
「
風

の

声

」

の

表

現

i

和
歌
に
お
け
る

「お
と
」
「
こ
ゑ
」
試
論
ー

小

山

順

子

一

「
こ
ゑ

」

と

「
お

と

」

の
意

味

の
違

い
は

、

現

代

で

は
お

お

よ

そ

、

「
こ
ゑ

」

が

生

物

の
発

声

器

官

か

ら

発

せ

ら

れ

る

鳴

き

声

、

人

声

を

意

味

し

、

「
お

と

」

と

は

そ

れ

を
含

ま
な

い
広

い
意

味

で

の
音

声

を

指

す

語

と

し

て
考

え
ら

れ

て

い
る
。

し

か

し

、

古

典

に

お

い

て

は

、

「
こ

ゑ

」

は

現

代

よ

り

も

更

に

広

い

用

い
ら

れ

方

を

し

て

お

り
、

一
つ
の
主

体

が

発

す

る

同

じ
音

声

に

対

し

て

「
お
と

」

「
こ

ゑ

」

両

方

が

用

い
ら

れ

る

場

合

が

少

な

く

な

い
。

し

か

し
、

『
万
葉

集

』

の
時

代

に

は

、

「
お
と

」

「
こ

ゑ

」

は

、

現

代

と

同

様

に

「
お

と
ー

非

生

物

」

「
こ
ゑ

t

生

物

」
の
使

い
分

け

が

な

さ

れ

て

い
た
。
そ
れ

が

平

安

時

代

に

入
り

、

「
こ

ゑ
」

で
表

す

物

音

の
範

囲
が

拡

大

し

て

い
く

の
で
あ

る

。

も

と
も

と

は

「
お

と

」

と

し

て

表
さ

れ

て

い
た

も

の
が
、

や

が

て

「
こ
ゑ

」

と

も

表

現

さ

れ

る

こ
と

が

あ

る
。

そ

れ

は

ど

の
よ
う

な

過

程

を

た
ど

る

の
か

、

そ

し

て
、

そ

の
表

現

は
ど

の
よ

う

に

し

て
歌

語
と

し

て
定
着

し

て

ゆ
く

の
で
あ

ろ
う

か
。

『
万
葉

集

』

か
ら

「
声

」

の
文

字

が

、

非

生
物

に
用

い
ら

れ

て

い
る

例

は

あ

る
。

そ

の
中

で

〈
風

の
音

〉

が

「声

」

の
文

字

で

表

記

さ

れ

て

い
る
歌

を

掲

出

す

る
。

春

風

之

聲

』小
四

出

名

者

有

去

而

不

レ
有

レ
今

友

君

之
随

意

(巻

四

刈
O
O
)

一

松

幾

代

可
歴

流

吹

風

乃

聲

之

清

者

年

深
香

聞

(巻

六

δ
お

)

こ

の

二
首

は

「声

」

の
文

字

を

「
お
と

」

と

訓

読

す

る

と

い
う

考

え

方

が

通

説

と
な

っ
て

い
る
。

そ

の

理
由

と

し

て
、

}
つ
は
、

一
字

一
音

表

記

の
例

で

、

「
可

是

能

等

能

登

抱

吉

和

伎

母
賀

吉

西

斯

伎

奴

多

母

登

乃

久

太

利

麻

欲

比

伎

ホ

家

利

」

(
巻

十

四
ω
ホ

ω
)
、

「
和

我

屋
度

能

伊

佐

左

村

竹

布

久

風

能

於

等

能

可
蘇

氣

伎

許

能

由

布

敷

可

母

」

(
巻

十

九
誌

り
一
)

と
、

風

の

音

は
全

て

「
お

と
」

と

し

て
表

記

さ

れ

て

こ
と

が

あ

げ

ら

れ

る
。
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ま

た

先

述

の
よ

う

に

、

『
万

葉

集

』

に

お

い

て
は

、

生

物

の
立

て

る
音

(
鳴

き

声

、

人

声

)

に

「
こ
ゑ

」
、

非

生

物

の
立

て

る
音

に

「
お

と

」

の
語

を
用

い

る
原

則

が

あ

る

か
ら

で
あ

る
。

し

か

し

、
表

記

に

限

っ
て
言

え

ば

、

謬
O

番

歌

と

一
〇
お

番

歌

に
は

「
声

」

の
文
字

が
使

わ

れ

て

い
る

。

な
ぜ

こ

こ

で

「
声

」

の

文

字

が

用

い
ら

れ

た

の

か
と

い
う

理

由

を
考

え

る
と

、

こ

の
表
記

の
基

底

に

は

、

「
風

声

」

の
詩

語

が

あ

る

こ
と

が

推

測

で
き

る
。

「
風

声

」

は

、

漢

詩

文

に

お

い

て
無

数

に

そ

の
例

を

見
出

す

こ

と

が

で
き

る

、

一
般
的

な

語

で
あ

る
。

澤

潟

久
孝

氏

は

『
萬

葉
集

注

繹

』

に

お

い

て

「
『
風

聲

』

『
水

聲

』

と

い

ふ
漢

語

が

あ

る

か

ら

カ
ゼ

ノ

コ

ヱ
、

ミ
ヅ

ノ

コ

ヱ
と

云

つ
た

と
考

へ
る

の

は
誤

で
あ

る

」

と

注

し

て

い

る
が

、

表

記

に
関

す

る

限

り

で

は
、

や

は

り

詩

語

か

ら

獲

得

し

た

も

の
と

考

え

ら

れ

る

の

で
あ

る

。

「
聲

」

の
字

は
、

『
類

聚

名

義

抄

』

に

よ

る

と

、

「
オ

ト

」

「
コ

ヱ
」

両

方

の
訓

が

あ

る

。

し

か

し

、

「
お

と

」

「
こ

ゑ

」

の

語

に

対

す

る

日

本

人

の
意

識

や

理
解

に

よ

っ
て
、

「
こ
ゑ

」

と

訓

読

す

る

こ
と

は

で
き

な

い

の
で

あ

る
。

そ

れ

は
詩

語

の

「
風

声

」

が

、

日
本

人

に
と

っ

て

「
風

の

こ
ゑ

」

と

は

移

し
換

え

る

こ
と

が

で
き

な

か

っ
た

こ
と

を

示

し

て

い
る
。

『
万

葉

集
』

時

代

は
、

風

が
吹

く
音

は

「
お

と

」
と

し

て
表

現

さ

れ

、

生

物

の
発

す

る
音

声

だ

け

が

「
こ
ゑ

」

と

表
さ

れ
た

。

し

か
し

、

平

安

時

代

に

は

い

る

と
、

そ
れ

が

「
こ
ゑ

」

と

し

て
表

現

さ

れ

始

め

る
。

そ

れ

で

は
、

「
お

と

」

と

し

て

し

か

表

さ

れ

な

か

っ
た

も

の
が
、

何
故

「
こ
ゑ

」

と

し

て

も
表

さ

れ

る
よ

う

に

な

っ

た

の

か
。

『
岩

波

古

語

辞
典

』

は

、

[
般

的

な

物

音

を

「
こ

ゑ

」

と
表

す
例

に

対

し

て
、

「漢

宇

『
声

』

の
用

法

に
引

か

れ

た

も

の

を

い
う

」

と

説

明

し

て

い

る
。

『
万
葉

集

』

で

は
詩

語

「
風

声

」

か

ら

の
影

響

は

、

表

記

の
上

に

お

い
て

の

み

で
あ

っ
た

。

そ

れ

が

時
代

が

下

る

に

従

っ
て
、

し
だ

い
に

表

現

の
中

に
も

入

っ
て
き

た

こ
と

が

、

「
こ
ゑ

」

と

表

さ

れ

る

主

体

の
増

加

に

関
わ

っ
て

い
る

の
で

は
な

か
ろ

う

か
。

本

稿

で

は
、

「
風

の

こ
ゑ

」

を

例

と

し

て
、

こ

の

「
お

と

」

と

「
こ

ゑ
」

の
問

題

に

つ
い

て
考

察

し

た

い
。

素

材

と

し

て

の

〈
風

の
音

〉

を

和

歌

に
取

り

入

れ

る

経

緯

に

つ

い

て

は

、

神

谷

か

を

る

氏

と

三
木

雅

博

氏

に
詳

し

い
論

が

あ

る
。
神

谷

氏

と

三

木

氏

は
、

〈
風

の
音

〉

が

和

歌

に
詠

ま

れ

る
よ

う

に

な

っ
た

背

景

に
、

漢

詩

文

の
影

響

が
あ

る

こ
と

を

論

じ

ら
れ

た

。

本

稿

は

両

氏

の

研
究

に

導

か

れ

、

〈
風

の
音

〉

が

「
こ
ゑ

」

と

表

現

さ

れ

る
際

に
も

漢

詩

文

の
影

響

が
あ

る

の
か

、

ま

た

「
風

の

こ
ゑ

」

が

和

歌

の
表

現

の

上

で
、

歌

語

と

し

て
定

着

に

至

る

ま

で

の
過

程

を

検

討

し

た

い
。

そ

の
検

討

を

通

し

て
、

和

歌

に

お

け

る

「
お

と

」

と

「
こ

ゑ

」

の

問

題

を
考

察

す

る

こ
と

を

目
的

と

す

る
。

ま

ず

、

八

代

集

に

お

い
て

、

〈
風

の
音

〉

を

「
お
と

」
と

表

し

66



た

歌

と

、

「
こ
ゑ

」

と

表

し

た

歌

の
、

そ
れ

ぞ

れ

の

用

例
数

を
あ

げ

る
。

な

お
、

本

稿

の
目

的

は
歌

語

と

し

て

の

「
風

の

こ
ゑ

」

を

検

討

す

る

こ
と

に
あ

る

の
で
、

「
お

と
」

「
こ

ゑ
」
を

用

い
ず

、

「
聞

く

」

な

ど

他

の

語
を

用

い
た

例

は
、

こ

こ

で
は
除

い
た

。

ま

た

、

「
音

羽

山

」

の

〕
部

に

掛

詞
と

し

て
詠

み

込

ま

れ

て

い

る
と

見

ら

れ

る

例

と

、

語
源

か

ら

考

え

て
音

を

詠

ん

で

い
る

と
考

え

ら

れ

る

「
お

と

つ

れ
」

は
、

注

記

し

て

そ

の
数

に
含

め
た

。

古
今
集

後
撰
集

拾
遺
集

後
拾
遺
集

金
葉
集

詞
花
集

千
載
集

新
古
今
集

風

の

お
と

四
例

六
例

五
例

八
例

五
例

一
例

十
四
例

二
十
例

風

の
こ
ゑ

七 な な な 一 一 一 一

例 し し し 例 例 例 例

※

「音
羽

山
」

一
例

※

「音
羽

山
」

―
例

※

「
お
と
つ
れ
」

一
例

但

し

、

「
風

の

こ
ゑ

」

に

お
け

る

『
古

今

集

』

遺

集

』

の

一
例

は

重

複

し

て

い

る
。

そ

れ

ゆ

え

、

ら

『
後

拾

遺

集

』

ま

で

の

「
風

の

こ
ゑ

」

の
用

例

は
、

首
と

い
う

こ
と

に

な

る
。

※

「
お
と
つ
れ
」
二
例

※

「
お
と
つ

れ
」
二
例

、

「
音
羽
山
」

}
例

の

一
例

と

『
拾

『
古
今

集

』

か

実

質

は

三

ま
ず

、

そ

の
三
首

の
例

を
検

討

す

る
。

内

侍

の
か

み

の
右

大

将

ふ
ち

は

ら

の
朝

臣

の

四
十

賀

し

け

る

時

に
、

四
季

の
ゑ

か
け

る
う

し

ろ

の
屏

風

に

か

き

け

る

う

た
、

秋

住

の
江

の
松

を

秋
風

吹

く

か

ら

に

ご
ゑ

う

ち

そ

ふ

る
お

き

つ

白
浪

(
『
古
今

集

』
賀

ま

O
)

