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百
人
　

首
の

撰
歌
に
つ

い

て
（

続
）

（

序
）

　
　
　
　
　
　

島
田

良
二

　
定
家
は

百
首
と

い

う
定
数
歌
を

撰
歌
す

る

に

当
た
っ

て
、

並
々

な
ら
ぬ

苦
心
を

払
っ

た

こ

と

に
つ

い

て
、

前
号
で

述
べ

た

が
、

そ

れ
に

つ

い

て

略
述
す
る

と
、

配

列
さ

れ
て

い

る

百
人
一

首
は

作
者
を
年
代
順
に

並
べ
、

そ

こ

に

和
歌
史
的
な

流
れ

を

感
じ
取
る

配
慮
で

な

さ
れ
て

い

る

が
、

そ

れ

ら

の

歌
を

勅
撰
集
的
配
列
に

置
き

換
え

て

み

る

と
、

四

季
・

恋
・

雑
の

部
立

か

ら

成
り、

実
に

バ

ラ

ン

ス

よ

く
選
ば

れ

て

い

る

こ

と

に

驚
く

。

定
家
は

そ

の

点
に

も
十
分
配
慮
し
た

点
を
四
季
・

恋
部

に

つ

い

て

前
号
で

述
べ

た
。

今
回
は、

さ

ら

に

序
詞
に

つ

い

て

も

表
現
の

面
で

定

家
は

注
意
を

払
っ

て

選
ん

だ

こ

と

お
よ

び

雑
部
の

歌
に

つ

い

て

も
、

定
家
の

撰
歌

に

当
っ

て

の

苦
心

の

跡
を

た

ど
っ

て

み
た

い
。

つ

ま
り、

年
代
順
の

配
列
を

縦
糸

と

す

る

な

ら

ば
、

勅
撰
集
的
配
列
を
横
糸
と

し
、

そ

の

縦
糸
と

横
糸
が
見
事
に

織

り

成
さ

れ

て

い

る

点
に

つ

い

て

述
べ

た

い
。

百

人一
首
の

撰
歌
に
つ

い

て〔
続）
　
　

島
田

艮
二

＊

＝．．口
語
文
化

学
科

教

授

言
語
文

化
学

（
［
）

　
百
人
一

首
の

恋
の

歌
で

注
目
さ

れ

る

の

は、

修
辞
の

面
で

は

序
詞
の

用
法
で

あ

る
。

古
今
集
に

お

け
る

序
詞
の

用
法
に

つ

い

て

以

前
考
察
し

た

こ

と

が

あ

る

（

『

古
今
集
と

そ

の

周
辺
』
）

が
、

古
今
集
の

序
詞
は

「

読
人
し

ら

ず

時
代
」

に

多

く
用
い

ら

れ

て
、

「

六
歌
仙
時
代
」

に

衰
退
し
た

が
、

そ

の

代
わ

り
に

縁
語
・

掛

詞
が

現
れ

た
。

序
詞
は

ま
た

「

撰
者
時
代
」

に

復
活
し
て

多
く

用
い

ら

れ
る

よ

う

に

な
っ

た
。

そ

れ

を
晴
の

歌
の

発
想
・

表
現
と

し

て

解
釈
し

た
。

　
百
人
一

首
を
見
る

と、

恋
歌
に

序
詞
を
用
い

た

歌
が
多
い

こ

と

に

気
づ

く
だ

ろ

う。

八
代
集
で

は

序
詞
の

多
い

集
は

古
今
集

・

拾
遺
集
で

あ

り
、

後
撰
集
・

後
拾

遺
集
は

詞
書
の

あ
る

贈
答
歌
が

多
く

、

縁
語

・

掛
詞
の

用
法
が

目
立
ち

、

対
照

的

で

あ
る

。

金

葉
集
以
下
新
古
今
集
に

か

け
て

は

題
詠
が
主

で
、

そ

れ

も
細
分
化

さ

れ
、

「

寄
水
鳥
恋
」

・
「

寄
夢
恋
」

・
「

月
前
恋
」

な

ど

と

い

っ

た

題
詠
が

中
心

に

な

る
。

定

家
は

百
人
一

首
を
撰
ぶ

に

あ

た
っ

て
、

古
今
集
の

歌
風
を
尊
重
し

、

古
典

に

帰
る

精
神
が

百
人
一

首
を

撰
ぶ

上
に

大
き

く
作
用
し
た

よ

う
に

思

わ

れ

る
。

定

家
が

百
人
一

首
を
撰
ん

だ

の

は

七
十
四

歳
の

時
と

言
わ

れ

る。

新
占
今
集
よ

り
も

新
勅
撰

集
の

方
が
序
詞
の

恋
歌
が

比

較
的
多
い

。

そ

う

い

う

点
を
考
え

る

と、

定

家
の

古
今
集
尊
重
の

気
持
が

百
人
一

首
に

も
現
れ

て

い

る

の

で

あ
ろ

う
。

　
百
人
一

首
の

恋
歌
は

四

三

首
で

あ

り
、

そ

の

中
、

序
詞
の

歌
が

十
八

首
あ

る
。

そ

れ
以
外
に

序
詞
を

用
い

た

歌
は

中
納
言
行
平
の

離
別
の

歌
｝

首
で

あ

る
。

そ

の

十
八
首
の

歌
人
を
あ

げ
る

と
、

人
麿
・

陽
成
院
・

河
原
左

大
臣
・

行
平
・

敏
行
。

伊
勢
・

三

条
右
大
臣
兼
輔
・

参
議
等
・

好
忠
・

重

之
・

能
宣
・

実
方
・

大
弍
三

位
・

紀
伊
・

崇
徳
院
・

皇
嘉
門
院
別
当
・

讃
岐
・

定
家
と
全
時
代
に

わ

た
っ

て

い

る
。

　
序
詞
を
ω
「

同
音
を
導
き

出
す
序
詞
」

 
「

比
喩
的
な

序
詞
」

 
「

掛
詞
で

下

句
に

か
か

る

序
詞
」

に

分
け

る

と
、

ω
が

三

首
、

 
が

九
首

、

 
が

七
首
に

な

る
。1
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明
母
大、
掌
研
究

紀
要
内
口

本

文
化

掌
剖
・
言
語

又
化
学，
昼
】

第

六
磐
　一
九

九
八

年

こ

の

比
率
は

古
今
集
に

お

け

る

場
合
と

大
体
同
じ

傾
向
を．
那

し

て

い

る
。

発
生
的

に

は

GP
  ，
耐
の

順
に

生
ま

れ
た

の

で

あ

ろ

う
。

　
次
に

そ

の

序
詞
の

和
歌
を
概
観
し

た

い．、

ω
　
同
音
を

導
き
出
す
た
め
の

序
詞
の

歌

　
 

み

瀏
劇
制
瀏

認
る

る、
い

つ

み

罵
い

つ

み

き

と

て

か

恋
し
か

る

ら
む

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　（
藤
原
兼
輔
）

　
「

み

か

の

凍
わ

き

て

流
る

る

い

つ

み

川
」

は

「

い

つ

見
き
」

の
…、
い

つ

」

と

い

う
蔭
を
導
き
出
す

た

め

の

序
詞
で

、

そ

の

中
に

「

み

か

の

原
」

と

い

う

歌
枕
を
詠

み

込
ん

で

い

る
。

召
人
一

首
に

は

歌
枕
を
詠
み

込
ん

だ

序
詞
が

比
較
的
多
い
。

こ

の

序
詞
は
一

見
冗

長
に

見
え

る

が
、

「

わ

き

て

流
る

る
」

に

募
り
ゆ

く
情

熱
的
な

思
慕
の

情
が

込
め

ら

れ

て

お
り

、

下
句
と

見
事
に

融
け

合
っ

て
、

ま
だ

契
り
を
結

ば

な

い

女
へ

の

切
な

る

恋
心

を

表
現
し

て

い

る
。

　〔
 

瀏
ぢ
ボ．
の

小

野
動

費
し

の

ぶ

れ

ど

あ

ま

り
て

な

ど

か
人
の

恋
し

き

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　（
参
議
等）

　
「

あ

さ

ち

ふ

の

小
野
の

篠
原
」

は
冖

し

の

ぶ
｝

を

導
き

出
す

序
詞
で

、

「
の
一

に

反
復
し

た

リ

ズ

ミ

カ

ル

な

音
の

効
果
は
、

さ

や

さ

や

と

揺
れ
動
く
心

を
抑
制
す

る

気
持
が

感
じ

ら

れ、

草
深

い

篠
原
に

し

の

ぶ

心

が

象
徴
さ

れ
て

い

る
。

　
 
