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大
伴
旅
人

は

万
葉

第
三

期
を
代
表
す

る

歌
人
の
一

人
と

し

て
、

一

般
に

享
楽

的
、

楽
天
的
な

性
格
の

持
主
で

あ
っ

た

よ
う
に

考
え
ら
れ
て

い

る
。

そ

し

て

そ

れ
と

同

時
に

、

彼
は

悲
し

さ

や
寂
し
さ
に

傷
つ

き

易
い

心
を
も
っ

て
い

た
。

そ

れ
が

そ
の

ま
ま

作
歌
の

上
に

あ
ら
わ
れ

た
も
の

と

し
て

、

わ
れ
わ
れ
は

讃
酒

歌

十
三
首
を
あ

げ
る

こ

と

が

で

き
る

。

ま

た

彼
は
中
国
文
学
の

心

酔
者
で

も

あ
っ

た
。

と
り
わ

け

老
荘
思

想
か

ら
深
い

影
響
を
う

け
て

い

る
。

そ
れ
は

讃
酒
歌
十

三

首
は

も
と
よ
り

、

梧
桐
日

本
琴
一

面
に

も
、

梅
花
歌
に

も
、

ま
た

遊
於
松
浦

河
歌
に

も

見
ら
れ
る

。

殊
に

こ

れ
ら
の

歌
に

附
せ

ら
れ

た
序
に

は
、

一

層
そ

れ

が

あ
ら
わ

に

示
さ
れ

て

い

る

と

い

う
よ

う
に

考
え
ら
れ
て

来
た

。

　
右
の

よ
う

な
旅
人
観
に

対
し
て
、

勿
論
私

自
身
に

何

ら
異
論
の

あ
ろ
う

筈
も

な
い

の

で

あ
る

が
、

し
か

し
こ

れ

ら
の

作
品
は
こ
れ
ま
で
、

一

般
に

同
列
に

取

扱
わ

れ
て

来
て

い

る
の

で

あ
っ

て
、

そ
れ

が

歌
人
と

し
て

の

彼
の

思

想
的
発
展

と

関
連
さ
せ

て

考
え
ら
れ
た
こ

と

は
余
り
な
か
っ

た

よ
う
に

思
わ
れ

る
の

で

あ

る
。

と
こ

ろ

が

彼
の

作
歌
生

活
は

、

六

十
才
を

過
ぎ
て

の

太
宰
府
生

活
と

ほ

と

ん

ど

密
着
し
て

い

る

の

で

あ
る

。

そ
れ

故
当
然
彼
の

作
品
は

太
宰

府
生

活
と

の

関
連
に

お
い

て

捉
え
ら
れ
な

け
れ

ば
な
ら
な
い

の

で

は

な
い

か
。

し
か

も
太

宰

府
に

お
い

て

最
愛
の

妻
を
失
っ

た

と
い

う
こ

と
は

、

彼
に

大
ぎ
な

衝
撃
を
与
え

た

わ

け
で

あ
っ

て
、

そ
れ

は

ま
た

彼
の

歌
人

と
し
て

の

発
展
に

深
い

影
響
を

及

ぼ

し
て

い

る

筈
で

あ
る

。

　
こ

の

よ

う
な

問
題
に

つ

い

て

考
え
る

こ

と

は
、

特
に

讃
酒
歌
か

ら
梅
花
歌
又

は

遊
於
松
浦
河
歌
へ

と
発

展
し
て

行
っ

た

過
程
を

明
ら
か

に

す
る

上
に

、

極
め

て

重
要
な

意
義
を
も
つ

も
の

と
考
え
ら
れ
る

の

で

あ
る

。

本
稿
に

お
い

て

は
、

そ
の

よ

う
な

点
に

つ

い

て

私
見
を
述
べ

て

見
た
い

と
思

う
の

で

あ
る

。

一
、

太
宰
府
生

活
と

望

郷
の

歌

川
崎
庸
之

氏
は
『

記
紀
万
葉
の

世
界
』

の

中
で

次
の

よ

う
に

述
べ

て

お
ら
れ
る

。

　

長
屋
王
の

自
尽
の

後
は

政
界
は

陰
謀
に

つ

ぐ

陰
謀

、

闘
争
に

か

わ
る

闘
争

を
以
て

終
始
し

た

と

い

っ

て

も
よ

い

で
あ
ろ

う
。

（
中
略）

大
宮
人

は

実
は

閑

雅
な
装
い

の

裡
に

老
荘
の

書
な
ど

に

親
し
ん
で

こ

の

世
を
白
眼
視
す
る

人
で

は
な
か
っ

た

と

誰
が

断
言
し

得
た
で

あ
ろ

う
か

。

天
成
の

歌
人
が

都
塵
を

避

け
て

自
然
の

懐
に

憩
い

、

民
間
の

傅
承
な
ど
に

心
か．
ら
の

愛
著
を

示
す

よ
う
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に

な
ワ

た
の

は

ゆ
え

あ
る
こ

と

で

あ
っ

た
。

（
赤
人

や

蟲
麿
な
ど

の

歌
に

は．」
う
し
た
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面
が

注

意
さ

れ
る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う
か
。

）

　
　

大
伴
旅
人
が

奈
良
の

京
を

去
っ

た

の

は

い

わ
ば

長
屋

王
の

変
の

前
夜
に

立

　
つ

時
期
で

あ
り

、

そ
れ

だ

け
に

そ
れ
は

い

ろ

い

ろ
の

想

像
を

容
れ
る

余
地
が

　

生
じ

て

来
る

と

思

う
の

で

あ
る

。

（
下

略∀

　

川
崎
氏
の

云
わ
れ
る

よ

う
に

、

確
か

に
、

　
「

旅
人
と

前
後
し
て

、

と

い

う
よ

り

は
恐
ら
く
は

彼
と

そ
の

行
を
と
も
に

し

て

筑
紫
の

地
に

赴
い

た
人
々

の

中
に

は

当
時
有
数
の

文
人
、

殊
に

長

屋
王
に

よ
っ

て

は
じ
め
て

そ
の

才
を

認
め

ら
れ

た

人
た

ち
が

含
ま
れ
て

い

た
こ

と
は

注
意
さ
れ

な
け
れ
ば
な

ら
な

い

で

あ

ろ

う
。

」

と
思
う
の

で

あ
る

。

し
か

も

山
上
憶
良

、

小

野
老
を
は

じ

め
、

「

有

数
の

文
入
」

が

期
せ

ず
し
て

太
宰
府
に

集
ワ

た
と
い

う
こ

と
は

、

単
に

偶
然
の

出
来

事
と

考
え
る

こ

と

は
で

き

な
い

で

あ

ろ
う

。

必
ず
や

そ
こ

に

は
、

何
ら
か

政
治

的
な
圧
力
が

あ
ワ

た
ろ

う
こ

と
が

想

像
さ

れ
る

の

で

あ
る

。

　

讃
酒
歌
に

つ

い

て

は
、

し
ば
し

ば

そ
う
考
え

ら
れ

て

来
た
の

で

は

あ
る

が
、

彼
が

、

妻
の

死
に

よ
ワ

て

傷
つ

い

た
心
を

慰
め
る

た

め

に
、

　
「

賢
し

ら
」

を
し

り

ぞ

け
て

、

酒
に

浸
り

、

酔
泣
を
し
た

と

い

う
よ

う
に

は

簡
単
に

考
え
ら
れ
な

い

点
が

あ
る
よ

う
に

思

う
の

で

あ
る

。

確
か

に

彼
に

と
っ

て

は
、

む

し
ろ

妻
の

死
に

先
だ
っ

て
、

更
に

大
き
な

傷
心
の

た

ね
と

な

る
も
の

が

あ
つ

た
ろ

う

こ

と

が

想

像
さ
れ
る

の

で
あ
る

。

一

体
彼
の

作

歌
経
歴
に

お

い

て
、

何
よ

り
も

関
心

を
よ
せ

ら
れ
る
の

は
、

彼
の

作

歌
活
動
が

太
宰
府
生
活
数
年
間
と

ほ

と
ん

ど
切

離
し
が

た

く

結
び

つ

い

て

い

る

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

即
ち

長
歌
二

首
を

含
め

て

万
葉

集
所
載
の

彼
の

歌
は
全
て

七
七
首
で

あ
る

が
、

そ
の

中
、

在
京
時
の

作

三
首
と

、

帰
京
後
の

作
三

首
、

合
わ
せ

て

六
首
を

除
け
ば

、

太
宰
府
時
代
の

歌

（

六
一

首
）

か
、

ま
た

は

太
宰
府
生

活
と

関
係
の

あ
る

歌
（

十
首
）

ば
か

り

な

の

で
あ
る
。

従
っ

て

彼
の

作
歌
活
動
は
、

云
わ
ば

太
宰
肩
生

活
と

重
な
り

合
っ

て

い

る

と
云

っ

て

も
過
言
で

は

な
い

で

あ
ろ

う
。

こ
の

こ

と

は

彼
の

歌
の

本
質

に

触
れ
よ

う
が

た

め

に

は
、

ど

う
し

て

も

見
の

が

す
こ

と
の

で

き
な
い

事
実
で

あ
ろ

う

と
思
う
の

で

あ
る

。

　

旅
人
の

歌
は

巻
三

に

三

十
二

首
、

巻
五
に

二

十
九
首
採
録
さ

れ

て

い

る
。

ま

た

巻
四

、

六
、

八
に

そ
れ

ぞ
れ

数
首
ず
つ

載
せ

ら

れ

て

い

る
の

で

あ
る

。

と
こ

ろ

で

巻
三
の

編
纂
に

は

家
持
の

手
が

加
わ
っ

て

お

り、

巻
五
は

憶
良
の

筆
録

を

も

と

と
し

て
、

家
持
が

編
纂
し
た

も
の

だ

と

す
る

な
ら

ば

（

久
松
潜
一

編
日

本

文

学
史
上
代
参

照
）

、
　
家
持
は

ほ

か

な

ら
ぬ

旅
人
の

長
男
な
の

で

あ
る

か

ら
、

太
雫
府
赴
任
以

前
の

旅
人
の

歌
が
、

編
纂
者

家
持
の

目
に

全
然
触
れ

な
か

っ

と

は

考
え
に

く
い

の

で

あ
る

。

そ
う
す
る

と

当
然、

太
宰
府
生

活
の

中
か

ら

生

れ

て

来
た
歌
が
、

そ

れ
以

前
の

歌
に

比
べ

て
、

質
的
に

遙
か

に

す

ぐ
れ
て

い

た

だ

ろ

う
こ

と

が

想

像
さ
れ
て

来
る

の

で

あ
る

。

　

と
こ

ろ
で

太
宰
府
赴
任
を
境
と

し
て

、

そ
の

前
後
の

彼
の

作

品
に

質
的
な
大

き

な
隔
り
が

あ
る
と

す

る
な
ら
ば
、

歌

人
と
し
て

の

彼
の

魂
を、

そ
の

根
底
か

ら

揺
り
動
か

し
、

波
立

た

せ
、

し
か

し

て

創
造
的
衝
迫
へ

と

導
い

て

行
っ

た

何

物
か

が
、

太
宰
府
赴
任
と

い

う
事

実
そ
の

こ

と

の

な
か

に

ひ

そ
ん

で

い

た

と
考

え
な

け
れ
ば
な
ら

な
く
な
る

の

で

あ
る

。

そ
れ

を
私
は

、

川

崎
氏
の

云
わ

れ
る

政

治
的
闘

争
又
は

陰
謀
と

関
連
さ

せ

て

考
え
た

い

の

で

あ

る
。

　