『
拾

遺

集
』

で

は

雑
秋

=
喬

番

に

「
右

大

将
定

国

家

の
屏

風

に

」

の
詞

書

で
、

躬

恒

の
歌

と

し

て
収

め

ら

れ

て

い

る
。

『
躬

恒

集

』

に

も

入

る
歌

で
あ

る

の
で
、

躬

恒
作

と

考

え

ら

れ

る
。

こ

の

歌

は
、

「
沖

つ
白

浪

」

が

「
こ
ゑ

う

ち

そ

ふ

る
」

の

で
、

秋

風

に

吹

か

れ

た

松

の

「
こ
ゑ

」

に
、

白

浪

の

「
こ
ゑ

」

が

加

わ

り
、

更

に

「
こ
ゑ

」
が

高

く

な

っ
た
と

い
う

情
景

を

詠

ん

で

い

る
。

こ

こ

で
、

「
お

と

」

で

は
な

く

、

「
こ
ゑ

」

の

語

が

用

い

ら

れ

て

い

る

の
は

何

故

で
あ

ろ

う

か
。

ま
ず

、

題

材

の
上

で
、

「
松

」

と

「
波

」

は

、

漢
詩

に
お

い
て

対
句

で
用

い
ら

れ

て

い
る
例

も

多

い
。

更

に
は

、

吾

家

嶺

外
枕

二
江

干

一
、
浪

響

松

声

日

夜
寒

(『
本

朝

文
粋

』

雑

詩

8
°。
紀

長
谷

雄

「
山

家

秋

歌
越
調
〕
)

の
よ

う

に

、

〈
波

の
音

〉

と

〈
松

の
音

〉

が

並

ん

で
、

秋

の
涼

し

さ

を
感

じ
さ

せ

る

題

材

と

し

て
用

い
ら

れ

て

い

る
も

の
も

あ

り
、

二

つ
と
も

漢

詩

的

な

題
材

で
あ

る
と

見
な

し
う

る
。

ま

た

、
新

日

本

古
典

文
学

大

系

『
古
今

和

歌

集

』

が
指

摘

し

て

い

る
よ

う

に
、

背

景

に

「
松

声

」

「
波

声

」

の
詩

語
が

あ

る

と

推

測

で
き

る
。

「松
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声

」

は

風

に
吹

か

れ

た

松

が

立

て

る
音

を

意

味

し
、

「
不
・
見

二
其

底

一
、
虚

聞

二
松

声

こ

(『
文

選

』
巻

十
九

宋

玉

「高

唐

賦

」
)
、

「
松

声

入

二
夜

琴

こ

(
『
李

嬌

百

二

十
詠

』

風

)

な

ど

、

日
本

に

お

い

て
も

よ

く

知

ら

れ

た
詩

に

見
ら

れ

る

詩

語

で
あ

る
。
ま

た

「
波

声

」

(
も

し

く

は

「
浪

声

」

「
濤

声

」
)

は
、

「
焉

子

聴

二
波

声

一
」

(
北

周

・
縢

王

宇

文

遽

「
至

二
滑
源

一詩

」
)
、

「
濤

声
夜

入

二
伍

員

廟

こ

(
『
白

氏

文

集

』

巻

二

十

一ω
ひ
鼻

「
杭

州

春

望

」
)

な

ど

の
例

が

あ

る
。更

に

は

、

「
こ
ゑ

う

ち

そ

ふ

る
」

と

い
う

表

現

が
、

漢

詩

の
影

響

下

に
成

っ
た

も

の
で

あ

る

と
考

え
ら

れ

る

。

何

か

の
物

音

に
、

更

に
別

の
物

音

が

添

加

さ

れ

る
、

と

い
う

表

現

は

、
唐

詩

に
先

縦

が

あ

る
。

特

に

、

松

風

と

関

わ

る
例

を

あ
げ

る
。

閣

影

凌

二
空

壁

―
、

松
声

助

二
乱
泉

「

(
『
全

唐

詩

』

皇

甫
再

「奉

三
和

独

孤
中

丞
遊

二
法

華

寺

こ
)

松

風

添

;
奏

楽

―
、

草
色

助

二
鋪

伸聾

(『
全

唐

詩

』

白

居

易

「会

昌

春

連

・
宴

即

時

」
)

花

助

二
銀

杯
気

一
、

松
添

二
玉

診

声

一

(
『
全

唐

詩

』

白

居

易

「春

池

間

浸

」
)

特

に
、

白

居

易

の

松

風

砕

助

潮

声

急

竹

露
零

添
澗

水

流

(
『
千

載

佳

句
』

草

木

部

・
松

竹

ひ
賦

白

居
易

「
杭

州

景

致

」
)

は
、

松

風

が

波

の
音

に
添

加

さ

れ

る

情

景

を

詠

ん

で

い

る
。

「
住

の
江

の
…

」

は

、

「
お

き

つ
白

浪

」

が

「
こ
ゑ

う

ち

そ

ふ

る
」

の

で
、

主
副

は
逆

で
あ

る
が

、

発

想

は

こ

の
詩

句

に
基

づ

い

て

い
る

可

能

性

が

あ

る
。

と

も

あ

れ
、

「
こ
ゑ

う

ち

そ

ふ

る

」

と

い
う

表

現

は

、
唐

詩

の
影

響

下

に
あ

る
と

考

え

ら

れ

る
。

「
住

の
江

の

…

」

の
歌

は

、

〈
松

風

の
音

V

〈
波

の
音

〉

を

表

す

の
に

「
こ
ゑ

」

の
語

を

用

い

る

こ
と

で
、

漢

詩

的
な

風
韻

を
持

た

せ

る

効

果
が

あ

っ
た

と

見

て

よ

い
だ

ろ

う

。

波

の
音

を
、

松

を

渡

る

秋

風

の
音

に
"

同

調

し

て

い
る

"
と

受

け

と

め

て

「
こ

ゑ
」

の
語

を

用

い
て

い

る
た

め

と

見

る

よ

り

は
、

漢

詩

的

な

素

材

を
詠

み
、
ま

た
表

現

に
お

い

て

も
漢

詩

の
影

響

を
受

け

て

い

る
た

め

に

、

「
こ
ゑ

」

の
語

を
用

い
た

と
推

測

で
き

る

の

で
あ

る
。

次

は
、

『
後
撰

集

』

の
例

で
あ

る
。

風

の
お

と

の
限

と

秋

や

せ

め

つ
ら

ん

ふ
き

く

る
ご

と

に

声

の

わ

び

し

き
(『
後

撰
集

』

秋

下

台

一
よ

み
人

し

ら
ず

、

題

し
ら

ず

)

こ

の
歌

は
、
「
風

」

の
立

て

る
物

音

を

表

す

の
に
、

「
お

と

」
「
こ

ゑ
」

両
方

を

用

い
て

い
る
。

こ

の
歌

で

「
お

と

」

は
、

客

観

的

に

聴

か

れ
た

〈
風

の
音

〉

で
あ

る

。

し

か

し
、

こ

の

「
こ
ゑ

」

が

表

す
意

味

は
、

単

な

る

〈
風

の
音

〉

で
は

な

い
。

新

日
本

古

典

文

学

大

系

『
後

撰

和

歌

集

』

で

は
、

「
せ

め

つ
ら

ん

」

と

は

秋

が

「
責

む

」

と
楽

器

な

ど

の
音

を
高

く

す

る
意

の

「
迫

む

」

の
掛

詞

で
あ

り

、

「
吹

き

来

る

」

を

「
風

が

吹

く

」

と

「
笛

を

吹

く

」

の
掛

詞

と

し

て
解

し

て

い
る
。

こ
れ

は

「
こ
ゑ

」

を

、

単

な

る

「
風

の

こ

ゑ

」

と

し

て

で
は

な

く
、

笛

と

の
連

想

の
も

と

、

笛

の
調

べ
を

意
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味

す

る

「
こ
ゑ

」

と

の
関

連

で

、

「
こ
ゑ

」

の
語

が

用

い
ら

れ

て

い
る

と

い
う

解

釈

で
あ

る
。

ま

た
、

和

泉

古

典
叢

書

『
後

撰

和

歌

集

』

は
、

こ

の

「
こ

ゑ
」

を
、

風

の
擬

人

化

と

し

て
、

「
秋

が

風

を

責

め

た

て
、

風
が

悲

鳴

を

あ
げ

る
さ

ま

」

と

注

し

て

い

る
。

い

ず

れ

の
解

を
採

る

に
せ

よ

、

こ

こ

で

「
こ
ゑ

」

が

用

い
ら

れ

る

の

は

、

楽

器

の
調

べ

を
意

味

す

る

「
こ

ゑ

」
、

も

し

く

は

擬

人

化

表

現

と

し

て

「
こ

ゑ
」

と
表

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

〈
風

の
音

〉

を

「
こ
ゑ

」

を

立

て

る

も

の

と

し

て

と

ら

え

た

上

で

、

「
こ
ゑ

」

と

表

し

て

い

る

の

で
は
な

い
。

次

の

『
後

拾

遺

集

』

の
例

は
、

前

の

二

首

と

は

、

「
こ
ゑ

」

が

表

す

意

味

が

や

や

異

な

る
。

そ

こ

に

、

「
お

と
」

の
語

と

は

区

別

さ

れ

る
意

味

が

含

ま

れ

て

い
る

。

花

山

院

歌
合

せ
さ

せ

た

ま

は

む

と

し

け

る

に
と

ど

ま

り

に
け

れ

ど
、

う

た
を

ば

た

て
ま

つ
り

け

る

に
、

秋

風

を

よ

め

る

を

ぎ

か

ぜ

も

や

や

ふ

き
ま

さ

る

こ
ゑ

す

な

り

あ

は

れ
秋

こ
そ

ふ
か

く

な

る

ら

し

(
『
後
拾

遺

集

』
秋

上

ω
8

藤

原

長

能

)

荻

の
葉

は

『
万
葉

集

』

の
時

代

か

ら

、

「
葦
邊

在

荻

之

葉

左

傍
聾

穂
髪

鳴
熟
.+緊

罵
藤
.礎

一云

欝

雇

馨

肺

所
・聞

今
四
来
霜
」

(巻

十

N
【置
)

と

、

そ

の
葉

を

そ

よ

ぐ
風

の
音

に
、

秋

の

訪

れ

を

感

じ

さ

せ

る

題
材

で

あ

っ
た
。

更

に

は

、

「
荻

の
葉

の
そ

よ

ぐ

お

と

こ

そ
秋

風

の
人

に
し

ら

る

る

始
な

り
け

れ

」

(『
拾

遺

集

』
秋

罵
O
つ
ら

ゆ

き

、
延

喜
御

時

御

屏

風

に

)
な

ど

、

荻

の
葉

風

の
音

が

、
最

初

に
秋

の
訪

れ
を

告

げ

る
も

の
で

あ

る
と

い
う

通
念

が

あ

っ
た
。

そ

れ
ゆ

え

に

、

こ

の
歌

で
も

荻

を

よ

り

一

層

強

く
吹

く
風

の

「
こ
ゑ
」

に
、

秋

の
深
ま

り

を

感

じ

て

い

る

の

で
あ

る
。

但

し

こ

の
歌

は

、

『
長

能

集

』

に
は

「
を

ぎ

風

も

や

や

ふ

き

ま

さ

る

お

と

す

な

り

あ

は

れ

秋

こ

そ

ふ

か

く

な

る

こ

ゑ

」

(
『
長

能

集

』
霜
ひ
風

)

の
形

で

入

っ
て

い
る
。

こ
ち

ら

の
形

で
は

「
お
と

」

と

「
こ
ゑ

」

が

共

に
用

い
ら

れ

て

お
り

、

「
お

と

」

と

「
こ
ゑ

」

の
違

い
が

は

っ
き

り

と

出

て

い

る
。

こ
の
歌

で
は

「
お

と
」

と

は

客

観

的

に
聴

く

物

音

で
あ

り
、

そ
れ

を

歌

人

の
主

観

的

な
把

握

の

も

と

、
「
あ

き

こ
そ

ふ

か

く
な

る
ら

し

」
と

認

識

す

る
物

音

が

「
こ

ゑ

」

で

あ

る
。

こ
う

し

た
、

}
つ
の
物
音

を

「
お
と

」

と
聴

き
、

そ

れ

を
更

に
何

ら

か

の
意

味

を

持

つ

「
こ

ゑ
」

と

し

て
認

識

す

る

と

い
う

同
様

の
表

現

は
、

し

は
す

の
せ
ち

ぶ

の

つ
と

め

て
、
か

ぜ

の
あ

ら

け
れ

ば

、

お
と

ど

そ

ら

み

み
か

け

さ

ふ

く

か
ぜ

の
お

と

き
け

ば

わ

れ

お

も

は

る

る

こ
ゑ

の
す

る

か
な

(『
一
条
摂

政

御

集

』
2
)

