
月 

 
 

 

摂
政
太
政
大
臣 

三
七 

 

か
す
み
た
つ
末
の
松
山
ほ
の
ぼ
の
と
波
に
は
な
る
る
横
雲
の
空 

 
 

 

藤
原
家
隆
朝
臣 

二
九 

 

あ
づ
さ
弓
は
る
山
ち
か
く
家
ゐ
し
て
た
え
ず
聞
き
つ
る
う
ぐ
ひ
す
の
声 

 
 

山
辺
赤
人 

三
三 

 

あ
ま
の
原
富
士
の
け
ぶ
り
の
春
の
色
の
霞
に
な
び
く
あ
け
ぼ
の
の
空 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

三
八 

 

春
の
夜
の
夢
の
浮
橋
と
だ
え
し
て
峯
に
わ
か
る
る
横
雲
の
空 

 
 

 

藤
原
定
家
朝
臣 

四
〇 

 

お
ほ
ぞ
ら
は
梅
の
に
ほ
ひ
に
霞
み
つ
つ
く
も
り
も
は
て
ぬ
春
の
夜
の
月 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

五
六 

 

あ
さ
み
ど
り
花
も
ひ
と
つ
に
霞
み
つ
つ
お
ぼ
ろ
に
み
ゆ
る
春
の
よ
の
月 

 
 

菅
原
孝
標
女 

七
三 

 

春
風
の
霞
吹
き
と
く
絶
え
ま
よ
り
み
だ
れ
て
な
び
く
青
柳
の
糸 

 
 

 

殷
富
門
院
大
輔 

七
六 

 

薄
く
濃
き
野
べ
の
み
ど
り
の
若
草
に
跡
ま
で
み
ゆ
る
雪
の
む
ら
ぎ
え 

 
 

宮
内
卿 

九
四 

 

た
づ
ね
き
て
花
に
く
ら
せ
る
木
の
間
よ
り
待
つ
と
し
も
な
き
山
の
は
の
月  

 

藤
原
雅
経
朝
臣 

一
一
二 

 

風
か
よ
ふ
ね
ざ
め
の
袖
の
花
の
香
に
か
を
る
枕
の
春
の
夜
の
ゆ
め 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

一
二
一 

 

時
し
も
あ
れ
た
の
む
の
雁
の
別
れ
さ
へ
花
散
る
こ
ろ
の
み
よ
し
の
の
里 

 
 

源
具
親 

一
三
〇 

 

山
た
か
み
峯
の
あ
ら
し
に
散
る
花
の
月
に
あ
ま
ぎ
る
あ
け
が
た
の
空 

 
 

二
条
院
讃
岐 

一
五
二 

 

花
流
す
瀬
を
も
み
る
べ
き
三
日
月
の
わ
れ
て
入
り
ぬ
る
山
の
を
ち
か
た 

 
 

坂
上
是
則 

一
六
九 

 

暮
れ
て
ゆ
く
春
の
み
な
と
は
し
ら
ね
ど
も
霞
に
落
つ
る
宇
治
の
柴
舟 

 
 

寂
蓮
法
師 

一
七
〇 

 

来
ぬ
ま
で
も
花
ゆ
ゑ
人
の
待
た
れ
つ
る
春
も
暮
れ
ぬ
る
み
山
べ
の
里 

 
 

藤
原
伊
綱 

一
七
三 

 

柴
の
戸
を
さ
す
や
日
影
の
な
ご
り
な
く
春
暮
れ
か
か
る
山
の
端
の
雲 

 
 

宮
内
卿 

二
三
二 

 

た
ま
ぼ
こ
の
道
行
き
人
の
こ
と
づ
て
も
絶
え
て
ほ
ど
ふ
る
さ
み
だ
れ
の
空  

 

藤
原
定
家
朝
臣 

二
四
〇 

 

帰
り
こ
ぬ
昔
を
今
と
思
い
寝
の
夢
の
枕
に
に
ほ
ふ
た
ち
ば
な 

 
 

 

式
子
内
親
王 

二
五
六 
 

窓
近
き
竹
の
葉
す
さ
む
風
の
音
に
い
と
ど
み
じ
か
き
う
た
た
ね
の
夢 

 
 

式
子
内
親
王 

二
六
三 

 

よ
ら
れ
つ
る
野
も
せ
の
草
の
か
げ
ろ
ひ
て
す
ず
し
く
く
も
る
夕
立
の
空 

 
 

西
行
法
師 

二
六
八 

 

夕
立
の
雲
も
と
ま
ら
ぬ
夏
の
日
の
か
た
ぶ
く
山
に
ひ
ぐ
ら
し
の
声 

 
 

式
子
内
親
王 

二
七
一 

 

な
く
蝉
の
声
も
す
ず
し
き
夕
暮
に
秋
を
か
け
た
る
杜
の
し
た
つ
ゆ 

 
 

二
条
院
讃
岐 

二
七
三 

 

ほ
た
る
飛
ぶ
野
沢
に
茂
る
蘆
の
根
の
よ
な
よ
な
し
た
に
か
よ
ふ
秋
風 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 
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二
七
五 

 

白
露
の
玉
も
て
ゆ
へ
る
ま
せ
の
う
ち
に
光
さ
へ
そ
ふ
と
こ
な
つ
の
花 

 
 

高
倉
院
御
歌 

二
七
九 

 

山
里
の
峯
の
雨
雲
と
だ
え
し
て
ゆ
ふ
べ
す
ず
し
き
ま
き
の
下
露 

 
 

 

太
上
天
皇 

二
八
〇 

 

岩
井
く
む
あ
た
り
の
を
笹
玉
越
え
て
か
つ
が
つ
結
ぶ
秋
の
夕
露 

 
 

 

入
道
前
関
白
太
政
大
臣 

二
九
九 

 
お
し
な
べ
て
も
の
を
思
は
ぬ
人
に
さ
へ
心
を
つ
く
る
秋
の
は
つ
か
ぜ 

 
 

西
行
法
師 

三
二
三 

 

星
会
ひ
の
夕
べ
す
ず
し
き
天
の
川
紅
葉
の
橋
を
わ
た
る
秋
か
ぜ 

 
 

 

権
中
納
言
公
経 

三
三
二 

 

お
く
露
も
し
づ
心
な
く
秋
風
に
乱
れ
て
咲
け
る
真
野
の
萩
原 
 

 
 

祐
子
内
親
王
家
紀
伊 

三
三
四 

 

さ
を
鹿
の
朝
立
つ
小
野
の
秋
萩
に
玉
と
み
る
ま
で
お
け
る
白
露 

 
 

 

中
納
言
家
持 

三
四
七 

 

小
倉
山
ふ
も
と
の
野
べ
の
花
す
す
き
ほ
の
か
に
み
ゆ
る
秋
の
夕
暮 

 
 

読
人
し
ら
ず 

三
五
七 

 

お
し
な
べ
て
思
ひ
し
こ
と
の
か
ず
か
ず
に
な
ほ
色
ま
さ
る
秋
の
夕
暮 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

三
七
五 

 

大
荒
木
の
杜
の
木
の
間
を
も
り
か
ね
て
人
だ
の
め
な
る
秋
の
夜
の
月 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

三
七
六 

 

有
明
の
月
待
つ
宿
の
袖
の
上
に
人
だ
の
め
な
る
宵
の
い
な
づ
ま 

 
 

 

藤
原
家
隆
朝
臣 

三
七
七 

 

風
わ
た
る
浅
茅
が
末
の
露
に
だ
に
宿
り
も
は
て
ぬ
宵
の
い
な
づ
ま 

 
 

藤
原
有
家
朝
臣 

三
八
三 

 

敷
島
や
高
円
山
の
雲
間
よ
り
ひ
か
り
さ
し
そ
ふ
ゆ
み
は
り
の
月 

 
 

 

堀
河
院
御
歌 

四
一
三 

 

秋
風
に
た
な
び
く
雲
の
た
え
ま
よ
り
も
れ
い
づ
る
月
の
影
の
さ
や
け
さ 

 
 

左
京
大
夫
顕
輔 

四
二
〇 

 

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 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

四
二
四 

 

秋
の
夜
は
宿
か
る
月
も
露
な
が
ら
袖
に
吹
き
こ
す
荻
の
う
は
風 

 
 

 

右
衛
門
督
通
具 

四
二
九 

 

あ
く
が
れ
て
寝
ぬ
夜
の
塵
の
つ
も
る
ま
で
月
に
払
は
ぬ
床
の
さ
む
し
ろ 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

四
三
二 

 

秋
の
色
は
ま
が
き
に
う
と
く
な
り
ゆ
け
ど
手
枕
な
る
る
閨
の
月
影 

 
 

式
子
内
親
王 

四
三
九 

 

野
分
せ
し
小
野
の
草
ぶ
し
荒
れ
は
て
て
深
山
に
ふ
か
き
さ
を
鹿
の
声 

 
 

寂
蓮
法
師 

四
六
一 

 

草
葉
に
は
玉
と
見
え
つ
つ
わ
び
人
の
袖
の
涙
の
秋
の
し
ら
露 

 
 

 

菅
贈
太
政
大
臣 

四
七
七 

 

衣
打
つ
ね
山
の
庵
の
し
ば
し
ば
も
し
ら
ぬ
夢
路
に
む
す
ぶ
手
枕 

 
 

 

権
中
納
言
公
経 

四
八
七 

 

ひ
と
り
寝
る
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
尾
に
霜
お
き
ま
よ
ふ
床
の
月
影 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

四
九
一 

 

村
雨
の
露
も
ま
だ
ひ
ぬ
真
木
の
葉
に
霧
た
ち
の
ぼ
る
秋
の
夕
暮 

 
 

 

寂
蓮
法
師 

五
〇
一 

 

横
雲
の
風
に
わ
か
る
る
し
の
の
め
に
山
飛
び
越
ゆ
る
初
雁
の
声 

 
 

 

西
行
法
師 

五
〇
五 

 

吹
き
ま
よ
ふ
雲
居
を
わ
た
る
初
雁
の
つ
ば
さ
に
鳴
ら
す
よ
は
の
秋
風 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

五
二
〇 

 

秋
ふ
か
き
淡
路
の
島
の
有
明
に
か
た
ぶ
く
月
を
お
く
る
浦
風 

 
 

 

前
大
僧
正
慈
円 

五
九
一 
 

ほ
の
ぼ
の
と
有
明
の
月
の
月
影
に
も
み
ぢ
吹
き
お
ろ
す
山
お
ろ
し
の
風 

 
 

源
信
明
朝
臣 

五
九
七 

 

い
ま
よ
り
は
木
の
葉
が
く
れ
も
な
け
れ
ど
も
し
ぐ
れ
に
の
こ
る
村
雲
の
月  

 

源
具
親 

五
九
八 

 

晴
れ
く
も
る
か
げ
を
都
に
先
立
て
し
ぐ
れ
と
告
ぐ
る
山
の
端
の
月 

 
 

源
具
親 

六
〇
五 

 

風
寒
み
木
の
葉
晴
れ
ゆ
く
よ
な
よ
な
に
の
こ
る
く
ま
な
き
庭
の
月
影 

 
 

式
子
内
親
王 

六
〇
六 

 

わ
が
門
の
刈
り
田
の
ね
や
に
ふ
す
し
ぎ
の
床
あ
ら
は
な
る
冬
の
夜
の
月 

 
 

殷
富
門
院
大
輔 
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六
〇
七 

 

冬
枯
れ
の
杜
の
朽
ち
葉
の
霜
の
上
に
落
ち
た
る
月
の
影
の
さ
む
け
さ 

 
 

 

清
輔
朝
臣 

六
一
〇 

 
 

か
げ
と
め
し
露
の
宿
り
を
思
ひ
出
で
て
霜
に
あ
と
問
ふ
浅
茅
生
の
月 

 
 

雅
経
朝
臣 

六
三
一 

 
 

か
つ
氷
か
つ
は
く
だ
く
る
山
川
の
岩
間
に
む
せ
ぶ
あ
か
つ
き
の
声 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

六
三
四 

 
 

み
な
か
み
や
た
え
だ
え
氷
る
岩
間
よ
り
清
滝
川
に
の
こ
る
白
波 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

六
三
六 

 
 

橋
姫
の
片
敷
き
衣
さ
む
し
ろ
に
待
つ
夜
む
な
し
き
宇
治
の
あ
け
ぼ
の 

 
 

太
上
天
皇 

六
三
九 

 
 

志
賀
の
浦
や
遠
ざ
か
り
ゆ
く
波
間
よ
り
氷
り
て
出
づ
る
有
明
の
月 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

六
六
一 

 
 

ふ
れ
ば
か
く
憂
さ
の
み
ま
さ
る
世
を
知
ら
で
荒
れ
た
る
庭
に
つ
も
る
初
雪  

 

紫
式
部 

六
六
三 

 
 

降
り
そ
む
る
け
さ
だ
に
人
の
待
た
れ
つ
る
み
山
の
里
の
雪
の
夕
暮 

 
 

寂
蓮
法
師 

六
七
七 

 
 

雪
降
れ
ば
峯
の
ま
さ
か
き
埋
も
れ
て
月
に
み
が
け
る
天
の
香
具
山 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

七
三
四 

 
 

あ
め
の
し
た
芽
ぐ
む
草
木
の
目
も
は
る
に
か
ぎ
り
も
し
ら
ぬ
御
代
の
末
々  

 

式
子
内
親
王 

七
六
四 

 
 

た
れ
も
み
な
花
の
都
に
散
り
は
て
て
ひ
と
り
し
ぐ
る
る
秋
の
山
里 

 
 

左
京
大
夫
顕
輔 

七
六
七 

 
 

立
ち
の
ぼ
る
け
ぶ
り
を
だ
に
も
見
る
べ
き
に
霞
に
ま
が
ふ
春
の
あ
け
ぼ
の  

 

前
左
兵
衛
督
惟
方 

八
七
四 

 
 

別
れ
路
は
い
つ
も
歎
き
の
絶
え
せ
ぬ
に
い
と
ど
か
な
し
き
秋
の
夕
暮 

 
 

中
納
言
隆
家 

九
三
〇 

 
 

見
し
人
も
と
ふ
の
浦
風
音
せ
ぬ
に
つ
れ
な
く
澄
め
る
秋
の
夜
の
月 

 
 

橘
為
仲
朝
臣 

九
三
五 

 
 

野
べ
の
露
浦
わ
の
波
を
か
こ
ち
て
も
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
袖
の
月
影 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

九
五
三 

 
 

旅
人
の
袖
吹
き
返
す
秋
風
に
夕
日
さ
び
し
き
山
の
か
け
は
し 

 
 

 

藤
原
定
家
朝
臣 

九
五
七 

 
 

ふ
る
さ
と
も
秋
は
夕
べ
を
形
見
と
て
風
の
み
送
る
小
野
の
篠
原 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

一
〇
七
三 

 

梶
を
絶
え
由
良
の
湊
に
ゆ
く
舟
の
た
よ
り
も
し
ら
ぬ
沖
つ
潮
風 

 
 

 

摂
政
太
政
大
臣 

一
一
二
八 

 

た
の
め
お
き
し
浅
茅
が
露
に
秋
か
け
て
木
の
葉
降
り
し
く
宿
の
通
い
路 

 
 

前
大
納
言
忠
良 

一
一
六
三 

 

け
さ
よ
り
は
い
と
ど
思
ひ
を
た
き
ま
し
て
歎
き
こ
り
つ
む
逢
坂
の
山 

 
 

高
倉
院
御
歌 

一
二
七
六 

 

い
ま
来
む
と
契
り
し
こ
と
は
夢
な
が
ら
見
し
夜
に
似
た
る
有
明
の
月 

 
 

右
衛
門
督
通
具 

一
二
八
四 

 

松
山
と
ち
ぎ
り
し
人
は
つ
れ
な
く
て
袖
越
す
波
に
の
こ
る
月
影 

 
 

 

藤
原
定
家
朝
臣 

一
二
八
五 

 

な
ら
ひ
こ
し
た
が
い
つ
は
り
も
ま
だ
知
ら
で
待
つ
と
せ
し
ま
の
庭
の
蓬
生  

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

一
三
〇
二 

 

う
ら
み
わ
び
待
た
じ
い
ま
は
の
身
な
れ
ど
も
思
ひ
な
れ
に
し
夕
暮
の
空 

 
 

寂
蓮
法
師 

一
三
〇
九 

 

い
ま
は
た
だ
心
の
ほ
か
に
聞
く
も
の
を
知
ら
ず
が
ほ
な
る
荻
の
上
風 

 
 

式
子
内
親
王 

一
三
四
二 

 

あ
だ
な
り
と
思
ひ
し
か
ど
も
君
よ
り
は
物
わ
す
れ
せ
ぬ
袖
の
う
は
露 

 
 

道
信
朝
臣 

一
四
三
四 

 

さ
し
て
ゆ
く
か
た
は
湊
の
波
高
み
う
ら
み
て
か
へ
る
海
人
の
釣
り
舟 

 
 

読
人
し
ら
ず 

一
四
四
〇 

 

谷
深
み
春
の
光
の
お
そ
け
れ
ば
雪
に
つ
つ
め
る
う
ぐ
ひ
す
の
声 

 
 

 

菅
贈
太
政
大
臣 

一
五
二
〇 

 

山
の
端
を
出
で
て
も
松
の
木
の
ま
よ
り
心
づ
く
し
の
有
明
の
月 

 
 

 

藤
原
業
清 

一
五
五
二 

 

か
も
め
ゐ
る
藤
江
の
浦
の
沖
つ
す
に
夜
舟
い
ざ
よ
ふ
月
の
さ
や
け
さ 

 
 

神
祇
伯
顕
仲 

一
五
五
五 

 

藻
塩
く
む
袖
の
月
影
お
の
づ
か
ら
よ
そ
に
明
か
さ
ぬ
須
磨
の
浦
人 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 
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一
五
六
三 

 

葛
の
葉
の
う
ら
に
か
へ
る
夢
の
世
を
忘
れ
が
た
み
の
野
べ
の
秋
風 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

一
五
七
五 

 

山
川
の
岩
ゆ
く
水
も
こ
ほ
り
し
て
ひ
と
り
く
だ
く
る
峯
の
松
風 

 
 

 

読
人
し
ら
ず 

一
五
八
三 

 

見
し
夢
を
い
づ
れ
の
世
ぞ
と
思
ふ
ま
に
折
を
忘
れ
ぬ
花
の
か
な
し
さ 

 
 

御
形
宣
旨 

一
五
九
六 

 

須
磨
の
浦
の
な
ぎ
た
る
朝
は
目
も
は
る
に
霞
に
ま
が
ふ
海
人
の
釣
舟 

 
 

藤
原
孝
善 

一
五
九
七 

 

秋
風
の
関
吹
き
越
ゆ
る
度
ご
と
に
声
う
ち
そ
ふ
る
須
磨
の
浦
波 

 
 

 

壬
生
忠
見 

一
六
二
六 

 
世
の
中
を
そ
む
き
に
と
て
は
来
し
か
ど
も
な
ほ
憂
き
こ
と
は
大
原
の
里 

 
 

読
人
し
ら
ず 

一
六
二
八 

 
苔
の
庵
さ
し
て
来
つ
れ
ど
君
ま
さ
で
帰
る
み
山
の
道
の
露
け
さ 

 
 

 

恵
慶
法
師 

一
六
三
六 

 

わ
れ
な
が
ら
思
ふ
か
も
の
を
と
ば
か
り
に
袖
に
し
ぐ
る
る
庭
の
松
風 

 
 

藤
原
有
家
朝
臣 

一
六
四
四 

 

嵯
峨
の
山
千
代
の
古
道
あ
と
と
め
て
ま
た
露
分
く
る
望
月
の
駒 

 
 

 

藤
原
定
家
朝
臣 

一
六
五
一 

 

久
方
の
天
つ
を
と
め
が
夏
ご
ろ
も
雲
居
に
さ
ら
す
布
引
の
滝 

 
 

 

藤
原
有
家
朝
臣 

一
六
六
六 

 

影
や
ど
す
露
の
み
し
げ
く
な
り
は
て
て
草
に
や
つ
る
る
ふ
る
さ
と
の
月 

 
 

雅
経
朝
臣 

一
六
七
四 

 

古
畑
の
そ
ば
の
た
つ
木
に
ゐ
る
鳩
の
友
呼
ぶ
声
の
す
ご
き
夕
暮 

 
 

 

西
行
法
師 

一
六
七
五 

 

山
が
つ
の
片
岡
か
け
て
し
む
る
野
の
せ
か
ひ
に
立
て
る
玉
の
小
柳 

 
 

西
行
法
師 

一
六
七
九 

 

ふ
る
さ
と
は
浅
茅
が
末
に
な
り
は
て
て
月
に
残
れ
る
人
の
面
影 

 
 

 

摂
政
太
政
大
臣 

一
七
一
一 

 

つ
き
も
せ
ぬ
光
の
ま
に
も
ま
ぎ
れ
な
で
老
い
て
帰
れ
る
髪
の
つ
れ
な
さ 

 
 

冷
泉
院
太
皇
太
后
宮 

一
八
四
九 

 

風
早
み
荻
の
は
ご
と
に
お
く
露
の
お
く
れ
さ
き
だ
つ
ほ
ど
の
は
か
な
さ 

 
 

中
務
卿
具
平
親
王 

一
八
五
〇 

 

秋
風
に
な
び
く
浅
茅
の
末
ご
と
に
お
く
白
露
の
あ
は
れ
世
の
中 

 
 

 

蝉
丸 

一
八
七
九 

 

さ
や
か
な
る
鷲
の
高
根
の
雲
居
よ
り
影
や
は
ら
ぐ
る
月
読
の
杜 

 
 

 

西
行
法
師 

一
八
八
五 

 

五
十
鈴
川
空
や
ま
だ
き
に
秋
の
声
し
た
つ
岩
根
の
松
の
夕
風 

 
 

 

大
中
臣
明
親 

一
八
八
九 

 

月
さ
ゆ
る
み
た
ら
し
川
に
影
見
え
て
氷
に
す
れ
る
山
藍
の
袖 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

一
九
〇
八 

 

熊
野
川
く
だ
す
早
瀬
の
み
な
れ
棹
さ
す
が
み
な
れ
ぬ
波
の
か
よ
ひ
路 

 
 

太
上
天
皇 

一
九
三
五 

 

