
『
萬

葉

集

』

の
春

の

花

と

閨

怨

詩

-

巻
+

「詠
花
」
歌

一
首
の
本
文
批
評
を
め
ぐ
っ
て
ー

河

上

志

貴

子

は
じ
め

に

詩

歌

で
あ

れ
、
物

語

で
あ
れ
、

日
本

文
学

の
随

所

に
、
花

に
触

れ

た

詞
章
を

見

出
す

こ
と

が

で
き

る
。

日
本

人
は
、

古
来

よ

り
、
色

や

香

り
、
開
花

か
ら
落

花

ま

で
、
花

の
あ
ら

ゆ

る
様
相

に
関

心
を
寄

せ
、

様

々
且

つ
巧

み
に
文
学

の
領

域

に
取

り
入

れ

て
き

た
。

…
在

原

業

平

は
、

そ

の
心

余

り

て
、

言
葉

足

ら
ず

。
萎

め

る

花

の
、
色

無
く

て
、

匂

ひ
残

れ
る
が

ご
と

し
。

…

(『
古

今
和

歌
集

』
・
「仮

名
序

」
)

東

風
吹

か

ば

に

ほ
ひ

を

こ
せ

よ

梅
花

主

な

し
と

て
春

を

忘

る
な

(『
拾

遺

和
歌
集

』
・
雑
春

・
菅

原
道

真

・
一
〇

〇
六
)

祇

園
精

舎

の
鐘

の
声
、

諸

行

無

常

の

響

あ

り
。
婆

羅
双

樹

の
花

の
色

、

盛

者

必
衰

の

理

を
あ

ら

は
す

。

…

(『
平
家
物

語
』
・
巻
第

】
)

春
日
山
懐
古

春

日
山
頭

晩
霞
鎖

し
、

騨
瑠

噺

き
蓋

し

て
暗

鴉
有

り
。

惜

む
君
が

掲
り
能

州

の
月
を

賦

し
、

平
安

城

外

の
花
を
詠

ぜ
ざ

り

し
を
。
三

(大
槻

盤

渓
)

見

ず
や

あ

け
ぼ

の
露

浴

び

て
、

わ
れ

に
も

の
言

ふ

桜

木

を
、

見

ず

や
夕

ぐ
れ

手
を

の
べ

て
、

わ

れ
さ

し

ま

ね

く
青

柳

を

。

(
「
花

」
・
武
島

羽

衣
)

花

は
、
単

に
景

物
と

し

て
文

に
取

り
入

れ
ら

れ
る
場

合
も
勿

論

あ

る
が
、

い
わ

ば

一
つ
の
文
学
的

デ

ィ
バ
イ

ス
と

し

て
詠

み
込
ま

れ
る

場

合

も
あ

る
。

右

の
古

今

集
序

や

、
『
平
家

物

語
』

冒
頭

に

あ

る
よ

う
に

、
比

喩
的

に
用

い
ら
れ

る
場
合

も
あ

れ
ば

、
道

真

の
名
歌

や
武

島

羽
衣

の

「花

」

の
ご

と
く
、

擬
人

化
さ

れ
る

場
合

も
し
ば

し
ば

あ

る
。
能

登

の
七
尾

を
攻

め
落

と
し

た
戦
国

武
将

上
杉

謙
信
が

、

京
都

に
進
軍

す
る
直

前

に
急

死
し
た

た
め
、

平
安

京

の
花

見
が

で
き
な

か

っ
た

こ
と
に

対
し

、
大
槻

盤
渓

は
、
謙

信

の
名
高

い

「
九
月

十

三
夜
」
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を

想
起

さ

せ
、

能

州

の
月

を
賦

し
た

よ
う

に
、

京

の
花

を
詩

に
で

き

な

か

っ
た

の
は
、

何

と
惜

し

い

こ
と

か
と

、
巧

み
に

表
し

て

い
る
。

花

や

月
と

い
う

も

の
は
、
単

に
愛

で
る
だ

け

の
も

の
で
は
な

く
、
詩

歌

に

こ
そ

詠
う

べ
き

も

の
と
捉

え

ら
れ

て
き
た

こ
と

が
、

こ
う

し
た

作

か

ら
窺

い
知

れ
る

。
藤

原
定
家

の
作
に

、
「見

わ
た

せ
ば
花

も
紅

葉

も

な

か

り
け

り
浦

の
苫

屋

の
秋

の
夕
暮

」

(
『
新

古
今

和

歌
集

』
・
秋

歌

上

・
三

六
三
)

と

い
う
名

歌

が
あ

る
が

、
本

来
な

ら
ば

「
見
わ

た

せ
ば
」

の
続

き

と
し

て
、
花

や

紅
葉

の
描

写
が

期
待

さ
れ

る
と

こ
ろ

へ
、

「
な

か

り
け

り

」
と

い

っ
た
斬

新

な
逆

転

を
も

た

ら
し

て

い
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
よ
く

知

ら
れ

る
。
し
か

し
、
そ
れ
ば

か

り
で
な

く
、

花

や
紅
葉

な

ど

は
、
文

学

に
用

い
る
に
殊

に
相
応

し

い
素
材

で
あ

る

と

い
う
、

古

来

よ
り

の
観
念

が

固
定

し

て

い
た

だ
け

に
、
定

家

の
歌

は
人

々
に
大

き
な

イ

ン
パ

ク
ト
を

与

え
た

と
も
考

え

ら
れ
な

い
だ

ろ

う

か
。

敢
え

て
言

い
換

え

る
と
す

れ

ば
、

確
固

た
る
伝

統
と

し

て
連

綿

と
続

い
て
き

た

「花

」

と

日
本
文

学
と

の
関

係
あ

っ
て
こ
そ

の
名

歌

で
あ

る
、

と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う

か
。

ま
た
、
花
が

素
材

と

し

て
詩
歌

な
ど

の
文

学

に
用

い
ら
れ

る
場
合

、

そ

の
文

の
中

で
ど

の
よ

う
な

機
能

・
役
割

を
果

た
し

て

い
る
か
を
検

討
す

る
際

に
、

そ

の
用
法

が

ど

の
よ

う
な
思

想

・
発
想

に
よ

る
も

の

か

に

つ
い

て
も

、
考

察

す
る

必
要

が
あ

る

で
あ

ろ
う
。

そ

の
よ
う
な

考
察

を
行

う

こ
と

に
よ

っ
て
、

花

が
如
何

な

る
意
味

合

い
を

託
さ
れ

て

い
る

か
を

見
極

め
る

の
に
、

一
つ
の
重
要

な
手

掛

か
り
を

得
ら

れ

る
場

合

が

あ

る
。

次

の
歌

は

、
『
萬

葉

集
』

巻

十

の
春

の
雑
歌

に

収

め
ら

れ
て

い
る
、

「
詠
花
」

歌
群

の

一
首

で
あ
る
。

こ

ぞ

さ
き

し

ひ
さ

き

い
ま
さ
く
い
た
づ
ら
に
つ
ら
に

か

お

ら
血

み
る
ひ
と

な

し

に

去
年
咲
之
久
木
今
開

徒

土

哉
将
堕
見
人
名
四
二(

「
八
六
三
)

右

の
歌

に
関

し
て
は
、

二
句

目

の

「久

木
」
が

、
通

常
夏
季

に
開

花

す

る
植

物

と
さ

れ

る
た

め
、

「花

を

詠
む

」
春

の
歌

に
配

列
さ

れ

て

い
る

こ
と
と

一
致
し
な

い
こ
と

か
ら
、

従
来

問
題

と
し

て
注

目
さ

れ

て
き
た
。

し

か
し
、

現
在

の
と

こ
ろ

こ

の
間

題

は
未

解
決

の
ま
ま

で
あ

る
。

本

稿

で
は
、
集

中

に
お

い
て
、
春

の
花

が
、

ど

の
よ
う
な

機
能

・

意

味

合

い
を
持

つ
も

の
か
、

ま

た

、

「久

木

今

咲
く

」

「
地

に

か
落

ち
む

」
と
右

の

}
首
に

も
描

か
れ

て

い
る
よ
う

に
、
春

の
花

の
開
花

や

落

花
と

い
う

も

の
が

、
歌

の
中

で
ど

の
よ
う

な
役
割

を

果
た

し

て

い
る
の
か

を
検
討

し

て
み
た

い
。

そ

の
考

察
を
踏

ま

え

て
、

改

め

て

右

の

「久

木
」

の
問
題

に
着

手
し
、
,解
決

を
試

み
た

い
と

思
う
。

当

該
歌

の
問

題
箇

所
は

、
諸

本

に

は

「
久
木

」

(
ひ
さ
き

)

と
伝

わ

っ
て

い
る
。

本

文
、

訓
、

共
に
異

同

は
見

ら
れ
な

い
。

し

か
し
な

が

ら
、

こ

の

「
久
木
」

が
何

の
木

を
指

す

か
に

つ
い

て

は
、
意

見
が

分

か
れ

て

い
る
。

ま
ず

、
諸

家
が
指

摘

し

て
い
る

よ
う

に
、

『
新
撰

字

鏡

』

は

、

「
撤

」

の
字

に

「
比

佐

木
」

の
訓

を
施

し

て
お

り
、

『
倭

名

類

聚
抄
』

も

、

同

じ

「椒

」

に
対

し

て

「
漢

語
抄
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云
比
佐

木

木

名
也

」
と

解
説

し

て

い
る
。
『
類

聚
名

義
抄

』
や

『
倭

玉
篇

』

の
場
合

も
、

「撒

」
に

「
ヒ
サ
キ
」

の
和

訓
が

施
し

て
あ

り
、

一
致

し
て

い
る
。

と

こ
ろ
が

、

こ

の

「轍

」
と

い
う

木

の
正
体

を
明

ら

か

に
す

る

の
は
、

容

易
な

こ
と

で
は

な

い
よ
う

で
あ

る
。

大

凡
、

キ
サ

サ
ゲ

(
の
う

ぜ

ん

か
ず

ら
科

の
落

葉

高

木
)
、
ま

た

は
、

ア

カ

メ
ガ

シ
ワ

(
と
う

だ

い
ぐ
さ
科

の
落

葉
高

木
)

と
す

る

二

つ
の
説

に

分

け

ら

れ

る

三
)。

し

か

し
、

『
萬

葉
集

評

稗

』

(
窪

田

空
穂

)

が
述

べ
る
よ

う

に
、
「あ

か

め
が

し
は

は
、
夏

季
、
黄

緑
色

の
花

が

咲
き

、

き

さ
さ
げ

は
初
夏
、

緑
色

の
花

が
咲

く
。

い
つ

れ
も

春

の
花

で
は
な

い

の
で
、

問
題

と

な

る
。
」
と

さ

れ

る
。

確

か

に
、

各

種
植

物
事

典

に

は
、

ア
カ

メ
ガ

シ

ワ

(ミ
訂
、、o
、竃

、
§
o
ミ
鍵
』)

と

い
う

植
物

は
、

「
花

は
夏

、
雌

雄

異

株
。
」
三
)、

「
雌
雄

異

株
。

花

期

は

7
月

。
」
(巴

な

ど
と
説

明
さ

れ

て
お

り
、
ま

た
、

キ
サ

サ
ゲ

(∩
ミ
貸
曹
"

o
ぎ
、亀
)