そ

こ

で

考
え

合
さ
れ
る

こ

と

は
、

彼
に

望
郷
の

歌
の

多
い

こ

と
で

あ
る

。

即

ち

望
郷
の

念
を

直
接
的
に

詠
ん

だ

も
の

と

し
て

、

　
「

帥
大

伴
卿
の

題
」

の

題
詞・

あ
る

五

首
（

巻
三
）
、

「

太
宰
帥

大
伴
卿、

冬
σ

日

雪
を
見
て

京
を

憶
ふ

歌
」

一

首
（

巻
八
）

、

「

帥

大
伴
卿

、

遙
に

芳
野

離
宮
を
思
ひ

て

作

れ
る

歌
」

一

首
（

巻

六
）

、
「

員
外
故
郷
を
思
ふ

歌
」

二

首
（

巻
五
）

、

計
九
首
の

外
に

、

亡

妻
を
恋

う
る

念
を
詠
ん
だ

歌
、

及
び

旧

友
と

の

贈
答
の

歌
に

望
郷
の

念
を
こ

め

た

も
の

が

そ

れ

ぞ
れ

二
革
目

（

巻
三

、

四
蕊
九・
四
四
〇

、

巻
五
、

〈
〇

六 、

巻
六

、

九
五
六

）

あ
ワ

て
、

合
計

十
三

首
、

彼
の

全
作

歌
数
の

お

よ

そ

六
分
の
｝

に

達

す
る

の

で

あ
る

。

し

436
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か

も
こ

れ

ら
の

歌
に

お

い

て

は、

単
に

望
郷
の

念
が

詠
み

込
ま
れ
て

い

る

と

い

う
だ

け
で

な
く、

そ
こ

に

は

ほ

と

ん
ど

腸

を
か

き
む
し

ら

れ

る

よ

う
な
焦
燥
の

念
が

か

く
さ
れ

て

い

る

よ

う
に

思

う
の

で

あ
る

。

こ

れ

を

か

り
に

、

同
じ

く

太

宰
府
に

あ
っ

た

憶
良
や

、

越
中
守
と

し
て

北
国
に

下
っ

た

家
持
の

、

同
じ
く

故

京
を

憶
う
歌
に

比
べ

て

見
る

な
ら
ば

、

そ
の

よ

う
な
痛
切

な
焦
燥
の

念

を

単
に

彼
の

性
格
だ

け
に

帰
す
る

わ

け
に

は

い

か

な
い

何

物
か

が

あ
る

よ

う
に

思
わ
れ

る
の

で

あ
る

。

全
く

事
情
は
異
な
る
に

し
て

も
、

む
し
ろ

そ
こ

に

は、

中
臣

宅

守
が

狭
野
茅
上
娘
子
を
恋
う
て

都
を

慕
う
た

情
に

近
い
、

生
々

し
い

切

実
さ
が

感
取
さ
れ
る

の

で

あ
る

。

　

　

　

　

　

　
　
お
　
ち

　

　

吾
が

盛
ま

た

変
若
め

や

も
ほ

と

ほ

と

に

寧
楽
の

京
を

見
ず
か

な
り

な

む

　

　

　

　

　

　
　
　
　

（

三
、

三＝
『

鮓
諸
噸
囎

万
葉

集
に

よ

る
。

以

下

同
じ

）

そ
れ

は

単
に

故
京
を

慕
う
心
だ
け
で

は

な
い

。

そ
こ

に

は

政
治
的
闘
争
の

中
で

揺
ら

ぎ
傾
き
つ

つ

あ
る
一

族
の

運

命
を

感
じ
つ

つ

あ
る
も
の

の

焦
燥
の

念
が

感

取
さ
れ

は
し
な
い

か
。

こ

の

よ

う
な

焦
燥
の

念
が

あ
っ

た

れ

ば

こ

そ
、

漸
く
入

生
の

終
り
に

近
づ
い

た
齢
の

中
で
、

再
び

生

命
の

火
を
か

き
た

て

よ

う
と

す

る

か

の

ご

と
く

、

「

吾
が

盛
ま
た

変
若
め
や

も
」

と
な

げ
き
、

「

わ
が

命
も

常
に

あ
ら

ぬ

か

」

と
こ

い

ね
が
い
、

「

浅
茅
原
つ

ば

ら
つ

ば
ら
に

も
の

思
ひ
」

つ

つ
、

「

わ

が

ゆ
き行

は

久
に

は

あ
ら

じ
」

と

自
ら
を

慰
め

よ

う
と
す
る

の

で

あ
ろ

う
と
思

う
。

讃

酒
歌
も
ま
た

か

か

る

焦
燥
の

念
と

無
関
係
で

は
な
い

よ

う
に

思
う
の

で

あ

る
。

二
、

讃

酒

歌

に

つ

い

て

　

讃
酒

歌
に

つ

い

て

は

従
来
三

つ

の

見
方
が

あ
る

。

第
一

は
、

最
も

普
通
に

受

容
れ
ら
れ

て

い

る
説
で

あ
っ

て
、

沢

瀉
久
孝
博
士
の

新
釈
が

そ
れ

を
代
表
し
て

い

る
。

即
ち

「

旅
人
は
巻
五
の

諸
作
で

も
察
せ

ら

れ

る

や

う
に

支
那
文

学
の

心

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　

　
　
ぬ
　

　

ヘ

　
　ヘ
　
　ヘ
　　
ヘ
　

　マ
　
　へ
　

　

う

酔
者
で

あ
つ

て
、

老
荘
思
想
の

影
響
も

う
け
て

ゐ

る

が
、

も
と

も
と

明
る

い

快

も
　
ぬ
　
ね

　
レ

　
ヤ
　
ヤ

　

も

　
も

　
　
　

ヤ
　
も
　

た

活
な
性

格
の

持
主
で
、

享
楽
的
な

ー
そ
れ
は

積
極
的
な

も
の

で

は

な
く、

傍

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

ヘ
　
　ヘ
　　ヨ
　

　ヤ
　
　

ヘ　
　

へ

　
　も
　
　

へ

観
者
的
な
も
の

で

あ
る
が

ー
気
持
が

多
分
に

あ
り

、

し
か

も
悲
し
み

や

さ
び

し

さ
に

傷
き
ゃ
す
い

心

も
あ
つ

た

が
、

そ
れ

を
し

ひ

て

押
へ

た

り
、

ご
ま
か

し

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　
ヤ
　

　

も

　
　
も

　

　
モ

　

　も
　

　

も

　
　
ヘ

　

　モ
　

　ヘ
　

　

へ

　

　

も

た
り
す

る
為
に

酒
に

親
し
ん

だ

の

で

な
く
し
て

、

も
つ

と

明
る

い

朗
か

な

気
持

も
　

　

へ
　

　

ぬ　
　ゐ
　
　へ
　
　

も
　

　ぬ　
　へ

か

ら

觴
を
手
に

し
た

も
の

と

見
る

べ

き
も
の

の

や
う
で

あ
る
」

（
圏

点
筆
者
）

と

す

る
の

で

あ
る

。

第
二

は
、

こ

れ

を
亡

妻
を

恋
う
る
涙
に

濡
れ
た

も
の

と

す

る
説

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
も

　

　
も

　
　
へ

　
　
ゐ

　
　
ヵ

で
、

武
田

祐

吉
博
士

の

新

解
が

そ
れ

を

代
表
し
て

い

る
。

即
ち
「

亡

妻
を

恋
ふ

へ
　

　
も

る

情
が

、

殊
に

他
に

慰
む
す
べ

も
な

い

辺

地
に

居
る

身
の

上
に

、

ひ

し
と

迫
つ

　

　

　

　
も
　

　

も

　
　
へ

　

　ゐ
　

　ヘ
　

　

ヘ

　

　ヘ
　

　ヵ
　

　

つ

　

　
へ

　

　ぬ
　

　

も

　
　
も

　

　
マ

　

　

へ

て

ゐ

る
。

そ
れ

を
紛
ら
さ

う
と

し
て

の

享
楽
沙
汰
で

あ
ろ

う
」

（
圏
点
筆

者）

と

い

う
の

で

あ
る

。

第
三

は
、

川
崎
庸
之

氏
が

「

記

紀

万
葉
の

世
界
」

で

指
摘
さ

れ

た

説
で

あ
っ

て
、

そ
こ

で

は

讃
酒
歌
が

当
時
の

政
治
的
闘
争
と

結
び

つ

け
て

考

え

ら
れ

て

い

る

の

で

あ
る

。

　

讃
酒
歌
に

つ

い

て
、

わ

れ
わ

孔

は

右
の

三
の

説
の

中
何
れ

を

選
ぷ

べ

き
で

あ

ろ

う
か

。

そ
こ

で

先
ず

考
慮
さ
れ

な

け
れ
ば
な

ら
な
い

こ

と

は
、

讃
酒
歌
と

亡

妻
を

悲
し
む
心
と

を

結
び

つ

け
て

考
え
て

よ

い

か

ど

う
か

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

一

体
彼
の

帰
京
は
、

巻
三

の

「

天

平
二

年
庚
午
冬
十
二

月
、

太
宰
帥
大
伴
卿

、

京
に

向
ひ

て

道
に

上
り

し
時

、

作
れ

る

歌
五

首
」

の

題
詞
を

信
ず
る

な

ら
ば、

天

平
二

年
冬
十
二

月
と

い

う
こ

と
に

な
る

の

で

あ
る

が
、

太
宰
府
在
任

を
通
説

に

従
っ

て

四
年
乃
至
五

年
と

す

る
と

、

彼
の

太
宰
府
赴
任
は

神
亀
二

、

三

年
頃

と
な
る

の

で

あ
る

。

と
こ

ろ

で

彼
の

妻
の

死
を

、

彼
自
身
の

「

故
人
を
思
ひ

恋

ふ
る

歌
」

の

題

詞
や

左
註

、

及
び

憶
良
が

旅
人
の

妻
の

死
を

傷
ん
で

詠
ん

だ
と

想

像
さ
れ
て

い

る

「

日

本
挽
歌
」

の

左
註
に

よ
ワ

て
、

神
亀
五

年
の

夏
頃
だ
と

す
る

と
、

彼
の

妻
の

死
は

太
宰
府
在
任

中
の

ほ

ぼ

中
頃
で

あ
っ

た
ろ

う
と

い

う

こ

と

に

な
る

の

で

あ
る

。

　
さ
て

彼
の

太
宰
府
在
任
の

期

間
を
四

年
乃
至

五

年
と

し
、

そ
し
て

彼
の

妻
の

437
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死
を
そ
の

ち
ょ

う
ど

中
頃
だ
と

す

る
と

、

若
し
讃

酒
歌
が
亡

妻
を

悲
し
む

気
持

か

ら
生
れ
た

も
の

で

あ
る

な
ら
ば

、

妻
の

死
を
境
に

し
て

、

そ

れ

以
前
の

作
と

し
て

は

「

帥
太
伴
卿
の

歌
五

首
」

の

題
詞
あ
る

望

郷
の

歌
だ

け
が

の

こ

る

こ

と

に

な
り

、

そ

れ

で

は

妻
の

死
後
の

歌
に

比
べ

て
、

量
質
共
に

余
り

に

大
き
な
隔

り
が

あ
り
過
ぎ
る
こ

と
に

な
り
は

し

な
い

か
。

し
か
も

な
お

、

か

り
に

讃
酒
歌

が

妻
の

死
後
に

作

ら
れ
た

も
の

だ

と

す
る

と
、

彼
の

作
歌
衝
迫
の

ほ
と

ん
ど
全

て

を
妻
の

死
に

結
び
つ

け
て

考
え
な
い

限
り
、

右
の

事
実
を
そ

の

ま
ま

肯
定
す

る

こ

と
は

困
難
に

な
る

で

あ
ろ
う
と
思

う
。

後
に

触
れ
る

よ
う
に

、

妻
の

死
は

彼
の

歌
の

発

展
に

大
き
な
か

か

わ

り
を

も
っ

て

い

る
の

で

は
あ
る

が
、

し

か

も

わ

れ

わ

れ

は
、

彼
の

作
歌

衝
迫
の

ほ

と

ん
ど

全
て

を

彼
の

妻
の

死
に

帰
す
る

こ

と
に

は

些
か

躊
躇
せ

ざ
る

を

得
な
い

で

あ
る

。

確
か

に

あ
の

よ

う
な

複
雑
多
彩

な

内
容
を
も
つ

彼
の

歌
が

、

妻
の

死
の

み
を
契
機
と
し

て

生
れ
て

来
た

と

は

考

え
が
た
い

の

で

あ
る

。

そ
れ
よ

り

も

寧
ろ、

彼
の

創
作
的
意

慾
を
烈
し
く

刺
戟

し

た
も
の

が

既
に

あ
っ

て
、

そ
れ

が

妻
の

死
を

契
機
と

し

て
、

新
し
い

方
向
を

と
る
に

至
っ

た

の

だ

と

考
え
る

の

が
、

自
然
な
の

で

は
な
い

か
。

　

