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歌
わ

れ

て

お

り、

し

か
も

作
者
の

多
く

は

名
も

な

い

農
民

で

あ
っ

た。

そ

の

大
ら

か

な

歌
い

ぶ

り

を

筆
者
は

万

葉
集
の

原
風

景
を

見
る

思
い

で

あ

る

と

述
べ

た。

と

こ

ろ

が、

今
回

の

越
中
万

葉
を

家
持
の

歌
を

中
心

に

考
察
し

て

み

る

と、

同
じ

木
や
花
を

詠

む

に

し

て

も

東
歌
の

場
合
と

は

全
く

異
る。

ま

さ
に

植
物
そ

の

も

の

の

美
し

さ

を

歌
い

上

げ
て

い

る。

そ
こ

に

は

万

葉
び
と

に

共
通

の

喜
び、

悲
し

み

や

さ

ま
ざ
ま

な

感
動
が

植
物
に

託
さ

れ

て

い

る

場
合
も

あ
る。

季
節
の

推
移
を

は

っ

き
り

示

す
植
物

の

姿
が、

人
間

の

心

に

深
く
か

か

わ

っ

て

い

る
こ

と

を

歌
人
た

ち

は

巧
み

に

表
現
し

て

い

る。

勿
論、

地

域
性
や

生
活
状
況

の

違
い

の

あ
る

東
国
の

人
び
と

と

都
び
と

と

は

同
一

視
で

き

な

い
。

ま

し
て

官
人
で

あ
り、

優
れ

た
歌
人
で

あ

る

家
持
の

作
品
と

東
歌
を

同
一

の

視
点
か

ら

比
較
す
る

こ

と
も、

た

と

え
同
じ

植
物
を

詠
ん

だ
歌
で

あ
っ

て

も

そ
れ

は

無
理
と

い

わ

ざ
る

を

得
な

い
。

　
さ

て、

家
持
は

越
中
と

い

う

都
か

ら

遠
く

離
れ

た

地
に

あ
っ

て、

限
り

な

い

孤
独

感、

空
虚
感
を

味
わ
っ

た

に

違
い

な
い
。

し

か

し、

歌
う

こ

と

に

よ
っ

て

そ

の

よ

う

な

心

情
を

止
揚
し、

克
服
し

て

い

っ

た

も

の

と

思

わ

れ

る。

初
め

て

目
に

す
る

越
中

の

自
然
や

風
物

に

家
持
は

ど
れ

ほ

ど

感

動
し

た

こ

と

だ
ろ

う
か。

多
く
の

歌
が
そ
の

こ

と

を
物
語
っ

て

い

る

が、

都
の

友
人

や、

自
分
を

と

り

ま
く

身
辺
の

人
び
と

と

の

交
流
に

歌
で

心

情
や

用
件
を

伝
え

る

時、

必
ず
と

い

っ

て

よ

い

ほ

ど

植
物
や

自
然
を

詠
ん

で

い

る。

自
然
に

ひ

た

り
切
っ

て

い

た
家
持
に

と

っ

て、
．

一
上

山、

布
勢
の

水

海、

立
山

を

は

じ

め、

奈
吾
の

海、

渋
谿、

三

島
野、

石
瀬
野、

射
水
川、

雄
神
川

な

ど
は
自
然
詠
の

格
好
の

対

象
で

あ
っ

た。

そ

こ

に

咲
く

野

の

草
花、

季
節
の

到
来

を

象
徴
す

る

花
や
木
々

に

も

家
持
の

目
が

向
け

ら

れ

た。

士
地

の

人
か

ら

教
え

ら
れ

て

知
っ

た

で

あ

ろ

う

か

た

か

ご

の

可
憐
な

花
や、

つ

ま
ま

の

よ

う

な
大
木、

あ
る
い

は

現
代
人

に

も

あ
ま

り

知
ら

れ
て

い

な

い

寄
生

木
ほ

よ
に

も

興
味
関
心

を

寄
せ

た
。

「
大
伴
家
持
研
究
序
説
」

の

著
者
針

原
孝
之
の

調
査
に

よ

る

と、

自
然

観
照

の

歌

を

多
く

残
し
た
家
持
の

歌
で、

雨
・

風
・

霞
・

霧
・

月

と

い

う

天
然
現
象

を

詠
ん

だ

も

の

が
一

七

〇
例、

動
物
が

＝
ハ一．一
例
で、

植
物

は

三
一

五

例
と、

詠
ま

れ

た

景

物
と

し

て

は

圧

倒
的
に

多
い

と

い

う。

　
植
物
は

家
持
の

歌
の

素
材
と

し

て

極
め

て

重

要
な

も
の

で

あ
っ

た

こ

と

は

確
か

で

あ

る。

庭
に

草
花
を

植
え

て

楽
し

ん

だ

の

は

家
持
だ
け

で

は

な

い。

宮
人

に

は

閑
人、

風
流
人
が

多
く、

こ

の

よ

う

な

こ

と

は

誰
し

も

好
ん

だ
こ

と

だ
ろ

う。

し

か

し、

家

持
は

若
い

頃
か

ら

庭
に

藤
・

尾
花
・

梅
・

橘
・

竹
な
ど
四

季
折
り

折
り

の

草
木
を

植

え、

時
々

の

思

い

を
詠
ん

で

い

る。

そ

れ

が

越
中
へ

来
て

か

ら

も

続
く。

館
の

庭

に

な

で

し

こ

や

桃、

李
の

花
に

あ
る

時
は

率
直
な

感
動
を、

あ

る

時
は

恋
の

喜
び
や

離

別
の

悲
し

み

を

託
し

た。

歌

の

内
容、

題
詞、

左
註
な

ど

か

ら

そ

れ

ら

が

十
分
理

解

さ

れ

る
。

　

本
稿
の

冒
頭
に

述
べ

た

よ

う
に、

い

わ

ゆ
る

越
中
万
葉
に

お

け

る

家
持
の

歌
の

存

在
感
は

極
め

て

大
き
い
。

多
感
な

青
年
国

守
家
持
は

歌
で

も
っ

て

折
々

の

気
持
を

表

現
し

て

い

た

こ

と
が
よ

く

わ

か

る。

歌
人

だ
か

ら

当
然
と

い

え
ば
そ

れ

ま

で

だ
が、

そ

の

際、

身
近
か

な
草
や

木
を

ご
く

自
然
に

詠
み

こ

む
こ

と

を

決

し

て

忘
れ

な

い。

そ
れ

は
単
に

心
の

慰
め

や

都
へ

の

思

い、

寂
寥
感
を

癒
す

た
め

な

ど
と

い

う

何
か
の

手
段
と
し

て

で

は

な
い。

本
心
か

ら

自
然

が
好
き

で

あ
り、

と

り

わ

け、

草

木
を

格

別
に

愛
好
し

た
か

ら

つ

い

口

を

つ

い

て

出
て

く

る

の

だ
ろ

う
。

　

家
持
の

植
物
詠

歌
は

か

り
そ

め

の

も
の

で

は

な

い。

た

と

え、

類
歌
で

あ

れ、

譬

喩
歌
で

あ

れ、

詠

み

こ

ま

れ
た

植
物
へ

の

思
い

入

れ

は

誰
よ

り

も

強
か
っ

た。

家
持

は
万
葉
歌
人

の

中
で、

最
も
草
木
を

愛
し

た

歌
人

で

あ
っ

た

と

い

え

よ

う。
　
〈
完〉
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現

在
は

ヤ
マ

ハ

ギ
・

ミ

ヤ

ギ
ノ

ハ

ギ
・

キ

ハ

ギ
・

ニ

シ

キ

ハ

ギ
・

シ

ラ

ハ

ギ
な

ど
と

分
類
さ

れ

て

い

る

が、

万

葉
の

昔
は

ハ

ギ
と

い

え

ば、

ヤ

マ

ハ

ギ
で

あ
っ

た。

落
葉
性
の

低
木
で

山

野

に

自
生
す

る
。

葉
は

小

さ

く、

秋
に

房
状
の

花

が

咲
く

。

四、

お

わ
り

に

　

越
中
万

葉
の

中
で

の

植
物
詠
歌
を、

大
伴
家
持
の

歌
を
中
心

に

考
察
を

す
す
め

て

来
た。

本
稿
（
上）

の

最
初
に

表
で

示
し

た

よ

う

に、

越
中
万

葉
歌
三

二

五

首
の

う

ち、

一

三
一

首
に

植
物
が

詠
ま

れ

て

い

る

が、

そ

の

う

ち、

家
持
は

九

四

首
に

植
物

を

詠
み

こ

ん

で

い

る
。

と

い

う
こ

と

は

越
中
万

葉
の

全
植
物
詠
歌
に

占

め

る

家
持
の

植
物
詠
歌

は

四

ニ

パ

！

セ

ン

ト
と

い

う

こ

と
に

な

る。

家
持
が

越
中
の

風
物、

と

り

わ
け、

草
木
や
花

に

対

し

て

い

か
に

興
味
関
心

が

高

か

っ

た

が

理

解
で

き
る、

こ

の

こ

と

に

つ

い

て

は

後
述
す

る

と

し

て、

植
物
の

種
類
と

し

て

は

草
木
類、

木
本
類
合

わ

せ

て

三

七

種
類
と

な
る

が、

本
稿
で

は．
　
六

種
類
を

と

り
あ

げ
た。

残
り

の

十
一

種
類
に

つ

い

て

と

り

あ
げ
な
か

っ

た
の

は、

先
に

「

東
歌
に

お

け
る

植
物
詠
歌
の

考

察
」

（
紀
要
第
二

十
七

輯
か

ら

第
三

十
四

輯）

で

と

り

あ

げ
た

の

で

今
回

は
重

複
を

避
け

る

こ

と

と

し

た。

そ

の

十
一

種
類
と

は、

草
木
類
で

は、

あ
し
・

す
げ
・

す

す

き
・

も、

の

四

種
類
で

あ

り、

木
本
類
で

は、

あ
つ

さ
・

す
ぎ
・

た
ち
ば
な
・

は

り
・

ふ

ち
・

ま

つ

・

や

な

ぎ、

の

七

種
類
で

あ

る。

こ

の

う

ち、

た

ち
ば
な
は

越
中
万

葉

の

中
で

は

最
多
の

十
七

首
に、

ふ

ち
は

十
五

首
に

詠
ま

れ、

詠
歌
数
で

は

上
位
二

位

を

占
め

て

い

る
。

た

ち

ば
な

は

万

葉
集
全

体
の

中
で

も

そ

の

詠
歌
数
は

六

九
首
と

第

七

位
で

あ

り、

多
い
。

こ

の

た

ち
ば
な
は

古
代
の

ミ

カ

ン

類
の

総
称
で、

い

わ

ゆ

る

コ

ミ

カ

ン

の

こ

と

で

あ

り
、

今
日

の

ヤ

ブ

コ

ウ
ジ

科
の

カ
ラ

タ

チ

バ

ナ

で

は

な

い
。

し

か

も

六

九
首
中
の

殆
ど
六

二

首
が

は

な

た
ち

ば
な

と

し

て

詠
ま

れ

て

い

る。

つ

ま

り、

た

ち

ば
な

と

い

え

ば
五

月

に

咲
く

白

い

花
の

イ

メ

ー

ジ

を
万

葉
び

と

は

思
い

描

い

て

い

た

も
の

と

思
わ

れ

る。

ま

た、

初
夏
の

花
と

し

て

は

菖
蒲
と

共
に

玉
に

貫
い

て

邪

気
を

払
う

た

め、

か

ず
ら

に

し
た

り

ほ

と

と

ぎ
す
と

取
り

合
わ

せ

て

詠
ん

だ

り

し

て

い

る。

家
持
の

二

三

首
中、

越
中
で

の

作

は

十
三

首

で

あ

る。

巻

長
九

の

四．
、

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　
や

　
ど

　

　

う

ゑ

き

〇

七
の

長
歌
に

は

「
…

…

…

わ

が

屋
戸

の

植
木
橘
花
に

散
る

…

…

…」

と
い

う

表
現

が

あ
る

と

こ

ろ

か

ら、

国
庁
の

館
の

庭
に

植
え

て

鑑
賞
し

て

い

た

こ

と

が

わ

か

る。

　
ふ

ち
に

つ

い

て

は

集
中
二

七

首
詠
ま

れ
て

お

り、

越
中
万

葉
で

は

そ

の

半

数
以

上

の

十
五

首
が

詠
ま
れ

て

い

る
。

そ

の

す
べ

て

が

花

の

咲
い

た

実
景
で

あ
る。

二

七

首

の

う
ち

の

十
七

首
が

「

藤
浪」

（
藤
波）

と

し

て

ふ

ち
の

花
の

形

状
を

波
に

見
立
て

て

詠
ん

で

い

る。

こ

の

う

ち、

ふ

ち
の

花
の

美
し

さ

を

絶
賛
し

て

詠
ん

だ

家
持
の

次

の

歌
は

代
表
的
な

も
の

で

あ

ろ

う。

天
平
勝
宝
二

年
四

月
十
二

日

「
布
勢
の

水
海
に

遊
覧」

し

た

折
の

見
事
な

作
で

あ

る
。

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
た

ま

藤
波
の

影
な

す
海
の

底
清
み

し

つ

く

石

を

も
珠
と

そ
わ
が
見
る

（

巻

十
九、

四
．

九

九）

・

藤
の

花
が

波
の

よ

う

に

咲
い

て

い

て、

そ

れ

が

影
を

映
す

海
の

底
が

清
ら

か

な
の

で、

沈
ん

で

い

る

石

ま

で

珠
に

見
え

る

こ

と

だ。

　

さ
て、

こ

の

よ

う

に

多
く
の

植
物
が

越
中
万
葉
に

色
ど

り

を

添
え

て

い

る

が、

先

に

東
歌

を
考
察
し

た

際
に

は、

そ

の

殆
ど
の

植
物
が

修
辞
上
の

技
巧
と

し

て

用
い

ら

れ、

東
び

と

の

植
物
に

対
す
る

素
朴
な
気
持
が、

あ

る

時
は

大

胆

に、

ま

た
率
直

に

一 2〃
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伊
波
世
野

余
　
秋
芽

子
之
努
芸
　
馬
並
　
始
鷹
礑
太
余

　
不

為
哉
将
別

　
　
・

石
瀬
野
に、

秋
の

は

ぎ
を
踏
み

し

だ
き

な
が

ら

馬
を

並
べ

て

今
年
初
め

て

の

　
　
　

鷹
狩
り

を

さ

え

し

な

い

ま
ま

に

別
れ

る

こ

と

で

し

ょ

う

か。

　
天
平
勝
宝
三

年
七

月、

家
持
は

少
納
言
に

任
官
し

て

越
中
を

離
れ
る

こ

と

に

な

る。

そ

こ

で

別
れ

を
惜
し
ん

で、

た

ま

た

ま

不
在
だ
っ

た
親
友
の

久
米
広

縄
に

歌
を
作
っ

て

残
し

た

の

が

こ

の

歌
で

あ
る。

広

縄
は

下
僚
で

は
あ
っ

た

が、

家
持
の

越
中
在
任

中
の

よ

き

作
歌
仲
間
の
一

人
で

あ
り、

深
い

交
遊
が
あ

っ

た

だ
け
に

惜
別
の

感
も

ひ

と

し

お

で

あ
っ

た
だ
ろ

う。

こ

の

歌
の

背
景
に

は、

前
年
に

作
っ

た

鷹
狩
り

の

長

歌

四
一

五

四

が

あ
る。

恐

ら

く
こ

の

時
広
縄
も
一

緒
だ
っ

た

に

違
い

な

い
。

　
越
中
万

葉
は

こ

の

歌
に

続
く

家
持
の

次
の

二

首
で

終
っ

て

い

る
。

　
　
　
　
ざ

か

　

こ

し

　

