
『
萬

葉

集
』

五

十
九
番

「
流

ら

ふ

る

つ
ま
吹

く

風

の
寒

き
夜

に

我

が

背

の
君

は

ひ
と

り

か
寝

ら

む
」

考

河

上

志

貴

子

は
じ

め

に

『
萬

葉

集

』

巻

―

・
五
十

九

番

は

、

大
宝

二
年

(
七

〇

二
)

の

冬
十

月

十

日
よ

り

翌

月

二
十

五

日
に

か

け

て

、
持

統

天

皇

が

三

河

国
方

面

に
行

幸

し
た

際

^
;
、

誉
謝

女

王

三
H
が

詠

じ

た

歌

と

見

な

さ

れ

る
。

通

説

で
は
、

作

者

は

こ

の
と

き

、

遠
方

に
離

れ

て

い
た

と

見

ら
れ

る
夫

の
身

の
上

を
案

じ

て
、

風

の
寒

い
夜

に
我

が

夫

は

独

り

で
寝

て

い

る

の

で
あ

ろ

う

か

と

詠

ん

だ

も

の
と

解

さ

れ

る

(
三

)
o

誉
謝
女
王
の
作
る
歌

な
が
ら
ふ
る
つ
ま
ふ
く
か
ぜ
の

さ
む
き
よ

に

わ
が
せ

の

き
み
は

ひ
と
り
か

ぬ

ら

む

流

経
妻
吹
風
之
寒

夜
ホ
吾
勢
能
君
者
独

香
宿
良
武

歌

の
本

文

及

び
訓

に
関

し

て

は
、

古

写

本

に

は

特

に
異

同

は
見

ら

れ
な

い
。

し

か
し

な

が

ら
、

五

十

九
番

の
解

釈

は

従

来

の
諸

注

釈

書

の
間

で

は

}
致

し

て

い
な

い
。

殊

に
初

句

「
な

が

ら

ふ

る
」

と

二
句

目

の

「
妻

」

と

の
係

わ

り
が

難

解

と

さ

れ
、

現

在

に

至

っ

て
も

定

説

を

見

な

い
。

次

に
、

従
来

の
諸

説

の
代

表
的

な

も

の
を

挙
げ

る

こ
と

と

す

る
。

①

妻

説

。

「妻

」

を

原

文

通

り

に
、

配

偶

者

の
意

の

「
妻

」

に

解

し

、

「
な

が

ら

ふ

る

」

は
、

そ

の
人

物

が

長

く

時

を

過

ご

す
、

ま

た

、

生

き

な

が

ら

え

る

と

の
意

に
解

す

る
。

『
萬

葉

抄

』

(
宗
祇

)
、

『
萬

葉

集

全

註

繹
』

(
武

田

祐
吉

)
、

等

。

②

衣

説
。

「
妻

」

を

衣

の
褄

の
意

に

解

し

、

「
な

が

ら

ふ

る

」

は
、

そ

の
棲

の
長

く

延
び

て

い
る

よ

う
な

状

態

を

表

す

語

と

し

て

扱

う

。

『
萬

葉

集

管

見
』

(
下

河

邊

長

流

)
、

『
萬

葉

代

匠

記

』

(
契

沖
)
、

『
萬

葉

集

考

』

(賀

茂

眞

淵

)
、
等

。

③

雪

説

。

「
妻

」

を

「
雪

」

の

誤

字

と

し

、

「
な

が

ら

ふ

る

」

は

、

そ

の
雪

の
流

れ

て
降

る
意

に
解

す

る
。

『
萬

葉
考

槻

落

葉

』

(
荒

木

田
久

老

)
、
『
萬

葉

集
略

解

』

(加

藤

千

蔭

)
、
『
萬

葉

集

古
義

』

(鹿

持

雅

澄

)
、
『
萬

葉

集

注

繹

』

(澤

潟

久

孝

)
、
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等

。

④

風

説

。

②

衣

説

と

同

様

に

、

「
妻

」

を

衣

の
棲

の
意

に
解

す

る
が

、
「
な

が

ら

ふ

る
」

は

「
風

」
に
掛

か

る
も

の
と

見

て
、

衣

の
棲

を

吹

き

流

す

風

、

も

し

く

は
長

く
引

き

続

い
て
吹

く

風

と

解

釈

す

る

。

『
萬

葉

集

政

謹

』

(
岸

本

由