讃
酒
歌
十
三

首
が

、

若
し

亡
妻
を

悲
し

み

恋
う
る

心
に

結
び
つ

い

て

い

る

と

す
る
な
ら
ば

、

少
く
と
も
一

首
位
は

そ
の

よ

う
な

気
持
を
詠
ん
だ

と

思
わ

れ

る

歌
が

あ
っ

て

も
よ
さ
そ

う
で

あ
る

。

と

こ

ろ

が

事
実
は

全

く
そ
の

反

対
で

あ
る

の

は
何
故
で

あ
ろ

う
か

。

次
に

讃
酒
歌
十
三
首
の

歌
の

内
容
に

つ

い

て

検

討
を

加
え
て

見
る

こ

と
に

し

よ

う。

　

刀
『
（5）　（4）　（3〕　（2〕　（

験
な
き
物
を

思
は

ず
は
一

坏
の

濁
れ

る

酒
を

飲
む

ぺ

か

る

ら

し

酒
の

名
を

聖

と

負
せ

し

古
の

大
き
聖
の

言
の

よ

ろ

し

さ

い

に

し

へ

の

七
の

賢
し

き
入
等
も

欲
り

せ

し

も
の

は

酒
に

し

有
る

ら
し

賢
し

み・
と

物
い

ふ

よ

り

は

酒
飲
み

て

酔
哭
す
る

し

ま

さ
り

た

る

ら
し

言
は

む

す
べ

為
む

す

べ

知
ら

に

極
り

て

貴
き

も
の

は

酒
に

し

有
る

ら
し

（12）　〔11）　〔10）　（9）　（8）　〔7）　（6） 

　

こ

こ

に

は
二

の

相
対
立
す
る

態

度
が

示
さ
れ

て

い

る
。

る
」

態

度
で

あ
り

、

四

首
に

お
い

て
、

お
い

て

は
、

な
る

態
度
が

示
さ

れ
て

い

る
。

「

験
な

き
物
を
思
は

ず

は
」

や
、

6
の

「

な
か

な
か

に

入

と

あ
ら

ず
は
」

に

も
示

さ
れ
て

い

る
と

見
る

こ

と

が

で

き
る

。

首
に

詠

ま
れ

て

い

る
の

で

あ
る

が
、

ら
す
る
」

態
度
と

対
立
さ
せ

ら

れ
、

前
者
の

後

者
に

対
す
る．
優
越
が

主
張
さ
れ

て

い

る

の

で

あ
る

。

！

に

お

い

て

も
ま
た

、

　
「

物
を
思
ふ
」

　
こ

と
、

云

わ
ば

「

賢
し

ら
す

る
」

態

度
が

否
定
せ

ら
れ、

却
っ

て

酒
を
飲

む
こ

と

を
よ

し

と

す

る

態

度
が

示
さ
れ
て

い

る
の

で

あ
る

。

更
に

23

に

お
い

て

は
、

真
に

聖
で

あ

り
、

賢
で

あ
る

者
の

道
と
し
て
、

酒
を

称
え

飲
む
こ

と

が

あ
げ
ら

れ
、

ま
た

5

に

お
い

て

は
、

酒
こ

そ
最
も

貴
い

も
の

と

さ
れ
て

い

る

の

で

あ
る

。

689

に

お
い

て

は
、

そ
れ

ぞ
れ

「

人
」

「

宝
」

「

夜
光

玉
」

に

も
ま
さ

る

も
の

と

し
て

酒

を

礼
讃
し

、

11
氾

に

お

い

て

は
、

現
世
享
楽
の

思

想
を
詠
ん

で

い

る
の

で

あ
る

。

な

か

な
か

に

人
と

あ
ら
ず
は

酒

壷
に

な

り
に

て

し

が

も

酒
に

染
み

な

む

あ
な

醜
賢
し

ら

を

す

と

酒
飲
ま

ぬ

人
を

よ

く

見

れ

ば

猿
に

か

も

似
る

価
無
き

宝
と

い

ふ

と

も
一

坏
の

濁
れ

る

酒
に

豈
ま

さ

ら
め

や

夜

光
る

玉
と

い

ふ

と

も

酒
飲
み

て

情
を

遣
る

に

あ
に

若
か

め

や

も

世
の

な

か

の

遊
び

の

道
に

さ
ぶ

し

く
ば

酔
哭
す
る

に

有
り
ぬ

べ

か

ら
し

今
代
に

し

楽
し

く

あ
ら
ば

来
む

生
に

は

蟲
に

鳥
に

も
吾
は

な
り

な

む

生
者

遂
に

も
死
ぬ

る

も
の

に

あ

れ

ば

此
の

世
な
る

間
は

楽
し

く

を

あ
ら

な黙
然
居
り

て

賢
し

ら

す

る

は

酒
飲
み
て

酔

泣
す
る

に

な
ほ

若
か

ず
け
り

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　　

つ

は
「

賢
し

ら
す

　
　

　
　

　

も
う
一

つ

は

「

酔

泣
す
る
」

態

度
で

あ
る

。

34713

の

　
　

　
　

「

賢
」

の

字
が

用
い

ら
れ
て

い

る

の

で

あ
る

が
、

4713

に

　
　

「

似
而
非
賢
」

が

否
定
さ
れ

、

3
に

お

い

て

は
、

真
に

「

賢
」

　
　

　
　

　
　

　
　

　
「

似
而
非
賢
」

を
し

り

ぞ
け
る

態

度
は

、

ー

の

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

の

中

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
「

酔
泣
」

の

語
は

410B

の

三

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
特
に

413

に

お

い

て

は
、

そ
れ

は

「

賢
し

438
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讃
酒
歌
十
三

首
の

表
現
し
よ

う
と

す

る

も
の

は
、

畢
竟
「

賢
し
ら
す

る
」

態

度
を
し

り

ぞ
け
て

、

む
し
ろ
「

酔
泣
す
る
」

、

云
わ
ぱ

赤
裸
々

に

人

間
ら
し
さ

を

表
出
す

る

態

度
を
称
え
て

、

そ

れ
を

却
っ

て

聖
賢
の

道
に

通
じ
る

も
の

だ

と

す

る
と

こ

ろ

に

あ

る
の

で

は

な
い

か
Q

確
か

に

こ

の

十
三

首
の

中
に

は
、

妻
の

死

を
予
想
し

な

け
れ
ば
理

解
で

き
な
い

よ

う
な

表
現
を
見
る

こ

と

は

で

き
な
い

よ

う
に

思

う
の

で

あ
る

。

即
ち

十
三

首
の

中、

お

よ
そ
半
数
の

六

首
の

歌
に

お

い

て

は
、

明
ら
か

に

「

賢
し

ら
す

る

態
度
」

を
拒
否
し

、

嫌
悪
す

る

気
持
が

詠

ま
れ

て

い

る
。

そ

こ

に

は

も
は

や

ほ

と

ん

ど
、

亡

妻
を
予
想
す
べ

き
余
地
は

な

い

ば

か

り
か
、

却
っ

て

そ
れ
は

不

自
然
で

あ
ろ

う
と

さ

え
思
わ

れ

る

の

で

あ
る

。

殊
に

ア

に

お
い

て

は
、

「

賢
し

ら
」

に

対
す
る

嫌
悪
の

情
が

露
骨
に

表

現
さ

れ
、

「

賢
し

ら
す
る
」

人
が

「

猿
に

か

も
似
る
」

と

罵
ら
れ
る

の

で

あ
る

。

そ

う
す

る
と

6
の

「

な
か

な
か

に

入
と

あ

ら

ず
は
」

も
ま
た

、

　
「

賢
し

ら
す

る
」

人
の

多
い

故
に

「

人
間
で

は

な

く
て

酒
壼
に

な

ろ

う
と

す

る
」

の

だ

と

解
す
る

の

が

自
然
で

あ
ろ
う
と

思
う
の

で

あ
る

。

ま
た

若
し
「

生

者

遂
に

も
死
ぬ

る

も
の
」

と

観
ず
る

態
度
を

、

亡

妻
を
思

う
悲
し

み

の

心

を
慰
め

よ

う
と

す
る

た
め
の

も

の

と

す
る

な

ら
ば

、

　
「

此
の

世
な
る

間
は
楽
し

く
を

あ
ら
な
」

と

願
う
心
が

不

自
然
に

感
じ

ら
れ
は

し

な
い

で

あ

ろ
う
か

。

そ
う
す

る

と

ー

の

「

験
な
き

物
を

思
は

ず
は
」

に

お
い

て
、

　
「

験
な

き
物
」

も
ま
た

、

取
り

か

え
す
す
べ

の

な
い

亡
妻
を

慕
う

気
持
を
指
す

と

見
る
よ

り
は

、

ど
う
し

よ

う
も
な
い

人

間
の

賢
し

ら
に

よ

る

醜
い

闘
争
と
策
謀

、

即
ち
余
り
に

も
す
べ

な
き

「

世
間
の

道
」

と

解

す

る
こ

と

が

で

き
は

し

な
い

か
。

　

酒
は

既
に
、

人
問
か

ら

「

賢
し
ら
」

を
ぬ

ぐ
い

去
っ

て
、

そ
こ

に

赤
裸
4
な

人

間
の

純
粋
さ

を
よ

び

さ

ま
し
て

く
れ

る

も
の

で

あ
る

が

故
に

尊
い

も
の

な
の

で

あ
る

。

そ
し
て

そ
れ

故
に

こ

そ

酒
は

、

「

無
価
の

宝
」

も
、

「

夜
光
玉
」

も

及

び

が

た

く

貴
い

も
の

と
な
る

の

で

あ
る

。

酒
は

か

く
て
、

　
「

世
間
の

道
」

に

疲

れ

果
て

た

入
の

「

情
を

遣
る
」

こ

と

が

で

き
る

わ

け
で

も

あ
ろ
う
と

思

う
。

殊

に

十
三

首
の

中
か

ら
、

最
も
積
極
的
に

悲
し
み
を
表

現
し

て

い

る

と

思
わ
れ

る

も
の

を
取
り
あ
げ
る

な
ら
ば

、

10
の

歌
と
い

う
こ

と
に

な

る
で

あ
ろ

う
が

、

こ

こ

で

も

酔
泣
に

導
い

て

い

こ

う
と

す
る

「

さ
び

し

さ
」

と

悲
し
み

は
、

亡

妻
を

慕
う
悲
し
み

や

さ
び

し

さ
で

は

な

く
て
、

「

世
の

な
か

の

遊
び

の

道
」

に

見
出
さ

れ

る

さ
び
し

さ

で

あ
り

、

悲
し

み

な
の

で

あ
る

。

か

く
て

亡

妻
と
の

関
連
を

讃
酒

歌
の

中
で

予
想
す
る

と

す
れ
ば

、

ー

の

歌
位
で

あ
ろ

う
が

、

そ
れ

す
ら

前
述
の

よ

う
に

、

必
ず
し

も
亡
妻
を

慕
う
心

を
詠
ん
だ

も
の

と
考
え
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

理
由

を
見
出
す
こ

と

は

で

き
な
い

の

で

あ
る

。

ま

し
て
11
の
「

今
代
に

し

楽
し
く

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

ノ

あ
ら

ば

来
む
生
に

は

蟲
に

鳥
に

も
吾
は

な
り
な
む
」

に

お
い

て

亡

妻
を
思
う

心

を
予
想
す
る

の

は

む
し

ろ
不
自
然
で

さ

え
あ
る

よ

う
に

思
わ

れ
る

の

で

あ
る

。

　