に

つ
い
て
は

、
「
花

は
初

夏

(後
略

)
」
{五
H、

「
6
-
7
月

に
開
花

。
」
六̂
v

と

い

っ
た

記
述

が
見

ら

れ
る
。

キ
サ
サ

ゲ
、
ア

カ
メ
ガ

シ
ワ

の
二
説

の
ほ
か

に
、

「久
木

」
は

「久

し
き

木
」
の
意

で

「去
年

咲

し
花

の
後

は
、
久

し
く

し
て

、
亦

此
春

、
咲

い
ふ
心

」

と

し
た

『
萬

葉

集
管

見

』

(
下
河

辺

長
流

)

の
説

が

見
ら

れ
る

。
後

に
、
『
萬

葉
代

匠

記
』
精
撰

本

(契
沖

)
も

こ
れ

に
従

い
、

「久

シ
キ

老
木

」

の
意

に
解

し

た
。

集

中
に

、
「久

木
」
を
詠

ん
だ

例

は
、
他

に
三

例
し

か
見

ら
れ
ず

、

資

料

は
豊

富

で
は
な

い
。

し
か

し
、

そ
れ

ら

の

「
久
木

」

の
用
法

に

は
、

幾

つ
か

の
共
通
点

が

見
出

せ

る
。

ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
ふ
け
ゆ
け
ば
久
木
生
留
清
き
川
原
に
千
鳥
し

ば
鳴
く

(巻
六

・
雑
歌

・
山
部
宿
禰
赤
人

・
九
二
五
)

波
の
間
ゆ
見
ゆ
る
小
島
の
浜
久
木
久

成
奴
君
に
逢
は
ず
し
て

(巻

十

一

・
二
七
五

三
)

度
会

の
大

川

の
辺

の
若

歴
木

吾
久
在

者
妹

恋

ひ
む
か

も

(巻

十

二

二
一=

二
七
)

確

か

に
、

「久

し
く

月

日
を
経

た
木

」

の
意

味

で
用

い
て

い
る

二

七

五
三

及
び

三

一
二
七

の

「
久
木

」

か
ら
し

て
み
れ
ば

、
長

流

や
契

沖

が

、

当
該

歌

の

「
久

木

」

を

、

「
久

し

き
木

」

「
久

シ
キ
老

木

」

と
解

す

る

の
は
、

理
解

で
き

な
く

は
な

い
。

し
か

し
、

二
七

五

三
と

三

一
二
七

の

「
久
木

」

は
、

下

に
続

く

「
久

し
く

な
り

ぬ
」

「久

な

ら

ば
」

を
導
き

出
す

た
め

に
、
序

詞
と

し

て
用

い
ら

れ
た

も

の
で
あ

る
。更

に

、

「
久
木

生

ふ
る
清

き

川

原

」

(九

二
五
)
、

「
小
島

の
浜
久

木

」

(
二
七

五

三
)
、

「
大

川

の
辺

の
若

久

木
」

(
=
=

二
七

)

と
詠

ま

れ

て
い
る
よ

う
に
、

右

の
三
例

は

い
ず
れ

も
、
水

辺

に
生
え

て

い

る

「久

木

」
と

し

て
描

か
れ

て

い

る
。

ま

た

、
『
萬

葉

集
』

以

後

の

用

例
を

調

ぺ
て
み
る

と
、
右

の
歌

な
ど

か
ら

影
響

を
受

け
て

い
る
可

能
性

は
勿

論
視

野
に

入
れ

て
お
か

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
が
、

後

世

の

和

歌

に
お

け

る

「久

木
」

は
、

「
清

き
川

原
」

や

「小

島
」

以

外

に

も

、

「う

ら
」

「
み
ち

ぬ
る

し
ほ
」

「な

み
う

つ
き

し
」

「
浪

こ
す
磯
」

「
お
き

の
す
」

「
し
ま
が

崎

」
な

ど

と

い

っ
た
言

葉
と

共

に
用

い
ら

れ

て
お

り
、
や

は
り
水

辺

に
自
生

し

て

い
た

こ
と

を
示

し

て
い
る
と
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考

え
ら

れ
る
。

『
日
本

の
野
生

植
物

本

文

H
』

に

よ
れ
ば

、

キ
サ
サ

ゲ

は
、

「
し

ば

し
ば

人
家

近
く

の
川
岸

な

ど

に
野

生

化
し

て

い
る
。
」
と

さ

れ
、

ま

た
、
『
改
訂

版

原
色

牧

野
植
物

大

圓
鑑

合
弁
花

・
離

弁
花

編
』

に
も

「庭

に
栽

植
さ

れ
、

と

き
に

河
岸

な
ど

に
野
生

化

し
て

い
る
中

国

原
産

の
落

葉

高

木
。
」

と
、

類

似

の
記

述
が

見

ら
れ

る
。

な

お
、

次

の
よ
う

な
、

方

言

の
面
か

ら
行
わ

れ

た
考
察

も

興
味
深

い
。

『
万
葉

集
』

に
は

、

「
ひ
さ
ぎ

」

を

川

辺
に
生

え

る
木

と

し

て

詠

み
、

ま

た

、

「
浜

久

木

(
二

七

五
三

)
」

と

も

い
う

の

は
、

こ

の
木

が
多

く

河

畔

に
自

生

し
、

「
か
は

ら
さ

」
げ

〈
濃
州

〉

か

は

ら
ぎ

り

〈常

州

〉

か

は

ら

ひ
さ
ぎ

〈筑

前

〉

か

は
ら

く

さ

ぎ

な

〈
石

州
〉

か

は
ら

か
し

は

〈勢

州

〉

(
重

訂
本

草

綱

目
啓

蒙

・
三

一
こ

な

ど

の
方

言
が

あ

る

こ
と

と
合
致

す

る
。

(『
角
川
古

語
大

辞
典
』
)

ま

た
、

右

の
他

に
、

「
か

わ

ら

ひ
し

ゃ
ぎ

」

(長

崎

〔
壱
岐

島

〕
)

の

方

言
も

キ
サ

サ
ゲ

に
あ

る
と

い
う

七̂
)。

一
方
、

ア
カ

メ
ガ

シ

ワ
の
自
生

地

に
関

し

て
は
、
河

岸
な

ど
と
特

定
さ

れ

て
は

い
な

い
。
と

は
言

え
、
ア

カ
メ
ガ

シ

ワ
に
も
実

は
、
「
か

わ
ら

ひ

し

ゃ
ぎ

」

(岡

山
)

の
方

言
が

見
ら

れ
、

更
に

、

「
ひ
さ
き
」

(鹿

児
島

〔
鹿

児
島

市

・
桜

島

〕
)
、

「
ひ
さ
げ

」

(高

知

〔
幡
多

〕
、

宮

崎

〔児

湯

]
)
、

「
ひ
さ
げ

の
き

」

(
宮

崎

〔
児
湯

〕
、

鹿

児
島

〔加

治
木

・
蒲

生

〕
)
、

「
ひ
し

ゃ
げ

」

(
高
知

〔
幡
多

・
高

岡
〕
)
、

「
ひ
し

ゃ
げ

の
き

」

(高

知

〔
高

岡
〕
)

な

ど
も

記
録

さ
れ

て

い
る

(八
)。

こ
う
な

る

と
、

「久

木
」

が

表
す

の
は
、

ア
カ

メ
ガ

シ
ワ

か
、

そ

れ

と

も

キ
サ

サ
ゲ

か
、

い
よ

い
よ
決

し

が
た

い
が
、

「久

木

」
が

そ

の

い
ず

れ

か
に
当

た
る

こ
と
は

お
そ

ら
く

聞
違

い
な

い
だ
ろ

う
。

と

こ
ろ
が
、

先

に
も
述

べ
た

と
お

り
、
当

該
歌

の

「
久
木

」

に
関

し
て

は
、
春

の
歌

に
詠

み
込
ま

れ

て
い
る
点

か
ら

考
え

る
と

、

ア
カ

メ
ガ

シ
ワ

に
せ
よ
、

キ
サ

サ
ゲ

に
せ

よ
、
ど

ち
ら

も
夏

に
開

花
す

る

花

で
あ

る
限

り
、
依

然
と

し

て
、

こ

の

「久

木
」

に
相

当
す

る
資

格

が

問

わ
れ

か
ね

な

い
。

の
み
な

ら
ず

、

「久

木
」

を

詠

み
込

ん

だ
他

の
歌

に
お

い
て
は
、

河
畔

や
浜
な

ど

と

の
関
わ

り
が
濃

厚

で
あ

る
に

も
拘

わ

ら
ず
、

そ

う
し
た
水

辺

に
関
連

す

る
描

写

は
、

当
該

歌

に
は

【
切
な

い
。
反
対

に
、
当
該

歌

に
見

ら
れ

る

「
…
久
木

今
咲

く
」

「地

に

か
落
ち

む
」

と

い

っ
た
、

特

に
花

の
開
花

や
落

花
と

関
係

す

る
言

葉

は
、
集

中
に

お
け

る
他

の
三
例

の
い
ず
れ

に
も

詠

み
込
ま

れ

て

い

な

い
。

ま

た
、

後
代

の

「久

木
」

の
例

に
お

い
て
も

、

「
咲

く
」

な

ど
と

は
描

写
さ

れ

て
お
ら
ず

、
専

ら

「
生

ふ
」
と

い
う

動
詞

が
用

い

ら

れ

て
い
る
。

当

該

歌

の
原

文

「
久

木
」

を
信

ず

る
と

す

れ
ば

、

「
ひ
さ
ぎ

」

と

訓
む

ほ
か
な

い
だ

ろ
う

。

し
か

し
、

右

に
述

べ
た

と
お

り
、

ア
カ

メ

ガ

シ

ワ
、

キ
サ

サ
ゲ
、

両
説

に
花

期

の
問
題

が
あ

る
上

に
、
当

該

歌

と
、
集

中
に

見
ら
れ

る

「久
木

」
の
他

の
三

例
と

の
間

に
、
用
法

上
、

明
ら

か
な
相

違
が

見
ら

れ
る

の
で
あ

る
。

そ

う

で
あ

る

と
す

る
と
、

や
は

り
、
当

該
歌

に

「
久
木
」

が
詠

み

込
ま

れ
る

の
は

不
自
然

で
、

懐

疑

の
念

を
拭

え
な

い
。

こ
う

い
う
場

合

、

一
度

、

「
久

木
」

の
原
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文
を
根

本

か
ら

見
直

し
、

そ

の
是

非
を

問
う

必
要
が

あ

る
よ
う

に
思

う
。

そ

の
考
察

は
後
述

す

る
と

し

て
、

ま
ず
先

に
、

春

の
花

が
集
中

に

お

い
て
、
ど

の
よ
う

な
扱

い
を

さ
れ

て

い
る
か
を

見

て
み
た

い
と

思
う
。

『
萬

葉

集
』

の
中

に
、
毎

年
春

に
な

る
と

、
梅

の
木

は
新

し

い
花

を

付
け

る

の
に

対
し
、

人
間

ば
か

り
は
老

い
て
行
く

と
詠

ん
だ

次

の

歌

が
見

ら

れ
る
。

年

の
は
に
梅

は
咲

け
ど

も
う

つ
せ

み

の
世

の
人

我

し
春

な

か

り

け

り

(巻

十

・
春

雑
歌

・
 
八

五
七
)