に

も

例

が

あ

る
。

こ

の
歌

で

も

『
長

能

集

』

の
歌
と

同

じ
く

、

ま

ず

上

句

で

客
観

的

な

「
風

の
お

と

」
を
聞

き
、
そ

の
風

の
音

を

「
わ

れ

お

も

は

る

る

こ
ゑ

」
、

つ
ま

り

「
春

の
訪

れ
1

私

が

恋

人

か

ら

想

わ

れ

て

い

る
と

い
う

こ
と

を

告

げ

る

」

と

い
う
意

味

を

持

っ

た

「
こ
ゑ

」
と

し

て
聴

い
て

い

る

の

で
あ

る
。

客
観

的

な

物

音

で
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は

な

く

、

主

観
的

な

判

断

や

感

情

が

入

っ
て
、

そ
れ

と

聴

か

れ

る

物

音

が

「
こ

ゑ
」

と
表

さ

れ

る

の
で
あ

る
。

『
後

拾

遺

集
』

に
収

め

ら

れ

る
形

に

お

い

て

も
、

こ

こ

で
用

い

ら

れ

て

い
る

「
こ
ゑ

」
と

は
、
下

句

「
秋

こ
そ
ふ

か

く

な

る

ら

し
」

と

い
う

聴

き

手

の
判
断

が

含

ま

れ

て

い
る

物
音

で
あ

る

。

そ

う

し

た

、

聴

き

手

の
判

断

や
感

情

が

込

め

ら

れ

た

物
音

「
こ
ゑ
」

と

し

て

〈
風

の
音

〉

を

詠

ん

で

い

る

歌

の

例

は

、
『
後

拾

遺

集

』

が

初

出

で

あ

る
と

言
う

こ
と

が

で

き

る
。

以

上

、

『
古

今

集

』

か

ら

『
後

拾

遺

集

』

ま

で

の
勅

撰

集

に

入

っ
た

歌

か

ら

、

風

の
音

を

「
こ
ゑ

」

と

し

て

表
現

し
た

歌

を

検
討

し

た
。

し

か

し

こ

こ

で

注
意

し
た

い

の
は

、

こ
れ

ら

の
例

は

「
風

の

こ
ゑ

」

と

い
う

ま

と

ま

っ
た
詞

と

し

て
は

用

い

ら

れ

て

い
な

い

こ
と

で
あ

る
。

「
風

の

こ
ゑ

」

と

続

く

歌

は
、

平

安

期

を
通

じ

て

十

四

首

と

多

く
な

い
。

「
風

の

お
と

」

が

二

百
首

近
く

例

が

見

ら

れ

る

の
と

比

べ

る

と

そ

の
差

は
歴

然

と

し

て

い
る
。

ま

た

「
風

の

こ
ゑ

」

の

い
ず

れ

の
例

も
、

私
家

集

も

し
く

は

歌
合

に

見
ら

れ

る

の
み

で
、

平

安
期

の
勅

撰

集

の

み

で
は

な

く

私
撰

集

に
も

採

ら

れ

て

い
な

い

こ
と

も
、

当

時

は

そ
れ

ら

の
歌

が

秀

歌

と
認

め
ら

れ

て

い
な

か

っ
た

こ

と

を

示
唆

し

て

い

る
。

但

し

、

後

の
撰

集

に

は

選

ば

れ

て

い
る

歌

も

あ

り
、

そ
れ

に

つ

い

て
は

後
述

す

る

。

〈
風

の
音

〉

を

詠

ん

だ

歌

は
、

『
千

載

集

』

に

お

い
て

飛

躍

的

に
増

加

し

て

い

る
。
ま

た

、
藤

原
清

輔

の

『
和

歌

初

学

抄
』
に

は
、

「
風

フ
ク

ス
寸

シ

オ

ト

ワ
タ

ル

メ

一て
ミ
エ
ズ

サ

ユ

サ

ム

シ

」

(秀

句

)
、

「
お

と

す

る
事

に
は

カ

ゼ

ナ

ミ

山

ピ

コ

ク

ヒ
ナ

コ
ノ

ハ

ヲ
ギ

サ

ハ
ミ
ヅ

タ
ギ

ツ
セ

カ

ヂ

ア
メ

ア

ラ

レ
」

(
喩

来

物

)

と

あ

り

、

こ
の
時

代

で

は

既

に
、

和

歌

の
素

材

と

し

て
、

ま

た

「
風

」
と

「
お

と

」

が

縁

語

と

し

て

認
め

ら

れ

て

い

た

こ
と

を

示

し

て

い

る
。

し

か
し

、

そ

れ

を

「
こ

ゑ
」

と

表

現

す

る

こ
と

も

同

時

に

増

え

た

か
と

い
う

と

、

そ

う

で
は

な

い
。

『
千

載

集

』

に

お

い

て

は
、

一
例

も

見

出
す

こ
と

が

で

き

な

い

の

で
あ

る
。

『
千

載

集

』

前

後

に
成

立

し

た

私

撰
集

に

お

い

て

も

、

『
後

葉

集

』

な

し

(
「
風

の

お

と

」

二
例

)
、

『
続

詞

花

集

』

一
例

(
同

十

例

、

う

ち

「
お

と

な

ふ

」

一
例

)
、

『
月

詣
集

』

一
例

(
同

五

例
、

う

ち

「
お

と

つ

れ

」

二

例
)

と

い

う
結

果

で
あ

る
。

ま

た
、

『
千

載

集

』

時

代

の
用

例

を

瞥

見

し

て
も

、

「
風

の
こ
ゑ

」

と

ま

と
ま

っ
た

詞

と

し

て

用

い
て

い

る

も

の

は
、

「
さ

さ

む
す

ぶ

た

び

の
い

ほ
り

の
あ

は
れ

に

も

あ

き

と

つ
げ

つ
る

風

の

こ
ゑ

か
な

」

(『
林

下
集

』

8

旅

宿

立

秋

と

い
ふ

こ
と

を

)

が

見

ら

れ

る

の

み

で
あ

る
。
『
千
載

集

』
入
集

歌

だ

け

に
限

ら

ず

、

こ

の
時

代

に
至

っ
て
も

、

や

は

り

そ

れ

ま

で

と

同

様

に

、

〈
風

の

音

V

を

「
こ
ゑ

」

と

し

て
表

す

こ
と

は
少

な

く

、

表

現

と

し

て
定

着

し

て

い

た
と

は

い
え
な

い

の

で
あ

る

。

し

か

し

、

『
新

古

今

集

』

に

お

い

て

は

、
『
千

載

集

』

よ

り
更

に

く
風

の
音

V

を

詠

む

歌

が
増

え

て

い

る
。

そ

れ

に

伴

い

く
風

の

音

V

を

「
こ
ゑ

」

と

表

し

た

歌

が

増

え

、

「
風

の

こ
ゑ

」

の
詞

を

詠

ん

だ

歌

が
勅

撰

集

に
初

め

て

現

れ

る
。

そ
れ

も

数

首

に

わ

た

っ
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て

「
風

の

こ

ゑ

」

の
語

を

用

い
た

歌

が

見

ら

れ

る

こ
と

は

、

「
風

の

こ
ゑ

」
が

詞

と

し

て

定
着

し

た

こ
と

を

示
唆

す

る

も

の
で
あ

る
。

『
新
古

今

集

』

に
入
集

し

た

七
例

を

あ
げ

る
。

便

宜

上

、

番

号

を

付

し

た
。

①

あ

か

月

の
露

は

な

み

だ
も

と

ど

ま

ら

で

う

ら

む

る

か
ぜ

の

こ

ゑ
ぞ

残

れ

る

(
秋

上

ω
謬

相
模

、
題

し

ら
ず

)

②

千
と

せ
ふ

る
尾

上

の
松

は
秋

風

の

こ
ゑ

こ

そ

か
は

れ

色

は

か

は
ら

ず

(賀

ゴ
α
躬

恒

、
題

不

・
知

)

③

い

か
が

ふ

く
身

に

し

む
色

の
か

は

る

か
な

た

の
む

る

く

れ

の

松

か

ぜ

の

こ
ゑ

(恋

三

5
9

八
条

院
高

倉

、
題

し

ら

ず

)

④

た

の
め

お

く

入

も
な

が

ら

の
山

に

だ

に

さ
よ

ふ

け

ぬ

れ

ば
ま

つ
風

の
声

(
恋

三

蔦
O
P
鴨

長

明

、
題

し

ら

ず
)

⑤

い

つ
も

き

く

物

と
や

人

の
お

も

ふ

ら

ん

こ
ぬ

ゆ

ふ

ぐ

れ

の
秋

風

の
声

(
恋

四

嵩

δ

良

経

、
家

歌
合

に
)

⑥

秋

風

の
関
吹

き

こ
ゆ

る

度

ご

と

に

こ
ゑ

う

ち

そ

ふ

る

須
磨

の

浦
な

み

(雑

中

}い
℃
O
壬

生

忠

見
、

天
暦

御

時

屏

風

歌
)

⑦

い
す

ず

河

そ
ら

や

ま

だ

き

に

秋

の
こ
ゑ

し
た

つ

い
は
ね

の
松

の
ゆ
ふ

か

ぜ

(神

砥

州゚。
°。
い
大

中

臣

明

親

、
社

頭

納

涼

と

い
ふ

こ
と
を

)

当

代

歌

人

で
は

な

い
、

平

安

期

の
歌

人

の
例

も

含

ま

れ

て

い

る

の

で
、

ま
ず

そ
れ

ら

か

ら
検

討

す

る
。

①

あ

か

月

の
露

は

な

み

だ
も

と

ど

ま

ら

で
う

ら

む

る

か

ぜ

の

こ

ゑ

ぞ
残

れ

る

(
秋

上

ω
渇

相

模

、
題

し
ら

ず

)

こ

の
歌

は

、

『
和

漢

朗

詠

集

』

の

「
風

従

一
昨

夜

―
声

弥

怨

、

露

及

二
明

朝

―
涙

不

・
禁

」

(巴

い
大

江
朝

綱

、

七

夕

)

を
漢

詩
取

り

し

た

も

の

で
あ

る
。

こ

の

「
風

の

こ
ゑ

」

は
、

漢

詩

句

か

ら
直

接

取

っ
た

も

の

で
あ

り

、

ま

た

「
こ
ゑ

」

と

は
、

聞

き

手

が

風

の
音

に

「
う

ら

む

る
」

心
情

を
認

識

す

る
表

現

と

な

っ
て

い

る
。

②

は
後

述

す

る
。

⑥

秋

風

の
関

吹

き

こ
ゆ

る
度

ご

と

に

こ
ゑ

う

ち

そ

ふ

る

須
磨

の

浦

な

み

(雑

中

一い
O
O
壬

生
忠

見
、
天

暦

御
時

屏

風

歌

)

こ
の
歌

が

、

先

に

検
討

し
た

「
住

の
江

の
松

を

秋

風
吹

く

か
ら

に

こ
ゑ
う

ち

そ

ふ

る

お

き

つ
白

浪

」

(『
古

今

集
』

賀

ω
ひ
O
)