そ
れ

で

は
、

旅
人
を

し
て

「

賢
し

ら
」

を
拒
否
し

て
、

酔
泣
を

肯
定
さ
せ

る

と
こ

ろ

の

も
の

は
そ
も
そ
も
何
で

あ
ろ

う
か

。

一

体
彼
の

い

う
「

賢
し

ら
」

は

真
に

聖
賢
の

道
を
学
び

、

学
問
に

身
を
ゆ
だ

ね

る

こ

と
を
云

う
の

で

は

な
い

よ

う
に

思
う

。

従
っ

て

「

賢
し

ら

を
す
る

入
」

と

は
、

大

陸
輸
入
の

聖
賢
の

道
を

学
ん

で

い

る

入
を

指
し

て

云
っ

て
い

る

の

で

は

な

く、

む

し
ろ

政
治
的

陰
謀
と

抗
争
に

寧
日

の

な
い

人
々

を
意

味
し
て

い

る

の

で

は
な
か

ろ

う
か

。

「

賢
し
ら
」

は

確
か

に
、

　
「

似

而
非
賢
」

で

あ
ワ

て
、

そ
れ

は

却
っ

て

莫
の

意

味
で

の

「

聖

賢
」

と

は
対
立
す
る

も
の

で

あ
っ

た

の

で

あ
る

。

成
程
「

賢
し

み

と

物
い

い
」

、

「

賢
し

ら
を
す
と

酒
飲
ま
ぬ

入
」

は
、

作
者
の

眼
前
で

今
し
も
「

賢
」

を
て

ら

い
、

学
閊
を
あ
げ
つ

ら
お

う

て

い

る

人

を
指
し
て

い

る

か

の

よ

う
で

あ
る

が
、

し
か

も

そ
れ

は
一

面
に

お
い

て

正
し
い

見
方
で

あ
る

と
も

云
え

る

で

あ
ろ

う
が

、

な
お
そ

れ
だ
け
で

は
、

　
「

言
は

む
す
べ

為
む
す
べ

知
ら
に

極
り
て
」

酒
を

貴
し

と
思
い
、

　
「

世
の

な
か

の

遊
び

の

道
に
」

さ
び

し
さ
を
感
じ

て

酔

泣
を
し

た
り

　

靭

す
る

理

由
は

説

明
で

き
な
い

の

で

は

な
い

か
。

殊
に

「

猿
に

か

も

似
る
」

と

罵
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倒
し
た

り
、

　
「

来
む

生
に

は

蟲
に

鳥
に

も

吾
は

な
り
な

む
」

と

昂
然
と

云
い

放

つ

気
持
も
理

解
し

が

た
い

よ

う
に

思
う
の

で

あ

る
。

　
畢

竟
讃
酒
歌
十
三

首
を
生
ん
だ

で

あ
ろ

う
、

最
も
切

実
で

、

し

か

も

本
質
的

と

思
わ
れ

る

要
因
は

、

政
治
的
圧

力
と

策
謀
を
以
っ

て

彼
を

太
宰
府
へ

追
い

や

っ

た
人
4
の

「

賢
し

ら
」

に

対
す
る

怒
り
で

あ
り

、

し
か

も

彼
自
身
ど

う

し
よ

う
も
な
い

こ

と

に

対
す
る

諦
め

と

な

げ
き
で

あ
っ

た

の

で

は

な
い

か
。

そ

し
て

現
実
に

は

そ
れ

は
、

彼
の

快
い

酔
眼
に

映
じ
た

、

今
正

に

学
を
て

ら
い

、

理

を

あ
げ
つ

ら
お

う
て

い

る
か

の

ご

と

く

見
え
る

人
へ

の

罪
の

な
い

嘲

笑
に

よ
っ

て
、

触
発
さ
れ
た

も

の

と

解
す

る
こ

と

が

で

ぎ
は

し
な
い

で

あ
ろ

う
か

。

そ
う
し

て

そ

こ

か

ら、

享

楽
主
義
的
で

あ
る

よ

う
に

さ
え

思
わ

れ
る

現
世
主

義
が

歌
い

上

げ
ら
れ
る
こ

と

に

な
っ

た

の

で

あ
ろ

う
と

思
う
の

で

あ
る

。

　
讃
酒
歌
は

か

く
て
、

　
「

帥
大
伴
卿
の

歌
五
首
」

の

題

詞

あ
る

望

郷
の

歌
と

、

そ

の

調
べ

と
な
げ

き
に

お
い

て

い

み

じ
く
も
調

和
す
る

よ

う
に

思

わ
れ

る

の

で

あ
る

が
、

そ
れ

で

は

讃
酒
歌
と

梅
花
歌
や

遊
於
松
浦
河
歌
と
は

ど

の

よ

う

な
関

係
に

あ
る

の

で

あ
ろ

う
か

。

次
に

そ

の

問
題
に

つ

い

て

考
え

て

見
よ

う
と

思
う

。

　
　

　

三
、

亡

妻
を

恋
う

る

歌
の

意

味

　

讃
酒
歌
は

前
述
の

よ
う
に
、

余
り

に

も

現
実
に

密
着
し
た

歌
だ

と

考
え
ら
れ

る

の

で

あ
る

が
、

こ

れ
に

対
し

て
、

梅
花
歌
と

遊
於
松
浦
河
歌
と
は

そ
れ

ぞ
れ

風
雅
の

境
地
や

神
仙
的
境

涯
を
詠
ん

で

い

る

の

で

あ
っ

て
、

そ
れ

ら

は
云
わ

ぱ
、

現
実
の

生
4
し

さ
を

濾
過
し

た

美
の

世
界
に

つ

な

が

る
も
の

な
の

で

あ
る

。

従

っ

て

両
者
の

間
に

は
、

そ
の

対
象
に

対
す
る

態

度
に

26
い

て
、

明
瞭
に
一

線
を

画
す

る

も．
の

が

あ
る
よ

う
に

思
う
の

で

あ
る

。

　

讃
酒
歌
と
梅
花
歌

並
に

遊
於
松
浦
河
歌
と

の

間
に

見
ら
れ
る

こ

の

よ

う

な

質

的
な

隔
り
は

、

そ

れ

で

は
】

体
何
に

よ
っ

て

も
た

ら
さ

れ

た

も
の

な
の

で

あ
ろ

う
か

。

私
は

そ

こ

に

神
亀
五

年
夏
の

彼
の

妻
の

死
を

お
い

て

考
え
て

見
た

い

と

思
う
の

で

あ
る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

40

4

　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　，
4

　

　
世
の

中
は

空
し

き
も
の

と

知
る

時
し

い

よ

よ

ま

す

ま

す
悲

し

か

り

け
り

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　
　

（

五
、

七
九
三
）

　

「

世
の

中
は

空
し

き
も
の

と

知
る

時
し

」

と
い

う
の

は

何
を

意
味

す
る

の

で

あ
ろ

う
か

。

世
の

中
の

空
し

さ
は

仏

教
の

教
理

と
し
て

か

ね

て

か

ら

知
っ

て

い

る

と

こ

ろ

で

は

あ
る

が
、

今
正
に

妻
の

死
に

よ

っ

て
、

そ
れ

を
自
分
自
身
の

体

験
と

し
て

知
り

得
た

と
い

う
の

で

あ
ろ

う
。

そ

う
し
て

そ
こ

か

ら
悲

し
さ

を

味

わ
う
の

で

あ
る

が
、

　
「

い

よ

よ

ま

す

ま
す

悲
し

か

り

け
戦

」

は
、

既
に

あ
る

悲

し
み

の

上

に
、

更
に

そ

う
い

う
生
々

し
い

体

験
が

加
わ

っ

て
、
・
そ
こ

に
】

層

救

わ
れ

よ

う
の

な
い

悲
し
み

が

身
に

迫
ワ

て

来
る

と

い

う
の

で

あ
ろ

う
。

そ
れ
で

は
こ

の

既
に

あ
る

悲

し
み

と
い

う
の

は

何
で

あ
ろ

う
か

。

直

接
に

は

題

詞
に

あ

る
「

禍
故
重

畳
し

」

の

「

禍
故
」

を

指
す
の

で

あ
ろ

う
が

、

そ
の

向
う
に

は

更

に
、

讃
酒
歌
に

お
い

て
、

　
「

情
を
遣
る
に

あ
に

若
か

め
や

も
」

と
歌
わ
れ

た
、

そ

の

慰
め

ら

れ

る
べ

き

情
の

悲
し
み

が

あ
る

か

ら
こ

そ
、

　
「

い

よ

よ

ま

す
ま
す

悲
し

か

り

け
り

」

が

ひ

び

き
の

深
さ

を

湛
え

て

い

る

の

で

あ
ろ

う
と

思

う
。

　

そ
こ

に

は

確
か

に
、

つ

き
と

お

る

よ
う
な

痛
切
な
悲
し

み
が

感
取
さ
れ
る

よ

う
で

あ
る

。

も
は

や

酔
泣
に

よ
っ

て

は

救
わ
れ

な
い

ば

か

り
か

、

　
「

此
の

世
な

る

間
は

楽
し
く
を
あ

ら
な
」

な
ど

と

は

云
フ

て

お

ら
れ
な
い

の

で

あ
る

。

彼
の

亡

妻
を
恋
う
る

心

を
詠
ん
だ

歌
は
、

上

記
の

歌
を

除
い

て

全
て

十
三

首

あ
る
の

で

あ
る
が

、

そ
れ

ら

の

歌
に

は

何
れ

も

ひ

た
む

き
に

妻
を

恋
う
る

気
持
が

歌
い

込
ま
れ

て

い

る

の

で

あ
る

。

そ
れ
は

讃
酒
歌
十
三

首
に

見
ら

れ

る

寂
し

さ
や

悲

し

み

と

は

か

な
り

異
質
の

も
の

と
な
っ

て

い

る

よ

う
に

思

う
の

で

あ
る

。

讃
酒

歌
に

見
ら
れ
た

あ
の

よ

う
な
寂
し
さ

と

悲
し
み

に
、

か

か

る

絶

対
の

悲
し

み
が

襲
う
て

来
た

が

故
に

、

　
「

い

よ

よ

ま
す

ま
す
悲
し

か

り

け
り
」

の

ひ

と

す

じ
に
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通
っ

た

深
刻
な
純

粋
さ
が

迫
っ

て

来
た
の

で

あ

ろ

う

と
思

う
。

　
そ

れ
で

は

こ

の

歌
に

感
取
さ
れ

る

か

か

る

絶
対
の

悲
し

み
は

、

彼
の

作
歌
活

動
に

ど

の

よ
う
に

作
用
し
て

い

る

の

で

あ
ろ

う
か

。

私
は

そ
れ

を
梅
花
歌
と

遊

於
松
浦
河
歌
に

お

い

て

見

出
そ

う
と

す
る

の

で

あ．
る

。

前
者
は

自
然
に

遊
び

、

そ

し

て

楽
し
む

、

即
ち
風

雅
の

境
地
で

あ
り

、

後
者

は
こ

の

世
な
ら
ぬ

神
仙
の

境

涯
な
の

で

あ
る

。

こ

の

二

つ

の

世
界
に

共
通

す
る

も
の

は
、

現
実
に

ま
と

も

に

対
す
る

の

で

は

な
く

、

一

つ

は

現

実
を
越
え
た

、

云
わ
ば

現
実
の

向
う
に

あ

る

美
に

陶
酔
す
る

境

地
で

あ
り
、

一

つ

は
生
々

し
い

人
間
的
愛
憎
の

お

り

を
濾

過
し

、

そ
こ

か

ら
昇

華
さ
れ

た
、

云
わ

ば
人
間

的
世
界
の

彼
方
に

浮
ぷ

神
仙
の

境
涯
な
の

で

あ

る
。

讃
酒
歌
に

お
い

て

は
、

余
り
に

も
人

間
的
な
生
々

し
い

現

実
に

執
著
し、

現
世
の

享
楽
に

酔
う
こ

と

に

よ
っ

て

情
を
や
ろ

う
と

す
る

の

で

あ
る

が
、

梅
花
歌
や

遊
於
松
浦
河
歌
に

お
い

て

は
、

そ
う
い

う

現
実
へ

の

執
著

を
あ

ら
い

お
と

し

た

あ
と

の

す
が

す
が

し
さ
が

感
取
さ
れ

る

の

で

あ
る

。

讃
酒

歌
と

こ

れ

ら
の

歌
と

の

間
に

存
す
る

質
的
な

隔
り
と
は

、

と

り

も
な
お

さ
ず
こ

の

よ

う
な
も
の

を
云

う
の

で

あ

る
。

そ
し
て

そ
の

よ
う
な
異

質
性
を
も

た
ら
し

た

も
の

、

そ

れ

が
「

い

よ

よ
ま

す
ま
す
悲

し
か

り
け
り
」

の

絶
対
の

悲
し
み

に

よ
っ

て

昇
華
さ

れ
た

精
神
の

す
が

す
が

し

さ
な
の

で

あ
る

。

　

