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古
代
に

於
け

る

時
間
秩
序
感
覺

『

古
今
集
』

卷
頭

の

年
内

立
春
歌
に

就
い

て

ー

小
堀
桂

郎 ，

（

一
）

　
『

歌
よ

み
に

與
ふ

る

書
』

の

衝
撃

　
明
治
三

十
一

年
二

月
十
二

日

か

ら

三

月
四

口

に

か

け

て、

新
聞
「

日

本
」

に

十

囘

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
ヒゆ

に

分
け

て

掲
載
さ

れ

た

正

岡
子

規

の

『

歌
よ

み

に

與
ふ

る

書
』

が、

明
治
の

和
歌
革

新
運
動
に

於
い

て

果
し

た

大
き

な

役
割
は

今
更
改
め

て

稱
揚
す
る

ま

で

も

な

い

文

學

史
上

の

定
説

で

あ

る
。

子

規
は

そ

れ

ま

で

に

俳
句
の

革
新
の

提
唱
と

實
績
に

よ

つ

て

既
に

名
を

成
し

て

ゐ

た
。

傳
統
的
な

樣
式
の

詩
（

漢
詩
）

も

新
體
詩
も

、

又

小
説
も

全
て

は

彼
の

熱
い

關
心

の

範
圍

内

に

あ

り、

和
歌
の

新
風
を

興
さ

ん

と

の

念

願
も

夙

に

彼
の

胸
裡
に

あ

つ

た
。

た

だ

明

治
三

十
一

年
の

こ

の

時
ま

で

は

ま

だ

そ

の

時
機
が

到
來
し

て

ゐ

な

か

つ

た

と
い

ふ

だ

け

で

あ
つ

た

ら

し

い
。

革
新
の

聲
を

揚
げ

る

の

が

少
々

遲
れ

た

の

は

子

規
の

身
邊
の

事
情、

圭

と

し

て

新
聞
「

日

本
」

の

瓧
内
に

於
け

る

先
輩
逹
の

思
惑
に

對
す

る

遠
慮
の

如
き

も

の

で

あ

つ

た
。

杜
長
の

陸
羯
南、

副
杜

占
代
に

於
け
る

時
間
秩
序
感

覺

小
堀
桂
一
郎

＊

言
語
文
化
學

科

　
教
授

　
目

本
思

想

史

長
の

輻
本
日

南
を

は

じ

め、

身
近

に

居
た

天
田

愚

庵、

海
上

胤
牛

と
い

つ

た

舊
派
の

歌
人

乃

至
和
歌
を

た

し

な

む

知
識
入

諸
友
と

の

意

見
の

衝
突
を

憚
る

氣
持
が

あ
つ

た

こ

と

が
、

こ

の

年
三

月
の

落
合
直
文
及

び

夏
目

漱
石

宛

書
簡
等
に

窺
は

れ

る。

　
し

か

し

明
治
三

十
一

年
に

は

「

日

本
」

に

舊
派
歌
人

達
の

實
作
や

歌
論
・

歌

話
の

載
る

機
會
が

多
く

な

り、

又

後
に

子

規
の

忠
實
な

年
長
の

門
弟
と

な

る

春
園

伊

藤
左

千
夫
の

投
書
な

ど

も

載
る

空
氣
が

生

じ

て

き

て
、

子

規
は

謂
は

ば

自
ら

も

默
つ

て

は

ゐ

ら

れ

な
い
、

と

い

ふ

氣
に

な
つ

た

も
の

の

樣
で

あ

る。

そ
こ

で

理

解
あ

る

知

己

の

肚
長
陸
羯
南
の

諒
承

を

得
、

自
己
の

擔
當
す
る

文
藝
欄
を

舞
臺
と

し

て

歌

壇
へ

の

發

言
を

開
始
し

た。

そ

の

第
一

聲
が

二

月
十
二

口

の

紙
面

で

の

『

歌
よ

み

に

與
ふ

る

書
』

第
一

囘
分

で

あ
つ

た。

　
第
一

囘

の

趣
旨
は

圭

と

し

て

歌
人

と

し

て

の

源
實
朝
の

再

評

價
を

説
い

た

も

の

で、

近
世
の

賀
茂
眞
淵
の

實
朝
評

價
を

多
と

し

な

が

ら

も、

眞
淵
が

實
朝
を

な

ほ

A

褒
め

足
ら

ぬ
〉

こ

と

を

言

ぴ、

あ

れ

で

は

實
朝
の

價
値
が

牛
分
し
か

解
つ

て

ゐ

な
い
、

眞

淵
の

萬
葉
崇
拜
も

逹
見
で

あ

る

が、

自
分

か

ら

見
れ

ば

や

は

り

褒
め

足

ら

ぬ

も

の

だ
、

と

い

つ

た

も

の

で、

全

體
と

し

て

ま

あ

穩
當
な

議
論
と

映
つ

た。

　
と

こ

ろ

が

二

日

後
に

掲
載
さ

れ

た

『

再
び

歌
よ

み

に

與
ふ

る

書
』

が

そ

の

激
し
い

口

調
に

よ

つ

て

甚
だ

有
名
に

な

つ

た
一

文

で

あ
つ

て
、

そ

の

破
壊
的
衝
撃
力

の

影
響

は

百
年
餘
の

歳
月
を

經
過
し

た

現

在
で

も

な

ほ

大

し

て

衰
へ

ず

に

持
續
し

て

ゐ

る

の

で

は

な

い

か

と

思

は

れ

る

ほ

ど

で

あ

る。

　
そ

れ

は
、

〈

貫
之

は

下

手
な

歌
よ

み

に

て

古
今

集
は

く

だ

ら

ぬ

集

に

有
之

候
〉

と

い

ふ

痛
烈
な

罵

倒
の
一

句
を

以
て

書
き

始
め

ら

れ

る
。

續
い

て、
〈

其

貫
之

や

古
今

集
を

崇
拜
す
る

は

誠
に

氣
の

知
れ

ぬ

こ

と

な

ど

と

申
す
も

の

の
、

實
は

斯
く

申
す

生

も

數
年
前
迄

は

古

今

集
崇
拜
の
一

人

に

て

候
ひ

し

か

ば、

今
日

世
人
が

古
今
集
を

崇

拜
す
る

氣
味
合
は

能
く

存
申
候
〉

と

い

ふ

の

だ

が、

こ

れ

は

自
分
が

所
謂
喰
は

ず
嫌

ひ

の

徒
で

は

な
い

そ

と

の

表
明
を

意

味
し

て

ゐ

る

の

で

あ
つ

て、

多
少
の

同
情
を

も1
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明
星
大

学
研

究

紀
要

【
日

本
文
化
学
部
・
言
語

文

化
学
科
】

策

十…
弓

　
二

〇

〇
三

年

有
し

て

は
ゐ

る

と

の

留

保
的
な

注
釋

と

は

違
ふ

。

よ

く

埋

解
し

た

上

で

の

桑

画

的
否

定
な

の

だ、

と

の

追
加

の

…

撃
で

あ

る
。

更

に

そ

の

先

を

讀
め

ば、
〈

崇
拜
し

て

ゐ

る

間

は

誠
に

歌
と
い

ふ

も

の

は、
優
美
に

て

古

今

集
は

殊
に

其
粹
を

拔
き

た

る

者
と

の

み

存
候
ぴ

し

も
、

三

年

の

戀
一

朝
に

さ

め

て

兇

れ

ぱ、

あ

ん

な

惹
氣
地

の

無
い

女

に

今
迄
ば

が

さ

れ

で

居
つ

た

事
か

と
、

く

や

し

く

も

腹
立

た

し

く

相
成

候
〉

と

た

た

み

か

け

て

く

る。

　

こ

れ

は

今

迄
『

L

山
A
」

集
』

如

き

に

誑
ら
が

さ

れ

て

ゐ

た

こ

と
へ

の

予

規
の

口

惜
し

さ

と

癇
癪
が

如

何
に

も

正

直
に

表
れ

て

ゐ

る

如
く

で

は

あ

る

が
、

い

つ

た
い

r
年
も

昔

の

文

獻
に

對
し

て

こ

れ

ほ

ど

ま

で

の

怨
恨

を

表

白
す

る

と
い

ふ

乙

と

白
體、

考
へ

て

み

れ

ば

少

し

く

滑
稽
な

話
で、

そ

こ

で
、

二

の

激
し

い

語
調
の

裏
に

は

何
か

が

あ

る

な、

と

は

現
代
の

藹
唄

者
の

み

な

ら

ず・、

そ

の

當
時
の・
新
聞仙
讚

者
の

大

方
が、

お

そ

ら

く

は

や

が

て

思
ひ

常
る

樣
な

状
況
だ
つ

た

で

あ

ら

う
。

　