と

同

じ

発

想

と

表

現

に

基

づ

く

こ
と

は

明

ら

か

で
あ

る

。

「
住

の
江

の

…

」

は

、

俊

成

の

『
古

来

風

躰

抄

』

『
俊

成

三

十

六

人

歌

合

』

に

採

ら

れ

る
な

ど

、

名

歌

と

し

て
名

高

か

っ
た
歌

で
あ

り

、

こ

れ

と

同

じ
趣

向

の
歌

を
、

も
う

一
度

『
新

古
今

集

』

で
も

採

ろ

う

と

し

た

の

で
あ

ろ

う
。

こ
う

し
た

平

安
時

代

の
歌

人

の
歌

が

入
集

し
た

理

由

は

、

後

ほ

ど
考

え

た

い
。

次

に
、

当

代

歌

人

の
例

を

検

討

す

る
。

③

④

の
作

者

、
鴨

長

明

と

八
条

院

高
倉

は
当

代

歌

人

で

あ

る

が
、

こ

の

二
首

の
詠

歌

年
次

は

不
明

で
あ

る
。

し

か
し

、

こ

の

「
松

風

の

こ
ゑ

」

を

検

討

す

る
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上

で
、

重

要

と
考

え
ら

れ

る

の
が

、

特

に

こ

の
詞

を

好

ん

だ

定
家

で
あ

る

。

定

家

は

初

学

期

か

ら

、

「
松

風

の

こ

ゑ
」

を

用

い

て

繰

り

返

し

歌

を

詠

ん

で

い
る
。

以

下
、

詠

作

年

次
順

に
あ

げ

る
。

つ
く

ぐ

と

ね

ざ

め

て

き

け

ば

浪

ま

く

ら

ま

だ

さ

夜

ふ

か

き
松

風

の

こ
ゑ

(
『
拾
遺

愚
草

』
2

初

学

百
首

、
旅
)

草

の

い
ほ

の
友

と

は

い

つ
か
き

Σ
な

さ

ん

心

の
内

に
松

か

ぜ

の
こ
ゑ

(同

い
。゚P
重

奉

和

早
率

百

首

、
雑

)

た

つ

ね

き

て

き
く

だ

に
さ

び

し
お

く

山

の
月

に
さ

え

た

る

ま

つ
か
ぜ

の

こ
ゑ

(
同

ひ
刈
O
花

月

百
首

、
月

)

心

か

ら

き

く

心
ち

せ

ぬ
す

ま

ひ
哉

ね

や

よ

り

お

ろ
す

ま

つ
か

ぜ

の
声

(
同

ま
O
O
韻

歌

百
廿

八

首

和
歌

、
山
家

)

松

風

の

こ
ゑ

さ

へ
は

る

の

に

ほ

ひ

に
て

花

も

ち
と

せ
を

契

る

宿

哉

(
同

P
お

一
賀

、
正
治

二
年

二
月

左

大

臣
家

薪

合

)

定

家

が

特

に

「
松

風

の

こ
ゑ
」

を
愛

用

し

た

理

由

は
、

や

は
り

こ

の
詞

に
漢

詩

的

な

風

韻

を

感

じ

て

い

た

か
ら

で
あ

ろ

う
。

先

に

も

触

れ

た

が

、

松

を
吹

く

風

の
音

は
、

漢

詩

に

伝

統
的

に
詠

ま

れ

る
題

材

で

あ

り

、

ま

た

そ

の
音

を

表

す

に

は

、

「
声

」

の
語

が

多

く
用

い
ら

れ

た

。

先

に

「
住

の
江

の
…

」

(『
古

今

集
』

賀

ま

O
)

で
掲

出

し
た

も

の
と

は

違

う

例
を

あ

げ

る
。

況
復

帰

二
風
便

・、

松

声

入

断

・
弦

(
『
楽

府

詩

集

』

巻

三

一
筍

仲

挙

「
銅

雀

台

」
)

複

澗

隠

二
松
声

―、

重

崖

伏
二
雲

色

一

(『
藝

文

類
聚

』
巻

二
七

行

旅

、
宋

・
鞄

照

「
至

・
竹

里

 
詩

」
)

松

声

疑

二
澗

底

一

(
『
白

氏

文

集

』

巻

十

九

旨

$

「
新

昌
新

居

書

事

四

十
韻

。

因

寄

二
元
郎

中

張

博

士

こ
)

干

・
時

庭

上

有

レ
松

、

松

下

有

・
声

(『
本

朝

文

粋

』

詩

序

三

悼
。゚
①
大

江

以

言

「
同

賦

――松

声

当

・
夏

寒

一
応

・
教

」
)

池

冷

水

無

三
二
伏

夏

【、

松

高

風

有

二

声

秋

 

(
『
和
漢

朗

詠

集

』

ま
斜
英

明
、

納

涼

)

揺

・
窓

竹

色

留

・
僧

語

、

入

・
院

松

声

共

・
鶴

聞

(『
千

載

佳
句

』

草

木

部

・
松

竹

ひ
口
ひ
楊

巨

源

「贈

二
李

伝

二

『
新

撰

朗

詠
集

』

ぢ

い
松

)

定
家

は
、
松

を

吹

き

過
ぎ

る
風

の
音

を
歌

に
詠

む
際

に
は

、
「
こ

ゑ

」

も

し

く

は

「
松

か

ぜ

の
ひ

び
き

も

い
う

も

ひ
と

つ
に

て

み

ど

り

に

お

つ
る
た

に
が

は

の
水

」

(『
拾

遺

愚

草
』

U
い
い
閑

居

百
首

、

夏

)
他

一
例

の
よ

う

に

、

「
ひ

び
き

」

の
語

を

用

い
て

い
る
。

「
ひ

び

き

」

も

、

や

は
り

、

「
谷

静

唯

松

響

」

(
『
全

唐

詩

』

王

維

「
遊

二
感

化
寺

こ

)
、

「
浪
声

松

響

夏

中
寒

」

(
『
本

朝

麗
藻

』

°。
ひ

藤

原
為

時

「
海

浜

神

祠
住
吉
社
」
)

な

ど

の
詩

語

「
松

響

」

か

ら

得

た

語

で

あ

ろ

う
。

漢

詩

で
も

「
松
音

」

と

詠

ま

れ

る

こ
と

が
、

非

常

に
稀

で
は

あ

る
が

無

い
わ

け

で

は
な

い
。

し

か

し

、
遙

か

に
多

く

は

「
声

」

で

表

さ

れ

る
。

定
家

は
素

材

と

し

て
松

を
吹

く
風

の
音

を

漢

詩

文

か

ら
摂

取

す

る

に
際

し

て
、

「
松

声

」

「
松

響

」

の

詩

語

か

ら

離

れ

な

い
よ

う

に

、

「
こ
ゑ

」

「
ひ

び

き

」

の
語

を

選

択

し

て

い

る

の
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で
あ

る
。

単

に

「
お

と

」

が

客

観

的

な

物

音

を

表

し
、

「
こ
ゑ

」

が
聴

き

手

の
主

観
的

判
断

や
感

情

移

入

を
伴

う

と

い
う

、
意

味

上

の
違

い
だ

け

で

は
な

く

、
漢
詩

的

な

素

材

を
詠

む

に
あ

た

っ
て

の
、

表
現

上

の
選

択

が
働

い

て

い
る

の
で
あ

る
。

「
松

風

の

こ
ゑ

」

は

そ

の
後

、

他

の
歌

人

に
も

摂

取

さ

れ
、

多

く

の

歌

が

詠

ま

れ

た

。

『
新

古

今

集
』

の
撰

歌

・
精

撰

・
部

類

が

一
通

り
行

わ

れ

た

元

久
年

閥

ま

で

の
、
歌

人
ご

と

の
用

例
数

だ

け

を
あ

げ

る
と

、
定
家

五
例

(既

掲

出

)
、
雅

経

三

例

、
良
経

二
例

、

隆

信

二
例

、

俊

成
女

二
例

、

秀

能

―
例

、

業

清

―
例

、

八
条

院

高

倉

一
例

、

長

明

一
例

で
あ

る
。

『
新

古

今

集

』

に

入
集

し
た
、

③

い
か

が

ふ

く
身

に

し
む

色

の
か

は

る

か
な

た

の
む

る

く

れ

の

松

か

ぜ

の
こ
ゑ

(恋

三

這
9

八
条

院
高

倉

、
題

し

ら
ず

)

④

た

の
め

お

く

人

も
な

が

ら

の
山

に

だ

に
さ

よ

ふ

け

ぬ

れ

ば

ま

つ
風

の
声

(
恋

三

鵡
O
P
鴨

長

明

、
題

し

ら
ず

)

の

二
首

も

、

詠

歌

年

次
や

詠

歌

状

況

は

不

明

で
あ

り

、

確

か

な

こ

と

は
分

か

ら

な

い
が
、

こ
う

し
た

流

行

の
中

で
詠

ま

れ

た

歌

と
考

え

ら

れ

る

。

こ

の

『
新

古

今

集

』

に

入

集

し

た

二
首

は
恋

歌

で
あ

り
、

「
ま

つ
」

は

「
松
-

待

つ
」

の
掛

詞

で
あ

る
。

そ

し

て

「
こ
ゑ

」

の

語

を

用

い
る

こ

と

で
、

そ

こ
に

聴

き

手

の
感

情

が

こ
め

ら

れ

て

い

る
。

訪

れ

て
来

な

い
恋

人

を

待

っ
て

い
る

こ
と

を

、

聞

き

手

に

}

層

強

く

自

覚

さ

せ

る

よ
う

な

音

と

し

て

「
松

風

の

こ
ゑ

」

と

表

現

さ

れ

て

い
る

の

で
あ

る
。

定

家

の

「
松

風

の
こ
ゑ

」

は

、

ま
ず

漢

詩

的

な

表

現

と

し

て

「
こ
ゑ
」

の
語

を

選

択

し

て

い
た

。

し

か

し

「
松

風

の
こ
ゑ

」

は

、

単
な

る
景

物

の
描

写

に
と

ど

ま

ら
な

い
場

合

が

あ

る

。

「
松

風

の

こ
ゑ

」

の

語

の
中

に
、

「
待

つ
」

の
意

を

含

め
、

聞

き

手
が

孤

独

の
中

に
身

を
置

き

、

「
待

つ
」

も

し

く

は

「
待

た

れ

て

い

る
」

も

の
と

し

て

「
松

風

の
こ
ゑ

」

を

聞

い
て

い

る

の
で

あ

る
。

そ
れ

は
単

な

る
漢

詩

的
な

素

材

と

し

て

〈
松

を
吹

く

風

の
音

〉

を
詠

み
、

詩

語

の
歌

語

化

と

し

て

「
こ
ゑ

」

の
語

を

用

い

て

い

る
だ

け

で

は
な

い
。

「
ま

つ
」

と

い
う

日
本

語

の
音

に

導

か
れ

た
掛

詞

の
表

現

と
な

り
、

更

に

は
、

ハ風

の
音

〉

が

、

聞

き

手

の
感

情

移

入

の
対

象

で
あ

る

こ
と

を

「
こ
ゑ

」

の
語

が

示

し

て

い
る

。

定

家

よ

り

後
、

「
松

風

の

こ
ゑ

」

は
摂

取

さ

れ

る
過

程

に

お

い

て
、

②

③

の
よ

う

な

恋

歌

で

用

い
ら

れ

、

「
松
-

待

っ
」

の
意

味

が

〈
風

の
音
〉
に

―
層

鮮

や

か

に
感

じ

ら

れ

る

こ
と

に

な

っ
た

。

単

に
漢

詩

的

な

表
現

と

し

て
だ

け

で
は

な

く
、
日
本

語

の

「
こ
ゑ

」

の
意

味

に
照

ら

し

て

も

、

「
お

と

」

よ

り

も

「
こ
ゑ

」

を

用

い
る

の

が
ふ

さ

わ

し

い
表

現

と

し

て
定

着

し

、
「
松

風

の

こ
ゑ

」
は

『
新

古

今

集

』

に

入
集

し
た

の
で
あ

る
。

次

は
⑤

の
例

で
あ

る
。

⑤

い

つ
も

き

く
物

と

や
人

の
お
も

ふ
ら

ん

こ
ぬ

ゆ

ふ

ぐ

れ

の
秋

風

の
声

(恋

四

一ω
一〇
良

経

、
家
歌

合

に
)

こ

の
歌

の
詞

書

に
あ

る

「
家

歌
合

」
と

は
、

建

久

年

間

の
半

ば
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に
良

経

主

催

で
行

わ

れ

た

『
六

百

番

歌
合

』
で
あ

る

。
第

五
句

「
秋

風

の

こ
ゑ

」

に

つ
い

て
は

、

判
者

の
俊

成

は

「
事

新

し
」

つ
ま

り

新
味

を
追

求

し
た

あ

ま

り

に

、

表

現
が

新

奇

に

陥

っ
た

と
批

判

し

て

い
る
。

良

経

は

、

⑤

に
先

だ

っ
て

、

「
秋

風

の
声

」

を

用

い
た

歌

を

詠

ん

で

い
た

。

す

み

よ

し

の
き

し

に

お

い

け

る
ま

つ
よ

り

も
な

を

ン
く

ふ

か
き

秋

か

ぜ

の

こ
ゑ

(『
秋

篠

月

清
集

』

一゚
。
い
二
夜

百

首

、
神

社

)