　
か

く
と

だ

に

え
や

は
“

ぶ
ぎ

倒
ざ

d．
劃
早

さ

し

も
知

ら

じ

な

燃
ゆ

る

思

ひ

　
　

を

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
（

藤
原
実
方）

　
序
詞
は

、

多
く
は

上
旬
に

用
い

ら

れ
る

の

が
普
通
で

あ

る

が、

こ

れ
は

二

旬
と

三

句
に

用
い

ら

れ

て

お

り
、

ま
た

、

」、
い

ぶ

き

（

伊
吹
）

」

の

歌
枕
が
「

え

や

は．
日

ふ
」

の

コ、
雨

ふ
」

と
…，
伊
吹
」

に

掛
け

て
、

言
う
こ

と

が

で

き

よ

う

か
、

で

き
な

い
、

の

憲
を

示
し

、

「

さ

し

も
草
」

（

蓬
）

は

「

さ

し

も
」

を
導
き
出
す

序
詞
と

し

て

用

い

ら

れ

て

い

る
。

さ

ら

に

「

さ

し

も

草
一

の

縁

語
と

し

て

「

燃
ゆ

る
」

と

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

2

「

思
ひ
」

の

「

火
」

が
用
い

ら

れ
、

技
巧
の

粋
が

こ

ら

さ

れ

て

い

る臼

　
以

上
の

序
詞
は

爵
を
導
き

出
す

た

め

の・
序

詞
で

あ
る

が、

そ

れ

ぞ

れ

が

流
麗
な

齎
の

響
き

を
持
つ

と
同
時
に

そ

の

背
後
に

物
象
か
ら

か

も
し

出
さ

れ

る

作
者
の

気

持
ち
が

こ

め

ら

れ

て

お

り、

そ

れ

ぞ

れ

に

特
色
あ

る

表
現

で

あ

る
．

働

　
序
詞
の

比
喩
的
な

衷
現
の

歌

　
 

み
し

引
の

山
鳥

爾
の

し

鋼
り

尾
鋤
な

が

な

が

し

夜
を

ひ

と

り
か

も
寝
む

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

〔
柿．
本
人
麿
）

　

「

あ

し

引
の

山
鳥
の

尾
の

し

だ

り
昆
の
」

は

「

な

が

な

が

し
」

を

比
喩

的
に

表

現
し

た

も

の

で
、

夜
に

な

る

と
、

妻
と

別
れ
て

谷
を

隔
て

て

や

す
む

と

い

う
、

あ

の

由
鳥
の

垂
れ
た

長
い

羅
の

よ

う

に、

長
い

長
い

夜
を

、

私
も

ま
た
、

わ

び

し

く

一

人
で

寝
る

こ

と

か
な

あ、

の

意
で

、

序
詞
が

比

喩
的
に

表
現
さ

れ

て

い

る

だ

け

で

な

く
、

「

の
」

の

音
を

四

度
く

り
返
し

、

流
麗
な

響
き

を
か

な

で

て

い

る
。

こ

の

塲
合

、

山
鳥
の

イ

メ

ー

ジ

が
こ

の

歌
に

大
き

く

作
用

し

て

効
果
的
で

あ

る
。

　

 
　
筑

波
嶺
の

峰−
劇

釧．
瀏

瀏
引
側

矧
刻
細
恋
そ

つ

も
り
て

渕
と

な

り
ぬ

る

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　

（

陽
成
院
）

　

序
詞
「

筑
波
嶺
の

峰
よ

り
落
つ

る

男
女
川
」

が

比

喩
的
に

用
い

ら

れ
、

「

積
も

り
て

渕
と

な

る
」

に

か

か
っ

て

い

る
。

筑
波
山
か

ら

流
れ

落
ち

る

男
女
珊

の

水
量

が

積
も
っ

て

渕
に

な

る

よ

う
に
、

あ

な

た

に

対
す

る

恋
情
が

積
も

り

積
も
っ

て

深

い

や

る

せ

な

い

思
い

に

な
っ

て

し

ま
っ

た
、

の

意
で

、

歌
枕
「

男
女
川
一

が

男
女

の

仲
の

恋

情
を

象
徴
し
て

い

る
一

方
、

こ

の

序
詞
は

自
然
（

物
象
）

と

心

情
（

人

事
）

が

見
事
に

融
け

合
っ

て

表
現
さ
れ

て

い

る【り

　

 
　
隠
奥
の．
し．
α

ぶ■
む

倒
ず
り

誰
ゆ

ゑ

に

乱

れ

そ

め

に

し

わ

れ

な

ら

な

く

に

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
へ
河、
凉
左

大
臣
）

　

序
詞
警

陸

奥
の

し

の

ぶ

も
ち
ず
り−…

に

歌
枕
「
陸
致

奥
」

を

耶
い
、

「

乱

れ
」

に

ρ
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掛
け
て

い

る
。

「

し

の

ぶ

も

ち
ず

り
」

は
、

乱
れ

模
様
の

草

木
染
の

衣

を
い

う
。

　
　

　

　
　
　
　
　
し

の

ぶ

　
　
　

　

　

　

　　
す

「

し

の

ぶ
」

は

地
名
「

信
夫
郡
」

と

摺
る

「

忍
草
」

の

両
意
が

あ
る

が
、

衣
は

日

常
生
活
で
、

身
近
な

も
の

で
、

普
通
は

妻
が
染
め

る

も
の

で

あ
り

、

そ

の

す
り
衣

を
比
喩
的
に

用
い

て

「

乱

れ
」

を

導
き

出
し

て

い

る
。

そ

れ

に

よ
っ

て
、

「

私
の

心
の

ち

ぢ
の

乱
れ
は

誰
の

た

め

で

も

な

い
、

あ
な

た

の

せ

い

だ
」

と

自
分
の

愛
情

の

不
変
を

訴
え

て

い

る
。

　

 
　
由
良
の

と

を
渡
る

舟

刈
が

ち
を
絶
え
ゆ
く

へ

も
知
ら

ぬ

恋
の

道
か

な

　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
（

曽
禰
好
忠
）

　

由
良
の

海
峡
を
漕
ぎ
渡
る

舟
人
が

か

じ

を
失
っ

て
、

ゆ

く
え

も

分
か

ら

ず
漂
う

よ
う
に

、

こ

の

先
ど

う
な
っ

て

ゆ
く
か

不
安
な
恋
の

な
り
ゆ

き
で

あ

る

よ
、

の

意

で
、

「

由
良
の

と
を
渡
る

舟
人
か

ち
を

絶
え
」

の

序
詞
を
「

ゆ
く
へ

も

知
ら

ぬ
」

で

受
け

、

さ

ら

に

そ

れ
が

下
に

か

か
っ

て

い

く
語
法
で

あ

る
。

比
喩
的
序
詞
が
一

歩
複
雑
化
さ

れ
て

い

る
。

寄
る

べ

な

い

恋
の

不
安
が

序
詞
に

見
事
に

生
か

さ

れ
て

い

る
。

歌
枕
「

由
良
の

と
」

（

若
狭
湾
の

由
良
川
の

河
口

あ

た

り
か
）

は
、

好
忠

が

丹
後
掾
に

な
っ

て

い

る
の

で
、

そ

の

体
験
が

生

か
さ

れ

た

の

で

あ
ろ

う
。

　