い

つ

と

せ

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

よ

ひ

切

　
し

な
離
る

越
に

五

箇
年
住
み

住
み

て

立
ち

別

れ
ま

く
惜
し

き

宵
か
も

　
（

同、

四
二

五

〇
）

・

越
の

国

に

五

年
間
も

住
み

続
け
て

わ

れ
る

今
宵
で

す。

、

今
こ

う

し
て

別
れ

る

こ

と

が
惜
し

く

思

　

　
た

ま

ほ

こ

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　
　
　
　

こ

と

と

　

　

お

ω
　
玉

桙
の

道
に

出
で

立
ち
行
く

わ
れ

は

君
が

事
跡
を

負
ひ

て

し

行
か

む

　

　

（
同、

四．
一
五
一
）

　
・

都
へ

の

道
に

出
て、

い

よ

い

よ
出
発
す

る

私
は

あ
な

た

の

業
績
を

背
負
っ

て

　

　

行
き

ま

す。

⇔り
は

旅
人
の

帰
京
に

際
し

て

山
上

憶
良
が

詠
ん

だ
歌
を
踏
襲
し

て

い

る

が、

越
の

国
の

自
然
や

風
俗
に

融
け
込
ん

で

い

た

家
持
の

立

ち

去
り

難
い

心

情
が

察
し

ら

れ

る。

 
は

射
水
郡
の

郡

司
と

の

別
れ
を

具
体
的
事
象
を

盛
り

こ

ん
で

詠
ん

だ
も

の

で

あ

る。

　
さ

て、
．

ぽ
ぎ
で

あ

る

が、

は

ぎ
は

植
物
を

詠

み

こ

ん

だ

万

葉
集
の

中
で

最
も

多
く、

一

四

二

首
に

詠
ま

れ
て

い

る．

第
二

位
は

た
へ

（
た

く
・

ゆ

ふ）

の
一

三

八

首、

第

三

位
は

う
め

の
一
一

九

首
と

な
っ

て

い

る。

万

葉
び
と

が

い

か

に

は

ぎ
を

愛

し、

賞

で

て

い

た

か

が

わ

か

る。

山

野

に

自
生
す

る

も

の

や

庭
に

わ

ざ
わ
ざ
植
え

た

も

の

を

詠
ん

だ
り、

時
に

は

は

ぎ
の

花
に

秋
の

季
節
を
感
じ、

ま

た

散
る
の

を

惜
し
ん

だ
り、

あ

る
い

は

は

ぎ
の

古
枝、

雨
に

ぬ

れ

た

花、

風
に

な

び
く

様、

は

ぎ
の

紅
葉、

白

露

と

は

ぎ、

鹿
と

は

ぎ、

雁
と
は

ぎ、

な

ど

野

趣
豊
か
で

秋
の

景
物
に

ぴ

っ

た

り
の

は

ぎ
の

優
雅
な
特
徴
を

万

葉
び
と

の

目
は

し

っ

か

り

と

と

ら

え

て

い

る。

　
た

だ、

修
辞
上

の

技
巧
と
し

て

で

は

な
く、

実
景
と

し

て

美
的
観
照

の

対

象
と

し

て

詠
ん

で

い

る

の

が

殆
ど

で

あ

る

が、

は

ぎ
を

「

秋
は
ぎ」

と

い

う

こ

と

ば
で

固
定

し

て

詠
ん

で

い

る

歌
が

全
体
の

半
数
以
上
の

八

六

首
も
あ

る

の

は

い

さ

さ
か

類

型
的

と

い

え

よ

う
。

　
は

ぎ
の

歌
は

越
中
万

葉
に

は

家
持
作
が

こ

の

四

二

四

九

の

他
に

三

首
と、

光
明

皇

后
作
の
一

首
四

二

二

四

の

歌
が

あ

る。

し

か

し、

こ

の

歌
に

は

河
辺

朝
臣
東

人
が

伝

誦
し

た

も
の

と

の

注
記
が

あ

る。

　
と

こ

ろ

で、

は

ぎ
は

漢
字
表
記
で

は

「
芽
子
」

と

な
っ

て

い

る
。

こ

れ

は

は

ぎ
は

古
株
か

ら
芽
を

出
し

て

増
え

る

か

ら

だ
と

さ
れ
て

い

る。

ま

た、

萩
と

い

う

漢
字
は

秋
草
を

代
表
す
る

も

の

だ
か
ら

と
い

う

こ

と

で

作
ら

れ

た

国

字
で

あ

る。

春
の

代
表

「

椿」

も

同
様
で

あ
る。

漢
名
は
一

般
に

「
胡
枝
花」

が

あ

て

ら

れ

て

い

る。

・

は

ぎ

ー
…

マ

メ

科

一
〃

一
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家
持
が、

庭
中
花
に

感
を
発
し

て、

遠
国

に

於
け
る

寂
寥
の

心
を

歌
は

う

と

し

て

居

る

こ

と

は

分
る

が、

全
体
の

構
成

が

常
識
的
で

あ
る

許
り

で

な
く、

中

心

と

な

る

妻
へ

の

思
慕
を
あ

ら

は

す

に

ナ

デ
シ

コ

が
　
ソ

ノ

ハ

ナ

ヅ
マ

ニ

　
サ

ユ

リ

バ

ナ

　
ユ

リ

モ

と

い

ふ

如
き

言
葉
の

端
の

技
巧
を

主
と

し
て、

そ

れ

以
上

深

く

這

入
れ

な

い

の

は

低
調
と
い

は

ざ

る

を

得
な
い
。

　

た
し

か

に
一

つ

の

見
方
で

は

あ

ろ

う。

ま

た、

こ

の

歌
が

作
ら

れ

た

の

は

天

平
感

宝
元
年

の

閏
五
月

だ
か

ら
、

越
中
に

赴
任
し

て

満
二

年
十
一

か

月

で
、

「

あ
ら

た

ま

　

　

　
い

つ

と

せ

の

年
の

五

年
…

…

…

…

…」

と

い

う

五

年
で

は
な

い
。

感
違
い

か

も

し
れ

な

い

が、

そ

う

し

た

思
い

違
い

が

あ
っ

た

に

し

て

も、

歌
そ

の

も

の

に

は

自
ら

の

心
を

慰
め、

花
を

植
え、

妻
を

思

う

心
情
が

率
直
に

吐

露
さ

れ

て

い

る

こ

と

は

否
め
な

い
。

遠
く

離
れ

た

都
に

い

る

妻
を、

越
中
の

館
の

庭
に

植
え

た
な

で

し

こ

の

花
や
ゆ
り

の

花
に

重
ね

て

偲

ぶ。

そ

れ

は

花
の

よ

う

に

美
し
い

妻
と

単
純
に

言
っ

て

い

る

の

で

は

な
い
。

山
田

宗
睦
が

「
花
の

文
化
史」

で
、

こ

の

歌
に

つ

い

て

長
歌
の

中
の

「
花
妻
」

を

　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
た

ま

ま

じ

「
人

間

と

植
物
と
の

神
聖

な

魂
交
わ

り

を
か
か

わ

ら

せ

て

い

る
」

と
み

て、

「
花
妻
と

は

た

ん

に

花

の

よ

う

に

美
し

い

妻
な
の

で

は
な

く、

花
の

よ

う

に

美
し

い

が

手
を
ふ

れ
る

こ

と

の

出
来
な

い

妻
の

意
で

あ
る」

と

述
べ

て

い

る

こ

と

に

注
目
し

た

い
。

た

し
か
に、

反

歌

に

は

妻
へ

の

思
い

が
凝
縮
さ

れ、

そ

の

少
女
つ

ま

り
妻
の

初
々

し

い

微
笑
が

淡

紅
色
の

な

で

し

こ

の

花
の

美
し

さ

と

重
っ

て

歌
全
体
を

官
能
的
な

美
し

さ

に

結
晶
さ

せ

て

い

る。

こ

の

美
し
さ

を

「
に

ほ

ひ」

と

表
現
し

て

い

る

と

こ

ろ

が

い

か
に

も

家
持
ら

し

い

と
い

う
べ

き
だ
ろ

う。

「
に

ほ

ひ
」

の

用

例
は
家
持
に

は

極
め

　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

を

と

め

て

多
い。

四

〇一

＝

の

「

雄
神
川
紅
に

ほ

ふ

少
女
ら

し

…

…

…」

も

然
り

で

あ

る。

と

も

あ
れ

、

な

で

し

こ

は

家
持
が
特
に

好
ん

だ
花
の
「

つ

で

あ

る

こ

と
は

間

違
い

な

い
。

次
の

家
持
の

歌
は
す
べ

て

こ

の

事
実
を

伝
え
て

い

る

と
い

え

よ

う。

（ア）（イ）（ウ）

　

　
や

　
ど

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
た

　
を

わ

が

屋
前
の

な

で

し

こ

の

花
盛
り
な

り

手
折
り

て
一

目
見
せ

む

児
も

が

も

（
巻
八、
　「

四

九

六
）

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
し

な

で

し

こ

は

咲
き

て

散
り
ぬ

と

人

は

言
へ

ど

わ

が

標
め

し

野
の

花
に

あ

ら
め

や

も
（
同、
　一

五
一

〇）

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
ほ

な
で

し

こ

が
花
取
り

持
ち

て

う

つ

ら

う

づ

ら

見
ま

く
の

欲
し

き

君

に

も

あ

る

か

も

（
巻
二

十、

四

四

四

九
）

・

な
で

し

こ

ー
ナ
デ
シ

コ

科

　
　

ナ
デ
シ

コ

の

名
は

「

大
和
本
草」

に

よ
る

と

「

撫
子
と

は

花
の

形

ち

ひ

　
　

さ

か

に

て

其
愛
す
べ

き

を
以
て

名
つ

く
」

と

あ

る

よ

う

に

可
憐
な

花
の

　
　

様
子
に

も

と

つ

い

た

も

の

で、

カ

ワ

ラ

ナ

デ
シ

コ

は

河
原
に

生
え
る

か

　
　

ら

で
、

ヤ

マ

ト

ナ

デ
シ

コ

は

唐
撫
子

に

対
し

て

い

っ

た

も

の

で

あ
る。

　
　

低
地
や

山

地
の

日

当
た

り

の

よ

い

草
地

に

生
え
る

多
年

草
で、

花
は

五

　
　

弁
で

あ
り、

先

が

細
か

く

切
れ

込
み、

筒
状
の

が

く

が

あ

る。

26、

は

ぎ
い

は

せ

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
な

　

　

　
は

つ

と

が

り

石

瀬
野

に

秋
萩
し

の

ぎ
馬
並

め

て

初
鷹
猟

だ
に

せ

ず
や

別

れ

む

四

二

四

九
）

（

巻
十
九、

一
ノ3 一
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も

ま
た

特
別
な

も

の

と

し

て

扱
わ

れ、

神
話
伝
説
に

も

櫛
を
め

ぐ
る

話
が

多
い
。

　

集
中、

つ

げ
の

み

え

る

歌
は

こ

の

二

首
の

他
に

四

首
あ

る

が、

「

黄
楊
小

櫛」

が

三

首、
「
黄
楊
枕」

が
一

首
と、

す
べ

て

つ

げ
で

作
っ

た

調
度
品
と

し

て

詠
ま

れ
て

い

る
。

つ

げ
の

木
そ

の

も

の

で

は

な

い
。

万
葉
以
後
の

作
品
に

も、

櫛
や
枕
の

擬
人

化
表
現
の

歌
が

あ

る
。

そ

の

多
く

は

万

葉
集
の

歌
を

ふ

ま

え
た

も

の

で

あ

る。

・

つ

げ

　
　
ツ

ゲ
科

　

　

漢
名
で

は

黄
楊
木。

日

本
名
の

ツ

ゲ
の

ホ
ン

ツ

ゲ

は

ツ

ゲ
の

本
物
と

い

　

　

う

意
味

で

イ
ヌ

ツ

ゲ
に

対
す
る

名
で

あ

る。

関

東
か

ら

本
州
の

西、

四

　

　

国

九
州

な
ど

の

暖
地
の

山

林
に

生
え
る

常
緑
の

高
木。

ツ

ゲ
材
は

黄
色

　

　

ま

た
は

淡
褐
色
で

極
め

て

堅

く、

緻
密
で

狂
い

が

少
な

く

粘
り

気
が

強

　

　

く、

現
在
で

も

定
規、

印
在、

彫

刻
材
な

ど

に

利
用
さ

れ

て

い

る
。

25
、

な
で

し

こ

ひ

と

も

と

一

本
の

な
で

し
こ

植
ゑ
し

そ

の

心

誰
に

見
せ

む

と
思
ひ

そ
め

け
む

（
巻
十
八、

四

〇
七

〇）

比
登

母
等
能
　
奈
泥
之
故
宇
恵
之

　
曽
能
許
己

呂
　
多
礼
余
見
世
牟
等

　
・
一

本
の

な

で

し

こ

を

私
が

植
え

た
が、

そ

の

心
は

だ
れ

に

見
せ

よ

う
と

思

い

　
　
立
っ

た
こ

と

だ
ろ

う。

（
あ

な
た

に

見
せ

た
い

一

心
で

あ
っ

た

の

に
）

こ

の

歌
に

は
次
の

左

注
が
あ
る。

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　

み

や

ニ

　

　

　
右
は、

先

の

国
師

の

従
僧
清
見
京
師
に

入

る
べ

し。

因

り

て

飲

饌

を

設

け

て

　

　

　
饗
宴
す

。

時
に

主

人
大
伴
宿
祢
家
持
此
の

歌
詞

を

作
り

て、

酒

を

清

見

に

送

　

　

　
れ

り。

　
い

つ

頃
作
っ

た
歌
か

定
か

で

な

い

が、

家
持
が

せ

っ

か
く

先
の

国

師
の

従
僧
で

あ
っ

た

清
見
に

見
せ

よ

う

と

思
っ

て

植
え
た

な

で

し

こ

の

花
が

咲
か

な
い

う

ち

に

去
る
の

か

と

別
れ

を

惜
し

ん

で

詠
ん

だ
も

の

で

あ
る。

　

な

で

し

こ

を

詠
ん

だ
歌
は

集
中
に
二

十
六

首
と

多
い

が、

憶
良

が

秋
の

七

種
の
、

つ

と

し

て

詠
ん

だ
り、

万

葉
び

と、

特
に

都
の

人
び
と

は

な

で

し

こ

を

秋
の

野
の

代

表
的
な
花
と

し

て

鑑
賞
し

て

い

た
の

だ
ろ

う。

二

十
六

首
中、

十
一

首

が
家
持
作
で

あ

り、

そ
の

多
く

は
実
際
に

花
の

美
し

さ

を

詠
ん

で

い

る。

十
一

首
中、

六

首

が

越

中
万

葉
に

入
っ

て

い

る。

次
の

二

首
は

家
持
作
の

長
歌

と

反
歌
で

あ
る。

　

　
　
　
　

　

　
　
み

か

ど

　
　

　
　

ま

 

　
大
君
の

　
遠
の

朝
延
と

　
任
き

給
ふ

…

…

…

…

…

な
で

し
こ

を

屋

戸

に

蒔
き

　

　
お

ほ

　

　
生
し

　
夏
の

野
の

…

…

…

…

…

（
巻
十
八、

四
一

＝
二）

　
・

天
皇

の

遠
い

田

舎
の

役
所
と

し

て、

ご

任
命
に

な

る

…

…

…

…

な

で

し

こ

の

　

　
種
を

わ
が

家
に

ま

い

て

育
て、

夏
の

野

の

…

…

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

を

と

め

ω
　
な
で

し

こ

が

花
見
る

ご
と

に

少
女
ら

が

笑
ま

ひ

の

に

ほ

ひ

思
ほ

ゆ
る

か

も

　
　