豆

流

)
、

『
萬

葉

集

講

義

』

(
山

田
孝

雄

)
、
『
萬

葉

集
精

考

』

(菊

池

壽

人

∀
、

等

。

⑤

妾

説

。

「妻

」
を

「
妾

」
の
誤

字

と

考

え

、
「な

が

ら

ふ

る

妾

」

は
、

長

く

待

ち

続

け

る

私

と

い
う

意

味

に

解

す

る
。

「
な

が

ら
ふ

る
」
の
解

釈

に

関

し

て

は

、
①

妻

説

と

類

似

し

て

い
る
。

新

日
本

古

典

文

学

大

系
。

こ
れ
ら

を

見

て
分

か

る

よ

う

に

、

難

解

と

さ

れ

て
き

た

上

二
句

の
中

で
も

、

殊

に

二
句

目

の

「
妻

」

の
意
味

、

ま

た

場

合

に

よ

っ

て

は

そ

の
表

記

自

体

が

し

ば

し

ば

問

わ

れ

て

き
た

た

め

、

以

上

の

よ

う

に

数

多

の
説

が

生

じ

た

わ

け

で
あ

る
。

一
方

、

「
流

経

」

の

表

記

・
訓

に

つ
い

て

は
、

共

に

ほ
と

ん

ど

問

題

と

さ
れ

て

い
な

い

割

に

は

、

そ

の
解

釈

も

ま

ち

ま

ち

で

あ

る

。

「
な

が

ら

ふ

る
」

の

解

明

が

そ

れ
だ

け

困

難

で
あ

る

と

い
う

こ
と

の
裏

付

け

と

思

わ

れ

る

が

、
こ

れ

は
、
多

く

の
注

釈

書

で
、

「
な

が

ら

ふ

る
」
と

「妻

」

と

が

一
括

し

て
解

釈

さ

れ

て
き

た

結

果

と

も

見
な

せ

る
。

五

十

九

番

の
上

二

句
、

そ

し

て
、

一
首

と

し

て

の
意
味

を
解

き

明

か

す

た

め

に

は
、

初

句

「
な

が

ら

ふ

る

」

の
用

法

を
、

よ

り
個

別

的

に

見

極

め

る

必
要

が

あ

る

で
あ

ろ

う
。

本

稿

で
は
、
従

来

立

て

ら
れ

て
き

た

諸

説
を

再

検

討

し

な

が

ら
、

初

句

「
な

が

ら

ふ

る

」

の
意

味

・
機

能

を

明

ら

か

に

し

た

上

で
、

五

十
九

番

の
解

釈

を

試

み

た

い
と
思

う

。

集

中

に

お

け

る

「
な

が

ら
ふ

」

の
用

例

は
、

五
十

九

番

を
含

め

て
六

例

数

え

ら

れ

る
。

a

駿

河

采
女

の
歌

一
首

沫

雪

か

は

だ

れ

に
降

る

と

見

る

ま

で

に
流

倍

散

る

は
何

の

花

そ

も

(巻

八

・
春

雑
歌

・

―
四

二
〇

)

b

大

伴

田
村

大

嬢

、

妹

坂

上

大

嬢

に
与

ふ

る

歌

一
首

沫

雪

の
消

ぬ

べ

き
も

の
を

今

ま

で
に

流

経

は
妹

に
逢

は

む

と
そ

(同

・
冬

相

聞

・
一
六
六

二
)

c
雑

鳴

く
高

円

の
辺

に

桜

花
散

り

て
流

歴

見

む

人
も

が

も

(
巻

十

・
春

雑
歌

・
「
詠

・
花

」
・
一
八

六

六
)

d

天

霧

ら

ひ
降

り

来

る

雪

の
消

な

め

ど
も

君

に

逢

は

む

と

流

経

渡

る

(
同

・
冬

相

聞

・
「
寄

・
雪

」
・
二

三

四

五
)

e

世

間

の
無
常

を
悲

し
ぶ

る

歌

一
首

井

せ

て
短

歌

〔里

天
地

の

遠

き
初

め

よ

世

の
中

は

常

な

き

も

の
と

語

り

継

ぎ

奈

我
良

倍

来

れ

天

の
原

振

り
放

け

見
れ

ば

照

る
月

も

満
ち

欠
け

し
け

り

…

(巻

十

九

・
大

伴

家

持

・
四

一
六
〇

)