わ
が
こ
こ
ろ
な
ほ
晴
れ
や
ら
ぬ
秋
霧
に
ほ
の
か
に
見
ゆ
る
有
明
の
月 

 
 

権
僧
正
公
胤 

一
九
三
七 

 

色
に
の
み
そ
め
し
心
の
く
や
し
き
を
む
な
し
と
説
け
る
法
の
う
れ
し
さ 

 
 

小
侍
従 

一
九
三
八 

 

む
ら
さ
き
の
雲
路
に
さ
そ
ふ
琴
の
音
に
憂
き
世
を
は
ら
ふ
峯
の
松
風 

 
 

寂
蓮
法
師 

一
九
五
五 

 

闇
深
き
木
の
も
と
ご
と
に
契
り
お
き
て
朝
立
つ
霧
の
あ
と
の
露
け
さ 

 
 

寂
然
法
師 

一
九
六
八 

 

い
ま
ぞ
こ
れ
入
日
を
見
て
も
思
ひ
こ
し
弥
陀
の
御
国
の
夕
暮
の
空 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

 

（
２
）
「
Ｂ
タ
イ
プ
」
―
―
一
つ
の
関
係
節
か
ら
成
ら
な
い
和
歌 

 

①
「
呼
び
掛
け
」
を
使
う
和
歌 

一
七 

 
 

谷
川
の
う
ち
出
づ
る
波
も
声
た
て
つ
う
ぐ
ひ
す
さ
そ
へ
春
の
山
風 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

八
二 

 
 

思
ふ
ど
ち
そ
こ
と
も
し
ら
ず
ゆ
き
く
れ
ぬ
花
の
宿
か
せ
野
べ
の
う
ぐ
ひ
す  

 

藤
原
家
隆
朝
臣 
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一
〇
〇 

 
 

い
く
と
せ
の
春
に
心
を
つ
く
し
き
ぬ
あ
は
れ
と
思
へ
み
よ
し
の
の
花 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

一
四
四 

 
 

散
る
花
の
忘
れ
が
た
み
の
峯
の
雲
そ
を
だ
に
の
こ
せ
春
の
山
風 

 
 

 

左
近
中
将
良
平 

一
四
五 

 
 

花
さ
そ
ふ
な
ご
り
を
雲
に
吹
き
と
め
て
し
ば
し
は
に
ほ
へ
春
の
山
風 

 
 

藤
原
雅
経
朝
臣 

二
〇
一 

 
 

昔
思
ふ
草
の
庵
の
よ
る
の
雨
に
涙
な
添
へ
そ
や
ま
ほ
と
と
ぎ
す 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

二
三
九 

 
 

行
く
末
を
た
れ
し
の
べ
と
て
ゆ
ふ
風
に
契
り
か
お
か
む
宿
の
た
ち
ば
な 

 
 

右
衛
門
督
通
具 

三
一
九 

 
 

た
な
ば
た
の
衣
の
つ
ま
は
こ
こ
ろ
し
て
吹
き
な
返
し
そ
秋
の
初
風 

 
 

小
弁 

三
九
〇 

 
 

ふ
け
ゆ
か
ば
け
ぶ
り
も
あ
ら
じ
塩
釜
の
う
ら
み
な
は
て
そ
秋
の
夜
の
月 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

五
〇
九 

 
 

今
よ
り
は
ま
た
咲
く
花
も
な
き
も
の
を
い
た
く
な
お
き
そ
菊
の
上
の
露 

 
 

権
中
納
言
定
頼 

六
八
二 

 
 

尋
ね
来
て
道
分
け
わ
ぶ
る
人
も
あ
ら
じ
幾
重
も
つ
も
れ
庭
の
白
雪 

 
 

寂
然
法
師 

六
八
三 

 
 

こ
の
ご
ろ
は
花
も
も
み
ぢ
も
枝
に
な
し
し
ば
し
な
消
え
そ
松
の
白
雪 

 
 

太
上
天
皇 

七
二
〇 

 
 

神
無
月
も
み
ぢ
も
知
ら
ぬ
と
き
は
木
に
ろ
ろ
づ
代
懸
れ
峯
の
白
雲 

 
 

清
原
元
輔 

七
四
五 

 
 

八
百
日
ゆ
く
浜
の
真
砂
を
君
が
代
の
か
ず
に
取
ら
な
む
沖
つ
島
守 

 
 

後
徳
大
寺
左
大
臣 

八
〇
四 

 
 

神
無
月
し
ぐ
る
る
こ
ろ
も
い
か
な
れ
や
空
に
過
ぎ
に
し
秋
の
宮
人 

 
 

相
摸 

九
二
一 

 
 

わ
ぎ
も
こ
が
旅
寝
の
衣
う
す
き
ほ
ど
よ
き
て
吹
か
な
む
よ
は
の
山
風 

 
 

恵
慶
法
師 

九
四
二 

 
 

あ
づ
ま
ぢ
の
よ
は
の
な
が
め
を
語
ら
な
む
都
の
山
に
か
か
る
月
影 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

九
四
六 

 
 

磯
馴
れ
で
心
も
と
け
ぬ
こ
も
ま
く
ら
あ
ら
く
な
か
け
そ
水
の
白
波 

 
 

権
中
納
言
定
頼 

九
六
〇 

 
 

草
ま
く
ら
ゆ
ふ
べ
の
空
を
人
問
は
ば
鳴
き
て
も
告
げ
よ
初
雁
の
声 

 
 

藤
原
秀
能 

九
六
八 

 
 

忘
れ
な
む
待
つ
と
な
告
げ
そ
な
か
な
か
に
因
幡
の
山
の
峯
の
秋
風 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

九
八
〇 

 
 

袖
に
吹
け
さ
ぞ
な
旅
寝
の
夢
は
見
じ
思
ふ
か
た
よ
り
通
ふ
浦
風 

 
 

 

藤
原
定
家
朝
臣 

一
〇
三
六 

 

わ
が
恋
は
知
る
人
も
な
し
せ
く
床
の
涙
も
ら
す
な
つ
げ
の
を
枕 

 
 

 

式
子
内
親
王 

一
〇
七
四 

 

し
る
べ
せ
よ
跡
な
き
波
に
こ
ぐ
舟
の
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
八
重
の
潮
風 

 
 

式
子
内
親
王 

一
〇
八
〇 

 

み
る
め
刈
る
方
や
い
づ
く
ぞ
竿
さ
し
て
わ
れ
に
を
し
へ
よ
海
女
の
釣
舟 

 
 

業
平
朝
臣 

一
一
一
八 

 

あ
り
と
て
も
あ
は
ぬ
た
め
し
の
名
取
川
朽
ち
だ
に
は
て
ね
瀬
々
の
埋
れ
木  

 

寂
蓮
法
師 

一
二
〇
四 

 

君
ま
つ
と
ね
や
へ
も
入
ら
ぬ
真
木
の
戸
に
い
た
く
な
更
け
そ
山
の
端
の
月  

 

式
子
内
親
王 

一
二
八
二 

 

わ
く
ら
ば
に
待
ち
つ
る
よ
ひ
も
更
け
に
け
り
さ
や
は
契
り
し
山
の
端
の
月  

 

摂
政
太
政
大
臣 

一
三
〇
四 

 

思
ひ
か
ね
う
ち
ぬ
る
よ
ひ
も
あ
り
な
ま
し
吹
き
だ
に
す
さ
べ
庭
の
松
風 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

一
三
一
一 

 

心
あ
ら
ば
吹
か
ず
も
あ
ら
な
む
よ
ひ
よ
ひ
に
人
待
つ
宿
の
庭
の
松
風 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

一
五
一
一 

 

憂
き
身
世
に
な
が
ら
へ
ば
な
ほ
思
ひ
出
で
よ
た
も
と
に
ち
ぎ
る
有
明
の
月  

 

藤
原
経
通
朝
臣 

一
五
三
三 

 

捨
つ
と
な
ら
ば
憂
き
世
を
い
と
ふ
し
る
し
あ
ら
む
わ
れ
見
ば
く
も
れ
秋
の
よ
の
月 

 

西
行
法
師 

一
六
一
六 

 

花
な
ら
で
た
だ
柴
の
戸
を
さ
し
て
思
ふ
心
の
奥
も
み
吉
野
の
山 

 
 

 

前
大
僧
正
慈
円 

一
六
九
九 

 

流
れ
木
と
立
つ
白
波
と
焼
く
塩
と
い
づ
れ
か
か
ら
き
わ
た
つ
海
の
底 

 
 

菅
贈
太
政
大
臣 
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一
七
七
五 

 

書
き
流
す
こ
と
の
葉
を
だ
に
沈
む
な
よ
身
こ
そ
か
く
て
も
山
川
の
水 
 

 

藤
原
行
能 

一
七
九
二 

 

う
き
な
が
ら
久
し
く
ぞ
世
を
過
ぎ
に
け
る
あ
は
れ
や
か
け
し
住
吉
の
松 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

一
七
九
三 

 

春
日
山
谷
の
む
も
れ
木
く
ち
ぬ
と
も
君
に
告
げ
こ
せ
峯
の
松
風 

 
 

 

藤
原
家
隆
朝
臣 

一
八
九
三 

 

大
御
田
の
う
る
ほ
ふ
ば
か
り
せ
き
か
け
て
井
堰
に
落
せ
川
上
の
神 

 
 

賀
茂
幸
平 

一
八
九
九 

 

千
代
ま
で
も
心
し
て
吹
け
も
み
ぢ
葉
を
神
も
小
塩
の
山
お
ろ
し
の
風 

 
 

藤
原
伊
家 

一
九
二
三 

 
し
る
べ
あ
る
時
に
だ
に
ゆ
け
極
楽
の
道
に
ま
ど
へ
る
世
の
中
の
人 

 
 

智
証
大
師 

一
九
六
一 

 
別
れ
に
し
そ
の
面
影
の
恋
し
き
に
夢
に
も
見
え
よ
山
の
端
の
月 

 
 

 

寂
然
法
師 

一
九
六
三 

 

浮
草
の
一
葉
な
り
と
も
礒
が
く
れ
思
ひ
な
か
け
そ
沖
つ
白
波 

 
 

 

寂
然
法
師 

一
九
六
五 

 

花
の
も
と
露
の
な
さ
け
は
ほ
ど
も
あ
ら
じ
酔
ひ
な
す
す
め
そ
春
の
山
風 

 
 

寂
然
法
師 

  

②
「
倒
置
」
を
使
う
和
歌 

六 
 

 

春
と
い
へ
ば
霞
に
け
り
な
き
の
ふ
ま
で
波
間
に
み
え
し
淡
路
島
山 

 
 

俊
恵
法
師 

六
一 

 
 

忘
る
な
よ
た
の
む
の
沢
を
立
つ
雁
も
稲
葉
の
風
の
秋
の
夕
暮 

 
 

 

摂
政
太
政
大
臣 

八
五 

 
 

ゆ
か
む
人
来
む
人
し
の
べ
春
が
す
み
立
田
の
山
の
初
さ
く
ら
ば
な 

 
 

中
納
言
家
持 

一
一
四 

 
 

ま
た
や
見
む
交
野
の
み
野
の
さ
く
ら
が
り
花
の
雪
散
る
春
の
あ
け
ぼ
の 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

一
二
九 

 
 

逢
坂
や
こ
ず
ゑ
の
花
を
吹
く
か
ら
に
あ
ら
し
ぞ
霞
む
関
の
杉
む
ら 

 
 

宮
内
卿 

一
三
六 

 
 

さ
そ
は
れ
ぬ
人
の
た
め
と
や
の
こ
り
け
む
あ
す
よ
り
さ
き
の
花
の
白
雪 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

一
四
一 

 
 

は
か
な
さ
を
ほ
か
に
も
い
は
じ
さ
く
ら
ば
な
咲
き
て
は
散
り
ぬ
あ
は
れ
世
の
中 

 

後
徳
大
寺
左
大
臣 

一
六
〇 

 
 

岩
根
こ
す
清
滝
川
の
は
や
け
れ
ば
波
折
り
か
く
る
岸
の
や
ま
ぶ
き 

 
 

権
中
納
言
国
信 

一
六
一 

 
 

か
は
づ
鳴
く
神
南
備
川
に
か
げ
み
え
て
今
か
さ
く
ら
む
や
ま
ぶ
き
の
花 

 
 

厚
見
王 

一
六
三 

 
 

か
く
て
こ
そ
見
ま
く
ほ
し
け
れ
よ
ろ
づ
代
を
か
け
て
に
ほ
へ
る
藤
波
の
花  

 

延
喜
御
歌 

一
七
四 

 
 

あ
す
よ
り
は
志
賀
の
花
園
ま
れ
に
だ
に
た
れ
か
は
と
は
む
春
の
ふ
る
さ
と  

 

摂
政
太
政
大
臣 

一
七
五 

 
 

春
過
ぎ
て
夏
き
に
け
ら
し
白
栲
の
衣
ほ
す
て
ふ
天
の
香
具
山 

 
 

 
 

持
統
天
皇
御
歌 

一
七
九 

 
 

折
り
ふ
し
も
う
つ
れ
ば
か
へ
つ
世
の
中
の
人
の
心
の
花
染
め
の
袖 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

一
八
二 

 
 

忘
れ
め
や
あ
ふ
ひ
を
草
に
引
き
結
び
か
り
ね
の
野
べ
の
露
の
あ
け
ぼ
の 

 
 

式
子
内
親
王 

一
九
四 

 
 

お
の
が
妻
恋
ひ
つ
つ
鳴
く
や
さ
つ
き
や
み
神
南
備
山
の
山
ほ
と
と
ぎ
す 

 
 

藤
原
雅
経
朝
臣 

二
〇
三 
 

 

聞
か
で
た
だ
寝
な
ま
し
も
の
を
ほ
と
と
ぎ
す
な
か
な
か
な
り
や
よ
は
の
一
声 

 

相
摸 

二
一
七 

 
 

聞
か
ず
と
も
こ
こ
を
せ
に
せ
む
ほ
と
と
ぎ
す
山
田
の
原
の
杉
の
む
ら
だ
ち  

 

西
行
法
師 

二
二
一 

 
 

今
日
は
ま
た
あ
や
め
の
ね
さ
へ
か
け
そ
へ
て
乱
れ
ぞ
ま
さ
る
袖
の
白
玉 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

二
四
三 

 
 

尋
ぬ
べ
き
人
は
軒
端
の
ふ
る
さ
と
に
そ
れ
か
と
か
を
る
庭
の
た
ち
ば
な 

 
 

読
人
し
ら
ず 

二
六
九 

 
 

夕
づ
く
日
さ
す
や
庵
の
柴
の
戸
に
さ
び
し
く
も
あ
る
か
ひ
ぐ
ら
し
の
声 

 
 

前
大
納
言
忠
良 
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二
七
四 

 
 

ひ
さ
ぎ
生
ふ
る
か
た
や
ま
か
げ
に
忍
び
つ
つ
吹
き
く
る
も
の
を
秋
の
夕
風  

 

俊
恵
法
師 

二
七
六 

 
 

白
露
の
な
さ
け
お
き
け
る
言
の
葉
や
ほ
の
ぼ
の
見
え
し
夕
顔
の
花 

 
 

前
太
政
大
臣 

二
八
八 

 
 

い
つ
も
き
く
ふ
も
と
の
里
と
お
も
へ
ど
も
昨
日
に
か
は
る
山
お
ろ
し
の
か
ぜ 

 

後
徳
大
寺
左
大
臣 

二
九
五 

 
 

し
き
た
へ
の
枕
の
う
へ
に
過
ぎ
ぬ
な
り
露
を
た
づ
ぬ
る
秋
の
は
つ
か
ぜ 

 
 

源
具
親 

三
〇
七 

 
 

日
を
経
つ
つ
音
こ
そ
ま
さ
れ
和
泉
な
る
信
太
の
杜
の
千
枝
の
秋
風 

 
 

藤
原
経
衡 

三
〇
八 

 
 

う
た
た
ね
の
朝
け
の
袖
に
か
は
る
な
り
な
ら
す
扇
の
秋
の
は
つ
か
ぜ 

 
 

式
子
内
親
王 

三
二
〇 

 
 

た
な
ば
た
の
と
わ
た
る
舟
の
梶
の
葉
に
い
く
秋
書
き
つ
露
の
た
ま
づ
さ 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

三
二
二 

 
 

い
か
ば
か
り
身
に
し
み
ぬ
ら
む
た
な
ば
た
の
つ
ま
待
つ
宵
の
天
の
川
風 

 
 

入
道
前
関
白
太
政
大
臣 

三
五
一 

 
 

あ
け
ぬ
と
て
野
べ
よ
り
山
に
入
る
鹿
の
あ
と
吹
き
お
く
る
萩
の
下
風 

 
 

左
衛
門
督
通
光 

三
五
二 

 
 

身
に
と
ま
る
思
ひ
を
荻
の
上
葉
に
て
こ
の
ご
ろ
か
な
し
夕
暮
の
空 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

四
〇
三 

 
 

秋
の
夜
の
月
や
を
じ
ま
の
あ
ま
の
は
ら
明
け
方
ち
か
き
沖
の
釣
船 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

四
一
五 

 
 

な
が
め
つ
つ
思
ふ
も
ぬ
る
る
た
も
と
か
な
い
く
夜
か
は
見
む
秋
の
夜
の
月  

 

殷
富
門
院
大
輔 

四
一
七 

 
 

ふ
く
る
ま
で
な
が
む
れ
ば
こ
そ
悲
し
け
れ
思
ひ
も
入
れ
じ
秋
の
夜
の
月 

 
 

式
子
内
親
王 

四
二
三 

 
 

月
を
な
ほ
待
つ
ら
む
も
の
か
村
雨
の
晴
れ
ゆ
く
雲
の
末
の
里
人 

 
 

 

宮
内
卿 

四
四
二 

 
 

み
山
べ
の
松
の
梢
を
わ
た
る
な
り
あ
ら
し
に
宿
す
さ
を
鹿
の
声 

 
 

 

惟
明
親
王 

四
四
四 

 
 

た
ぐ
へ
く
る
松
の
あ
ら
し
や
た
ゆ
む
ら
ん
尾
上
に
か
へ
る
さ
を
鹿
の
声 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

四
六
三 

 
 

秋
と
い
へ
ば
契
り
お
き
て
や
結
ぶ
ら
む
浅
茅
が
原
の
け
さ
の
白
露 

 
 

恵
慶
法
師 

四
七
四 

 
 

あ
と
も
な
き
庭
の
浅
茅
に
む
す
ぼ
ほ
れ
露
の
そ
こ
な
る
松
虫
の
声 

 
 

式
子
内
親
王 

四
七
五 

 
 

秋
風
は
身
に
し
む
ば
か
り
吹
き
に
け
り
今
や
打
つ
ら
む
妹
が
さ
ご
ろ
も 

 
 

藤
原
輔
尹
朝
臣 

四
七
九 

 
 

ま
ど
ろ
ま
で
な
が
め
よ
と
て
の
す
さ
び
か
な
麻
の
さ
ご
ろ
も
月
に
打
つ
声  

 

宮
内
卿 

五
一
五 

 
 

訪
ふ
人
も
あ
ら
し
吹
き
そ
ふ
秋
は
来
て
木
の
葉
に
埋
む
宿
の
道
芝 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

五
六
八 

 
 

時
し
も
あ
れ
冬
は
葉
守
り
の
神
無
月
ま
ば
ら
に
な
り
ぬ
杜
の
か
し
は
木 

 
 

法
眼
慶
算 

五
八
一 

 
 

ふ
か
み
ど
り
争
ひ
か
ね
て
い
か
な
ら
む
ま
な
く
し
ぐ
れ
の
布
留
の
神
杉 

 
 

太
上
天
皇 

五
八
七 

 
 

い
ま
は
ま
た
散
ら
で
も
ま
が
ふ
し
ぐ
れ
か
な
ひ
と
り
ふ
り
ゆ
く
庭
の
松
風  

 

源
具
親 

五
九
四 

 
 

霜
こ
ほ
る
袖
に
も
か
げ
は
の
こ
り
け
り
露
よ
り
な
れ
し
有
明
の
月 

 
 

右
衛
門
督
通
具 

五
九
五 

 
 

な
が
め
つ
つ
い
く
た
び
袖
に
曇
る
ら
む
し
ぐ
れ
に
ふ
く
る
有
明
の
月 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

六
〇
四 
 

 

秋
の
色
を
払
ひ
は
て
て
や
ひ
さ
か
た
の
月
の
桂
に
こ
が
ら
し
の
風 

 
 

雅
経
朝
臣 

六
一
一 

 
 

片
敷
き
の
袖
を
や
霜
に
重
ぬ
ら
む
月
に
夜
が
る
る
宇
治
の
橋
姫 

 
 

 

法
印
幸
清 

六
三
七 

 
 

網
代
木
に
い
さ
よ
ふ
波
の
音
ふ
け
て
ひ
と
り
や
寝
ぬ
る
宇
治
の
橋
姫 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

六
五
二 

 
 

は
か
な
し
や
さ
て
も
い
く
夜
か
行
く
水
に
数
か
き
わ
ぶ
る
を
し
の
ひ
と
り
寝 

 

雅
経
朝
臣 

六
六
二 

 
 

さ
む
し
ろ
の
よ
は
の
衣
手
さ
え
さ
え
て
初
雪
白
し
岡
の
辺
の
松 

 
 

 

式
子
内
親
王 
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六
六
七 

 
 

明
け
や
ら
ぬ
寝
ざ
め
の
床
に
き
こ
ゆ
な
り
ま
が
き
の
竹
の
雪
の
下
折
れ 
 

 

刑
部
卿
範
兼 

七
四
一 

 
 

藻
塩
草
か
く
と
も
つ
き
じ
君
が
代
の
数
に
よ
み
お
く
和
歌
の
浦
波 

 
 

源
家
長 

七
四
二 

 
 

う
れ
し
さ
や
片
敷
く
袖
に
包
む
ら
ん
け
ふ
待
ち
え
た
る
宇
治
の
橋
姫 

 
 

前
大
納
言
隆
房 

七
四
三 

 
 

年
へ
た
る
宇
治
の
橋
杜
言
問
は
む
い
く
よ
に
な
り
ぬ
水
の
み
な
か
み 

 
 

清
輔
朝
臣 

七
八
〇 

 
 