（

同、

四
一
一

四
）

　
・

な

で

し

こ

の

花
を

見
る

た

び
に、

少
女
ら
の

美
し

い

笑

顔
が

思

わ
れ

る

よ。

　
い

わ

ゆ

る

「
庭
中
花
詠
作」

の

題
詞

の

と

お

り

の

作
で

あ
る

が、

の

よ

う

な

き
び
し

い

見
方
を

し

て

い

る。

「
私
注
」

は

次
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・

す
も

も

　
　

バ

ラ

科

　

　

中
国
原
産
の

落
葉
高
木
で、

古
く

日
本
に

渡
来
し、

主

に

果
樹
と

し

て

　

　

栽
培
さ

れ

た。
　
「
桃
李
も

の

言

は

ざ
れ
ど

下

お

の

つ

か

ら

蹊
を

成
す」

　

　

や

「
李
下
に

冠
を

正

さ

ず」

な

ど

は

中
国
の

故
事
に

由

来
す

る
。

四

月

　

　

に

白
い

花
を

つ

け、

実
は

黄
ま

た

は

赤
紫
色
に

熟
す。

24、

つ

げ小 を 古tl
櫛 5にk

　

　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
し

の

　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
つ

　

げ

あ

り
け

る

わ

ざ
の

…

…
…

…

…

い

や
遠
に

　
偲
ひ

に

せ

よ

と

　
黄
楊

　

　
さ

し

か

刺
し

け

ら
し

　
生
ひ

て

靡
け

り

（
巻
十
九、

四一

二

一
）

古
余

　
有
家
流
和
射
乃
…

…

…

…

…
伊
也
遠
余

小

櫛
　
之
賀
左
志
家
良
之

　
生

而

靡
有

思

努
比

余

勢
餘
等
　

黄
楊

　
　
・

昔
あ
っ

た
と

い

う
こ

と
で

…

…

…

…
…

末
長
く

偲
ぶ

よ

す
が

に

し

な

さ

い

と、

　
　

　
小

さ

な

つ

げ
の

櫛
を

こ

の

よ

う

に

刺
し
た
ら

し

い
。

　
　

　
　

　

　

　

　

　

　
　
を

と

め

　

つ

か

　

　

　

こ

た

　
こ

の

長
歌
に

は

「

追
ひ

て

処
女
の

墓
の

歌
に

同
ふ

る
一

首

　
短
歌
を
并
せ

た

り」

　
　

　
　

　

　

　

　

　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
う

な

い

を

と

め

と

い

う

題
詞
が

あ

る。

処
女
の

墓
の

歌
と

い

う
の

は、

昔
摂
津
国

葦
屋
の

莵
原

処
女

　
ち

ぬ

を

と

こ

　

　
う

な

い

を

と

こ

が

血
沼
壮
士

と
莵
原
壮
士
の

二

人

の

男
性
か

ら
熱
烈

な

求
婚
を

受
け、

困
っ

て

遂
に

　
　

　
　

　

　

　

　

　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
あ

し

や

　

を

と

め

自
殺
す

る

と

い

う

伝
説
を

歌
っ

た

も

の

で、

集
中
に

は

田

辺
福
麻
呂

の

「

葦
屋

処
女

の

墓
を

過
ぎ
し

時
に

作
れ
る

歌
一

首
　
并
せ

て

短
歌」
（
巻
九、

一

八

〇
一

の

題
詞）

　
　

　
　

　

　

　

　

　

う

な

い

を

と

め

と、

高
橋
虫
麻
呂
の

「
莵
原
処
女
の

墓
を

見
た

る

歌
一

首
　
并
せ

て

短
歌」

（
同、

一

八

〇

九
の

題
詞）

の

二

首
が

あ
る。

二

人

は

実
際
に

墓
を
見
て

詠
ん

で

い

る

が、

家
持
は
実
際
に

は

見
て

い

な

い
。

越
中
に

あ
っ

て

こ

の

二

首
の

内
容
を

心

に

描
き

な

が

ら、

莵
原
処
女
の

死

に

追
和
し

た

形
で

長
歌
と
短

歌
を

詠
ん

で

い

る。

な

ぜ
こ

の

よ

う

な

歌
を
作
っ

た

か

定
か

で

は

な
い。

内
容
か
ら

高
橋
虫
麻
呂
の

歌
の

影
響
が

濃

く

出
て

い

る
。

虫
麻
呂
の

歌
に

よ

る

と、

中
央

に

処
女
の

墓
を

作
り

、

両

側
に

壮
士

の

墓
を

作
っ

た。

中
央
の

処
女
塚
の

木
が

血

沼

壮
士
の

方
に

な

び

い

て

い

る

の

で、

血

沼

壮
士

が

好
き
だ
っ

た

の

だ
ろ

う

と

歌
っ

て

い

る
。

し

か

し、

こ

の

木
が

ど

ん

な

木
か

は

明

ら

か

に

し

て

い

な
い
。

家
持
は
つ

げ
の

櫛
を

処
女
の

墓

に

刺
し

た

ら

つ

げ

の

木
が

生
え

て

枝
を

風
に

な
び
か

せ

て

い

る

と

歌
っ

て

い

る。

　

次
は

反

歌
で

あ
る

。

を

と

め

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
つ
げ

を

ぐ

し

お

　

　

　

　

　

お

　

　

な

び

少
女
ら

が

後
の

し

る

し

と

黄
楊
小
櫛
生

ひ

か

は

り

生
ひ

て

靡
き

け

ら

し

も

　
（
同、

四

二
一

二
）

・

少
女
の

記
念
と

し

て

刺
し

た

小

さ

な
つ

げ
の

櫛
は

木
と

な
っ

て

生
え
か

わ

り、

今
は

成
長
し

て

風
に

な
び
い

て

い

る

ら

し

い

よ。

　

「

靡
き

け
ら

し

も」

と

結
ん

で

い

る

の

は

先
の

長
歌

で

「

古
に

あ

り

け
る

わ

ざ
の

く

す奇
ば
し

き

事
と

言
ひ

継
ぐ
…

…・
三

と

相
呼
応
す

る

も

の

で、

い

か

に

も

伝
説

的
な

こ

と

の

表
現
で

あ
る。

　

墓
に

は

昔
は

死
者
の

命
を

伝
え

る

た

め

松
の

木
を
植
え

た。

松
は

長
寿
の

木
だ
か

ら

で

あ
っ

た。

し

か

し、

こ

の

場
合
は

つ

げ
の

木
で

あ
る。

つ

げ
も

ま
た

葉
が

つ

ぎ

つ

ぎ
に

密
に

つ

い

て

い

る

と
い

う

名
前
か

ら

長
寿
の

木
と

さ
れ

た

と

も

考
え

ら

れ

る

が、

つ

げ
の

木
は

堅

い

の

が
特

徴
で、

櫛
を

は

じ

め

身
の

廻

り

の

諸
調
度
品
の

用
材

と

し

て

よ

く

使
わ

れ、

そ

れ

ら

を

死

者
と

共
に

葬
る

風
習
が
あ
っ

た。

櫛
そ

の

も

の
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23、

す
も
も

　

　
　

す
も

も

わ

が

園

の

李
の

花
か

庭
に

降
る

は

だ
れ
の

い

ま

だ
残
り

た

る

か

も

（

巻
十
九、

四
｛

四

〇）

吾
園

之

　
李
花
可
　
庭
余
落

　
波
太
礼

能
末

　
遺
在
可
母

　

　
・

あ
れ

は

わ

が
家
の

庭
の

す
も

も

の

花
だ
ろ

う

か、

庭
に

散
っ

て

い

る

の

は
。

　

　
　

そ
れ

と

も、

庭
に

降
っ

た

雪
が

ま

だ
消
え

ず
に

残
っ

て

い

る

の

だ
ろ

う

か
。

　

こ

の

歌
は

巻
十
九
の

冒

頭
の

次
の

歌
で、

題
詞

の

原
文
に

は

「
眺
矚
春
苑
桃
李
花

作．
一

首」

と

あ

る、

春
の

庭
に

咲
く

桃
李
の

花
を

眺
め

て

二

首
詠
ん

だ
の

で

あ

る。

し

た
が
っ

て

二

首
は
一

対
の

歌
と

し

て

味
わ

う
べ

き
も

の

で

あ

ろ

う。

　

庭
に

降
る

の

三

句
で

切

る

の

か
。

こ

れ

が

四

句
の

は

だ
れ

の

に

か

か

る

の

か

に

よ
っ

て

歌
意
が

変
っ

て

く

る。

つ

ま

り、

前
者
の

場
合
は

三

句
切
れ、

後
者
と

す
れ

ば
二

句
切
れ

と

な

る。

降
る

に

つ

い

て

は

原
文
は

「
落
」

と

あ

る

が、

花
で

あ

れ、

雪

で

あ

れ、

庭
に

降
る

の

も

散
る

の

も

意
味
上

は

変
ら

な

い。
　
「
全
註
釈」

も

「
私
注」

「

注
釈
」

も

三

句
切

れ

と

み

て

い

る。

し

か

し、

だ
か

ら
と

い

っ

て

直
ち

に一、一
句
切

れ

と

と

る

の

は

い

か

が

な

も

の

だ
ろ

う

か
。

実
は

こ

の

歌
に

は

背
景
と

な

っ

て

い

る

歌
が
二

つ

あ
っ

て、

一

つ

は

父
旅
人
の

次
の

Oり
の

歌
が

あ

り、

も

う
一

つ

は

ω
の

駿

河
采
女
の

歌
で

あ
る。

（ア ）

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

あ

め

わ

が

園
に

梅
の

花
散
る

ひ

さ

か

た

の

天
よ
り

雪

の

流
れ
来
る

か

も

（
巻
五、

八
二

二
）

・

わ

が

家
の

庭
に

梅
の

花
が

散
っ

て

い

る。

る

の

だ
ろ

う

か。

こ

れ
は

大
空
か

ら

雪
が

流

れ

て

く

　

　
あ

わ

ゆ

き

ω

　
沫
雪
か

は

だ
れ

に

降
る

と

見
る

ま
で

に

流
ら
へ

散
る

は

何
の

花
そ

も

　

　
（
巻
八、
　｝

四

二

〇）

　
・

あ

わ

雪
が

は
ら

は

ら

と

降
る
の

か

と

思
わ

れ

る

ほ

ど

に、

し

き

り
に

流

れ

散

　

　
る

の

は

何
の

花

だ
ろ

う

か。

　

家
持
の

頭
の

中
に

は

こ

の

二

首
の

歌
が
当

然
あ
っ

た
と

考
え

ら

れ

る。

と

り

わ

け、

図

に

は

父
の

作
と

い

う

特
別
の

思
い

入

れ

が

あ
っ

た

だ
ろ

う
。

た

だ、

こ

の

歌
は

明

ら

か

に

二

句
切
れ

に

な
っ

て

い

る
。

家
持
の

歌
の

場
合、

問
題

と

な

る

の

は
、

「

は

だ
れ」

に

あ

る
。

「
は

だ

れ」

が

「
庭

に

降
る」

を

受
け

て

い

る

の

か、

あ

る

い

は

独
立
し

て

い

る

の

か

と

い

う
こ

と

で

あ

る。

情
景
と

し

て

考
え

ら

れ

る

の

は、

す

も

も

の

花
が

「
は

ら

は

ら

と

散
っ

て

い

る」

情
景
と、

ω
の

歌
の

よ

う

に

「
は

ら

は

ら

と

降
っ

た

雪
が

消
え

残
っ

て

い

る」

情
景
が
二

重
に

な
っ

て

い

る。

家
持
の

心

象
風

景
に

は

こ

の

二

つ

の

情
景
が

同
時
に

あ
っ

た

と

考
え
ら

れ

な

い

だ
ろ

う

か。

と

す
れ

ば
「
降
る」

（

散
る
）

は

「

は
だ
れ」

の

修
飾
語
と

み

る

の

が

妥
当
と

思

わ

れ

る。

こ

の

こ

と

か

ら、

こ

の

家
持
の

歌
も

旅
人

の

歌
と

同
様
に
二

句

切
れ

と

み

た
い
。

　

い

ず
れ

に

し

て

も、

す
も

も

の

落
花
の

い

ま

だ
清
浄
な

真
白

な

輝
き
を

残

雪
に

比

し

て

詠

ん
で

い

る

家
持
の

心
情
を
察
す
る

に

な

ぜ
か

気
だ

る

さ

と

い

う
か、

凋

落
的

な

も

の
、

孤
独
な

も

の

を

感
じ

ざ

る

を

得
な
い
。

　

す
も

も
を

詠

ん

だ
も

の

は

集
中
こ

の
一

首
だ
け

で

あ

る。
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真
澄

鏡
に

は

ふ

た
が

つ

い

て

い

る

こ

と
か
ら

ふ

た

上

山
に

か

か

る

と

い

う。

こ

の

よ

う

に

長
い

序
詞

は

家
持
の

歌
に

は
珍
ら

し

く

実
に

妖
婉
な

美
辞
が
使
わ

れ
て

い

る

が、

冒
頭
歌
歯

＝
二

九

の

幻
想
的
な

世
界
を
背
景
に、

巻
十
一

の

二

五

〇
二

の

「
真
澄
鏡

手
に

取
り

持
ち

て

朝
な

朝
な

見
れ

ど
も
君
は

飽
く
こ

と

も
な

し
」

の

歌
を

思
い

浮
か

べ

て

詠
ん
だ

も

の

で

は

な
か

ろ

う

か
。

ま
た

終
り

の

部
分
は

巻
八

の
一

六

四

四

の

　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

こ

　

き

　
　

　

　
　

　
し

　
　

　

　
　

　
し

「
引
き

よ

ぢ

て

折
ら

ば
散
る

べ

み

梅
の

花
袖
に

扱
入
れ
つ

染
ま

ば
染
む

と

も」

を

模

倣
し

て

い

る

と

も

み
ら

れ

る。

桃

の

花
を
四

＝
二

九
で

は

少
女
と

の

対
比
に

お
い

て
、

そ
の

美
し

さ

を

実
景
を
ア

レ

ン

ジ

し

た
に

し

て

も

美
の

対
象
と
し

て

焦
点
化
し

て

歌
っ

た。

そ
の

手
法
は

こ

こ

に

お

い

て

も

更
に

強
調
し

た

形
で、

よ

り

幻
想
的、

叙
情
的

に

歌
っ

て

い

る。

家
持
の

美
意
識
の

世
界
は

こ

の

よ

う

に

さ

ま

ざ
ま

な
歌
の

合
成
に

よ
っ

て

構
築
さ

れ

て

い

る

と

い

え

る。

そ

れ

は

勿
論
長
歌
だ
っ

た

か

ら
可
能
だ
っ

た

の

だ
ろ

う。

　

も

も

は

元
来、

中
国
原
産
で

あ
っ

て、

古
く

日

本
に

渡
来
し

た
と
い

わ
れ

て

い

る。

た

し
か

に

「

古
事
記」

に

は

伊
邪

那
岐
の

命
が

雷
人
に

対
し、

桃
の

実
を

投
げ
て

撃

退
し

た

と

い

う
神
話
が

あ
る

。

古
代
人
は

う
め

や

も

も

は

実
を
食
べ

る

こ

と

を

第
一

と

し

た

こ

と

だ
ろ

う。

特
に

も

も

に

は
邪

気
を

払
う

霊
力
が

あ
る

と
中
国

の

占
代
民

俗
信
仰
は

伝
え

て

い

る。

し

か

し、

こ

れ

ら

の

花
を

全
く

無
視
し

た
と

は

考
え
に

く

い
。

万

葉
集
に

は

も
も

の

花
を

詠

ん

だ
歌
が
七

首
も

あ
り、

紅
の

花
は

た

と

え

序
詞

と
し

て

で

あ
っ

て

も

や

は

り

万

葉
び
と

に

と

っ

て

は

美
の

対
象
で

あ
っ

た

こ

と

は

間

違
い

な
い
。

　