 

風
を

い

た

み

岩
う
つ

波
の

お

の

れ
の

み
く
だ

け
て

も

の

を

思
ふ

こ

ろ

か

な

　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
（

源
重
之
）

　

序
詞
「

風
を
い

た

み

岩
う
つ

波
の
」

は

「

く
だ

け
て
」

の

比
喩
と

し

て

用
い

ら

れ、

か

つ

「

岩
」

は

女
の

冷
淡
さ

を
表
わ

し、
「

波
」

に

砕
け

散
る

男
の

激
し

い

情
熱
の

片
思
い

の

無
力
さ
を
た

と
え

て

い

る
。

「

お
の

れ

の

み
く
だ

け
て
」

に

無

残
な

自
分
の

空
し
い

恋
慕
の

苦
悩
が

示
さ

れ

て

い

る
。

序
詞
が

巧
み

な

技
法
で

鮮

明
に

下
句
に

生
か
さ

れ
て

い

る。

　

 
　
み

か

き
も
り
衛
士
の

た

く
火
の

夜
は

燃
え

昼
は

消
え

つ

つ

も

の

を

こ

そ

思

　
　

へ

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
（

大
中
臣
能
宣
）

　

「

み

か

き
も
り
衛
士
の

た

く
火
の
」

は

比
喩
で

、

こ

の

「

の
」

も

比
況
の

格
助

百
人
一
首
の

撰

歌
に

つ

い

て

（
続）
　

　

島
田

良
二

詞
で

、

…
の

よ

う
に

、

の

意、

宮
中
の

御
門
を

ま
も
る

衛
士

の

た

く
か

が

り
火
の

よ

う

に
、

の

意
。

「

夜
は

燃
え
」

は、

衛
士
の

た

く
火
と
、

胸

中
の

思
ひ

（

火
）

を
か

け
て

い

る
。

序
詞
の

比
喩
が

下
の

「

夜
は
」

「

昼
は
」

と

対
照
的
に

生

か

さ

れ
て

、

ト

の

句
の

焔
の

情
熱
と

下
の

句
の

し

ぼ

み

ふ

さ

ぐ
物
思
い

が

際
立
っ

て

美

し

く

表
現
さ

れ

て

い

る
。

暗
黒
の

中
に

赤
く
燃
え

る

か

が

り

火
に

お
さ

え

が

た

い

情
熱
が

象
徴
的
に

示
さ

れ

て

い

る
。

 

瀬
を
早
み

岩
に

せ

か

る

る

滝
川
の

わ

れ

て

も
末
に

あ

は

む

と

そ

思
ふ

　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
（

崇
徳
院
）

　

「

瀬
を
早
み

岩
に

せ

か

る

る

滝
川
の
」

の

「

わ
れ

て

も
」

を
導
き

出
す

序
詞

。

「

の
」

は

 

 
 
 
の

和
歌
に

用
い

ら
れ

て

い

る

の

と

同
様
に

比

況
の

格
助
詞

。

岩
に

せ

き
と

め

ら

れ
て

左
右
に

分
か
れ
行
っ

て

も

や

が

て
一

つ

に

落
ち

合
う
よ

う

に、

の

意
で

あ

り
、

岩
に

く
だ

け
る

激
流
と

は

ば
ま

れ

た

恋
に

う
ち

勝
っ

て

会
お

う
と

す
る

、

ほ

と

ば
し

る

情
熱
が

力
強
く

詠
ま

れ

て

い

る。

「

瀬
を

早
み
」

の

激

流
に

恋
情
の

激
し
さ

を

示
し

、

「

わ
れ
て

も
末
に
」

に

強
い

決
意
が

示
さ

れ

て

お

り
、

序
詞
の

滝
川
に

示
さ

れ
た

物
象
が

下
の

句
の

心

象
と

見
事
に

融
け
合

っ

て

い

る
。

　

 
　

わ
が

袖
は

潮
干
に

見
え
ぬ

沖
の

石
の

人
こ

そ

知
ら

ね
乾
く
間
も
な

し

　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
（

二

条
院
讃
岐
）

　

こ

の

和
歌
は

「

寄
石
恋
」

と
い

う

題
詠
歌
で

あ

る

が
、

序
詞
が

二

句
・

三

句
に

ま
た

が
っ

て

用
い

ら

れ

て

い

る

ケ
ー

ス

で
、

そ

の

点
で

 
と

同
様
で

あ
る

が
、

珍

し
い

形
で

あ

る。

発
生
的
に

は

上

句
に

示
さ

れ
る

序
詞
の

後
に

生
ま

れ
た

も

の

で

あ
る

。

「

潮
干
に

見
え

ぬ

沖
の

石
の
」

の

「

の
」

も
比
況
の

格
助
詞
で

、

「

乾
く
間

も
な

し
」

に

か

か

る
。

私
の

袖
は

あ
の

人
を

思
う
恋
の

涙
で

い

つ

も
濡
れ

て

い

て

乾
く
時
も
な

い
、

そ

れ
を
あ
の

人
は

知
ら

な

い
、

の

意
で、

そ

こ

に

「

寄
石
恋
」

の

難
題
を
見

事
に

詠
み

込
ん

で

い

る
。

3
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明

星
大
学

研
究

紀
婪
〔
目

本
文

化
学
部
・
百
語
文

化
学
科】
嬉
六ロ
ヴ

 
九
九
八

年

　

以
上

九
首
に．
小

さ

れ

て

い

る

序
詞
の

表
現
は

そ

れ

ぞ

れ

個

性
的
で

あ

り馬

着
想
・

表
現
に

特
異
性
が

示
さ

れ

て

い

る
。

 

　
掛
詞
で

下
句
に

か

か

る

序
詞

　

 
　
住
の

江
の

岸
に

よ

る

波
よ

る

さ
へ

や

夢
の

か

よ

ひ

ぢ
人
め

よ

く
ら

む

　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
（

藤
原
敏
行
）

　

「

住
の

江
の

岸
に

よ

る

波
」

は

「

よ

る

（

夜
）

」

を
導
き

出
す

序
詞
て

あ

る

が
、

「

寄
る
｝

と

「

夜
」

の

掛
詞
で

つ

な

が
っ

て

お

り、
「

住
の

江
」

の

歌
枕
を
詠
み

込

ん

で

い

る
。

こ

れ

は

「

忍
ぶ

恋
」

で

あ

る

が
、

波
の

寄
せ

て

は

返
す

様
7r

に

あ

れ

こ

れ
思
い

悩
む
つ

ら

い

心

が

象
微
さ
れ

て

い

る
。

　

 

潮

劃
に

レ
お

ぽ

ぱ

愚
坂
山
の

ざ
ね

が
づ

ら

人
に

知
ら

れ
で

く

る

よ

し

も
が

な

　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　
ハ

三

条
右
大
臣
）

　
序
詞
「

名
に

し

お

は

ば
逢
坂

山
の

さ

ね

か
づ

ら
」

の

「

さ

ね
か

づ

ら
」

は

「

く

る
」

つ

ま
り
手
繰
り
寄
せ

る

意
と

来
る

意
を
掛
け

る
。

「

逢
坂

山
」

に

こ

と

寄
せ

て

「

逢
ふ
」

と

「

さ

寝
」

を

掛
け
る

。

こ

の

よ

う

に

掛
詞
を

駆
使
す

る
。

逢
坂
山

の

さ
ね

か
ず
ら

が

逢
っ

て

寝
る

と

い

う
名
を
持
っ

て

い

る

な

ら

ば、

そ

の

さ

ね

か

ず

ら
を
手
繰
る

よ

う

に

こ

っ

そ

り
と
あ

な
た

の

所
へ

来
る

（

行
く

）

方
法
が

あ

れ

ば

い

い

な

あ、

の

意
で

、

忍

ぶ

恋
の

情
熱
を
訴
え

る

序
詞
の

修
辞
は

見
事
な

技
法

を

示
し

て

い

る
。

　
 