そ

の

裏
と

は

實
は

見
易
い

道
理

だ

つ

た

の

で

あ
つ

て
、

子

硯

の

攻

撃
の

矛
先
ほ、

實
際

に

は

當
代
の

『

古
A

，

集
』

崇
拜
者
達

、

即
ち

香

川

景
樹
の

流
を

汲

む

所
謂
柱
園

派
が

そ
の

主

流
を

占
め

る

所
の

御
歌
所
派
の

歌
人

達

に

向

け

ら

れ

た

も

の

だ

つ

た
。

　

御

歌
所
系
に

屬
す

る

舊
浤

の

歌
人

達
と

は

ど
ん

な

面
々

で

あ

る

か
。

齏
藤
茂
占
の

『

明

治
大
正

和
歌
史
」

に

よ

れ

ば、

そ

れ

は
、

高
崎
止

風、

福
羽
美
静、

海
E
胤
牛、

　

　
ノ
げ
み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　ダ
に

か　　

小
出
粲

、

鈴
木

重

嶺、

照
川

眞
頼、

本

居
豐
穎、

久

米
幹
文、

松
波
資
之、

黒
田

清

綱
と
い

つ

た

人
々

で

あ

る

が
、

大

半

が

今
で

は

殆
ど

息

れ

ら

れ

た

名
前

で

あ

ら

う
。

わ

つ

か

に

國
學
者
と

し

て

の

幅
羽、

黒

川、

本
居
の

名
く

ら

ゐ

が
一

部
に

記

憶
さ

れ、

常
磐
會
々

員
と

し

て

の

小
出
が

山

縣
有
朋
・

森
鴎
外
に

關

心

を

有
す

る

人
の

知
見

に

入

つ

て

く

る

こ

と

は

あ

る

で

あ

ら

う

が
、

歌
人

と

し

て

の

文
學

史

的
名
蹟
を

今
に

と

ど

め

て

ゐ

る

の

は

辛
う

じ

て

高
崎一
正

風

く

ら

ゐ

で

は

あ

る

ま

い

か
。

高
崎
は
御冖
歌
所

長
と

し

て

の

經
歴

は

長

く、

多
年
そ

の

地

位
に

あ

つ

た

人

と

し

て

の

功
績
は

無
覗
で

き

な
い

。

〜

規
に

比
べ

れ

ば

は

る

か

に

長

命
で

明冖
治
四

十
五帰
牛一
ド
月

に

七

十
七翫
誠

で

2

歿

し

て

ゐ

る

か

ら、

明

治、
ニ

ー
一

年
の

子

規
の
…［
冖

擧
げ
の

時
に

は

六

卜
二

歳、

歌
墻

の

長
老

と

し

て

の

名

聾
は

ト
分

に

高
か

つ

た。

そ

し

て

f
規
の
A．脚
頭
に

あ
つ

た

當
面

の

假
想
敵
の

代
表
格
は

ま
つ

は

こ

の

高
崎
あ

た

り

で

あ
つ

た

ら
う．、

郷
歌
所
の

長
で

あ

る

と
い

ふ

こ

と

は

天

皇
・

墨
后

の

側
近

の

歌
人

で

あ

る

乙

と

を

意

味
し

て

ゐ

る

か

ら、

そ

の

彼
の

歌
風

に

直

接

嚴
し

い

批
評
を

浴
せ

る

こ

と

は、

戰
聞
的
な

ア

規

と

し

て

も

多
少

の

遠

慮
が

あ

る、

と

い

ふ

よ

り

は

前
記

の

如
く、

そ

れ

に

關
連
し

て

の

新

聞
コ

日

木
」

の

幹
部
逹
の

政

治
的

思

惑
も

考
慮
し

な

い

わ

け

に

は

ゆ

か

な
い
。

そ

こ

で

子

規
は、

御
歌
所
派
の

入
々

の

土

流
が

奉
ず

る

所
で

あ

る

香
川
景

樹
を

叩

く
こ

と

を

戰
術
的

方
便
と

し
、

更
に

桂
園

派
の

源

流
と

し

て

の

『

占

今
集
』

と

そ

の

撰
者
代

表
と

し

て

の

貫
之
を

叩
く
乙

と

に

よ
つ

て、

高
崎

正

風
一

派
の

偶
像
破

壞
を

試
み

、

以

て

間

接
的
に

御
歌
所
派
の

歌
風
の

全

否

定
と

い

ふ

擧
に

出

た

わ

け
で

あ

る
。

　
〈

香
川

景
樹
は

古
今

貫
之

崇

拜
に

て

見

識
の

低

き
こ

と

は
A

，

史

中
す

迄
も

無

之
候

。

俗
な

歌
の

多
き

事
も

無
論
に

候
V

と
い

ふ

の

は

も

ち

ろ

ん

二

の

嚴

し

い

到
定

を

き

か

せ

て

や

り

た

い

人
々

の

存
在
を

念
頭

に

置
い

て一、
貢

つ

て

ゐ

る

こ

と

で

あ

る
。

更

に、

〈

併
し

景
樹
に

は

善
き

歌
も

有
之
候。

自
己

が

崇
拜
す
る

貫

之
よ

り

も

善

き

歌
多

く

候
〉

と

い

ふ

の

は

r
規
の

本
幵

で

あ

ら

う

し、

筆
者
も

贊
成

な

の

だ

が
、

そ

れ

を

〈

景
樹
を

學
ぶ

な

ら

善
き

處
を

學
ば

ね

ば

甚
し

き

邪

路
に

陥
り

可

申、

今
の

景
樹

派

な

ど

と

申
す
は

畢
樹
の

俗
な

處
を

學
び

て

景

樹
よ

り

も

下

手
に

つ

ら

ね

申
候
V

と

論

を

進

め

て

ゆ

け

ば、

こ

れ

は

當
然
A

今

の

景

樹
派
〉

に

對

し、

汝
等
は

邪
路
に

陷
つ

て

を
b
、

拙
劣
な

歌
よ

み

で

あ

る、

と、

存
分

に

罵
倒
し

た

體
に

な

る

の

は

誰
の

眼

に

も

明
ら

か

で

あ

る
。

　

子

規
の

『

占
今

集
』

論
難
が
、

實
は

「
敵
は

本
能
寺
に

在
り

」

の

發

想

で、

眞
の

敵
が

明
治
＝

十
一

年
當
時
の

歌
壇
の
亠
土

流
た

る

舊
涯
…

統
な

の
調．
に 、

と
い

ふ

の

は

至

つ

て

よ

く

わ

か

る

説
明

で

あ

る

が
、

そ

れ

で

濟

ま

さ

う
と

す

る

と
…

寸

ひ

つ

か

か

る

筋
が

生

じ

て

く

る
。

そ

れ

は、

子

規
は

必

ず
し

も

單
に

便
宜

的
に、

方
便

と

し

て

の
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『

古
今

集
』

叩
き

を

敢
へ

て

し

た

と
い

ふ

だ

け

で

は

な

く、
『

古
今
集
』

を

下
ら
ぬ

歌

集
也
と

斷
じ

た

の

も
、

是
亦

や

は

り

「

本
氣
」

で

さ

う
考
へ

て

ゐ

た

節
が

あ

る

の

で

は

な

い

か、

と

い

ふ

こ

と

で

あ

る
。

そ

れ

は

今
で

も

な

ほ

依
然
と

し

て

承

服
す
る

に

足
る

判
定

で

あ

ら

う

か
。

（一
一
）

　
「

年
内
立

春
」

と

い

ふ

こ

と

　

先
程
引
用
し

た

『

再
び

歌
よ

み

に

興
ふ

る

書
』

の

續
き

の

部
分
を

更
に

檢
討
し

て

み

よ

う。

こ

れ

が

本
稿
で

考
察
す
る

主
題
の

抑
ヒ

の

發
端
を

提
供
し

て

ゐ

る

件
り

で

あ

る
。

　
〈

先
づ

古

今
集
と
い

ふ

書
を

取

り

て

第
一

枚
を

開
く

と

直
ち

に

「
去
年

と

や

い

は

　

ん

今
年
と

や

い

は

ん
」

と

い

ふ

歌
が

出
て

來
る

。

實
に

呆
れ

返
つ

た

無
趣
味
の

歌

　

に

有
之
候

。

日

本
人
と

外
國
人
と

の

合
の

子
を

日

本
人
と

や

申
さ

ん

外
國
人

と

や

　

申
さ

ん

と

し

や

れ

た

る

と

同

じ

事
に

て、

し

や

れ

に

も

な

ら

ぬ

つ

ま

ら

ぬ

歌
に

候
。

　