ま

た
、

花

は

詠

み
込

ま
れ

て
い
な

い
が

、

「
冬

過
ぎ

て
春

の
来

れ
ば

年

月

は
新

た

な
れ

ど
も

人

は
古

り
行

く

」
(同

・
歎

旧

・
}
八

八
四

V

も
類

似

し
た

発
想

に
基

づ
く
も

の
で
あ
る
。

人
命

の
停

さ
を

詠

む
た

め

に
、

人
間

を
周

囲

の
自

然

と
対

比
し

て
描

写

す
る

こ
と
が

あ

っ
た

の
で
あ

る
。
次

の
挽

歌

の
場
合
、

去

年
見

た
秋

の
月

は
、
今

年

も
変

わ
ら

ず
光

を
照

ら
し

て

い
る
が
、

妻

は
停

く
も
帰

ら

ぬ
人
と

な

っ
た

と

詠

ん

で

い
る
。

去
年

見

て
し
秋

の
月
夜

は
照

ら

せ
ど

も
相

見
し
妹

は

い
や
年

離

る

(巻

二

・
柿

本

人
麻
呂

・
二

一

こ

新

日
本
古

典

文
学

大

系

『
萬

葉

集

一
』

に
指
摘

さ

れ

て

い
る
よ

う

に
、
右

は
、

「悼

亡
」
と
題

し
た

、
梁

の
沈

約

の

「去

秋
三

五

の
月
、

今

秋
還

た
房
を

照
ら
す

。
今

春

蘭

慧

の
草
、
來

春

復

た
芳

を
吐

く
。

悲

し

い
か
な

人
道
は

異

り

、

一
た

び
謝
す

れ
ば

永
く

錆
亡

す
。
…

」

(
『
玉
毫
新

詠
』

巻

五
)

に
酷

似

し
た

趣
が

あ

る
。

沈
約

の
詩

も
妻

の
死
を

悼
ん

で
詠
ん

だ
も

の

で
あ

る

こ
と
を
考

え

る
と
、

人
麻

呂

の

挽

歌
と

の
類
似

は
顕

著

で
あ

る
。

し
か

し
、

人
麻
呂

の
挽
歌

に

限
ら

ず
、

蘭
慧

が
来

年

の
春

に
な

れ
ば
再

び
芳

し

い
香

り

を
放

つ
と
表

現

さ

れ

て

い
る
と

こ
ろ

か
ら
、

毎
春
花

開
く

梅

に
対

し
て
、
わ

が
身

は

古

び

る

一
方
だ

と
詠

ん
だ

「
年

の

は
に
梅

は
咲

け

ど

も
…

」

(
一
八

五
七
)
な

ど
と

も
発
想

上
共

通
し

て

い
る
と
言

え
よ

う
。

こ

の
よ
う

な

発
想

は
、
平
安

時
代

の
歌

人

の
歌

に
も

見
ら

れ
、

好
ま

れ
た
趣

向

だ

っ
た

よ
う

で
あ
る
。

桜

の
花

の
下

に
て
、

年

の
老

い
ぬ

る
事

を
嘆

き

て
、

よ

め

る

紀
友

則

色

も
香

も
お
な

じ
昔

に
さ
く

ら
め

ど
年

ふ
る

人
ぞ
あ

ら
た

ま
り

け

る

(『
古
今

和

歌
集
』
・
春

歌
上

・
五

七
)

題

し
ら
ず

読

人

し
ら
ず

百
千

鳥
さ

へ
つ

る
春

は
物
ご

と

に
あ
ら

た
ま

れ
ど
も
我

ぞ

ふ
り

ゅ
く

(
同

・
二
八
)

こ
れ

ら

の
場

合

も
、

た

と

え
ば

「
年

年

歳

歳
花

相

似

た

り

、

歳
歳

年

年
人

同

じ
か

ら
ず

。
」

(年

年
歳

歳
花

相

似

歳

歳
年

年

人

不
同
)

(初

唐

・
劉

希
夷

・
「
代
悲

白

頭

翁

」
)

な

ど

に
代

表

さ

れ

る

発
想

に

学

ん
だ

も

の
と

さ

れ

九̂
》、

や

は

り
中

国

文
学

と

の
関
連

が

濃
厚

で
あ

る
。
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と

こ
ろ

で
、

春

花
や

春
草

が
年

毎

に
改

ま
る

も

の
と

し

て
漢
詩

文

に
詠

み
込
ま

れ

る

の
は
、
右

の
詩

の
よ
う

に
、
人

命

の
も
ろ

さ
停
さ

と

対

比
す

る
場
合

に
限

ら
な

い
。

春

の
到
来

に
伴

っ
て
再
び

咲
く
花

を

、
移

り
や
す

い
人
間

の
心

と
対

照
的

に
描

写

し
た
詩

も
、

た
と

え

ば

『
玉
基

新
詠

』

や

『
藝

文

類
聚

』

に
窺
わ

れ

る
。

春

日

か
う
だ
い
し
ゆ
ん
し
よ
く
う
ご

高
皇

春

色

動

き

、

清
池

日
華

に

照
ら

さ

る
。

緑
葵

光

に
向

ひ

て
轄

じ
、

翠
柳

風
を

逐

ひ
て

斜

な

り
。

林

に
驚

心

の
鳥

有

り
、

園

に
奪
目

の
花
多

し
。

あ

と
も

み
な
せ
つ

し

相
與

に

る

ー
威

節

を
知

る
、

た
ん

し

と

い
へ

は
な

歎

ず

子
が

猫

り
家

を
離

る
る
を

。

行

人
今

返

ら
ず
、

何

ぞ
笏

せ

ん
空

し
く
麻

を
折

る
を
。

(梁

・
聞

人
蔚

・
『
玉
垂
新

詠
』

巻

八
)

右

の

「相

與

に
す

る
」

も

の
と

は
、

そ

の
前

に
描

か

れ

て
い
る
葵

、

柳
、

鳥
、

そ
し

て
花

の
こ
と

で
あ

っ
て
、

そ
れ

ら
は
全

て
春

と

い
う

季

節
を

よ
く

知

り
、
そ

の
到

来

に
伴

っ
て
栄

え

る

の
に
、
旅

に
出

た

夫

ば

か
り

は
帰
ら

ぬ
と
妻

は
嘆

く
。

次

の
詩

も

同
じ
発
想

に
基

づ

い

て

い
る

の
で
、
参
考

に
挙

げ

て
お

く
。

は
な

ひ
ら

か
へ

せ
つ
あ
た
た
か

こ
ろ
も

へ
ん

ー
開
く

も

人

は
蹄

ら
ず

、

節

暖

な

り

衣

す

べ
か
ら

く
婁

高
基
動
春
色

清
池
照
日
華

緑
葵
向
光
轄

翠
柳
逐
風
斜

林
有
驚
心
鳥

園
多
奪
目
花

相
與
威
知
節

歎
子
猫
離
家

行
人
今
不
返

何
勢
空
折
麻

ず

べ
し
。

…

(花

開

人
不
蹄

節

暖

衣
須
憂

)

(梁

・
劉

孝
威

・
「春

宵
」
・
『
藝

文
類
聚

』

「
閨
情

」
)

…
芳

年
に

は
華

月
有

る
も
、
佳

人

は
還

る
期
無

し
。

…

(
芳
年

有

華

月

佳

人
無

還
期
)

(宋

・
劉

躁

・
「代
行

行
重

行
行

」
・
『
玉
壷

新
詠

』
巻

三
)

こ
う

し

て
、
春

季

に
女
性

が
男
性

を
慕

い
、
恋

に

悩
む

の
を

描
く

の
は
、

そ

も
そ
も

陰
陽

思
想

と
関
係

を
持

つ
も

の
と
考

え

ら
れ

る

=

9
。

「
春

女

は
思

ひ
、
秋

士

は
悲

し
み

て
、
物

の
化
す

る
を

知
る
。

」

(春
女

思

秋

士
悲

而

知
物

化
 
)

(『
潅
南

子
』

「 
称

訓

」
十

二
)

に
も

示
さ
れ

る
よ

う
に
、

即
ち

、
春

は
、
陰

物

と
さ

れ
た
女

性

が
、

陽

物
と
さ

れ

た
男

性
を
慕

う
季

節

(
秋

は
逆
に

男
性

が
女
性

を

思
う

季

節
)

と
考

え
ら

れ

て

い
た

の
で
あ

る
。

な

お
、

先

に
見

た

「
春

日
」

「春

宵

」

の
よ
う

に
、

春

を

時
節

と

し

た
閨
怨

詩

で
は
、

男
性

は
ま

さ
し

く
そ

の
春
と

い
う

時
節

に
、

遠

地

か
ら
妻

の
許

へ
帰

る

べ
き
も

の
と

い
う

設
定

に
な

っ
て
い
る

こ
と

が
多

い
。

か
う
じ
ん

よ

い
つ
し
ゆ

行
人
に
寄
す

一
首

け
、

り
や
う
さ
ん

し

ー

く

雨

=

、

蘭

は

開

く

四

葉

。

こ

と

8

き

轟

是

の
時
君

鋸
ら
ず

、

春

風

徒

に
妾

を
笑

ふ
。

寄
行
人

一
首

桂
吐
雨
三
枝

蘭
開
四
五
葉

是
時
君
不
蹄

春
風
徒
笑
妾

(宋

・
飽
令
暉

・
『
玉
盛
新
詠
』
巻
十
)

庭
中

に
奇
樹
有
り
に
擬
す

擬
庭
中
有
奇
樹
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歎

友

は
蘭
時

に
往

き
、

遙

遙
と

し

て
音
徽

匿

る
。

虞

淵

は
絶
景

を
引

き
、

四
節

は
逝

く

こ
と
飛

ぶ
が
若

し
。

草

は
久

し
く

已
に
茂

り
、

か

じ
ん

ひ

か

佳

人

は
寛

に
婦

ら

ず
。

(後

略

)

き

き

い
ま
、
ま

、

歎
友
蘭
時
往

這
逼
匿
音
徽

虞
淵
引
絶
景

四
節
逝
若
飛

芳
草
久
已
茂

佳
人
寛
不
婦

(巫日
・
陸
機

・
同

・
巻
三
)

ま

あ
を

き
み

お
も

…

昔
期

今
未

だ

反
ら
ず

、
春

寒

く
し

て
復
た

青

し
。
君

を
思

ひ

て
榑
易

無

し
、

何

ぞ
北

辰

星

に
異
な

ら

ん
。

(
昔
期

今
未

反

春

草
寒

復
青

思

君
無
轄

易

何

異
北

辰

星
)

(梁

・
何
遜

・
「
閨
怨

」
・
同

・
巻

五
)

ー

ド
―
ー

ね
ん
は
う

ま

い
う

そ

征

人

別
來

久

し
、

年
芳

復

た
鵬

に

臨

む
。

…

(征

人
別

來

久

年

芳

復
臨

 篇
)

(
梁

・
庚

肩
吾

・
「
磨
令

春
宵

」
・
同

・
巻

八
)

春

の
到
来

に
伴

い
、
花

が
咲

き
始

め
、

木

々
や
草

が
芽
を

吹
き

出

し

て
茂

る
よ
う

に
な

る

こ
と
を

、

―
種

の
パ
タ

ー

ン
と
し

て
用

い
る

の
は
、
先

に
述

べ
た

よ

う
に
、
家

に
帰
ら

ぬ
夫
と

対

比
す

る
た
め

の

工
夫

と
考

え

る
。

し
か

し
、
男
女

の
間
柄
と

対

比
す

る
た
め

の
み

に

用

い
ら
れ

る

の

で
は

な
く
、

こ
れ
ら

の
花
や

草

木

の
再
生

は
、
夫

が

戻

る

は
ず

で
あ

る
春

と

い
う

季
節

そ

の
も

の
を
、

象
徴

し
印
象

づ

け

る
も

の
と

し

て
も
機
能

し
て

い
る
と
考

え

る

べ
き

で

は
な

い
か
。

こ
れ
ま
で
挙
げ
て
き
た

『
玉
毫
新
詠
』
や

『藝
文
類
聚
』
な
ど
の

漢
詩
が
、
萬
葉
の
歌
人
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ

る
が
、
『萬
葉
集
』
に
、
春
の
閨
怨
を
匂
わ
せ
る
歌
が
何
首
か
見
ら

れ
、

中

に
は
、
春

の
花

の
開
花

を
詠

み
込
ん

だ
も

の
も
あ

る
。

恋

ひ

つ

つ
も
今

日
は
暮
ら

し

つ
霞
立

つ
明

日

の
春

日
を

い
か

に

暮
ら

さ
む

(巻

十

・
春
相

聞

・
一
九

一
四
)