　
立
ち

別
れ

い ，
畿

ぱ
の
由
の

峰
淵

生

ふ

る
ま

つ

と
し

聞
か

ば

い

ま
帰
り
来
む

　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　
（

中
納
言
行
平）

　
序
詞
懲

い

な

ぱ

の

山
の

峰
に

生
ふ

る
」

に

お
い

て
、

「

い

な

ば
」

は

初
旬
を

受

け

て
、

「

稲
葉
山

（

因

幡
国
所
在
ど

と

「

往
な

ば
」

を
掛
け

、

「

ま
つ

」

が
「

松
」

と

「

待
つ

」

の

掛
詞．）

つ

ま

り
、

「

い

な

ば
の

山
の

峰
に

生
ふ

る
」

が

「

ま

つ

し

に

か

か

る

序
詞
で

あ

る

が
、

初
句
と

も
掛
詞
で

つ

な

が
っ

て

い

る
。

こ

の

よ

う

に

4

手
の

こ

ん

だ

技
巧
を
用
い

て
、

因
蟠
国
へ

赴
任

し

て

行
く
行
平
の

別

れ

の

切
実
な

つ

ら

さ

を

詠
ん

で

い

る．、

　

 
　
難
波
潟
み

じ
か

き
芦
の

ふ

し
の

間
も
逢
は

で

こ

の

世
を
過

ぐ
し

て

よ

と

や

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
（

伊
勢
）

　

序
詞
「

難
波
潟
み

じ

か

き
芦
の
」

は

「

ふ

し

の

間
も

隔

に

か

か

る
。

「

ふ

し

の

間
」

は
、

「

芦
の

短
い

節
と

節
と

の

間
」

の

意
は

「

ほ

ん

の

短

い

間
」

の

意
の

掛

詞
。

「，
難
波

潟
」

は

歌

枕
。

難
波
潟
の

縁
語
と

し

て
、

「

芦

丁
「

ふ

し

；
「

よ

（

「

世
」

と

露
L

の

掛
詞
ご

を

用

い

る
・

ち
・

・

と
の

間
で

劃
い

総
の

に
・

あ

な

た

は

逢
わ

な
い

で
一

生
を

過
ご

し

て

し

ま

え

と

お
っ

し
ゃ

る

の

で

す

か
、

と

男
の

無
情
を
恨
ん

だ

和
歌。

新
古
今
集
で

は

伊
勢
の

歌
と

あ

る

が
、

…−
伊
勢
集
」

で

は
、

巻
末
の

増
補
歌
（

無
名
歌
）

で

伊
勢
の

歌
で

は

な

い
。

定
家
が

誤
っ

た

と

思
わ

れ

る
。

　

 
　
有
鰆−
山
ゐ

刎
の

笹
原
か

劇
矧
い

で

そ

よ

人
を
忘

れ

や

は

す

る

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
へ

大
弍
三
位
）

　

こ

の

序
詞
も
歌
枕
を
詠
み

込
ん

で
、

「

そ

よ
」

が

掛
詞
に

な
っ

て

い

る
。

「

そ

よ
」

が

笹
の

葉
の

そ

よ

そ
よ

と

そ

よ

ぐ
擬
音
語
と
一”
そ

の

通
り
で

す

よ
」

の

意
を
掛
け

て

い

る
。

後
拾
遺
集
所
載
の

詞
書
に

は

「

か

れ

が

れ

な

る

男
の

、

お

ぼ

つ

か

な

く

な

と

い

ひ

た

り

け

る

に

よ

め

る
」

と

あ

る．、
｛

そ

よ
L

は

「

お

ぼ

つ

か

な

く
」

を

受
け
て

、

そ

れ

を
逆
手
に

と
っ

て

応
醗
し

た

の

で

あ

る
。

こ

の

場
合

、

贈
答
歌
の

返
歌
に

序
詞
を
用
い

て

い

る

が
、

そ

の

例
は

珍
し

い
。

　

 
　

音−
燭
闘
ぐ

高
鰍，
の

浸
の

あ

だ

波
は

か

け

じ

や

袖
の

ぬ

れ

も

こ

そ

す
れ

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　
（

祐
子
内
親
王

家
紀
伊
）

　

序
詞
「．
音
に

聞
く

高
師
の

浜
」

は

大
変
技
巧
的
で

あ

る。
…−
音
に

聞
く

」

は
、

噂
に

聞
／

＼

評

判
の

高
い

、

の

意
で、
「

あ

だ

波
」

に

か

か

る
。

習
同

師
の

浜
」

は

和
泉
の

薗
の

歌
枕．、
「

高
師
」

と

「

高
し
」

を
掛
け

、

音
に

闘
く

高
し
」

と

な

る
。
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「

の
」

は

比

況
の

格
助
詞
で

、

…

…

の

よ

う

に
、

の

意
。

「

あ

だ

波
」

は、

い

た

ず

ら
に

立
つ

波
の

意
と

浮
気
な

人、

の

意
を
か

け
る

．

「

か

け

じ
」

は
、

波

を
か
け

ま
い

、

の

意
と
心

に

か
け
ま

い
、

の

意
を
か

け

る
。

「

袖
の

ぬ

れ
も
こ

そ

す
れ
」

は
、

涙
で

袖
が

ぬ

れ

て

は

大
変
だ

、

と

波
で

ぬ

れ
て

は

大
変
だ、

の

意
を
か

け
る

。

「

も

こ

そ
」

は

心

配

の

気
持
を
表
わ

す
係
助
詞

。

「

浜
」

の

縁
語
と

し

て
、

「

波
」

・

「

か

け
」

・
「

ぬ

れ
」

を

用
い

る
。

こ

の

歌
は

、

「

堀
河
院
御
時
の

艶
書
合
」

の

歌
で、

中
納
言
藤
原
俊
忠
（

定

家
の

祖
父
）

の

歌
「

人
知
れ
ぬ

思
ひ

あ

り

そ

の

浦
波
に

波

の

よ
る

こ

そ

い

は

ま

ほ

し

け
れ
」

の

返
し
の

歌
で

あ

る
。

俊
忠
の

「

荒
磯
の

浦
」

に

対
し
て

「

高
師
の

浦
」

を
詠
み

、

「

波
の

寄
る
」

に

対
し

て
、

「

あ
だ
波
は

か
け

じ
」

と

返
し

た

の

で

あ
る

。

大
変
表
現
に

技
巧
を
こ

ら

し

た

歌
で

あ

る
。

　

 
　
難
波
浬

の

芦
の

か

り
ね

の

ひ

と

よ

ゆ
ゑ

み

を
つ

く
し

て

や

恋
ひ

わ

た

る

べ

　
　
き
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
（

皇
嘉
門
院
別
当
）

　

序
詞
「

難
波
江
の

芦
の
」

は

「

か

り
ね
」

を

導
き

出
す
修
辞
で

あ
る

が
、

「

か

り
ね
」

が

「

仮

寝
」

と
「

刈
根
（

刈
り
取
っ

た

根
）

」

の

掛
詞
で

、

「

ひ

と

よ
」

が

ひ

と

　
よ

コ

節
」

と

コ

夜
」

の

掛
詞

。

「

み

を
つ

く
し
」

が

「

澪
標
」

と

「

身
を

尽
し

」

の

掛
詞
で

、

「

難
波
江
（

歌
枕
）

」

の

縁
語
と

し

て
、

「

芦
」

・
「

刈
根
」

・

コ

節
」

・

「

澪
標
」

・
「

渡
る
」

を
用
い

、

技
巧
の

粋
を

尽
く
し

て

い

る
。

そ

の

上
に

流
麗
な

リ

ズ

ム

で

う
た

い

あ

げ
て

い

る。

こ

の

よ

う

に
、

平
安
後
期
に

な

る

と
、

序
詞
・

縁
語

・

掛
詞
・

歌
枕
が
一

体
と

な
っ

て
一

首
の

中
に

融
け
合
っ

て

詠
ま

れ
て
い

る
。

　