萬

葉

時

代

に

は

、

「
な

が

ら

ふ

」

に
複

数

の

用

法

が

あ

っ
た

こ
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と

は

こ
れ

ら

の
用

例

か

ら
読

み

取

れ

る
。

『
時

代

別

国

語
大

辞

典

上

代

編

』

は

、

「
な

が

ら

ふ

」

の
定

義

に

関

し

て
、

「
流

ル
に

動

詞

語

尾

の

フ
が

つ
い
た

語

か

宝
H」

と

し
、

0

雨

・
風

・
花

な

ど

が
降

り
落

ち

る

。

②

時

間

が

経

過

す

る

。

ま

た

特

に
生

命

の
続

く

こ
と

を

い
う

(
六

)
0

と

い

っ
た

二
通

り

の
用
法

が

あ

る

と

す

る
。

そ

し

て
、
『
萬

葉
集

』

に
お

け

る

「
な

が

ら

ふ

」
の
例

の
う

ち

、

}
四

二
〇

(
a
)

と

「
八

六
六

(
c
V

は

、

古

語

辞
典

類

・
諸

注

釈
書

で
は

、
右

の
0

の
用

法

と

し

て
扱

わ

れ

、

一
六

六

二

(
b
)
、

二

三

四

五

(
d
)

と

四

一
六
〇

(
e
)