冬
ご

も

り
春
咲

く
花
を

手
折

り
持
ち

千
度

の
限

り
恋

ひ
渡

る
か

も

(
同

・
「
八

九

―
)

梅

の
花
散

ら
す
春

雨

い
た
く
降

る
旅

に
や
君

が
慶

り
せ

る
ら

む

(同

・
一
九

一
八
)

春

の
野

に

霞

た

な

び
き

咲
く

花

の
か

く
な

る

ま

で
に
逢

は
ぬ

君

か
も

(同

・

一
九

〇

二
)

春
花

の
う

つ
ろ

ふ
ま

で
に
相
見

ね
ば

月
日
数

み

つ
つ
妹
待

つ
ら

む

そ

(巻

十
七

・
大
伴
宿

禰
家

持

二

二
九

八

二
)

石
川

大

夫

、
任

を
遷
さ

れ

て
京
に
上

る
時

に
、

播
磨

の

娘
子

の
贈

る
歌

二
首

(
そ

の

一
)

絶
等

寸

の
山

の
峰

の
上

の
桜
花

咲
か

む
春

へ
は
君

し
偲

は

む

(巻

九

・

一
七

七

六
)

特

に
最
後

に
挙
げ

た
播

磨

の
娘

子

の
歌
は
、

春

の
閨
情

を
色

濃

く
示

し

て
い

る
と
言
え

な

い
だ
ろ
う

か
。

ま
た

、
閨
怨

詩

に
は
、

夫

の
帰

り
を

待
ち

わ
び

て
、
化

粧
直

し
も

せ
ず
鏡

を
取

る
気

に
も
な

れ

な

い

妻

の
様

子

を
描

写
し
た

下
り

が
見
ら

れ
る

(
「涙

容
噴

し
く

飾
ら
ず

、

幽

鏡

復

た
治

め

難

し
。
」

〔涙

容
噴

不

飾

幽
鏡

難

復
治

〕

〔宋

・
劉

礫

・
「代

行

行
重

行
行

」
・
『
玉
毫
新

詠

』
巻

三
〕
、

「君

の
出

で
し
よ

り
、
明

鏡

暗

う

し
て
治

せ
ず
。
」
〔自
君

之

出
 

明
鏡

暗
不
治

〕
〔魏

・
徐
幹

・
「
室
思

―
首

三

章
」
・
同

・
巻

一
〕

他

)
。

播

磨

の
娘

子
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が
贈

っ
た

二
首

の
う

ち
、

一
七
七

七
番

の
方

で
は

、

「
君
な

く

は
な

ぞ
身

装

は
む

く
し

げ
な

る
黄
楊

の
小
櫛

も
取

ら
む

と
も
思

は
ず

」
と

詠

ま
れ

て
お

り
、

こ

の

一
連

の
作

は
や

は
り
閨

怨
詩

に
学

ん
だ

可
能

性

が
高

い
と
考

え

ら
れ

る
。

ま

た
、

一
九

〇

二
番

は
、
先

に
挙
げ

た
陸

機

の

「芳

草

は
久

し
く

已

に

茂

り
、

佳
人

は
寛

に
隔

ら

ず
。
」

の
発
想

と

共

通

し

て
い

る
と

言

え

、

「
春

花

の
う

つ
ろ

ふ
ま

で
に

相

見

ね
ば

…
」

(
三
九

人

二

)

と

詠
ん

だ
家

持

の
歌

の
場
合

、

た
と

え
ば
、

春

の
閨
怨

を
述

べ
た

次

の

よ
う
な

詩

句
と

通

じ
る
趣

で
あ

る
。

…
春
度

る

も
人

婦
ら

ず
、
花

を

望
め

ば

盤

く
葉

と
成

る
。
(春

度

人

不
婦

望
花

蓋

成
葉
)

(梁

・
薫

子
顯

・
「春

閨
思

」
・
『
玉
壷

新
詠

』
巻

十
)

…
故

人

何

ぞ
返

ら
ざ

る
、

春

華

復
た

磨

に
晩

る

る
な

る

べ
し

(故

人
何

不
返

春
華

復
慮

晩
)

(梁

・
柳

揮

・
「江
南

曲

」
・
同

・
巻

五
)

こ
れ

ら

で
は
、

晩
春

に
近
づ

き

、
開

花

し
た
花

が
散

り
落

ち

て
行
く

様

子
を

描
写

す

る

こ
と
に

よ

っ
て
、

夫
が
家

に

戻

っ
て
く

る
は
ず

の

春

が

、
次
第

に

過
ぎ
去

っ
て
行

く

こ
と
を
象

徴

し
強

調
す

る
狙

い
が

あ

っ
た

と
思

わ

れ
る
。

更

に
言

え
ば

、
右

の
よ
う
な

詩

に
見

ら
れ

る
落
花

を
、
あ

る

い
は
、

男

女

の
恋
が

、
最

早

元

の
状

態

に
戻

れ
な

い

こ
と
を
含

意
す

る
も

の

と
捉

え
る

こ
と
も

可
能

で
あ

ろ

う
。

た
と
え

ば
、

留
守

居

の
妻

の
心

境

を
語

っ
た

、
魏

の
徐

幹

の

「室

思

一
首

」

(
二
章

)

は
、

…
君

去

つ
て

臼

に
已

に
遠

し
、

傷

結

人

を

し

て
老

い
し

む

。

じ
ん

い
い
つ

い

か
ん

二

ぽ
し
ゅ
ん

く
さ

ご
と

と
き

た
た

人

生

一
世

の
聞
、

忽

と

し
て
暮

春

の
草

の
若

し
。
時

は

再

び

ー
得

可
か
ら

ず
、

…

(
君
去

日

巳
遠

欝
結

令
人

老

人
生

 
世

聞

忽

若
暮

春
草

時

不
可
再

得
)

(
同

・
巻

こ

と

あ
る
。

暮
春

の
衰

え

る
草

に
讐

え

て
、

夫
と
共

に
過
ご

し
た

日

々

は
二
度

と
巡

っ
て
こ
な

い
と
悲

嘆
す

る
妻

の
姿

が
窺

え

る
。

閨
情

を
表

し
た

以
上

の
よ
う

な
詩

に

お

い
て
は
、
春

の
花

は

二
通

り

の
機
能

を
持

っ
て

い
る
も

の
と
考

え
ら

れ
る
。
大

き
く
分

け

る
と
、

春

の
花

(
ま
た

は
草

)

の
再
生

を
描

写

し
た
場
合

の
機

能
と

、
花

が

衰

え

て
散

り
行

く
様

子
を

描
写

し
た

場
合

の
機
能

で
あ

る
。

春

に
な

っ
て
再

び
開
花

し

た
花

は
、
家

に
帰

ら
ぬ

夫
と

対

比
さ
れ
、

ま

た
、

帰

っ
て
く

る

は
ず

で
あ

る
そ

の
時
期
i

つ
ま

り
、
春

と

い
う
季

節

ー

を
象

徴
す

る
も

の
で
あ

る
。

一
方
、
春

の
花

の
落

花

は
、
夫

が

家

に
戻
ら

な

い
ま
ま
、

春

が
空

し
く

過
ぎ
行

く

こ
と
を

意
味

し
、

ま

た
、

場
合

に
よ

っ
て
、
最

早
男

女

の
恋
が

元

に
戻

る
こ
と
な

く
、

修

い
結

末

を
迎
え

る
象

徴

と
し

て
詠

み
込
ま

れ

る
も

の
で
あ

る
。

『
萬
葉

集
』

の
歌

に

お
い

て
も
、

春

の
落

花
を

、

比
喩
的

に
ま

た

寓
意

的

に
用

い
る
場

合
が

あ

る
。
た

と
え

ば
、
厚

見

王

が
久

米

女
郎

へ
贈

っ
た

一
首

「
や

ど

に
あ

る
桜

の
花

は
今

も

か
も
松

風
速

み

地
に

散

る

ら
む

」

(
巻

八

・

「
四

五
八
)

に
対

し
、
女

郎

は
、

う

つ
ろ

い

や
す

い
そ

の
桜

の
花

に
讐
え

て
、

男

の
心
変

わ

り
を

ほ

の
め

か
す

次

の
歌

を
返

し

て

い
る
。

世
の
中
も
常
に
し
あ
ら
ね
ば
や
ど
に
あ
る
桜
の
花
の
散
れ
る
こ
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う

か

も

(
同

・

一
四

五

九

)

以
上

の
よ
う

に
、
春

の
開
花
、

そ
し

て
春

の
落
花

を
詠

み

込
ん
だ

集

中

の
歌

に
お

い
て
、

中
国

文
学

の
閏
怨

詩

に
見
ら

れ

る
春

の
花

の

扱

い
方

と

共
通

す
る

点
を
確

認
す

る

こ
と
が

で
き
た
。

で
は
、

こ
れ

ま

で
の
春

の
花

に
関

す
る
考

察

に
照
ら

し
合
わ

せ
な

が
ら
、

本
稿

後

半

で
は
、
当

該

歌
に

お
け

る

「久

木
」

の
問

題
に

戻
り
、

再
度
検

討

し
て

み
た

い
と

思
う
。

去

年
咲

き

し
久

木
今
咲

く

い
た
づ

ら
に
地

に

か
落
ち

む

見
る
人

な

し

に

(
一
八

六
三
)

改

め

て
当
該

歌

を

眺
め

て
み

る
と

、

「
去
年

咲

き

し
…
今

咲

く
」

「
い
た

づ

ら

に
地

に

か
落

ち

む
」

「
見
る

人
な

し

に
」

と
、

春

の
到

来

に
伴

い
花
が

再

び
花

開
く
様

子
、

ま
た

、
春

の
花

が
空

し
く
散

り

行

く
様

子
を
描

写
す

る

と

い
う
、
前

節

で
述

べ
た
閨

怨
詩

に
あ

っ
た

よ
う

な
方

法
を

匂
わ

せ

る
語
句

が
、

当
該

歌

の
随
所

に
用

い
ら

れ

て

い
る
こ
と

が

明
ら

か

で
あ
る
。

現

に
、
諸

注
釈

書

の
中

に
は
、
前
年

は
恋

人
と

共

に
花
を

見
た

が
、

今

年

は

そ

の
人
が
居

な

い

の
で
、
花

は
無

駄

に
散

っ
て
行

く

の
で
あ

ろ
う

か
と

、
男

女

の
別
離

を

背
景

に
し

て
詠
ん

だ
歌

と
捉

え

る
説

が

見
ら

れ

る
。

去

年

咲

之

と

い

つ
て

見

人
名

四

二
と

受

け

て

ゐ
る

の
は
、

去

年

愛

人

と

共

に

こ

の
花

を

眺

め

た
事

實

が

あ

つ
た

の

で
あ

ら

う

。

さ

し

て

深
く

は

な

い
が

、

感
傷

的

な

氣

分

が
籠

つ
て
ゐ

る
。

(鴻

巣
盛

廣

『
萬

葉
集

全

繹
』
)