以
上
の

よ

う
に

百
人
一

首
の

恋
歌
は

序
詞
の

さ

ま
ざ
ま

な

技
巧
を

こ

ら

し

た

す

ぐ
れ

た

歌
の

粋
が

集
め

ら

れ
て

い

る

と

同
時
に

、

そ

こ

に

序
詞
の

修
辞
的
変
遷
を

た

ど

る

こ

と

が

で

き

る
。

定
家
は

序
詞
の

歌
を
時
代
的
に

も

全
体
を

見
渡
し

て

バ

ラ

ン

ス

よ

く
と
っ

て

い

る
。

こ

れ

は

明
ら

か

に

撰
歌
に

当
っ

て

定
家
が

意
識
し
て

留
意
し

た

結
果
で

あ

ろ

う
。

序
詞
の

歌
の

、

物
象
か

ら

心

象
へ

の

展
開
が

朗
詠
に

も

ふ

さ

わ

し

く
、

そ

れ
が

結
果
的
に

、

後
世

、

百
人
一

首
の

カ

ル

タ

と

し

て

世
に

百
人一
首
の

撰
歌
に

つ

い

て

〔
続）
　

　

島
田

良
二

も
て

は

や

さ
れ
た

の

も
当
然
で

あ

ろ

う
。

（

二
）

　
す
で

に
、

前
号
に

お

い

て
、

四

季
の

歌
、

離
別
・

羇
旅
の

歌
、

恋
の

歌
を

概
観

し、

そ

こ

に

勅
撰
集
に

近
似
し

た

撰
歌
が

な

さ
れ

て

い

る

こ

と

を
考
察
し
て

き
た

。

つ

ま

り
百
人
一

首
は

年
代
的
に

配
列
さ

れ

て

お
り

、

和
歌
史
的
構
成
を

な

し

て

い

る
と

同
時
に

勅
撰
集
的
配
列
に

も

置
き
換
え

る

こ

と

が

で

き

る
二

重
構
造
を

も
っ

た

百
首
で

あ

る

こ

と

を

論
述
し

た

が
、

次
に

最
後
の

部
立

「

雑
歌
」

を
概
観
し

た

い
。

　
雑
歌
は
二

十
首
で

あ

る
。

そ

の

内
別
は
、

古
今
（

三

首
） 、

後
撰
集
（

一

首）
、

後

撰
集
（

一

首
） 、

拾
遺
集
（

二

首
）

、

後
拾
遺
集
（

二

首
）

、

金
葉
集
（

一

首
）

、

詞
花
集

（
一

首
）

、

千
載
集
（

五
首
） 、

新
古
今
集
（

二

首
） 、

新
勅
撰
集
（

一

首）
、

続
後
撰
集

（

二

首
）

で

あ

り
、

千
載
集
を
除
き

、

ど
の

勅
撰
集
か

ら

も
バ

ラ

ン

ス

よ

く
採
歌

さ
れ

て

い

る
。

そ

れ
を
次
に．
小

す
。

（

歌
番
号
は

百

人一
首
の

通
し

番
号、

歌
末
の

番

号
は

『

定
家
八

代
抄
』

の

通
し
番
号
）

　
　
古
今
・

雑
上
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

僧
正

遍
昭

12341055

天
つ

風
雲
の

通
ひ

路
吹
き
閉
じ

よ

を
と

め

の

姿
し

ば

し

と

ど

め

む
（

雑
上
．

臨
）

古
今
・

雑
上
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

藤
原
興
風

誰
を
か

も

知
る

人
に

せ

む
高
砂
の

松
も
昔
の

友
な
ら

な

く
に

（

雑
下
・

棚
）

後
撰
・

雑
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蝉
丸

こ

れ
や

こ

の

行
く
も
帰
る

も
別
れ

て

は

知
る

も
知
ら
ぬ

も

逢
坂
の

関
（

雑
下
・

 
）

拾
遺
・

雑
上
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

大
納
言
公
任

滝
の

音
は

絶
え

て

久
し

く
な
り
ぬ

れ

ど
名
こ

そ

流
れ

て

な

ほ

聞
こ

え

け
れ5
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明
量・
人凸
『

研

究
紀．
妾
門
日

本
文

化
歯
＋

部
・

膏冂
駈…
文
化宀
子

科
】

箪
L

ハ

巳
ワ

　一
・

儿

九・
ハ伸
隼

　
　
　
　
　

り

ご

　
　
（

雑
下
・

個

11
）

　
　
　
　
　

ユ

　
　
拾
遺
・

雑
秋
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
貨
信
公

26
　
小
倉
山
蜂
の

も

み

ぢ

葉
心

あ

ら

ば
A

、

ひ

と
た

び

の

み

ゆ

き

待
た

な

む
（

秋
・

　
　
下
娚
）

　
　
後
拾
遺
・

雑
一

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

三

条
院

68
　
心
に

も
あ
ら

で

う
き

世
に

な

が

ら
へ

ば
恋
し

か

る

べ

き

夜
半
の

月
か

な

（

雑

　
　
中
・

60
）

　
　
後
拾
・

雑
二

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　

清
少
納
言

62
　
夜
を
こ

め

て

鳥
の

空
醇
は

は

か

る

と

も
よ

に

逢
坂
の

関
は

ゆ

る

さ
じ

（

雑
下
・

　
　
嬲
）

　
　
金
葉
・

雑
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　
　

小
式
部
内
侍

60
　
大
江

山
い

く
野
の

道
の

遠
け

れ

ば
ま

だ

ふ

み

も

み

ず

天
の

橋
立

（

雑
下
・
頒
）

　
　
金
葉
・

雑
土

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　
　

蔚
大
僧
正

行
尊

66
　
も

ろ

と

も

に

あ

は

れ
と

思
へ

山
桜
花
よ
り
ほ

か

に

知
る
人
も

な
し

〔
雑
E
・

　
　
翻
）

　
　
千
載
・

雑
ヒ「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
周
防
内
侍

67
　
春
の

夜
の

夢
ば
か

り
な

る

手
枕
に

か

ひ

な

く
立

た

む
名
こ

そ

惜
し

け

れ
（

恋

　
　
二

・

鰍
）

　
　
千
載
・

雑
上
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

藤
原
基
俊

75
　
契
り

お
き

し

さ

せ

も

が
露
を

命
に

て

あ

は

れ
A

，

無
の

秋
も
い

ぬ

め

り

（

雑
上
・

　
　
鯔
）

　
　
新
古
・．

雑
上
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　・
　
　

　

　
　

紫
式
部

57
．

め

ぐ
り
逢
ひ

て

見
し

や

そ

れ

と

も
わ

か

ぬ

間
に

雲
が

く
れ
に

し

夜
半
の

月
か

　
　
　
　
　

　

ら

　
　
な

（

雑
中
・

61
）

　
　
新
勅
撰
・

雑
一
　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

入
道
面
太
政
大
臣

6

96
　
花
さ

そ

ふ

嵐
の

庭
の

雪
な

ら

で

ふ

り

ゅ

く

も

の

は

わ

が

身
な

り

け
り

（

ナ

シ
）

　
　

千
戟
・

雑
中
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成

83
　
世
の

中
よ

道
こ

そ

な

け
れ

思

ひ

入

る

出
の

奥
に

も

鹿
ぞ

鳴
く

な

る

（

雑
下
・

　
　
鰯
）

　
　