次
に、

先
に

「
巻
末
の

三

首
云
々
」

と

述
べ

た

の

で、

付
記
し

て

お
き

た

い。

二

九
〇）

・

春
の

野

に

霞
が

た

な

び

い

て

心

は

悲
し

い
。

す
が
鳴
い

て

い

る。

こ

の

夕
暮
の

光
の

中
で

う

ぐ
い

　

　

　

　
や

　
ど

　

　
　
　

　

　

　

む

ら

た

け

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　
　

ゆ

ふ

ぺ

ω
　
わ

が

屋
戸
の

い

さ

さ

群
竹
吹
く
風
の

音
の

か

そ

け
き
こ

の

夕

か

も

　

　

（
同、

四

二

九
一
）

　
・

わ

が

家
の

わ

ず
か

な

竹
林
に、

吹
く
風
の

音
が

か
す
か

に

聞
こ

え

る

こ

の

夕

　

　

暮
で

あ

る。

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　
は

る

び

　

　

　

　

　

　

　

　

こ

こ

ろ

回

　
う

ら

う

ら

に

照

れ

る

春
日

に

ひ

ば
り

あ
が
り

情
悲
し
も

ひ

と

り

し

お

も
へ

ば

　

　
（
同、

四

二

九
二
）

　
．

う

ら
ら

か

に

照
っ

て
い

る

春
の

日

に、

ひ

ば
り

が

飛
び
か
け

上

が

り、

そ

の

　

　
さ

え

ず
り

に

心
が

悲
し

い

こ

と
だ。

ひ

と

り
物
を

思
っ

て

い

る

と。

な
お、

冒
頭
歌
二

首
の

う
ち
の
…

首
は

次
の

「

す

も
も」

の

項
で

述
べ

る
。

・

も

も

ー．
・

バ

ラ

科

　

　

中
国

で

は

三

千
年
以

上

も

昔
か

ら
栽
培
さ

れ
て

い

た

ら

し

い
。

日

本
へ

　

　

は

弥
生
時
代
の

遺
跡
か

ら

種
子
が

出
土
し

て

い

る

こ

と

か

ら、

古
代
か

　

　

ら

栽
培
さ

れ

て

い

た

可
能
性
が

あ
る。

落
葉
高
木
で、

花
は

三

月
か

ら

　

　

四

月
に

咲
き

実
は

淡
黄
色
に

熟
す。

一
ノ4 一
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切

　
春
の

野

に

霞
た

な

び

き

う
ら

悲
し

こ

の

夕
か

げ
に

鶯
鳴
く

も

（
巻
十
九、

四
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22、

も
も

カ

タ

ク

リ

と
呼
ば
れ

て

い

る。

北
海
道
か

ら

本
州
の

林
中
に

群
生
す
る

多
年
草
で、

早
春、

地

下
茎
か

ら

二

十
〜

三

十
セ

ン

チ

の

茎

を

伸
ば
し

一

対
の

葉
を

出
し、

紅
紫
色
の

花
を

つ

け
る。

　

そ

の

く

れ

な

ゐ

　
　
　

　

　

　

　

　

　

し

た

で

　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

を

と

め

春
の

苑
紅

に

ほ

ふ

桃
の

花

下
照
る

道
に

出
で

立
つ

少

女
（

巻
十
九、

九）春
苑
　
紅
余
保
布
　
桃
花
　
下
照
道
余
　
出
立

撼
嬬

四

＝
二

　

　
・

春
の

苑
に

紅
の

美
し
い

も

も

の

花
が

照
り

映
え

て

い

る。

そ

の

下
を

照
ら

す

　

　
　
道
に

立

つ

少
女
よ。

　

巻
十
九
の

冒
頭

歌
で

あ
る

。

こ

の

巻
に

は

長
歌
二

三

首、

短
歌

＝
二

一

首、

合
計

一

五

四

首
あ

り、

家
持
の

作
は
一

〇
三

首
で、

越
中
在
任
中
の

約
半
数
を

占
め、

あ

た

か
も

家
持
歌
集
の

観
が

あ

る。

と

く

に、

こ

の

歌
を

含
め

た

冒
頭
の

二

首
と、

絶

唱
と
い

わ
れ

る

巻
末
の

三

首
は

見
事
で

あ

り、

秀
作
が

多
く

巻
十
九
一

巻
に

歌
人
家

持
の

す
べ

て

が

封
じ
込
め

ら

れ
て

い

る

と

い

っ

て

も
過
言
で

は

な

い
。

　

こ

の

歌
は
極
め
て

色
彩
的、

絵
画
的
で

あ

り、

表
現
の

仕
方
も
初
句、

三

句、

五

句
が

体
言
止
に

な
っ

て

お

り、

桃
の

花
の

紅
の

ス

ポ
ッ

ト

を
浴
び
た
一

人
の

少
女
を

配
し

て、

い

か
に

も

立
体
的、

印
象
的
な

構
図
に

な
っ

て

い

る
。

　
「
万

葉
秀
歌」

で、

「
何
と

な
く

支
那
の

詩
的
感
覚
が

あ

り、

美
麗
に

し

て

濃
厚
な

感
じ

の

す

る

歌
で

あ

る」

と

斉
藤
茂
吉
が
述
べ

て

い

る。

正

倉
院
御
物
の

「

鳥
毛
立
女
屏
風
」

に

描
か
れ

た

「
樹
下
美
人
図」

や

薬
師
寺
の

吉
祥
天

女
像
の

濃
彩
艶
麗
な

さ

ま

を

連
想

す

る

こ

と

は

多
く
の

人
の

指
摘
す
る

と
こ

ろ

で

あ

る。

　

こ

こ

に

詠
ま

れ

た

少
女
は

土
地
の

者
で

あ

る

と

か、

国
庁
に

仕
え

る

女
性

で

あ
ろ

う

と

か、

あ
る

い

は

こ

の

頃、

家
持
は

妻
を

越
中
に

迎
え

て

い

た
の

で

妻
坂
上

大
嬢

で

は

な

か

ろ

う

か

な

ど
諸
説
が

あ
る

が、

誰
で

あ

ろ

う

と

か

ま
わ

な

い
。

要
は

家
持

が
目
に

し

た

あ

る

日
あ

る

時
の

貴
重
な

感
動
体
験
が

ふ

と

口

を
つ

い

て

出
た

だ
け
の

こ

と

で

あ
っ

て、

ま

さ

に

花

と
少

女
が

主

体
と

な

っ

た

自
然
諷

詠
の
一

こ

ま

で

あ
る。

桃
の

花
と

少
女
が
一

つ

に

ま

と
ま
っ

て

そ

こ

に

美
の

世
界
が

描

か

れ

て

い

る。

あ
る

い

は
幻
想
で

あ
る

か

も

し

れ

な
い。

事
実、

山

本
健
吉
や

中
西

進
は

ブ

イ
ク

シ

ョ

ン

で

あ
る

と

推
論
し

て

い

る。

た

と

え

そ

う
で

あ
っ

て

も

何
ら

問
題
は

な
い
。

家
持
の

詩

的
発
想
の

中
に

は

現
実、

幻
想、

夢
想
の

重
な

り

が

あ
っ

て

さ

ま

ざ
ま
な

感
動
に

触
発
さ

れ

て

表
出
さ

れ
た

と

も

考
え
ら

れ

る。

四
一

四

三

の

か

た

か

ご
の

歌
に

お

い

て

も

然
り

で

あ

ろ

う。

　

集
中
に

も

も

を

詠
み

こ

ん

だ
歌
は

七

首
あ
る

が
、

こ

の

四

＝
二

九

の

歌

以
外
は

す

べ

て

序
詞
な

ど

修
辞
上

の

技
巧
に

用

い

ら

れ
て

い

る。

次
の

家
持
の

長
歌
も

そ
の

例

で

あ
る。

　
　
　

く

れ

な

い

い
ろ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

お

も

わ

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

を

や

ぎ

桃
の

花

紅
色
に

　
に

ほ

ひ

た

る

　
面
輪
の

う
ち

に

　
青
柳
の

　
　
ゑ

　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
を

と

め

　
　

　
　
　
　
　

も

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

手
に

持
て

る

を

　
咲
み

ま

が

り

　
朝
影
見
つ

つ

　
少
女
ら

が

ふ

た

が

み

や

ま

二

上
山

に

…

…

…

…

藤
波
の

　
花
な

つ

か

し

み

　
引
き

よ

ぢ
て

　
　
　
し
　
　

　
　
　

　

し

れ

つ

　
染
ま
ば
染
む

と

も

（
巻
十
九、

四
一

九

二）

　

　
ま

よ

ね

細

き

眉
根

ま

　

そ

真

澄
鏡

　

　
こ

　

き

袖

に

扱
入

「
桃
の

花
」

か

ら
「

真
澄
鏡」

ま

で

が

「

二

上

山
」

を

導
く

序
詞
と

な
っ

て

い

る
。

一 1ノ
ー
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・

や
ま

た
ち
ば

な

ー
ヤ

ブ
コ

ウ
ジ

科

　

　

や
ま
た

ち

ば

な
は

ヤ

ブ
コ

ウ

ジ

の

古
名
で、

常
緑
の

低
木
で

あ

る
。

地

　

　

面
を
這
う

よ

う
に

茎
を

伸
ば
す。

夏
七

月

〜

八

月
に

白

い

花
を

つ

け、

　

　

秋
に

実
が

赤

く

熟
し、

春
ま
で

残
る。

山

の

木
陰
な
ど
に

自
生
す
る。

を

開
く。

そ

れ
が

寺
井
の

あ

た

り
に

乱
舞
す

る

よ

う

に

咲
い

て

実
に

美
し

い
。

あ
ま

り

の

美
し

さ
に

つ

い

手
が

出
た

の

だ
ろ

う

か。

お

そ

ら

く

都
で

は

目
に

触
れ

た

こ

と

の

な
い

花
だ
ろ

う。

初
め

て

見
る

花
に

感
動
し

て

詠

ん

だ
も

の

と

思

わ

れ

る。
　
「
全

釈」

の

評

は

こ

の

歌
の

内
容
を

次
の

よ

う

に

想
像
し

て

い

る

の

が

印
象
的
で

あ
る。

N 工工
一Eleotronio 　Library 　Servioe

21、

か

た
か

ご

　

　

　

　
　
や

そ

を

と

め

　

　

く

　

　

　

　

　

　

　

う

へ

も

の

の

ふ

の

八

十
少
女
ら

が
汲
み

ま

が

ふ
寺
井
の

上
の

か

た

か

ご

の

花

（

巻
十
九、

四
｛

四

三）

物
部
乃
　
八

十
撼
嬬
等
之
　
描

乱
　
寺
井
之
於
乃

　
堅

香
子

之

花

　

　
．

沢
山
の

少
女
た

ち

が

入
り

乱
れ

て

水
を

汲
む

寺
の

井
の

ほ

と

り

の

か

た

か

ご

　

　

　
の

花
よ。

　

集
中、

か

た

か

ご

を

詠

ん

だ
歌
は

こ

の
一

首
だ

け

で

あ

る。

こ

れ

に

は

題
詞
が

あ
っ

て、
　
「
か
た

か

ご
の

花
を

手
で

折
り

取
っ

た

歌」

と

あ

る
。

　

大
勢
の

少
女
た

ち
が

集
ま

っ

て

話

を
か

わ
し

な

が

ら

水
を

汲
ん
で

い

る。

ま

さ
に

井
戸
端
会
議
と

い

っ

て

よ

か

ろ

う

か
。

そ

の

ほ

と

り

に

可
憐
な
か

た

く

り

の

群
生
が

あ
る

と
い

う

詩
情
豊
か

な

情
景
で

あ
る。

し

か

し、

家
持
は

そ

れ

を

た

だ
客
観
的
に

眺
め

て

詠
ん

で

い

る

の

で

は

な

い
。

そ

こ

に

咲
い

て

い

る

花
を

わ

ざ

わ
ざ

手

で

折
り

取
っ

て

愛
で

な

が

ら

詠
ん

で

い

る。

　

か

た

く
り

は

朝
方
首
を

深
く

折
り

曲
げ
た

恰
好
か

ら

や

が
て

陽

が

昇
る

に

従
っ

て

少
し

ず
つ

頭

を

上

げ、

陽
が

真
上

に

来
る

頃
に

は

そ

り

返
る

よ

う

に

六

弁
の

花

び

ら

　

寺
の

境
内
の

隅
の

方
に、

た

ん

た
ん

と

湧
き
出
る

清
水
が

湛
へ

て

ゐ

る。

そ

の

後
方
が

直
ち
に

岡

に

な
っ

て、

ゆ
る
い

傾
斜
面
を
な

し

て

ゐ

る。

そ
こ

に

美

し

い

か

た

く

り

の

花
が
一

面
に

咲
い

て

ゐ

る
。

美
し

い

里
の

処
女
ら

は、

水
桶

を

携
へ

て

三
々

五

々

相
集
ま
っ

て

ゐ

る。

ひ

そ

ひ

そ

と

さ

さ

や

き

あ

ふ

も

の

も

あ

り、

大
声
に

語
っ

て

笑
ひ

興
ず
る

も

の

も

あ
り、

時
は

春、

花
も

美
し

い。

映
画

で

も
見
る

や
う

な
鮮
明

な

場
面
で

あ
る。

　

家
持
は

こ

の

歌
の

前
に、

名
歌
と

呼
ば
れ
る

四

＝．一
九

の

「
桃
の

花
」

の

歌
を

詠

ん

だ
り、

ま
た

越
中
赴
任
以
前
に

も
都
で

多
く

の

女
性
を

対
象
と

し
た

甘
美
な

恋
情

を

詠
ん

だ
り

し

て

い

る
。

し

か

し、

越
中
時
代
に

家
持
が

詠
ん

だ

女
性
の

歌
に

は

絢

爛
た
る

豪
華
さ
は

な

い。

あ
る

が

ま

ま
D
美
し

さ

を

諍

い

こ

歌
こ

永
⊃

卑

現
勺

よ

堯

　

　

　

　
　
　
1

　

　ー
　

　
　

　

　
　ー
　
　

　・’
　

　
　

　

　

ー

　．．．
　

　
　

　1
　’
　

ヨ

F
　71

ー一
r一
F

ー一一＝
卩．「
⊆广！
1

殳
卩

F
「

プ

養

賞
の

色
合
い

が

み

ら

れ

る。

そ

れ

は

越
中
の

自
然
や、

風
土
か

ら

来
る

も
の

か
、

あ

る

い

は

家
持
の

年
齢、

ま

た

は

国
守
と

い

う

立

場
か

ら

来
る

も

の

か

わ

か

ら

な
い

が、

詠
歌
の

方
法、

内
容
に

次
第
に

変
化
が

み

ら
れ

る

よ

う

に

な
っ

た

こ

と

は

確
か

で

あ

る。

　　か
　 　た

か か

た こ

奮

慰

毳

　
票
通
称
は

一
ノ2 一
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皿

と
し

て

使
っ

た

こ

と

か

ら
く

る。

皿

と

し

て

い

ち
ば
ん

適
し

て

い

た

植
物
が

「
柏」

だ
っ

た
か

ら

こ

そ

こ

れ

を

カ
シ

ワ

と

い

っ

た。

ホ

オ

の

木
は

本
来
ホ
オ

と

い

う

名
前
で、

カ

シ

ワ

に

す

る

と
便
利
だ
っ

た
か

ら、

い

つ

し

か

ホ
オ

ガ
シ

ワ

と

い

う
名
前
に

な
っ

た。

　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　

　

　

　

　

　
　

　
　

　

　

　

せ

　

こ

　

こ

の

歌
の

前
に

僧
恵
行
が

詠
ん

だ
四

二

〇

四

の

歌
は
「
わ

が

背
子

が

捧
げ
て

持
て

　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　

　