讃
酒
歌
の

寂
し
さ
と
悲
し
み

は、

　
「

吾
が

盛
ま
た

変
若
め

や

も
」

の

歌
の

焦

燥
の

念
と

は

調

和
す

る

が
、

亡

妻
を

恋
う
る

歌
に

表

現
さ
れ

た
、

泌
み

と
お
る

よ

う
な
悲
し

み

の

深
さ
と

は

調

和
し
が
た
い

の

で

は
な
い

か

と
思

う
。

そ

し
て

却
っ

て
、

梅
花
歌
や

遊
於
松
浦
河
歌
に

見
ら

れ
る
、

云
わ

ば
現
実
を
越

え
た

境

地
に

見

出
さ
れ
る

調

和
的
世
界
の

美
が

、

亡
妻

を
恋
う
る

歌
の

恋
し
み

と

い

だ

き

合
っ

て

い

る

と

考
え
ら
れ
は

し

な
い

で
あ
ろ

う
か

。

四
、

梅

花

歌

に

つ

い

て

　

梅
花
歌
の

序
と

王
羲
之
の

蘭
亭
記
と
の

関
係
が

契
沖
に

よ

っ

て

指
摘
さ
れ

て

以

来
、

ほ

と

ん

ど

通
説
と

な
っ

て

し
ま
っ

て

い

る
か

の

よ

う
で

あ
る

。

近
く
は

久
松
潜
一

編
日

本
文
学
史
上

代
に

お
い

て
、

神
田

秀
夫
氏
も
こ

れ
を
認
め

て

お

ら
れ

る
。

即
ち

神
田

氏
は

両
者
の

間
に

存
す
る

不
調
和
を

気
に

さ
れ

な
が

ら

も
、

「

文
全
体
の

底
流
を
な
す

も
の

の

感
じ
か

た

は
微
温
的

な
が

ら

に

や
は

り

蘭
亭

を

承
け
て

旅
人
が

代
表
し

て

ゐ

る

感
傷
と

い

つ

て

差
し
つ

か

へ

な
い
」

と
さ

れ
、

更
に

両
者
に

お

い

て

用
語
の
一

致
す
る

も
の

、

ま
た

は
類
似
す
る

も
の

を
い

く

つ

か

挙
げ
て
、

こ

れ
を
実

証
し
よ

う
と
さ

れ

て

い

る
。

　

梅
花

歌
の

序
を

蘭
亭
記
と

結
び
つ

け
て

考
え

る

こ

と
に
、

も
ち

ろ

ん
私
自
身

敢
え

て

異
論
を
挾
も
う
と

い

う
わ

け
で

は

な
い

。

成
程
文
章
の

結
構
等
に

関
し

て

は
、

或
は

学
ん

だ

か

も

知
れ

な
い

の

で

あ
る

が
、

し
か

し
そ
れ
よ

り
も
冖

層

重
要
な
点
で
、

私
は

両
者
を

密
着
し
て

考
え
る

こ

と

に

多
少
の

躊
躇

を
感
ぜ

ざ

る

を
得
な
い

の

で

あ
る

。

第
】

に
、

神
田
氏
の

言
葉
を

借
り

れ
ば
、

前
者
が

「

紛
る
べ

く
も

な
い

事

実
の

痛

感
、

や
が

て

此
の

自
分
の

生

存
も
虚

無
の

餌
食

と

な
る

の

だ
と

い

ふ

こ

と

を
思
ひ

知
つ

た

上
で

の

感
傷
」

で

あ
る

の

に
、

後
者

は

「

ど
こ

か

ま
だ

、

そ
の

辺
の

句
会
の

席
の

や
う

な
、

単
に

の

ん

き
な
だ

け
の

所

が

あ
る
」

と

い

う
よ
う
に

見
ら
れ
る
の

で

あ
る

。

第
二

に
、

両
者
の

用
語
の

類

似
が

必
ず

し
も
そ
れ
ほ

ど

密
接
で

あ
る

と

は

考
え
ら
れ

な
い

の

で

あ

る
。

第
一

の

点
に

つ

い

て

は

既
に

神
田
氏
が

不

安
を
感
じ
て

お

ら
れ

る
の

で

あ
る

か

ら

触

れ
な
い

こ

と
に

し

て
、

こ

こ

で

は

第
二

の

点
に

つ

い

て

考
え
て

見
よ
う
と

思

う
。

　

梅
花
歌
の

序
（
岩
波

文
庫、

自

文
万

葉

集
に

ょ

る
）

　
に

用
い

ら
れ
て

い

る

語
句
で

、

蘭
亭
記
（
漢

文
大

系
、

貳
に

よ
る
）

　
の

そ
れ
と
一

致
す
る

も
の
、

ま
た

は

類
似
す
る

も
の

を

神
田
氏
に

従
っ

て

挙
げ
て

見
よ

う
。

先
ず

両
者
に

お
い

て

そ
の

全
く
一

致
す
る

も
の

、

或
は

ほ
と
ん
ど
一

致
す
る

も
の

と
し
て

は、
　
「

快
然
自
足
」

と

　

41

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
0

　
0
　
0
　
0

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　

ー

三
「
　
　

　
　

　
　

4

「

忘
言
一

室
之
裏
」

が

あ
る

。

　
「

快
然
自
足
」

は

長
い

句
の
一

部
分
を
な
す

語
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句
で

あ
る

か

ら
、

見
よ
う
に

よ
っ

て

は

全
く
一

致
し
て

い

る
と

い

う
の

は

云
い

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
む

　
　

　

む

　
む

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
む

過
ぎ
で

あ
る

か

も
知
れ

な
い

。

　
「

忘

言
一

室
之
裏
」

は
、

蘭
亭

記
で

は

「

悟
言

　

　

む
　

む

　

む

一

室

之
内
」

と

な
っ

て

い

る
。

或
は

前
者
は

、

後
者
と

契
沖
が

指
摘
し

て

い

る

荘
子
の

「

忘
言
」

と
が

融
合
し

て

出
来
た

も
の

か

も
知
れ

な
い

の

で

あ
る

。

梅

　

　
　

　
　

　
む

　
む

　
む

　
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ

花
歌
の

序
の

『

気
淑
風

和
」

と

対
照
さ

せ

ら

れ

て

い

る

蘭
亭
記
の

「

天
郎
気
清、

　
む

　
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ

　
へ
　
も

恵
風

和
暢
」

に

し
て

も
、

契
沖
が

指
摘
し

て

い

る
張

衡
帰
田
賦
の

「

仲
春
令
月、

へ

　
　

ぬ

　
　
へ

時
和
気

清
」

と

比
べ

て

見
て

果
し

て

何
れ

で

あ
ろ

う
か

。

梅
花

歌
序
に

は

「

于

ヘ
　

　

　
　
　
ヤ
　

　ミ
　
　も
　

　

へ

　
　
　
　
　
　

　

　で

時
初
春

令
月
気

淑
風
和
」

と

あ
る

わ

け
だ

か

ら、

こ

れ
は

何
れ

と
も
に

わ
か

に

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
ヘ

　
　
ヘ

　
　
　
　
　へ

定
め

が

た

い

で

あ
ろ
う

。

ま
た

「

蓋
天、

坐
地
（

万
）

」

と

「

仰
観

宇
宙
之

大
、

俯

察
品

類
之
盛

（

蘭
）

」

と

の

関
係
に

し

て

も、

や
は
り

契
沖
が

指
摘
し

て

い

　

　
　

　
　

　
　
へ
　

　

　
　ら
　

　
　
　
　
　
ヘ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

ヘ

　
　
　
　
　

　

　

ヤ

る

准
南

子
の

「

以

天
為
蓋

、

以
地
為
輿
」

や
、

文
選
の

「

幕
レ

天
、

席
レ

地
」

と

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

比

べ

て

見
て

ど
う
で

あ
ろ

う
か

。

「

促

膝
、

飛
傷
（

万
）

」

と

「

一

觴
一

詠
（

蘭
）

」

と

の

関
係
に

し
て

も
、

僅
か

に

「

觴
」

の

＝
子

が
一

致
し
て

い

る

だ

け
噛、
あ
る

。

こ

れ
は

武
田
祐

吉
博
士
が

全
註
釈
で

指
摘
し
て

お

ら
れ

る

李
白
の

宴
二

桃
李
扇］

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　ぬ
　

　

　

　

　

　

　モ

序
の

「

開
二

瓊
筵一

以
坐
レ

花
、

飛
二

羽

觴【

而
酔
レ

月
」

と

も

対
照
し

て

見
る

必

要

が

あ

ろ

う
。

更
に

ま

た
、

梅
花
歌
の

序
の

「

蘭

薫
珮

後
之
香
」

は

古
義
に

挙
げ

ら

れ
て

い

る
楚
詞
の

　
「

紐
二

秋
蘭
一

以
為
レ

珮
」

と

無

関
係
で

な
い

か

も
知
れ
な

い

し
、

「

梅
披
鏡
前
之
粉
」

は

「

宋
武
帝
女
寿
陽
公

主
、

人
日

臥
二

合
章

簷
下一

、

梅
花
落
二

公
主

額
上一

成
二

五

出
之

花一
、

払
レ

之
不
レ

去
、

自
レ

是
後
有
二

梅
花
粧
ご

を
聯
想
し

て

の

こ

と
か

も
知
れ

な
い

の

で

あ
る

。

　

右
の

よ
う
に

見
て

来
る

と
、

梅
花
歌
の

序
と

蘭
亭
記
と

の

関
係
は

、

少
く
と

も
そ

の

用
い

ら
れ
た

語

句
の

類
似
と

い

う

点
か

ら
云
え

ば
、

文
選
、

准
南
予、

李
自
等
と

の

関
係
よ

り

も
遙
か

に

密
接
で

あ
る

と

は

必
ず
し

も
云
え

な
い

の

で

は

な
い

か
。

そ
こ

で

考
え
ら
れ
る
こ

と

は、

梅
花
歌
三

十
二

首
丼

序
と

懐
風

藻

と
の

関
係
で

あ
る

。

宴
に

お
い

て

詩
を
作
り
、

ま
た

そ

れ
に

序
す

る
こ

と

は
、

云
う

ま
で

も
な

く

中
国
か

ら
の

輸
入
で

あ
フ

て
、

当

時
寧
楽
の

都
に

お
い

て

し

ば
し

ば

行
わ

れ

た

こ

と

で

あ
っ

た
。

そ
れ

は

遠
く

「

宴
二

桃
李
園一

序
」

を

引
合

い

に

出
す

ま
で

も

な
く、

旅
人
自
身

長
屋
王
の

邸
に

お

い

て

経

験
し

た

こ

と

で

あ
っ

た
。

従
っ

て

問
題
は

何
よ

り

も

そ
の

内
容
に

か
か

わ

り
を
も
つ

こ

と
な
の

で

あ
る
が

、

梅
花
歌
絆

序
を
包
ん
で

い

る

も

の

は、

そ
の

ま
ま

懐
風

藻
に

お

い

て

見

ら
れ
る
、

云
わ

ぱ
風
流
に

通
う

も
の

で

あ
ろ
う
と

思
う

。

し
か

も
そ

う
し

た

内
容
と
不
可
分
の

関
係
に

あ
る

用
語
が
ま
た

、

両
者
の

間
に

余
り
に

も

多
く

の

一

致
ま
た

は

類
似
を

見
せ

て

い

る
の

で

あ
る

。

内
容
の

似

通
う
て

い

る

点
に

つ

い

て

の

細
か

な
検
討
は

紙
幅
が

許
さ

な
い

の

で

割
愛
す
る

こ

と
に

し
て

、

こ

こ

で

は
も
っ

ぱ
ら
両
者
の

間
に

見
ら
れ

る

密
接
な

関
係
を
用

語
の

上
か

ら

検
討

し
て

見
る

こ

と

に

し

よ

う
。

　