ま

た
、

佐
佐
木

信
綱

氏
は
、

当
該
歌

の
評

釈
に
際

し

て
、

人

に
知

ら

れ
ず

咲

い
て
、

人

に

知

ら
れ

ず

散

つ
て

ゆ
く

久

木

に
封

す

る

愛
惜

の
情

を

の

べ
た

も

の

で
、

別

に
寓

意

が

あ

り

さ

う

に
も
思

は
れ
な

い
。

(『
評
稗
萬

葉
集

』
)

と

―
旦
述

べ
た

上

で
、

或

は
花

そ

の
も

の
は

何

で
も

な

い
が
、

去

年

咲

い
た
時

は
共

に
眺

め

る

人

が
あ

つ
た

の
に
、

今

年

は

そ
れ

が

ゐ

な

い
と

い

ふ
慨
恨

の
情

を

こ
め
た
も

の
か

と
も
想
像

さ

れ
る
。

(同
)

と

い

っ
た
考
察

を
付

け
加
え

て
い
る
。

な
お
、

次

の

「
首

の
よ
う

に
、
集

中

に
当
該
歌

と
酷

似

し
た
歌

が

見

ら
れ

る
。

我

が
や
ど

の
花

橘

は

い
た

づ
ら

に
散

り
か

過
ぐ

ら
む
見

る
人

な

し

に

(巻

十

五

・
中

臣

朝

臣

宅
守

・
三
七

七

九
)

右

は
、
作

者
宅
守

が
越

前
国

に
配
流

さ

れ
た
と

き
、
妻

の
狭

野
弟
上

娘

子
と
贈

答

し
た
歌

の

「
首

で
あ

る
。
妻

と
離

れ
離

れ

に
な

る
こ
と

を

強

い
ら
れ
、

主

で
あ
る
自

分
が
家

に
居
な

い

の
で
、
橘

は
空

し
く

散

っ
て

い
る

こ
と
だ

ろ
う
と

詠

ん

で

い
る
。

こ

こ

で
は
、

「
見
る

人

な

し
に

」

の

「
人
」

と
は
、

宅
守
自

身

を
指
す

の
で
あ

る
。

と
は

言
え
、

右

の
よ
う
な

例

の
み
を
根

拠

に
、

当
該

歌

の

「
人
」

と

い
う

人
物
が

、
作
者

の
恋

人
を

指
す

も

の
と
断

じ
る

こ
と

は
、
無
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論

で
き

な

い
。

男

女

の
恋

愛

と

は
関

係
な

し

に
、

「
い
た
づ

ら

に
」

「
見
る

人
な

し
に
」

な

ど
、
類

似
表

現
が

詠

み
込

ま
れ

て

い
る

歌
も

集

中

に

あ

る

の

で
、

一
概

に
は

言

え
な

い

の
で

あ
る

。

当
該

歌

の

「
人
」

は
、
あ

る
い

は
、
朋

友
を

意
味

す

る
と
も

、
ま

た
、
世

間

一

般

の
人

々
を
意

味
す

る

と
も

受
け

取
れ

る

で
あ
ろ

う
。
実

質
上

「人
」

が
誰

を
意

味
す

る

か
に

つ
い
て
は
、

最

早
今

日

に
至

っ
て
は
、

議
論

し
た

と

こ
ろ

で
答

は
想
像

の
域

を

出
な

い
も

の

で
あ
る
。

し
か

し
、
当

該

歌
に

用

い
ら
れ

て

い
る

発
想

や

、
描

写
方
法

、
表

現
な

ど
を

、
文

学
的

に
考

察

を
試

み

る
と
す

る

の
で
あ

れ
ば

、

当
該

歌
は
、

男
女

の
別
離

を
主

題
と

す

る
、
春

の
閨
怨

詩

の
描

写
方

法
や

発
想

を
、

そ

の
背
景

に
持

っ
て

い
る
と

見
る

こ
と

は
充
分

に
可

能
な

は
ず

で
あ

る
。

し
ゆ
ん
じ
つ

春

日

春

還

り

て

春

節

美
な

り
、

春

日

春

風
過
ぐ

。

春

心

日

日
に
異

な

り
、

春

情

威
虚

に
多

し
。

慮

威

に

春

芳

動

き
、

日
日

に

春

禽

婁

ず
。

春

意

は
春

に

巳
に
繁

り
、

春

人

は
春

に
見

え
ず
。

(中
略

)

春

人
寛

に

何

に
か
在

ら

む
、

春
還
春
節
美

春
日
春
風
過

春
心
日
日
異

春
情
威
庭
多

威
威
春
芳
動

日
日
春
禽
璽

春
意
春
已
繁

春
人
春
不
見

春
人
寛
何
在

空
爽

や
か

な

り

上

春

の
期
。

空

爽
上

春
期

濁

り

春

花

の
落

つ
る
を
念

ひ
、

猫

念
春
花

落

還

た
昔

春

の
時

に
似

た
り
。

還

似
昔

春
時

(
梁

・
元
帝

・
『
藝

文
類

聚
』

「
春
」

)

前

節

に
何

首

か
挙
げ

た
春

の
閨
怨

詩

と
同
様

、
右

の
詩

も
、
旅

先

か

ら

戻
ら
な

い
夫

に
対
す

る
妻

の
怨

み

を
詠

ん
だ
も

の
で
あ
る
。

周

囲

は

以
前

と
変
わ

り
な

く
、
ま

た
春

め

い
て

き
た

に
も
拘

わ
ら
ず

、
夫

の
姿

は
見
ら

れ
ず
、
妻

は
独

り
で
春

花

の
落
花

を
思

い

つ
つ
春

の
日

々
を
過
ご

す

の

で
あ

る
。

春

の
花

を
詠

む
歌

と

し
て
配

列
さ

れ

て

い
る
当

該
歌

に
、

夏

に
開

花

を
遂
げ

る

「
久
木

」
を
詠

み

込
む

こ
と

が
妥
当

で
な

い
こ
と

は
、

先

に
述

べ
た
と

お

り
で
あ

る
。

し
か

し
、

そ
れ
ば

か

り

で
な

く
、

右

の

「春

日
」
も

含

め
て
、

以
上

見

て
き
た

春

の
閨
怨
詩

と
、

趣
や

表

現

方
法

の
上

で
共

通
し

て

い
る
こ
と

を
視

野
に

入
れ

れ
ば
、

夏

に
咲

く

「久
木

」
が

そ

ぐ
わ
な

い
と

い
う

こ
と

は
、
尚

更

は

っ
き

り

し
て

く

る
と
思

う
。

「久
木

」
の
問
題

に

つ
い
て
、
以
前

か

ら
多

く

の
注

釈
書

は
、

「久

木

」

が
別

の
文

字

の
誤

写

で
あ

る

可
能

性

を
指

摘

し

て
き
た

。

「
久

木

」

で
な

い
と

す

れ
ば

、
本

来

ど

の
よ
う
な

花

が
詠

み
込
ま

れ

て

い

た

と
考
え

ら
れ

る

で
あ
ろ
う

か
。

ま

ず

二

つ
の
条

件
を

念
頭

に
置

い

て
考

え

る
必
要

が
あ

る
。

一
つ
は
、
春

の
到

来

に
伴

っ
て

「今

咲
く

」

と

表
現
す

る

に
相
応

し

い
花

で
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
こ
と
、

も
う

一

つ
は

、
そ

の
花

を
表

記

す

る
文

字

が
、

「久

木

」
と

見

間
違

え

ら
れ
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や
す

い
も

の
で
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
こ
と

で
あ

る
。

結

論

か

ら
言

う

と

、

「
久

木
」

の

「
久

」

は
、

「
冬

」

の
字

を

誤

っ
て

写
し

た

も

の

で
は
な

い
か
と

思
わ

れ

る
。

即
ち

、

「
久
木

」

で

な

く
、

本

来

「冬

木

」

(
ふ

ゆ
き

)
だ

っ
た
と
考

え

る

の

で
あ
る
。

去
年
咲
き
し
園

コ咲
く
い
た
づ
ら
に
地
に
か
落
ち
む
見
る
人

な

し
に

「
冬
」
を

「久
」
に

誤

っ
た
と
す

る
説

は
、
既

に
、
賀

茂
眞

淵

の

『
萬

葉

考
』

に
見

ら
れ

る
も

の

で
あ
る
。

考

る
に

久

は
冬

の
字

に

て
集
中

に
冬

木

の
梅

と

も

(巻

十

二
)

に
冬

木

の
上

に
降
雪

と
も

よ

み
し
か
ば

即
冬

隠

せ
し
木

の
ま

ン

に

て
今
春

咲
を

い
ひ
て

こ
も
梅

の
歌
敷

(『
萬

葉
考

』

「巻

七
之
考

」
)

こ

の

「
冬
木

」
誤
字

説

は
、
今

ま

で
ほ

と
ん
ど

顧

み
ら
れ

る

こ
と

が
な

か

っ
た
よ
う

で
あ

る
。

し

か
し
、

少
な

く
と

も
、

先
に
述

べ
た

二

つ
の
条

件

の
う
ち

、

「久

木

」
と

見
間

違

え
ら

れ
や

す

い
字

で
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
と

い
う
条

件

は
、
満

た
す

も

の
と
考

え
ら

れ
る
。

今

日
に
伝

わ

っ
て

い

る
諸
本

に

は
、

「冬

木
」

と

書

い
た

も

の
は

見

ら
れ

な

い
が

、

「
久

」
、

「
冬

」
、

両

者

の
字

形
が

類

似

し

て

い
る

こ

と

を
考

え

れ
ば
、

現
存

す

る

『
萬

葉
集
』

の
資

料
が

書

写
さ
れ

る
以

前

に

(即
ち

、
草

書
体

で
資

料
を

書
写

し
た

と
考

え
ら

れ
る
段

階

に

お

い

て
)
、

「
冬

」

を

「久

」

に
誤

っ
た

可
能

性

は
あ

り

得

る
だ

ろ

う
。で

は
、

も
う

一
つ
の
条
件

に
関

し

て
は
ど

う

で
あ
ろ

う
。

果
た

し

て
、

「
冬
木

」

は
、

春

の
到
来

に
伴

っ
て

「
今
咲

く
」

と

表

現
す

る

に
相

応

し

い
も

の
と

言
え

る
で
あ

ろ
う
か
。
ま
ず

、
集

中

の

「冬
木

」

の
例
及

び
そ

の
用
法

を
見

て
み
よ
う
。

大

伴

宿
禰
家

持

の
雪
梅

の
歌

一
首

け

ふ

き
ほ

わ

惨

今

日
降

り
し
雪

に
競

ひ

て
我

が
や
ど

の
冬

木

の
梅

は

(冬

木
梅

者
)

花
咲

き

に
け
り

(
巻
八

・
冬
雑

歌

・

一
六
四

九
)

巨
勢
朝
臣
宿
奈
麻
呂
の
雪
の
歌

一
首

わ

降

う
へ

我

が
や
ど

の
冬

木

の
上

に

(冬

木

乃
上
ホ
)

降

る
雪
を

梅

の
花

か
と
う
ち

見

つ
る
か
も

(同

・

一
六
四

五
)