千
載
・

雑
中
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
前
大
僧
正

慈
円

95
　
お

ほ

け

な

く
う
き
世
の

最
に

お

ほ

ふ

か

な

わ

が
た
つ

杣
に

墨
染
の

抽
（

雑
下
・

　
　…
…
）

　
　
続
後
撰
・

雑
中
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

後
鳥
羽

院

99
　
入
も
を

し

人
も・
つ

ら

め

し

あ
ぢ

き
な

く

世
を

思
ふ

ゆ

ゑ

に

物
思
ふ

身
は

（

ナ

　
　
シ

）

　
　
古
今
．

雑
ド
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
喜
撰
法
師

8
　
わ
が

庵
は

都
の

た

つ

み

し

か

ぞ

住
む

世
を
う

ち

山
と

人
は
い

ふ

な

り

（

雑
下
・

　
　
醗
）

　
　
詞
花

・

雑
下

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
法
性
寺
入

道
前
関
白
大
政
大
臣

76
　
わ

た

の

原
漕
ぎ
出
で

て

見
れ

ば
ひ

さ

か
た

の

雲
居
に

ま
が

ふ

沖
つ

自
波
（

雑

　
　
　
　ロ
　
　

　
　

ニ

リ

　
　
　
　
T
・

66
）

　
　
新
古
・

雑
下

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
清
輔
朝
臣

84
　
長
ら
へ

ば

ま
た

こ

の

ご

ろ

や

し
の

ば

れ

む

憂
し

と

見

し

繰
ぞ

今
は

恋
し

き

　
　
（

雑
上

・

跚
）

　
　
続
後
撰
。

雑
下
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　．
」
　

　

順

徳
院

 

　

も

も
し

き

や

古
き

軒
場
の

し

の

ぶ

に

も
な

ほ

あ
ま

り
あ

る

昔
な

り
け

り
（

ナ

　
　
シ

）

　
以
上

二

十
首
を
勅
撰
集
の

部
立

に

従
う

と
、

雑
上
ρ
雑
一
・

雑
二
）

が

十
三

首

（

拾
遺
・

雑
秋
一

酋
を

含
め

た

が
、

四
季
の

秋
に

入
れ
る

こ

と

も
可
）

、

雑
中
が

三

首、

雑
下
が

四

首
で

、

雑
ヒ

が

多
い

の

で
、

定

家
は

そ

の

点
に

は

配

慮
し

な

か
っ
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た

よ

う
に

思
わ

れ
る

。

し
か

し、

そ

れ

ら
の

和
歌
に

は

さ

ま
ざ
ま
の

場
で

詠
ま
れ

た、

和
歌
の

多
様
性
と

述
懐
が

見
ら

れ
、

変
化
に

富
ん

で

い

る

が
、

や

は

り
中
心

を
な
す

歌
は

述
懐
歌
で

あ
り、

八
首
と

ら

れ

て

い

る
。

そ

こ

に

は

世
の

無
常
を
訴

え

る

哀
感
が

し
み
じ

み
と
詠
み

込
ま

れ

て

い

る
。

　

12
番
の

遍
昭
の

歌
は
、

古
今
集
の

詞
書
に

「

五
節
の

ま

ひ

ひ

め

を
見
て

よ

め

る
」

と

あ

る
よ

う

に
、

五
節
の

舞
姫
を

天
女
に

た

と

え

た

点
に

発
想
の

奇
抜
さ

が

あ
る

。

舞
姫
の

美
し

い

舞
い

を

讃
美
し

、

「

天
つ

風
雲
の

通
ひ

路
吹
き

閉
ち
よ
」

と

擬
人

法
を
用
い

て
、

舞
い

姿
を
い

つ

ま
で

も

見
て

い

た

い

気
持
を
表
現
す
る

。

　

34
番
の

興
風
の

歌
も
名
歌
で

あ

る
。

コ

咼

砂
の

松
」

は

歌

枕
と

し

て

も

有
名
な

播
磨
国
の

高
砂
に

あ
る

松
で、

長
寿
の

松
と

し

て

以
後
多
く
歌
に

詠
ま

れ

る
。

そ

の

松
を
例
に

あ

げ

て

寂
し

い

老
い

の

孤
独
を
述
懐
す
る

、

し
み

じ

み
と

し

た

歌
で

あ

る
。

12
番
と

対
照
的
な

歌
で

あ
る

。

　

10
番
の

蝉
丸
の

歌
も

有
名
な

歌
で
、

歌
枕
「

逢
坂
の

関
」

を
掛
詞
に

し

て

「

逢

ふ
」

「

別
る
」

を
用
い
、

そ

こ

に

人
生
の
一

コ

マ

を
象
徴
す
る

。

も
ち

ろ

ん

当
時

は
東
国
へ

下
る

人
を

見
送
り

、

ま

た

帰
る

人
を
迎
え

た

わ

け

で

あ

る

が
、

そ

こ

に

「

別
離
」

の

悲
し

み

と

「

再
会
」

の

喜
び

が

お
お

ら

か
に

詠
ま

れ
て

い

る
。

以
後

恋
歌
で

は

「

逢

坂
の

関
」

が

し

き
り
に

詠
み

込
ま
れ

る

よ

う
に

な

る
。

　

55
番
の

公
任
の

歌
は

、

拾
遺
集
の

詞
書
に

「

大
覚
寺
に

人
々

あ

ま
た

ま

か

り

た

り
け

る

に
、

古
き

滝
を

詠
み

侍
り
け
る
」

と

あ

る
。

こ

の

歌
は

公
任
集
に

よ

る

と、

道
長
が

大
覚
寺
に

紅
葉
見
物
に

出
か

け

た

折
に

滝
殿
で

詠
ん

だ

も
の

で
、

「

滝
」

の

縁
語
と

し

て

「

音
」

「

流
れ
」

「

聞
こ

え
」

を

用

い

て

詠
ん

だ

点
に

特
色
が

あ

り、

同
行
し

た

人
々

が

賞
讃
し

た

歌
で

あ
る

。

　

26
番
の

忠
平
の

歌
も
嵯
峨
で

詠
ん

だ

歌
で

あ

る
。

拾
遺
集
の

詞
書
「

亭
子
院

、

大
井
河
に

御
幸
あ
り
て

、

行
幸
も
あ

り
ぬ
べ

き
所
な

り
と

お

ほ

せ

た

ま

ふ

に
、

こ

と

の

よ

し

そ

う
せ

ん

と

申
し

て
」

と

あ
る

よ

う

に
、

宇
多
ヒ
皇
の

お

言
葉
を
受
け

．
自

人一
首
の

撰

歌
に

つ

い

て

（
続）
　

　