先
ず

梅
花
歌
の

序
と

懐
風
藻
と

の

関
係
で

あ
る

。

は

じ
め

に

栴
花

歌
の

序
に

用
い

ら

れ

て

い

る

語
句
を

挙
げ
、

そ
れ
と

同
じ

語

ま
た

は

類
似
の

語
が

懐
風

藻

に

お

い

て

ど
の

よ

う
に

用
い

ら
れ
て

い

る

か

を
示
す

こ

と

に

す

る
。

　（
懷
風

藻
の

語
句

は

大
野

保

著
「
懷
風

藻
の

研
究」

に

よ

る
。

ま
た

括
弧
内

の

数
字
も

同

書
の

番
号

に

よ

つ

た
。

V

　

気
淑
風

和
1

ー
「

淑

気
」

が

懐
風
藻
（

以

下

略
し

て

「

懐
」

と

す
る

）

六

回、

「

淑
景
」

「

嘉
気
」

が

そ

れ

ぞ
れ
一

回
ず
つ

、

ま
た

「

風
和
」

と

「

和
風
」

が

こ

れ
も
←

回
ず
つ

用
い

ら
れ
て

い

る
。

例
え
ば

「

淑
景
風
日

春
」

（

三

五
）

、
　
「

風
和

風
気
新
」

（

三

五

）

　

蘭
薫
珮
後
之

香

−
「

蘭
」

は

懐
に

十
二

回
出
て

来
る

。

長
屋

王
の

「

五

言

元
日

宴
応
レ

詔
」

の

詩
に
、

「

蘭
香
染
二

舞
巾
こ
（

六
七
）

が

あ
る

。

　

曙
嶺
移

雲
松
掛
羅

而
傾
蓋
夕
岫

結
霧

ー
「

岫
室
開
二

明
鏡
匚

（

二

〇

）

と
か

、

「

浮
雲
靉
靆
栄
二

巖
岫
二

（

三
）

が

あ
り
、

ま
た

「

雨
晴
雲
巻
・

蘿
」

も

参
考
と

な
ろ

う
。

冖、
岫
」

に

つ

い

て

は
、

「

春
岶
」

の

よ
う
な
語
も

見
え

、

全
て

三

回
用

　

い

ら

れ
て

い

る
。

殊
に

「

曲
室
開
二

明
鏡
こ

は

梅
花
歌
の

序
の

序
の

「

梅
披
鏡
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前
之

粉
」

を

想
起

さ
せ

る
。

　
庭

舞
新
蝶
空
帰
故
鴈

i
「

桂
庭

舞
蝶
新
」

（
三
）

や
「

柳
絮
未
レ

飛
蝶
先
舞
」

（

二

二

）

が

あ
り

、

「

鳫
」

も
ま
た

五

回
出
て

来
る

。

　
促

膝
飛
觴
忘
言
一

室
之

裏

ー
藤
原
房
前
の

「

五

言
秋
日

於
二

長
屋
王

宅一

宴
；

新
羅
客
こ

の

詩
に

、

　
「

琴
樽
促
レ

膝
難
」

が

あ
る

。

「

忘
言
」

の

語
も
や

は

り

陵
に

見
ら
れ
る

。

　
開
衿
烟

霞
之
外

−
釈
道

慈
の

「

於一

萇
王

宅一
宴
」

の

詩
に
、

　
「

披
レ

襟
禀
二

和
風
こ

二
〇

四
）

が

あ
る。

な
お
こ

の

詩
に

は

詩
序
が

あ
り

、

ま
た
同

じ

詩
の

中

に
、

「

結
レ

蘿
為
二

垂
幕
こ

や

「

桃
花
雪
冷
冷
」

等
の

句
が

あ
っ

て

参
考
と

な
ろ

う
。

「

烟
霞
」

は

全
て

三

回
、

「

烟
雲
」

と

「

烟
霧
」

が
そ
れ
ぞ

れ

二

回
と
一

回

用
い

ら
れ

て

い

る
。

ま
た

「

浮
沈
烟
雲
外
」

（

三

九
）

も

参
照
す
る

に

堪
え
よ

う
。

　
何
以

熄
情

ー
「

対
レ

此
間
二

懐
抱一

優
足
レ

暢
二

愁

情一
」

（

6
）

が

あ
る

。

　
宜

賦
園

梅
聊

成
短「
詠

！
「

園

梅
」

に

対
し
て

は
、

「

庭

梅
」

「

梅
苑
」

等
の

語
が

あ
り

、

ま
た

「

園

柳
」

の

語

も
見

ら
れ
る

。

　
梅
花
歌
の

序
は
、

こ

の

よ

う
に

し

て
、

そ

の

用
語
の

大
部
分

を
懐
風

藻
の

中

に

見

出
す
こ

と

が

で

き
る

の

で

あ
る

が
、

更
に

三

十
二

首
の

歌
、

即
ち
旅

入
の

い

わ

ゆ
る

短
詠
に

つ

い

て

見
る

と
、

も
は

や

両
者
の

関
係
は

ほ

と

ん

ど
無

視
で

き
な
い

ま
で

に

密
接
に

結
び
つ

い

て

い

る

こ

と

が

わ
か

る

の

で

あ
る

。

今
か

り

に

梅
花
歌
三

十
二

首
に

詠
ま
れ

て

い

る

景
物
に

つ

い

て

考
え
て

見
る

こ

と
に

し

よ

う
。

先
ず
梅
に

つ

い

て

見
る

と
、

懐
風
藻
所
取
の

詩
一
一

六
首
の

中
梅
を
詠

ん

で

い

る

も
の

は

十
四
首
に

達

し
、

柳
の

十
六
首
に

次
ぐ
の

で

あ
る

。

梅
花
歌

の

中
に

は

梅
に

柳
を

配
し
て

詠
ん
で

い

る
も
の

が

五

首
、

懐
風

藻
に

は

七

首
あ

る
。

一

体
梅
に

柳
を
配
す

る

の

は

本
来
中
国
的
な
趣
味
で

あ
っ

た

ろ

う
が

、

そ

れ
が

奈
良

朝
の

人
々

の

嗜

好
に

迎
え
ら
れ
て

、

次
第
に

奈
良

朝
的
風
雅
を

育
て

る

景

物
と

な
っ

た

も
の

と

考
え
ら
れ

る

の

で

あ
る

。

ま
た

梅
に

鶯
を
配
す

る
も

の

が
、

梅
花
歌
に

七
首
、

懐
風
藻
に

四

首
出
て

来
る

。

更
に

梅
花
の

散
る

さ

ま

を

雪
の

降
る

よ

う
に

見
立

て

た
歌
が

三

首
、

梅
と

雪
と

を
同

時
に

詠
み

込
ん

で

い

る

歌
が
一

首
数
え

ら

れ

る

の

で

あ
る
が

、

こ

れ
も
ま
た

懐
風
藻
に

見
ら
れ

る

の

で

あ
っ

て
、

「

梅
雪
」

「

雪
花
」

等
の

語
は

そ
れ
ら
の

事
情
を

直
接
的
に

示
し

て

い

る
と

云
え
よ
う

。

　

と
こ

ろ

で

懐
風
藻
は
そ
の

序
に

よ
る
と

天
平
勝
宝
三

年
に

編
纂
さ

れ

た

こ

と

に

な
っ

て

い

る

の

で

あ
る

か

ら
、

梅
花
歌
拝

序
の

作
ら
れ

た

天
平
二

年
に

お

く

れ

る
こ

と

実
に

二

十
一

年
で

あ
る

。

そ
う

す
る

と

旅
人
が

懐
風

藻
を
見
た

と

い

う
こ

と
は

と

う
て

い

あ
り
え

な
い

わ

け
で

あ
る

が
、

し
か

し

そ

こ

に

採
録
さ
れ

て

い

る

詩
は
、

序
が

示
す
よ

う
に

、

　
「

遠
自一一
淡
海一

、

云
曁
二

平
都
二

と
詠
ん

で

い

る
の

で

あ
っ

て
、

そ
の

大
部
分
は

天
平
二

年

以
前
の

作
と

推
定
さ
れ
る

の

で

あ
る

。

前
掲
の

用
例
は

勿
論
梅
花
歌
井

序
の

作
ら

れ

る
以

前
の

作
と
思
わ

れ

る

も
の

だ
け
か

ら

取
っ

た
の

で

あ
る

。

そ
れ
で

は

旅
人

臼
身

懐
風
藻
を

見
て

い

な
い

に

も

拘
ら
ず

、

梅
花

歌
井

序
を

懐
風
藻
所
収
の

天
平
二

年
以

前
の

詩
と

無

関
係
だ
と

は

考
え
ら
れ

な
い

と

す

る

な
ら

ば
、

こ

れ

を
わ
れ

わ
れ

は

ど
の

よ

う

に

理

解
す
れ

ば
よ

い

の

で

あ

ろ
う

か
。

私
は

そ
こ

で

懐

風
藻
の

よ

う

な
纏

っ

た

詩
集
に

よ
っ

て

で

は
な
く
と
も
、

旅
入
は

何
か

に

よ
っ

て

こ

れ
ら

の

詩
に

接
し

て

い

た

の

で

は

な
い

か

と

思

う
の

で

あ
る

。

即
ち
蘭

亭
記
は

も
と

よ

り
の

こ

と
、

文
選

、

准
南
子

、

李
白
等
の

中
国
文
学
か

ら

得
た

教
養
を

も
と

に

し
て
、

し
か

も

最
も
直
接
的
に

は

懐
風
藻
所

収
の

詩
ま
た
は

詩
序
に

学
ん
だ
の

で

は

な
か

ろ

う

か
。

私
は

こ

の

よ

う
に

解
す
る

の

が

最
も
自
然
で

あ

る
よ
う
に

思
う
の

で

あ
る

。

　

さ
て

そ
こ

で

梅
花
歌
三

十
二

首
を
も
う
一

度
注
意
し
て

見
る

な
ら

ば
、

わ
れ

わ

れ
は
そ

こ

に

実
に

驚
く
べ

き
事
実
を
発

見
す
る
の

で

あ
る

。

そ
こ

に

は

三

十

二

人
の

歌
人
が

同
じ
宴
に

会
し

て
、

同
じ

梅
花
を
題

材
と

し

な
が

ら
、

一

様
に

遊
び

楽
し
む
心
を

詠
ん

で

い

る

の

で

あ
る

。

確
か

に

梅
花
歌
三

十
二

首
は

そ

れ
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そ

れ
に

違
っ

た

個
性
の

音
色
を
見
せ

つ

つ

、

し
か

も
全

体
と

し
て
一

つ

の

交
響

楽
を

奏
し

て

い

る

か

の

ご

と

き
調

和
を
見
せ

て

い

る

の

で

あ
る

。

そ

れ

は

云
わ

ば

風

雅
を

楽
し
む

境

地
と

解
す
る

こ

と
が

で

ぎ
よ

う
か

。

三

十
二

首
の

中
「

楽

し
」

と

い

う
語

を
用
い

て

い

る

も
の

三

首、
　
「

遊
ぶ
」

の

語
を
用
い

て

い

る

も

の

四

首
、

ま
た

「

か

づ

ら
」

と

か

「

か

ざ
す
」

と
か

い

う
よ

う
な

語
を
用
い

て

い

る

も
の

が

実
に

十
首
あ
る

。

こ

れ

ら
の

誌
は

同

じ
歌
の

中
に

同
時
に

用
い

ら

れ
て

い

る

も
の

も
あ
る

が
、

と

も
か

く
全
歌
数
の

三

分
の
一

に

余
る

も
の

が
、

こ

の

よ

う

な
語
を
用
い

つ

つ
、

ま
た

か

り
に

こ

の

よ

う
な
語

を
用
い

な
い

に

し

て

も
、

全
て

「

遊
び

楽
し

む
」

気
分
を

歌

全
休
の

表
現
に

漲
ら
せ

な
が

ら
、

三

−

丁

二
革
目

が
一

つ

の
蔚

分

甌
烏

匁

の

中
に

融

け
込
ん

で

い

る

の
　．

」

あ
る

。

　