「
二
夜

百

首

」

は

速

詠

で
あ

っ
た

た

め
、

良

経

と

し

て

は
満

足

の
で
き

る
出

来

の
歌

は
少

な

か

っ
た

ら

し

い

こ
と

が
、

そ

の
賊

文

に

「
不

・
廻

;
風

情

一者

也

」

と

あ

る

こ
と

に

示

さ

れ

て

い

る
。

し

か

し
、

こ

の

「
二
夜

百

首

」

で

試

み

た

「
秋

風

の

こ
ゑ

」

を
、

も

う

一
度

用

い

て
、

『
六

百

番

歌
合

』

で
新

し

く

歌

を

詠

ん
だ

の

で

あ

ろ

う

。

但

し

、

「
秋

風

の

こ
ゑ

」

に

は

先

例

が

あ

り

、

良

経

が

そ

れ

ら

か

ら
摂

取

し

た

可

能

性

も

否
定

で
き

な

い
。

こ
ひ

こ

ひ

て

の
ち

あ

ふ

物

と

思

は

ず

は

い
ま

は
け

ぬ

べ

き
秋

風

の
声

(『
古

今

和

歌

六
帖

』
乱

。゚
あ

き

の
風
)

ま

つ
人

の

く

る
と

そ

お

も

ふ

夕

暮

に

す
だ

れ
吹

き

い
る

る
秋

風

の

こ
ゑ

(『
播

磨

守

兼

房

朝

臣
歌

合

』
い
藤

内

記
大

夫

、

三
番

秋

風

左
)

ち

と

せ

ふ

る
を

の

へ
の
ま

つ
は

あ

き

風

に

こ
ゑ

こ
そ

ま

さ

れ

い
ろ

は

か

は
ら

ず

(
『
躬

恒

集

』
N
い
。。
あ

き

)

『
躬

恒

集
』

は
後

に

『
新
古

今

集

』

に

入

集

し

た
歌

で
、

先

に

②

と

し

て

あ
げ

た

歌

で

あ

る
。

但

し

、
『
新

古
今

集

』

は

第

三

句

「
秋

風

の
」

第

四
句

「
こ
ゑ

こ

そ

か

は
れ

」

と

あ

り
、

本

文

に
異

同
が

あ

る
。

『
新

古

今

集

』

の
出
典

資

料

に

は

、

恐

ら

く

②

に
示

し
た

本

文

で
あ

っ
た

と

推

測

で

き
、

良

経

が

目

に
し

て

い
た
本

文

が

、

そ

の
資
料

で
あ

っ
た

可
能

性

も

あ

る

。

「
秋

風

の

こ
ゑ
」

が

先

例

か

ら

の
摂

取

で
あ

っ
た

と

し

て

も
、

「
風

の

こ
ゑ

」

か

ら
生

ま

れ

た

、

ま

だ
定

着

し

て

い

る
と

は

言

え

な

い
歌

語

を

、
積

極

的

に
用

い
る
姿

勢

を
持

っ
て

い
た

と

言

う

こ

と
が

で
き

る
。

こ
の
姿

勢

は

、

定
家

が

好

ん

で
用

い

て

い
た

「
松

風

の

こ
ゑ

」

か

ら
影

響

を

受

け

、

定
家

と

は
違

う

歌

語

を

発

見

し

よ
う

と

し
た

試

み

で

あ

る
と

考

え

ら

れ

る
。

こ

こ

で
良

経

が

「
秋

風

」
を

「
こ

ゑ
」
と

表

し
た

の
は

、

一
つ
に

は
、
や

は

り

「
風

声

」

の
詩

語

を

背

景

に

し

て

い
よ

う

。

「
秋

風

」

を

「
声

」

と

し

て

表

現

し

た
漢

詩

も

あ

る
。

最

愛

近

窓

臥
、

秋

風

枝

有

・
声

(『
白

氏

文

集
』

巻

九

8
0
い

「
新

栽

竹

)

寒

竹

影

侵

・
行

径

石

一、

秋

風

声

入
三
論

経

台

一

(
『
全
唐

詩
』

霊

一

「
題

二
東

蘭

若

こ
)

ま

た
、

秋

の
訪

れ

も

し

く

は

秋
ら

し
さ

を

感

じ

る

物
音

を
表

す

詩

語

「
秋

声

」
が
あ

り
、
こ

の
物
音

が
風

の
音

で
あ

る

例

は
多

い
。

長
風

従

レ
西
来

、

草

木

凝

二
秋

声

―。

(
『
全

唐

詩

』

白

居
易

「
客

路

感

レ
秋

寄

二
明
準

上

人

こ
)
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煙

葉

蒙

籠

侵

二
夜

色

一、

風

枝
薫

颯
欲

二
秋
声

一

(『
和

漢

朗
詠

集

』
恥
ω
O
白

居

易

、

竹
)

こ

の

「秋

声

」
と

「風

声

」
を

組

み
合

わ

せ
た

表

現

と

し

て

「秋

風

の

こ
ゑ

」

が

成

立

し
た

と

も

考

え

ら
れ

る
。

し

か

し
、

良

経

の

「
秋

風

の

こ
ゑ

」

は
、

漢

詩

の
表

現

に
基

づ

い

て

は

い

て
も

、

「
秋

風

」

に

は

「
秋

-

飽

き

」

が

掛

け

ら

れ

て

い
る
。

こ

の
点

は
、

「
松

風

の

こ
ゑ

」

が

詩

語

の

「
松

声

」

に

基

づ

き

な

が

ら

も

、

「
松

-

待

つ
」

の
掛

詞

と

し

て
詠

ま

れ

て

い
た

の
と

同

様

で
あ

る
。
ま

た

、
風

の
性

格

を

示

す

「
松

」
「
秋

」

の

語

が

、

「
こ
ゑ

」

の
内

容

(
聞

き

手

の
判

断

や

感

情

移

入

に

よ

る
)

を
表

す

と

い
う

語

構
成

も

共

通

し

て

い
る
。

単

な

る

漢

詩

文

か
ら

の
摂

取

に

と

ど

ま
ら

ず

、

日
本

語

の
文

学

で
あ

る

和

歌

と

し

て

の
景

情

一
致

に
結

実

さ

せ

て

い
る

の

で
あ

る
。

「
風

の

こ
ゑ

」

に

対
す

る
好

尚

は

、
定

家

・
良

経

だ

け

で

は
な

く
、
他

の
歌

人

に

も
広

ま

っ
て

い

っ
た

。
良

経

の

「秋

風

の

こ
ゑ

」

は
、

俊

成

か
ら

「
事

新

し
」

と

批

判

さ

れ

た
が

、

そ

の
後

新

風
歌

人
達

に

摂

取

さ

れ

、

「
秋

風

の

こ
ゑ

」

を

用

い
た

歌

が

、

他

の
歌

人
達

に
よ

っ
て
数
多

く
詠

ま

れ

る

こ
と

に
な

る
。

必

ず

し

も

「秋

-

飽

き

」

の
掛

詞

と

し

て
使

わ

れ

て

い
る
と

は
限

ら

な

い
が
、

や

は

り
秋

の
到

来

も

し
く

は
秋

ら

し

さ

を

伝
え

る
も

の
と

し

て
、

〈
風

の
音

〉

を

認

識
す

る
表

現

と

な

っ
て

い

る
。

以

下

、

比
較

的

早

い
摂

取

の
例

を
あ

げ

る

。

か

り

の

こ
す

門

田

の

い

な

ば

う

ち

な

び

き

一
む

ら

そ

よ

ぐ

秋
風
の
こ
ゑ

(『
壬

二
集
』

=
ω鼻
二
百

首

和

歌
、

雑

・
田
家

)

ほ

に

も

出

で
ぬ

か

ど

田

の

い
な

ぱ

う

ち

な

び
き

く

る
れ

ば

か

よ

ふ
秋

風

の
声

(『
正
治

初
度

百
首

』
三
ω
。゚
家

隆

、
秋

)

い

か

に

せ

む

人

も

た

の
め

ぬ

く

れ

竹

の
末

葉

吹

き

こ
す

秋

風

の
声

(『
仙

洞

句

題

五
十

首

』
P
い
同
定
家

、
寄

・
風

恋

)

山

ふ

か
き

松

に

吹

け

り
都

に
は

ま

だ

い
り
た

ふ
ぬ

秋

風

の
声

(『
千

五

百

番

歌
合

』

夏

 一、
O
O
↓

俊

成

女
、

四

百
九

十

九

番

右
負

)

夏

は

つ
る

か
も

の
河

原

の

み
そ

ぎ

こ
そ
神

や

う

く

ら

ん

秋
風

の

こ
ゑ

(
同
夏

三

δ
U
O
寂

蓮

、
五
百

二

十
番

右

勝

)

七

夕

の
雲

の
た

も

と

や

ぬ

れ
ぬ

ら

ん

あ

け

ぬ
と

つ
ぐ

る

秋

風

の

こ
ゑ

(
同
夏

三

=
ム
O
後

鳥

羽
院

、

五
百

七

十

一
番

左

持

)

掲

出

し

た

例

も
含

め

て
、

元

久
年

間

ま

で

の
、
後

鳥

羽

院

歌

壇

に
お

け

る

「
秋

風

の

こ
ゑ

」

の
用
例

数

を

示

す

と
、

家

隆

三
例

、

雅

経

三

例

、
俊

成

女

二
例

、
定

家

一
例

、

後

鳥

羽

院

一
例

、

良

平

「
例

が
あ

る
。

ま

た

、

「
秋

風

の

こ

ゑ

」

か

ら

の
バ

リ

エ
ー

シ

ョ

ン
と

し

て

創

出
さ

れ

た

と

お
ぼ

し
き

、
「
春

風

の

こ
ゑ

」
も

あ

る
、

み

わ

た

せ
ば

霞

ぞ

な

び

く

む
さ

し

の

の
ま

だ
若

草

の
春

風

の

こ
ゑ

(
『
最

勝

四

天

王

院
和

歌

』
U
℃
℃
具
親

、
武

蔵

野

武
蔵
)

こ
れ

ら

の
摂

取

の
状

況

か

ら
考

え

て
も

、

や

は

り
俊

成

が

「
事

新

し
」

と

批

判

し
た

新

し

さ

が

、
新

風
歌

人
達

に
評

価

さ

れ
、

受
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け

入

れ
ら

れ

た

こ
と

が
窺

え

る
。

『
新

古

今

集

』

に
採

ら

れ
た

、

②

千

と

せ
ふ

る
尾

上

の

松

は
秋

風

の

こ
ゑ

こ
そ

か

は

れ
色

は

か

は
ら

ず

(
賀

Σ
ひ
躬

恒

、
題

不

・
知

)

は
、

―
首

の
出

来

は

も

ち

ろ

ん

の

こ
と

で
あ

る

が

、
良

経

が

詠

ん

で
、
他

の
歌

人
達

も
積

極

的

に
取

り

入

れ

た

「秋

風

の
こ

ゑ

」
を

、

先

ん

じ

て
詠

ん

で

い
た

歌

で

あ

っ
た
と

い
う

こ
と

が
、

入
集

理

由

の

一
つ
と

し

て
あ

げ

ら

れ

る

の

で

は
な

か

ろ

う

か
。

「
風

の

こ
ゑ

」

と

続

く

形

で

は
な

い
が

、

次

の
例

も
新

古

今

的

な
表

現

と

し

て

注

目

で

き

る
。

⑦

い
す

ず

河

そ

ら

や

ま

だ

き

に

秋

の

こ
ゑ

し
た

つ

い
は
ね

の
松

の
ゆ

ふ

か

ぜ

(
神
砥

一
。゚
°。
い
大

中

臣

明

親

)