此
外
の

歌
と

て

も

大

同
小
異
に

て

駄

酒
落
か

理

窟
ツ

ぽ

い

者
の

み

に

有
之
候

。

〉

　

茲
に

指
摘
さ

れ

て

ゐ

る

理

窟
つ

ぽ

い

歌
と

い

ふ

の

は

『

古
今
集
』

卷
一

「

春

歌

上
」

の

卷
頭
な

る

在
原
元

方

の

作、

〈

ふ

る

と

し

に

春
た

ち

け

る

日

よ

め

る
V

と

の

詞
書
を

有
つ

た、

　

　
年
の

内
に

春
は

き

に

け

り

ひ

と

と

せ

を

こ

ぞ

と

や

い

は

ん

こ

と

し

と

や
い

は

ん

で

あ

る

こ

と、

勿
論
改
め
て

言

ふ

ま

で

も

な

い

話
で

あ

る
。

こ

れ

が

卷
頭
の

歌
で

あ

る

所
以
に

稿
者
か

ら

も

亦
敢
へ

て

理

窟
を
こ

ね

る

と

す

れ

ば、

こ

れ

と、

同

じ

く

春

の

初
め
を

詠
ん

だ

歌
で
、

そ

の

次
に

（

つ

ま

り

『

古
今
集
』

内
の

逋
し

番
號
二

番

に
）

置
か

れ

て

ゐ

る

紀
貫
之
の

〈

春
た

ち

け

る

日

よ

め

る
〉

と
の

詞
書
を

有
す
る
、

　

　
袖
ひ

ち
て

む

す
び

し
水

の

こ

ほ

れ

る

を

春
立

つ

け
ふ

の

風

や

と

く

ら

ん

と

を

比
べ

て

み

る

と
、

同
じ

春
の

初
め
の

歌
で

も
一

番
の

元
方
の

作
は

年
内

立

春
を

古
代
に

於
け

る

時
間
秩
序
感
覺

小
堀

桂一
郎

詠
ん

で

ゐ

る

の

だ
か

ら、

日

付
を

問
へ

ば

當
然
十
二

月
の

下

旬
か

中
旬
で

あ

ら

う
が、

二

番
の

貫
之
の

歌
は

正

月

の

元

旦

そ
の

も

の

か
、

そ

の

あ

と

に

來
る

節
氣
の

立

春
を

詠
ん

だ

も

の

ら

し
い

か

ら

日

付
を

問
へ

ば
一

月

の

上

旬
か

中

旬
範

詠
ま

れ

た

は

ず
で

あ

る、

つ

ま

り

「

春
歌
」

の

各
作
の

排
列
が

時
系
列
に

沿
う

た

も

の

だ

と

す

れ

ば、

元

方
の

歌
の

方
が

早

く

詠
ま

れ

て

ゐ

る

の

だ

か

ら、

卷
頭
の

一

番
の

位
置

に

置

か

れ

た

の

は

當
然、

と
い

ふ

理

解
に

な

る
。

　

立

春
は

二

十
四

節
氣
の

第
一

番
目

で、

節
氣
は

春
分、

夏
至、

秋

分、

冬
至

が

測

定
さ

れ

れ

ば

そ

の

間
を

六

氣
に

分
け

る

こ

と

で

定
ま

る、

つ

ま

り

太

陽
暦
に

基

く

歳

時
區
分
で

あ

る
。

『

古
今
集
』

編
纂
當
時
の

暦
は

貞
觀
三

年

（

基

暦
八

六
一

年）

に

唐
か

ら

移
入

さ

れ

た

宣
明
暦
が

用
ゐ

ら

れ

て

を

り、

こ

れ

は

貞
享
元

年
甲
子

（

基
暦

一

六

八

四

年
）

の

改
暦
ま

で

八

百
二

十

餘
年
に

亙
つ

て

逋

用
し

て

ゐ

た
。

在
り

樣
は

即
ち

大
陰
暦
で

あ

り、

月
の

盈
虚
と

月
齡
に

よ

つ

て

月
と

日

付
が

算

定
さ

れ

る
。

一

年
は

ほ

ぼ
二

百

六

十
日
で
、

太

陽
暦
の

三

百
六

十

五

日

と

四

分
の
 

と

の

問
に

は

自

然
に

ず
れ

が

生

ず
る

。

そ

こ

で

時
々

閏
月

の

あ

る

年
、

帥
ち
一

年
が

十
三

箇
月

に

な

る

年
を

設
定
し

て

相
互

の

ず
れ

を

調

節
し

な

く

て

は

な

ら

な

い
。

規
代
で

も

所
謂
舊

暦
の

日

付
を

併
載
し

た
カ

レ

ン

ダ

ー

や

手
帳
や

當
用
日

記

を

使
用

し

て

み

れ

ば

簡
單

に

氣
が

つ

く

こ

と

だ

が
、

二

十

四

節
氣
は

現
行
の

太
陽
暦
と

は

例
年
ほ

ぼ

同

じ

目

か、

一

日
・

二

日

程
度
の

ず
れ

を

以

て

並

行
し

て

ゐ

る

が
、

舊
暦
と

は
一

致
し

な
い

。

ど

の

節
氣
を

取
つ

て

み

て

も

觀
察
で

き

る

こ

と

だ

が、

例
へ

ば

立

春
と

舊
暦
の

元
旦

と

で

は

ほ

ぼ
一

致
す
る

年
も

あ

り

牟
月

近

い

ず
れ

が

生

ず
る

年
も

あ

る
。

そ
の

間
に

ず

れ

の

日

數
も

大

几

の

規
則
性
を

以
て

反
復
す
る

と

見
ら

れ

る

の

だ

が、

人

間
の

直
接

的
經
驗
に

即
し

て

勘
案
し

て

み

れ

ば

ま

あ

不
規
則
で

あ

り、

年
に

よ

つ

て

ま

ち

ま

ち

で

あ

る
。

　

太

陽
暦
で

の

立

春
と

太
陰
暦
で

の

元
日

と

の

ず
れ

は、

當
然
元

日

以

前
の

方
向
に

も

以

後
の

方
向

に

も

生

ず
る
。

元

日

以
前
に

立

春
が

來
た

場

合
に

は、

い

は

ゆ

る

年3
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明

星
大

学
研
究
紀
嬰

【

旧

本

文

化
学
部
・

＝口
語

文

化
学
科
】

第

…

百
ウ

　
ニ

OO

三

年

内

立

春
で、

立

春
後
の

十
二

月
下

旬
の

或
る

日

に

於
い

て、

過

ぎ
た

秋
の

目

を
ふ

り

返
つ

て

み

た

時、

月

か

ら

言
へ

ば

今
年
の

秋
の

う

ち
の

こ

と

で

あ

る

が、

立

春
が

過

ぎ

て

今
や

新
し
い

年
が

來
た
−．
」

現

在
を

意

識

し

て

ゐ

る

場

含
に

は、

そ

れ

は

ま

さ

に

過
ぎ

し

秋

の

目

で

あ

り、

去
年
の

秋
で

あ

ら

う
。

そ

こ

で

在
原
元

方
の

歌
の

如
く

に、

　

　

　
　
　
ニ

　

ぞ

−

11
あ

れ

は

去
年
の

秋

で

あ

ら

う
か

そ

れ

と

も

今
年
の

秋

で

あ

ら

う
か
、

と

の

か

ぞ

へ

方
の

迷
ぴ

が

生

じ

た

と

し

て

も

不
思
議
で

は

な

い
。

こ

ん

な

常
惑
は

も

ち

ろ

ん

元

方

だ

け

で

は

な

い
、

誰
の

胸
裡
に

も

極
く
自［
然
に

湧

い

て

く

る

感
想
で

あ
つ

て、

元

方

は

た

だ

そ

の

樣
な
一

般
的
疑
問
を

代
辯
し

て

發．．
茜

し

て

ゐ

る

だ

け

で

あ

る
。

　