前

者

は
、
春

を
間

近
に

し
て
、
越

冬
し

て

い
た

梅

の
木
が

、
雪

に

負

け
ま

い
と

早
く
も
花

開

い
た

こ
と
を
詠

ん
だ

 
首

で
あ

る
。

後
者

の
場
合

も
、
同

じ
く
、

枯
れ

木

の
状

態

で
越

冬

し
た
梅

の
木

を
表

現

す

る
た

め

に
、

「冬

木
」

を

詠

み
込

ん
だ
も

の
で
あ

る
。

た

だ
、

こ

こ
で
は
、

実
際

に
そ

の
梅

の
木
が
花

を
咲

か

せ
た

の
で

は
な

く
、

枝

に
降

り
落

ち
た

雪
を
、

梅

の
花
と

見
間
違

え

て
し

ま

っ
た

と
詠

ん

で

い
る
。

こ

の
よ

う
な

例
が
存

在
す

る

こ
と
を
考

え

れ
ば
、

眞
淵

の
解

説

に
も
あ

る
よ

う
に
、

当
該

歌
に

お

い
て
、
春

の
到
来

に
伴

っ
て
そ

れ

ま

で
越

冬

し
て

い
た
梅

の
木
が

開
花

し
た

の
を

、
「冬
木

今

咲
く

」

と
詠

ん
だ

と
考

え
る

の
は
、

一
首
を

解
釈

す

る
上

で
何
ら
無

理

は
な

い
と
思
う

。

『
萬
葉

集
』
に

見
ら
れ

る

「冬
木

」
の
例

は
右

の
二
首

に
留

ま

る
。

そ

の
ほ

か
、
上

代

の
例

と

し
て
は
、

大
雀

の
命

(仁
徳

天
皇
)

の
御

刀
を
目

に
し
、
吉

野

の
国
栖

が
歌

っ
た

「
品
陀

の

日

の
御

子

大

雀
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お
ほ
さ
ざ
き

は

た

ち

も
と

す
ゑ

ふ

陰

-

大

雀

侃
か

せ
る
太

刀

本

つ
る
き

末

振

ゆ

冬

木

(
布
由

紀
)

の

素
幹

が

下
木

の

さ
や

さ
や

」

(
『
古
事

記
』
)
が

挙
げ

ら
れ

る
。

と

こ
ろ

で
、

眞
淵

は
、
当

該
歌

に
関
し

て

「冬

木
」

の
二
字

を
、

「
ウ

メ

ハ
」
と

訓
ま

せ

て

い
る

(
「
去
年

咲

之
冬

木
今

開

」
)
。

し

か

し
、

『
古
事

記
』

の
歌

謡

に

「布

由
紀

」
と

あ

る
と

こ
ろ
か

ら
、

「
ふ

ゆ
き

」

の
訓
が
実

際

に
用

い
ら
れ

て
い
た

こ
と
が

確
認

さ
れ

得
る
。

な

お
そ

の
上

、

「春

」
や

「時

」

に

掛

か
る

「ふ

ゆ
こ

も

り
」

と

い

う

枕

詞

を

、

「冬

木

成
」

と

表

記
し

た
例

は

『
萬

葉
集

』

に

四
例

見

ら

れ

る
も

の

の
、
和
歌

に
お

い
て

「冬

木
」

の
二
文
字

に
対

し
、
「
う

め
」
と

訓
ま

せ

て

い
る

例

は
管

見

の
限

り
、
見
当
た

ら
な

い
。
尤
も

、

先

に
挙
げ

た
集

中

の

二
例

(
「冬

木

梅
者

」
「
冬
木

乃
上
ホ

」
〉
で
は

、

仮

に

「
う

め
」

と

訓
ま

せ

た
場

合

、
共

に
、

「
梅

」
と

い
う
言

葉
が

既

に
用

い
ら
れ

て
い
る

た
め
重

複
す

る
。

ま

た

そ
の
上
、

言
う

ま

で

も
な

く
、
字

足
ら
ず

に
も

な

る
。
こ

の
よ
う

に
考
え

る
と

、
敢

え

て
、

当
該

歌

の
み

に
お

い

て
、

「
冬

木
」

を

「
う

め
は

」
と

訓

ま

せ
る

必

然

性

は
な

く
、

文
字

通
り

「
ふ
ゆ
き

」
と

訓

ん

で
差

し
支

え
な

い
と

思
う
。

た

だ

し
、

こ

の
よ
う

に
、

問

題

の

二
文

字
を

「冬

木
」

の
誤

写
と

し
た

場
合

、
解
釈

の
上

で
は
、

梅

の
木
を

意
味

し

て

い
る
可
能

性
は

高

い
と
考

え
ら

れ
る
。

当
該

歌

が
配

列
さ

れ

て

い
る

「詠
花

」

歌
群

で
は

、

「
梅

」
と

「
桜
」

を
詠

み
込

ん

だ
歌

が

圧
倒

的

に
多

い
。

契

沖

は

、
当

該

歌

の

「
去

年
咲

き

し

久
木

今
咲

く

」

に

つ
い
て
、

「
久

し
き

の
木

の
心

な
り

」

と

し
な

が

ら
、

「第

十

二
梅

櫻

ヲ

ヨ
メ
ル
中

二
、

去
年
咲

シ
久

木
今
サ

ク
徒

ニ
ツ
チ

ニ
ヤ
オ

チ
ム

見

ル
人

ナ

シ

ニ

ト
云

寄

ノ

ハ
サ

マ
レ
タ

ル

ハ
、
梅
櫻

ノ
内

ヲ

ヨ
メ
リ

ト
見

ユ
。
〔≡

」

と
も

説

い
て

い
る
。

勿

論
、

「
梅
」

が
詠

ま

れ

て

い
る
歌

数

や
、
前

後

の
歌

の
内

容

に
よ

っ
て
、
梅

の
木

を
指

し

て

い
る
と

断
定

す

る
わ

け

に
は
行

か
な

い
が

、

「詠

花

」
歌

群

に
見

ら

れ

る
傾

向

や
共

有

点

を

、
視

野

に
収
め

て
お
く

必
要

も
あ

る
。

集
中

の

「
冬
木
」
の
用
例

は
少

な

い
も

の

の
、
先

に
見
た

と

お
り
、

「冬

木
」

を
用

い
た

}
六
四
九

と

一
六

四
五

は
、
晩

冬

に
咲
き

始
め

た
梅

の
木
を
描

写

し
、
も

し
く

は
梅

の
開

花
を

連
想

さ
せ

る
歌

で
あ

っ
た
。

時
代

を
降

る
と
、
冬

の
到
来

に
従

っ
て
、

枝

の
葉
が

落
ち

、

枯

れ
木

と
成

っ
て
し
ま
う

樹
木

を
、
「冬

木

」
と
描

写
す

る
方
法

が
、

次

第

に
多

く
用

い
ら
れ

る
よ
う

に
な

る
。

平
安
中

期

の
女
流

歌

人
、

康

資

王
母
が
詠

ん
だ

次

の
歌

は
そ

の

「
例

で
あ

る
。

さ
う
し
の
ゑ
に
木
ず
ゑ
に
残
り
た
る
紅
葉
に
雪
か
か
り

た
る
を

山

里

の
も

み
ち

過
ぎ

ぬ
る

冬
木

に
は

雪

の
初

花
咲

き

か

へ
て
け

り

(
『
康
資

王

母
集
』
・
七

一
)

し
か

し
、
先

に
見
た

『
萬
葉

集
』
の

「冬
木

」
の
二
首

の
よ
う

に
、

春

の
接

近
も

し
く

は
到
来

に
従

っ
て
、

初

開
花
を

遂
げ

る
梅

を
描

写

し

た
り
、

ま
た

は
降
雪

を

そ
う

し
た

早
梅

の
花

に
見
立

て
た

り
す

る

歌
も

散

見
す
る
。

雪
深
き
氣

の
棚
の
匂
ふ
よ
り
春
の
ち
か
さ
も
し
る
き
頃
か

な
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(『
後

鳥

羽

院
定

家

知

家

入
道

撰

歌

』
・
衣

笠

家

良

・
四
九

)

年
内

鶯

も

ろ
と

も

に

春

待

ち

わ

び

て
さ

き

そ

む

る
冬

木

の
梅

に
う

ぐ

ひ
す

そ
な

く
(『
隣

女

和
歌
集

』
・
冬

・
飛
鳥
井

雅
有

・
=

二
五

二
)

雪
中
早
梅

冬
木
と
も
お
ぼ
え
ぬ
ほ
ど
の
さ
か
り
か
な
雪
に
色
そ
ふ
梅
の

は
つ
花

(『
熱

田
本

日
本

書

紀

紙

背
懐

紙

和

歌
』
・
琳

阿

・
四

「
六

)

い
と

は

や

も

冬

木
な

が

ら

に

さ

く
梅

は
ま

ち

か

き
春

を

い
そ

ぐ

と
や

し

る

(『
前
摂

政
家

歌
合
』
・
侍

従
藤

原
為
季

朝

臣

・
三

二
七
)

落
梅

冬

木

よ

り

咲

き

そ

め

し
梅

は

雪

な
が

ら

お

ち

て

衣

に
匂

ふ

春

風

(
『
通
勝

集

』
・
春

部

・
中

院

通

勝

・
九

七

三
)

早
梅

花

な

し
と

お
も

ひ
は

て
て

し
冬

木

に

も

か

た
え

は
春

の
梅

ひ

ら
く

な
り

(『
芳

雲
集

』
・
冬
部

・
武
者

小
路
実

陰

・
=
=

五
〇
V

雪

の
ふ

り
た

る

日
友

だ

ち

の
許
に

よ
み

て
や

る

わ

が

や

ど

の
冬

木

の
上

に
あ

わ

雪

に

ふ

ら

え

て
さ

け

る
梅

の

花

…

(
『
八
十

浦

之

玉

下
巻

上
』
・
長

田
鶴

夫

・
八

四

七
)