き

ぬ

が

さ

る

ほ

ほ

が

し

は

あ
た

か

も

似
る

か

青
き
蓋」

と

あ

る。

こ

れ

は

わ

が

背
子、

つ

ま

り

家
持
が

持
っ

て

い

る

ほ

ほ

が

し

わ

（
ホ
オ

の

木）

は

葉
が

大
き

く
放
射
状
に

つ

い

て

い

る

様
子
か

ら

青
い

絹
を

張
っ

た

天
蓋
に

似
て

い

る

こ

と

か
ら

家
持
を

賛
美
す
る

気

持
を

含
め

て

詠

ん

だ
の

だ

ろ

う。

遊
覧
の

途
中
の

作
ら

し

い
。

・

ほ

ほ

が

し
は

　
．
・

モ

ク

レ

ン

科

　

　

ホ

オ

ノ

キ

は

漢
名
で、

古
名
は

ホ

オ
ガ
シ

ワ、

ホ
オ

ガ

シ

ワ

ノ

キ
。

こ

　

　

　
の

古
名
は

昔
は

こ

の

葉
に

食
物
を

盛
っ

た

か

ら
で

あ
ろ

う。

　

　

山

地
や
平
地
の

林
中
に

生
え

る

落
葉
高
木。

葉
は

大
形

で

厚
い
。

五

月

　

　

頃
大
き

い

黄
白
色
の

花
を

つ

け
芳
香
が

あ

る。

樹
皮
は

灰

白
色。

20
、

や

ま
た

ち

ば
な

　

　
　

　
け

の

こ

こ

の

雪
の

消
残
る

時
に

い

ざ
行
か

な

や
ま

た

ち

ば

な

の

実
の

照
る

も

見
む

（
巻
十
九、

四

二

二

六）

此
雪
之
　
消
遺
時
余
　
去
来
帰
奈

　
山
橘
之

　
実
光
毛

将
見

　

　
・

こ

の

雪
が

ま
だ
消
え

残
っ

て

い

る

間
に、

さ

あ

行
こ

う。

行
っ

て

や
ま

た

ち

　

　
　

ば

な

の

実
が
輝

い

て

い

る

の

も

見

よ

う。

　

こ

の

歌
は

天
平
勝
宝

二

年
十
二

月

の

作

で、

こ

の

年
の

最
後
の

歌
で

あ

る。

実
景

で

は

な

く、

や
ま

た

ち

ば
な

の

赤
い

実
が

真
臼

い

雪

に

照

り

映
え

て

い

る

い

つ

か

見

た

様
を

思
い

出
し

て、

雪

が
消

え
な

い

う

ち
に

見
に

行
こ

う

と

人
を

誘
っ

て

い

る。

「

き
っ

と

照
り

輝
い

て

い

る

に

ち

が

い

な

い
」

と

い

う

想
像
に

も

実
感
が

こ

も
っ

て

い

る。

植
物
に

対
す
る

家
持
の

デ
リ

ケ

！
ト
な

心

情
が

よ

く

表
出
さ

れ

て
い

る

と
い

っ

て

よ
い
。

よ

く
似
た

作
に

次
の

歌
が

あ

る。

　
け

の

こ

　

　

　

　

あ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

つ

み

　

こ

消
残
り

の

雪
に

合
へ

照
る

あ

し

ひ

き

の

や

ま
た

ち

ば
な

を
つ

と

に

摘
み

来
な

　
（

巻
二

十
、

四

四

七
一
）

・

消
え

残
っ

て

い

る

雪

と

照
り
映
え

あ
っ

て

い

る、

あ

し

ひ

き

の

や
ま
た

ち

ば

な

を
土

産
に

摘
ん

で

き

た

い
。

　

消
え

残
る

雪
の

中
に

小

さ

な

や
ぶ

こ

う

じ

の

真
赤
な
実
が

雪

の

白
さ

に

照

り

映
え

て

い

る

美
し
い

情
景
で

あ
る。

天
平
勝
宝

八

年
作
だ
か

ら
、

都

に

帰
っ

て

六

年

目
と

い

う

こ

と
に

な

る。

こ

の

六
年
間、

家
持
の

身
辺
に

は

さ

ま

ざ
ま

な

こ

と

が

起
っ

た
。

聖
武

天

皇
が

亡

く

な
り、

橘
諸
兄
の

致
仕、

家
持
自
身
の

病
気
な

ど

相
次
ぎ、

心
境

も

穏
や

か
な

ら

ぬ

も

の

が

あ

っ

た

ろ

う。

詳
述
す
る

余
裕
は
な

い

が、

二

首
に

は

微

妙
な

違
い

が

み

ら

れ

る。

た
だ、

家
持
の

目

は

大
き

な

木
だ
け

で

は

な
く

こ

う

し

た

や

ぶ

こ

う
じ

の

実
と

い

う

小
さ

な

草
木
に

も

注
が

れ

て

い

る

の

は、

橘
諸
兄
を

意
識

し

て

の

橘
（
た

ち

ば
な）

へ

の

注
目
か

ら

だ
け
で

は

な

か

ろ

う。

一
ノノ

ー
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18、

か

へ　
　
　

　

　

　
　
　

　
さ

つ
き

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

つ

かへ

ほ

と

と
ぎ
す
　
来
鳴
く

五

月
に・・
…
…・
…

見
む

時
ま

で

は
　
松
柏
の

　
　
　

　

た

ふ

と

　

　
あ

い

ま

さ

ね

　
尊
き
吾
が

君

　
（

巻
十
九
　
四
一

六

九）

栄
え

19、

ほ

ほ

が
し

は

す

め

ろ

き

　

と

ほ

　

　

　

　

　

　

　

し

　

　

　

　

き

皇
神
租

の

遠
御
代
御
代
は

い

布
き

折
り

酒
飲
み

き

と
い

ふ

そ

此
の

ほ

ほ

が

し

は

（
巻
十
九、

四

二

〇
五）

N 工工
一Eleotronio 　Library 　Servioe

霍
公

鳥
　
来
喧
五

月
余

…

…

…
…

将
見
時
麻
泥

波

佐
祢

尊
安
我

吉
美

松
柏
乃

　
佐

賀
延

伊
麻

　
　
・

ほ

と

と

ぎ

す
が

来
て

鳴
く

五

月
に

…
…

…

…

ど

う

か

じ

か

に

拝
見
す

る

日
ま

　
　

　

で

は、

松
や
柏
の

よ

う
に

元
気
で

い

て

下
さ

い。

尊
い

母

君
よ。

　
題

詞
に

よ

る

と、

坂
上

大
嬢
が

都
の

母
に

贈
る

た

め

に

家
持
が

頼
ま
れ

て

作
っ

た

歌
だ
と

い

う。

つ

ま
り、

妻
に

頼
ま

れ

て

家
持
が

詠
ん

だ
代
作
と

い

う

こ

と

に

な
る。

こ

の

中
に

松
柏
の

と
あ

る

柏
（
か
へ
）

の

み

え

る

歌
は

集
中
こ

の
一

首
だ
け

で

あ
る。

松
柏
は

栄
え

の

枕
詞
と

し
て

使
わ

れ

て

い

る。

こ

の

長
歌
に

み

え

る

景
物
は

す
べ

て

比

喩
に

使
わ
れ

て

お

り、

家
持
が
こ

と
ば
を

飾
ろ

う
と

意
図
的
に

そ

う

し

て

い

る

と

の

見
方
も

あ
る。

松
柏
は
中
国

で

は

長
寿
の

木
だ
と

さ

れ

て

い

る

が、

松
や
柏
（
か

し
わ）

が

常
緑
で、

栄
え

る

こ

と

に

あ
や

か
っ

て

い

る

歌
と

い

え
る。

・

か
ヘ

　
　

ヒ

ノ

キ
科
の

ヒ

ノ

キ、

サ

ワ

ラ、

イ

チ

イ

科
の

カ
ヤ

の

総
称
で、

　
　

柏
と

い

う
漢
字
は
カ

シ

ワ

と

訓
む。

本
来、

柏
と

い

え

ば
松
柏
と

い

わ

　
　

れ

て

い

る

よ

う
に

短
い

針
葉
を

も

つ

コ

ノ

テ

ガ

シ

ワ、

ヒ

ノ

キ、

サ

ワ

　
　

ラ

な

ど
を

指
し

て

い

た。

カ
エ

に

は

榧、

柏
、

栢
な

ど

の

字
が

当

て

ら

　
　

れ

て

い

る。

常
緑
で

め

で

た
い

も
の

の

代
表
と

さ

れ

て

い

る。

皇
神
租
之

　
遠
御
代
三

世
波
　
射
布
折
　
酒
飲
等
伊
布
曽
　
此
保
宝

我
之

波

　

　
．

代
々

の

天

皇
の

遠
い

昔
の

御
代
御
代
で

は、

こ

の

葉
を
広

げ
た

た

ん

で

酒

を

　

　

　

飲
ん

だ

と

い

う

こ

と

で

す。

こ

の

ほ

ほ

が

し

わ
は。

　

天

平
勝
宝
二

年
四

月

十
二

日、

家
持
は

国
府
の

人

び

と

と
布
勢
の

水
海
に

船
遊
び

を

し

た
。

布
勢
の

水
海
は

国
府
か

ら

近
く
格
好
の

行
楽
地
で

あ
っ

た。

こ

の

日

も
一

行
の

者
が
そ

れ

ぞ
れ
の

思

い

を

八

首
の

歌
に

詠
ん

だ。

家
持
は
二

首
詠
ん

で

い

る

が、

こ

の

歌
は

そ

の

中
の
…

首
で

あ

る。

い

布
き
折
り

は

難
解
な
句
で

あ

る

が、

「

代
匠

記」

に

よ

る

と、

「

射
ハ

発
語
の

詞、

布
折
ハ

シ

キ
ヲ

リ

ト
読
ベ

シ。

若
ハ

射
折
布

ニ

テ

ア

リ

ケ

ム

が

倒
に

写
サ

レ

ケ
ル

ニ

ヤ
」

と

あ
り、

「
私
注」

で

は

「
シ

キ

は

頻

の

意
で

あ
る

か
ら

重
ね

る

こ

と

で

あ

ら
う」

と

し
げ
」

い

る。

ま

た

「

全
註

釈」

は、

「
シ

キ
ヲ

リ

は、

重
ね

て

曲
げ
て、

ヲ

リ

は

た

わ

め

ま

げ
る。

ほ

ほ

が

し

わ
の

葉
を

重
ね

て

盃

を
作
っ

て
」

と

解
釈
し

て

い

る
。

こ

れ

ら

か

ら
推
察
す

る

に、

ほ

ほ

が

し

わ

の

葉
で

酒
を

飲
む

た

め

に

葉
を

重

ね、

折
り

曲
げ
て

盃
を

作
っ

た

の

で

は

な

か

ろ

う

か

と

考
え

ら

れ

る。

中
西
進
は

「
大
伴
家
持
」

の

中

で

次
の

よ

う

に

述
べ

て

い

る

こ

と
に

注
目
し

た
い
。

膳
と

い

う

字
を
「

か

し

わ
」

あ
る

い

は

「
か

し

わ

で
」

と

読
む
の

は、

葉
を

一ノ0一
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る
。

越
中
で

は

梅
は

三

月

に

咲
く
の

で、

三

月
ま

で

帰
っ

て

来
な

か
っ

た

ら
一

緒
に

楽
し

め

な

い。

二

月
中
に

帰
っ

て

来
る

の

だ
っ

た

ら

い

い

の

に

と
い

う

こ

と

だ
ろ

う。

う

め

17、

つ

ば
き

　

バ

ラ
科

中
国
か

ら

六

五

〇
〜

七
〇

〇
年
頃
伝
来
し

た

と

い

わ

れ

て

い

る。

和
名

ウ

メ

は

中
国
の

梅
の

発
音
メ

イ
か

ら

来
た
と

も
烏
梅
か

ら

来
た

と

も

い

わ

れ

る。

古
く

は
む

め

と

呼
ん

で

い

た。

　
　
　
や

つ

お

　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　

　

　

　

ま

す

ら

を

奥
山
の

八
峰
の

椿
つ

ば
ら

か

に

今
日

は

暮
さ

ね
大
夫
の

と

も

一

五
二
）

（
巻
十
九、

四

奥
山
之

　
八
峯
乃

海
石

榴

　
都
婆
良
可

余

　
今
日
者
久
良
佐
袮

　
大
夫
之
徒

た

椿
を

詠
み

込

ん

だ
も

の

ら
し

い。

椿
か

ら

ツ

バ

ラ

カ
に

つ

づ

け
た

為
に、

ツ

バ

ラ

カ

か

ら

下
へ

の

つ

づ

き
が

少
し

無
理

の

や

う

に

見
え

る
L

と

述
べ

て

い

る。

家
持
の

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

や

つ

を

つ

ば

き

を

詠
ん

だ

も

う
一

首、

四
一

七

七

の

長
歌
に

は

「
…

…

…

八

峰
に

は

霞
た

な

　
　
た

に

べ
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　

し

び
き

谿
辺
に

は

椿
花
咲
き
う

ら

悲
し

春
の

過
ぐ
れ

ば
ほ

と

と

ぎ
す
い

や

頻
き

鳴
き

ぬ

…・
：

…」

と

あ
る。

こ

れ

は

池
主

に

贈
っ

た

も

の

で、

こ

こ

で

詠
ま
れ

て

い

る

つ

ば
き

は

春
の

山
に

咲
く

つ

ば
き

の

花
そ
の

も

の

で

あ

り、

や

が

て

ほ

と

と

ぎ
す
の

鳴
く

夏
に

な

る

こ

と

を

予
期
し

て

い

る。

　

万
葉
集
に

は

「
つ

ら

つ

ら

つ

ば
き
つ

ら

つ

ら

に」

や
「

つ

ば
き

つ

ば
ら

か

に」

な

ど、

単
に

修
辞
上
の

技
巧
と

し
て

次
の

句
を

呼
び
出

す
た

め

に

使
わ

れ

て

い

る

も

の

も
あ

る

が、

つ

ば
き
の

花
そ

の

も

の

を

詠
ん

だ
も

の

も
あ

る
。

し

か

し、
　
「

つ

ら
つ

ら
つ

ば
き
」

に

し

て

も、

そ
の

葉
の

照
り

輝
く

様
子
を

讃
嘆
し

た

こ

と

ば
で

あ
っ

て

春
の

野

山
に

咲
く

つ

ば
き

の

特
徴
と

つ

ば
き
へ

の

憧
憬
が

込
め

ら

れ

て

い

る。

こ

の

四
一

五

二

の

歌
も、

奥
山

に

咲
く

つ

ば

き

の

花
の

盛
り

を

偲
ん

で、

そ
の

思
い

を

歌

に

こ

め

て

い

る

と

み

る

こ

と

も

出
来
る

の

で

は

な

か
ろ

う

か。
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・

奥
山
の

峰
に

咲
く

椿
の
、

そ

の

名
の

よ

う

に

心
ゆ
く

ま

で

今
日

は

ゆ
っ

く
り

　

　

　

お

過
ご

し

下
さ

い
。

お
集
ま

り

の

方
々

よ
。

．

　

上

二

句
は

つ

ば
ら

か

に

の

序
と

な
っ

て

い

る。

し

た

が
っ

て

こ

の

つ

ば
き
は

実
景

で

は
な

い。

た

だ、

奥
山

の

八

峰
と

か

椿
と

い

う

こ

と

ば
を

使
っ

た

家
持
の

気
持
と

し

て

は、

越
中
の

自
然
風
土
の

中
で、

幾
重
に

も

連
な

る

山

々
、

そ

の

山

に

咲
く

つ

ば
き
の

花
へ

の

思
い

が
あ
っ

た

か

ら

詠
み

込
ん

だ
の

だ
ろ

う
。

こ

の

前
の

四
一

五
→

に

は

「
さ

く

ら」

が

詠
ま

れ、

次
の

四
一

五

三

に

は

「
花
蘰
」

が

詠
み

込
ま

れ

て

い

る

と
こ

ろ

か

ら、

「

全
釈
」

は

「
初
二

句
の

序
詞

は、

桜
と

共
に

花
瓶
に

挿
し

て

あ
っ

・

つ

ば

き

　
　