と

こ

ろ

で
、

こ

の

樣
な

暦
目

と

節
氣
の

不

整
合
に

當

惑
を

覺．
え
、

そ

れ

を

日

に

出

し、

つ

い

で

に

そ

の

輕
い

富
惑
を

三

十
皿

文
字
の

樣
式

に

定
型
化
し

て

お

く

こ

と
。

そ
れ

が

い

つ

た
い
．
r
規

が

罵
倒
す

る

ほ

ど

に

A

呆

れ

返
つ

た

無
趣
味
な

歌
V 、
〈

し

や

れ

に

も

な

ら

ぬ

つ

ま

ら

ぬ

歌
〉

で

あ

ら

う
か
。

本
稿
の

發
想
は

そ

こ

に

係
は

る
。

（

三）
　
「

年
内

立
春
」

は

異

例
か

　
後
舗
で

改

め
て

ふ

れ

る

が、

元
方
の

年
内
立

春
の

歌
に
一

方
な

ら

ぬ

關
心

と

同

情

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　ド
ヨロ

を

寄
せ

た

の

は
、

瓦

祿
時
代
の

大

阪
の

學
僣
契
沖
で

あ
る
。

彼
は

『

古

今
餘
材
抄
』

の

こ

の

歌
を

論
じ

た

件
り

で

A

正

月
に

な

り

て

の

並

春
は

賞
と

す

る

に

た

ら

さ

れ

は

に

や、

古
來
よ

ま

す
〉

と

注

し

て

ゐ

る
。

年

内
に

立

春
の

日

が

來
る

と

い

ふ

め

ぐ
り

合

せ

は、

人
の

賞
で

る

と
こ

ろ

で

あ

る

が

故
に

こ

そ

か

う

し

て

歌
に

詠
ま

れ

た

の

で

あ

る、

と

考
へ

た

ら

し

い
。

賞
で

る、

と

い

ふ

の

が

現

代
語
と

同

じ

意
味
で

の

こ

と

か

ど

う
か

は

と

も

か

く、

暦
の

上

で

の

正

月

元

日

よ

り

後
に

來
る

立

春
の

節
が

普
通

の

自
然
の

順
序
で、

立

春
が

正

遅

よ

り

先
に

來
る

場
合
が

珍
し

が

ら

れ

た

ら

し
い

こ

と

は
一

見

確
か

な
こ

と

の

樣
に

思

は

れ

る
。

　
と
こ

ろ

が

年
内

立

春
が

入
の

珍
し

が

る

ほ

ど

に

異

例
の

こ

と

で

あ

る

か

と

い

ふ

に
、

4

實
際
は

ど

う

も

さ

う

い

ふ

わ

け

で

は

な
い
。

例
へ

ば

在

原

元

方
が

經
驗
し

た

で

あ

ら

う、

當
時
の

暦
日

の

賓
態
を

調
べ

て

み

る

と

次
の

如
き

關

係
が

判
明

す

る
。

　
『

占
今

集
』

の

編
纂
・

撰
E

の

成
つ

た

の

が

麺

喜
石

年
（

基

暦
九

〇

五

年
へ

の

二

と

で

あ

る

か

ら、

元

方
の

經
驗
は

そ

れ

か

ら

約
四

十

年
を

溯
つ

た

期
間
の

内
の

こ

と

だ

と

考
へ

て

よ

い

で

あ

ら

う
。

す

る

と

そ
こ

に

貞
齷
．，

年
〔
八

六
一

年）

の

宣
明

暦

の

採…
用

施
行

と

い

ふ

暦
學
史
上

の
一

の

節
目

が

見

出

さ

れ

る
。

こ

れ

に

よ

つ

て

知

識

人

階
級
を

は

じ

め

と

す

る

世
の

人
々

の

歳
月
の

把
握
感
覺
は
一

段
と

安
定

し、

凵

常

の

生

活
感
情
に

も

そ

れ

は

或
る

程
度
の

影
響
を

興
へ

た

で

あ

ら

う
と

想
像
さ

れ

る
。

こ

の

年

を

起
點
と

し

て

數
へ

る

な

ら

ば、

そ

れ

か

ら

延
賣
”

五

年
ま

で

が

恰
慶
四

十
五

年
間
で

あ

る
。

こ

の

四

十
五

年
問
に、

正

月
立

春
と

年

内

立

春
と

の

割
合
を

檢
し

て

　
　ロ
ユロ

み

る

に
、

止

月
立

春

の

年
が

十
九

囘、

年
内
立

春
の

年
が．
一
十
六

囘

で、

帥
ち

年
内

立

春
の

例
の

方

が

明

ら

か

に

多
い

。

こ

れ

で

は

年

内
立

春
を

〈

珍
し

い
〉

と

は

到
底

言
へ

な

い

で

あ

ら

う。

む
し

ろ

よ

く

あ

る

こ

と

で、

人

々

は、

今

年
も

亦

年
の

暮
れ

ぬ

う
ち
に
、

つ

ま

り

春
の

初

め

の

月

で

あ

る

睦

月
の

一

日
冂

元
凵．
よ

り

も

先
に

節
氣

の

立

春
が

め

ぐ
つ

て

き

た

の

か
、

−、
」

い

ふ

輕
い

當
惑
を

覺
え

る

こ

と

が

多
か

つ

た

の

で

は

あ

る

ま

い

か
。

　
梺

安
京
の

造
營
が

成
つ

て

桓
武
天

皇
が

新
京
に

移
ら

れ

た

の

が

延

暦
十
二

年

（

七

九
四

年
）

の

こ

と、

續
く

十
數
年
の

う
ち

に、

諸
國
に

命
じ

て

地

圖

を

作
製
せ

し

め、

都
に

は

東
寺、

西

寺、

鞍
馬
寺、

溝
水
寺
が

建

立

さ

れ
、

律
令
制
に

則
つ

て

の

土

地

公

有
制
度
が

時
に

應

じ

て

の

改
正

を

拌
ひ

な
が

ら

整
備
さ

れ

て

ゆ

き、

都
を

中
し
に

土

朝
時
代
の

繁
榮
は

着
實
に

そ
の

向
L

の

目

盛
を

進
め

て

行
つ

た
。

　
か

う

し

た

文
明
の

進
展

に

應
じ

て、

そ

れ

ま

で

例
年
十
一

月
に

暦
博
士
が

撲
上

し

て

ゐ

た

大

衍
暦
に

は

月
の

大

小

等
の

點
で

誤
り

の

多
い

こ

と

が

認

識
さ

れ
、

天

安
元

年
（
八

五

七

年
）

に

大

春
日

眞
野

痲
呂

が

大
陸
の

五

紀

暦
の

採

用

を

講
願
し

て

容

れ

ら

れ

る

の

だ

が
、

や

が

て

氣
が

つ

い

て

み・
れ

ば、

此

時

唐
王

朝
が

用
ゐ

て

ゐ

た

暦

は
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五

紀
暦
よ

り

更
に

精
度
の

高
い

宣
明
暦
で

あ

る
。

そ

こ

で

又

直
ち

に

（

四

年
後
）

貞

觀
三

年
（

八

六
一

年
）

の

宣
明
暦
の

探
用

と

な

る
。

清
和
天

皇
の

御
代
か

ら

『

寛
卒

御
遺
誠
』

で

名亠
咼

い

宇
多
天

皇、
「

延

喜
の

治
」

で

名
君

と

し

て

史
上

不

朽
の

名
聲

を

留
め

る

醍
醐
天

皇
の

御
代
に

か

け
て

、

世

人

は

明
ら

か

に

そ

の

名

の

逋
り

の

「
孕

安
」

の

室
間
の

内
に

安
佳
し、

時
間
的
秩
序
の

次
元
に

於
い

て

も

十

分
に

安
ん

じ

て

現
在
の

時
の

流
れ

の

中
に

佳
み

つ

い

て

ゐ

た

と

見
る

こ

と

が

で

き

る
。

　
さ

う

で

あ

れ

ば

こ

そ、

知
識
人

中
の

或
る

性
向
を

有
す
る

人
々

は、

自
分
逹
の

生

活
の

時
間
的

秩
序
の

尺
度
と

し

て

の

暦
目

の

整
合
性
に

強
い

關
心

を

向
け

る

こ

と

に

も

な

つ

た。

そ

し

て

又
『

萬
葉
集
』

以

來
百
五

十
年
の

室
白

を

置
い

て

撰
進
さ

れ

る

こ

と

に

な

つ

た

『

古
今
集
』

は、
『

萬
葉
集
』

に

於
い

て

十
分
に

そ
の

萌
芽
は

あ
つ

た

が

未
だ

な

ほ

徹
底
を

缺
い

て

ゐ

た

四

季
に

よ

る

部
立

て

に

重

き

を

置
き、

卷

頭
に

先
づ

四

季
の

歌
の

類
纂
を

配
し

た

そ

の

後
に

「

賀
」

「

戀
」

「

哀
傷
」

等
が

置
か

れ

る

樣
に

企

畫
さ

れ

て

ゐ

た。

當
然
乍
ら

「

春
」

の

卷
の

内
部
で

更
に、

い

つ

た
い

春
の

始
ま

り

の

指
標
は

何
か
、

春
の

月
た

る

睦
月
の

朔
日

か、

そ

れ

と

も

篩
氣
の

立

春
か、

と

い

ふ

疑
問
が

生

ず
る。

そ
の

疑
問
を

年
内
立

春
に

際
し

て

の

輕
い

當
惑
を

動
機
と

し

て

正

直

に
、

む
し

ろ

素
朴
に

表
現
し

て

み

た

の

が

元
方

の
一

首
で

あ
つ

て、

別
に

無
趣
味
な

歌
と

し

て

呆

れ

返

る

に

は

及
ぱ

な
い
、

極
め

て

自
然
な

生

活

感
情
の

發
露

と

見

て

お

け

ば

よ

い

こ

と

で

あ

る
。

　