右

の
よ
う

な
、

鎌
倉

か

ら
江

戸
時
代

に

か
け

て

の
歌
か

ら
見

て
も
分

か
る

よ
う

に
、
春

の
到
来

も

し
く

は
接

近

に
伴

っ
て
、

早

々
に
梅

が

花

を

付
け

る
と
詠

む
歌

で
、
そ

の
梅

を

「冬

木
」
と
表

現
す

る

の
は
、

『
萬
葉

集
』
以
後
も

、
後

々
ま

で
好

ま
れ
継

承
さ

れ
た

と
見
ら

れ

る
。

「
冬
木
」

と

い
う
表

現
を

以
上

の
よ
う
な

歌

に
詠

み
込
ん

で

い
る

の
は
、
季
節

の
推

移
、

更

に
は
梅
自

体

の
目
覚

ま
し

い
変
化

を

、
強

調

し
印
象

づ
け

る
た
め

の
、

}
つ
の
工
夫

で
あ

る
と
言

え
よ

う
。

つ

ま

り
、

そ

れ
ま

で
枯
れ

木

で
あ

っ
た

梅
を

「
冬
木

」
と

い
う
表

現

を

用

い
る

こ
と
に

よ

っ
て
、
逆

に
、

そ
れ
と

は
対
照

的
な

春
め

い
た

梅

の
様

子
を
、

「
層

際
立

た

せ
る
効
果

が
あ

る
わ

け

で
あ

る
。

ま
た

、

そ

の
よ
う

に

「冬

木
」

を
用

い
る

こ
と
に
よ

り
、

間
接
的

に

と

は
言

え

、
季

節

の
推

移

に
対

す
る
作

者

の
自
覚
も

、

同
時
に

読
者

に
伝

え

る

こ
と
が

で
き

る

の
で
は
な

い
か
。
『
連

歌
諸
躰

秘
伝

抄
』

に
、

「
山

と

な

る
と

い
ふ

に
塵

つ
も
る
、

春

に
な

る
と

い
ふ
に
冬

木

の
梅
な

ど

と

付

候

は
ば

、
躰
を

と
り

出

す

付

や
う

に
な

り
候

べ
く
候

。
=

――)」
と

あ

る
記

述
も
興

味

深

い
。

こ

の
よ
う

に
考

察
し

て
み
る

と
、

春

に
初

開
花

を
遂
げ

る
花

と

し
て

は
、
縁
遠

い

「
久
木

」
を

詠

み
込

む

よ

り
は
、
や

は

り

「冬

木
」

を
詠

み
込

む
可
能

性

の
方
が

、
遙

か

に
高

い
と

い
う

こ
と
が

明
ら

か

で
あ

ろ
う
。

花

を
詠

ん
だ

例

で
は
な

い
が

、
当
該

歌

が
配

列
さ
れ

て
い
る

同
じ

巻

十

の
春

の
雑

歌

に
、

「
霜
枯

れ

の
冬

の
椀

」
と

表

現

し
た

歌

が
見

ら

れ

る
。

霜
枯

れ

の

冬

柳

者

見

る

人

の

綬

に
す

べ
く
萌

え

に

け

る
か

も

(
一
八
四

六
)
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そ

れ
ま

で
越

冬

し
て

い
た
柳

が
、

春

の
訪
れ

に
従

っ
て
、
新

芽
を

出

し

た

実
感

を

表

し
た

一
首

で
あ

る
。

こ

の
場

合
も

、

「
霜
枯

れ

の
冬

の
柳

レ
と
描

写

し
て

い
る

の
は
、

や

は
り
季
節

の
推
移

と
、

そ
れ
ま

で
と

は

打

っ
て
変

わ

っ
て
春

ら

し
く

芽

を
吹

き

出

し

た
柳

の
様

子

を

、
意

識
さ

せ

る
た

め

の
も

の
と

考
え

ら

れ
る
。

先

に
挙
げ

た

「
雪

深

き
冬

木

の
梅

の
匂

ふ
よ

り
…
」

の
作
者

で
も
あ

る
衣

笠
家
良

の
詠

「春

か
ぜ

の
こ

ほ
り
ふ

き
と

く
川

ぎ

し

の
冬

木

の
や
な

ぎ

い
ろ
づ

き

に

け

り
」

(『
新

撰
和

歌

六
帖

』
・
は
る

の
か

ぜ

・
三

四

六
)

の

「
冬

木

の
や
な

ぎ

」

に
も
、

同

じ
機
能

が

託
さ

れ
て

い
る
と

言
え

よ
う
。

な

お
、
春

の
到

来

も
し

く
は
接

近

を
描

写
し

た
歌

に
お

い

て
、

と

り

わ
け
梅

の
開
花

を
描

く

の
は
、

梅

を
、
春

咲
く

花

の
中

で
は
最

も

早
く
―

時
に
は
、
ま
だ
雪
に
見
舞
わ
れ
る
冬
の
内
に
も
1

咲
き

始

め

る
花

と

す

る
、
萬

葉

の
頃
か

ら

見
ら

れ
る
描

写
方

法
と

関
係

し

て

い
る
と
思

わ
れ

る
。

は
る

ひ

春
さ

れ
ば

ま

つ
咲

く
や

ど

の
梅

の
花

ひ
と
り

見

つ
つ
や

春

日
暮

ら

さ

む

(巻

五

・
山

上
憶
良

・
八

一
八

)

県

犬
養

娘

子
、
梅

に
寄

せ

て
思

ひ
を

発
す
歌

一
首

今

の
ご

と
心

を
常

に
思

へ
ら

ば
ま

つ
咲

く
花

の
地

に
落

ち
め

や

も

(巻

八

・
冬
雑

歌

・

一
六
五
三

)

し

=

あ
わ
ゆ
き

ふ
ふ

十

二

月
に

は
沫
雪

降
る

と
知

ら
ね

か
も

梅

の
花
咲

く
含

め
ら

ず

し
て

(
同

・
紀

少
鹿

女
郎

・
同

・
一
六

四
八
)

雪

見

れ
ば

い
ま

だ
冬

な

り

し

か
す

が
に

春

霞

立

ち

梅

は
散

り

つ
つ

(巻

十

・
春

雑

歌

・
「詠
花

」
・

一
八
六

二
)

梅
が

殊
更

に
早
く

咲
く
と

い
う

発
想

は
、
諸

家

の
指
摘

の
と

お
り
、

そ

も

そ
も
漢
詩

に
学

ん
だ
も

の
と
考

え

ら
れ

る
。

た
と

え
ば
、

山
上

憶

良
及

び
県
犬

養
娘

子

の
歌

で
、

梅

を

「ま

つ
咲

く
」
花

と
表

現

し

て

い
る

の
は
、

梁

の
簡
文
帝

の

「採
桑

」

に
見

ら
れ

る

「先

づ
獲
く

院

邊

の
梅

」

(
先
獲

院
邊

梅
)

(『
藝

文
類

聚
』

「
桑
」
)

な

ど

に
拠

っ

た
も

の
と
思

わ
れ

る
。

「梅

花
特

に
早

く
、

偏

に
能
く
春

を
識

る
」

(梅
花

特

早

偏
能
識

春
)

(同

・
「梅
花

賦

」
・
同

・
「梅

」
)
や
、
「春

を
迎

へ

故

に
早

に
獲
き
、

濁

自
り
寒

き

に

疑

は
ず

」

(迎
春

故

早

爽

凋
自

不
疑
寒

)

(
陳

・
謝

婁

・
「
早
梅

」
・
同

)

に
も
、

同

じ
趣

向
が
窺

え

る
。

ま

た
、
冬

の
十

二
月

の
内

に
、

梅
が

既

に
咲

い
た
と

詠

ん

だ
紀

少
鹿

女
郎

の
歌

な
ど

は
、
陪

の
江
総

が
詠

じ
た

「
梅
花
落

」

の
冒

頭
部

「
臓
月

正

月

早

に
春

に

驚

き
、

衆

花

未
だ

獲

か
ず

し

て
梅
花

新
た

な
り

。
」
(騰

月

正
月
早

驚
春

衆
花

未
號

梅
花

新
)
(『
藝

文
類

聚
』

「
梅
」
)

と
共

通
す

る
と

こ
ろ
が

あ

る
。

こ

こ
に
見

る

「臓

月
」

と
は
、
陰

暦

十

二
月

の
こ
と

で
、
冬

の
十

二
月

と
も
、

春

の
正

月
と

も
、

分
別
が

付
か

な

い
ほ
ど

早

い
春

の
到

来

に
驚

き
、
他

の
花

が
ま

だ
咲

か
な

い
う
ち

に
、
梅

は

も
う
花

を
付

け
始

め
た

、
と

い
う
。

北

周

の
庚
信

の

「
常

年
臓

月

半
ば

に
し

て
、
已

に
畳

ゆ
梅
花

の

蘭

な

る
を
」

(常
年
臓

月
半

已
畳

梅
花

蘭
)

(
「詠

梅
花

」
・
『
初

學
記
』

「梅

」
)
も

、
似

た
発
想

に
基

づ

い
て

い
る
。

と

こ
ろ
が
、

萬
葉

の
歌

人
が

梅
を

歌

に
詠

み
込

む
際

に
、

中

国

の

文
学

か
ら
学

び
取

っ
た

と
思
わ

れ

る

の
は
、
右

の
よ
う
な
、

梅

が
逸

早
く

花
を

付
け

る
と

い
う
特
質

を
描

写
す

る
方

法

に
限

ら
な

い
。
先
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に
見

た

、

「
梅

に
寄

せ

て
思

ひ
を

発
す

」
と

題

し
た

県
犬

養
娘

子

の

歌

(
一
六
五

三

)

で

は
、

「ま

つ
咲

く
花

」

は
漢

詩

文

に
学

ん
だ

も

の
と
述

べ
た
が

、
そ

れ
以

外

に
も
、

た
と

え
ば
、

恋

の
行
く
末

を
案

ず

る
思

い
を
梅

花

に
託
し

て
詠

ん

で

い
る
の
は
、

六
朝

の
詩

人
が

閨

怨

詩

に
梅

の
落

花

を

詠

み

込
ん

で

い
る

の
と
関

連

が

あ

る

で
あ

ろ

う
。

し
ゅ
ん
じ
や
う
り
う
し
よ
く

よ

て
う
ご
蘇

ち
ゆ
う

い

ー

…
春

情
柳

色

に
寄
せ
、
鳥
語
梅
中

に
出
づ

…

落
花

徒

と

い

な
ん

と

せ
ふ
し
や
う

む
な

に
戸

に

入

り
、

何

ぞ
解

か

む
妾

床

の
空

し
き

を

(
春
情

寄
柳

色

鳥

語
出

梅
中

…

落

花
徒

入

戸

何
解

妾
床

空
)

(
梁

・
薫

子
範

・
「春

望
古
意

」
・
『
藝
文

類

聚
』

「
春
」
)

な

お
、

も
と
も

と
楽

府

の

一
つ
で
あ

っ
た

「
梅
花

落

」
と
題

す

る

曲

が
、
六
朝

以
来

幾

つ
も
作

ら
れ

て
き

た
。
先

に
触

れ
た
江

練

の

「臓

月

正
月

早

に
春

に
驚

き

…
」

も
そ

の

一
例

で
あ

る
。

東
茂

美
氏

は
、

そ
う

し
た

「梅

花

落

」

の
詩

を
例

に

取

り
上
げ

、

「う

た
わ

れ

る

の

は

、
春
恨

を
抱

き
な

が

ら
窓
外

の
梅

樹
を

眺

め
、
楼

台
を

ま
た

園
庭

を

遣
遙

す

る

閨
怨

に

焦

が

れ
る

婦
女

の
姿

で

あ
る

。
(三
ご

と
述

べ

て
い
る
。

こ
う

し
た

「梅

花
落

」
と

い
う

詩

の
枠
を

借

り
、

た

と
え

ば
平

安
時

代

の
日
本

の
詩

人

は
、
次

の
よ

う
な

漢
詩
を

詠

ん

で
い
る
。

鶴

鳴

き

て
梅

院

暖

け

く
、
花

落

り

て

春

風

に
舞

ふ
。

歴
飢

瓢

り

て
地

に
鋪
き

、
俳

徊

腿

り
て
空

に
滞

つ
。

…

傷

離

の
苦

を

験

み
ま

く
欲

せ
ば
、

慮

に
聞

く

べ
し

完

笛

の
中

。

(鵬
鳴
梅
院
暖

花
落
舞
春
風

歴
乱
瓢
鋪
地

俳
徊
麗
滞
空

…

欲
験
傷
離
苦

磨
聞
莞
笛
中
)

(
『
文

華
秀

麗
集
』
・
「梅

花
落

」
・
嵯

峨

天
皇
)

春

風
物
を

吹
き

て
暖

け
く
、

朝
夕
庭

梅
を
蕩

が
す

。
花

は

鮎
く

紅

羅

の

帳

、

香

は

索

る

玉

鏡

の

壷

。

…

未

だ
度

ら

ず

征

人

の

意

、

空

し
く

勢

く

錦
字

を

廻
ら

す

こ
と

に
。

(春

風

吹

物
暖

朝

夕

蕩
庭

梅

花
鮎

紅

羅
帳

香
索

玉
鏡

嘉

…

未
度

征

人
意

空
勢
錦
字

廻
)