ツ

バ

キ
科

　
　

和
名
ツ

バ

キ
の

名
は

厚
葉
木
の

意
味
と

も、

ま

た
葉
に

つ

や

が

あ

る

た

　
　

め

と

も

い

わ

れ

る。

本
州
か

ら

九
州
の

海
岸
近
く
の

山
地

に

生
え

て

い

　
　

る

常
緑
高
木。

花
は

二

月

〜
四

月

に

咲
く。

園
芸
種
も

多
い

が、

単
に

　
　

ツ

バ

キ
と

い

う

場
合
は、

ユ

キ

ツ

バ

キ

を

含
む
ヤ

ブ
ツ

バ

キ

を

指
す。
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・

雪

の

上
に

月

が
照
っ

て

い

る

夜
に、

梅
の

花
を

折
っ

て

贈
り

た
い

よ
う

な

可

　
　
　
愛
い

児
が

ほ

し

い

も

の

だ。

　
う

め

の

歌
が

集
中
に

多

い

こ

と
は

先
述
の

通
り

で

あ

る

が、

こ

の

歌
は

「
私
注」

の

評
「
極
め

て

平

凡

低
俗
な

歌
だ。

宴
席
の

座
興
に

し

て

も

余
り

芸
が

な
さ

す

ぎ
る」

に

尽

き

て

い

る。

家
持
も

宴
席
に

招
か
れ、

雪
月

花
の

歌
を

即

興
で

詠
ん

だ
の

で

あ

ろ

う
。

同
じ

う

め

を

詠
ん

だ
も

の

で

も、

父
旅
人

の

次
の

歌
な

ど

は

さ

す
が

に

気
品

が

あ
っ

て

名
歌
に

ふ

さ

わ

し

い
。

わ

が

園
に

梅
の

花
散
る

ひ

さ
か

た

の

天

よ
り

雪
の

流
れ

来
る

か

も

　
（
巻
五、

八

二

二
）

・

わ

が

家
の

庭
園

に

梅
の

花
が

散
っ

て

い

る。

い

や、

こ

れ
は

大
空
か

ら

雪
が

流
れ
て

く

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か。

　
こ

れ

は

天
平
二

年
正

月

十
二

日

に、

当

時
太
宰
府
長
官
で

あ
っ

た

大
伴
旅
人

の

館

で

催

さ

れ
た
梅
見
の

宴
に

集
ま
っ

た

官
人

が
一

人

ず
つ

梅
花
を

詠
ん

だ
三

十、
冖
首
の

中
の
一

首、

主
人

旅
人
の

作
で

あ
る。

一

連
の

梅
花
の

歌
は

絵
巻
物
を
見

る

よ

う
な

観
が

あ
っ

て

見
事
で

あ

る。

万

葉
び
と
は

い

か

に

白
梅
の

美
し

さ

を

好
ん

だ
か

が

わ

か

る。

　
と

こ

ろ

で、

家
持
は

越
中
万

葉
の

中
で、

先
の

歌
の

ほ

か

に

次
の

二

首

を
詠
ん
で

い

る。（ア ）

　

　
う

ち

　

　

　

　

　
　
　

をへ
　

　

　

　

　

　
　

て

　
を

　
　

を

春
の

裏
の

楽
し

き
終
は

梅
の

花
手

折
り

招
き

つ

つ

遊
ぶ

に

あ
る
べ

し

（
巻
十
九、

四
一

七

四
）

・

春
の

う

ち
の

最
高
の

楽
し

み

は、

る

こ

と

で

あ

ろ

う。

梅
の

花
を

手
折
り

賞
美
し

な

が

ら

遊
宴
す

　
　
　

ゆ

き

　

　
　
　

　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

た

れ

←の
　
君

が

行
も

し

久
に

あ
ら

ば
梅
柳
誰
と

と

も

に

か

わ

が
か

づ

ら

か

む

　
　
（
同、

四

二

三

八）

　
・

あ

な

た
の

都
行
き

が
も

し

長

び

く

な
ら

ば、

三

月

に

咲
く

梅
や

柳
を
一

体
誰

　
　
と
一

緒
に

か

ず
ら

に

し
て

身
に

つ

け
た

ら

よ

い

の

で

し

ょ

う。

　
⇔り

の

歌

は、

実
は

太
宰
府
で

の

梅
花
の

歌
三

十
二

首
の

最
初
の

大

弍
紀
卿
の

歌、

む

つ

き

　

　

　

　

き
た

　

　

か

　

　

　

　

　

　

　

を

　

　

　

た

の

　

　

を

「
正

月

立
ち

春
の

来
ら

ば
斯
く

し

こ

そ

梅
を

招
き

つ

つ

楽
し

き

終
へ

め」

（

巻
五、

八

一

五）

を

う
け

て、

い

わ

ば
追
和
し

た

形

で

詠
ん

で

い

る。

題

詞
に

も

「

太
宰
の

時

の

春
の

苑
の

梅
の

歌
に

和
ふ

る
一

首
」

と

明

記
さ

れ

て

い

る

が

「
楽
し

き

終
」

「

招

き

つ

つ」

な

ど
の

表
現
か

ら

も

追
和
の

詠
は

明
ら

か

で

あ

る。

　
家
持
は
こ

の

太
宰
府
の

宴
席
に

は

勿
論
出
席
し

て

い

な

い。

開
宴
の

冒
頭

歌

に

は

そ

れ
な

り

の

意
味
を

こ

め

な
く

て

は

な
ら

な
い
。

し

か

し、

家
持

は

こ

の

歌
を

作
っ

た

の

は

宴
の

席
で

は

な

く
「

興
に

依
り

て

咋
れ

り
一

と

ち

る

か

ら、

一

入

も
D
悪
ハ

に

ふ

け
っ

て

い

る

時
に

詠
ん

だ
も

の

で

あ
ろ

う。

た

だ、

気
持
と

し

て

は

父
旅
人
へ

の

思
い

も

さ

る

こ

と

な

が
ら、

盛
大
な

宴
会
の

中
で

の

梅
花
の

連
作
を

思

う

時、

ど

う
し

て

も

こ

の

大
弍
紀
卿
の

冒
頭

歌
が

気
に

な
っ

た

も

の

と

思

わ

れ

る。
　
「

全
釈」

に

よ

る

と

「

ハ

は

清
ん

で

訓
ま
ね

ば

な

ら

ぬ。

楽
し

き
こ

と
の

限
り

は

の

意。

ヲ
へ

は

終
フ

の

名
詞
形

で

あ
る」

と

し

て

い

る。

だ
か

ら

「
楽
し

さ

の

極
み

は
」

と

か、

「
最
高
の

楽
し

み

は」

と

い

う

意
味
に

解
釈
す
べ

き

で

あ

ろ

う
。

　
レ∩

は

久
米
広
縄
の

送
別
の

宴
で

詠
ん

だ
も

の

で、

二

月
二

日

に

宴
が

開
か

れ

て

い

一 8一
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か

　
　

　

　
　
　
　

　
　

し

の

剛

　
山
吹

の

花

取
り

持
ち

て

つ

れ

な

く

も
離

れ

に

し

妹
を

偲
ひ

つ

る

か

も

　

　

（
巻

十
九、

四
一

八

四）

　
・

や

ま

ぶ

き

の

花
を

手
折
っ

て

は、

そ

れ

を

見
る

に

つ

け、

私
を
都

に

残
し
て

　

　

越
中
に

下
っ

て

別
れ

て

し
ま
っ

た
あ

な

た

を

懐
か

し

く

思
っ

て

い

ま

す。

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　
ま

的

　
う

つ

せ

み

は

　
恋
を
繁
み

と

　
春
設
け

て

　
思
ひ

繁
け

ば
…

…

…

…

…

　

　
し

げ
や

ま

　
　

　

た

に

ぺ

　
　

お

　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
や

　

ど

　

　

繁
山

の

　
谿
辺
に

生
ふ

る

　
山

吹
を

　
屋

戸
に

引

き

植
ゑ
て

…

…

…

…

…

　

　

（

同、

四
一

八

五）

　
・

こ

の

世
の

人

は

恋
繁
き
も

の

な

の

で、

春
に

な

る

と

物
思
い

に

と

ら

わ

れ

る。

　

　

…

…

…
…

繁
っ

た

山
の

谷
に

生
え

る

や

ま

ぶ

き
を
わ

が

家
の

庭
に

植
え

て

…

…

…

　

　

　

　
　
や

　
ど

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

や

団

　
山

吹
を

屋
戸
に

植
ゑ

て

は

見
る

ご

と

に

思
ひ

は

止

ま
ず
恋
こ

そ

ま
さ

れ

　

　

（
同、

四
一

八

六
）

　
・

や
ま

ぶ

き

を

わ

が
家
に

植
え
て、

見
る

た
び
に

物
思
い

が

や

ま

ず、

か

え
っ

　

　

て

恋
心

が

つ

の

る

ば
か

り

で

す。

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　
し

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
た

れ

国

　
妹
に

似
る

草
と

見
し

よ

り

わ

が

標
め

し

野

辺
の

山

吹
誰
か

手

折
り

し

　
　
（
同、

四
一

九

七
）

　
・

あ
な

た

に

似
た
草
だ
な

あ
と、

見
た

時
か

ら

私
が

し

る

し

を

立
て

て、

人
に

　
　
と
ら

れ

な

い

よ

う

に

し

て

お

い

た
や

ま
ぶ

き

の

花
を
一

体
誰
が
手
折
っ

て

持

　
　
ち
去
っ

た

の

だ
ろ

う。

四

首
の

う

ち、

剛
は
天

平
勝
宝
二

年
四

月

五

日
に

都
に

留
ま
っ

て

い

る

家
持
の

妻

か

ら

送
ら

れ

て

来
た

も
の

で

あ

り、

そ

の

返
歌
が

国
で

あ

る
。

家
持
は

都
の

妻
の

歌

に

触

発
さ

れ
て、

ω
の

長
歌、

剛

の

反

歌
を

詠
ん

だ
も

の

と

思
わ

れ

る。

長
歌
の

結

　

　

　
　
　
ご

と

び

は

「
見
る

毎
に

思
ひ

は

止
ま
ず
恋
し

繁
し

も」

と

な
っ

て

お

り、

妻
に

対
す
る

強

い

恋
心
が
表
出
さ

れ
て

い

る。

し

か

し、

長
歌、

短

歌
と

も

に

表
現
上

多
少
の

違
い

は

あ

る

が、

技
法
は

単
調、

い

さ

さ

か

稚

拙
と

い

う
べ

き

だ。

　

こ

の

や

ま

ぶ

き

の

歌
に

は

家
持
に

限
ら

ず、

実
景
を

歌
っ

た

も

の

の

ほ

か、

美
し

い

花
か

ら
女
の

連
想
や

譬
喩、

あ
る

い

は、

や

ま

ぶ

き

の

や
に

や

む

の

や

を

か

け

た

も

の

な

ど
の

技
巧
の

み

え

る

歌
も

あ

る。

・

や

ま

ぶ

き
　

　．
バ

ラ

科

　
　

全
国
の

山
野
や

水
辺

に

み

ら
れ

る

落
葉
低
木
で、

四
・

五

月
に

小

さ

な

　
　

黄
色
い

花
を

つ

け
る。

語
源
は

ヤ

マ

ブ

キ
（
山

振
）

で、

枝
が

弱
々

し

　
　

く

風
の

ま

に

ま

に

吹
か

れ

て

ゆ

れ

や
す
い

か

ら

と

も

い

わ

れ
て

い

る。

　
　

万

葉
の

頃
か
ら

広
く

栽
培
さ

れ

て

い

た

ら

し

い。

16
、

う

め　

　

　

　
　

　

　
つ

く

よ

　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
は

雪
の

上

に

照
れ

る

月
夜
に

梅
の

花
折
り

て

贈
ら

む

愛
し

き

児

も
が

も

（
巻
十
八、

四

＝
二

四）

由
吉
乃

宇
倍
奈
　
天
礼
流
都
久
欲
余

波
之

伎
故
毛

我
母

鳥
梅
能
播
奈

　
乎
理

天

於
久
良

牟
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い

か

ら

寂
し

い」

と

い

う
歌
を

含
め
て

三

首
贈
っ

て

来
た

の

に

対

し

て、

家
持
が
応

え

た

四

首
の

う

ち
の
一

首
で

あ

る。

ω

は

三

月

三

日
の

の

上
巳
の

節
句
の

日

に

詠
ん

だ一．一
首
の

う
ち

の
…

首
で、

上

巳

の

宴
を

家
持
の

館
で

催
し

た
折

、

家
持
が

挨
拶
と

し

て

詠
ん

だ
も

の

で

あ
る。

上

巳

な
ら

ば
も

も

の

花

で

は

な
い

か

と

い

う
意
見
も

あ

ろ

う

が、

こ

の

頃
は

ま
だ
も
も

の

花
を

飾
る

習
慣
が

な

か
っ

た

ら
し

い
。

中
国
で

は

上
巳

に

は

曲
水
の

宴
を

し

た
よ

う

で

あ
る

。

つ

ま

り
、

こ

の

日

に

人

び

と

は

水
辺

に

　

　

　

み

そ

ぎ

集
ま
っ

て

禊
を

し

た

の

で

あ
る。
　
「
全
釈
」

に

も

「
山

桜
を

折
っ

て

瓶
に

挿
し

た

の

で

あ

ろ

う。

曲
水
宴
と

桃
花
と

は

ま

だ
結
び
つ

い

て

ゐ

な
か
っ

た」

と

あ

る。

　

さ

て、

さ

く

ら

と
い

え

ば、

う
め

が
思
い

浮
か

ぶ。

さ

く

ら

は

日

本
古
来
の

植
物

で

あ
り、

美
し

い

花
の

代
表
と

さ

れ

る

が、

万

葉
集
に

は

四

十
首
詠
ま

れ
て

い

る

の

に

対
し、

う

め

は
一
一

九
首
と、

は

ぎ
の
一

四
一

首
に

次
い

で

二

位
で

あ

る。

以
下、

三

位
が

た
へ

（
た

く
）

→
一

五

首、

四

位
ぬ

ば
た

ま

八

十
首

、

五

位
ま

つ

七

九
首、

六

位
あ
し

五

〇

首、

七
位
す
す

き

（
を

ば
な、

か

や）

四

六
首、

そ

し
て、

さ

く

ら

四

十
首
で

八

位
と

な
っ

て

い

る。

う
め

が

中
国

渡
来
の

花
で

あ

る

に

も
か
か

わ

ら

ず

上

位
に

位
置
し

て

い

る

の

は、

そ

の

色
香
が

当
時
の

貴
族
階
級
や

文

化
人
に

愛
好
さ

れ

た

か

ら
で

あ
ろ

う。

し

か

し、

万
葉
集
に

は
香
を

詠
ん

だ

も

の

は
一

首
も
な

い
。

ま

た、

白
梅
が

主

で

あ

り、

平
安
朝
と
は

逆
で

あ

る
。

・

さ

く

ら

ー

ー
ー

バ

ラ

科

　
　

山

地
に

生

え

る

落
葉
高
木
で、

中
古
以
降、

花
と

い

え

ば
さ

く

ら

を
指

　
　

す

日

本
の

代
表
的
な

花
で

あ

る
。

わ

が
国

に

自
生

し

て

い

る

さ

く
ら

に

　
　

は、

ヤ
マ

ザ

ク

ラ
・

カ
ス

ミ

ザ
ク

ラ
・

オ
オ

シ

マ

ザ
ク
ラ
・

エ

ド
ヒ

ガ

　
　