夏
か

ら

秋
へ

の

移
行

と

な

れ

ば、

去
年
と
今
年
と

の

辨
別
に

は

關

ら

な

い

の

で
、

別
段
輕
い

當
惑
す
ら

惹

起
す
こ

と

も

な
い

が
、

立

秋
と

暦
口

と

の

ず

れ

に

も

全
く

同

樣
の

問
題
が

生

ず
る

こ

と

は

生
ず
る

。

　
『

古
今
集
』

の

立

秋

の

歌
に

つ

い

て

は

筆
者
は

既
に

複
數
囘

別
の

紙
面

に

於
い

て

注
釋
を

公
表
し

て

ゐ

る

の

で、

本
稿
で

は

そ

の

骨
子
を
一

言

す

る

に

と

ど

め

て

お

く。

元

來
日

本
人

に

と
つ

て

の

春
立

つ

日

で

あ

る

睦
月
一

日

と

節
氣
の

立

春
が

な

か

ー

一

致
し

な
い

の

と

同
斷
で、

秋
の

始
め

の

月

で

あ

る

文
月
の

朔
日

と

立

秋
と

の

問
も

古

代
に

於
け

る

時

間

秩
序
感

覺

小

堀

桂
一
郎

一

致
す
る

こ

と

は

稀
で

あ

る
。

一

致
は

し

な

い

が、

立

春
と

元
凵一
同
樣
の

接
近

は

よ

く

生

ず
る

の

で

あ

つ

て、

例
へ

ば

卆
成
十
四

年

の

立

秋
は

新
暦
八

月
八

日
で

あ
つ

た

が
、

そ

れ

が

舊
暦
で

は

六

月
三

十
口
に

當
つ

て

ゐ

た。

舊
暦
が

あ

と
一

日

早

く

め

ぐ

つ

て

ゐ

れ

ば

立

秋
と

七

月
朔
が
一

致
し

た

は

ず
で

あ

る
。

　
『

古
今
集
』

「

夏
歌
」

の

卷
末
に

あ

る

の

は

通

し

番
號
一

六
八

番
の

〈

み

な
つ

き

の

つ

ご

も

り

の

日

よ

め

る
〉

と

詞

書
し

た、

几

河
内
躬
悔
の
、

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

か

よ

ひ

ぢ

　

　

夏
と

秋
と

行

き

か

ふ

そ

ら

の

通

路
は

か

た

へ

す
冒

し

き

風
や

吹
く

ら

ん

で

あ
つ

て、

こ

の

歌
が

大

方
の

近

代
歌
學
者
逹
の

低
い

評

價
に

反
し

て、

實
は

非

常

な

秀
作
で

あ

る

所
以

を

筆
者
は

機
會
を

得
る

毎
に

力

読
し

た
。

詞

書
に

〈

み

な
つ

き

つ

ご

も

り
〉

と

あ

る

以
上

は、

そ

の

年
の

六

月
晦
日

が

二

十
九
日

で

あ

つ

た

か

三

十

日
で

あ
つ

た

か

は

年
記
が

な
い

以
上

不
明

だ

が
、

と

に

か

く

夏
の

最
後
の

日

付

で

詠

ま
れ

て

ゐ

る

の

だ

か

ら、

こ

の

歌
が

夏
の

卷
の

最
後
に

置

か

れ

て

ゐ

る

の

は

當
然
で

あ

る
。

　
「

秋
歌
」

の

卷

頭
は

通
し

番
號

＝
ハ

九
番
で、

藤
原

敏
行

朝
臣

の

名

作
〈

秋
立

つ

日

よ

め

る
〉

と

題
し

た、

　

　