三

十
二

首
の

歌
が
一

様
に

風

雅
を

楽
し
も
う
と
す

る
心
の

所
産
で

あ
る
こ

と

は
、

そ
こ

に

詠

ま
れ

て
い

る

景

物
に

つ

い

て

も

考
え

ら
れ
る

こ

と

で

あ
る

。

三

十
二

首
が

全
て

梅
を
題

材
と

し
て

い

る
こ

と

に

つ

い

て
は
、

贅
言
を

弄
す
る

必

要
は

な
い

の

で

あ
る

が
、

し

か

も
梅
だ

け
を

対
象
と

し
て

詠
ん

だ
も
の

は

僅
か

九
首
で

あ
っ

て
、

全

歌
数
の

三

分
の
一

に

充
た

ず
、

多
く

は
そ
れ
に

他
の

景
物

を
配
し

て
、

そ

こ

に

云

わ
ば

美
的
調

和
の

境

地
を
醗
し

出
そ
う
と
す
る

意

図
が

は
ワ

き
り

見
ら
れ

る

の

で

あ
る

。

例

え
ば

梅
に

青
柳、

桜
、

鶯、

百
鳥

、

雪
、

霞
、

等
が

配
さ
れ

て

い

る

の

で

あ
る

が
、

な
か

で

も

鶯
を
配
す
る

も
の

最
も

多

く
、

青
柳

、

雪
な
ど

が

そ
れ

に

つ

い

で

い

る

の

で

あ
る

。

　

そ
れ

で

は

こ

の

よ

う

な
「

風
雅
を

楽
し

む
」

境
地
を
詠
ん
だ

歌
が

こ

れ
ま
で

も
一

般
に

見

ら
れ

た
か

と

い

う
と

そ

う
で

は

な
い

の

で

あ
る

。

人
麿
や
黒

人
等

に

は

勿
論
あ

ろ
う

筈
も

な
い

の

で

あ
る

が
、

ほ

ぼ

同

時
代
の

歌
人
に

つ

い

て

見

て

も
余
り

例
が

な
い

の

で

あ
る

。

即
ち
金
村
に

は
全
く
な

く、

憶
良
や

赤
人
に

も
、

明
ら

か

に

風
雅
の

境
地
を
詠
ん

だ

歌
だ
と

認
め

ら
れ

る
よ

う

な
積
極
的
な

例
を
見
出
す
こ

と

は

困

難
で

あ
る

。

憶
良
に

は

周

知
の

よ

う
に
、

　
「

秋
の

野
の

花
を

詠
め

る
歌
二

首
」

が

あ
る

が
、

そ
れ

は

秋
の

七

種
の

花
を
巧
み

に
一

首
の

中
に

詠
み

込
ん

だ
に

過
ぎ

な
い

も
の

で

あ
っ

て
、

こ

れ
を

「

風
雅
を

楽
し
む
」
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境
地
を

詠
ん

だ

も
の

と

は

認
め

が

た

い

で

あ
ろ

う
。

し

か

も
こ

の

歌

麟
鴫
鰓

万
葉
集
に

よ
る

と
、

梅
花

歌
に

お
く
れ

て

作
ら
れ
て

い

る

の

で

あ
る

。

ま
た

赤

人
に

は

「

山

部
宿
禰

赤
入
の

歌
四
首
」

の

歌
詞

あ
る

春
の

蜉
の

花
を

詠
ん

だ

歌

が

あ
っ

て
、

　
「

風

雅
を

楽
し

む
」

境
地
に

や
や

近
い

と

思

う
の

で

あ
る

が
、

こ

れ

も
前
掲
の

万
葉
集
に

よ

る
と
天

平
八
年
以
後
の

作
と

な
っ

て

い

る

の

で

あ
る

。

　

そ
れ
ば
か

り
で

は

な
い

。

梅
を

素
材
と
し

た

歌
が

既
に

旅
人
以
前
に

は

な
い

の

で

あ
る

。

少
く
と

も

作
者
の

明
ら
か

な

も
の

の

中
に

は
一

首
も

な
く

、

巻

十

の

作
者
未
詳
の

歌
に

見

出
さ

れ

る

だ

け
で

あ
る

。

例

え
ば

阿
部
広
庭
の

「

若
樹

の

梅
は

花
咲
き
に

け
り
」

（

八
、

亜
三
）

に

し
ブ

、

轟
畷
勵

万
葉
集
に

セ

葛
と

天

平
四
年
の

作
と

な
っ

て

い

る

の

で

あ

る
。

ま
た
、

旅
人
の

妹
大

伴
坂
上

郎
女
の

「

吾

家
の

梅
を
花
に

散
ら

す

な
」

（

八
、

西
四
五）

は

天
平
二

年

冬
十
一

月
太
宰

府

を
発
っ

て

京
に

帰
っ

て

か

ら
後
の

作
で

あ
る

し
、

更
に

「

酒
坏
に

梅
の

花
浮
け

て

念
ふ

ど
ち

飲
み
て

の

後
は

散
り
ぬ

と

も
よ

し
」

（

八
、

ニ
ハ

五
六

）

は
そ
れ
よ

り

数

年
後
の

作
で

あ
ろ

う
。

殊
に

梅
花
の

宴
に

お

い

て
、

旅
人
と

共
に

梅
花
を

素
材

と

し
て

風
雅
の

歌

を

作
っ

た

人
々

が
、

同
じ

よ
う

な
風
雅
の

歌
を
全
く
の

こ

し

て

い

な
い

の

は
何
故
で

あ
ろ

う
か

。

小

爵
老、

大
伴
四
綱

満
誓
沙

弥
、

大
伴
百

代
、

大

件
三

依、

葛
井
大
成、

山
口

若
麻
呂

、

土
師
水
通

、

門
部
石
足、

吉
田

宜

等
は、

何
れ

も

万
葉
集
に

数
首
歌
を
の

こ

し
て

い

な
が

ら
、

し

か

も

そ
の

中

に
一

首
も

風
雅
の

歌
を
交
え
て

い

な
い

ば
か

り
か

、

梅
花
を

素
材
と

し
た

歌
さ

え
一

首
も

作
っ

て

い

な
い

の

は

ど
う
し
た

こ

と
で

あ
ろ

う
か

。

私
は

そ

こ

に

旅

人
の

影
響
力
を
見
の

が

す
こ

と

が

で

き

な
い

よ

う
に

思
う
の

で

あ
る

。

即
ち

梅

花
歌
三

十
二

首
が

奏
す

る

風

雅
の

交
響
楽
は、

そ
の

指
揮
者
で

あ
る

旅
人
の

創

造
に

よ

る

も
の

で

あ
っ

て
、

旅
人
を
無
視
し

て

は

梅
花
歌
は

生
れ

な
か

っ

た

ろ
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！1

う
と
思
う
の

で

あ
る

。

　

遊
び

楽
し
も
う
と

す
る
、

云
わ

ぱ

風
雅
の

境
地
は

こ

れ

ま
で

も

漢
詩
に

お

い

て

は

詠
ま
れ

な
が

ら
、

し
か

も
未
だ

歌
に

は

詠
ま
れ

な
か
っ

た
と

い

う
の

は

な

ぜ

で

あ
ろ
う
か

。

そ

れ
は

次
の

事
実
を

知
る

こ

と

に

よ
っ

て

明
ら

か

に

な
る

の

で

は

な
い

か
と
思
う
。

即
ち

蘭
は

懐
風
藻
に

十
回
も

出
て

来
て

い

る

の

に
、

万

葉
集
で

は
一

回
も
歌
の

素

材
と

な
っ

て

い

な
い

の

で

あ
る

。

　
「

蘭
」

は

万
葉
仮

名
と
し

て

は
三

回
も

用
い

ら
れ
て

い

な
が

ら
、

し
か

も
一

回
も

歌
に

詠
ま
れ

な

い

の

は
、

畢
竟
蘭
が

唐
土
輸
入
の

植
物
で

あ
っ

て
、

未
だ
充
分
に

奈
良
朝
人
の

精
神
生

活
の

中
に

融

け
込
ん

で

い

な
か

ワ

た

た
め

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。

梅
が

旅
人
以

前
に

歌
の

素
材
と
な

ら
な
か

っ

た

の

も、

や
は

り

そ

れ
が

大
陸
輸
入
の

植
物
で

あ
っ

て
、

彼
等
の

精
神
生

活
の

中
に

未
だ

深
い

根
を

下
す

ま
で

に

至
っ

て

い

な
か

ワ

た
こ

と

を
示
す

も
の

で

あ
ろ

う

と
思
う
の

で

あ

る
。

殊
に

梅
、

柳、

桜
、

鶯
、

雪
、

霞
等
の

景

物
が

相
互
に

融
け
合
っ

て
、

そ

こ

に

風
雅
の

境
地
を

醗
成
す
る

が

た
め
に

は
、

彼
等
の

精
神
生
活
の

中
で
一

層
高
度
の

浸
透
が

達
成

さ
れ
な

け
れ

ば
な
ら

な
か

っ

た
わ

け
で

あ
る

。

即
ち
こ

れ

ら
の

景

物
が

詩
に

詠

ま
れ
な
が

ら
、

し
か

も

歌
に

お
い

て

造
型
さ
れ
な
か

っ

た
の

は
、

畢
竟
真
の

意

味
で

の

風

雅
が

未
だ
生
れ

て

い

な
か
っ

た

た
め

で

あ
ろ

う
と

思
う

。

即
ち

そ
こ

に

詩
と

歌
と
の

隔
り

が

あ
っ

た

の

で

は

な
い

か

と

思

う
の

で

あ
る

。

詩
に

お

い

て

は
し
ば
し
ば

唐
土
の

そ
れ

を
学
ん
で

、

或
は

時
に

模
倣
し

て
、

製
作
が

な
さ

れ
た

の

で

あ
る

が
、

歌
に

お
い

て

は、

対
象
が

充
分
に

彼
等
の

精
神
生
活
の

中

に

融
け

込
ん

で

い

な
い

か

ぎ
り

、

そ

れ
は

未
だ

素
材
と

は

な
り

得
な
か
っ

た
の

で

は

な
い

か
。

風
雅
が

旅
入
に

至
っ

て

は

じ
め

て

歌
の

主
題
と

な
り

得
た

理
由

も

ま
た

そ
こ

に

あ
っ

た

に

違
い

な
い

と

思

う
の

で

あ
る

。

　
さ

て

そ

れ
で

は
、

風
雅
が

旅
人
に

至
っ

て

歌
の

主
題
と

な
っ

た

の

は
ど

う
し

て

で

あ
ろ

う
か

。

私
は

前
に

そ
れ

を、

妻
の

死
に

よ
っ

て

も
た

ら
さ
れ
た

、

彼

自
身
の

内
面
的
飛
躍
に

帰
し

た

の
叫

、

あ
フ

た
。

　
「

い

よ

よ

ま
す
ま
す

悲
し
が

り

け
り
」

に

お
い

て

表
現

さ
れ

て

い

る
「

悲
し

み
」

が
、

未
だ

甞
て

誰
も

用
い

た

こ

と

の

な
い

、

一

見

誇
張
的
に

さ

え
見
え

る

「

い

よ

よ

ま

す
ま

す
」

の

語
句

を、

少

し
も
不
自
然
に

感
じ
さ
せ

な
い

程
の

深
さ
と

純
粋
さ
を

湛
え
て

い

る
が

故
に

、

生
々

し
い

現
実
の

冷
酷
さ

か

ら

彼
を

救
っ

た

の

で

あ
る

。

そ

う
し
て

そ
う
い

う

生
々

し

い

現
実
を
越
え

て
、

昇
華
さ

れ
た

彼
の

精
神
が

発
見
し
た

美
、

そ
れ

が

風
雅
の

境

地
に

見

出
さ

れ

た
美
で

は

な
か

っ

た

か
。

そ

こ

で

は

景
物
と

景
物
と

が
、

あ
る

特
殊
な
雰
囲
気
を
醸
成
し
つ

つ

相
互
に

融
げ

合
っ

て
、

一

層
高
度
の

美
を

創
造
し

た

の

で

あ
る

。

そ
れ
は

云
わ
ば

、

美
の

神
仙
境
と

で

も

云
わ
れ

る

べ

き

境
地
で

あ
っ

た

か

も

知
れ

な
い

の

で

あ
る

。

五
、

結

び

　