島
田

良
二

て
、

醍
醐
天
皇．
の

行
幸
ま
で

、

小
倉
山
の

紅
葉
よ

散
ら

な

い

で

待
っ

て

ほ

し

い

と

擬
人
的
に

詠
ん

だ

も
の

。

歌
枕
「

小
倉
山
」

が

詠
み

込
ま

れ

て

い

る

点
に

特
色
が

あ
る

。

　
68
番
の

三

条
院
の

歌
は
一

転
し
て

悲
歌
で

あ
る

。

後
拾
遺
の

詞
書
に

「

例
な

ら

ず

お
は

し

ま
し

て、

位
な
ど

去
ら
む

と
お

ぼ

し
め

し

け
る

こ

ろ、

月
の

明
か

り
け

る

を
御
覧
じ

て
」

と

あ

る

通
り

、

譲
位
を
決
意
し

た

歌
で

あ
る

が
、

そ

こ

に

は

三

条
院
の

こ

の

世
に

対
す

る
絶
望
的
孤

独
感
が

強
く
漂
っ

て

い

る
。

後
拾
遺
集
の

雑

部
に

は

月
を
詠
ん
で

い

る
歌
が

多
い

。

そ

れ

を
代
表
し

た

の

が

こ

の

歌
と

思
っ

て

よ

い

だ

ろ

う
。

　
62
番
は

清
少
納
言
の

歌
で

あ

り
、

枕
草
子
に

書
か

れ
て

お

り
、

有
名
な

場
面
の

歌
で

あ
る

、

藤
原
行
成
と

の

贈
答
歌
で

、

清
少
納
言
の

面
目

が

躍
如
と

し

て

い

る
。

戯
れ
の

歌
で

あ

る

が
、

恋
の

歌
ら
し

い

表
現
を
用
い

て

詠
ん

だ

と

こ

ろ

に

お
も

し

ろ

さ

が

あ
る

。

　
60
番
の

歌
も
小
式
部
と
定
頼
と
の

説
話
で

有
名
で

あ
る

。

金
葉
集
の

詞
書
に

示

さ
れ
て

い

る

通
り

、

そ

の

場
で

即
座
に

詠
ん

だ

歌
で

あ
る

が
、

「

い

く

野
」

「

ふ

み
」

の

掛
詞

、

さ
ら
に

「

橋
」

「

ふ

み

（

踏
み
）

」

の

縁
語

、

「

大
江
山
」

「

生

野
」

「

天

の

橋
立
」

と
丹
後
へ

の

道
の

地
名
を
詠
み

込
ん

だ

技
巧
の

粋
を
極
め
た

歌
で

あ

る。

こ

の

話
は
『

袋
草
紙
』

『

俊
頼
髄
脳
』

『

十
訓
砂
』

な
ど
に

と

ら

れ
、

有
名
に

な

る。

　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　

お

お

み

ね

　
66
番
は

前
大
僧
正

行
尊
の

歌
で、

金
葉
集
の

詞
書
に

よ

る

と
、

大
峯
で

詠
ん

だ

歌
で

あ

る
。

大
峯
は

当
時
の

修
験
道
の

代
表
的
な

霊
地
で

あ

り
、

熊
野
の

山
奥
に

あ

る
。

そ

こ

で
、

孤
独
の

中
で

修
行
す
る

詠
者
は

桜
花
に

懐
し

い

共
感
を
お

ぼ

え

た

の

で

あ
る。

　
67
番
は
周
防
内
侍
の

歌
で

あ
る

が
、

60
番
・

62
番
の

歌
に

類
す

る

も
の

で

あ
る

。

千
載
集
の

詞
書
に

よ

る

と
、

大
納
言
忠
家
と

の

戯
れ
の

歌
で

、

一
一
条
院
に

お

け

る

生
活
の
一

コ

マ

で

あ
る

。

詞
書
に

よ

る

と
、

人
々

と

物
語
を

し

て

い

た

時、

周
防7
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順ω
星⊥
人

学

研

究
紀
要
バ
日

本
文

化幽
乎

部

二一、
日

堀

惣
乂

化
掌

科
】

鴇・
パロ
弓

　一
丸

九・
八
席

「

内
侍
が
寄
り

伏
し

て

「

枕
が

ほ

し

い．「

と

言
っ

た

の

で
、

忠
家
が

御
簾
の

下
か

ら

腕
を

出
し

た

の

で、

即
座
に

恋
歌
に

仕
立
て

て

詠
ん

だ
、

そ

の

当
意
即
妙
の

機
螺

が

こ

の

歌
の

特
色
で

あ

り、

小
式
部
・

瘠
少
納．．．一
口

の

歌
と・
同
様

、

当
時
の

和
歌
の

姿
の
一

面
を

よ

く、
小

し

て

い

る
。

　