秋
き

ぬ

と

目
に

は

さ

や

か

に

見
え

ね

ど

も

風

9
音
に

ぞ

お

ど

ろ

か

れ

ぬ

る

で

あ

る
。

こ

の

歌
の

場
合、

詞
書
の

〈

秋
立

つ

日
〉

と

は

文

月
朔
目

の

謂

な

の

か
、

篩
氣
の

上

で

の

立

秋
を

指
し

て

ゐ

る

の

か、

嚴
密
に

は

わ

か

ら

な

い

と
い

ふ

べ

き

だ

が、

立

春
の

歌
の

例
か

ら

類
推
し

て

節
氣
の

立

秋
で

あ

る

と

し

て

お

か

う
。

も

し
こ

の

〈

秋
立

つ

日
〉

が

暦
日

の

七

月
一

日

を

指
し

て

ゐ

る

と

す

れ

ば、

是

亦
當
然
年
に

よ
つ

て

太

陽
暦
と

の

間
に

は

か

な

り

異

同
が

あ

り、

新
暦
で

の

七

月

中
に

來
る

年
も

あ

ら

う

し、

八

月
牛
ぱ

を

過

ぎ
る

と
い

ふ

年
も

あ

ら

う
。

前
者
の

場

合
は、

一

年
中

で

最
も

暑
い

成皿
り

に

常
る

か、

梅
雨
の

長
び
い

た

年
な

ら

ば

ま

だ

梅
雨
明
け

前
で

あ

り、

と

て

も

初
秋
の

氣
配

を

感
じ

と

る

わ

け

に

は

ゆ

か

な
い

だ

ら

う
し、

後
者
の

場

合
は

既
に

秋
の

氣
配

十
分

で、

帥
ち

〈

目

に

も

さ

や

か

に
〉

見
え

て

ゐ

る

場

合
が

多5
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明
星

大
学
研

究

紀

要
【

日

本
文
化
学
離

二．．口
語
文
化
学
科】

第
十
一
号

　
二

〇
〇．一
年

い

だ

ら

う。

敏
行
朝
臣
が

見
事
に

詠
ひ

留
め

た

微
妙

な

る

季
節
の

推
移
の

瞬
間
の

感

覺
は
R尸」
う

し

て

も

節
氣
の

E
の

立

秋
で

な

く
て

は

な

ら

な

い
。

さ

う
で

な

く

て

は

こ

の

樣
な
一

般
化
の

可
能
な

言
語
表
現
に

は

持
ち

込

め

な
い

だ

ら

う。

　
そ

し

て

さ

う

と

す

れ

ば
、

「

占
今
集
』

「．
夏
歌
」

の

卷
の

卷
末
の

歌
と、
「

秋
歌
上
」

の

卷
頭
の

歌
と

で

は、

歌
の

排
列
の

⊥

で

は

配

し

く

通

し

番
號
一

番

逹
ひ

の

連
續
性

を

保
つ

て

ゐ

る

が、

暦
ほ

の

L
で

は、

A

秋
立

つ

日
V

が

A

み

な
つ

き

つ

ご

嬉

り
〉

よ

り

も

先

に

來
た

年
が

あ

つ

た

か

も

し

れ

ぬ

し、

逆
に

〈

み

な
つ

き

つ

ご

も

り
〉

と

く

秋

立

つ

目
V

と

の

間
が

ト

日

以

上

も

室
い

て

ゐ

る

と

い

ふ

年
が

あ

つ

た

か

も

し

れ

な

い

の

で

あ．
る
。

　
因

み

に

『

古
今
集
』

撰
上
の

年
延

喜
五

年
の

近
く

で

二

つ

の

日

が

極
く

接
近

し

て

ゐ

た

年
を

探
し

て

み

る

と、

立

秋
が

現
在
最
も

確
率
の

高
い

新
暦
八

月

七

日

で

あ
つ

た

と

假

定
し

て

の

こ

と

だ

が、

常
の

延
喜
五

年
の

立

秋
は

六

月
二

十
九

日、

溯
っ

て

見

て

ゆ

く

と、

延
喜．、…
年
は

七

月
七

口

で

帥
ち

七

夕

に

當
り
、

延
喜、
．

年

で

は

六

月

二

十
六

日、

昌
泰
三

年
が

七

月
五

日
、

寛
牛
九
年
は

七

月
二

日、

寛
干
六

年
は

六

月

二

十
八

凵

と
い

ふ

こ

と

に

な
つ

て

ゐ

る
。

接
近
例
だ

け

を

拾
つ

て

み

た

が
、

立

春

の

場
合
と

同

樣、

立

秋

も

概
し

て

暦
日

で

六

月
と

い

ふ

夏
の

月
の

う
ち

に

來
て

し

ま

ふ

年
の

方
が

多
い

。

つ

ま

り

暦
の

上

で

は

ま

だ

夏
な
の

に、

も

う

秋
立

つ

日

が

や
つ

て

き

た、

と

の

経
驗

を

す

る

こ

と

の

方
が

多
い

の

で

あ

る
。

　
こ

ん

な

暦
日
の

土

の

不

整
合

は、

ま

あ

歴
史

上

の

問
題
と

し

て

は

所
詮
ど

う

で

も

よ

い

こ

と

で

あ
る

し、

牛
安
時
代
の

人
間
と

て、

季
節
の

推
移
に

特
別
鋭
敏
な

感
性

と

知

性
を

働
か

せ

た

歌
詠
み

以

外
に

は
、

一

般
人
の

そ

れ

ほ

ど

氣
に

す
る

こ

と

で

は

な

か

つ

た

で

あ
ら

う
。

し

か

し、

と

も

か

く

も

暦
目

と

實
際
の

季
節
の

推
移
と

の

問

に

生

ず
る

不

整
合
は、

王

朝
時
代
の

知
識
入

に

と

つ

て

は

至
つ

て

眞
摯
な

關
心

事
だ

つ

た

の

で

あ
つ

て、

そ

の

關
心

を…．
甬

語
に

表
し、

歌
に

詠
む

と

い

ふ

行

爲
は
、

決
し

て

正

岡

子

規
が

笑
殺
し

て

し

ま
ふ

樣
な
つ

ま

ら
ぬ

こ

と

で

も、

沒
趣

味
な
こ

と

で

も

6

な

か

つ

た
。

そ

れ

は

少
し

く

誇
張
し

て

言
へ

ば、

白

分
が

現
在
身
を

委

ね

て

ゐ

る

所

の

世
界
の

秩
序
が、

時
問

性
に

於
い

て

整
合

性
を

保
ち

得
て

ゐ

る

か

否
か、

と
い

ふ

問
題
で

あ

つ

て、

そ

の

不

整
合
に

敏
感
な

人

間

に

は
、

そ

の

こ

と

が

や

が

て

二

の

世

界
の

居
心

地
の

悪
さ

と

感
じ

ら

れ、

生

の

通

奏

低

音
の

底

に

ひ

そ

む

不

協
和
音

と

し

て

迫

つ

て

來
ざ

る

を

得
な

い

ほ

ど
の

こ

と

な

の

で

あ

る
。

こ

の

こ

と

を

我
々

は
、

少

く

と

も

筆
者
は、

硯

代
の

日

本
人

が

年
月

凵

を

認

知

し、

記

憶
し

ま

た

記
録
す
る

の

に

際
し

、

元
號
方

式
と

基

督
紀
元

方
式
の

二

重
性

が

罷
り

逋
つ

て

ゐ

る

現
行
の

事
態

を

基

に

類
推
す

る

こ
・
レ」
が

で

き

る
。

茶
督
教

徒
で

も

な

い

人

聞

が
、

元

を

た

だ

せ

ば

「

救
世
ま
御
降
誕
以
來
×

x

年
」

の

意

味
で

あ

る

基
督

雁

を

用
ゐ

て

恬
然

た

る

の

文

化
感
覺
に

は

大
い

な

る

違
和
感
を

覺
え

ざ

る

を

得

ず、

そ

れ

は

誇
張
で

は

な

く、

我
々

の

日

常
生

活
を

ど
こ

か

で

規
制
し

て

ゐ

る

歴

史
的
時
間
感
覺
に

或
る

影

響
を

及

ぼ

し

て

ゐ

る
。

謂
つ

て

み

れ

ば

世
界
の

不

條
殫

を

構
成

す
る

諸
因

子
の

中
の

重

大

な

る
一

で

あ

る
。

（
四
）

　
契
沖
の

同
情
的
譁
價

　

さ

き
に

一
．

吾
、

幽

れ

た

如
く、

正

岡

子

規

に

よ

つ

て

手
ひ

ど

く

罵

倒
さ

れ、

片
づ

け

ら

れ

て

し

ま

つ

た

在
原
元
方
の

年
内

ヴ

春

の

歌
の

作

因

に

深
切

な

る

關
心

と

同

情
を

示
し

た

の

が

約
八

臼

年
の

後
世
の

人

た

る

獪
契
沖
で

あ

つ

た
。

契
沖
は

前
引
の

通

り

『

古
A
，

餘
材

抄
』

の

「

占

今

和
歌

集
卷
第
一
」

と

題
し

た

注

疏
の

冒

頭
で
、

元

方
の

歌
に

つ

き
、

こ

れ

が

「

古
今
集
』

の

卷
頭
に

置

か

れ

て

然
る

べ

き

所

以

を

先
づ

論

ず

る

の

だ

が
、

彼
自
身
こ

の

主
題
に

深
い

關
心

を

有
し

て

ゐ

た

證
跡

と

し

て

『

萬
葉

集
』

卷
二

ト
に

見

ら

れ

る

先
例
を

指
摘
し

て

ゐ

る
。

即
ち

会
天

干

寳
字
元

年）

十

二

月

f
八

日、

大
監

物、一、
形
王

の

宅
に

宴
せ

る

歌
三

首〉

と
の

詞
書
の

あ

る

第
一

首

ハ

上
亠

人

二

形
干
V

の

作
と

し

て
、
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み

雪
ふ

る

冬
は

今
日

の

み

う

ぐ

ひ

す
の

鳴
か

む
春
べ

は

明

日

に

し

あ

る

ち

し

と

あ

る

の

を

採
り

上

げ、

次
い

で

同

じ

十
二

月
二

十
三

日

に

く

治
部
少
輔
大
原

今
城

眞
人
の

宅
に

宴
せ

る

歌
V

と

し

て

あ

る

大
伸
家
持
の

、

　

　

月
駿
め

ば

い

ま

だ

冬
な

り

し

か

す
が

に

霞
た

な

び

く

春
た

ち

ぬ

と
か

を

も

擧
げ、
〈

二

れ

ら
そ

の

日

に

當
り

て

よ

ま
ね

と
、

舊
年
立

春
の

哥
の

濫
觴
と

す

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
つ

こ

へ

し
〉

と

注
し

て

ゐ

る。

た

し

か

に

既
に

『

萬
葉
代
匠
記
』

の

そ

の

項
の

所
で

契
沖

は

三

形
王

の

作
に

つ

い

て

〈

十
九
日

立

春
ニ

テ

有
ケ
ル

ナ

ル

ベ

シ
。

下

ノ

ニ

十
三

日

ノ

歌
ヲ

合
セ

テ

見
ル

ベ

シ

〉

と

し

て

ゐ

る
。

天

孕
寶
字
元

年
は

基
督
歴
で

は

七

五

八

年
に

當
り、

そ

の

十
二

月
十

八

日

は

注
（

4
）

に

擧
げ
た

『

陰
陽
暦
口

對
照

表
』

に

據
り、

グ

レ

ゴ

リ

ウ
ス

暦
に

換
算
し

て

七

五

八

年
二

月
四

日

で

あ

る
。

現

今
な
ら

ば

こ

の

H
が

立

春
と
い

ふ

可

能
性
が

高
い

が、

こ

の

場
合
む

し

ろ

契
沖
の

〈

十
九
日

立

春
ニ

テ

有
ケ
ル

ナ
ル

ベ

シ

〉

の

推
定
を

信
用
し

て

よ

い

で

あ

ら

う
。

即
ち

基

暦
七

五

八

年
の

立

春
は

二

月

五

日

だ

つ

た

こ

と

に

な

る

が
、

十
分
に

有
り

得
る

こ

と

で

あ

る
。

す

る

と

こ

の

年
も
つ

ま

り

年
内
立

春
で、

三

形
王

は

十
二

月
十

八

日

の

招
宴
で、

暦

の

上

で

は

今

日

は

ま

だ

冬
の

月
の

う

ち

だ

が、

明

目

は

立

春
な

の

だ

か

ら、

今
日

で

冬
が

終
つ

て

明
日

か

ら

は

う
ぐ

ぴ

す

も

鳴
き

出

で

る

春
に

な

る

の

だ

（

い

ざ

祀

は

う
）

と

詠
じ

た

わ

け
で

あ

る
。

　

家
持
の

歌
の

場
合
は

乙

の

意

識
が

更
に

少
し

到
然
し

て

ゐ

る

と

い

へ

よ

う
か
。

　