別
れ
け
む
な
ご
り
の
袖
も
か
わ
か
ぬ
に
お
き
や
添
ふ
ら
む
秋
の
夕
露 

 
 

大
弐
三
位 

七
九
〇 

 
 

秋
深
き
寝
覚
め
に
い
か
が
思
ひ
出
づ
る
は
か
な
く
見
え
し
春
の
夜
の
夢 

 
 

殷
富
門
院
大
輔 

七
九
四 

 
 

ふ
る
さ
と
を
恋
ふ
る
涙
や
ひ
と
り
行
く
友
な
き
山
の
道
芝
の
露 

 
 

 

前
大
僧
正
慈
円 

八
三
六 

 
 

尋
ね
来
て
い
か
に
あ
は
れ
と
な
が
む
ら
む
跡
な
き
山
の
峯
の
白
雲 

 
 

寂
蓮
法
師 

八
六
四 

 
 

こ
れ
や
さ
は
雲
の
は
た
て
に
織
る
と
聞
く
た
つ
こ
と
知
ら
ぬ
天
の
羽
衣 

 
 

寂
昭
法
師 

八
八
五 

 
 

君
い
な
ば
月
待
つ
と
て
も
な
が
め
や
ら
む
あ
づ
ま
の
方
の
夕
暮
の
空 

 
 

西
行
法
師 

八
九
一 

 
 

忘
る
な
よ
宿
る
た
も
と
は
変
わ
る
と
も
か
た
み
に
し
ぼ
る
夜
半
の
月
影 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

九
三
四 

 
 

言
問
へ
よ
お
も
ひ
お
き
つ
の
浜
ち
ど
り
な
く
な
く
出
で
し
跡
の
月
影 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

九
三
六 

 
 

も
ろ
と
も
に
出
で
し
空
こ
そ
忘
ら
れ
ね
都
の
山
の
あ
り
あ
け
の
月 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

九
三
九 

 
 

明
け
ば
ま
た
越
ゆ
べ
き
山
の
峯
な
れ
や
空
行
く
月
の
末
の
白
雲 

 
 

 

藤
原
家
隆
朝
臣 

九
六
七 

 
 

さ
ら
ぬ
だ
に
秋
の
旅
寝
は
か
な
し
き
に
松
に
吹
く
な
り
と
こ
の
山
風 

 
 

藤
原
秀
能 

九
七
四 

 
 

ま
た
越
え
む
人
も
と
ま
ら
ば
あ
は
れ
知
れ
わ
が
折
り
敷
け
る
峯
の
椎
柴 

 
 

僧
正
雅
縁 

九
九
〇 

 
 

よ
そ
に
の
み
見
て
や
や
み
な
む
葛
城
や
高
間
の
山
の
み
ね
の
し
ら
雲 

 
 

読
人
し
ら
ず 

一
〇
〇
五 

 

あ
ら
た
ま
の
年
に
ま
か
せ
て
見
る
よ
り
は
わ
れ
こ
そ
越
え
め
逢
坂
の
関 

 
 

謙
徳
公 

一
〇
五
九 

 

霜
こ
ほ
り
心
も
と
け
ぬ
冬
の
池
に
夜
ふ
け
て
ぞ
鳴
く
を
し
の
一
声 

 
 

藤
原
元
真 

一
〇
七
九 

 

逢
ふ
ま
で
の
み
る
め
刈
る
べ
き
か
た
ぞ
な
き
ま
だ
波
な
れ
ぬ
磯
の
海
士
人  

 

相
摸 

一
一
〇
二 

 

後
の
世
を
な
げ
く
涙
と
い
ひ
な
し
て
し
ぼ
り
や
せ
ま
し
墨
染
め
の
袖 

 
 

大
宰
大
弐
重
家 

一
一
〇
六 

 

な
が
め
わ
び
そ
れ
と
は
な
し
に
物
ぞ
思
ふ
雲
の
は
た
て
の
夕
暮
の
空 

 
 

左
衛
門
督
通
光 

一
一
六
〇 

 

枕
だ
に
知
ら
ね
ば
い
は
じ
見
し
ま
ま
に
君
か
た
る
な
よ
春
の
夜
の
夢 

 
 

和
泉
式
部 

一
一
六
七 

 

明
け
が
た
き
二
見
の
浦
に
よ
る
波
の
袖
の
み
濡
れ
て
沖
つ
島
人 

 
 

 

実
方
朝
臣 

一
一
七
四 

 

思
ひ
出
で
て
い
ま
は
消
ぬ
べ
し
夜
も
す
が
ら
お
き
う
か
り
つ
る
聞
く
の
上
の
露 

 

謙
徳
公 

一
一
九
八 

 

な
に
ゆ
ゑ
と
思
ひ
も
い
れ
ぬ
夕
だ
に
待
ち
出
で
し
も
の
を
山
の
端
の
月 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

一
二
〇
一 

 

い
か
が
吹
く
身
に
し
む
色
の
変
わ
る
か
な
た
の
む
る
暮
の
松
風
の
声 

 
 

八
条
院
高
倉 

一
二
〇
六 

 

帰
る
さ
の
も
の
と
や
人
の
な
が
む
ら
む
待
つ
夜
な
が
ら
の
有
明
の
月 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

一
二
五
五 

 

枯
れ
に
け
る
あ
ふ
ひ
の
み
こ
そ
か
な
し
け
れ
あ
は
れ
と
見
ず
や
加
茂
の
瑞
垣 

 

読
人
し
ら
ず 

一
二
五
九 

 

更
級
の
山
よ
り
ほ
か
に
照
る
月
も
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
こ
の
ご
ろ
の
そ
ら 

 
 

躬
恒 

一
二
六
三 

 

さ
し
て
ゆ
く
山
の
端
も
み
な
か
き
く
も
り
心
の
空
に
消
え
し
月
影 

 
 

読
人
し
ら
ず 
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一
二
六
五 

 

面
影
の
忘
れ
ぬ
人
に
よ
そ
へ
つ
つ
入
る
を
ぞ
し
た
ふ
秋
の
夜
の
月 
 

 

肥
後 

一
二
七
九 

 

忘
る
な
よ
い
ま
は
心
の
か
わ
る
と
も
な
れ
し
そ
の
夜
の
有
明
の
月 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

一
二
九
四 

 

思
ひ
出
で
よ
た
が
か
ね
ご
と
の
末
な
ら
む
き
の
ふ
の
雲
の
あ
と
の
山
風 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

一
三
一
〇 

 

い
つ
も
聞
く
も
の
と
や
人
の
思
ふ
ら
む
来
ぬ
夕
暮
の
秋
風
の
声 

 
 

 

摂
政
太
政
大
臣 

一
三
一
八 

 

な
が
め
て
も
あ
は
れ
と
思
へ
お
ほ
か
た
の
空
だ
に
か
な
し
秋
の
夕
暮 

 
 

鴨
長
明 

一
三
二
五 

 
知
ら
れ
じ
な
お
な
じ
袖
に
は
通
ふ
と
も
た
が
夕
暮
と
た
の
む
秋
風 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

一
四
七
二 

 
さ
く
ら
あ
さ
の
を
ふ
の
浦
波
立
ち
か
へ
り
見
れ
ど
も
あ
か
ず
山
な
し
の
花  

 

俊
頼
朝
臣 

一
四
七
四 

 

お
ぼ
つ
か
な
霞
立
つ
ら
む
武
隈
の
松
の
く
ま
も
る
春
の
夜
の
月 

 
 

 

加
賀
左
衛
門 

一
四
七
六 

 

を
り
に
逢
へ
ば
こ
れ
も
さ
す
が
に
あ
は
れ
な
り
小
田
の
か
は
づ
の
夕
暮
の
声 

 

前
大
納
言
忠
良 

一
四
九
二 

 

よ
そ
へ
つ
つ
見
れ
ど
露
だ
に
な
ぐ
さ
ま
ず
い
か
に
か
す
べ
き
な
で
し
こ
の
花 

 

恵
子
女
王 

一
四
九
七 

 

め
ぐ
り
逢
ひ
て
見
し
や
そ
れ
と
も
わ
か
ぬ
ま
に
雲
が
く
れ
に
し
夜
は
の
月
影 

 

紫
式
部 

一
五
〇
三 

 

思
ひ
出
づ
る
人
も
あ
ら
し
の
山
の
端
に
ひ
と
り
ぞ
入
り
し
有
明
の
月 

 
 

法
印
静
賢 

一
五
〇
六 

 

山
の
端
に
思
ひ
も
入
ら
じ
世
の
中
は
と
て
も
か
く
て
も
有
り
明
の
月 

 
 

藤
原
盛
方
朝
臣 

一
五
〇
九 

 

心
に
は
忘
る
る
時
も
な
か
り
け
り
三
代
の
昔
の
雲
の
上
の
月 

 
 

 

左
近
中
将
公
衡 

一
五
一
二 

 

都
に
も
人
や
待
つ
ら
む
石
山
の
峯
に
の
こ
れ
る
秋
の
夜
の
月 

 
 

 

藤
原
長
能 

一
五
二
一 

 

夜
も
す
が
ら
ひ
と
り
み
山
の
真
木
の
葉
に
く
も
る
も
澄
め
る
有
明
の
月 

 
 

鴨
長
明 

一
五
二
四 

 

な
が
め
わ
び
ぬ
柴
の
あ
み
戸
の
明
け
方
に
山
の
端
近
く
の
こ
る
月
影 

 
 

猷
円
法
師 

一
五
三
八 

 

な
が
め
て
も
む
そ
ぢ
の
秋
は
過
ぎ
に
け
り
思
へ
ば
か
な
し
山
の
端
の
月 

 
 

藤
原
道
経 

一
五
五
七 

 

な
が
め
よ
と
思
は
で
し
も
や
帰
る
ら
む
月
待
つ
な
み
の
海
人
の
釣
舟 

 
 

具
親 

一
六
〇
七 

 

う
ち
寄
す
る
波
の
声
に
て
し
る
き
か
な
吹
上
の
浜
の
秋
の
初
風 

 
 

 

祝
部
成
仲 

一
六
一
〇 

 

け
ふ
と
て
や
礒
菜
つ
む
ら
む
伊
勢
島
や
一
志
の
浦
の
海
人
の
を
と
め
子 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

一
六
四
〇 

 

た
れ
住
み
て
あ
は
れ
知
る
ら
む
山
里
の
雨
降
り
す
さ
む
夕
暮
の
空 

 
 

西
行
法
師 

一
六
四
二 

 

か
ざ
し
折
る
三
輪
の
繁
山
か
き
分
け
て
あ
は
れ
と
ぞ
思
ふ
杉
立
て
る
門 

 
 

殷
富
門
院
大
輔 

一
六
六
四 

 

し
き
み
摘
む
山
路
の
露
に
濡
れ
に
け
り
あ
か
つ
き
お
き
の
墨
染
の
袖 

 
 

小
侍
従 

一
六
八
三 

 

い
に
し
へ
を
思
ひ
や
り
て
ぞ
恋
わ
た
る
荒
れ
た
る
宿
の
苔
の
岩
橋 

 
 

恵
慶
法
師 

一
七
九
四 

 

な
に
と
な
く
聞
け
ば
涙
ぞ
こ
ぼ
れ
ぬ
る
苔
の
た
も
と
に
か
よ
ふ
松
風 

 
 

宜
秋
門
院
丹
後 

一
八
二
〇 

 

う
つ
ろ
は
で
し
ば
し
信
太
の
杜
を
見
よ
か
へ
り
も
ぞ
す
る
葛
の
裏
風 

 
 

赤
染
衛
門 

一
八
五
四 

 

補
陀
落
の
南
の
岸
に
堂
立
て
て
い
ま
ぞ
さ
か
え
む
北
の
藤
波 

 
 

 

神
祇
歌 

一
八
七
五 

 

な
が
め
ば
や
神
路
の
山
に
雲
消
え
て
ゆ
ふ
べ
の
空
を
出
で
む
月
影 

 
 

太
上
天
皇 

一
八
八
〇 

 

や
は
ら
ぐ
る
光
に
あ
ま
る
影
な
れ
五
十
鈴
川
原
の
秋
の
夜
の
月 

 
 

 

前
大
僧
正
慈
円 

一
八
八
一 

 

立
ち
帰
り
ま
た
も
見
ま
く
の
ほ
し
き
か
な
御
裳
濯
河
の
瀬
瀬
の
白
波 

 
 

中
院
入
道
右
大
臣 
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一
九
一
〇 

 

岩
代
神
は
知
る
ら
む
し
る
べ
せ
よ
頼
む
憂
き
世
の
夢
の
ゆ
く
す
ゑ 
 

 

読
人
し
ら
ず 

一
九
一
一 

 

ち
ぎ
り
あ
れ
ば
う
れ
し
き
か
か
る
折
り
に
逢
ひ
ぬ
忘
る
な
神
も
行
く
す
ゑ
の
空 

 

太
上
天
皇 

一
九
三
二 

 

願
は
く
は
し
ば
し
闇
路
に
や
す
ら
ひ
て
か
か
げ
や
せ
ま
し
法
の
燈
火 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

一
九
四
七 

 

朝
日
さ
す
峯
の
つ
づ
き
は
芽
ぐ
め
ど
も
ま
だ
霜
深
し
谷
の
陰
草 

 
 

 

先
照
高
山 

一
九
六
九 

 

い
に
し
へ
の
尾
上
の
鐘
に
似
た
る
か
な
岸
打
つ
波
の
あ
か
月
の
声 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

 
 

 

③ 

単
な
る
变
述
と
な
る
和
歌 

三
五 

 
 

な
ご
の
海
の
霞
の
ま
よ
り
な
が
む
れ
ば
入
る
日
を
洗
ふ
沖
つ
白
波 

 
 

後
徳
大
寺
左
大
臣 

四
七 

 
 

梅
の
花
あ
か
ぬ
色
香
も
む
か
し
に
て
お
な
じ
形
見
の
春
の
夜
の
月 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

六
四 

 
 

つ
く
づ
く
と
春
の
な
が
め
の
さ
び
し
き
は
し
の
ぶ
に
伝
ふ
軒
の
た
ま
水 

  
 

大
僧
正
行
慶 

九
三 

 
 

岩
根
ふ
み
か
さ
な
る
山
を
分
け
す
て
て
花
も
い
く
へ
の
跡
の
白
雲 

 
 

藤
原
雅
経
朝
臣 

一
三
二 

 
 

散
り
ま
が
ふ
花
の
よ
そ
め
は
吉
野
山
あ
ら
し
に
さ
わ
ぐ
峯
の
白
雲 

 
 

刑
部
卿
頼
輔 

一
五
五 

 
 

散
り
に
け
り
あ
は
れ
恨
み
の
た
れ
な
れ
ば
花
の
あ
と
と
ふ
春
の
山
風 

 
 

寂
蓮
法
師 

二
一
四 

 
 

い
か
に
せ
ん
来
ぬ
夜
あ
ま
た
の
ほ
と
と
ぎ
す
待
た
じ
と
思
へ
ば
村
雨
の
空  

 

藤
原
家
隆
朝
臣 

二
五
七 

 
 

窓
近
き
い
さ
さ
群
竹
風
吹
け
ば
秋
に
お
ど
ろ
く
夏
の
夜
の
夢 

 
 

 

春
宮
大
夫
公
継 

三
一
一 

 
 

朝
ぼ
ら
け
荻
の
上
葉
の
露
み
れ
ば
や
や
肌
さ
む
し
秋
の
は
つ
か
ぜ 

 
 

曾
禰
好
忠 

三
一
七 

 
 

雲
間
よ
り
星
会
ひ
の
空
を
見
わ
た
せ
ば
し
づ
心
な
き
天
の
川
波 

 
 

 

祭
为
輔
親 

三
五
六 

 
 

荻
の
葉
に
吹
け
ば
あ
ら
し
の
秋
な
る
を
待
ち
け
る
よ
は
の
さ
を
鹿
の
声 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

三
七
四 

 
 

深
草
の
里
の
月
影
さ
び
し
さ
も
住
み
こ
し
ま
ま
の
野
べ
の
秋
風 

 
 

 

右
衛
門
督
通
具 

三
九
七 

 
 

な
が
む
れ
ば
ち
ぢ
に
物
思
ふ
月
に
ま
た
わ
が
身
ひ
と
つ
の
峯
の
松
風 

 
 

鴨
長
明 

四
一
二 

 
 

龍
田
山
よ
は
に
あ
ら
し
の
松
吹
け
ば
雲
に
は
う
と
き
峯
の
月
影 

 
 

 

左
衛
門
督
通
光 

四
二
二 

 
 

行
く
末
は
空
も
ひ
と
つ
の
武
蔵
野
に
草
の
原
よ
り
出
づ
る
月
影 

 
 

 

摂
政
太
政
大
臣 

四
三
五 

 
 

お
ほ
か
た
に
秋
の
寝
覚
め
の
露
け
く
は
ま
た
た
が
袖
に
有
明
の
月 

 
 

二
条
院
讃
岐 

四
九
二 

 
 

さ
び
し
さ
は
み
山
の
秋
の
朝
ぐ
も
り
霧
に
し
を
る
る
真
木
の
下
露 

 
 

太
上
天
皇 

五
〇
七 

 
 

霜
を
待
つ
ま
が
き
の
菊
の
宵
の
ま
に
お
き
ま
よ
ふ
色
は
山
の
端
の
月 

 
 

宮
内
卿 

五
四
〇 

 
 

散
り
か
か
る
も
み
ぢ
の
色
は
深
け
れ
ど
渡
れ
ば
に
ご
る
山
川
の
水 

 
 

二
条
院
讃
岐 

五
五
八 
 

 

お
の
づ
か
ら
音
す
る
物
は
庭
の
面
に
木
の
葉
吹
き
ま
く
谷
の
夕
風 

 
 

清
輔
朝
臣 

六
〇
八 

 
 

さ
え
わ
び
て
覚
む
る
枕
に
か
げ
見
れ
ば
霜
深
き
夜
の
有
明
の
月 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

六
四
四 

 
 

白
波
に
羽
根
う
ち
か
は
し
浜
千
鳥
か
な
し
き
の
は
夜
の
ひ
と
声 

 
 

 

重
之 

八
八
三 

 
 

た
れ
と
し
も
知
ら
ぬ
別
れ
の
か
な
し
き
は
松
浦
の
沖
を
出
づ
る
舟
人 

 
 

藤
原
隆
信
朝
臣 

九
四
四 

 
 

知
ら
ざ
り
し
八
十
瀬
の
波
を
分
け
過
ぎ
て
か
た
敷
く
袖
は
伊
勢
の
浜
荻 

 
 

宜
秋
門
院
丹
後 
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一
〇
九
六 

 

う
ち
は
へ
て
く
る
し
き
も
の
は
人
目
の
み
し
の
ぶ
の
浦
の
海
女
の
栲
縄 
 

 

二
条
院
讃
岐 

一
一
三
五 

 

わ
が
恋
は
あ
ふ
を
か
ぎ
り
の
た
の
み
だ
に
ゆ
く
へ
も
し
ら
ぬ
空
の
う
き
雲  

 

右
衛
門
督
通
具 

一
一
七
六 

 

み
じ
か
夜
の
残
り
す
く
な
く
ふ
け
ゆ
け
ば
か
ね
て
も
の
う
き
あ
か
つ
き
の
空 

 

藤
原
清
正 

一
一
八
八 

 

消
え
か
へ
り
あ
る
か
な
き
か
の
わ
が
身
か
な
恨
み
て
帰
る
道
芝
の
露 

 
 

左
大
将
朝
光 

一
一
九
三 

 

有
明
は
思
ひ
い
で
あ
れ
や
横
雲
の
た
だ
よ
は
れ
つ
る
し
の
の
め
の
空 

 
 

西
行
法
師 

一
二
〇
二 

 
た
の
め
お
く
人
も
長
等
の
山
に
だ
に
さ
夜
ふ
け
ぬ
れ
ば
松
風
の
声 

 
 

鴨
長
明 

一
二
七
〇 

 
く
も
れ
か
し
な
が
む
る
か
ら
に
か
な
し
き
は
月
に
お
ぼ
ゆ
る
人
の
面
影 

 
 

八
条
院
高
倉 

一
二
七
二 

 

め
ぐ
り
あ
は
む
限
り
は
い
つ
と
知
ら
ね
ど
も
月
な
へ
だ
て
そ
よ
そ
の
浮
雲  

 

摂
政
太
政
大
臣 

一
二
八
九 

 

形
見
と
て
ほ
の
踏
み
分
け
し
あ
と
も
な
し
こ
し
は
む
か
し
の
庭
の
荻
原 

 
 

藤
原
保
季
朝
臣 

一
三
二
二 

 

わ
が
恋
は
庭
の
む
ら
萩
う
ら
が
れ
て
人
を
も
身
を
も
秋
の
夕
暮 

 
 

 

前
大
僧
正
慈
円 

一
三
二
六 

 

露
は
ら
ふ
寝
覚
め
は
秋
の
む
か
し
に
て
見
は
て
ぬ
夢
に
残
る
面
影 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

一
三
三
七 

 

思
ひ
入
る
身
は
深
草
の
秋
の
露
た
の
め
し
末
や
こ
が
ら
し
の
風 

 
 

 

藤
原
家
隆
朝
臣 

一
五
五
〇 

 

す
だ
き
け
む
昔
の
人
は
影
絶
え
て
宿
も
る
も
の
は
有
明
の
月 

 
 

 

法
橋
行
遍 

一
五
七
三 

 

う
つ
ろ
ふ
は
心
の
ほ
か
の
秋
な
れ
ば
い
ま
は
よ
そ
に
ぞ
菊
の
上
の
露 

 
 

冷
泉
院
御
歌 

一
五
九
九 

 

人
住
ぬ
不
破
の
関
屋
の
板
び
さ
し
荒
れ
に
し
後
は
た
だ
秋
の
風 

 
 

 

摂
政
太
政
大
臣 

一
六
〇
一 

 

和
歌
の
浦
を
松
の
葉
ご
し
に
な
が
む
れ
ば
こ
ず
ゑ
に
寄
す
る
海
人
の
釣
舟  

 

寂
蓮
法
師 

一
六
五
〇 

 

水
上
の
空
に
見
ゆ
る
は
白
雲
の
立
つ
に
ま
が
へ
る
布
引
の
滝 

 
 

 