こ

の
歌

で
は

「
秋

の

こ
ゑ

」

と

し

て

「
松

の
夕

風

」

が
詠

ま

れ

て

い

る

。

「
秋

の

こ
ゑ

」

は

、

風

の
音

や

虫

・
鳥

の
声

な

ど

、

秋

を
感

じ
さ

せ

る
物

音

の
意

で

あ

り

、
先

に
触

れ

た

詩

語

の

「
秋
声

」

を

歌

語

に
移

し

た

も

の

で
あ

る
。

「
秋

声

」

は

、
『
和

漢

朗

詠
集

』

に

も

「濤

陽
江

色

潮

添

満

彰

義

秋

声

雁
引

来

」

(ω
一
。。
劉

禺

錫
、

雁

)

な

ど

四
例

が

見

ら

れ

る
。

⑦

に

お

い

て

は

、

「
松

の
夕

風
」

が

秋

を
感

じ
さ

せ

る
物

音

と

し

て
詠

ま

れ

て

い

る
。

⑦

は
、

単

に

「
松

の
夕

風

」
を

「
こ

ゑ
」

で
表

し

て

い

る
だ

け

で

は
な

く

、

「
秋

声

」

の
詩

語

と

の

関

わ

り

で
、

「
こ
ゑ

」

を

用

い

る
必

然

性

が

あ

っ
た

の
で
あ

る
。

「秋

の

こ
ゑ

」
が

和

歌

に

お

い
て

用

い
ら
れ

た

早

い
例

は
、
『
古

今

和

歌
六

帖

』

の

「
か

り
が

ね

の
た

か

く

名

の

り

し
み

な

れ

ど

も

秋

の

こ
ゑ

と

そ

人

は

い

ひ

て
し

」

(
第

六
"
ω
爵

、

鳥

・
か

り
)

で

あ

る
。

こ

の
語

は
家

隆
が

新

風

歌

人

の
中

で

ま
ず

用

い
始

め
、

他

の
歌

人
達

も

詠

む

よ

う

に
な

っ
た
。

ま

つ
か

ぜ

に

や

ま
だ

の
さ

な

へ
う

ち
な

び
き

き

く

心

地

す

る

秋

の

こ
ゑ

か

な

(『
壬

二
集

』
轟
ひ
後

度

百
首

、
夏

・
早
苗

)

月

は
さ

え

い
は

も

る

み
つ

は
あ

き

の

こ
ゑ
な

つ
の
よ

そ

な

る

に

は

の
う

た

た

ね

(『
壬

二
集
』

一累

後
度

百
首

、
夏

・
泉

)

を
ぎ

の
葉

に
か

は

り

し

か
ぜ

の
秋

の

こ
ゑ

や

が

て

の
わ

き

の

露

く
だ

く

な

り

(
『
六

百
番

歌

合

』
賦

い
定

家

、

廿

八

番

野

分

左

勝
)

お
な

じ

こ
ろ

(建
久
六
年
秋
)
、

大

将

殿

に

て

五

首

寄
、

秋
声

さ

え

わ

た

る
霜

に
む

か

ひ

て
う

つ
衣

い
く

と

せ

秋

の

こ
ゑ

を

つ
ぐ

ら

ん

(
『
拾
遺

愚
草

』
N
旨
い
秋

)

そ

の
後

も

「
秋

の
こ
ゑ

」

を

用

い
た
歌

は
詠

ま

れ

、

俊

成

・
公

継

・
慈

円

・
雅

経

・
俊

成

女

に

そ

れ

ぞ

れ

一
首

ず

つ
作

例

が

見

ら

れ

る

。

「
秋

の

こ
ゑ

」

も

、

新

古

今

時

代

に
好

ま

れ

た

詞

で

あ

っ

た

。

⑦

は

、

「
松

声

」

「
風

声

」

っ
秋

声

」

の

三

つ

の
詩

語

が

重

な

っ
た
表

現

と

な

っ
て
い

る
、

新

古

今

時

代

の
好
尚

に
合

っ
た

歌

と
言

え

る
だ

ろ

う
。

新

古

今

時

代

に

は

、

「
松

風

の

こ
ゑ

」

「
秋

風

の

こ

ゑ
」

だ

け

で

は

な

く

、

「
風

の

こ
ゑ

」

と

い

う
歌

語

に

対

す

る

新

風

歌

人

の
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関

心

、
好

尚

が

あ

っ
た

と

考

え

ら

れ

る
。

他

に

「
風

の

こ
ゑ

」

を

用

い
た

例

で

は
、

「
浪

風

の

こ
ゑ

」

(『
拾

遺

愚

草

』

N
窒

)
、

「
た

の
も

の
風

の

こ

ゑ

」

(
『
拾

遺

愚

草

員

外

』

霜
ひ
)
、

「
竹

の
風

の

こ

ゑ

」

(
『
秋

篠

月

清
集

』
霜
Q
)
、

「袖

ふ
く

風

の

こ
ゑ
」

(
『
壬

二
集

』

唱
お

)

な

ど

が

見

え

る
。

平

安

歌

人

の

「
風

の
こ

ゑ
」

を
用

い
た

歌

を

『
新

古
今

集

』

に
入

集

さ

せ

た

理
由

に
、

そ

う

し

た

「
風

の

こ
ゑ

」

に

対
す

る
愛

好

が

あ

っ
た
と

推

測

さ

れ

る
。

こ
う

し

た

「
風

の
こ
ゑ

」
の
流

行

は

、
素

材

と

し

て

く風

の
音

V

を

詠

ん

だ

歌

が
数

を

増

し

た

こ
と
を

背
景

に
し

て

い
る
。

但

し
、

『
千

載

集

』
時

代

に

お

い

て
は

、
素

材

く風

の
音

V

を

詠

ん
だ

歌

の
増

加

と

、

「
風

の
こ

ゑ
」

の
増

加

が

同

時

に
進

ま

な

か

っ
た

。

そ
れ

の
み

で
は

な
く

、

寧

ろ

「
風

の

こ
ゑ

」

は

ほ
と

ん

ど
詠

ま
れ

る

こ
と

が

な

か

っ
た

こ

と

を

顧

み

る

と

、

新

古

今

時

代

に
、

「
松

風

の

こ
ゑ

」

「
秋

風

の

こ
ゑ

」

を

は

じ

め

と

し

て

「
風

の

こ

ゑ
」

が

注

目

さ

れ

、
表

現

と

し

て
定

着

し
た

と

判

断

で
き

る

の

で
あ

る
。

素

材

と

し

て

の

く
風

の
音

V

よ

り

も

、

遥

か

に
遅

れ

て

、

「
風

の

こ
ゑ

」

は

「
松

風

の

こ
ゑ

」

「
秋

風

の

こ
ゑ

」

の
形

で

歌

語

と

し

て
定

着

し

た

の

で
あ

る
。

四

以
上

検

討

し

て

き

た

例

か

ら

、

「
こ
ゑ

」

の

語

が

用

い

ら

れ

る

時

に

は
、
漢

詩

か

ら
摂

取

し
た

詩

語

や

表

現

に
基

づ

い
て

「
こ

ゑ

」

と

表

す
場

合

と

、

そ

こ
か
ら

更

に

、

聞

き

手

の
感

情

移

入

や
主

観

的

判

断

の
も
と

認

識

す

る
音

声

と

し

て

「
こ
ゑ

」

と

表

す

場
合

が

あ

る

こ
と

を
確

認
し

た
。

漢

詩

か
ら

摂

取

し
た

「
こ
ゑ

」

が
、

定

着

す

る

過

程

で
、

聞

き

手

の
主

観

的

な

判

断

に
よ

る

意

味

を
持

っ

た

物

音

と

し

て
表

現

さ

れ

る
よ

う

に

な

る

の

で
あ

る
。

元
来

「
お

と
」

と
表

さ

れ

て

い

た
も

の
が

、

「
こ
ゑ

」

と

し

て

表

さ

れ

る

よ
う

に
な

る

過
程

に
、

「
風
声

」

と

同

じ
く

、

詩

語

の

摂

取

が

あ

る

と
考

え

ら

れ

る

例

は
多

い
。

「
波

の

こ
ゑ

」

が

「
波

声

」

「
浪
声

」

「
濤
声

」

の
、

「
滝

の

こ
ゑ

」
は

「
爆

声
」

の
、

「鐘

の

こ
ゑ

」

は

「
鐘

声

」

の
歌

語

化

で
あ

る

と
考

え
ら

れ

る
。

こ
れ

ら

は
、

詩

語

を

訓
読

す

る
形

で

、

日
本

語

に

置

き
換

え

て
使

用

し

て

い

る

の

で
あ

る
。

し
か

し
、

漢
詩

文
か

ら

摂

取

し
、

詩

語

を

歌

語

に
置

き

換

え

て
使

用

す

る
と

は

い
え
、

そ

こ

に
は

日
本

語
と

し

て

の

「
こ
ゑ

」

の
捉

え
方

が

、

歌

人

た
ち

の
意

識

に

反

映
す

る
。

歌

語
と

し
て

定

着
す

る
か

否

か

は
、
歌

人

た

ち

が

そ

の
物

音

を

「
こ

ゑ

」
と

し

て
捉

え

ら

れ

る

か
ど

う

か

に

よ

る

の

で
あ

る
。

素

材

と

し

て

の
定

着

と

、

詩

語

の
歌

語

化

は
、

必
ず

し
も

同

時

に

は
進

ま

な

い
。

素

材

の
定

着

と
、

詩
語

か
ら

移

し

換

え

た
歌

語

の
定

着

が
、

ほ

ぼ

同

時

に

進

ん

だ

例

を

あ

げ

る
と

、

「
衣

打

つ
こ
ゑ

」

と

い
う

歌

語

が
あ

る
。
こ

の
詞
が

和

歌

に

お

い

て
初

め

て
用

い
ら

れ

た

の
は

、

『
古
今

集

』

時

代

の
こ

と

で
あ

る
。

貫

之

が

「
か
ら

衣

う

つ
こ
ゑ

き

け

ば

月

清

み

ま

だ

ね

ぬ

人

を

空

に

し

る
か

な

」

(
『
貫

之

集

』
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験

月

夜

に

衣

う

つ
所

、

『
和

漢

朗

詠

集

』

ω
日

濤

衣

に
も

採

ら

れ

る
)

と

詠

ん

で

い

る

の
が

最

初

期

の
例

で

あ

る

。

「
梼

衣

」

と

い

う
素

材

自

体

が

漢

詩

文

か

ら

摂

取

し

た

も

の

で
あ

る
が

、

素

材

の

レ
ベ

ル
だ

け

で

は
な

く

、

「
衣
打

つ

こ
ゑ

」

と

い
う

表

現

も

、

詩

語

「擁

・
衣

声

」
を
歌

語

化

し

て

用

い

た
詞

で
あ

る
。

「
播

・
衣

声

」

は

六

朝
詩

に
、

城

外
梼

レ
衣

声

(『
玉
台

新

詠

』
巻

七

薫

綱

「秋

閨

夜

思

」
)

偏
愁

二
別

路

―梼

・
衣

声

(陳

・
江

総

「
宛

転

歌

」
)

秋
夜

梼

・
衣
声

、

飛

度

二
長

門
城

一

(
『
藝

文

類

聚

』
巻

六

七

衣

裳

、
周

・
庚
信

「夜

聴

二
撰

衣

一
詩

」
)

の
例

が
見

え

る
。

そ

の
後

日
本

漢

詩

に

お

い

て
も

摂

取

さ

れ
、

以

下

の
例
が

見
え

る
。

外
城

千
家

梼

・
衣
声

(
『
文

華

秀
麗

集

』

一
ω
。゚
桑

原
腹

赤

「
和

二
滋
内

史

秋

月

歌

こ
)

忽

聞
隣

女

梼

・
衣
声

。

声

来

断

続

因

・
風

至

(『
経

国

集

』

雑

詠

三

、
揚

秦

師

「
夜

聴

・
梼

・
衣

」
)

「
拷

・
衣

声

」

の
形

以

外

に

も

、

砧

を

打

つ
音

は

「
千

声

万

声

無

二
了

時

こ

(
『
和

漢

朗
詠

集

』
ω
ホ

白

居

易

、
梼

衣

)