ン

な

ど

が

あ

る。

ソ

メ

イ
ヨ

シ

ノ

は

葉
に

先

だ
っ

て

う

す
い

紅
色
の

花

を

咲
か

せ

る

が、

こ

れ

は

明
治

期
に

広
ま
っ

た

園

芸

種
で

あ
る。

15、

や
ま
ぶ
き

山

吹
の

繁
み

飛

び

く

く

う

ぐ
ひ

す

の

声

を
聞
く

ら

む
君
は

と

も

し

も

（

巻
十
七、

三

九
七
一
）

夜
麻
扶
枳
能

之
毛

之

気
美
登

眦

久
々

　
鴬
能
　
許
恵
乎
聞

良

牟
　
伎
美
波
登

母

　

　
・

や

ま

ぶ

き

の

繁
み

を
飛

び

く

ぐ
っ

て

鳴
い

て

い

る

う
ぐ
い

す
の

声
を

今
頃
聞

　

　

　

い

て

い

る

で

あ

ろ

う

あ
な

た

が
う

ら

や

ま
し

い。

　

先
に

も

述
べ

た

が

池
主

と

の

贈
答
歌
の
一

首
で、

家
持
が
山
桜
の

花
を

詠

ん

だ
三

九

七

〇

の

歌
の

次
に

こ

の

歌
と

も

う
一

首
を

添
え

て

三

首
池
主
に

贈
っ

て

い

る。

三

九

七

〇

が

池
主
の

三

九
六

七
に

対

応
し

て

い

る

と

先
に

述
べ

た
が、

こ

の

三

九

七
一

は

同
じ

く
池
主
の

三

九
六

八
に

対

応
し
て

い

る。

こ

の

時
の

病
中
往
復
の

贈
答
歌
は

さ
く

ら

の

花
よ

り

も

や
ま

ぶ
き

が

主

題
と

な
っ

て

い

る
。

そ

れ

は

家
持
が

や
ま

ぶ

き

の

花
を

非
常
に

好
ん

で

い

た
こ

と

を

池
主

が

知
っ

て

い

た

の

で、

特
に

や

ま

ぶ

き

に

重
き

を

置
い

た

の

か

も

し

れ

な
い。

ま
た、

四
｝

八

四

か

ら

四
一

九
七

ま

で

の

中
に

四

首
も
や

ま

ぶ

き
の

歌
が

み

ら
れ

る。

家
持
の

妻
か

ら

の

歌
も

あ

り、

や

は

り

家
持

は

や

ま
ぶ

き

を

大
変
好
ん

だ
こ

と

は

事
実
で

あ
る。

わ

ざ

わ

ざ

庭
に

植
え

て

眺
め

た

ほ

ど
で

あ
る。

そ
れ

ら

の

こ

と

に

関
係
の

あ

る

歌
を

四

首
次
に

挙
げ

る
。
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富山短期大 学紀 要 第 二 十六 巻

・

よ
も

ぎ

　
　

キ

ク

科

　
　

山
野
に

生
え

る

多
年
草
で、

地
下
茎
を

伸
ば
し

て

増
え

る
。

　
　

白

色
の

綿
毛
で

覆
わ

れ、

よ

い

香
を

放
つ。

14、

さ
く

ら
（

や
ま
ざ
く
ら

）

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

あ

れ

あ

し

ひ

き

の

山

桜
ひ

と

目

だ
に

君
と

し

見
て

ば
吾
恋
ひ

め

や

も

（

巻
十
七、

三

九
七

〇）

安
之

比
奇
能
　
夜
麻
佐
久
良
婆
奈

礼
古
非
米
夜
母

全
体
が

灰

比
等
目
太
余
　
伎
美
等
之

見
氏

婆
　
安

　
　
・

山
の

桜
を

せ

め

て
一

目
だ
け
で

も
あ

な

た

と
一

緒
に

見
た
ら

、

私
は
こ

ん

な

　
　
　
に

恋
し
く

思

わ

な

い

で

し

ょ

う
に。

　
先
に

「

す
み

れ」

の

項
で

も

触
れ

た

が、

家
持
が
越
中
に

赴
任
し

た

翌
年、

天

平

十
九
年
の

春
に

大
病
を
し

た
。

そ

の

年
の

二

月
二

十
九

日、

病
床
か

ら

池
主
へ

長
歌

を

贈
っ

て

以
来

、

二

人
の

往
復
書
簡、

歌
の

応
酬
が

三

月

五

日

ま
で

数
回

に

わ

た
っ

て

続
く。

こ

の

さ

く

ら
を
詠
み
こ

ん

だ
歌
は

三

月
三

日

に、

池
主
へ

贈
っ

た

長
歌
に

添
え

た

反
歌
三

首
の

う
ち
の
｝

首
で

あ

る。

し

か
し、

内
容
か

ら

み

て、

こ

の

前
に

あ

る

次
の

池
主

か

ら

の

反
歌
に

応
え

た

も

の

と

も

い

え

る。

＿ 山婁
同 峽哲

’

に

三 咲
九 け
六 　る

七 桜
）

　を

　　た

　　だ
　　ひ

　　と

　　目
　　君
　　に

　　見
　　せ

　 　 て

　　ば
　　何
　 　 を

　　か

　　思
　　は

　　む

・

山
あ
い

に

咲
い

て

い

る

桜
を、

た

だ
一

目
だ

け
で

も

あ

な

た

に

お

見

せ

す
る

こ

と

が

で

き

た

ら

何
の

物
思
い

も

あ

り

ま
せ

ん
。

　

池
主
か

ら

の

短
歌
二

首
に

対
し

て、

家
持
は

長
歌
一

首、

反
歌
三

首
を

書
簡
付
き

で

贈
っ

て

い

る

が、

内
容
は

い

か

に

も

男
女
の

恋
歌
に

似
て

い

て、

二

人

の

心
の

深

さ

が

理
解
で

き
る。

つ

ま

り、

先

に

池
主

が

「
私
が

あ

な

た

に

お

見
せ

す

る

こ

と

が

で

き

な
い

の

で

物
思
い

を

す

る

の

で

す」

と

言
っ

た

の

に

対
し

て、

家
持
は

「
一

目

だ
け

で

も
一

緒
に

見
た

ら

私
も

こ

ん

な

に

恋
に

苦
し

ん

だ
り

は

し

な
い
」

と

応

え

て

い

る。
　
「
や
ま
ぶ

き」

の

項
で

後
述
す
る

が、

三

九

七

〇

の

次
の

家
持
の

や

ま

ぶ

き

と
う

ぐ
い

す

を

詠
ん

だ
三

九
七
一

は

池
主

の

三

九
六

八
に

対
応
し

て

い

る
。

　

越
中
万

葉
の

う

ち、

家
持
の

さ

く

ら

を

詠
ん

だ
も

の

は

こ

の

他
に

次
の

二

首
が

あ

る。
　
　
　
　
せ

こ

　

　

か

つ
き

　

　

　

　

　

ふ

ふ

　

　

　

　

　

こ

 
　
わ

が
背
子
が

古
き
垣

内
の

桜
花
い

ま

だ

含
め

り
一

目

見
に

来
ね
（
巻
十
八、

　
　
四

〇
七

七
）

　
・

あ

な
た

が

以
前
住
ん

で

い

た
昔
の

家
の

垣
根
の

中
の

桜
の

花
は

ま
だ
つ

ぼ
み

　
　
で

す
。

　一

目
見
に

来

て

下
さ
い
。

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
し

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
を

　
　
　へ

ω

　
今
日

の

た

め
と

思

ひ

て

標
め

し

あ

し

ひ

き
の

峰
の

上

の

桜
か

く

咲
き

に

け

り

　

　
（
巻
十
九、

四
一

五
．｝

）

　
・

今
日
の

宴
の

た

め

に

と

思
っ

て

心
に

き

め

て

い

た

山
の

峰
の

桜
が

こ

ん

な

に

　

　
美
し

く

咲
き

ま

し

た
。

 
の

歌
は

池
主
か

ら

「

越
前
の

さ

く

ら
は

今
が

盛
り

だ
が、

あ

な

た

と
一

緒
で

な

一 5 一
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ア

ヤ
メ

で

あ

る

と

考
へ

ら

れ

る」

と

し

て

い

る

の

が

注
目
さ

れ

る
。

・

あ

や

め

ぐ
さ

（
シ

ョ

ウ
ブ）
　
　

サ

ト
イ

モ

科

　

　

あ

や

め

ぐ
さ

は

現
在
の

シ
ョ

ウ

ブ
で、

強
い

香
気
が

あ

る
。

こ

れ

が

邪

　

　

気
を

払
う
と

し

て

五

月

五

日

の

節
句
に

頭
に

巻
い

た
り、

軒
先
に

さ

し

　

　

た

り、

浴
湯
に

入
れ

る

な

ど

古
く
か
ら

用
い

ら

れ
て

い

る。

　

　

あ
や

め

ぐ
さ

は

菖
蒲
草
と

書
か

れ

て

い

る

が、

菖
蒲
と

い

う

の

は

サ

ト

　

　

イ

モ

科
の

セ

キ
シ

ョ

ウ
の

漢
名
で

あ

る
。

シ

ョ

ウ
ブ
の

葉
が

こ

の

セ

キ

　

　

シ
ョ

ウ

に

似
て

い

た

の

で

シ

ョ

ウ
ブ

に

こ

の

漢
名
が
当
て

ら

れ
た。

さ

　

　

ら
に、

こ

れ
が
美
し

い

花
を

つ

け
る

菖
蒲
と

い

う
意
味
で、

あ
や

め

科

　

　

の

ハ

ナ
シ

ョ

ウ
ブ
に

ま

で

使
わ
れ

た

の

で

紛
ら

わ

し

く
な
っ

て

い

る。

　

　

水
辺

に

群
生
す

る

多
年
草
で、

地

下
茎
に

芳
香
が

あ
る

。

花
季
は

初
夏

。

　

　

肉
穂
の

よ

う
な

淡
い

黄
色
の

花
を

つ

け

る
。

13
、

よ

も

ぎ
　
　

　

　
ま

き

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
と

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

さ

大
君

の

　
任
の

ま

に

ま
に

　
執
り

持
ち
て

…

…

…

ほ
と

と

ぎ

す
　
来
鳴
く

五

つ

き

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

さ

か

み
づ

き

　

　
　
　

　

な

月

の

　
あ
や
め

ぐ
さ

　
よ

も
ぎ
か
づ

ら

き

　
酒
宴

　
遊
び

慰
ぐ
れ

ど
　
射

水

川

…

…

…

（
巻
十
八、

四
一
一

六）

於
保
支
見
能
　
末
支
能
末
余

々

々

　
等
里

毛

知
氏
…

…

…

…

…

保
止
々

支
須

支
奈
久
五

月
能
　
安
夜
女
具
佐
　
余
母
疑
可
豆

良
伎
　
左
加

美
都
伎
　
安
蘇

比
奈
具
礼
止

　
射
水
河
…

…・
…
…

…

…・・

　
　
・

天

皇
の

任
命
の

ま

に

ま
に

役
目

に

従
っ

て

…

…

…

…

…

ほ

と

と

ぎ
す
が

鳴
く

　
　

　

五

月

の

あ

や
め

ぐ
さ

や、

よ
も

ぎ
を

か

ず
ら

に

し

て

酒

宴
を

し

て

遊
び

慰
め

　
　

　

る

け

れ

ど
も、

射
水
川
の

…
…

…

…。

　
よ

も

ぎ
の

歌
は

集
中
こ

の

家
持
の

歌
一

首

だ
け

で

あ

る
。

題
詞
に

よ

る

と、

久
米

広

縄
が

都
で

の

任
を

終
え、

帰
任
し

た

時
に

家
持
が

館
で

酒
宴
を

開
い

て

歓

待
し

た

時
の

歌
と
な
っ

て

い

る。

家
持
の

は

な
や

ぐ
気
持
は

理

解
で

き
る

が、

こ

の

歌
に

対

す
る

評
は
「
全
註
釈」
　
「

全
釈」
　
「

注
釈」

と

も

に

き

び

し

い。
　
「
私
注」

で

は

次

の

よ
う

に

述
べ

て

い

る。

　
家
持
の

こ

の

作
は
外
面
的
形

式
的
な

修
辞
の

み

が

目

立
っ

て、

内
心
の

感

動

と

い

う

程
の

も

の

は

見
え

な
い

や
う
で

あ

る
。

こ

れ

は

さ

う

な

る

の

が

自

然

で、

か

う

し

た
空
気
の

中
か

ら

も、

本
気
な

作
品
は

生
ま

れ
て

も

よ

い

筈
だ

が、

生

ま
れ

な

い

場
合
の

方
が

多
い

の

で

あ
る。

時

代
の

生
活
も

作
品

も、

や

う

や

く

末
期
的
症
状
を
呈

し

て

居
る

と

言
っ

て

よ
い

だ
ら

う。

　
当

時
は、

よ

も

ぎ

も
あ

や

め

ぐ
さ

や

た

ち

ば
な
な

ど
と
一

緒
に
一

つ

の

緒
で

貫
い

て

か

ず
ら

に

し

て

頭
髪
に

飾
る

こ

と

が

呪

術
習
俗
と

し

て

年
中
行
事
化
し

て

い

た。

こ

れ

は

元
来、

中
国
の

民

俗
思

想
で

あ
っ

た

も

の

が

当
時
す
で

に

伝
来
し

て

い

た

も

の

と

思
わ
れ

る。

家
持
の

歌
に

こ

う

し

た

風
習
の

歌
が

よ

く

み

ら

れ

る

の

は、

家
持

が

都
で

の

宮
中
行
事

と

し

て

行
わ

れ

て

い

た

こ

と

を

思
い
、

自
然
の

豊
か

な

越
中
に

あ
っ

て、

自
ら

あ

や

め

か

ず
ら

や

よ

も

ぎ
か

ず
ら

を

身
に

つ

け

て、

し

ば
し

都
へ

の

郷
愁
に

ひ

た
っ

て

い

た

か

ら

だ
ろ

う。
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ぎ
す
と

組
み

合
わ

せ

て

詠

ま

れ
た
り、

か

ず
ら

と
組
み

合
わ

せ

た

り、

あ
る

い

は、

は

な
た

ち
ば
な、

よ

も

ぎ
な

ど
と
共

に

詠
ま

れ

た

り

し

て

い

る。

季
節
と

の

取
り

合

わ

せ

で

あ
ろ

う
が、

い

さ

さ

か

常
套
的
で

は

あ

る。

し

か
し、

こ

れ
は

あ
や

め

ぐ
さ

に

限
っ

た

こ

と

で

は

な

い
。

植
物
が

身
近
か

な

も

の

で

あ
っ

た

か

ら、

ふ

と

口

ず
さ

む

歌
に

も

詠
み

こ

ま

れ

た

も
の

と

考
え

ら

れ

る。

　

ほ

と

と

ぎ
す
と

の

関

連
で

詠
ま

れ

て

い

る

も

の

は

越
中
万

葉
の

九

首
の

う

ち

八
首

あ
る。

ほ

と

と

ぎ
す

は、

う
の

は

な

の

咲
く

頃
に

鳴
き、

や

が

て

あ

や

め

ぐ
さ

も
咲

く

の

で、

季
節
的
に

は

四

月

か

ら

五

月
の

初
旬
と

い

う

頃
に

な

ろ

う

か。

万
葉
び

と

は

季
節
に

敏
感
で

あ
っ

た。

草
花
を

愛
し
賞
で

た

家
持
は

越
中
と

い

う

鄙
の

地
に

あ
っ

て、

と

り

わ
け、

さ

ま

ざ

ま

な

花
が
咲
く

こ

と

で

季
節
の

推
移
を
知

り、

感
興
を

覚

え
た

も

の

と

思

わ

れ

る。

　