二
条
関
白
内
大
臣 

一
八
四
六 

 

世
の
中
を
思
ひ
つ
ら
ね
て
な
が
む
れ
ば
む
な
し
き
空
に
消
ゆ
る
白
雲 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

一
八
九
一 

 

君
を
祈
る
心
の
色
を
人
問
は
ば
た
だ
す
の
宮
の
あ
け
の
玉
垣 

 
 

 

前
大
僧
正
慈
円 

一
九
一
八 

 

な
に
か
思
ふ
な
に
と
か
歎
く
世
の
中
は
た
だ
朝
顔
の
花
の
上
の
露 

 
 

釈
教
歌 

一
九
四
五 

 

お
し
な
べ
て
む
な
し
き
空
と
思
ひ
し
に
藤
咲
き
ぬ
れ
ば
む
ら
さ
き
の
雲 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

  

④
呼
び
掛
け
と
倒
置
を
使
わ
ず
、
二
つ
の
文
章
に
な
る
和
歌 

二
二 

 
 

い
づ
れ
を
か
花
と
は
わ
か
む
ふ
る
さ
と
の
春
日
の
原
に
ま
だ
消
え
ぬ
雪 

 
 

凡
河
内
躬
恒 

二
六 

 
 

夕
月
夜
し
ほ
満
ち
来
ら
し
難
波
江
の
蘆
の
若
葉
に
こ
ゆ
る
白
波 

 
 

 

藤
原
秀
能 

二
七 

 
 

降
り
つ
み
し
高
峯
の
み
雪
と
け
に
け
り
清
滝
川
の
み
づ
の
白
波 

 
 

 

西
行
法
師 

五
八 
 

 

い
ま
は
と
て
た
の
む
の
雁
も
う
ち
わ
び
ぬ
お
ぼ
ろ
月
夜
の
あ
け
ぼ
の
の
空  

 

寂
蓮
法
師 

五
九 

 
 

聞
く
人
ぞ
涙
は
お
つ
る
帰
る
雁
鳴
き
て
ゆ
く
な
る
あ
け
ぼ
の
の
空 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

八
〇 

 
 

さ
く
ら
ば
な
咲
か
ば
ま
づ
み
む
と
思
ふ
ま
に
日
数
へ
に
け
り
春
の
山
里 

 
 

藤
原
隆
時
朝
臣 

八
七 

 
 

葛
城
や
高
間
の
桜
咲
き
に
け
り
立
田
の
お
く
に
か
か
る
白
雲 

 
 

 

寂
蓮
法
師 

九
二 

 
 

吉
野
山
花
や
さ
か
り
に
に
ほ
ふ
ら
む
ふ
る
さ
と
さ
え
ぬ
峯
の
白
雪 

 
 

藤
原
家
衡
朝
臣 
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九
七 

 
 

花
ぞ
み
る
道
の
芝
草
ふ
み
わ
け
て
吉
野
の
宮
の
春
の
あ
け
ぼ
の 

 
 

 

正
三
位
季
能 

一
一
八 

 
 

や
ま
ざ
く
ら
花
の
し
た
風
吹
き
に
け
り
木
の
も
と
ご
と
の
雪
の
む
ら
ぎ
え  

 

康
資
王
母 

一
三
三 

 
 

み
よ
し
の
の
高
峯
の
さ
く
ら
散
り
に
け
り
あ
ら
し
も
白
き
春
の
あ
け
ぼ
の  

 

藤
原
家
隆
朝
臣 

一
五
四 

 
 

思
ひ
立
つ
鳥
は
古
巣
も
た
の
む
ら
む
な
れ
ぬ
る
花
の
あ
と
の
夕
暮 

 
 

寂
蓮
法
師 

一
五
九 

 
 

駒
と
め
て
な
ほ
水
か
は
む
や
ま
ぶ
き
の
花
の
露
そ
ふ
井
手
の
玉
川 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

二
一
五 

 
 

声
は
し
て
雲
路
に
む
せ
ぶ
ほ
と
と
ぎ
す
涙
や
そ
そ
く
宵
の
村
雨 

 
 

 

式
子
内
親
王 

二
一
六 

 
 

ほ
と
と
ぎ
す
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
心
か
な
汝
が
鳴
く
里
の
よ
そ
の
夕
暮 

 
 
 

 
 

権
中
納
言
公
経 

二
二
〇 

 
 

う
ち
し
め
り
あ
や
め
ぞ
か
を
る
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
や
さ
つ
き
の
雨
の
夕
暮  

 

摂
政
太
政
大
臣 

二
二
六 

 
 

小
山
田
に
引
く
し
め
な
は
の
う
ち
は
へ
て
朽
ち
や
し
ぬ
ら
む
さ
み
だ
れ
の
こ
ろ 

 

摂
政
太
政
大
臣 

二
二
七 

 
 

い
か
ば
か
り
田
子
の
裳
裾
も
そ
ぼ
つ
ら
む
雲
間
も
見
え
ぬ
こ
ろ
の
さ
み
だ
れ 

 

伊
勢
大
輔 

二
三
六 

 
 

ほ
と
と
ぎ
す
雲
ゐ
の
よ
そ
に
す
ぎ
ぬ
な
り
は
れ
ぬ
思
ひ
の
さ
み
だ
れ
の
こ
ろ 

 

太
上
天
皇 

二
五
一 

 
 

う
か
ひ
ぶ
ね
あ
は
れ
と
ぞ
み
る
も
の
の
ふ
の
や
そ
う
ぢ
川
の
夕
や
み
の
空  

 

前
大
僧
正
慈
円 

二
五
二 

 
 

鵜
飼
舟
高
瀬
さ
し
こ
す
ほ
ど
な
れ
や
む
す
ぼ
ほ
れ
ゆ
く
か
が
り
火
の
影 

 
 

寂
蓮
法
師 

二
六
〇 

 
 

重
ね
て
も
す
ず
し
か
り
け
り
夏
衣
薄
き
た
も
と
に
や
ど
る
月
影 

 
 

 

摂
政
太
政
大
臣 

二
六
一 

 
 

す
ず
し
さ
は
秋
や
か
へ
り
て
初
瀬
川
古
川
の
べ
の
杉
の
し
た
か
げ 

 
 

藤
原
有
家
朝
臣 

二
六
五 

 
 

露
す
が
る
庭
の
玉
笹
う
ち
な
び
き
ひ
と
む
ら
過
ぎ
ぬ
夕
立
の
雲 

 
 

 

権
中
納
言
公
経 

二
八
二 

 
 

夏
衣
か
た
へ
す
ず
し
く
な
り
ぬ
な
り
夜
や
ふ
け
ぬ
ら
む
ゆ
き
あ
ひ
の
空 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

二
九
二 

 
 

あ
け
ぬ
る
か
衣
手
さ
む
し
す
が
原
や
ふ
し
み
の
里
の
秋
の
は
つ
風 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

二
九
六 

 
 

水
茎
の
岡
の
葛
葉
も
色
づ
き
て
け
さ
う
ら
が
な
し
秋
の
は
つ
か
ぜ 

 
 

顕
昭
法
師 

三
〇
〇 

 
 

あ
は
れ
い
か
に
草
葉
の
露
の
こ
ぼ
る
ら
む
秋
風
た
ち
ぬ
宮
城
野
の
原 

 
 

西
行
法
師 

三
二
一 

 
 

な
が
む
れ
ば
衣
手
す
ず
し
ひ
さ
か
た
の
天
の
川
原
の
秋
の
夕
暮 

 
 

 

式
子
内
親
王 

三
二
六 

 
 

い
と
ど
し
く
思
ひ
消
ぬ
べ
し
た
な
ば
た
の
別
れ
の
袖
に
お
け
る
白
露 

 
 

大
中
臣
能
宣
朝
臣 

三
二
八 

 
 

川
水
に
鹿
の
し
が
ら
み
か
け
て
け
り
浮
き
て
流
れ
ぬ
秋
萩
の
花 

 
 

 

前
中
納
言
匡
房 

三
三
九 

 
 

ふ
ぢ
ば
か
ま
ぬ
し
は
た
れ
と
も
白
露
の
こ
ぼ
れ
て
に
ほ
ふ
野
べ
の
秋
風 

 
 

公
猷
法
師 

三
四
三 

 
 

お
き
て
見
む
と
思
ひ
し
ほ
ど
に
枯
れ
に
け
り
露
よ
り
け
な
る
朝
顔
の
花 

 
 

曾
禰
好
忠 

三
五
九 

 
 

も
の
思
は
で
か
か
る
露
や
は
袖
に
お
く
な
が
め
て
け
り
な
秋
の
夕
暮 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

三
六
〇 
 

 

み
山
路
や
い
つ
よ
り
秋
の
色
な
ら
む
見
ざ
り
し
雲
の
夕
暮
の
空 

 
 

 

前
大
僧
正
慈
円 

三
六
一 

 
 

さ
び
し
さ
は
そ
の
色
と
し
も
な
か
り
け
り
真
木
立
つ
山
の
秋
の
夕
暮 

 
 

寂
蓮
法
師 

三
六
二 

 
 

心
な
き
身
に
も
あ
は
れ
は
し
ら
れ
け
り
し
ぎ
立
つ
沢
の
秋
の
夕
暮 

 
 

西
行
法
師 

三
六
三 

 
 

見
わ
た
せ
ば
花
も
も
み
ぢ
も
な
か
り
け
り
浦
の
と
ま
屋
の
秋
の
夕
暮 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

三
六
四 

 
 

た
へ
て
や
は
思
ひ
あ
り
と
も
い
か
が
せ
む
む
ぐ
ら
の
宿
の
秋
の
夕
暮 

 
 

藤
原
雅
経
朝
臣 
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三
六
六 

 
 

秋
風
の
い
た
り
い
た
ら
ぬ
袖
は
あ
ら
じ
た
だ
わ
れ
か
ら
の
露
の
夕
暮 
 

 

鴨
長
明 

三
八
五 

 
 

あ
や
な
く
も
曇
ら
ぬ
宵
を
い
と
ふ
か
な
信
夫
の
里
の
秋
の
夜
の
月 

 
 

橘
為
仲
朝
臣 

三
九
二 

 
 

な
が
め
つ
つ
思
ふ
も
さ
び
し
ひ
さ
か
た
の
月
の
都
の
明
け
方
の
空 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

四
〇
四 

 
 

憂
き
身
に
は
な
が
む
る
か
ひ
も
な
か
り
け
り
心
に
く
も
る
秋
の
夜
の
月 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

四
二
一 

 
 

秋
の
夜
の
長
き
か
ひ
こ
そ
な
か
り
け
れ
待
つ
に
ふ
け
ぬ
る
有
明
の
月 

 
 

右
大
将
忠
経 

四
三
四 

 
 

さ
ら
に
ま
た
暮
を
た
の
め
と
開
け
に
け
り
月
は
つ
れ
な
き
秋
の
夜
の
空 

 
 

左
衛
門
督
通
光 

四
四
三 

 
 

わ
れ
な
ら
ぬ
人
も
あ
は
れ
や
ま
さ
る
ら
む
鹿
鳴
く
山
の
秋
の
夕
暮 

 
 

土
御
門
内
大
臣 

四
五
〇 

 
 

ひ
と
り
寝
や
い
と
ど
さ
び
し
き
さ
を
鹿
の
朝
ふ
す
小
野
の
葛
の
浦
風 

 
 

藤
原
顕
綱 

四
八
五 

 
 

ふ
け
に
け
り
山
の
端
ち
か
く
月
さ
え
て
と
を
ち
の
里
に
衣
打
つ
声 

 
 

式
子
内
親
王 

四
九
三 

 
 

あ
け
ぼ
の
や
川
瀬
の
波
の
高
瀬
舟
く
だ
す
か
人
の
袖
の
秋
霧 

 
 

 

左
衛
門
督
通
光 

五
〇
三 

 
 

大
江
山
か
た
ぶ
く
月
の
影
さ
え
て
鳥
羽
田
の
面
に
落
つ
る
雁
が
ね 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

五
〇
四 

 
 

村
雲
や
雁
の
羽
風
に
晴
れ
ぬ
ら
む
声
聞
く
空
に
す
め
る
月
か
げ 

 
 

 

朝
恵
法
師 

五
一
一 

 
 

寝
覚
め
す
る
袖
さ
へ
寒
く
秋
の
夜
の
あ
ら
し
吹
く
な
り
松
虫
の
声 

 
 

大
江
嘉
言 

五
一
四 

 
 

あ
だ
に
散
る
露
の
枕
に
伏
し
わ
び
て
う
づ
ら
鳴
く
な
り
と
こ
の
山
風 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

五
一
七 

 
 

秋
ふ
け
ぬ
鳴
け
や
霜
夜
の
き
り
ぎ
り
す
や
や
影
寒
し
よ
も
ぎ
ふ
の
月 

 
 

太
上
天
皇 

五
二
五 

 
 

神
南
備
の
み
む
ろ
の
梢
い
か
な
ら
む
な
べ
て
の
山
も
し
ぐ
れ
す
る
こ
ろ 

 
 

八
条
院
高
倉 

五
四
二 

 
 

飛
鳥
川
瀬
々
に
波
寄
る
く
れ
な
ゐ
や
葛
城
山
の
こ
が
ら
し
の
風 

 
 

 

権
中
納
言
長
方 

五
五
五 

 
 

散
り
か
か
る
も
み
ぢ
流
れ
ぬ
大
井
川
い
づ
れ
井
堰
き
の
水
の
し
が
ら
み 

 
 

大
納
言
経
信 

五
六
一 

 
 

う
つ
り
ゆ
く
雲
に
あ
ら
し
の
声
す
な
り
散
る
か
正
木
の
葛
城
の
山 

 
 

藤
原
雅
経
朝
臣 

五
六
三 

 
 

し
ぐ
れ
つ
つ
袖
も
ほ
し
あ
へ
ず
あ
し
び
き
の
山
の
木
の
葉
に
あ
ら
し
吹
く
ご
ろ 

 

信
濃 

五
六
九 

 
 

い
つ
の
ま
に
空
の
け
し
き
の
変
は
る
ら
む
は
げ
し
き
け
さ
の
こ
が
ら
し
の
風 

 

津
守
国
基 

五
七
三 

 
 

雲
晴
れ
て
の
ち
も
し
ぐ
る
る
柴
の
戸
や
山
風
は
ら
ふ
松
の
下
露 

 
 

 

藤
原
隆
信
朝
臣 

五
九
九 

 
 

た
え
だ
え
に
里
分
く
月
の
光
か
な
し
ぐ
れ
を
送
る
よ
は
の
村
雲 

 
 

 

寂
蓮
法
師 

六
二
七 

 
 

さ
び
し
さ
に
堪
へ
た
る
人
の
ま
た
も
あ
れ
な
庵
な
ら
べ
む
冬
の
山
里 

 
 

 

西
行
法
師 

六
七
一 

 
 

駒
と
め
て
袖
う
ち
払
ふ
か
げ
も
な
し
佐
野
の
わ
た
り
の
雪
の
夕
暮 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

六
七
三 

 
 

夢
か
よ
ふ
道
さ
へ
た
え
ぬ
呉
竹
の
ふ
し
み
の
里
の
雪
の
下
を
れ 

 
 

 

藤
原
有
家
朝
臣 

六
七
四 
 

 

降
る
雪
に
た
く
藻
の
け
ぶ
り
か
き
た
え
て
さ
び
し
く
も
あ
る
か
塩
釜
の
浦  

 

入
道
前
関
白
太
政
大
臣 

六
九
〇 

 
 

日
数
ふ
る
雪
げ
に
ま
さ
る
炭
釜
の
け
ぶ
り
も
さ
び
し
大
原
の
里 

 
 

 

式
子
内
親
王 

七
〇
五 

 
 

老
い
の
波
越
え
け
る
身
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
こ
と
し
も
い
ま
は
末
の
松
山 

 
 

寂
蓮
法
師 

七
〇
八 

 
 

初
春
の
初
子
の
け
ふ
の
た
ま
は
は
き
手
に
取
る
か
ら
に
ゆ
ら
ぐ
玉
の
緒 

 
 

読
人
し
ら
ず 

七
四
〇 

 
 

高
砂
の
松
も
昔
に
な
り
ぬ
べ
し
な
ほ
ゆ
く
す
ゑ
は
秋
の
夜
の
月 

 
 

 

寂
蓮
法
師 
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七
五
五 

 
 

立
ち
寄
れ
ば
す
ず
し
か
り
け
り
水
鳥
の
青
羽
の
山
の
松
の
ゆ
ふ
風 
 

 

式
部
大
輔
光
範 

七
八
八 

 
 

た
ま
ゆ
ら
の
露
も
涙
も
と
ど
ま
ら
ず
な
き
人
恋
ふ
る
宿
の
秋
風 

 
 

 

藤
原
定
家
朝
臣 

七
九
八 

 
 

ふ
る
さ
と
を
別
れ
し
秋
を
か
ぞ
ふ
れ
ば
八
年
に
な
り
ぬ
有
明
の
月 

 
 

久
我
太
政
大
臣 

八
二
〇 

 
 

見
し
人
の
け
ぶ
り
に
な
り
し
ゆ
ふ
べ
よ
り
名
ぞ
む
つ
ま
し
き
塩
釜
の
浦 

 
 

紫
式
部 

八
二
四 

 
 

夜
も
す
が
ら
昔
の
こ
と
を
見
つ
る
か
な
語
る
や
う
つ
つ
あ
り
し
世
や
夢 

 
 

大
江
匡
衡
朝
臣 

八
三
四 

 
 

よ
も
ぎ
ふ
に
い
つ
か
お
く
べ
き
露
の
身
は
け
ふ
の
夕
暮
あ
す
の
あ
け
ぼ
の  

 

前
大
僧
正
慈
円 

八
九
二 

 
 

な
ご
り
思
ふ
た
も
と
に
か
ね
て
し
ら
れ
け
り
別
る
る
旅
の
行
く
す
ゑ
の
露  

 

惟
明
親
王 

九
二
六 

 
 

磯
馴
れ
ぬ
心
ぞ
た
へ
ぬ
旅
寝
す
る
蘆
の
ま
ろ
屋
に
か
か
る
白
波 

 
 

 

源
師
賢
朝
臣 

九
三
二 

 
 

夏
刈
り
の
蘆
の
か
り
寝
も
あ
は
れ
な
り
玉
江
の
月
の
明
方
の
空 

 
 

 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

九
四
〇 

 
 

ふ
る
さ
と
の
け
ふ
の
面
影
さ
そ
ひ
来
と
月
に
ぞ
契
る
佐
夜
の
中
山 

 
 

藤
原
雅
経
朝
臣 

九
四
一 

 
 

忘
れ
じ
と
契
り
て
出
で
し
面
影
は
見
ゆ
ら
む
も
の
を
ふ
る
さ
と
の
月 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

九
四
三 

 
 

幾
夜
か
は
月
を
あ
は
れ
と
な
が
め
来
て
波
に
折
り
敷
く
伊
勢
の
浜
荻 

 
 

越
前 

九
五
四 

 
 

ふ
る
さ
と
に
聞
き
し
あ
ら
し
の
声
も
似
ず
忘
れ
ぬ
人
を
佐
夜
の
中
山 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

九
五
八 

 
 

い
た
づ
ら
に
立
つ
や
浅
間
の
夕
け
ぶ
り
里
問
ひ
か
ぬ
る
を
ち
こ
ち
の
山 

 
 

雅
経
朝
臣 

九
六
二 

 
 

岩
が
根
の
床
に
あ
ら
し
を
か
た
敷
き
て
ひ
と
り
や
寝
な
む
佐
夜
の
中
山 

 
 

藤
原
有
家
朝
臣 

九
六
四 

 
 

枕
と
て
い
づ
れ
の
草
に
契
る
ら
む
行
く
を
か
ぎ
り
の
野
べ
の
夕
暮 

 
 

鴨
長
明 

九
六
九 

 
 

契
ら
ね
ど
い
ひ
と
夜
は
過
ぎ
ぬ
清
見
潟
波
に
別
る
る
あ
か
つ
き
の
雲 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

九
八
二 

 
 

都
に
も
い
ま
や
こ
ろ
も
を
宇
津
の
山
夕
霜
は
ら
ふ
蔦
の
し
た
道 

 
 

 

藤
原
定
家
朝
臣 

九
八
七 

 
 

年
た
け
て
ま
た
越
ゆ
べ
し
と
思
ひ
き
や
命
な
り
け
り
佐
夜
の
中
山 

 
 

西
行
法
師 

一
〇
三
三 

 

思
ひ
つ
つ
へ
に
け
る
年
の
か
ひ
や
な
き
た
だ
あ
ら
ま
し
の
夕
暮
の
空 

 
 

太
上
天
皇 

一
〇
八
九 

 

も
ら
さ
ば
や
思
ふ
心
を
さ
て
の
み
は
え
ぞ
山
城
の
井
手
の
し
が
ら
み 

 
 

殷
富
門
院
大
輔 

一
一
〇
八 

 

山
賤
の
麻
の
さ
ご
ろ
も
を
さ
を
あ
ら
み
あ
は
で
月
日
や
杉
ふ
け
る
庵 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

一
一
三
八 

 

つ
れ
な
さ
の
た
ぐ
ひ
ま
で
や
は
つ
ら
か
ら
ぬ
月
を
も
め
で
じ
有
明
の
空 

 
 

藤
原
有
家
朝
臣 

一
一
四
二 

 

と
し
も
へ
ぬ
祈
る
ち
ぎ
り
は
初
瀬
山
尾
上
の
鐘
の
よ
そ
の
夕
暮 

 
 

 

藤
原
定
家
朝
臣 

一
一
八
六 

 

ま
た
も
来
む
秋
を
た
の
む
の
雁
だ
に
も
鳴
き
て
ぞ
帰
る
春
の
あ
け
ぼ
の 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

一
一
九
七 

 

た
の
め
ず
は
人
を
待
乳
の
山
な
り
と
寝
な
ま
し
も
の
を
い
ざ
よ
ひ
の
月 

 
 

太
上
天
皇 

一
二
七
四 

 

恋
ひ
わ
た
る
涙
や
空
に
く
も
る
ら
む
光
も
変
わ
る
ね
や
の
月
影 

 
 

 

権
中
納
言
公
経 

一
二
七
五 

 