は

②

の
用

法

と

し

て
扱

わ

れ

る

の
が

通
常

で
あ

る
。

ま
ず

、

0

の

二
例

a
と

c
に
窺

わ

れ

る

「
な

が

ら

ふ
」

の
用

法

を
確

認

し

て
お

き

た

い
。

a
は

通
説

で

は

、

「沫

雪

が

う

っ
す

ら

と
降

り
積

も

る

か

と

見

る

ほ
ど

に
、

し
き

り

に

流

れ

て

散

る

の
は

何

の
花

で

あ

ろ

う

か

。
」

と

い
う

よ
う

に
解

釈

さ

れ

る

。

即

ち

、

散

り
落

ち

て
く

る

花

を
、

ま
だ

ら

に
流

れ

て
降

る

沫

雪

に
見

立

て

て
詠

ん
だ

歌

で
あ

る
。

そ

し

て
、

も

う

}
首

の

c
は
、

四
句

切
れ

と

し

て

、

「
維

の
鳴

く

高

円

の
あ

た

り

に
、

桜

の
花

が

流

れ

る

よ

う

に

散

り

続

け

て

い

る
。

誰

か

に

見

せ

た

い
も

の
だ

。
」

と

解

釈

し
得

る
。

こ

の
二
首

に
用

い
ら

れ

て

い
る

「
な

が

ら

ふ
」

を

「
流

れ

る
よ

う

に
降

り

続

け

る

」
と

い
う

意

味

に
解

し

て
大

過

は
な

い

だ

ろ

う

。

次

に
②

の
例

b
と

d

に

お
け

る

「な

が

ら
ふ

」

の
用

法

も
確

認

し

て

お
き

た

い
。

b
は
、

大

伴

田
村
大

嬢

が

、

妹

の
坂

L
大

嬢

に

贈

っ
た

歌

で
あ

り

、

「
自

分

の
命

は

沫

雪

の
よ

う

に

消

え

て

し
ま

い
そ

う
な

の

に
、

今

ま

で
生

き

な

が

ら
え

て
き

た

の
は

、
あ

な

た

に
逢

お

う

と

思

う

か

ら

な

の

で
す

。
」

な

ど

と

諸

注

釈

書

は

解

し

て

い
る

。

「
な

が

ら

へ
ぬ

る

は

」

と

い
う

語

句

は

作

者

白

身

の
行

為

を

言

う

も

の

で
あ

り

、

「
生

き

続

け

て
き

た

」

と

い
う

意

味

に

取

れ
、

a

・

c
の
用

法

と
異

な

る

こ
と

は
明

ら

か

で

あ

る
。
d
は

、

b

と

同

じ
く

、
冬

の
相

聞

歌

で
あ

る
上

に

、
「
雪

の
消

な

め

ど

も

」

「
君

に
逢

は
む

と

」

と

い

っ
た

表

現

の
面

か
ら

も

類

似

し

て

い

る

と

言

え

る

七̂
り。

d

は

作
者

不

明

の
歌

で
あ

る

た

め

、

b
と

の
先

後

関

係

に

つ
い

て
は

断

言

し
か

ね

る

が
、

b

の
作

者

大

伴

田
村

大

嬢

が

第

四

期

八̂
v
に
活

躍

し

た
歌

人

で

あ

る

こ
と

か

ら
、

d

に
倣

っ
て

b
を

詠

じ

た

と

も
考

え

ら

れ

る

。

い
ず

れ

に

せ
よ

、

b
と

d

に

用

い
ら

れ

て

い
る

「
な

が

ら

ふ
」

は

、

時

間

の
経

過

に
関

連

し

て

「
生

き

続

け

る
」

「
生

き

な

が

ら
え

る
」

と

い

う

意

味

を

表

し

て

い
る

と

見
な

せ

よ

う
。

巻

十

九

・
四

一
六

〇

(
e
)