な

ど

、
漢

詩

で
は

主

に

「声

」

と
表

現

さ

れ

て

い
る
。

勅

撰

集

に

「
梼

衣

」

の
歌

は

、
『
拾

遺

集

』

の

「
風

さ

む

み

わ

が

か

ら
衣

う

つ
時

ぞ

萩

の

し
た

ば

も

い

う

ま
さ

り

け

る

(
秋

一
G。
刈

貫

之

、
延

喜

御
時

の
御

屏

風

に
ご

が

初

出

で
あ

る

。
し

か

し

『
古

今

集

』

時

代

に

初

め

て
詠

ま
れ

た

「
衣

打

つ
こ
ゑ

」

と
、

歌

題

と

し

て

の

「
拷

衣

」

は

、

『
後

拾

遺

集

』

に
至

っ
て
初

め

て
勅

撰

集

に
表

れ

る
。永

承

四

年

内
裏

歌

合

に
、
梼

衣
を

よ

み
は

べ

り
け

る

か

ら

こ

ろ
も

な

が

き

よ
す

が

ら

う

つ

こ
ゑ

に
わ

れ

さ

へ
ね

で

も
あ

か
し

つ
る

か
な

(
秋

下

U
U
U
中

納

言

資

綱

)

さ

よ

ふ
け

て

こ
ろ

も

し

で
う

つ
こ
ゑ

き

け
ば

い
そ

が

ぬ

人

も

ね

ら

れ
ざ

り

け

り

(
同

り
ω
ひ
伊

勢

大

輔

)

う

た

た
ね

に
よ

や

ふ

け

ぬ

ら
ん

か
ら

こ
ろ

も

う

つ
こ
ゑ

た
か

く

な

り
ま

さ

る

な

り

(
同

Q
嵩

藤

原

兼

房

)

こ

の
三

首

が

詠
ま

れ

た

『
永

承

四

年
内

裏

歌

合

』

は

、

永

承

四

年

(
一
〇

四

九

)

十

一
月

九

日

に

行

わ

れ

た

も

の

で
、

「
擁

衣
」

が

歌

合

の
題

と

し

て
用

い
ら

れ

た

の
は
、

こ
の
歌

合

が

初

め

て

で

あ

る

。

「
梼

衣

」

は

そ

の

後
、

天

士暑
六

年

(
―
〇

五

八

)

『
丹

後

守

公

基

朝

臣

歌

合

』
、

康

平

六

年

(
―
〇

六

三
)

同

歌
合

、

某

年

夏

『
謀

子
内

親

王

家

歌

合

』
、

寛

治

五

年

(
一
〇

九

二
)

『
従

二

位

親

子

歌

合

』
、

永

長

二

年

(
一
〇

九

七

)

『
東

塔

東

谷

歌

合

』

と

、
歌

題
と

し

て
数
多

く
用

い
ら

れ

る

よ
う

に
な

る
。
そ

の
後

『
堀

河

百
首

』

の
題

と

な

り
、

秋

の
歌

題

と

し

て
定

着

し

た
。

「
濤
衣

」

の
場

合

は

、

素
材

と

し

て

の

「
濤

衣

」

が
定

着

す

る

の
と

ほ
ぼ

同
時

に
、
歌

語

「
衣
打

つ
こ
ゑ

」
も

定
着

し

て

い
る

(
「衣

打

つ
お

と

」

も

、

並

行

し

て

見

ら

れ

る

)
。

そ

れ

は

、

夫

を

待

つ

妻

の
哀

切

な
恋

情

と

い

っ
た
感

情

を

、

砧

を

打

つ
物

音

に
感

じ
取

り

、

そ

の
物
音

は
歌

人

が

感
情

移

入
す

る

こ
と

が

自

然
な

も

の
と
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し

て
受

け

取

ら

れ

た

た

め

で

あ

っ
た

と

考

え

ら

れ

る
。

「
梼

・
衣

声

」

か

ら

「
衣

う

つ
こ
ゑ

」

へ
の
移

行

は

、

漢

詩
的

な

表

現

と

し

て
だ

け

で

は
な

く

、
日

本

語

の

「
こ
ゑ

」
の
意

味

と

照

ら

し

て
も

、

抵
抗

を
覚

え

ず

に
進

ん
だ

の

で
あ

ろ

う
。

そ

れ

に

比

し

て
、

詩

語

「
風
声

」

を

「
風

の

こ
ゑ

」

と

置

き
換

え
、

そ

れ
が

歌

語

と

し

て

定
着

す

る
ま

で
に

は
、

素

材

と

し

て

の

〈
風

の
音

〉

が

定

着

す

る

よ

り

は
、

更

に

時

間

が

か
か

っ
た

。

そ

の
時

間

は
、

風

の
音

を

「
こ
ゑ

」

と

し

て

捉

え
、

表

現

す

る

こ
と

を
、

自

然

で
あ

る
と

受

け

止
め

る
ま

で
に

要

し

た
時

間

と

言

い
か

え

る

こ
と

が

で
き

る
。

し

か

し

、

定

着

す

る

に
際

し

て

は

、

「
風

の

こ

ゑ

」

と

し

て

で

は

な

く

、

「
松

風

の

こ

ゑ

」

「
秋

風

の

こ
ゑ

」

の

形

で
あ

っ
た
。

つ
ま

り

、

「
松

」

「
秋

」

と

い

っ
た

性

格

を

風

に

付

加

す

る

こ

と

で

、

歌

語

と

し

て
定

着

す

る

こ

と

が

で

き

た
。

そ

れ

は

、

「
風
」

の
み

で

は

日
本

語

の

「
こ
ゑ
」

で
表

さ

れ

る

内
容

は
認

め
難

く

、

あ

く

ま

で
も

「
松

」

「
秋

」

の
性

質

を

伝

え

る
媒

介

と

し

て

、

も

し
く

は

「松

」

「
秋

」
と

の
関
わ

り

の
中

で

の
み

、
聞

き

手

は

く
風

の
音

V

の
中

に

「
こ
ゑ

」
と

表

さ

れ

る
内

容

を

認

め

た

こ
と

を
窺

わ

せ

る
。

聞

き

手

が
感

情

を
動

か
さ

れ

る

の
は
、

単

な

る

〈
風

の

音

〉

で
は
な

く
、
松

を
吹

く

<
風

の
音

〉

で
あ

り

、
秋

に
吹

く

<
風

の
音

〉

で
あ

っ
た
。

そ

の

た

め

に

「
風

声

」

を

そ

の
ま

ま
歌

語

化

し
た

単

な

る

「
風

の

こ
ゑ

」

の
形

で

は
定

着

す

る

こ
と

は

で
き
な

か

っ
た

の

で
は

あ

る

ま

い

か
。

単

に
漢

詩

的

な

表

現
と

し

て

で

は
な

く

、

和

歌

的
な

表
現

と

し

て

歌

語

に
な

る
た

め

に

は
、

そ

の

〈音

〉

の
中

に

、

聞

き

手
が

感

情

移

入

で
き

る
内

容

が

認
め

ら

れ

る

か
ど

う

か

、

そ

こ
に
分

岐

点

が

あ

っ
た

の

で
あ

る
。

〈注

〉

(
皿
)
馬

田
義

雄

「
萬
葉

集
訓
詰

一
題
1

『
声
』
と

『
音

』
ー

」

(
『
和

歌

山
大

学
学

芸

学
部

紀

要
』

第

三
号

、

昭
和

二
十

八

年

三

月

)
、
『
時

代
別

国
語

大
辞

典

上

代
編

』

(
昭

和
四
十

二
年
、

三
省

堂

)

(
二
)

『
万
葉

集

』

本
文

の
引

用

は
、

佐

竹
昭

広

・
木

下

正
俊

・
小

島

憲

之
著

『
萬
葉

集

本
文
篇

』

(
昭

和
三
十

八
年
、

塙
書

房
)

に

拠

る
。

以
下
同
。

(
三
)
昭

和
三
十

五
年
、

中
央

公
論
社
。

巻

六

δ
お

番
歌
注

。

(
四
)

「
『
風

の
音

に

ぞ
』

と
漢
詩

文
ー

万
葉
集

か

ら
王
朝

和
歌

へ

―

」

(片

桐

洋

一
編

『
王
朝

文

学
と

そ

の
系

譜
』

平

成

三
年

、

和
泉

書
院

所

収
V

(
五
)
『
平
安

詩
歌

の
展
開

と
中

国
文
学

』

(平
成

十

一
年

、
和
泉

書

院

)
第

―
部

1

「
風

の
音

の
系
譜
」

(
六
)
小
島

憲

之
、
新

井
栄
蔵

校
注

(
平
成

七
年
、

岩
波

書
店
)

(
七
)

但
し

こ

の
詩
句

は

『
白
氏

文
集

』

に
は

見
ら

れ
な

い
。
陳

尚

君

輯
校

『
全

唐

詩
補

編

』

(
一
九

九
八

年

、
中

華

書

局
)

も

『
千

載
佳

句
』
を
出
典

と

し
て
採

っ
て

い
る
。
し
か

し

こ
の
詩

句

は

『
千
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載

佳
句

』

以
前

に

日
本

に
入

っ
て

い
た

こ
と

が
確

か

で
あ
り

、
敢

え

て

『
古
今

集
』

よ

り
後

の
成

立

で
あ

る

『
千
載
佳

句
』

か

ら
引

用

し
た
。

(
八
)

望

月
郁

子

「
ネ

・
コ

ヱ

・
オ
ト

小
考

」

(
『
静

岡
大

学
教

養
部

研
究

報
告

(
人
文

科
学
篇

)
』

第

;
工
号
、
昭

和
五
十

五
年
)

(
九
)
片
桐

洋

一
校

注

(
平
成

二
年
、

岩
波
書

店
)

(
十
V

工
藤

重

矩
校

注

(
平
成

四
年
、

和
泉

書
院
)

(
十

一
)

「
お

ほ
ぞ

ら

を
な

が

め

ぞ

く
ら

す

ふ
く

か

ぜ

の

こ
ゑ

は
す

れ

ど

も
め

に

も

み
え

ね
ば

」

(
西
本

願

寺

本
三

十

六

人
集

『
躬

恒

集
』

亀

ざ

ふ

の
う

た
)

は
、

書
陵

部

蔵
禁

裏
本

(五
〇
一
三
三
五
)
と

正

保
版

本
歌

仙
家

集

『
躬
恒

集

』

に
は

「
か
ぜ

の
お
と

」

で
収
め

ら
れ

て
お

り
、
『
拾
遺

集
』
a
O

で
も

「
か
ぜ

の
お
と
」

と
な

っ
て

い
る
。

「
風

の

こ
ゑ

」

の
本

文

に

問
題

が

あ

る
と

見

ら
れ

、

そ
れ

を
除

き
十

四
首

と

し
た
。

(
十

二
)
佐

々
木

信

綱

編

『
日
本

歌

学

大

系

』

第

二
巻

(
昭

和

三

十

二

年
、

風
間

書

房

)

(
十
三

)
定

家

に
先

立

つ
例
と

し

て
は

、
『
宇
津

保
物

語
』

「
松

風

の

こ
ゑ

に
く
ら

ぶ

る

こ
と

の
ね

を
す
な

る

る

せ
み

は
し
ら

べ
ざ

ら

め

や

」

(
四
か

す
が

ま
う

で
、

中
納

言

平

の
ま
さ

あ
き

ら
)
、
能

因
法

師

の

「白

浪

の
こ
す

か
と

の

み
ぞ
き

こ
え
け

る
末

の
松

山
ま

つ
風

の
声

」

(
『
能
因

法
師

集
』

剛O
°。
す

ゑ

の
ま

つ
山
に

て
)

が
あ

る
。

ま
た

漢
詩

に
も

、

「
万
墾

度

尽
松

風
声

」

(『
全
唐

詩
』

李
白

「憶

二

旧
遊

}
寄
二
誰

郡

元
参

軍

一
」
)

「
誼
識

二
松

風
声

こ

(『
全
唐

詩

』
楊

衡

「
経
二
端

渓
峡

中

二
)

の
例

が

あ

る

こ
と
も

付

記

し

て
お

く
。

(十

四
)

『
拾

遺
愚

草
』

本

文

の
引
用

は
冷
泉

家
時

雨

亭
叢

書

第
八

巻

『
拾
遺

愚

草

上

・
中

』

(
平
成

五
年

、

朝

日
新

聞
社

〉
、
第

九

巻

『
拾

遺

愚
草

下

拾
遺

愚
草

員
外

俊

成
定

家
詠

草

古

筆
断

簡
』

(
平
成

七

年
、

朝

日
新

聞

社
)