い
く
め
ぐ
り
空
ゆ
く
月
も
へ
だ
て
き
ぬ
契
り
し
中
は
よ
そ
の
浮
雲 

 
 

左
衛
門
督
通
光 

一
二
八
〇 

 

そ
の
ま
ま
に
松
の
あ
ら
し
も
変
ら
ぬ
を
忘
れ
や
し
ぬ
る
更
け
し
夜
の
月 

 
 

法
眼
宗
円 

一
二
八
一 

 

人
ぞ
う
き
た
の
め
ぬ
月
は
め
ぐ
り
来
て
む
か
し
忘
れ
ぬ
蓬
生
の
宿 

 
 

藤
原
秀
能 

一
二
八
六 

 

あ
と
絶
え
て
浅
茅
が
末
に
な
り
に
け
り
た
の
め
し
宿
の
庭
の
白
露 

 
 

二
条
院
讃
岐 
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一
二
九
一 

 

忘
れ
ず
は
な
れ
し
袖
も
や
こ
ほ
る
ら
む
寝
ぬ
夜
の
床
の
霜
の
さ
む
し
ろ 
 

 

藤
原
定
家
朝
臣 

一
三
〇
七 

 

あ
は
れ
と
て
問
ふ
人
の
な
ど
な
か
る
ら
む
物
思
ふ
宿
の
荻
の
上
風 

 
 

西
行
法
師 

一
三
一
五 

 

草
枕
結
び
さ
だ
め
む
方
知
ら
ず
な
ら
は
ぬ
野
べ
の
夢
の
通
ひ
路 

 
 

 

雅
経
朝
臣 

一
三
二
〇 

 

消
え
わ
び
ぬ
う
つ
ろ
ふ
人
の
秋
の
色
に
身
を
こ
が
ら
し
の
杜
の
下
露 

 
 

藤
原
定
家
朝
臣 

一
三
二
一 

 

来
ぬ
人
を
秋
の
け
し
き
や
更
け
ぬ
ら
む
恨
み
に
よ
わ
る
松
虫
の
声 

 
 

寂
蓮
法
師 

一
三
二
七 

 
心
こ
そ
ゆ
く
へ
も
知
ら
ね
三
輪
の
山
杉
の
こ
ず
ゑ
の
夕
暮
の
空 

 
 

 

前
大
僧
正
慈
円 

一
三
三
三 

 
見
し
人
の
面
影
と
め
よ
清
見
潟
袖
に
せ
き
も
る
波
の
通
ひ
路 

 
 

 

雅
経
朝
臣 

一
三
三
八 

 

野
べ
の
露
は
色
も
な
く
て
や
こ
ぼ
れ
つ
る
袖
よ
り
す
ぐ
る
荻
の
上
風 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

一
三
五
三 

 

稲
妻
は
照
ら
さ
ぬ
よ
ひ
も
な
か
り
け
り
い
づ
ら
ほ
の
か
に
見
え
し
か
げ
ろ
ふ 

 

相
摸 

一
四
二
四 

 

数
な
ら
ば
か
か
ら
ま
し
や
は
世
の
中
に
い
と
か
な
し
き
は
し
づ
の
を
だ
ま
き 

 

参
議
篁 

一
四
二
五 

 

人
な
ら
ば
思
ふ
心
を
い
ひ
て
ま
し
よ
し
や
さ
こ
そ
は
し
づ
の
を
だ
ま
き 

 
 

藤
原
惟
成 

一
四
三
六 

 

山
陰
や
さ
ら
で
は
庭
に
あ
と
も
な
し
春
ぞ
来
に
け
る
雪
の
む
ら
消
え 

 
 

藤
原
有
家
朝
臣 

一
四
五
五 

 

な
れ
な
れ
て
見
し
は
な
ご
り
の
春
ぞ
と
も
な
ど
白
川
の
花
の
下
陰 

 
 

藤
原
雅
経
朝
臣 

一
四
七
三 

 

白
波
の
こ
ゆ
ら
む
末
の
松
山
は
花
と
や
見
ゆ
る
春
の
夜
の
月 

 
 

 

加
賀
左
衛
門 

一
四
八
六 

 

い
く
千
代
と
か
ぎ
ら
ぬ
君
が
御
代
な
れ
ど
な
ほ
を
し
ま
る
る
け
さ
の
あ
け
ぼ
の 

 

左
衛
門
督
家
通 

一
五
〇
五 

 

夜
も
す
が
ら
浦
こ
ぐ
船
は
あ
と
も
な
し
月
ぞ
残
れ
る
志
賀
の
唐
崎 

 
 

宜
秋
門
院
丹
後 

一
五
一
七 

 

月
見
ば
と
い
ひ
し
ば
か
り
の
人
は
来
で
真
木
の
戸
た
た
く
庭
の
松
風 

 
 

摂
政
太
政
大
臣 

一
五
四
三 

 

思
ひ
や
れ
な
に
を
し
の
ぶ
と
な
け
れ
ど
も
都
お
ぼ
ゆ
る
有
明
の
月 

 
 

惟
明
親
王 

一
五
四
四 

 

有
明
の
お
な
じ
な
が
め
は
君
も
問
へ
都
の
ほ
か
も
秋
の
山
里 

 
 

 

式
子
内
親
王 

一
五
四
六 

 

雲
を
の
み
つ
ら
き
も
の
と
て
明
か
す
夜
の
月
よ
こ
ず
ゑ
に
を
ち
か
た
の
山  

 

右
大
将
忠
経 

一
五
五
九 

 

荒
れ
わ
た
る
秋
の
庭
こ
そ
あ
は
な
れ
ま
し
て
消
え
な
む
露
の
夕
暮 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

一
六
〇
二 

 

水
の
江
の
よ
し
の
の
宮
は
神
さ
び
て
よ
は
ひ
た
け
た
る
浦
の
松
風 

 
 

正
三
位
季
能 

一
六
〇
三
イ 

 

い
ま
さ
ら
に
住
み
う
し
と
て
も
い
か
が
せ
む
灘
の
塩
屋
の
夕
暮
の
空 

 
 

藤
原
秀
能 

一
六
〇
九 

 

見
わ
た
せ
ば
霞
の
う
ち
も
か
す
み
け
り
け
ぶ
り
た
な
び
く
塩
釜
の
浦 

 
 

藤
原
家
隆
朝
臣 

一
六
一
八 

 

い
と
ひ
て
も
な
ほ
い
と
は
し
き
世
な
り
け
り
吉
野
の
奥
の
秋
の
夕
暮 

 
 

藤
原
家
衡
朝
臣 

一
六
五
四 

 

真
木
の
板
も
苔
む
す
ば
か
り
な
り
に
け
り
幾
代
経
ぬ
ら
む
瀬
田
の
長
橋 

 
 

前
中
納
言
匡
房 

一
六
六
三 

 

い
ま
は
わ
れ
松
の
柱
の
杉
の
庵
に
と
づ
べ
き
も
の
を
苔
深
き
袖 

 
 

 

式
子
内
親
王 

一
六
七
三 

 

岡
の
べ
の
里
の
あ
る
じ
を
尋
ぬ
れ
ば
人
は
答
へ
ず
山
お
ろ
し
の
風 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

一
七
一
五 

 

い
に
し
へ
の
海
人
や
け
ぶ
り
と
な
り
ぬ
ら
む
人
目
も
み
え
ぬ
塩
釜
の
浦 

 
 

一
条
院
皇
后
宮 

一
七
三
〇 

 

う
れ
し
さ
は
忘
れ
や
は
す
る
し
の
ぶ
草
し
の
ぶ
る
も
の
を
秋
の
夕
暮 

 
 

伊
勢
大
輔 

一
七
三
五 

 

露
の
身
の
消
え
ば
わ
れ
こ
そ
先
立
た
め
お
く
れ
む
も
の
か
森
の
下
草 

 
 

小
馬
命
婦 
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一
七
五
三 

 

い
た
づ
ら
に
過
ぎ
に
し
こ
と
や
歎
か
れ
む
受
け
が
た
き
身
の
夕
暮
の
空 
 

 

前
大
僧
正
慈
円 

一
七
六
一 

 

君
が
代
に
逢
へ
る
ば
か
り
の
道
は
あ
れ
ど
身
を
ば
頼
ま
ず
行
く
末
の
空 

 
 

雅
経
朝
臣 

一
七
八
五 

 

み
ち
の
く
の
い
は
で
忍
ぶ
は
え
ぞ
知
ら
ぬ
書
き
つ
く
し
て
よ
壺
の
石
文 

 
 

前
右
大
将
頼
朝 

一
八
九
六 

 

け
ふ
祭
る
神
の
心
や
な
び
く
ら
む
し
で
に
波
立
つ
佐
保
の
川
風 

 
 

 

入
道
前
関
白
太
政
大
臣 

一
九
〇
五 

 

さ
め
ぬ
れ
ば
思
ひ
あ
は
せ
て
ね
を
ぞ
泣
く
心
づ
く
し
の
い
に
し
へ
の
夢 

 
 

前
大
僧
正
慈
円 

一
九
三
九 

 
こ
れ
や
こ
の
憂
き
世
の
ほ
か
の
春
な
ら
む
花
の
と
ぼ
そ
の
あ
け
ぼ
の
の
空  

 

寂
蓮
法
師 

一
九
五
二 

 
道
の
べ
の
ほ
た
る
ば
か
り
を
し
る
べ
に
て
ひ
と
り
ぞ
出
づ
る
夕
闇
の
空 

 
 

寂
然
法
師 
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資料⑨『新古今和歌集』における本歌取 

 

参考文献 

① = 『新古今和歌集』二冊、久保田淳校注、新潮社、1979.3・9 

② = 『新古今和歌集』田中裕・赤瀬信吾校注、新日本古典文学大系、岩波書店、
1992.1 

③ =『新古今和歌集』峰村文人校注・訳者、日本古典文学全集、小学館、1974.3 

 
巻 新 

番号 

詠人 本歌の 

出典 

本歌の 

部立 

出典 

番号 

本歌の 

詠人 

参考 

文献 

春歌上 0001 摂政太政大臣 拾遺集 春 0001 壬生忠岑 ①② 

春歌上 0002 太上天皇 万葉集 春の雑歌 1812 詠み人しらず ①②③ 

春歌上 0005 俊成 千載集 秋歌下 0302 大弐三位 ①②③ 

春歌上 0013 

 

前参議教長 古今集 春歌上 0018 詠み人しらず ①③ 

春歌上 0013 前参議教長 古今集 春歌上 0022 貫之 ②③ 

春歌上 0015 俊成 拾遺集 賀 0285 伊勢 ② 

春歌上 0017 藤原家隆 古今集 春歌上 0012 源当純 ①②③ 

春歌上 0017 藤原家隆 古今集 春歌上 0013 紀友則 ①②③ 

春歌上 0018 太上天皇 古今集 春歌上 0005 詠み人しらず ①②③ 

春歌上 0019 藤原仲実 古今集 春歌上 0006 素性法師 ①② 

春歌上 0025 左衛門督通光 後拾遺集 春上 0042 曽禰好忠 ①②③ 

春歌上 0026 藤原秀能 後拾遺集 春上 0049 藤原範永 ② 

春歌上 0028 源重之 後撰集 冬 0497 詠み人しらず ② 

春歌上 0031 惟明親王 古今集 春歌上 0004 二条后 ①②③ 

春歌上 0037 藤原家隆 古今集 東歌・陸奥

歌 

1093  ①②③ 

春歌上 0038 藤原定家 古今集 恋歌二 0601 忠岑 ①② 

春歌上 0039 藤原定家 古今集 春歌上 0015 在原棟梁 ② 

春歌上 0040 藤原定家 新古今集 

句題和歌 

春歌上 0055 大江千里 ①②③ 

春歌上 0046 右衛門督通具 古今集 春歌上 0033 詠み人しらず ①②③ 

春歌上 0046 右衛門督通具 古今集 恋歌五 0747 在原業平 ③ 

春歌上 0047 俊成女 古今集 春歌上 0037 素性法師 ①②③ 

春歌上 0049 大弐三位 古今集 春歌上 0033 詠み人しらず ② 

春歌上 0053 藤原有家 古今集 春歌上 0032 詠み人しらず ①②③ 

春歌上 0054 八条院高倉 古今集 春歌上 0038 友則 ② 

春歌上 0058 寂蓮法師 千載集 春歌上 0036 源俊頼朝臣 ①② 

春歌上 0059 俊成 古今集 秋歌上 0221 詠み人しらず ①②③ 

春歌上 0070 輔仁親王 古今集 恋歌四 0699 詠み人しらず ② 

春歌上 0071 崇徳院 日本書紀 巻十五   ② 

春歌上 0073 殷富門院大輔 後拾遺集 春歌上 0076 藤原元真 ② 

春歌上 0075 藤原有家 古今集 春歌上 0027 僧正遍昭 ①②③ 

春歌上 0075 藤原有家 拾遺集 賀 0278 元輔 ①②③ 

春歌上 0082 藤原家隆 古今集 春歌下 0126 素性 ①②③ 

春歌上 0087 寂蓮法師 古今集 春歌上 0059 貫之 ①②③ 

春歌上 0087 寂蓮法師 新古今集和

漢朗詠集 

 

恋歌一 0990 詠み人しらず ①② 
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春歌上 0090 道命法師 古今集 冬歌 0337 紀友則 ② 

春歌上 0091 藤原定家 万葉集  1747 高橋虫麻呂 ①② 

春歌上 0092 藤原家衡 古今集 冬歌 0325 坂上是則 ①② 

春歌上 0093 藤原雅経 万葉集 

拾遺集 

伊勢物語 

寄物陳思 

恋五  

七十四段 

2422 

0969 

 ①②③ 

春歌上 0095 慈円 拾遺集 春 0049 伊勢 ①②③ 

春歌上 0096 右衛門督通具 後撰集 春中 0049 僧正遍昭 ①②③ 

春歌上 0097 正三位季能 万葉集 巻六 1048 田辺福麻呂 ①②③ 

春歌上 0098 藤原有家 万葉集 巻四 0495 田部櫟子 ①②③ 

春歌下 0099 太上天皇 拾遺集 恋三 0778 人麿 ①②③ 

春歌下 0100 俊成 金葉集 雑部上 0521 僧正行尊 ② 

春歌下 0102 京極前関白太

政大臣 

古今集 冬 0337 紀友則 ② 

春歌下 0113 藤原家隆 古今集 秋歌下 0263 忠峯 ①② 

春歌下 0113 藤原家隆 後撰集 雑一 1089 蝉丸 ①② 

春歌下 0115 祝部成仲 拾遺集 春 0049 伊勢 ①②③ 

春歌下 0119 源重之 古今集 春歌下 0088 大伴黒为 ② 

春歌下 0121 源具親 伊勢物語 十段   ①②③ 

春歌下 0124 藤原 顕輔 詞花集 春 0018 康資王母 ② 

春歌下 0128 宮内卿 拾遺集 哀傷 1327 沙弥満誓 ①②③ 

春歌下 0131 崇徳院御歌 拾遺集 賀 0299 詠み人しらず ②③ 

春歌下 0134 藤原定家 古今集 

伊勢物語 

春歌上 

十七段 

0063 在原業平 ①②③ 

春歌下 0135 太上天皇 金葉集 春部 0058 左兵衛督実能 ①②③ 

春歌下 0135 太上天皇 古今集 

伊勢物語 

春歌上 

十七段 

0063 在原業平 ①②③ 

春歌下 0136 摂政太政大臣 古今集 

伊勢物語 

春歌上 

十七段 

0063 在原業平 ①②③ 

春歌下 0137 式子内親王 源氏物語 若紫   ①②③ 

春歌下 0139 藤原家隆 古今集 恋歌 0601 忠峯 ①②③ 

春歌下 0139 藤原家隆 古今集 雑歌下 0942 詠み人しらず ①②③ 

春歌下 0140 俊成女 古今集 雑歌下 0938 小野小町 ①②③ 

春歌下 0144 左近中将良平 古今集 恋歌四 0717 詠み人しらず ①②③ 

春歌下 0146

ロ 

太上天皇 古今集 春歌下 0113 小野小町 ①② 

春歌下 0149 式子内親王 伊勢物語 四十五段   ①②③ 

春歌下 0150 清原元輔 拾遺集 拾遺集 0040 詠み人しらず ② 

春歌下 0152 坂上是則 古今集 雑体 1059 詠み人しらず ② 

春歌下 0156 権中納言公経 源氏物語 花宴   ①②③ 

春歌下 0158 藤原家隆 古今集 春歌下 0124 貫之 ①② 

春歌下 0159 俊成 古今集 神遊びの歌 1080  ①②③ 

春歌下 0162

イ 

藤原興風 古今集 春歌下 0125 詠み人しらず ② 

春歌下 0164 天暦御歌 古今集 雑歌上 0864 詠み人しらず ②③ 

春歌下 0167 藤原道信 古今集 春歌下 0118 貫之 ② 

春歌下 0168 大僧正行尊 詞花集 雑歌上 0276 花山院御製 ②③ 

春歌下 0169 寂蓮法師 千載集 春歌下 0122 崇徳院御製 ②③ 

春歌下 0169 寂蓮法師 古今集 秋歌下 0311 貫之 ①②③ 

春歌下 0171 俊成女 後撰集 恋一 0512 詠み人しらず ①②③ 
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春歌下 0171 俊成女 万葉集 巻九 1768 抜気大首 ③ 

春歌下 0174 摂政太政大臣 拾遺集 春 0077 貫之 ③ 

夏歌 0177 慈円 古今集 春下 0134 躬恒 ①②③ 

夏歌 0179 俊成女 古今集 恋歌五 0795 詠み人しらず ①③ 

夏歌 0179 俊成女 古今集 恋歌五 0797 小町 ①②③ 

夏歌 0181 大宰大弐重家 古今集 雑歌上 0911 詠み人しらず ①③ 

夏歌 0184 藤原雅経 古今集 恋歌四 0677 詠み人しらず ①②③ 

夏歌 0185 待賢門院安芸 古今集 雑歌上 0892 詠み人しらず ② 

夏歌 0185 待賢門院安芸 万葉集 巻十一 2687 詠み人しらず ①③ 

夏歌 0191 紫式部 万葉集 巻二 0107 大津皇子 ①② 

夏歌 0192 弁乳母 拾遺集 夏歌 0100 坂上望城 ①② 

夏歌 0192 弁乳母 拾遺集 夏歌 0101 平兼盛 ①② 

夏歌 0194 詠み人しらず 万葉集 巻十 1938  ①③ 

夏歌 0200 前中納言匡房 後撰集 夏歌 0148 詠み人しらず ②③ 

夏歌 0201 俊成 古今集 夏歌 0153 紀友則 ② 

夏歌 0201 俊成 和漢朗詠集 山家 0555 白 ①②③ 

夏歌 0207 民部卿範光 後拾遺集 夏 0195 大江公資 ①②③ 

夏歌 0209 摂政太政大臣 古今集 恋歌三 0625 壬生忠岑 ①②③ 

夏歌 0212 権中納言親宗 古今集 恋歌四 0691 素性法師 ① 

夏歌 0214 藤原家隆 拾遺集 恋三 0848 人麿 ①②③ 

夏歌 0215  式子内親王 古今集 夏歌 0149  詠み人しらず ①②③ 

夏歌 0216 権中納言公経 古今集 夏歌 0147  詠み人しらず ①②③ 

夏歌 0220 摂政太政大臣 古今集 恋歌一 0469 詠み人しらず ①②③ 

夏歌 0229 前中納言匡房 古今集 恋歌 0587 貫之 ①②③ 

夏歌 0230 藤原基俊 金葉集 夏歌 0097 大納言経信 ① 

夏歌 0230 藤原基俊 後撰集 雑 1183 枇杷左大臣 ①③ 

夏歌 0231 入道前関白太

政大臣 

万葉集 巻十一 2703 詠み人しらず ① 

夏歌 0232 藤原定家 万葉集 

拾遺集 

巻十一 

恋歌五 

2370 

0936 

人麿 ①②③ 

夏歌 0235 藤原定家 古今集 恋歌三 0625 壬生忠岑 ① 

夏歌 0238 俊成 古今集 

伊勢物語 

夏歌 

六十段 

0139 詠み人しらず ②③ 

夏歌 0240 式子内親王 伊勢物語 三十二段   ②③ 

夏歌 0242 慈円 古今集 

伊勢物語 

夏歌 

六十段 

0139 詠み人しらず ② 

夏歌 0243 詠み人しらず 古今集 

伊勢物語 

夏歌 

六十段 

0139 詠み人しらず ② 

夏歌 0244 詠み人しらず 古今集 

伊勢物語 

夏歌 

六十段 

0139 詠み人しらず ② 

夏歌 0245 俊成女 古今集 

伊勢物語 

夏歌 

六十段 

0139 詠み人しらず ①②③ 

夏歌 0246 藤原家隆 古今集 

伊勢物語 

夏歌 

六十段 

0139 詠み人しらず ①②③ 

夏歌 0247 藤原定家 源氏物語 葵  中将の君 ① 

夏歌 0247 藤原定家 源氏物語 夕顔  光源氏 ①②③ 

夏歌 0247 藤原定家 後拾遺集 夏 0214 相模 ② 

夏歌 0251 慈円 万葉集 巻三 0264 柿本人麿 ①③ 

夏歌 0254 藤原定家 古今集 歌 0968 伊勢 ①②③ 

夏歌 0255 摂政太政大臣 新古今集伊 雑歌中 1589 在原業平 ①②③ 
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勢物語 八十七段 