は
、

世

の
中

の
無
常

に
対

す

る
憂

い
を

述

懐

し

た

家

持

の
長

歌

で
あ

る
。

「
な

が

ら

へ
来

れ

」

に

関

し

て
は

、
諸

注
釈

書

は

ほ
ぼ

一
致

し

て

「
言

い
伝

え

て
き

て

い

る
」

「
言

い
継

い

で
き

て

い
る

」
と

い
う

よ

う

に

解

し

て

い
る
。

こ

の

用

法

は

、
動

詞

「
流

る
」

の

「
時

間

が

経

過

す

る
。

ま

た

そ

の
経

過

に

従

っ
て
伝

え

ら

れ

る
場

合

に

も

い
う

九̂
ご

と

い

う

}
用

法
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と

関

連

を

持

つ
も

の
と

考

え

ら

れ

る
。

集

中

に

「
妹

が

名

は

千
代

に
流

れ

む

姫
島

の
小

松

が

う

れ

に
苔

生
す

ま

で

に

」

(巻

二

・
挽

歌

・
二
二

八

)
と

い
う

歌

が

見

ら

れ

る
。
こ
れ

は

、
和

銅

四

年

に

、

河

辺

宮

人

が

姫

島

の
松

原

で
、

あ

る

乙
女

の
屍

を

見

て
悲

し

ん

で

作

っ
た

歌

で
あ

る

が
、

姫

島

の
小

松

の
梢

に

、
苔

が
生

え

る

程

の

後

世

ま

で
も

、

そ

の

乙
女

の
名

が

伝

わ

る

だ

ろ

う

と
詠

ん

で

い
る

と

見

ら

れ

る

。

以

上

a
～

e
の
例

に

見

ら

れ

る

「
な

が

ら

ふ

」

の
用

法

を

ま

と

め

て
述

べ
る

と

す

れ
ば

、

次

の
通

り

に

な

る
。

①

花

や

雪

な

ど

が

流

れ

る

よ
う

に
降

り

続

け

る

意
。

a
、

c
。

②

時

間

が

経

過

す

る

に

つ
れ

て
、

人

命

や

言

い
伝
え

な

ど

が

長

続

き

す

る
、

持

続

す

る
意

。

b
、

d
、

e
。

さ

て
、

問

題

は

、

五

十

九

番

に

お
け

る

「
な

が

ら

ふ

る
」

の
用

法

が

、

以

上

の
用

法

の
う
ち

、

い
ず

れ

に
よ

り

近

い
も

の
で
あ

る

か
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

こ
こ

で
、

諸

説
を

再

検

討

し

な
が

ら
、

こ

の
考

察

に

掛

か

り

た

い
と

思

う

。

先

述

し
た

諸

説

の
中

で

、
①

妻

説

を
最

初

に
打

ち

立

て
た

と
見

な

さ

れ

る
宗

祇

は

、
『
萬

葉

抄

』
に

、
作
者

誉

謝

女

王

が

夫

と

「わ

か

れ

て
程

を

へ
ぬ

れ

は

な

か

ら

ふ

る

妻

と

よ

め

る

欺
。
二
9
」

と

述

べ

て

い

る
。

管

見

の
限

り

、

宗

祇

の
活

躍
後

、

二
十

世
紀

半
ば

に

至

る

ま

で
、

こ

の
説

に

従

っ
た

注

釈

書

は

見

ら

れ
ず

、

戦

後

に

な

っ
て
武

田
祐

吉

氏

の

『
萬

葉

集

全

註

繹

』

に

顧

み

ら

れ

る
よ

う

に
な

る
。

氏

は

「
な

が

ら

ふ

る
妻

」

に

関

し

て
、

「
こ

の
世

に
生

き

永

ら

へ
て

ゐ

る
妻

」

と

い

う

よ

う

に

捉

え

、

「
待

ち

あ

ぐ

ね

て

ゐ

る
情

を
爲

し

て

ゐ

る

と

見

ら

れ

る

の

で
あ

る
。
^
=
ご

と

述

べ

て

い
る

二
5
。

し

か

し

、
こ

の
説

明

に

対

し

て
、
澤

潟

久
孝

氏

は

「
按

ず

る

に
、

「
妻

」

の
文
字

を

そ

の
ま

㌧
に

解
す

る
と

い
ふ

事

は

望

ま

し

い
態

度

に

は
違

ひ
な

い
が

(
中

略

)

妻

に

風
が

吹

く

と

い
ふ

の
も

苦

し

く
、
そ

の
妻

を
作

者

自

身

と

し

「
こ

の
世

に
生

き

永

ら

へ
て
ゐ

る

」

と

い

ふ

の
も

苦

し

い
。

一̂三
」

と
述

べ

て

い

る
。

「
妻

吹

く

風

」

と

い
う

表

現

の
妥

当

性

に

関

し

て
は

、

「
小

菅

ろ

の
末

吹

く

風

の
」

(巻

十

四

・
三

五

六

四

)
、

「
我

が

や

ど

の

い
さ

さ

群

竹

吹

く

風

の

」

(
巻

十

九

・
四

二
九

一
)

な

ど

の
例

は

見

え

る

が

、

「
妻

吹

く

風

」

は

『
萬

葉
集

』

中

、

五

十

九

番

の
他

に

は

見
出

せ
な

い
。

し

か

し
、

人

物

が

風

に
吹

か
れ

る
と

い
う

こ
と

が
集

中

の
歌

に

全

く
詠

ま
れ

て

い
な

い
わ

け

で
も

な

い
。

f

妹

に

恋

ひ
寝

ね

ぬ

朝

に
吹

く

風

は
妹

に

し
触

れ

ば

我

に

も

触

れ

こ
そ

(巻

十

二

・
二

八

五

八
)

遠
方

に

い

る
恋

人

と

逢

え
な

い
作

者

は

、

せ

め

て
共

有

で
き

る
も

の

で

も

あ

れ

ば

と

思

い
、

「
妹

に
風

が

触

れ

る

の
な

ら

ば

、

自

分

に

も
触

れ

て
お

く

れ

」

と

い
う

願

い
を

込

め

て

詠

ん

で

い

る

の

で

あ

る
。

こ

の
よ

う

に

、
離

れ

て

い

る
男

女

が

、

あ

る

も

の

を
媒

介
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に

し

て

共
感

す

る
と

い
う

発
想

は

五

十
九

番

に

も

容
易

に
見

出

さ

れ

よ

う
。

な

お

、

五

十

九
番

の

「
つ
ま
吹

く

風
」

と

い
う

句

は
、

藤

原

定

家

な

ど

、
鎌

倉

以
降

の
歌

人
等

に
採

用

さ

れ

た
表

現

で
あ

る
。

例

え

ば

、

定
家

の

『
拾

遺

愚

草
』

に

は
、

五

十

九

番

を
本

歌

取

り

し

た

と

思

わ

れ

る
次

の
歌

が

見
ら

れ

る
。

g

寒

夜

千

鳥

浦

千
鳥

か
た

も

さ

だ

め
ず

こ

ひ

て
鳴

く

つ
ま
吹

く

風

の
夜

ぞ

ひ
さ

し
き

二
四
v

(
上
巻

・
「
詠

百
首

和
歌

」
)