あ

や

め

ぐ
さ

珠
貫
く

と

い

う

の

は、

あ

や
め

ぐ
さ

を

薬
玉
（

く
す

だ
ま）

に

貫
き

通

す

と

い

う

こ

と

で、

当
時
の

風
習
と

し

て

邪

気
を

払
う

い

わ

れ
の

あ

る

あ
や
め

を

五

月
五

日
の

節
会
に

薬
玉
に

通
し

た

の

で

あ

る。

生
命
力
や

呪
力
を

備
え

た

植
物
を

身
に

つ

け
た

り、

家
に

飾
っ

た

り

す
る
こ

と

に

よ
り、

心
身
の

活
力
を

よ

み

が
え

ら

せ

た
り、

家
運
を

よ
い

方
向
に

導
い

た
り

す
る

と
い

う

習
俗
は

在
来
の

も

の

だ
が、

あ

や
め

ぐ
さ

を

用
い

る

こ

と

は

恐
ら

く
中

国
の

民
俗
か

ら

来
た
も

の

だ
ろ

う。

次
の

（
ア
）

は

田

辺
史
福
麿
の

歌
で、

ω
・

団
は

家
持
の

作
で

あ

る

が、

い

ず
れ
も

あ

や

め

ぐ
さ

と
か

ず
ら

を

取
り

合
わ

せ

て

い

る。

や
は

り、

邪
気
を
払
う

た

め

に

身
に

つ

け
た

も

の

と

思

わ

れ
る。

（ア）

　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

こ

ほ

と

と

ぎ

す
い

と

ふ

時
な
し

あ

や
め

ぐ
さ

か

づ
ら
に

せ

む

日

此
ゆ
鳴
き

渡
れ

（

巻
十
八、

四

〇

三

五
）

・

ほ

と

と

ぎ
す
よ、

い

つ

と

い

っ

て

不
快
に

思

う

時
は

な
い
。

し

か

し、

ど

う

せ

鳴
く

な

ら

と

く

に

あ

や

め

ぐ

さ

を

か

ず
ら

に

し

て

遊
ぶ

日

に

こ

こ

を

鳴
い

て

渡
っ

て

く

れ

よ。

　

　

　

　
　

　

　

　
ぎ

　
　
　
　

そ

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
か

困
　
ほ

と

と

ぎ

す

今
来
鳴
き

始
む

あ

や

め

ぐ
さ

か
づ

ら

く

ま

で

に

離
る

る

冂

あ

ら

　

　

め

や

（
巻
十
九、

四
一

七

五
）

　
・

ほ

と

と

ぎ
す
が

よ

う

や
く

や
っ

て

来
て、

鳴
き

始
め

た。

あ

や

め

ぐ
さ

を

か

　

　

ず
ら

に

す

る

五

月
五

日

ま

で

こ

の

鳥
と
別
れ

る

日

は

な

い

だ
ろ

う。

回

　
春
過

ぎ

て

　
夏

来
向
へ

ば

　
あ

し

ひ

き

の

…

…

…

…

…

あ

や

め

ぐ
さ

　
花
橘

　
　

　

　
ぬ

き

　
　
ま

じ

　
　

を

貫
き

交
へ

か

づ

ら

く

ま

で

に

…

…

…

…

（

四
一

八

〇
）

　
・

春
が

過
ぎ
て

夏
が

近
づ

く

と

…

…

…
…

あ

や

め

ぐ

さ

と

花
橘
を

混
ぜ

て

緒
に

　
　

貫
き、

頭
に

つ

け

る

か

ず
ら

に

す

る

時
ま

で

…

…

…

…

　

か

ず
ら

に

つ

い

て、

西

村
真
次
は

「

万
葉
集
の

文
化
史
的
研
究
」

で、
　
「
起
源

を

云
へ

ば

恐
ら

く

生
命
を

長
ら
ふ

る

為
の

呪
術
的
行

為
で

あ
っ

た

ら

う

け

れ

ど

寧
楽

時

代
に

は

も

は

や

装
飾
が

主

で

あ

る

と

こ

ろ

の
、

い

く

ら

か

呪

的
意
義
を

伴
っ

た

年
中

行
事
の
一

つ

と

な
っ

て

し

ま
っ

た」

と

述
べ

て

い

る
。

な

お、

あ

や
め

の

表
記

「

安

夜
女
具

佐
」

に

つ

い

て

「

全
註
釈」

は

「
字
音
仮
字
の

中
に

交
え

て、

メ

だ
け

が

女

の

字
を

使
っ

て

ゐ

る。

こ

れ
は

訓
仮
字
と

も

取
れ

る

が、

他
に

こ

の

字
を

訓

仮

字
に

使
用
し

て

ゐ

な
い

の

で、

表
意
文
字
と

し

て

使
用
し

て

あ
る

も

の

の

や

う

で

あ

っ

て、

そ

れ

な

ら
ば
ア

ヤ

メ

に

漢
女
の

義
を

感
じ

て

ゐ

る

の

で

あ

ら

う。

こ

の

花
の

美
し

さ

を

漢
女
に

比

し

て

の

名
で

あ

ら

う。

さ

う

す
れ

ば
こ

れ

は

あ
や

め
科

の

花
の

美
し
い
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（

四

〇

八

七）

・

燈
火
の

光
に

映
え

て

見
え
る

ゆ
り

の

花、

逢
お

う

と

思
い

は

じ

め

ま
し

た。

そ
の

名
の

よ

う

に

こ

の

後
も

皆
で

　

　

　
ゆ
り

ば

な

ゆ

り

レり

　
さ

百
合
花
後
も

逢
は

む
と

思
へ

こ

そ
今
の

ま

さ

か
も

う

る

は

し

み

す

れ

　

　

（
四

〇

八

八
）

　
・

こ

の

後
も

ま

た

逢
お

う

と

思
う

か

ら

こ

そ
今
も

親
し
く

す
る

の

で

す。

・

ゆ

り

ー

　

ユ

リ

科

　
　

ゆ
り

に

は、

サ
サ

ユ

リ、

ヤ
マ

ユ

リ、

カ

ノ

コ

ユ

リ、

ヒ

メ
ユ

リ

な

ど

　
　

十
数
種
類
あ

る
。

万

葉
集
に

さ

ゆ
り

と

詠
ま

れ

て

い

る

の

は

ヤ

マ

ユ

リ

　
　

か

サ

サ
ユ

リ

で

あ

ろ

う。

ゆ
り

は

多
年
草
で

地

下

に
ユ

リ

根
と
い

わ

れ

　
　

る

鱗
茎
が

あ

る。

花
の

形
は

ろ

う

と

状、

盃
状
な

ど
多
様
で

あ
る。

12、

あ
や

め

ぐ
さ

N 工工
一Eleotronio 　Library 　Servioe

　

⇔→
は

同
席
し

て

い

た
内
蔵
縄
麿
の

作
で

あ

る

が、

ゆ

り

で

後
（
ゆ

り）

を

引

き

出

し

て

い

る。

家
持
は

←n
の

歌
で、

 
を

補
足

し

た

形

で

こ

の

場
を
ま

と

め

て

い

る
。

例
ω
共
に

枕
詞
と

し

て

の

ゆ

り

で

あ

る

が
、

も

う
一

首
は

「

庭
中
花
作
歌
」

（
巻
十

八、

四

三
三

、

四

＝

四、

四
一
…

五）

の

中
の

二

首、

四
一

＝
二

の

長
歌
と、

四

＝

五

の

反

歌
に

も

そ

れ

ぞ
れ

「

さ

百

合
花
後
も

逢
は

む

…」

と
詠
ん

で

い

る。

い

ず
れ

も
家
持
の

作
で

あ
る。

　
さ

て、

四

〇
八

六
の

歌
で

特
徴
的
な

と

こ

ろ

は

あ

ぶ
ら

火

の

光
に

見
ゆ
る

で

あ

ろ

う。

家
持
は

ゆ
り

の

花

の

か

ず
ら

が

燈
火
の

光
に

き

ら
き

ら

輝
い

て

い

る

美
し

さ

に

真
に

感
動
し

て

い

る。

ま

さ

に

家
持
の

美
意
識
を

象
徴
し

て
い

る

よ

う
な

表
現
と

い

え

よ

う
。

さ

ら

に、

燈
火

を

あ
ぶ

ら
火

と

表
現
す
る

な

ど、

い

か

に

も
詩
人

ら

し

い

と
い

う
べ

き

だ

ろ

う。

　
な

お、

四
一

＝
二

の

長

歌
に

「
…

夏
の

野

の

さ

百

合
引
き
植
ゑ

て

咲
く

花
を

…
」

と
あ

る

と

こ

ろ

か
ら

、

家
持
が

夏
野
に

生

え

て

い

る

ゆ

り
を
わ
ざ
わ

ざ
庭
に

移
し

植

え
て

眺
め

て

い

た

こ

と

が

わ

か

り、

家
持
が

い

か

に

ゆ

り

を

賞
で

て
い

た

か

を

知
る

こ

と

が

で

き

る
。

こ

の

ゆ
り

は

野
に

咲
く

可
憐
な
サ
サ

ユ

リ

で

あ

ろ

う。

た

か

み

く．
 

　

　
あ

ま

　

　

ひ

つ
ぎ

　

　

　
　

す

め

ろ

き

　

　

　

　

　

　

　
み

こ

と

　

　

　

き

こ

　

　

を

高
御
座

　
天

の

日

嗣
と

　
天
皇
の

　
神
の

命
の

　
聞
し

食
す
…

…

…

コ
つ卯

の

花
の

　
咲
く
月
立
て

ば

　
め

づ

ら

し

く

　
鳴
く

ほ

と

と

ぎ
す

　
あ

や

め

　
　

　
た

ま

ぬ

ぐ
さ

　
珠
貫
く

ま

で

に
：

…・
…
…

（
巻
十
八、

四

〇

八

九）

高
御
座
　
安
麻
乃

日

継
登

　
須
賣
呂
伎
能
　
可
未
能
美

許
登

能
　
伎
己
之
乎

須

…

…

…

宇
能
花

乃

　
佐
久
月

多
弖
婆

　
米
都
良
之
久

　
鳴
保
等
登

芸
須

安
夜
女
具
佐
　
珠
奴
久
麻
泥
余
：

…

…

…

…・

　

　
．

高
御
座
に

ま

し

ま

す
天
の

日

嗣
と
し
て、

天

皇
の

神
の

命
が

お

治
め

に

な

る

…
…

　

　
　

…
三
つ

の

は

な

が

咲
く
四

月

に

な

る

と、

好
も
し

く
鳴
く

ほ

と

と

ぎ
す
は、

　

　
　

あ
や

め

ぐ
さ

を

薬
玉

に

貫
く

頃
ま

で

…

…

…

…

　

集
中
に

あ
や
め

ぐ
さ

を

詠
ん
だ
も

の

は

十
二

首
あ

る。

そ

の

う

ち、

九

首
が

越
中

万

葉
に

あ

り、

家
持
の

作

が
八

首
も

あ

る
。

こ

の

長
歌
も

家
持
が

ひ

と

り

室
内
に

こ

も
っ

て

い

て、

た
ま

た
ま

ほ

と

と
ぎ
す
の

鳴
き
声
に

触
発
さ
れ、

遙

か

都
へ

思

い

を

馳
せ

て

詠
ん

だ
も

の

で

あ

ろ

う。

あ

や

め

ぐ
さ

は

長
歌、

短
歌
を

問

わ
ず、

ほ

と

と

一 2 一
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越
中
万
葉
に

お
け
る
植
物
詠
歌
考

下

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　

（

　
　
　

　

　
　
　
　

　

大
伴
家

持
の

歌
を

め

ぐ
っ

て

＞

Qo
ε

身

自

爵
o

℃
o

＄
図

ξ

90
ヨ
o

目
−

く
餌

冨
ヨ
oo

窪

　
　

ー
o
昌

夢
o

コ
o

蕁

貯

＝

団

8
げ
g
］
≦
騨
づ
望
o

＝

−

11
、

ゆ
り

霜

　
野

　
仁

　
一

Qo
＝
目

≦
07
「
O
旨

巴
〇

三

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
ゆ

　
り

　
　

　
　
　

　
　

ゑ

あ
ぶ

ら

火
の

光
に

見
ゆ
る

わ

が

か

づ

ら

さ
百
合
の

花
の

笑
ま

は

し

き

か
も

（
巻
十
八、

四

〇
八

六）

安
夫
良
火
乃
　
比
可
里
余

見
由

流

麻
波
之
伎
香
母

和
我
可
豆

良
　
佐
由
利
能
波
奈
能
　
恵

　
・

燈
火
の

中
に

見
え
る

私
の

か

ず
ら、

こ

の

ゆ

り

の

花
が

ま

こ

と

に

美
し

く

ほ

　
　

ほ

え

ま

し

い

こ

と

で

あ
る

。

天
平
感
宝
元
年
五
月
九
日、

秦
伊
美
吉
石

竹
の

館
で

酒
宴
が

催
さ
れ

た

折、

主
人

の

石
竹
が、

ゆ

り

の

花
か

ず
ら

を
三

枚
作
っ

て、

こ

れ
を

器
に

重

ね

て

来
客
に

捧
げ

た。

主
人

の

こ

の

雅
趣
に

応
え

て、

家
持
ら

が

歌
を

詠
ん

だ。

そ

の

第
一

首

が

こ

の

家
持
の

歌
で

あ

る。

か

つ
引

は

本
来、

無
事
を

祈
る

ま

じ

な

い

で

作
ら
れ

る

も

の

で

あ
る

が、

そ

れ

を

ざ，
闘

合、

つ

ま

り

神
聖
な

ゆ
り

の

花
で

作
っ

て

持
っ

て

来
た

主

人

の

粋
な

は

か

ら

い

に

感
謝
し

て

い

る

の

で

あ

る
。

ゆ

り

の

花
を

笑
ま

は

し

き

と

詠

ん

で

い

る

の

は

次
の

歌
に

も
み

ら

れ

る
。

　

　
　
　
　

　

　

り

　

　
　

　
　
ゑ

　

　
　

　
　
ゑ

　

　
　
　
く

さ

ふ

か

ゆ

道
の

辺

の

草
深
百

合
の

花
咲
み

に

咲
み

し

が

か

ら

に

妻
と

い

ふ

べ

し

や

　
（
巻
七、
　一

二

五

七
）

・

道
の

ほ

と

り

の

草
深
ゆ
り

の

花
の

咲
く

よ

う
に、

ち

ょ

っ

と

ほ

ほ

え

み

か

け

た

だ
け
で、

妻
で

あ

る

と

い

う
べ

き

で

し

ょ

う

か。

そ

ん

な
こ

と

は

あ

り

ま

す
ま

い。

　
集
中、

ゆ

り
を

詠
ん

だ
歌
は

十
首
あ

る

が、

そ

の

う
ち、

越

中
万

葉
に

は

六

首
も

あ
り、

家
持
の

作
は

五

首
で

あ

る。

五

首
の

中
で、

こ

の

よ

う

に

ゆ

り
の

花
の

咲
き

ほ

こ

ろ

ぶ

美
し

さ

を

「
ほ

ほ

え

む」

と
、

人

間
の

笑
顔
に

た

と

え

て

い

る

の

は
い

か

に

も

巧
み

な
比

喩
表
現
で

あ
る

が、

そ

の

よ

う
に

詠
ん

で

い

る

も

の

は

こ

の

四

〇

八

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　

ま

き

六

と

四

＝
六

の

長
歌
に

「

大
君
の

任
の

ま

に

ま
に

…

夏
の

野
の

さ

百
合
の

花
の

花

ゑ咲
み

に

…
」

の

二

首
だ
け
で

あ
る。

あ
と

の

二

首
は

い

ず
れ

も

ゆ
り
の

花

を
「
後

（
ゆ

り

こ

の

枕
詞
と
し

て

使
っ

て

い

る。

　

次
の

二

首
は
こ

の

四

〇

八
六

に

続
く

も

の

で

あ

る。

（ア）

と

も

し

び

　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　

ゆ

り

ぱ

な

ゆ

り

燈
火
の

光
に

見
ゆ
る

さ

百
合
花
後
も

逢
は
む

と

思

ひ

そ

め

て

き

し

も

の

　
じ

ん

い

ち

（
文
学
科

国

文
専
攻）
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