夏歌 0256 式子内親王 和漢朗詠集 夏夜 0151 白 ①②③ 

夏歌 0257 春宮大夫公継 和漢朗詠集 夏夜 0151 白 ② 

夏歌 0257 春宮大夫公継 古今集 秋歌上 0169 藤原敏行朝臣 ①②③ 

夏歌 0257 春宮大夫公継 万葉集 巻十九 4291 大伴家持 ①③ 

夏歌 0258 前大僧正慈円 古今集 羇旅歌 0404  貫之 ①②③ 

夏歌 0259 権大納言通光 古今集 恋歌三 0625 壬生忠岑 ① 

夏歌 0261 藤原有家 古今集 雑体 1009 詠み人しらず ①②③ 

夏歌 0269 前大納言忠良 古今集 恋一 0490 詠み人しらず ①② 

夏歌 0275 高倉院御歌 源氏物語 夕顔  夕顔の女君 ②③ 

夏歌 0276 前太政大臣 源氏物語 夕顔  光る源氏 ①②③ 

夏歌 0281 宮内卿 古今集 東歌 1099  ①②③ 

夏歌 0282 慈円 古今集 夏歌 0168 躬恒 ①②③ 

夏歌 0284 貫之 古今集 恋一 0515 詠み人しらず ② 

秋歌上 0286 崇徳院御歌 詞花集 秋 0108 大江嘉言 ③ 

秋歌上 0287 藤原季通 拾遺集 秋 0141 安貴王 ①②③ 

秋歌上 0289 藤原家隆 詞花集 秋 0083 僧都清因 ①②③ 

秋歌上 0290 藤原秀能 古今集 秋歌上 0169 藤原敏行 ③ 

秋歌上 0293 摂政太政大臣 古今集 雑歌下 0969 業平朝臣 ①③ 

秋歌上 0295 源具親 古今集 友則 0595 友則 ② 

秋歌上 0296 顕昭法師 万葉集 巻十 2193  詠人しらず ① 

秋歌上 0296 顕昭法師 万葉集 巻十 2208 詠み人しらず ②③ 

秋歌上 0297 越前 後撰集 雑歌四 1281 藤原のたゞく

に  

①②③ 

秋歌上 0300 西行法師 古今集 東歌 1091 詠み人しらず ① 

秋歌上 0301 俊成 万葉集 巻八 1634 或者贈尼歌 ①②③ 

秋歌上 0307 藤原経衡 古今六帖  1049 詠み人しらず ②③ 

秋歌上 0308 式子内親王 拾遺集 秋 0141 安貴王 ① 

秋歌上 0308 式子内親王 後拾遺集 秋上 237 藤原為頼 ① 

秋歌上 0316 藤原長能 古今集 春歌上 0002 紀貫之 ②③ 

秋歌上 0319 小弁 古今集 秋歌上 0171 詠み人しらず ②③ 

秋歌上 0320 俊成 後拾遺集 秋上 0242 上總乳母 ①②③ 

秋歌上 0322 入道前関白太

政大臣 

拾遺集 秋 0142 躬恒 ① 

秋歌上 0323 権中納言公経 古今集 秋歌上 0175 詠み人しらず ①②③ 

秋歌上 0328 古今集 古今集 秋歌上 0217 詠み人しらず ①③ 

秋歌上 0328 前中納言匡房 古今集 秋歌下 0303 春道列樹 ③ 

秋歌上 0328 前中納言匡房 古今六帖 第三 1633  ① 

秋歌上 0329 従三位頼政 万葉集 巻十 2101 詠み人しらず ②③ 

秋歌上 0329 従三位頼政 万葉集 巻十 2107 詠み人しらず ① 

秋歌上 0330 権僧正永縁 古今集 秋歌上 0247 詠み人しらず ②③ 

秋歌上 0331 顕昭法師 万葉集 巻二十 4315 大伴家持 ①②③ 

秋歌上 0335 凡河内躬恒 拾遺集 雑秋 1099 詠み人しらず ② 

秋歌上 0338 左近中将良平 古今集 恋一 0516 詠み人しらず ③ 

秋歌上 0338 左近中将良平 後撰集 恋三 0739 かねもちの朝

臣女 

①② 

秋歌上 0339 公猷法師 古今集 秋歌上 0241 素性  

秋歌上 0349 式子内親王 古今集 秋歌上 0242 平貞文 ①②③ 

秋歌上 0349 式子内親王 拾遺集 恋二 0770 勝観法師 ①②③ 
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秋歌上 0364  藤原雅経 伊勢物語 三段   ①②③ 

秋歌上 0366 鴨長明 古今集 春歌下 0093 詠み人しらず ①②③ 

秋歌上 0368 式子内親王 伊勢物語 三十二段   ①②③ 

秋歌上 0369 藤原長能 古今集 恋歌五 0772 詠み人しらず ② 

秋歌上 0371 曾禰好忠 古今集 秋歌下 0256 貫之 ② 

秋歌上 0374 右衛門督通具 古今集 

伊勢物語 

雑歌下 

百二十三段 

0832  ①②③ 

秋歌上 0375 俊成女 拾遺集 恋三 0796  人麿 ② 

秋歌上 0375 俊成女 古今集 雑歌上 0892 詠み人しらず ① 

秋歌上 0380 式子内親王 古今集 雑歌下 0947 素性 ①② 

秋歌上 0381 円融院御歌 古今集 秋歌上 0184  詠み人しらず ②③ 

秋歌上 0389 藤原家隆 古今集 秋歌下 0250 文屋康秀 ①②③ 

秋歌上 0391 俊成女 古今集 秋歌上 0194 忠峯 ①②③ 

秋歌上 0391 俊成女 古今集 秋歌下 0262 貫之 ①③ 

秋歌上 0393 摂政太政大臣 古今集 恋歌四 0694 詠み人しらず ②③ 

秋歌上 0396 寂蓮法師 古今集 秋歌上 0184 詠み人しらず ①② 

秋歌上 0397 鴨長明 古今集 秋歌上 0193 大江千里 ①②③ 

秋歌上 0399 宮内卿 後拾遺集 恋四 0827 源重之 ①② 

秋歌上 0412 左衛門督通光 古今集 雑歌下 0994 詠み人しらず ①②③ 

秋歌上 0419 摂政太政大臣 古今集 雑歌下 0878 詠み人しらず ①②③ 

秋歌上 0420 藤原定家 古今集 恋歌四 0689 詠み人しらず ①②③ 

秋歌上 0428 俊成女 後拾遺集 秋下 0368  伊勢大輔 ①② 

秋歌上 0428 俊成女 後拾遺集 秋下 0369 源頼家朝臣 ①③ 

秋歌上 0429 俊成女 後拾遺集 雑一 0838 源頼家 ①② 

秋歌上 0431 左京大夫顕輔 後撰集 秋中 0302 天智天皇御製 ①②③ 

秋歌上 0433 太上天皇 源氏物語 桐壺  靭負命婦 ①②③ 

秋歌上 0434 左衛門督通光 古今集 恋歌三 0625 壬生忠岑 ①②③ 

秋歌上 0436 藤原雅経 後撰集 恋三 0771 詠み人しらず ③ 

秋歌上 0436 藤原雅経 古今集 雑上 0923 在原業平 ①③ 

秋歌下 0437 藤原家隆 金葉集 冬部 0258 修理大夫顯季 ② 

秋歌下 0445 慈円 古今集 秋歌上 0214 忠岑 ①②③ 

秋歌下 0471 太上天皇 源氏物語 紅葉賀  藤壺 ③ 

秋歌下 0473 藤原家隆 源氏物語 桐壺  靫負命婦 ①②③ 

秋歌下 0473 藤原家隆 源氏物語 松風  明石尼君 ①③ 

秋歌下 0478 摂政太政大臣 古今集 恋五 0747  在原業平 ①②③ 

秋歌下 0483 藤原雅経 古今集 冬歌 0325 坂上是則 ①②③ 

秋歌下 0487 藤原定家 拾遺集 恋三 0778 人麿 ①②③ 

秋歌下 0488 寂蓮法師 古今集 冬歌 0315  源宗干 ① 

秋歌下 0493 左衛門督通光 後拾遺集 秋上 0324 大納言経信母 ①②③ 

秋歌下 0494 権大納言公実 拾遺集 秋歌 0202 深養父 ①②③ 

秋歌下 0495 曾禰好忠 源氏物語 夕霧   ② 

秋歌下 0495 曾禰好忠 後拾遺集 秋上 0324 大納言経信母 ② 

秋歌下 0508 花園左大臣室 後拾遺集 秋歌下 0351 大藏卿長房 ② 

秋歌下 0512 慈円 古今集 

伊勢物語 

雑歌下 

百二十三段 

0971 在原業平 ②③ 

秋歌下 0512 慈円 古今集 

伊勢物語 

雑歌下 

百二十三段 

0972 詠み人しらず ①②③ 

秋歌下 0513 詠み人しらず 古今集 

伊勢物語 

雑歌下 

百二十三段 

0972 詠み人しらず ①②③ 
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秋歌下 0515 俊成女 源氏物語 帚木  夕顔の女君 ①②③ 

秋歌下 0515 俊成女 拾遺集 秋歌 0205 詠み人しらず ①③ 

秋歌下 0517 太上天皇 後拾遺集 秋歌上 0273 曾禰好忠 ①②③ 

秋歌下 0518 摂政太政大臣 伊勢物語 六十三段   ② 

秋歌下 0518 摂政太政大臣 古今集 恋歌四 0689 詠み人しらず ③ 

秋歌下 0518 摂政太政大臣 拾遺集 恋三 0778 人麿 ③ 

秋歌下 0518 摂政太政大臣 万葉集 卷九 1692 詠み人しらず ① 

秋歌下 0522 寂蓮法師 家持集 

新古今集 

 

冬歌 

0269 

0620 

家持 ①②③ 

秋歌下 0525 八条院高倉 拾遺集 冬 0219 柿本人麿 ③ 

秋歌下 0525 八条院高倉 古今集 秋歌下 0253 詠み人しらず ② 

秋歌下 0525 八条院高倉 古今集 秋歌下 0284 詠み人しらず ① 

秋歌下 0526 太上天皇 拾遺集 秋 0204 恵慶法師 ② 

秋歌下 0530 宮内卿 古今集 秋下 0283 詠み人しらず ①②③ 

秋歌下 0530 宮内卿 後拾遺集 秋下 0366 能因法師 ② 

秋歌下 0531 摂政太政大臣 拾遺集 夏 0136 忠岑 ② 

秋歌下 0532 藤原定家 古今集 秋下 0250 文屋康秀 ①②③ 

秋歌下 0534 式子内親王 古今集 恋歌五 0770 僧正遍昭 ②③ 

秋歌下 0536 春宮大夫公継 古今集 賀歌 0362 坂上是則 ①②③ 

秋歌下 0537 藤原家隆 古今集 

伊勢物語 

春下 

八十段 

0133 業平朝臣 ①② 

秋歌下 0537 藤原家隆 古今集 秋下 0260 貫之 ①②③ 

秋歌下 0538 西行法師 古今集 神遊 1077  ①②③ 

秋歌下 0542 権中納言長方 万葉集 

新古今集 

巻十 2210 

0541 

詠み人しらず 

柿本人麻呂 

①②③ 

秋歌下 0545 権中納言兼宗 拾遺集 冬 0220 僧正遍昭 ①②③ 

秋歌下 0549 守覚法親王 古今集 恋二 0615 友則 ②③ 

冬歌 0555 大納言経信 古今集 秋下 0303 春道列樹 ①②③ 

冬歌 0557 俊頼 古今集 神遊びの歌 1077  ② 

冬歌 0557 俊頼 後拾遺集 雑五 1145 源頼実 ②③ 

冬歌 0566 宮内卿 拾遺集 冬 0220 僧正遍昭 ①②③ 

冬歌 0571 前大僧正覚忠 後拾遺集 冬 0384 能因法師 ② 

冬歌 0574 詠み人しらず 古今集 神遊びの歌 1077  ② 

冬歌 0577 能因法師 万葉集 

新古今集 

巻十 

冬 

2196 

0582 

詠み人しらず 

柿本人麻呂 

①②③ 

冬歌 0581 太上天皇 万葉集 巻十 1927 詠み人しらず ① 

冬歌 0581 太上天皇 万葉集 

新古今集 

巻十 

冬 

2196 

0582 

詠み人しらず 

柿本人麻呂 

①②③ 

冬歌 0586 道因法師 後撰集 冬 0445 詠み人しらず ①② 

冬歌 0586 道因法師 古今集 恋五 0782 小野小町 ① 

冬歌 0592 中務卿具平親

王 

古今集 秋歌上 0184 詠み人しらず ②③ 

冬歌 0604 藤原 雅経 古今集 秋歌上 0194 忠峯 ①② 

冬歌 0606 殷富門院大輔 後拾遺集 恋一 0632 藤原顕季 ①③ 

冬歌 0607 清輔朝臣 古今集（清

輔本古今） 

秋歌上 0184 詠み人しらず ① 

冬歌 0610 藤原雅経 源氏物語 賢木   ②③ 

冬歌 0611 法印幸清 古今集 恋歌四 0689 詠み人しらず ①②③ 

冬歌 0614 太上天皇 元具集  0198 藤原元具 ①②③ 

冬歌 0615 摂政太政大臣 万葉集 巻ニ 0133  柿本人麻呂 ①②③ 
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冬歌 0616 清輔朝臣 万葉集 巻ニ 0133  柿本人麻呂 ①②③ 

冬歌 0616 清輔朝臣 古今集 雑体 1047  詠み人しらず ①②③ 

冬歌 0617 俊成女 狭衣物語    ①②③ 

冬歌 0617 俊成女 源氏物語 花宴   ③ 

冬歌 0624 和泉式部 万葉集 巻十 2270  ①③ 

冬歌 0625 西行法師 後拾遺集 春上 0043 能因法師 ①②③ 

冬歌 0625 西行法師 古今集 冬歌 0315 源宗干 ② 

冬歌 0627 西行法師 後拾遺集 冬 0390  和泉式部 ① 

冬歌 0630 守覚法親王 万葉集 巻ニ 0107 大津皇子    ①②③ 

冬歌 0631 俊成 新古今集 雑歌上 1575 詠み人しらず ③ 

冬歌 0635 摂政太政大臣 源氏物語 朝顔  光源氏 ①②③ 

冬歌 0636 太上天皇 古今集 恋歌四 0689  詠み人しらず ①②③ 

冬歌 0637 慈円 万葉集 巻三 0264 柿本人麿 ①②③ 

冬歌 0637 慈円 古今集 恋歌四 0689  詠み人しらず ②③ 

冬歌 0639 藤原家隆 後拾遺集 冬 0419 快覚法師 ①②③ 

冬歌 0640 俊成 拾遺集 冬 0233 詠み人しらず ② 

冬歌 0644 源重之 古今集 秋歌上 0191 詠み人しらず ②③ 

冬歌 0645 藤原実定 万葉集 巻十一 2753 詠み人しらず ②③ 

冬歌 0651 正三位季経 金葉集 補遺歌 0684  神祇伯顕仲 ② 

冬歌 0652 藤原 雅経 古今集 

伊勢物語 

恋一 

五十段 

0522 詠み人しらず ①②③ 

冬歌 0655 能因法師 古今集 東歌 1099  ②③ 

冬歌 0660 権中納言長方 万葉集 巻七 1353 詠み人しらず ③ 

冬歌 0661 紫式部 古今集 雑歌下 0951 詠み人しらず ②③ 

冬歌 0666 前大納言公任 拾遺集 冬 0249 忠見 ②③ 

冬歌 0671 藤原定家 万葉集 巻三 0265  ①②③ 

冬歌 0674 入道前関白太

政大臣 

古今集 哀傷歌 0852 貫之 ①②③ 

冬歌 0681 曾禰好忠 古今集 冬歌 0338 躬恒 ②③ 

冬歌 0683 太上天皇 後撰集 冬歌 0493 詠み人しらず ①②③ 

冬歌 0684 右衛門督通具 古今集 春歌下 0103 在原元方 ③ 

冬歌 0688 左近中将公衡 古今集 羇旅歌 0418 業平朝臣 ① 

冬歌 0699 慈円 源氏物語 明石  光源氏 ① 

冬歌 0699 慈円 後撰集 春下 0144 詠み人しらず ①② 

冬歌 0705 寂蓮法師 古今集 東歌、陸奥

歌 

1093  ①②③ 

賀歌 0719 藤原俊成 古今集 秋下 0273 素性法師 ①③② 

賀歌 0733 参河内侍 拾遺集 春 0054 藤原長能 ①③ 

賀歌 0734 式子内親王 兼盛集    ② 

賀歌 0734 式子内親王 古今集 雑上 0868 在原業平 ①② 

賀歌 0735 藤原良経 古今集 春上 0009 紀貫之 ① 

賀歌 0736 藤原良経 万葉集  4487 藤原仲麻呂 ① 

賀歌 0737 式子内親王 古今集 秋下 0273 素性法師 ①③ 

賀歌 0739 藤原定家 栄華物語    ③ 

賀歌 0740 寂蓮法師 古今集 雑上 0909 藤原おきかぜ ①③ 

賀歌 0742 隆房 古今集 恋四 0689 詠み人しらず ①③② 

賀歌 0742 隆房 和漢朗詠集 慶賀 0773 詠み人しらず ③ 

賀歌 0743 清輔 古今集 雑上 0904 詠み人しらず ①③② 

賀歌 0745 藤原実定 後拾遺集 恋四 0796 相模 ③ 
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賀歌 0745 藤原実定 拾遺集 恋四 0889 詠み人しらず ①③② 

賀歌 0746 藤原良経 古今集 雑下 0983 喜撰法師 ①③② 

賀歌 0746 藤原良経 新古今集 神祇 1854  ①③ 

賀歌 0749 資業 古今集 大歌所御歌 1076 神遊びの歌 ①③ 

賀歌 0752 範兼 金葉集 雑上 0550 小式部内侍 ①③ 

賀歌 0756 資業 古今集 離別 0404 紀貫之 ③ 

哀傷歌 0765 藤原実定の子 拾遺集 春 0059 大中臣能宜 ① 

哀傷歌 0765 藤原実定の子 後拾遺集 春上 0109 平兼盛 ①③ 

哀傷歌 0797 源雅実 古今六帖  0423 紀友則 ③ 

哀傷歌 0803 後鳥羽 源氏物語 夕顔巻  光源氏 ③ 

哀傷歌 0829 藤原良経 源氏物語 若紫  光源氏 ①③② 

哀傷歌 0835 慈円 拾遺集 哀傷 1299 藤原為頼 ①③② 

哀傷歌 0844 祝部成仲 古今集 

伊勢物語 

夏 

六十段 

0139 詠み人しらず ①③② 

哀傷歌 0856 紫式部 古今集 哀傷 0838 紀貫之 ①③ 

離別歌 0864 寂昭法師 伊勢物語 一六  紀有常 ③ 

離別歌 0877 御三条院 拾遺集 

伊勢物語 

雑上 

十一段 

0470 橘忠基 ③①② 

離別歌 0890 祝部成仲 後拾遺集 恋三 0738 皇太后宮陸奥 ③ 

離別歌 0891 藤原定家 拾遺集 

伊勢物語 

雑上 

十一段 

0470 橘忠幹 ①② 

羇旅歌 0897 聖武天皇 万葉集  0271 高市黒人 ① 

羇旅歌 0897 聖武天皇 万葉集  3890 三野石守 ① 

羇旅歌 0902  詠み人しらず 伊勢物語 二十三段   ② 

羇旅歌 0908 女御徽子女王 古今集 

伊勢物語 

騎旅 

九 

0411 在原業平 ③①② 

羇旅歌 0913 藤原輔尹 新古今集 恋一 0997 坂上是則 ③ 

羇旅歌 0924 中納言國信 万葉集  0105 大伯皇女 ① 

羇旅歌 0924 中納言國信 万葉集  0107 大津皇子 ① 

羇旅歌 0929 修理大夫顯季 金蠅集 秋 0211  修理大夫顕季 ② 

羇旅歌 0932 藤原俊成 後拾遺集 夏 0219 源重之 ③①② 

羇旅歌 0933 藤原俊成 後拾遺集 恋四 0827 源重之 ② 

羇旅歌 0934 藤原定家 古今集 雑上 0914 藤原忠房 ③①② 

羇旅歌 0943 越前 万葉集 四 0500 碁壇越の妻 ③ 

羇旅歌 0943 越前 新古今集  0911 詠み人しらず ①② 

羇旅歌 0944 宜秋門院丹後 源氏物語 賢木の巻  六条御息所の

歌 

③①② 

羇旅歌 0944 宜秋門院丹後 万葉集 四 0500 碁壇越の妻 ③ 

羇旅歌 0945 前中納言匡房 古今集 秋上 0211 詠み人しらず ③①② 

羇旅歌 0947 式子内親王 万葉集 一 0010 中皇命 ③①② 

 

羇旅歌 0948 式子内親王 後拾遺集 恋四 0827 源重之 ③①② 

羇旅歌 0958 藤原雅経 伊勢物語 

新古今集 

八 

騎旅 

0903 在原業平 ③①② 

羇旅歌 0959 宜秋門院丹後 古今集 恋一 0484 詠み人しらず ③①② 

羇旅歌 0960 藤原秀能 古今集 恋四 0735 大友黒为 ① 

羇旅歌 0964 鴨長明 伊勢物語 八十三段   ② 

羇旅歌 0964 鴨長明 古今集 雑下 0987 詠み人しらず ③① 

羇旅歌 0968 藤原定家 古今集 離別 0365 在原業平 ③①② 

羇旅歌 0970 藤原家隆 源氏物語 浮舟巻  薫大将の歌 ③② 
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羇旅歌 0970 藤原家隆 後拾遺集 恋四 0770 清原元輔 ③ 

羇旅歌 0970 藤原家隆 古今集 東歌 1093 陸奥歌 ③①② 

羇旅歌 0973 藤原俊成 万葉集 十一 2659 作者未詳 ③①② 

羇旅歌 0977 宜秋門院丹後 古今集 

伊勢物語 

騎旅 

九 

0411 在原業平 ③①② 

羇旅歌 0980 藤原定家 源氏物語 須磨巻  光源氏の歌 ③①② 

羇旅歌 0981 藤原家隆 新古今集伊

勢物語 

九 

 

0904 在原業平 ③①② 

羇旅歌 0986 素覺法師 古今集 雑下 0933 詠み人しらず ③①② 

恋歌一 0991 詠み人しらず 古今六帖 五 2898 詠み人しらず ② 

恋歌一 0994 在原業平 伊勢物語 一段   ② 

恋歌一 1005 謙徳公 後撰集 雑四 1303 詠み人しらず ③ 

恋歌一 1012 和泉式部 後拾遺集 恋一 0612 藤原実方 ② 

恋歌一 1013 源重之 重之集  0308 源重之 ② 

恋歌一 1014 大中臣能宣 重之集  0308 源重之 ② 

恋歌一 1015 大江匡衡 古今集 恋一 0491 詠み人しらず ② 

恋歌一 1022 曾禰好忠 古今集 恋一 0478 壬生忠岑 ② 

恋歌一 1023 和泉式部 古今集 恋一 0478 壬生忠岑 ③ 

恋歌一 1028 藤原良経 万葉集 十一 1927 詠み人しらず ③①② 

恋歌一 1029 後鳥羽 新古今集 冬 0577 能因 ② 

恋歌一 1029 後鳥羽 新古今集 冬歌 0582 柿本人麻呂 ① 

恋歌一 1031 藤原良経 伊勢集 

源氏物語  

 