よ

〈

月
數
め

ば
い

ま

だ

冬
な

り
〉

と

い

ふ

の

は、

現

に

そ

の

日

は

十
二

月
二

十
三

日

な

の

だ

か

ら、

我
々

は

ま

だ

冬
の

月
の

中
に

ゐ

る

の

だ

が

（

十
九
日

が

節
氣
の

立

春
だ

つ

た

の

だ

か

ち
）

そ

れ

に

も

か

か

は

ら

ず
季
節
は

霞
た

な

び

く

春
に

な
つ

た

ら

し
い

よ
、

と

詠
ん

だ

の

で

あ

る
。

こ

の

日

は

現
行
暦
に

直
せ

ば
二

月
九

日
で

建
國
祭
も

間

近、

な

る

ほ

ど

年
に

よ

つ

て

は

室

氣
は

柔
く

霞
ん

で

春
の

氣
配
も
一

入

濃
く、

と

い

つ

た

日

和
で

も

あ
つ

た

ら

う
。

　
『

萬
葉
集
』

卷
二

十
に

は

筆
者
も

全

卷
に

一

通
り

眼
を

逋
し

て

は

ゐ

た

の

だ

が
、

古
代

に

於
け

る

時
間

秩

序
感
覺

小
堀
桂
一
郎

丹
念
に
｝

字
一

句
を

穿
鑿
し
つ

つ

讀
ん

で

ゐ

な

か

つ

た

せ

ゐ

か
、

こ

の

二

首

が

元

方

の

年
内
立

春
歌
の

先
例
で

あ

る

と

い

ふ

こ

と

に

つ

い

氣
が

つ

か

な

か

つ

た
。

や

は

り

先
逹
は

有

難
い

も

の

で

あ

る
。

更
に

契
沖
の

指
示

を

受
け

て

俊
成
の

『

古
來
風

　　
ら　

體
抄
』

を

繙
い

て

み

れ

ば
、

〈

こ

の

歌
ま
こ

と

に

理
つ

よ

く、

又

お

か

し

く

も

き

こ

え

て、

あ

り

が

た

く

よ

め

る

歌
な

り
〉

と

し

て

あ

り、
〈

理

つ

よ

く
〉

は

正

に

子

規

の

排
撃
し

た

〈

理

窟
つ

ぽ

い
〉

の

謂
な

の

だ

が
、

俊
成
に

し

て

み

れ

ば

そ

れ

も

く

あ

り
が

た

く

詠
め
る
V

と

評
す

る

所
以

だ

と
い

ふ

こ

と

に

な

る
。

契
沖

は

更
に

作
者
元

方
そ

の

人
の

評
價
に

及
ん

で
、

〈

業
孕
朝
臣
の

孫
に

て

哥
も

上

手
な

れ

は

此

集
の

卷

頭
に

載
（

せ
）

ら

れ

て、

わ

ら

は
へ

に

至

る

ま

て

し

ら

さ

る

も

な

く、

後
の

哥
人
年

内
立

春
と

た

に

い

へ

は、

い

か

に

よ

め

と

も

此
哥
の

お

も

か

け

を

た

に

か

る

事
は
い

た

れ

る

面

目
な

り
〉

と

記
し

て

ゐ

る

の

だ

か

ら、

そ

の

言
を

信
ず
る

と

す

れ

ば、

元

祿
時
代
に

は

子

供
で

も

知
つ

て

ゐ

る

ほ

ど

に

人

冂

に

膾
炙
し

た

歌
だ

つ

た

と

い

ふ

こ

と

に

な

る
。

或
い

は

貞
享
元
年
（

一

六

八

四

年
）

十

月、

八

百
年
ぶ

り

で

の

貞
享

暦

へ

の

改
暦
と

い

ふ

事
あ

り

澁
川

春
海
（
保
井
算
哲
）

の

建
言

に

よ

る

幕
府
天

文

方
の

設

置
に

よ

り

民

間
で

も

暦
と

季
節
の

關
聯
に

つ

い

て

の

關
心

が

廣
ま
つ

た

と

い

ふ

世

相
が

背
景
に

あ

る

か

も

し

れ

な
い

。

例
へ

ば
二

百

十
日

は

荒
れ

る

と

い

ふ

俚
諺
が

廣

く

信
ぜ

ら

れ

る

樣
に

な
つ

た

の

も
こ

の

頃
で

あ

る

と

い

ふ
。

貞
享
暦
が

導
入

さ

れ

た

と

て
、

そ

れ

は

從
來
の

宣

明
暦
の

誤

差

が

訂
さ

れ

た

ま

で

で

あ
つ

て、

立

春
・

立

秋

等
の

節
氣
と

暦
日

と

の

間
の

ず
れ

の

問
題
は

も

ち

ろ

ん

萬
葉
古
今
の

時
代
と

別
段
變

る

こ

と

は

な

か

つ

た

の

で

あ

る
。

　

と
こ

ろ

で

契
沖
の

元

方
評
價
は、

子

規

が

〈

し

や

れ

に

も

な

ら

ぬ

つ

ま

ら

ぬ

歌
に

候
〉

と

決
め
つ

け

た

〈

去
年
と

や

い

は

ん

今
年
と

や
い

は

ん
〉

に

ま

で

及

ん

で

ゐ

た

の

だ

か

ら

面

白
い

。

つ

ま

り

『

後
撰
集
』

な

る

几

河
内

躬
恆
作
の、

　

　

ぴ

る

な

れ

や

見
ぞ

紛
へ

つ

る

月
影
を

け
ふ

と

や
い

は

む

き

の

ふ

と

や

い

は

む

は
、

元

方
の

語
法
の

面

白
さ

を

眞
似
た

と

見
え

る

が
、

い

つ

れ

同

時
代
人
だ

か

ら

ど7
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明
星

大
学
研
究
紀
要

【

日

本
文

化
学
部
・
言

語

文

化

学
科
M

第
十

ぢ
σ

　
．

00

二

年

ち

ら

に

プ

ラ

イ

オ

リ

テ

ィ

が

あ

る

の

か

と

問
ひ

か

け、

又

『

詞
花
集
』

に

あ

る

赤
染

衞
門
の
、

　

　

秋
の

野
の

花
見

る

ほ

ど

の

心

を

ば

行
く

と

や
い

は

む

と

ま

る

と

や

い

は

む

も

元

方
の

語
法

を

慕
ふ

が

故
に

成
つ

た

發
想
な

り

と

指
摘
す

る
。

一

寸
を

か

し

い

の

は

『

沙
石

集
』

谷
第
五

の

野
　

學
匠

の

萬
事
を

論
議
に

心

得
た

る

事
L

か

ら、
〈

こ

ぞ

と
や、
い

は

ん

今

年
と

や

い

は

ん
V

の

古
歌
の

語
法
を、

碵
學

で

は

あ

る

が

和
歌
の

事
を

知
ら

ぬ

二 ．
井
寺
の

教
月
房
が

、

論
議
の

レ

ト

リ

ッ

ク

は

是
だ

と

合

黠
し

て

喜
ん

だ、

と

い

ふ

逸
話
を

引
い

て

興

じ

て

ゐ

る

こ

と

で

あ

る
。

契
沖
に

と
つ

て

も

此

和
歌

は

そ

こ

に

含
ま

れ

て

ゐ

る

理

窟
つ

ぼ

さ

が

端
的
に

面

白

か

つ

た

ま

で

で

あ

る
。

　

さ

て、

契
沖
の

博
捜
を

以

て

し

て

も、

年
内
立

春

を

作
閃
に

有
す

る

短
歌
は

『

萬

葉
集
』

か

ら

二

首、

『

古
今

集
』

か

ら、

餘
り

に

も

有
名
で

は

あ

る

が

唯
こ

の

一

首

し
か

拾
ひ

出
せ

な

か

つ

た

わ

け

で

あ

る

か

ら
、

日

本
の

和
歌
史

の

大

き

な

流
れ

の

中

で

は、

暦
學
上

の

特
殊
現
象
を

詠
ん

だ

畢
竟
は

極
め

て

珍
し

い

作
例

、

と
い

ふ

こ

と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　ロ
ァ　

に

な

り

さ

う

だ

が
、

契
沖
白
身
は

白
家
の

家
集
で

あ

る

『

漫
吟

集
類
題
』

の

卷
一

『

春
歌
上
』

に

は
、

到
然

と
一

年
内

立

春
一

と

題

し

た

和
歌

を

何
と月
．

十

三

首
も

連

ね

て

ゐ

る

の

で

あ

る
。

到
底
全

て

を

紹
介

す

る

意

味
は

な

い

が、

若
干

を

引
い

て

み

れ

ば
、

　

　

年
の

う

ち
は

ま

た

霞
ま

ぬ

を

お

き
つ

浪
立

田

に

き

す
る

春

の．
濡
衣

　

　