無

論

、

右

に

見

え

る

「
つ
ま

」

は
、

『
萬

葉

集

』

な

ど

に

も

例

の

多

い
、

鳥

獣

の

つ
が

い
が

呼

び
交

わ

す

と

き

に

「
つ
ま

呼

ぶ

」
2

五
H
な

ど
と

表

現

さ

れ

る

「
つ
ま

」

で
あ

る

。

と

は

言

え
、

こ
れ

は

や

は

り
夫

婦

間

で
慣

用

語

と

し

て
使

わ

れ

て

い
た

「
つ
ま

」

を

、

鳥

獣

に
お

け

る

「
つ
ま
」

に
転

用

し

た

も

の
と
見

な

せ

よ

う
。

「
妻

吹

く

風

」

と

い
う

表
現

の
妥

当

性

に

関

し

て

は
、

集

中

他

に
例

を

見

な

い
と

は

言
え

、

そ

の
意

味

を

把

握

す

る

に

当
た

っ
て

は

不

都
合

は
な

い
と

思

う
。

む

し
ろ

問

題

と

な

っ
て

く

る

の
は

、

作

者

が

「
妻

」

を

自

称

と

し

て
用

い

る

こ
と

が

あ

り
得

た

か
ど

う

か

で
あ

る
。

集

中

の

「
つ

ま

」

の
例

を

調

べ
れ

ば
、

―
般

的

に
第

―
人

称

と

し

て
用

い
ら

れ

て

い

る

の
は

「
わ

れ

」

で
あ

り

、

女

性

が

「
つ
ま

」
を

自

称

と

し

て
用

い

て

い
る

例

は

見
出

せ
な

い
。

新

日
本

古

典

文

学

大

系

は
、

「
妻

」

を

「
妾

」

の
誤
字

と

見
な

し

、

「
な

が

ら

ふ

る
妾

」

と

訓

む

説

(⑤

)

を
試

案

し

て

い
る

⊃

六
〕。

そ

の

語

注

に

指

摘

さ

れ

て

い

る

よ
う

に

、

「
君

」

に

対

し

て

「
妾

」

が

用

い
ら

れ

て

い
る

例

と

し

て

は
、

「

紅

の
裾

引

く

道

を

中

に

置

き

て
妾

や

通

は

む

君

か

来

ま

さ

む

ー

(
巻

十

[

・
問

答

歌

・
二

六

五

五
)

が

見

え

る

。

ま

た

、

「
君

が

名

も

妾

名

も

立

た

ば

惜

し

み

こ
そ

富

士

の
高

嶺

の
燃

え

つ

つ
も

居

れ

」

(
同

・
二
六

九

七

或

歌

)

に

あ

る

よ

う

に

、

「
妾

」

を

「
わ

が

」

と

訓

む

例

も

あ

る

二
七
}。

な

お

、

巻

九

・

一
七

二

七

で

は

、

「
妻

」

と

「
妾

」

の
二
字

を

め

ぐ

る

異

同
が

実

際

に
諸
本

に
見

ら

れ

る

こ
と

か
ら

2

八
}、

五

十

九

番

の
場

合

も

、

「
妾

」

を

「
妻

」

と

誤

写

し

た

可

能

性

は

認

め
ら

れ

よ

う

^
一九
)。

こ
こ

で
、
本
稿

で
扱

う

「
な

が

ら
ふ

る
」

の
問

題

に
戻

り
、

「生

き
永

ら

へ
て
ゐ

る
妻

」
(①

妻

説

)
、
「
長

く
待

ち

続

け

る

我
」
(⑤

妾

説

)
の
説

く

よ

う

に

、
「
な

が

ら

ふ

る

」
が

「妻

」
も

し
く

は

「妾

」

に
直

接

掛

か
る

も

の
と

見
な

す

の
が

的

確

で
あ

る

か
ど

う

か

を

検

討

し

て

み

た

い
。

先

述

し

た
よ

う

に

、

集

中

の

「
な

が

ら

ふ

」

の

例

の
う
ち

、
諸

注

釈
書

、
古

語

辞
典

類

に

お

い

て
、

一
貫

し

て

「
生

き

な

が
ら

え

る

」

と

い
う

意

味

に
解

さ

れ

得

る
例

は
、

一
六

六

二

(
b
)