空蝉巻 

 伊勢 ③② 

恋歌一 1032 寂蓮 千五百番歌

合 

千三百十番

判 

  ② 

恋歌一 1032 寂蓮 後撰集 夏 0209 詠み人しらず ② 

恋歌一 1032 寂蓮 古今集 恋二 0562 紀友則 ③ 

恋歌一 1033 後鳥羽 後撰集 恋六 1021 詠み人しらず ③①② 

恋歌一 1035 式子内親王 古今集 恋二 0606 紀貫之 ①② 

恋歌一 1036 式子内親王 古今集 恋一 0504 詠み人しらず ③① 

恋歌一 1036 式子内親王 古今集 恋三 0670 平貞文 ③①② 

恋歌一 1043  公任 古今集 恋一 0469 詠み人しらず ② 

恋歌一 1061 藤原実方 後撰集 恋三 0774 詠み人しらず ③② 

恋歌一 1062 藤原実方 古今集 雑下 0982 詠み人しらず ③② 

恋歌一 1070 曾禰好忠 古今六帖 一 0782 詠み人しらず ② 

恋歌一 1073 藤原良経 新古今集 恋一 1071 曾禰好忠 ③①② 

恋歌一 1074 式子内親王 古今集 恋一 0472 藤原勝臣 ③①② 

恋歌一 1075 長方 万葉集 七 1220 詠み人しらず ③①② 

恋歌一 1076 師俊 拾遺集 恋四 0893 詠み人しらず ② 

恋歌一 1077 後鳥羽 後撰集 恋五 0960 元良親王 ①② 

恋歌一 1079 相模 新古今集伊

勢物語 

恋一 

七十段 

1080 在原業平 ② 

恋歌二 1081 俊成女 狭衣物語 四   ② 

恋歌二 1081 俊成女 狭衣物語 四  CONTROLLARE ② 

恋歌二 1083 藤原良経 古今集 雑下 0962 在原行平 ③② 

恋歌二 1084 二条院讃岐 万葉集 

拾遺集 

七 

恋五 

1398 

0967 

詠み人しらず 

坂上郎女 

③② 

恋歌二 1085 俊頼 万葉集 十一 2763 詠み人しらず ③ 

恋歌二 1086 前太政大臣 伊勢集   伊勢大輔 ② 

恋歌二 1087 藤原良経 古今集 秋下 0260 紀貫之 ② 



 
 

 

 

258 

 

恋歌二 1088 後徳題大寺左

大臣 

後撰集 恋一 0557 詠み人しらず ③①② 

恋歌二 1089 殷富門院大輔 万葉集 十一 2730 詠み人しらず ② 

恋歌二 1093 藤原淸輔 古今集 恋一 0519 詠み人しらず ② 

恋歌二 1096 二条院讃岐 淸輔本古今 恋一  詠み人しらず ② 

恋歌二 1096 二条院讃岐 後拾遺集 雑二 0960 土御門御匣殿 ③① 

恋歌二 1101 藤原良経 万葉集 四 0505 柿本人麻呂 ③①② 

恋歌二 1104 詠み人しらず 大和物語 百十六  女の歌 ③ 

恋歌二 1105 前大納言隆房 古今集伊勢

物語 

恋一 

九九段 

0477 女の歌 

詠み人しらず 

③ 

恋歌二 1106 左衞門督通光 古今集 恋一 0484 詠み人しらず ③①② 

恋歌二 1108 藤原良経 古今集 恋五 0758 詠み人しらず ③①② 

恋歌二 1112 藤原元真 新古今集伊

勢物語 

哀傷 

六 

0851 在原業平 ③② 

恋歌二 1114 大炊御門右大

臣 

新古今集 神祇歌 1855  ③② 

恋歌二 1115 藤原基輔 伊勢物語 百十六段  男の歌 ③①② 

恋歌二 1117 藤原定家 後撰集 恋三 0744 みつね ①②  

恋歌二 1118 寂蓮 古今集 恋三 0628 壬生忠岑 ③①② 

恋歌二 1119 藤原良経 古今集 恋三 0628 壬生忠岑 ①② 

恋歌二 1119 藤原良経 後撰集 恋五 0960 元良親王 ③①② 

恋歌二 1120 二条院讃岐 源氏物語 手習   ② 

恋歌二 1120 二条院讃岐 古今集 恋一 0491 詠み人しらず ③ 

恋歌二 1120 二条院讃岐 拾遺集 恋四 0876 紀貫之 ③① 

恋歌二 1126 藤原良経 源氏物語 若菜下  女三宮 ①② 

恋歌二 1128 前大納言忠良 伊勢物語 九六段  ある女の歌 ③①② 

恋歌二 1131 中宮大夫家房 後拾遺集 恋一 0612 藤原実方 ③①② 

恋歌二 1132 家隆 拾遺集 恋四 0891 村上天皇 ①② 

恋歌二 1133 權中納言俊忠 拾遺集 雑下  藤原為頼 ② 

恋歌二 1133 權中納言俊忠 拾遺集 恋二 0699 詠み人しらず ③① 

恋歌二 1134 惟明親王 古今集 恋四 0705 在原業平 ①② 

恋歌二 1135 右衞門督通具 古今集 恋二 0611 みつね ③①② 

恋歌二 1136 俊成女 古今集 

伊勢物語 

恋五 

四段 

0747 在原業平 ③①② 

恋歌二 1138 藤原有家 古今集 恋三 0625 壬生忠岑 ③①② 

恋歌二 1138 藤原有家 古今集 雑上 0879 在原業平 ③①② 

恋歌二 1140 越前 古今集 恋四 0703 詠み人しらず ③①② 

恋歌二 1141 藤原良経 後拾遺集 神祇歌 1163 貴船明神 ③①② 

恋歌二 1144 八条院高倉 古今集 恋二 0615 紀友則 ③①② 

恋歌二 1145 殷富門院大輔 拾遺集 恋一 0646 詠み人しらず ③①② 

恋歌二 1146 八条院高倉 後撰集 夏 0192 詠み人しらず ①② 

恋歌三 1152 廉義公 古今集 恋二 0615 紀友則 ③② 

恋歌三 1153 式子内親王 万葉集 

新古今集 

一 

雑中 

0034 

1586 

河嶋皇子 ③② 

恋歌三 1156 三條院女藏人

左近 

古今集 恋五 0795 詠み人しらず ③② 

恋歌三 1157 藤原興風 古今集 恋三 0647 詠み人しらず ③ 

恋歌三 1160 和泉式部 新古今集伊

勢集 

恋三 

 

1159 伊勢 ③② 

恋歌三 1166 相模 古今集 恋五 0823 平貞文 ② 
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恋歌三 1167 藤原実方 古今集 羇旅 0417 藤原兼輔 ② 

恋歌三 1174  謙德公 古今集 恋一 0470 素性法師 ③② 

恋歌三 1175 淸愼公 古今集 恋二 0554 小野小町 ② 

恋歌三 1179 赤染衞門 古今集 恋五 0761 詠み人しらず ③② 

恋歌三 1190 藤原道経 万葉集 四 0597 笠女郎 ② 

恋歌三 1197 後鳥羽 歌枕名寄 

新古今集 

十 

十六 

2878 

1516 

詠み人しらず ③ 

恋歌三 1201 八条院高倉 後拾遺集 雑三 0991 堀河女御 ③①② 

恋歌三 1203 藤原秀能 古今集 恋四 0691 素性 ② 

恋歌三 1204 式子内親王 古今集 恋四 0693 詠み人しらず ③①② 

恋歌三 1210 女御徽子女王 古今集 恋五 0758 詠み人しらず ③② 

恋歌三 1212 安法法師女 後撰集 恋四 0846 中務 ③ 

恋歌三 1218 源重之 古今集 恋五 0759 詠み人しらず ③② 

恋歌三 1219 紀貫之 伊勢物語 二十一段   ② 

恋歌三 1224 左衞門督家通 千載集 恋三 0799 待賢門院加賀 ③ 

恋歌三 1225 詠み人しらず 古今集 恋四 0736 藤原因香 ② 

恋歌三 1227 小侍從 詞花集 恋上 0198 賀茂成助 ③ 

恋歌四 1241 伊勢 古今集 恋五 0782 小野小町 ② 

恋歌四 1242 右大將道綱母 古今集 墨滅歌 1110 そとほりひめ ③ 

恋歌四 1243 天暦御歌 古今集 恋五 0823 平貞文 ② 

恋歌四 1245 詠み人しらず 古今集 恋四 0695 詠み人しらず ② 

恋歌四 1257 伊勢 古今集 雑上 0878 詠み人しらず ③② 

恋歌四 1259 凡河内躬恆 古今集 雑上 0878 詠み人しらず ③② 

恋歌四 1271 後鳥羽 後拾遺集 恋二 0704 詠み人しらず ② 

恋歌四 1271 後鳥羽 古今集 

伊勢物語 

恋四 

百七段 

0705 在原業平 ③① 

恋歌四 1272 藤原良経 拾遺集 

伊勢物語 

雑上 

十一段 

0470 詠み人しらず ③①② 

恋歌四 1273 藤原良経 古今集 恋一 0528 詠み人しらず ② 

恋歌四 1275 左衞門督通光 伊勢物語 

拾遺集 

十一段 

雑上 

0470 詠み人しらず ③①② 

恋歌四 1276 右衞門督通具 古今集 恋四 0691 素性 ③①② 

恋歌四 1277 藤原有家 拾遺集 

伊勢物語 

雑上 

十一段 

0470 詠み人しらず ①② 

恋歌四 1277 藤原有家 古今集 恋四 0691 素性 ①② 

恋歌四 1278 藤原良経 古今集 恋四 0691 素性 ② 

恋歌四 1282 藤原良経 拾遺集 恋五 0992 平唯忠依 ① 

恋歌四 1284 藤原定家 古今集 東歌 1093 陸奥歌 ③①② 

恋歌四 1285 俊成女 古今集 恋五 0770 遍照 ③①② 

恋歌四 1286 二條院讃岐 後拾遺集 雑三 1007 和泉式部 ③①② 

恋歌四 1287 寂蓮法師 拾遺集 恋三 0848 人麻呂 ③①② 

恋歌四 1288 左衞門督通光 源氏物語 蓬生巻  源氏の歌 ③①② 

恋歌四 1288 左衞門督通光 源氏物語 夕顔巻  源氏の歌 ③①② 

恋歌四 1292 藤原家隆 古今集 恋二 0601 壬生忠岑 ③①② 

恋歌四 1293 藤原良経 拾遺集 

伊勢物語 

雑上 

十一段 

0470 詠み人しらず ② 

恋歌四 1293 藤原良経 古今集 恋四 0691 素性 ③①② 

恋歌四 1300 權中納言公経 古今集 恋三 0646 在原業平 ③①② 

恋歌四 1301 右衞門督通具 古今集 恋三 0625 壬生忠岑 ① 

恋歌四 1305 藤原有家 古今集 秋上 0171 詠み人しらず ③①② 
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恋歌四 1306  詠み人しらず 後拾遺集 恋二 0708 詠み人しらず ② 

恋歌四 1306  詠み人しらず 古今集 恋五 0757 詠み人しらず ② 

恋歌四 1307 西行 後撰集 秋上 0220 詠み人しらず ② 

恋歌四 1308 俊恵 後撰集 秋上 0220 詠み人しらず ② 

恋歌四 1310 藤原良経 古今集 恋五 0777 詠み人しらず ③①② 

恋歌四 1312 寂蓮 拾遺集 恋四 0901 詠み人しらず ③①② 

恋歌四 1313 後鳥羽 万葉集 二十 4531 大原今城真人 ③① 

恋歌四 1314 藤原有家 千載集 秋上 0267 西行 ② 

恋歌四 1315 藤原雅経 古今集 恋一 0516 詠み人しらず ③①② 

恋歌四 1318 鴨長明 後撰集 秋下 0423 右近 ② 

恋歌四 1319 右衞門督通具 古今集 恋五 0782 小野小町 ③①② 

恋歌四 1320 藤原定家 古今六帖 二 1047 詠み人しらず ③① 

恋歌四 1322 前大僧正慈圓 拾遺集 恋一 0678 藤原朝忠 ③① 

恋歌四 1323 後鳥羽 古今集 恋五 0797 小野小町 ③①② 

恋歌四 1324 藤原定家 後拾遺集 恋四 0818 藤原長能 ③①② 

恋歌四 1326 後撰集 後撰集 恋三 0771 詠み人しらず ③② 

恋歌四 1327 慈円 古今集 恋二 0611 みつね ③①② 

恋歌四 1327 慈円 古今集 雑下 0982 詠み人しらず ①② 

恋歌四 1328 式子内親王 古今集 恋五 0797 小野小町 ③①② 

恋歌四 1329 式子内親王 拾遺集 恋三 0799 詠み人しらず ③ 

恋歌四 1331 權中納言公経 源氏物語 明石  明石入道 ③①② 

恋歌四 1332 藤原定家 源氏物語 須磨  伊勢御息所 ③①② 

恋歌四 1333 藤原雅経 詞花集 恋上 0213 平祐挙 ③ 

恋歌四 1334 詠み人しらず 伊勢物語 九六  女の歌 ③①② 

恋歌四 1334 俊成女 古今集 恋四 0691 素性 ② 

恋歌五 1351

-ロ 

六條右大臣室 源氏物語 若菜巻上  紫の上 ③② 

恋歌五 1336 藤原定家 古今六帖 一 0423 詠み人しらず ② 

恋歌五 1336 藤原定家 万葉集 十二 3196 詠み人しらず ③ 

恋歌五 1340 右衞門督通具 万葉集 十 2247 詠み人しらず ③①② 

恋歌五 1350 詠み人しらず 古今集 恋二 0557 小野小町 ③② 

恋歌五 1352 相模 古今集 恋五 0804 紀貫之 ③ 

恋歌五 1352 相模 拾遺集 雑秋 1116 女 ② 

恋歌五 1353 相模 古今集 恋一 0548 詠み人しらず ③ 

恋歌五 1353 相模 拾遺集 恋二 0733 詠み人しらず ③ 

恋歌五 1356 坂上是則 古今六帖 五 3241 人麻呂 ③ 

恋歌五 1366 詠み人しらず 新古今集伊

勢物語 

恋五 

百二十二段 

1367 男の歌 ③② 

恋歌五 1379 赤染衞門 古今集 恋一 0516 詠み人しらず ③② 

恋歌五 1384 大中臣能宣朝

臣 

古今集 秋上 0190 みつね ② 

恋歌五 1385 寂蓮 新古今集 

元真集 

恋一 1060 藤原元真 ③① 

恋歌五 1386 藤原家隆 古今集 恋三 0635 小野小町 ③①② 

恋歌五 1389 藤原定家 後拾遺集 恋三 0755 和泉式部 ③② 

恋歌五 1390 俊成女 狭衣物語 巻三  女二宮 ① 

恋歌五 1394 相模 後撰集 冬 0494 詠み人しらず ③② 

恋歌五 1405 大中臣能宣 後撰集 恋五 0985 詠み人しらず ③ 

恋歌五 1406 祭为輔親 古今集 雑上 0813 詠み人しらず ③ 
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恋歌五 1419 藤原元真 古今集 墨滅歌 1111 紀貫之 ③ 

恋歌五 1420 天暦御歌 古今集 恋一 0522 詠み人しらず ③② 

恋歌五 1421 謙德公 古今集 恋二 0615 紀友則 ② 

雑歌上 1443 源公忠 万葉集 十 1887 詠み人しらず ② 

雑歌上 1445 大貳三位 古今集 春上 0038 紀友則 ③ 

雑歌上 1449 淸原深養父 古今集 恋五 0747 在原業平 ③② 

雑歌上 1450 圓融院御歌 拾遺集 物名 0363 詠み人しらず ② 

雑歌上 1459 藤原高光 古今集 恋五 0752 詠み人しらず ③② 

雑歌上 1465 藤原俊成 古今集 雑下 0950 詠み人しらず ③② 

雑歌上 1468 慈円 後拾遺集 春上 0043 能因 ③② 

雑歌上 1472 源俊頼 古今集 東歌 1099 伊勢歌 ③ 

雑歌上 1473 加賀左衞門 古今集 東歌 1093 陸奥の歌 ③② 

雑歌上 1480 慈円 拾遺集 夏 0088 柿本人麻呂 ① 

雑歌上 1480 慈円 万葉集 一 4224 大友家持 ③ 

雑歌上 1484 式子内親王 源氏物語 花散里巻  源氏の歌 ③ 

雑歌上 1488 小弁 古今集 雑体 1007 詠み人しらず ③② 

雑歌上 1490 藤原俊成 催馬楽 東屋   ③② 

雑歌上 1494 七條院大納言 新古今集 

伊勢物語 

雑上 

十六段 

1496 紀有常 ③② 

雑歌上 1505 宜秋門院丹後 拾遺集 哀傷 1327 沙弥満誓 ② 

雑歌上 1506 藤原盛方 俊頼髄脳 

新古今集 

 0085 

1851 

蝉丸 ② 

雑歌上 1506 藤原盛方 新古今集和

漢朗詠集 

 0764 蝉丸 ③ 

雑歌上 1514 源道濟 古今集 秋上 0190 みつね ③② 

雑歌上 1517 藤原良経 古今集 恋四 0691 素性 ③①② 

雑歌上 1520 藤原業淸 古今集 秋上 0184 詠み人しらず ③①② 

雑歌上 1540 二条院讃岐 古今集 

伊勢物語 

恋五 

四段 

0747 在原業平 ③①② 

雑歌上 1545 藤原良経 新古今集 恋四 1260 詠み人しらず ③② 

雑歌上 1548 法橋行遍 山家集  1044 西行 ② 

雑歌上 1550 平忠盛朝臣 後拾遺集 秋上 0253 恵慶法師 ③② 

雑歌上 1551 前中納言匡房 拾遺集 秋 0140 恵慶法師 ③② 

雑歌上 1554 慈円 万葉集 六 0924 山部赤人 ③①② 

雑歌上 1555 藤原定家 源氏物語 若菜下   ② 

雑歌上 1563 俊成女 古今集 恋五 0823 平貞文 ③① 

雑歌上 1564 祝部成仲 古今集 恋四 0694 詠み人しらず ③①② 

雑歌上 1565 紫式部 古今集 物名 0450 高向利春 ② 

雑歌上 1576 土御門内大臣 源氏物語 浮舟  匂宮の歌 ③①② 

雑歌上 1577 藤原家隆 詞花集 賀 0161 藤原道長 ③ 

雑歌上 1584 藤原俊成 拾遺集 別 0328 紀貫之 ① 

雑歌中 1597 壬生忠見 古今集 賀 0360 みつね ③ 

雑歌中 1597 壬生忠見 歌枕名寄 十 4314 在原行平 ③ 

雑歌中 1605 後冷泉院御歌 古今集 雑上 0917 壬生忠岑 ③ 

雑歌中 1607 祝部成仲 古今集 秋下 0272 菅原道真 ③ 

雑歌中 1611 西行 散木奇歌集    ② 

雑歌中 1621 宜秋門院丹後 古今集 雑下 0944 詠み人しらず ③①② 

雑歌中 1634 二條院讃岐 古今集 賀 0347 光孝天皇 ② 

雑歌中 1635 藤原俊成 後撰集 雑一 1083 在原業平 ③② 
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雑歌中 1638 和泉式部 古今集 雑下 0944 詠み人しらず ② 

雑歌中 1641 西行法師 古今集 雑下 0952 詠み人しらず ② 

雑歌中 1642 殷富門院大輔 拾遺集 雑上 0491 柿本人麻呂 ① 

雑歌中 1642 殷富門院大輔 古今集 雑下 0982 詠み人しらず ③①② 

雑歌中 1643 道命法師 古今集 秋上 0204 詠み人しらず ② 

雑歌中 1644 藤原定家 後撰集 雑一 1075 在原行平 ③①② 

雑歌中 1652 藤原良経 古今集 羇旅 0418 在原行平 ③ 

雑歌中 1653 藤原實方 古今集 秋上 0175 詠み人しらず ③ 

雑歌中 1655 中務 古今集 雑下 0933 詠み人しらず ③ 

雑歌中 1666 藤原雅経 古今集 秋上 0200 詠み人しらず ③①② 

雑歌中 1667 賀茂重保 詞花集 雑下 0367 良暹法師 ② 

雑歌中 1670 慈円 古今集 雑下 0991 紀友則 ③①② 

雑歌中 1676 西行法師 古今集 哀傷 0853 御春有助 ③①② 

雑歌中 1682 能因法師 後撰集 春下 0089 詠み人しらず ② 

雑歌中 1684 藤原定家 古今集 雑下 0962 在原行平 ③① 

雑歌中 1684 藤原定家 後撰集 恋六 1024 詠み人しらず ② 

雑歌下 1695 菅贈太政 古今集 雑上 0867 詠み人しらず ③② 

雑歌下 1714 和泉式部 後撰集 恋三 0758 紀長谷雄 ② 

雑歌下 1715 一條院皇后宮 大和物語 五十八段   ② 

雑歌下 1723 後朱雀院御歌 伊勢物語 七十五段   ② 

雑歌下 1723 後朱雀院御歌 伊勢物語 七十五段   ② 

雑歌下 1725  後朱雀院御歌 拾遺集 雑上 0445 伊勢 ③ 

雑歌下 1726 周防内侍 拾遺集 雑上 0445 伊勢 ③② 

雑歌下 1756 右衞門督通具 古今集 秋下 0258 壬生忠岑 ①② 

雑歌下 1757 藤原定家 古今集 恋一 0483 詠み人しらず ③①② 

雑歌下 1759 藤原家隆 古今集 雑上 0910 詠み人しらず ③①② 

雑歌下 1766 守覺法親王 古今集 恋一 0517 詠み人しらず ① 

雑歌下 1805 宮内卿 拾遺集 雑下 0511 詠み人しらず ③① 

雑歌下 1812 和泉式部 拾遺集 恋四 0897 詠み人しらず ③② 

雑歌下 1814 土御門内 後撰集 雑一 1102 藤原兼輔 ③①② 

雑歌下 1823 前大僧正慈圓 古今集 恋三 0638 藤原国経 ① 

雑歌下 1830 西行法師 古今集 雑下 0936 小野たかむら ② 

雑歌下 1847 式子内親王 拾遺集 恋二 0734 壬生忠見 ③ 

雑歌下 1849 中務卿具平親

王 

遍昭集 

新古今集 

 