75
番
の

歌
は

藤
原
基
俊
の

歌
で

馬

こ

れ

も
千
載
集
の

詞
書
に

よ
っ

て

理
解
で

き

る

も

の

で

あ

る
。

雑
歌
は

ほ

と

ん

ど
が

詞
書
に

よ

っ

て

作
歌
事
情
を
知
る

こ

と

に

よ
っ

て

理
解
さ

れ

る

歌
が

多
い

。

そ

こ

に

特
色
が

あ
る

と
三
ロ

っ

て

も
よ

い
。

そ

れ

を
前
提
に

し

て

選
ん

で

い

る

の

で

あ

る
。

ま
た

、

そ」
こ

に

雑
歌
の

お

も
し
ろ

さ

が

あ
る

。

こ

の

歌
は

、

光
覚
が

維
摩
会
の

講
師
を

望
ん

で

い

た

が、

な

れ
な

か
っ

た

の

で、

基
俊
が

太
政
大
臣
忠
通
に

頼
ん

だ

と

こ

ろ
、

「

し

め

じ

が

原
」

の

古
歌

を

示
し
て

承
諾
し
た

の

に
、

そ

れ

が

果
さ

れ
な

か
っ

た

の

で
、

そ

れ
を

恨
ん

で

訴
え

た

歌
で

、

古
歌
「

な

ほ

頼
め

し

め

じ

が

原
の

さ
せ

も
草
わ

が

世
の

巾
−

に

あ

ら

む
隈

り

は
」

を
ふ

ま

え
て

詠
ん

だ

歌
で

あ
る

。

そ

こ

に

は

晩
秋
の

季
節
を

背
景
に

落
胴

の

悲
哀
が

し

み

ゴ

と

表
現
さ

れ

て

い

る．．

　
57
番
は

紫
式
部
の

歌
で

あ

る
。

こ

れ
も
清
少

納
菖
・

小
武
部
・

周
防
内
侍
の

歌

と
同
様
に

日

常
の

生

活
の

場
で

詠
ま

れ

た

歌
で

あ

る
。

新
古
今
集
の

詞
書
に

よ

る

と
、

幼
友
達
が

久
し

ぶ

り
に

訪
ね
て

来
て

、

あ
わ
た

だ

し

く
帰

っ

て

行
っ

た

の

で
、

別
れ

を

惜
し

ん

で

詠
ん

だ

歌
で

あ

る

が
、

恋
の

後

朝
の

別
れ

の

歌
の

表
現
を
用
い

て

い

る
。

こ

の

よ

う
な

生
活
の

場
で

速
詠
し

た

歌
を

も
定
家
は

和
歌
の

特
色
と

し

て、
秀

歌
に

選
ん

で

い

る
。

　
96
番
は

藤
原
公
経
の

老
い

を
嘆
く
述
懐
歌
で

あ

る
。

栄
華
を

極
め

た

太
政
大

臣

で

あ
る

だ

け

に

老
い

の

悲
し
み

を

痛
感
し

た

の

で

あ

る
。

世
の

無
常
・

孤
独
感
・

寂
寥
を

詠
ん

だ

歌
は

34
。

66
・

68
。

83
・

84
・

96
。

99
・

踟

番
な

ど
で

あ

り
、

雑

部
の

中
核
を
な

し
て

い

る
。

　
83
番
は

藤
原
俊
成
の

歌
で

あ

り
、

千
載
集
の

詞
書
に

「

述
懐
の

百
首
の

歌
よ

み

8

待
り
け

る

時
、

鹿
の

歌
と

て

よ
め

る
」

と

あ
る

よ

う

に

述
懐
営
首
の
一

首
で

あ

る
。

96
番
は

桜
を
媒
介
に

し

て

詠
ん

で

い

る

が
、

俊
成
は

鹿
を
媒
介
に

詠
ん

で

い

る
。

俗
世
の

離
れ
た

山
奥
で

さ

え
鹿
の

悲
し

い

鳴
き

声
が

深
い

嘆
き

を
与
え
る

、

ど

う

し
よ

う
も
な

い

無
常
感
が

詠
み

込
ま

れ
て

い

る。

　
95
番
は

前
大
僧
正
慈
円
の

歌
で

あ
り

、

83
番
の

述
懐
歌
と

は
一

転
し

て
、

仏
の

カ
で

う
き
世
の

民
を
救
済
し
よ

う

と

い

う

決
意
を、
詠

ん

で

い

る

が
、

「

慈
鎮
和

尚

自
歌
合
」

の

歌
で
、

判
者
の

俊
成
は

「

初
め

の

五

文
字
よ

り
、

心

お

ほ

き
に

こ

も

り
て
、

末
の

匂
ひ

ま
で

い

み

じ

く
を
か
し

く
侍
る
」

と

評
し

て

い

る

点
に

謙
虚
さ

が

伺
わ

れ、

定
家
も
そ

こ

を
評
価
し

た

の

で

あ

ろ

う
。

百
人
紬

首
の

中
で

は

異
色

の

内
容
の

歌
で

あ

る
。

　
99
番
は

後
鳥
羽
院
の

歌
で

あ
る

。

定
家
は

後

鳥
羽
院
に

対
す

る

思

い

は

ひ

と

し

お
の

も

の

が

あ
う

た

で

あ

ろ
う

。

こ

の

歌
は

五

入
百
首
の

中
の
一

首
で

あ

り
、

院

は

二

十
首
（

春
五

首
。

秋
十
首
・

述

懐
五

首
）

を
詠
ん

で

い

る
。

そ

の

述
懐
歌
五

首
の

中
の
一

首
で

あ

る
。

五

人
の

中
に

は

定
家
も
お
っ

た
。

定
家
は

こ

の
一

首
の

選
択
に

こ

め

た

思
い

は

特
別
の

も
の

が

あ
っ

た

で

あ

ろ

う
。

世
の

移

り
、

匪
の

無

常
を
思
う

と
同
時
に

99
番
に

後
鳥
羽

院
、

Oe
番
に

順
徳
院
の

歌
を

置
い

て

し

め

く

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
⊥

く
っ

た

の

も

う

な

ず

け

る
。

一

あ
ぢ

き

な

く
獣
を

思
ふ

ゆ

ゑ

に
」

に

院
自
身
の

苦

悩
が

伺
わ

れ
る

。

　
8
番
は

喜
撰
法
師
の

歌
。

「

し

か
」

「
う
ち

」

の

掛
詞
を

用
い

て
、

明
る

く

淡
々

と

詠
ん

で

お
っ

て
、

少
し
も
厭
世
約
な

感
じ

を
与
え
な

い

所
に

こ

の

歌
の

特
色

が

あ
る．、

喜
撰
法
師
は

六

歌
仙
の
一

人
で

あ
る

が
、

古
今
集
に

こ

の
…

首
の

み

採
ら

れ

て

い

る
。

こ

の

歌
に

は

掛
詞
が

用
い

ら

れ
て

い

る

が、

和
歌
に

掛
詞
が

用
い

ら

れ

た

の

は

六
歌
仙
時
代
で

あ

り
、

そ

の

当
時
と

し

て

は

在
原
有
平
の

16
番
の

歌
と

と

も
に

掛
詞
を
用

い
た

、

は

し

り
の

歌
で

あ

ろ

う
。

掛
詞
は

の

ち

に

恋
の

歌
の

中

心

技
法
に

な

る
。

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meisei University

NII-Electronic Library Service

　

76
番
は

法
性
寺
入
道

前
関
白
太
政
大
臣

（

藤
原
忠
通
）

の

歌
。

詞
花
集
の

詞
書

に

よ

る

と

「

海
上

遠
望
」

の

題
詠
歌
で

あ

る
。

題
に

ふ

さ

わ

し

く
、

広
大
な

海
原

を
背
景
に

彼
方
の

空
と

海
と

が
一

つ

に

な
る

と

こ

ろ

に

白
波
を

遠
望
し
、

「

雲
居

に

ま
が

ふ
」

と
表
現
し

て

い

る

と
こ

ろ

に

こ

の

歌
の

妙
が

あ
り
、

雄
大
な

趣
き
が

　
　
　
　

　
た

け

感
じ

ら

れ
る

長
高
き

叙
景
歌
で

あ
る

。

　

84
番
は

藤
原
清
輔
の

歌
で

あ

る
。

述
懐
歌
で

は

あ

る

が
、

し
み

じ

み

と

し

た

人

間
的
な

暖
か

さ
の

感
じ
ら

れ

る

歌
で

あ

る
。

つ

ら

か
っ

た

過
去
が
く

−

に

な
っ

て

み

れ
ば

な
つ

か

し

く
し

の

ば
れ

る

よ

う

に
、

今
の

つ

ら

さ

が

後
で

ふ

り

か

え
っ

て

み

れ

ば
な

つ

か

し

く
思
い

出
さ

れ

る

で

あ

ろ
う

と
、

述
懐
し
、

時
の

流
れ
が

自
分
を

救
っ

て

く
れ

る

だ
ろ

う
と
悟
る、

そ

こ

に

は

悲
嘆
を
越
え

た

静
か

な

安
ら

ぎ

さ

え

も
感
じ

ら

れ

る

歌
で

あ
る

。

　
 

番
は

順
徳
院
の

述
懐
歌
で

あ
る

。

悲
劇
の

主
人
公
で

あ

り、

佐
渡
で

崩
御
し

た

帝
で

あ

れ
ば

、

定
家
と
し

て

は
、

最
後
に

こ

の

歌
で

し

め

く
く
る

定
家
の

心

境

を
思
い

や

る

こ

と

が

で

き
る

。

こ

の

歌
は

『

順
徳
院
御
集
」

に

よ

る

と

「

二

百
首

和
歌
」

の

中
の

一

首
で

あ
り
、

．
一
十
歳
の

作
で

あ

る
。

そ

の

五

年
後
に

佐
渡
に

配

流
さ

れ

て

い

る
。

そ

の

よ

う

な

混
乱
し

た

政
情
の

中
で

詠
ま

れ
た

歌
で

あ

る
。

こ

の

歌
に

は

宮
中
の

荒
廃
し
た

中
に

あ
っ

て
、

栄
え

た

御
代
を

思
い

、

現
在
の

衰
退

を
嘆
く
悲
痛
な
感
慨
が

こ

め

ら

れ
て

お
り

、

公
卿
定
家
と

し

て

も

同
感
す
る

思
い

が

あ
っ

た

で

あ

ろ

う
。

時
に

定
家
は

七
四
歳

、

そ

こ

に

世
の

移
り

変
り

、

無
常
を

感
無
量
の

思
い

で

感
じ

取
っ

た

で

あ
ろ

う
。

　

さ
て

、

雑
歌
を
勅
撰
集
の

成
立

順
に
、

ま
た

、

雑
上
・

中
・

下
の

順
に

配
列
し

換
え

て
一

覧
し

た

わ

け
で

あ

る

が
、

雑
歌
に

は
、

四
季
・

恋
歌
と

違
っ

た

和
歌
の

さ

ま

ざ
ま

の

機
能
が

あ
り

、

そ

の

場
で

詠
ま

れ

た

和
歌
の

多
様
性
を
知
る

こ

と

が

で

き
、

和
歌
が

生
活
の

中
で

、

い

か

に

重
要
な

表
現
手
段
で

あ

る

こ

と

か
分
か

る

わ

け

で

あ

る

が
、

そ

の

配
列
に

当
っ

て
、

配
列
の

仕
方
を

前
述
の

配
列
と

違
え

て
、

主
題
別、

そ

の

詠
ま

れ
た

情
況
な

ど
に

分

け

て

工

夫
し

た

配

列
を
し

た

な

ら

ば、

一

層
定
家
の

撰
歌
の

苦
心

を
伺
う

こ

と

が

で

き

る

か

も
し

れ

な

い
。

　
い

ず
れ
に

せ

よ
、

百
入
一

首
を

撰
歌
す
る

に

当
っ

て

定
家
の

苦
心

が

部
立

別
に

お
い

て

も
並
々

な

ら

ぬ

も
の

が

あ
っ

た

こ

と

が

推
察
で

き
よ

う
。

そ

れ
は

定
家
が

『

定
家
八

代
抄
」

に

よ
っ

て

百
人
一

首
の

歌
を

選
ん

だ

か

ら

こ

そ

可
能
で

あ
っ

た

の

で

あ

ろ

う
。
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百
人一
首
の

撰
歌
に

つ

い

て

（
続）
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