と

二
三

四

五

(
d
)

の

二
首

の
み

で

あ

る
。

で
は

、

五

十

九

番

を

こ

の

二
例

と

比
較

し
た

場

合

、

何

ら

か

の
相

違

点

は
見

受

け

ら

れ

る

で
あ

ろ

う

か
。

ま

ず

は

、

b

と

d

の

二
首

に
は

、

意
志

を

表

す
助

動

詞

「
ム
」

を
含

む
表

現

が

用

い
ら

れ

て

い

る

こ
と

に

気

づ

く

。

「
妹

に

逢

は

む

と

」

「
君

に
逢

は

む

と

」

と

い

っ
た

表
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現

に

、

作

者

が

愛

し

い
人

に
逢

お

う

と

思

う

意

向

が
顕

著

に
表

さ

れ

て

い

る
。

ま

た

、

こ
れ

ら

の
表

現

は

そ

れ

ぞ

れ

、

「
な

が

ら

へ

ぬ

る

は

」

「
な

が

ら

へ
渡

る

」

の

理
由

と

し

て
詠

み

込

ま

れ

て

い

る
も

の

で
も

あ

る
。

し

か

し

、

こ
う

し
た

作

者

の
意
志

、

ま

た

、

そ

の
生

き

な

が

ら

え

る

理

由

は
、

五
十

九

番

に

は

表
さ

れ

て

い
な

い
。

そ

の
上

、

b
と

d

で

は
、

作

者

が

生

き

な

が

ら
え

る
と

い
う

こ
と

を

、

雪

が

た

や

す

く

消

え
失

せ

る

こ
と

と

対

照

し

て

い

る
と

こ
ろ

に
、

こ

の

二
首

の
趣

旨

が
置

か
れ

て

い
る

よ

う

に
思

う

。

現

実

に

は

人

命

は

沫

雪

の
よ

う

に

は

か
な

い
も

の
で

あ

る

の

に
、

作

者

が

何

と

し

て

で
も

生

き

延

び

よ

う
と

思

う

姿

勢

を

浮

き
彫

り
に

し

て

い
る

わ

け

で
あ

る
。

b
と

d
は

共

に

、

五

十

九

番

よ

り
後

に
詠

ま

れ

た

歌

と
推

定

で

き

三
9
、

こ

の
二

首

の

「
な

が

ら

ふ

」

の
用

法

は

、

平
安

以
降

数

多

く

の
歌

に
現

れ

る

よ

う

に

な

る

「
生

き
な

が

ら

え

る

」

と

い
う

用
法

と
類

似

し

て

い
る

と

言

え

よ

う
。

こ

こ

で

は
、

そ

う

し

た
例

の
ご

く

一
部

を

挙

げ

て
み

る
。

h
逢

ふ

こ
と

を

な

が

ら

の
橋

の
な

が

ら

へ
て
恋

ひ
わ

た

る

ま

に

年
ぞ

へ
に
け

る

(『
古

今

和

歌

集
』
・
恋

歌

五

・
坂

上

是

則

・
八

二
六
)

i

題

し

ら
ず

な

が

ら

へ
ば

人

の
心

も

見

る

べ
き

に

露

の
命

ぞ
悲

か

り

け

る

三
二

(『
後

撰

和

歌
集

』
・
恋

五

・
よ

み

人
知

ら

ず

・
八

九
四

)

ー

例

な

ら

ず

お

は

し

ま

し

て

、

位

な

ど
去

ら

ん

と

お

ぼ

し

め

し
け

る

頃
、

月

の
明

か

り

け

る
を

御

覧

じ

て

心

に

も

あ

ら

で

う
き

世

に

な

が

ら

へ
ば

恋

し

か

る

べ

き

夜

は

の
月

か

な
(
『
後

拾
遺

和

歌

集

』
・
雑

一

二

二
条

院

・
八

六

〇
)