旅

人
の

作
歌
活
動
は

、

少
く
と

も
万
葉
集
に

採
録
さ
れ
て

い

る

歌
に

即
し
て

云
う
な
ら
ば

、

大
体
七

、

八

年
位
と

見
て

よ

い

と

思

う
。

そ
れ
に

も

拘
ら
ず

、

彼
は

万
葉
集
中
期
を
代
表
す
る

最
も
す

ぐ
れ
た

歌
人
の
一

人
と

し

て

取
扱
わ

れ
、

そ
の

作
品
は

最
も

純
粋
な
人
間
性
を

歌
い

上
げ
た

も
の

と

し
て

高
く

評
価
さ
れ

て

い

る

の

で

あ
る

。

と

り
わ

け
讃
酒

歌
や
亡

妻
を

恋
う
る

歌
は

そ
う
い

う

彼
の

作
品
の

特
色
を
如
実
に

示
す

も
の

と

考
え
ら
れ
て

来
た

の

で
あ
る

。

そ

し
て

そ

こ

か

ら
、

こ

れ

ら
の

歌
は

同

じ

次
元
に

お
い

て

鑑
賞
さ

れ

た

の

で

あ
る

。

ま

た

梅
花
歌
や

遊
於
松
浦
河
歌
も

、

そ
う
い

う
彼
の

純
粋
さ
と

高
い

大

陸
的
教
養
に

支
え
ら
れ
て

生

れ

た

高
雅
な
作
品
と

し
て

取
扱
わ

れ
た
の

で

あ
ワ

た
。

　

私
は

旅
人
の

歌
を
右
の

よ

う
に

同
列
に

見
る
こ

と

を
し
り

ぞ
け
て

、

そ
こ
に

時
代
的
に

見
て

、

質
的
に

発
展
し
て

行
ワ

た

あ
と

が

は
っ

き
り
把
え
ら

れ
る

こ

と

に

っ

い

て

述
べ

て

見
よ

う
と
し
た

の

で

あ
．

た
。

私
は

先
ず
彼
が

、

普
通
の

輔

歌
人
で

あ
れ

ば
漸
く
作
歌
活
動
の

衰
え

は

じ

め

る
六

十
歳
を
越
え
た

、

云
わ
ば
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陀

入
生
の

終
り

に

近
づ

い

て
、

卸・
っ

て

み

ず
み

ず

し
い

情
感

を
湛
え
た

歌
を

余
り

に

も
多
く
の

こ

し

た

事

実
に

っ

い

て

注
目
し

た
。

そ
し
て

そ
の

よ

う

な
豊
か
な

情
熱
の

源
泉
を
太
宰
府
生

活
そ

の

も
の

の

中
に

見
出
だ

そ

う
と

し

た

の

で

あ
る

。

し
か

も

彼
は

六
十

歳
を
過
ぎ
た

異

境
で

の

生

活
の

中
で

、

唯
一

入
の

心
の

よ

り

ど

こ

ろ

で

あ
っ

た
ろ

う

最
愛
の

妻

を
失
っ

た

の

で

あ
る

。

私
は

こ

の

妻
の

死
が

彼
に

与
え
た
で

あ

ろ
う
衝
撃
を

、

彼
が

政
治

的
陰
謀
の

犠
牲
と

な
っ

て

太
宰
府

に

赴
い

た
で

あ
ろ

う

事
実
と

共
に

、

彼
の

歌
の

本
質
を

探
る

二

つ

の

最
も
重

要

な
鍵
だ

と

考
え
た

の

で

あ
る

。

太
宰
府
生

活
は

彼

を
し
て

、

生

々

し
い

現
実
か

ら

来
る

苦
悩
に

直
面
さ
せ

た

の

で

あ
る

が
、

彼
の

妻
の

死
は

、

そ
の

絶
対
の

悲

し

み
の

故
に

、

却
っ

て

彼
の

魂
を
現
実
の

生
々

し
い

苦

悩
か

ら
救
っ

た

の

で

あ

る
。

太
宰
府
赴
任
に

よ
っ

て

讃
酒
歌
十
三

首
は

生

れ
た

の

で

あ
る
が

、

彼
の

妻

の

死
は

彼
に

梅
花
歌
と

遊
於
松
浦
河
歌
を

も
た

ら
し
た

の

で

あ
っ

た
。

か

く
て

讃
酒
歌
と

梅
花
歌
並
に

遊
於
松

浦
河

歌
と

の

間
に

私
は

質
的

な
隔
り

を

見
出
し

た
わ

け
で

あ
る

。

　

讃
酒
歌
に

お
い

て
、

彼
は
「

賢
し
ら
レ

を
否
定
し
て

「

酔
泣
」

を
む

し
ろ

貴

し
と

し
た

の

で

あ
っ

た
。

政・
治
的

闘
争
と

策
謀
に

明
け

暮
れ
る

人
々

を

彼
は

、

　
「

賢
し
ら
す
る

人
」

と

し
て

把
え
た

。

し
か

も
彼
は
、

そ
う
い

う
世
俗
的

な
い

が

み

合
い

を
嫌
悪
し

て
、

人
間

嫌
い

に

な
る
た
め

に

は
、

未
だ

余
り
に

も

文
化

の

若
々

し

い

時
代
に

生
ぎ
て

い

た

の

で

あ
っ

た
。

彼
は

醜
い

人
間
の

闘
争
と

陰

謀
に

怒
り

を
覚
え

な
が

ら
、

し

か

も
そ
れ
と

烈
し

く

争
う
た

め

に

は
、

余
り
に

も

純
粋
な

教
養
と

清

純
な
心

情
の

持
主
で

あ
っ

た

の

で

あ
る

。

そ

の

教
養
は

、

彼
の

云
う
宣ハ
に

「

聖

な
る

も
の
」

を
思
い

、

真
に

「

賢
な
る

も
の
」

を
願
う
も

の

で

あ
ワ

た
。

ま
た

そ
の

心

情
は

「

酔
泣
」

に

よ
っ

て

わ

ず
か

に

慰
め
ら
れ

る

べ

き

性
質
の

も
の

で

あ
っ

た
。

そ

れ

が

と

り

も

な
お

さ
ず
彼
を
し

て
、

現
実
の

生
の

中
に

あ
る

悲
し一へ
亦

と

寂
し
さ
を
味
わ
わ
せ

た

の

で

あ

る
。

そ
し
て

そ

こ

か

ら
現
世
享
楽
的
肯
定
観
が

生
れ

て

来
た

の

で

あ
っ

た
。

　
「

蟲
に

鳥
に

も
吾
は

な

り

な
む
」

や
、

　
「

此
の

世
な
る

問
は

楽
し

く

を
あ
ら

な
」

等
の

歌
に

お

い

て

感

取
さ

れ
る

現
世
享
楽
の

思
想
は

、

上
の

よ

う
な

深
刻
な
悲

し
み

と

寂
し

さ
の

中

で
、

わ
ず
か

に

彼
が

見
出
し
た

魂
の

救
い

で

あ
っ

た

に

違
い

な
い

。

そ
こ

で

は

彼
は
し

か

し
、

人
問
の

「

賢
し

ら
」

を

否
定
し

な
が

ら
、

そ
の

故
に

却
っ

て

現

世
に

執
着
し
て

、

　
「

酔
泣
」

に

身
を

委
ね
る

ほ

か

な
か

つ

た

の

で

あ
る

Q

　

妻
の

死
は

か

く
て

、

未
だ

現
世
に

取
り

縋
ろ

う
と

し

て

い

た

彼
か

ら
、

一

切

の

支
え

を
奪
い

去
っ

て

し
ま
っ

た

の

で

あ
る

。

　
「

い

よ

よ

ま
す
ま
す

悲
し
か

り

け
り
」

の

中
に

は
、

そ
れ

故
に

泌

み

と

お
る

よ

う

な・
寂
し

さ
と

悲
し
み

が

感
取

さ
れ

る

の

で

あ
る

。

そ
れ

は
余
り

に

も

深
刻
な

、

云
わ

ば

絶
対
純
粋
の

悲
し
み

で

あ
っ

た

故
に

却
っ

て
、

讃
酒
歌
に

お

い

て

見
ら

れ
た
よ

う

な
現
世
へ

の

執
着

か

ら

彼
を
救

っ

た

の

で

あ
る

。

即
ち

『

い

よ

よ

ま
す
ま
す

悲
し
か

り

け
り
」

の

悲
し

み
を
媒

介
と

し
て

、

彼
は

現
世
超
脱
の

境

地
に

到
達
す
る

こ

と

が

で

き
た

の

で

あ
る

。

そ

れ
が
と

り

も
な
お

さ

ず
、

梅
花

歌
の

境
地
で

あ
り

、

遊
於
松
浦

河
歌
の

境
涯
な
の

で

あ
る

。

　

梅
花
歌

は
こ

れ
を

客
観
的
に

見
る

な
ら
ば

、

こ

れ

ま
で

詩
の

素
材
と
な

っ

て

い

な
が

ら
、

し
か

も

未
だ

歌
の

主
題
と

さ
れ

る

こ

と

の

な

か
っ

た

風
雅
が

、

歌

に

お
い

て

造
型
さ
れ
た

こ

と

を
示
す
も
の

で

あ
っ

た
。

そ

れ

は

現
実
的
な
人

間

の

愛

憎
を

超
え
て

、

そ
の

彼

方
に

揺
曳
す

る

美
の

世
界
な
の

で

あ
る
。

讃
酒
歌

は

現
世
的
な
悲
し

み
と

寂
し

さ
の

中
か

ら
生
れ

た

の

で

あ
る

が
、

梅
花
歌
は

現

世
を

超
え
た

境
地
に

魂
が

昇
華
さ
れ
て

は

じ
め

て

創
造
さ

れ
た

も
の

な
の

で

あ

っ

た
。

遊
於
菘
浦
河
歌
4−
ま
た

、

現
世
を

超
脱
し

た

世
界
忙

ひ

ら
け
る

神
仙
的

境
涯
に

お
い

て

把
え
ら
れ

る

美
を
意
昧
す
る

も
の

で

あ
る

。

私
は

こ

の

よ

う
に

し

て
、

讃
酒
歌
か

ら

梅
花
歌
並
に

遊
於
菘
浦
河
歌
へ

と
、

彼
の

歌
が

質
的
に

発

辰
し
て

行
っ

た

も
の

と
し
て

述
べ

て

来
た

わ
け
で

あ
る

。

（

一

九
五

八
・

三
・

三
）
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