に
よ

り
、

濁

点

を
わ

た

く

し

に
付

し
た
。

以
下
同
。

(十

五
)

一
例
だ

け
例
外

が
あ

る
。

松

風

の

を

と

に
す

み
け

む
山

人

の
も
と

の
心

は
猶

や
し

た

は
ん

(『
拾
遺

愚
草

』
一
お
。゚P
関
白

左
大

臣
家

百
首

・
山
家

)

但

し
貞

永

元
年

(
=

一三

二
)

と
後

年

の
作

で
あ

る
。

新
古

今
時

代

の
定

家

の
歌

に

限

る
と

、

「
松

風

」

は

「
こ
ゑ

」

と

表

し

て

い

る
。

(十

六
)

「
松
音

」
は

『
全
唐

詩
』

中

で
、
次

の

一
例

の

み
で
あ

る
。

苑
花

落
二
池
水

一
、

天

語
聞
二
松

音

「

(『
全
唐

詩
』

儲
光

義

「
石
甕

寺

」
)

(十

七
)
こ

の
歌

の
本

文

の
問

題
、
表
現

技
法
、
解
釈

に

つ
い
て
は
、

拙
稿

「藤

原
良

経

の
本
歌

取

り
凝
縮

表

現

に

つ
い

て
ー

『
後

京

極
殿

御
自

歌
合

』
を

中
心

に

」

(『
国

語
国

文
』

平
成

十

三
年

五

月
号
)

で
論

じ
た

こ
と
が

あ
る

。

そ
ち
ら

も
併

せ

て
参

照
さ

れ

た

い
。

な

お

、
「
こ
と
あ

た
ら

し
」

は
、
『
角

川
古

語

大
辞
典

』

に
よ

る

と
、

「
『
言
う

』
な

ど
、

発

言
行
為

を
表

す

語
と

と
も

に
用

い
る
。

わ

か
り

き

っ
た
事

柄

で
言
う

必
要

が
な

い
も

の
を
、

そ

の
必
要

が
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あ

る
と

し

て
改

め

て
言

い
立

て
る
さ

ま
」

と
説

明
さ

れ

て

い
る
。

し
か

し
、

歌

合
判

詞

に

お

い

て
は
、

「
あ

た
ら

し
」

と

同
義

で
用

い
ら

れ

て

い
る
例

が

見
出

せ

る

(
「
あ

た
ら

し

」

に

つ
い

て
は
、

上

條

彰

次

『
藤

原
俊

成

論
考

』

(平

成

五
年

、

新
典

社
)

第

二
章

第

六
節

「
『
六

百
番

歌
合

』

の
歌

評

態
度

「
あ

た
ら

し
」

考

」
参

照

)
。
最
も

端
的
な

も

の
と
し

て
、
『
関
白

内
大

臣
歌
合

』

で
、

「
う

づ

ら
な

く

か
た

の
に

た

て
る
は

じ
も

み
ち
ち

り

ぬ
ば

か
り

に
秋

風

ぞ

吹
く

」

(
Σ

親
隆

、

野
風

四
番

左
勝

)

に
対

し

て
、

判
者

の
基

経

は
、

「
左

歌
、
『
は
じ
も

み
ち
』

こ
そ
、

む
げ

に

み
み
な

れ
ず

、

こ
と
あ

た
ら

し
う

は

べ
れ
」

と
評

し
、

後

日
判

に
お

い

て
も

「左

歌

、
『
は

じ
も
み
ち

』
ぞ
あ

た
ら

し
き
や

う

に
き

こ
ゆ
れ
ど

」
と
、

同

じ
意

味

で
用

い
て

い
る
例

が
あ

る
。
『
六
百
番

歌
合

』
で
も

、
「
し

つ

の
を
が

や

ま
だ

の

い
ほ

の
ひ
ま

を
あ

ら

み
も

る

い
な
づ

ま
を

と

も
と

こ
そ

み
れ
」

(
経
家

ω
N
°。
、

十
四

番
稲
妻

左
持
)

に
対

し

て
、

「
『
も
る

い
な
づ

ま
』

も

又

こ
と

あ

た

ら

し
く

や
侍

ら

ん
」

と

評

し

て

い
る
例

が

あ
る
。

こ
れ
は
稲

妻

が
、

は
か

な

い
瞬
時

の
光

を

詠

む

こ
と
が

通
例

で
あ

る

の
に
、

庵

の
隙
間

か

ら
漏

れ
る

光
を
詠

ん
だ

こ
と

に
対

し
て
、

新
奇

で
あ

る
と

評

し

て
い

る
と
考

え
ら

れ

る
。

こ
の

「
秋
風

の

こ
ゑ
」

に
対

す

る

「事

新

し
」

も
、
や

は

り

同
様

に

「新

奇

で
あ

る
」

「
斬
新

す

ぎ

る
」

と

評

し

て

い
る
と

取

っ
た
。

(十

八

)
『
秋
篠

月

清
集

』

本

文

は
、

天

理
図

書
館

善

本
叢

書

第

三

十

六
巻

『
秋

篠

月

清
集

』

(
昭
和

五

十

二
年

、

八
木

書

店
)

に
拠

り
、

濁
点

は
わ
た
く

し
に
付

し
た
。

(
十

九
)

『
私
家

集
大

成

第

一
巻

中
古

1
』

に
よ

る
と

、

諸
本

第

・
二
句

に
異
同

は
な

い
が
、
第

三
句

以
降

に
は

秋
ご
と

に

ご
ゑ

こ
そ
か
は
れ

色
は

か
は

ら
ず

(光
俊

本
系

書
陵
部

蔵
本
五
=
二
八

「
躬
恒

1
」
ま
α
〉

秋
風

の
声

こ
そ
か

は
れ
色

は
か
は
ら

ず

(内

閣
文
庫

蔵
本
二
〇
丁
四
茜

「
躬

恒
∬
」
8
0
)

あ

き
ご

と
に

こ
ゑ

こ
そ
ま
さ

れ

い
う
も

か
は
ら
ず

(
書
陵
部

蔵
本
五
9

三
二
五

「
躬
恒

皿
」

ωO
O
)

あ

き
風

に

こ
ゑ

こ
そ

ま
さ
れ

い
ろ

は
か
は

ら
ず

(西

本
願
寺

本
三

十
六
人
集

「
躬

恒
W
」
N
い
。゚
)

と

異
同

が

あ

る
。

「
躬

恒

H
」

の
形
が

『
新
古

今
集

』

と

一
致

す

る

が
、
「
躬
恒

H
」
(内

閣
文
庫

蔵
本

二9

・四
三
四
)
の
当

該
歌

は
、
「乍

レ
入

二
選
集

「漏
二
家
集

一」

の
部

分

で
、
『
新
古

今
集

』

か
ら
補

っ
た

歌

で
あ

る
。

『
新

古
今

集
』

の
出

典
資

料

と

し

て
は

、
現

存
す

る

『
躬
恒

集
』

と

は
本
文

が
異
な

り
、
ど

の
系

統
が

出
典

資
料

で
あ

っ
た

の
か

、

ま
た

は
、

『
躬
恒

集

』
と

は
違

う
資

料

か

ら

の
採

歌

で
あ

っ
た

の
か
、

不
明

で
あ

る
。

(
二

十
)

『
壬

二
集

』
本

文

は
、

久

保

田
淳

編

『
藤

原

家
隆

集

と

そ

の
研
究
』

(
昭
和

四
十
三

年
、
三

弥
井
書

店
)

に
よ

る
。

以

下
同
。

(
二

十

【
〉
『
千

五

百
番

歌
合

』

本

文

は
、

有
吉

保
編

『
千

五
百

番

歌

合

の
校

本

と
そ

の
研

究

』

(
昭

和

四
十

年

、

風
間

書
房

)

に

よ

る
。

以

下
同
。

な
お

遷
刈
番
歌

は
、
第

五
句

「
秋

風

の
声

」
が

、

81



書

陵
部

蔵
桂

宮

本

(五

?
五
八
)

で
は

「
秋
風

の
そ
ら
」

と
異

同
が

あ

る
。

(
二
十

二
)

ま

た

、
『
新

古
今

集

』

が
勅

撰
集

初

見

の
歌

語

「
松

の

こ
ゑ
」

が
あ

る
。

人

の
許

に
ま

か
り

て
、

こ
れ

か
れ
松

の
か
げ

に

お
り

ゐ

て
あ

そ
び

け
る

に

か
げ

に
と

て
立

ち

か
く

る
れ

ば
唐

衣

ぬ
れ

ぬ
雨

ふ
る
ま

つ
の

声

か
な

(『
新
古
今

集
』
雑
中

ま
。。
ω
貫
之
)

「
松

の

こ
ゑ
」

は
、

詩

語

「松

声

」
を

そ

の
ま
ま

訓
読

し
、

歌
語

化

し
た

詞

で
あ

る
。

こ
の
歌

を
入
集

さ

せ
た

理
由

も
、

や

は
り

一

連

の

「
松

風

の
こ
ゑ

」

と

〈
松
風

の
音

〉
と

い
う

素
材

へ
の
愛
好

が
背

景

に
あ

る
と
考

え
ら

れ

る
。

(
二
十

三
)

「
こ
と
ご

と

し

き
高

麗

、
唐

土

の
楽

よ
り

も
、

東

遊

の

耳

馴

れ
た

る

は
、
な

つ
か
し

く

お
も

し
ろ

く
、
波

風

の
声

に
響

き

あ

ひ
て
、

さ

る
木
高

き

松
風

に
吹

き
た

て
た
る

笛

の
音

も
、

外

に

て
聞

く
調

べ
に

は
変

り

て
身

に
し

み
、

(
下
略

ご

(『
源
氏

物
語
』

若

菜

下
、
引
用
本

文

は
小
学

館
新

編

日
本
古
典

文
学
全

集

に
拠
る

)

の
先

例
が
あ

る
。

(
二
十

四
)
増

田
欣

「
濤
衣

の
詩

歌
-

そ

の
題
材
史

的
考

察
ー

」

(『
富

山
大
教

育
学

部
紀

要
』
第

一
五
号

、
昭
和

四
十

二
年

三
月
)

※
付

記
特

に
注

記

し
な

い
限

り
、

和

歌
本

文

及

び
歌

番

号

は
、

『
新

編

国

歌

大
観
』

『
文
選

』

…

『
藝
文

類
聚

』

『
玉
台

新
詠
』

六
朝

詩

『
全
唐

詩
』

『
白

氏
文
集

』

『
本

朝
文
粋

』
に
拠

る
。
漢

文

の
本
文

引
用

は
、

一
九
八

〇
年
、

藝
文

印
書
館

『
文
華

秀
麗
集

』

『
経

国

集
』

『
千
載

佳
句

』

『
本
朝
麗

藻
』

以

下

に
拠

る
。

・二

九
七

九
年

、
上
海

古
籍

出
版
社

:

『
玉
墓

新
詠

索
引

附

玉
皇

新
詠

箋
註

』

(
昭
和

五
十

―
年
、

山
本
書

店
)

・
『
先
秦

漢

魏

晋

南

北

朝

詩
』

(
一
九

八

三
年

、

中

華

書

局
)

:
中
華

書
局

(全

二
十

五
冊
本

)

:
『
白

氏
文
集

歌
詩

索
引
』

(平
成

元

年
、

同
朋
舎

)

-
新

日
本
古
典

文
学

大
系

『
本

朝
文

粋
』

(
平
成

四
年

、
岩
波

書
店

)

-
日
本
古

典
文

学
大

系

『
懐

風
藻

・
文

華
秀

麗

集

・
本
朝

文
粋

』
(
昭
和
三

十
九

年

岩
波

書
店

)

…
新

校
群

書

類

従

文
章

部

;
金

子
彦

二
郎

編

『
平
安

時

代
文

学

と
白

氏
文

集

句

題
和
歌

・
千

載
佳

句
研
究

篇
』

(
昭
和
十

八
年

、
培
風

館
)

-

『
校
本

本
朝

麗
藻

附
索

引
』

(平
成

四
年

、

汲
古
書
院

)

(
こ
や
ま

じ

ゅ
ん

こ

・
博
士

後
期

課
程
)
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