哀傷 

0015 

0757 

僧正遍昭 ③② 

神祇歌 1853 よみ人知らず 拾遺集 雑春 1006 菅原道真 ③ 

神祇歌 1869 紀貫之 古今集 神遊びの歌 1075 取り物の歌 ③ 

神祇歌 1907 太上天皇 古今集 誹諧歌 1067 みつね ① 

神祇歌 1908 太上天皇 拾遺集 恋一 0639 詠み人しらず ① 

釈教歌 1933 前大僧正慈圓 古今集 恋一 0470 素性 ① 

釈教歌 1938 寂蓮法師 拾遺集 雑上 0451 斎宮女御 ③①② 

釈教歌 1940 寂蓮法師 新古今集 哀傷 0757 遍昭 ③② 

釈教歌 1959 源季廣 古今集 恋二 0601 壬生忠岑 ③①② 
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資料⑩ 本歌の出典 

 

*がつけられる番号は、同じ出典からの二首の本歌があると言うことを示す。 

 

本歌の出典 歌

数 

新古今集

の歌番号 

 

栄華物語 1 0739 

家持集 1 0522 

句題和歌 1 0040 

兼盛集 1 0734 

催馬楽 1 1490 

山家集 1 1548 

散木奇歌集 1 1611 

俊頼髄脳 1 1506 

千五百番歌

合 

1 1032 

日本書紀 1 0071 

遍昭集 1 1849 

歌枕名寄 2 1197 

1597 

元真集 2 0614 

1385 

古今集（清

輔本古今） 

2 0607 

1096 

重之集 2 1013 

1014 

大和物語 2 1104 

1715 

伊勢集 3 1031 

1086 

1160 

狭衣物語 

 

3 0617 

1081* 

1390 

千載集 5 0005 

0058 

0169 

1224 

1314 

和漢朗詠集 6 0087 

0201 

0256 

0257 

0742 

1506 

金葉集 7 0100 

0135 

0230 

0437 

0651 

0752 

0929 

古今六帖 8 0307 

0328 

0797 

0991 

1070 

1320 

1336 

1356 

詞花集 8 0124 

0168 

0286 

0289 

1227 

1333 

1577 

1667 

新古今集 27 0040 

0087 

0255 

0522 

0577 

0581 

0631 

0746 

0913 

0943 

0958 

0981 

1029* 

1073 

1079 

1112 

1114 

1153 

1160 

1197 

1366 

1385 

1494 

1506* 

1545 

1849 

1940 

源氏物語 30 0137 

0156 

0247* 

0275 

0276 

0433 

0471 

0473* 

0495 

0515 

0610 

0617 

0635 

0699 

0803 

0829 

0944 

0970 

0980 

1031 

1120 

1126 

1288 

1288 

1331 

1332 

1351-ロ 

1484 

1555 

1576 

後撰集 35 0028 

0096 

0113 
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0171 

0200 

0230 

0297 

0338 

0431 

0436 

0586 

0683 

0699 

1005 

1032 

1033 

1061 

1077 

1088 

1117 

1119 

1146 

1212 

1307 

1308 

1318 

1326 

1394 

1405 

1635 

1644 

1682 

1684 

1714 

1814 

後拾遺集 42 0025 

0026 

0073 

0207 

0247 

0308 

0320 

0399 

0428* 

0429 

0493 

0495 

0508 

0517 

0530 

0557 

0571 

0606 

0625 

0627 

0639 

0745 

0765 

0890 

0932 

0933 

0948 

0970 

1012 

1096 

1131 

1141 

1201 

1271 

1272 

1275 

1286 

1306  

1324 

1389 

1468 

1550 

伊勢物語 47 0093 

0121 

0135 

0136 

0149 

0238 

0240 

0242 

0243 

0244 

0245 

0246 

0255 

0364  

0368 

0374 

0512 

0518 

0537 

0652 

0864 

0877 

0891 

0902  

0908 

0958 

0964 

0977 

0981 

0994 

1079 

1105 

1112 

1115 

1128 

1136 

1219 

1271 

1272 

1275 

1277 

1293 

1334 

1366 

1494 

1540 

1723* 

万葉集 50 0002 

0091 

0093 

0097 

0098 

0171 

0185 

0191 

0194 

0231 

0232 

0251 

0257 

0296* 

0301 

0329* 

0331 

0518 

0542 

0577 
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0581* 

0615 

0616 

0624 

0630 

0637 
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3
8
 

  

浅
岡
雅
子
「
千
五
百
番
歌
合
の
定
家
の
判
詞
―
―
季
歌
に
お
け
る
恋
・
物
語
の
摂
取
を
め
ぐ
っ
て
」
『
国
語
国
文
研
究
』95

号
、

1
9
9
4
.
3

、p
.
4
4-
57
 
 
 

  

浅
岡
雅
子
「
定
家
と
『
千
五
百
番
歌
合
』

(

そ
の4)

―
―
歌
風
の
確
立
と
本
歌
取
」
『
北
星
学
園
大
学
文
学
部
北
星
論
集 

H
o
k
u
s
e
i
 
re
v
i
e
w

、

 
the

 
S
c
h
o
o
l
 o
f
 
H
u
ma
nities

』37

号
、

2000.3

、p.152
-141
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浅
見
徹
「
語
彙
か
ら
見
た
八
代
集
」
『
国
語
と
国
文
学
』

65(10)

号
、1988.10

、

p.1-12  
 

  
安
部
清
哉
「
八
代
集
に
お
け
る
形
容
詞
使
用
頻
度
順
対
照
語
彙
表
―
―
平
安
文
学
に
お
け
る
形
容
詞
資
料-6

」
『
フ
ェ
リ
ス

女
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』3

1

号
、

1
9
96.3

、p.69
-94  

 

  

有
吉
保
「
短
歌
用
語
の
基
礎
知
識-3

6
-

本
歌
取

(

ほ
ん
か
ど

)

り
」
『
短
歌
』

35(8)

号
、

1988.8

、p.276-278
 

  

糸
井
通
活
「
地
名
（
歌
枕
）
の
語
構
成
―
―
連
帯
助
詞
「
の
・
が
」
を
め
ぐ
っ
て
」
『
国
語
語
彙
史
の
研
究
』20

号
、

2
0
0
1
.
3

、p
.
6
9-
83

 

  

伊
藤
一
男
「
八
代
集
主
要
歌
語
・
歌
枕
一
覧
」
『
國
文
學
』
―
―
歌
・
歌
こ
と
ば
・
歌
枕
―
―

<

う
た

>

な
る
も
の 

      

<

特
集

>

―
―

3
4
(
1
3
)

号
、1

9
8
9
.
11

、

p.126-133  
 

  

伊
東
成
師
「
藤
原
良
経
の
本
歌
取
り
に
つ
い
て
」
『
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
』
―
―
五
味
智
英
先
生
古
稀
記
念
特
輯

号
―
―2

3

号
、

1
9
8
0
.
3

、p
.
7
1
-
85

 

  

稲
葉
美
樹
他
著
・
久
保
田
淳
編
「
歌
語
・
歌
枕
辞
典
」
『
國
文
學
』

34(13)

号
、1989.11

、p.100
-125

 

  

今
井
明
「
本
歌
取
り
と
本
歌
取
り
さ
れ
る
詞 (

和
歌
文
学
研
究
の
問
題
点

<

特
集>)

」
『
國
學
院
雜
誌

The Journal of 

K
o
k
u
g
a
k
u
in
 
U
n
i
ve
r
s
i
t
y 
K
o
k
u
g
a
k
ui
n
 
z
a
ss
hi

』

95(11)

号
、1994.11

、p.88
-
97  

 

  

岩
坪
健
「
歌
枕
と
屏
風
絵
」
『
國
文
學
』
―
―
特
集

:

旅
と
日
記--

王
朝
の
女
流
を
中
心
に
―
―

51(8)

号
、

2006.7

、

p
.
9
8-
10
6
 

  

上
野
順
子

「
『

奥
入
』
攷
―
―
「
引
歌
」
か
ら
「
本
歌
取
」
へ
」
『
和
歌
文
学
研
究
』84

号
、

2002.6

、p.36-47
 

  

上
野
武
「
隠
岐
本
と
後
鳥
羽
院
怨
霊
の
鎮
魂
―
―
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
『
隠
岐
本

 

新
古
今
和
歌
集
』
の
成
立
に
つ
い

て
」
『
国
語
国
文
』

6
8
(
9
)

号
、

1
9
9
9
.9

、

p.1
-
20  

 

  

梅
沢
百
合
江
「
後
鳥
羽
院
研
究
―
本
歌
取
に
つ
い
て
」
『
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌

 

〔
大
野
晋
先
生
古
稀
記
念
特
輯

号

〕
』3

4

号
、

1
9
9
1
.
3

、p
.
5
2
-
70
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江
湖
山
恒
明
「
新
古
今
集
の
文
法
と
文
体
」
『
國
文
學
』2(9)

号
、

1957.7

、p.35-41  
 

  
江
湖
山
恒
明
「
古
今
集
・
新
古
今
集
の
解
釈
文
法
」
『
国
文
学
』

48(2)

号
、

1983.1

、

p.137
-166  

 

  

及
川
道
之
「
能
因
歌
枕
「
国
々
の
所
々
名
」
が
意
味
す
る
こ
と
」
『
日
本
文
学
風
土
学
会
記
事
』17

号
、

1992.3

、p.23-30
 

  

大
木
睦
子
「
藤
原
定
家
と
本
歌
取
」
『
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
』33

号
、 1990.3

、p.42-
54

 

  

大
野
順
子
「
藤
原
良
経
の
『
花
月
百
首
』
に
つ
い
て
―
―
初
学
期
に
お
け
る
本
歌
取
り
の
状
況
を
中
心
と
し
て
」
『
古
代
文

化 
C
u
l
t
u
r
a
 
a
nt
i
q
ua

』

5
7
(
7
)

号
、

2005.7

、p.369
-378

 

  

岡
本
あ
つ
子
「
藤
原
俊
成
の
歌
風
」
『
日
本
文
芸
研
究
』

32(2)

号

1980.6

、p.12-20
 

  

岡
本
あ
つ
子
「
藤
原
俊
成
の
美
的
理
念
―
―
古
来
風
体
抄
を
中
心
と
し
て
」
『
日
本
文
芸
研
究
』

33(3)

号
、

1981.9

、

p
.
2
1-
32

 

  

尾
上
新
太
郎
「
藤
原
俊
成
の
歌
論
」
『
大
阪
外
国
語
大
学
学
報Journal of Osaka University of Foreign Studies

』63

号
、

1
9
8
3

、p
.
p
1-
10

 

  

折
口
信
夫

「
「

倭
は
國
の
ま
ほ
ろ
ば
」
其
他

」
、

折
口
博
士
記
念
古
代
研
究
所
編
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
十
巻
、
中
央
公
論

社
、

1
9
6
6.
1

、p
.
3
0
5-3

1
5
 

  

柏
木
由
夫
「
八
代
集
の
体
言
止
」
和
歌
文
学
会
編
『
論
集
和
歌
と
レ
ト
リ
ッ
ク
』
笠
間
書
院
、

1986.9

、p.149-168
 

  

風
巻
景
次
郎
「
新
古
今
集
の
歌
風
の
変
遷
」
『
國
文
學
』2(9)

号
、

1957.7

、p.15-22  
 

  

片
桐
洋
一
「
歌
枕
・
吉
野
」
『
古
典
文
学
に
見
る
吉
野
―
桜
ト
ラ
ス
ト
運
動
記
念
講
演
録
』
片
桐
洋
一
ほ
か
著
、
和
泉
書
院
、

1
9
9
6
.
4

、

p
.
2-
3
0
 

  

加
藤
睦
「
藤
原
定
家
「
正
治
二
年
院
百
首
」
覚
書
―
―
本
歌
取
と
掛
詞
の
使
用
を
中
心
と
し
て (

中
世
文
学
史
の
現
在

)

」

『
国
語
と
国
文
学
』

6
9
(
5
)

号
、

1
9
9
2
.5

、p.124
-
135

 

  

加
藤
睦
「
藤
原
定
家
「
千
五
百
番
歌
合
百
首
」
覚
書
」
『
立
教
大
学
日
本
文
学
』80

号
、

p.1998.7

、

p.2-12  
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金
澤
規
雄
「
歌
枕
の
伝
承
と
そ
の
定
着
過
程
」
『
文
藝
研
究

』
、76(1
-8)

号
、

1974.5

、

p.1-8
 

  
金
子
亜
矢
子
「
俊
成
卿
女
の
本
歌
取
り
―
―
『
伊
勢
物
語
』
の
享
受
を
中
心
に
」
『
新
潟
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
』45

号
、

2
0
0
3
.
7

、p
.
1
2-
25

 
 

  

加
納
重
文
「
兼
実
・
良
経
と
定
家
―
―
九
条
家
と
御
子
左
家
」
『
女
子
大
国
文
』

126

号
、p.1999.12

、

p.1-21
 

  

加
納
重
文
「
後
鳥
羽
院
と
定
家
」
『
女
子
大
国
文
』

127

号
、

2000.6

、

p.1-20  
 

  

鎌
倉
暄
子

「
「

き
の
ふ
こ
そ
さ
な
へ
と
り
し
か
」
の
考
察
―
―
古
今
和
歌
集
に
お
け
る
本
歌
取
り
的
要
素
を
め
ぐ
っ
て
」

『
文
芸
と
思
想
』5

0
号
、1

9
8
6

、p
.
1
5-
24

 

  

川
平
ひ
と
し

「
「

本
歌
取
と
本
説
取
」
―
―
〈
も
と
〉
の
構
造
―
―
」
『
和
歌
文
学
論
集
』
編
集
委
員
会
編
『
新
古
今
集
と

そ
の
時
代
』
風
間
書
房
、

1
9
9
1
.
5

、p
.
197-

230
 

  

川
村
晃
生
「
歌
語
・
歌
枕
の
成
立
」
『
國
文
學
』
―
―
歌
・
歌
こ
と
ば
・
歌
枕
―
―

<

う
た

>

な
る
も
の

<

特
集

>

―
―

3
4
(
1
3
)

号
、1

9
8
9
.1
1

、p
.
8
1
-
9
3 
 
 

  

川
村
晃
生
「
古
今
集
・
歌
枕
の
現
在
―
―
破
壊
さ
れ
る
現
場
」
『
文
学
』6

(3)

号
、

2005.5-6

、p.113
-119

 

  

菊
地
仁
「
も
う
ひ
と
つ
の

<

本
歌
取

>

形
成
史
―
―

<

和
歌
説
話

>

か
ら
の
接
近
」
『
國
學
院
雜
誌

 The Journal of 

K
o
k
u
g
a
k
u
in
 
U
n
i
ve
r
s
i
t
y 
K
o
k
u
g
a
k
ui
n
 
z
a
ss
hi

』
―
―
和
歌
文
学
研
究
の
問
題
点

<

特
集

>

―
―

95(11)

号
、1994.11

、

p.98-

1
0
9
 

  

久
保
田
淳
・
他
「
八
代
集
の
伝
統
と
創
意
」
『
国
文
学
』
―
―
花
鳥
風
月
の
世
界
―
―
古
今
集
か
ら
新
古
今
集
ま
で

<

特
集

>

―
―

5
0
(
1
)

号

1
9
8
5
.
1

、p
.
1
0

－3
5
  

 

  

君
嶋
亜
紀

「
『

新
古
今
和
歌
集
』
本
歌
取
試
論
―
―
後
鳥
羽
院
の
春
歌
を
め
ぐ
っ
て
」
『
国
語
と
国
文
学
』

79(4)

号
、

2
0
0
2
.
4

、p
.
4
2-
55

 

  

君
嶋
亜
紀

「
『

毎
月
抄
』
の
本
歌
取
論
に
つ
い
て
」
『
国
語
と
国
文
学
』

83(8)

号
、

2006.8

、p.29-44
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久
曽
神
昇
「
新
古
今
集
の
成
立
に
つ
い
て
」
『
國
文
學
』
号2(9)

、

1957.7

、

p.8-14  
 

  
清
原
康
正
「
新
世
紀
文
学
館(

5
)
"

本
歌
取
り

"

あ
る
い
は

"

パ
ス
テ
ィ
ー
シ
ュ

"

」
『
新
刊
展
望
』

48(5)

号
、

2004.5

、

p
.
2
0-
23

 

  

倉
田

 
実
「
平
安
朝
四
季
歌
の
「
…
人
」
表
現
―
―
八
代
集
の
傾
向
と
「
問
ふ
人
」
そ
の
他
を
め
ぐ
っ
て
」
『
大
妻
女
子
大

学
紀
要

 

文
系

 
 O
t
su
m
a
 
W
o
m
e
n'
s
 
U
n
iv
ersity

、

annual report. Humanities and Social Sciences

』

 34

号
、

2002.3

、

p
.
1-
1
1
 

  

小
原
幹
雄
「
新
古
今
時
代
の
歌
枕
」
『
國
文
學
解
釈
と
鑑
賞
』

39(4)

号
、

1974.4

、p.53-61
 

  

小
町
谷
照
彦
「
古
今
集
の
歌
枕
」
『
日
本
文
学
』15

号
、

1966.8

、p.24
-32

 

  

斎
藤
陽
子
「
藤
原
定
家
研
究
―
―
新
古
今
集
と
新
勅
撰
集
と
を
め
ぐ
っ
て
」
『
日
本
文
學
』16

号
、1961.03

、p.30-44  
 

  

榊
原
照
枝
「
後
鳥
羽
院
の
研
究
―
―
『
遠
島
御
百
首
』
に
つ
い
て
」
『
語
文
』

102

号
、

1998.6

、p.49-61  
 

  

榊
原
照
枝

「
『

新
古
今
和
歌
集
』
の
天
皇
歌
―
―
巻
頭
・
巻
軸
歌
を
中
心
に
後
鳥
羽
院
の
撰
集
意
図
と
の
関
わ
り
に
お
い

て
」
『
語
文
』

1
1
4

号
、2

0
0
2
.
12

、p.
26

-38  
 

  

佐
佐
木
忠
慧
「
歌
枕
研
究
（
そ
の
一

）
」

『
日
本
文
学
ノ
ー
ト
』

5

号
、

1970.3

、p.170-189
 

  

佐
佐
木
忠
慧
「
歌
枕
研
究
（
そ
の
二

）
」

『
日
本
文
学
ノ
ー
ト
』

6

号
、

1971.3

、p.130-144
 

  

佐
佐
木
忠
慧
「
歌
枕
の
歌
論
史
」
『
研
究
論
文
集
』

38-
39

号
、

1972.3

、p.187-207
 

  

佐
佐
木
忠
慧
「
歌
枕
の
歌
論
史
（
二
）
―
―
基
俊
と
俊
頼
」
『
研
究
論
文
集
』

 46

号
、1977

、p.21-37
 

  

佐
藤
茂
樹
「
定
家
の
「
麗
様
」
の
本
質
」
『
日
本
文
芸
研
究
』

35(3)

号
、

1983.9

、

p.8-21  
 

  

佐
藤
恒
雄
「
本
文
・
本
歌

(

取

)

・
本
説
―
―
用
語
の
履
歴
」
―
―
特
集

:

古
今
集
・
新
古
今
集 

古
今1100

年

/

新
古
今

8
0
0

年
記
念
―
―
『
國
文
學
』

4
9
(
1
2
)

号
、2004.11

、p.84
-90

 

  

実
方
清
「
定
家
の
歌
論
に
於
け
る
風
姿
の
理
念
」
『
日
本
文
芸
研
究
』6(1)
号
、1954.03

、

p.1-
17  
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実
方
清
「
八
代
集
に
お
け
る
歌
風
の
展
開
」
『
人
文
論
究  

Hu
manities review The Journal of the Literary Association 

o
f
 
K
w
a
n
s
e
i 
G
a
k
u
in
 
U
ni
v
e
r
s
i
t
y

』7
(
1
)

号
、

1956.7

、

p.1
-16

 

  

柴
崎
信
子
「
古
今
集
歌
枕
一
覧
表
」
『
日
本
文
学
ノ
ー
ト
』17

号
、

1982.2

、

p.9-17
 

  

渋
谷
虎
雄
「
勅
撰
名
所
和
歌
抄
と
五
代
集
歌
枕
―
―
そ
の
万
葉
歌
を
中
心
と
し
て
」
『
学
大
国
文
』

2

号
、

1958.2

、

p
.
1
6-
22

 

  

渋
谷
虎
雄
「
勅
撰
名
所
和
歌
抄
と
五
代
集
歌
枕
続
考
」
『
学
大
国
文
』

3

号
、1959

、p.20-29
 

  

島
内
景
二
・
他
「
特
集

 

隠
さ
れ
て
い
る
短
歌
の
約
束
事(10)

「
本
歌
取
り
」
「
歌
病
」
「
誤
用
」
の
問
題
」
『
短
歌
研

究
』

6
3
(
6
)

号
、

2
0
0
6
.
6

、p
.
7
5-
85

 

  

下
西
善
三
郎
「
本
歌
取
り
の
〈
も
と
〉
と
〈
か
さ
ね

〉
」

『
上
越
教
育
大
学
国
語
研
究
』17

号
、

2003.2

、

p.1-11
 

  

鈴
木
淳
一
「
新
古
今
和
歌
集
隠
岐
本
四
季
部
の
除
棄
歌
に
つ
い
て
」
『
北
海
道
学
芸
大
学
紀
要
』5(2)

号
、1954.12

、p.1-

9
 
 
 

  

鈴
木
日
出
男
「
歌
枕
の
本
性
」
『
國
語
國
文
學
論
叢
』
―
―
太
田
善
麿
先
生
古
稀
記
念
―
―1988.10

、p.277
-290

 

  

高
木
市
之
助
「
新
古
今
集
の
時
代
環
境
」
『
國
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