暮
は

て

ぬ

年
の

さ

か

ひ

に

今
朝
い

り

て

い

ま

た

族
な

る

春
は

き

に

け

り

　

　

鶯
も

啼
（
か
）

ぬ

か

き

り

の

年
の

内
に

た

か

ゆ

る

し

て

か

春
は

き

ぬ

ら

ん

　

　
年．
の

内
は

霞
も
い

ま

た

た

＆

な

く

に

何
を

か亠
春
の

き

ぬ

と
い

は

ま

し

　

　
こ

そ
こ

と

し

人
は

さ

た

め

す

春
は

今
日

心

の

と

ふ

に

こ

た
へ

て

や

來
る

　

特
に

へ

年
の、
，

ち
に

春
立

け

る

日、

雨
の

ふ

り

け

る

に
〉

と
の

題
を

付
し

た一
、

首、

　

　

來
る

春
は

と

し

の

内
と

も

お

も

ほ

え

す

し
つ

け

き

雨
の

乙

ち
に

な

ひ

け

ば

　

　

梅
の

花

と

し

の

う

ち
な

る

春
雨

に

や

と

う

る

ほ

し

て

鶯
や

ま
つ

8

等
々
、

と

い

つ

た

と

こ

ろ

で

あ

る
。

文
獻
學
者
と

し

て

の

契
沖
の

業
績
の

搏
大

に

し

て、

學
問

史
上

そ

の

貢
獄
の

測
り

知

れ

ぬ

ほ

ど
の

重
要

な

意
義
は

誰
で

も

口

に

す
る

と

同

時
に
、

折
角

『

占
今
隼
雀

の

鱧
裁
に

忠
實
に

な

ぞ

ら
へ

て

編
ん

だ

彼
の

断、
漫

吟

集
類
題
』

に

は、

そ

れ

ぽ

ど
の

秀
歌
を

見

出
す
こ

と

が

で

き

な

い
、

と

是

亦
多
く
の

人

の
縮
曽凵
ふ

と

こ

ろ

で

あ

る
。

以

上

に

引
い

た

七

前
に

し

て

も、

特
殊
な

題

材
を

詠
ん

だ

も

の
、

と

の

前
提
を

念
頭
に

置
い

て

讀
ん

で

み

て、

文
藝
作
品

と

し

て

餘
り

高
い

評

價
は

で

き

ぬ
、

と

い

ふ

の

が

正

直
な

所
で

あ

ら

う。

　

だ

が、

第
三

首
目

の

く

誰
が

許
し

て

か

春
は

來
ぬ

ら

ん
V

や、

第
天

首
の

く

人

は

定
め

ず
V

〈

心

の

問
ふ

に

答
へ

て

や

來
る
〉

な
ど

は

奇
想
が

瓶

直
に

單

純
に

言
語

化

さ

れ

て

ゐ

て

面

白

い

と

壽
へ

よ

う

し、

第
六

首
の

〈

靜
け

き

雨

の

東
風

に

な

び

け

ば
〉

の

何
か

近

世
の

淨
世

繪

で

も

見

て

ゐ

る

樣
な

繪
畫
的
描
寫
は

な

か

ノ
「
ー

に

美
し

く
、

彼
に

も

や

は

り

多
作
（
約
六

千

首
か
）

な

だ

け

に
一

簡

の

學
匠

詩

入

と

し

て

の

面

離

は

十
分
に

認
め

ら

れ

る

と

言
つ

て

よ

い

で

あ

ら

う。

注
（
1）

　
正
岡

子

規

「
歌
よ

み
に

興
ふ

る

畜
』

　
岩

波
文
庫、

昭

和、、
1
年一．
月
初

版。

〔

2｝
　
齋
膝
茂

吉

「

明
治
大
正

和

歌
史
』

及

び
［、
明
治

大

正

短

歌
史

概
觀
』

　『
齋

藤
茂
吉

全

集
』

第
｛
十

　

　一
巻、

岩
波・
習

店、

鮒

和
四

ト
へ

年
八

月

刊。

〔

3）
　

契
沖
『

占

今

餘
材
抄
」

　
「

契
沖
全

集』
第
八

卷、

壗

波

叢
庸、

昭

和
四

レ
八

 
三

月

刊。

〔

4〕
　

二

の

樣
な

點

檢

が罐
澗

單
に

行
へ
る

樣
に

な
つ

た
の

は．
　一
に

懸
つ

て

加

唐

興
工

郎
縹捌
［，
日

本

陰

陽

　

暦
H
對

照
表
』

（
ト
卷
四

四

五

年

ー

　一
〇
〇

年、
．
卜
卷
一
一
〇
｝
年・
ー
冖
八

七、一
年、
皿−
成

四

年

　

＋
二

月
二

。

k−
−

穆）
の

存
在
に

よ

る。
い

ま・
あ
表
に

依

據
し

て

貞
觀一…
年
か

ら

延

喜
皿

年
に

至

　

る

ま
で

の、
二

＋

四

節
氣

中
の

立

春・」
宣
明

暦
 
月
皿
日

と
の

ず
れ

の

在
り

樣
を、
小

し

て

み

れ

ば

次

　

表
の

通

皇、
あ

る．

但
し、

富
時
の

太
陽

暦
は

†
ウ

ス

麿
で

あ
る

が、

讎
つ

て

グ
レ

ゴ

7
ウ
ス

暦

　

を

適
用
し
ザ、
換

算
し、

又

立

賽
は

常
に一、
月
四

廱
で

あ

つ

た

と

の

假
定
の

下

に

比

較

算

定
し

た

結
果

　

で

あ
フ
42

こ

と

を

注
記
し

て

お

く。

・

號

主

貞

觀

　

　

　

　

　

一
午
内
立

春
の

H
付

天

白
崛

　 、
蓁

瞬

年

　

　

　

　

　

…
　

　
　

ρ
嘗…
明

暦）

距

粥

和
　
　

八

六
・
｛
ー
T．
…
月「
丁

七

日

2
月

18
日

　 宣

　 明
　 暦

基 元

暦 ⊥1．
H の

付

　犁

譲
麟
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孝
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五 四 三 ニ
ー

〇 九 八 七 六 五 四 三 ニ ー 〇 九 八
．
七 六 五 四 三 ニ

ー 〇 九 八 七 六 五 四 ニ ニ

十

旦

干

百

．1・卜

月 月
二 十
1．八

八 日

日

十 十

月 月
二 卜
十 五

六 N
日

十

旦

士

日

十 十

月 月

三 十
卜 九
日 日

．1．．1．

月 月
二 十

十 六

八 日
日

十

月

十
五

日

十

旦

不
．
百

卜 十

月 月
二 十．1．八

九 冂

日

十 閏
二

．
卜

月 二

二 月
十 十
六 五

日 日

十

月

十

日

．1．・

月

十
九
日

十

月

十
八

日

古
代
に

於
け

る

時
間
秩
序
感
覺

小
堀
桂
」
郎

2212212222122122121221221222212212
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一
月

九

日

月 月

十
一

一
日

日

一
月

三

日

一
月
七

日

一
月
九

日

一
月
二

日

一
月
卜

四

口

一
月

六

日

一
月

九

口

一
月

十
二

日

一
月

四

日

一
月

七

日

一
月
十
日

一
月
二

日

〃昌
泰

〃〃延
喜

〃〃〃〃

五 四 F ニ ー 三 ニ ー 九 八

醍

醐

八

九
六

八

九
七

八

九
八

八

九
九

九
〇
〇

九
Q
一

九
〇
二

九
Q
＝ ．

九
〇
四

九
〇
五

十
二

月
二

十

五

目

1．．
卜
．

月 月
二

．1．
十 六

七 日

日

十
二

月
十
八

日

十
二

月
二

十

九

日

十
二

月
二

十
二

日

1
月
23u

2
月
10
日

−

月
30
日

2
月
18
目

2
月
8
［
ロ

ー

月
28
日

2
月
160

2
月

6
日

−

月

26
日

2
月

12R

一
月

十
三

日

一
月
六

日

一
月
八

日

一
月
十
日

〔
5）
　
契
沖
『

萬

葉

代
匠
記
』

　
『

契

沖
全

集
』

第
七
卷、

岩
波
書
店、

昭

和
四

卜

九

年
八

月
刊。

〔
6）
　
藤
原

俊
成

『

右
來

風
體
抄』
　
久
松

潛一
編
『

中
世

歌
論
集
』

所
収、

岩

波
文

庫、

昭

和
九
年
三

　
　
月．
初

版。

（
7）
　
契
沖
っ

漫

吟
集
類
題
』

　
『

契
沖
全

集
』

第
十．
二

譽、

岩

波
書
店、

昭

和
四

十

八

年
卜

二

月

刊。
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