(同

・
「奉

和
梅
花

落
」
・
菅

原
清

公
)

更

に
、

梅

の
落
花

ば

か
り

で
な

く
、

梅
が
前

年
と
変

わ

り
な

く
再

び
開
花

を
遂
げ

る
様

子
を
描

い
た

詩
も

見
ら
れ

る
。

梅
を
詠
む

う
め

ふ

二

し
ゆ

き

梅

は
含

む
今

春

の
樹

、

還
た

臨
む

光

日

の
池

。

人

は
前
歳

の
憶

ひ
を
懐

き
、

花

は
故
年

の
枝

に
獲

く
。

詠
梅

梅
含
今
春
樹

還
臨
光
日
池

人
懐
前
歳
憶

花
獲
故
年
枝

(梁

・
元
帝

・
『
藝

文
類

聚
』

「
梅

」
)

無
論

、
右

の

 
首
は

必
ず

し
も
、

閨
怨
詩

の
ご

と
く
男

女

の
間
柄

を

主
題

と

し
た
も

の
と

は
断
言

で
き

な

い
。

し

か
し
、

こ

の
作

品

が
先

に
見

た

「春

日
」

(濁

り

春

花

の
落

つ
る
を

念

ひ
、
還
た
昔

春

の
時

に
似

た

り
。
〉
と

同

じ
作

者

の

手
に
よ

る
も

の
で
あ

る

こ
と

、

ま
た

両
者

の
趣

が
著

し
く
共

通
し

て

い
る

こ
と

を
考
慮

す

れ
ば
、
や

は
り
、

男

女

の
間
柄

が

元
帝

の
脳
裏

に
あ

っ
て
、

右
を

詠

ん
だ

と
見

る

の
が

自

然

で
は
な

か

ろ
う

か
。

以
上

の
よ
う

に
考

察

し

て
み

る
と
、

当
該

歌

に

お

い
て
、

「
去
年
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咲

き

し
」

「今

咲

く
」

「徒

に

」

「
地

に
か

落

ち
む

」
と

表

現
さ

れ

る

対
象

が
、

梅

で
あ

っ
て
、

決

し

て
何

ら

不
思
議

は
な

い
。

む

し
ろ
、

以
上

述

べ

て
き

た
春

の
閨
怨
詩

と

の
関
連

を
考

察
す

る

こ
と

に
よ

っ

て
、

逸

早
く
咲

き

始
め

、
待

ち
に

待

っ
た
春

を
告
げ

る

と

い
う

梅

こ

そ
が

、
当
該

歌

に
詠

み
込

ま

れ
て

し
か

る
べ
き

も

の
で
あ

る

こ
と

が

、

一
層

は

っ
き
り

し

て
く

る
。

梅

の
初

開
花

を

目
に

し
、
長

く
待

ち
望

ん
だ

春

の
到
来

を
、

作
者

は
実

感
す

る
。

し

か
し
、

実
感

す

る
と
同

時

に
、
本

来
な

ら
ば

共

に
見

る
べ
き

人
が

居
な

い
ゆ
え

に
、

梅

の
花

は
空

し
く
散

っ
て

し
ま
う

の
だ

ろ
う

か
と
、

作
者

の
心

境

は
案

じ
る

方

向

へ
と

展
開

す

る
。

そ
う

し
た
梅

を
詠

み
込

む

こ
と
を

可
能

な
ら

し
め

る

の

は
、

当
該

歌

に

あ

っ
て
は
、

「冬

木
」

の

二
文
字

を

さ

し

お

い
て
、

稿

者

に
は

思

い
付

か
な

い
。

む
す
び

眞
淵

が
提

唱

し
た
数

々

の
誤
字

説

は
、

そ

の
全

て
が

、

必
ず

し
も

評
価

を
得

て
き
た

わ
け

で
は
な

い
。
当
該

歌

の
場

合

で
も
、

眞
淵

の

説

は
今
ま

で
ほ
と

ん
ど

顧

み
ら

れ
る

こ
と
が

な

か

っ
た

の
で
あ

る
。

し

か
し
、

当
該

歌

を
、

春

の
閨
怨

詩

の
面

か
ら
考

察
を

試

み
た
と

こ

ろ
、

発
想

、

ま
た
描

写

方
法

の
上

で
も

、
共

通

し
て

い
る

こ
と
が

判

明
し

た
。

春
を

告
げ

る
花

と

し

て
当

該
歌

に
詠

み

込
む

に
、
最

も
相

応

し

い
と

考

え
ら

れ
る

の
は

、
早
春

、
真

っ
先
に

咲
き

始
め

る
梅

で

あ
り

、
そ

の
梅

を

「
冬
木

」

の

二
文

字

で
表

し
た

の
で
は
な

い
か

と

論

じ
た
。

従
来

の
説
に

お

い

て
は
、

「久

木
」

が

夏

に
開

花
す

る

花

で
あ

る

た

め
、
春

の
歌

に
配

列
さ

れ
て

い
る
当
該

歌

に
詠

み
込

む

の
は
疑
問

だ

と
、

し
ば

し
ば
指

摘
さ

れ

て
は
き

た
も

の

の
、

主
と

し

て
、
当
該

歌

の
配

列

の
位

置

の
み
か
ら

、
疑

問
視

さ

れ
て
き

た
節

が
あ

る
よ
う

に
思
う
。
し
か
し
、
本
稿

で
述

べ

て
き
た

考
察

に
大

過
が

な
け

れ
ば
、

当
該

歌

が
春

の
歌

に
配
列
さ

れ

て

い
る
と

い
う
点

ば

か
り

で
な

く
、

中

国

の
春

の
閨

怨
詩

の
発
想

や
描

写
方

法

を
基
盤

に

し

て
い
る
と

い

う
点

も
視

野

に
入
れ

る

こ
と

に

よ

っ
て
、
春

に
相

応

し

い
花

を
要
す

る

こ
と

は
、
尚

一
層
明

ら
か

に
な

っ
て
く
る

。
春

の
花
と

し

て
、
「冬

木

(
の
梅

ご

は
、

歌

の
配

列

に
限

ら
ず

、

春

の
閨

怨
詩

を

背
景

に

持

つ
当
該

歌

の
解

釈

に
ま

で
、
関

与
し

て

い
た
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

去
年
咲
き
し
園

「咲
く
い
た
づ
ら
に
地
に
か
落
ち
む
見
る
人

な

し
に

一
首

に
詠
わ

れ

て
い
る
花

の
、
春

の
花

と

し

て

の
性
質

が

、
作
者

の
意

図

し
た
と

こ
ろ
を

汲

み
取

る
上

で
、
と

り
わ

け
重

要

で
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

(注
〉

※
特

に
断

ら
な

い
限
り
、
本
稿

に
お
け

る
詩
歌

・
物
語

の
引
用
は
、
次

の
も

の
に
よ

っ
た
。
な
お
、
引

用
中

の
傍
線

・
傍
点

・
文
字

囲

い
は

稿
者
に
よ

る
も

の
で
あ

る
。

日
本
古
典
文
学
大
系

(
岩
波
書

店
)
『
古
代
歌
謡
集
』
(昭
和
三
十

二
年
)
、
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『
懐
風
藻

文
華
秀
麗
集

本

朝
文
粋
』

(昭
和
三
十
九
年
)

日
本
古
典
文
学
全
集

(
小
学

館
)
『
萬

葉
集

』
(昭
和

四
十
六
～
五
十
年
)
、

『
新
古
今
和
歌
集
』

(
昭
和
四
十
九
年
)

新

日
本
古
典

文
学

大
系

(岩

波
書
店
)
『
古
今

和
歌
集
』
(
一
九
八
九
年
)
、

『
拾
遺
和
歌
集
』

(
「
九
九
〇
年
)

『
日
本
唱
歌
集
』

(岩
波

文
庫

、

一
九
五
人
年
)

新
編

国
歌
大
観

(角
川
書

店
、

}
九
人
三
～

】
九
九

二
年

)
『
康
資

王

母
集

』
、
『
後
鳥

羽
院
定

家

知
家

入
道

撰

歌
』
、
『
新

撰

和

歌
六

帖
』
、

『
隣
女

和
歌

集

』
、
『
熱

田
本

日
本

書

紀
紙

背
懐

紙

和
歌

』
、
『
前

摂

政

家

歌
合

』
、
『
中
院

通
勝
集

』
、
『
芳

雲
集

』
、
『
八
十
浦

之

玉
』

新

釈
漢
文
大
系

『
玉
台
新
詠
』

(明
治
書
院
、
昭
和
四
十
九
～

五
十
年
)

『
藝

文
類
聚
』

(
上
海

古

籍

出
版

社
、

一
九

八

二
年

)
。
な

お
、
引
用

の
読
み
下
し
は
、
稿
者

に
よ

る
も

の
で
あ

る
。

『
初
學

記
』

へ
中
華

書

局

、

～
九

六

こ
年

)
。

引
用

の
読
み

下
し
は
、

稿
者

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

『
平
家

物
語

(
一
)
』

(講
談
社
学
術

文
庫
、

一
九
七
九
年
)

(
一
)
本
文

・
読

み
下
し
は
、
新

釈
漢
文
大
系

『
日
本
漢
詩
』
・
下

(明

治
書
院
、

昭
和
四
十
七
年
)

に
よ

っ
た
。

(二
)
澤
潟
久
孝

「
「
ひ
さ
き

」
孜
」
、
『
國
語
國
文
研
究
』
第
十
三
号
、

昭
和
三

十
四
年

七
月
。

(
三
)
牧
野
富
太
郎

著

『
原
色
牧
野
植
物
大

圖
鑑

離
弁
花

・
単

子
葉

植
物
編
』

(北
隆
館
、

一
九
九
七
年
)
。

(四
)
『
日
本

の
野
生
植

物

本
文
1
』

(平
凡
社
、

一
九
八
九
年
)..

(五
)
牧

野
富
太

郎
著

『
改
訂
版

原
色
牧

野
植
物
大

圖
鑑

合

弁
花

・
離
弁
花
編
』

(北
隆
館
、

―
九
九

六
年
V
。

(六
)
『
日
本

の
野
生
植
物

本
文
H
』

(平
凡
社
、

一
九
八
九
年
)
。

(七
)
『
日
本
植
物
方
言
集
成
』

(八
坂
書
房
、

二
〇
〇

一
年
)
。

(八
)
右
に
同
じ
。

(九
)
新

日
本
古

典
文
学

大
系

『
古

今
和
歌
集

』

(岩
波

書
店
、

一
九

八
九
年
)
。

(
一
〇
)
大
谷
雅
夫

「
受
容
と
変
容
」
『
新

日
本
古
典
文
学
大
系

月
報
』

九
五
、

二
〇
〇
〇
年
五
月
。

(
一
一
)
『
萬
葉
代

匠
記
』
、
『
契
沖

全
集

第

三
巻
』

(
岩
波
書
店

、
昭

和

四
十
九
年
)
、

「
人
九
頁
。

(
一
二
)
『
中
世

の
文
学

連
歌
論
集

(二
)
』

(三
弥
井
書
店
、

昭
和
五

十
七
年
)
所
収
。

(
=
二
)

「園
梅

の
景
i

梅
花
宴
歌

と
梅
花

落
」
、
『
古
代

文
学
』
、
古

代
文
学
会
、

一
九
八
三
年
三
月
、

六
六
頁
。

(
か
わ
か
み

し
き

こ

・
本
学
学
術
情

報
メ
デ

ィ
ア
セ

ン
タ
ー
助
手
)
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