是

則

の
歌

h

は
、

「
逢

う

こ
と

も
無

く
、

長
柄

の
橋

が

時

を

経

る

よ

う

に
、

生

き

な

が

ら
え

て
恋

い
慕

い
続

け

て

い

る

う
ち

に
、

年

月

ば

か

り
が

経

っ
て

し

ま

っ
た

こ
と

で
す

。
」

と

解

さ

れ

る
。

こ

こ
で

は

、
同
音

反

復

で
、
古

い
物

の
代

表

的

景

物
と

さ
れ

る

「
長

柄

の
橋

」

を

以

て
、

作
者

の

「生

き

な

が

ら

え

る

」

行

為

を

示
す

「
な

が

ら

へ
て
」

を

導

い

て

い

る

三
三
。

『
後

撰

和

歌

集

』

の

歌

i

で

は
、

作
者

は

、

「
生

き

な

が

ら

え

る

な

ら

ば

、

あ

な

た

の
お

心

が

い

つ
ま

で

も
同

じ

で
あ

る

か

ど

う

か
を

見

る

こ
と

が

で
き

る

の

に
、

露

の
よ

う

に

は
か

な

い
我

が
命

が
悲

し

い

こ
と

で
あ

り

ま

す

よ

。
」

と

、

現
実

に

生

き

な

が

ら

え

る

こ
と

を

望

め

な

い
や

る

せ
な

さ

を

詠

ん

で

い

る
。
人
命

を

、
消

え

や

す

い

こ
と

か

ら

「露

」

に
讐

え

て

い
る

と

い
う
点

に
お

い

て
は

、

b

の

「沫

雪

の
消

ぬ

べ

き

も

の
を

」
、

ま

た

、

d

の

「
雪

の
消

な

め

ど

も

」

が

、

命

の

は

か
な

さ
を

連

想

さ

せ

て

い

る

の
と

類
似

し

て

い

る
。
そ

し

て

ー

は
、

三

条

天
皇

が

眼

病

を

煩
わ

れ
た

上

に
、

藤

原

道

長

に

退
位

を
迫

ら

れ

譲

位
を

決

意

さ

れ

た

と

き

の
御

製

で
あ

る
。

一
首

は

「思

い

の

外

に

、

こ

の
憂

き

世

に
生

ぎ
か

が

ぢ

た

で

い
た

か

ぢ
ば

、

き

つ
と

A
ユ
佼
の

月
が

恋

し
く

思

い
出

さ

れ

る

こ
と

で
あ

ろ

う

な

あ

」

と
解

釈

で
き

る
。
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問

題

は
、

こ

の

h
～

ー
に

見

ら
れ

る

「
生

き

な

が

ら
え

る
」

の

用

法

を
、

ど

こ

ま

で
遡

ら

せ

る

こ
と

が

で
き

る

か

で

あ

る
。

右

の

例

と

比
較

し
た

上

で
、

b
と

d

の

「
な

が

ら

ふ
」

を

同
様

に

「
生

き

な

が

ら

え

る
」

の
意

に
取

る

の
は
認

め

ら

れ

る

で
あ

ろ
う

。

し

か

し

、

必
ず

し

も
、

五

十

九

番

の

「
な

が

ら

ふ

る

」

に

ま

で
、

同

じ

「
生

き

な

が

ら
え

る
」

と

い
う
意

味

を

求

め

ら

れ

る

と

は
言

え

な

い
よ
う

に
思

う

。

五

十

九

番

の

「
な

が

ら

ふ

る
」

が

な

ぜ

「
生

き

な
が

ら
え

る
」

と

い
う
意

味

に
解

さ

れ

る

よ
う

に
な

っ
た

か

を

問

え
ば

、

以

上

見

て
き

た

h

～

・」
の
よ

う

な

例

に

影
響

さ

れ

た

こ
と

を

ま
ず

推

定

で

き

よ

う

。

三
条

院

の
歌

ー

は

、

『
百

人

一
首

』

に

も

撰

入
さ

れ

、

そ

の
寂
蓼

た

る
趣

は

、

同
集

に

見
え

る
藤

原

清

輔

の

「
な

が

ら

へ

ば

又

此

比

や

し

の
ば

れ

ん

う

し

と

見

し
よ

そ

い
ま

は

恋

し
き

」

に

も

見

受

け

ら

れ

る
。

こ
れ

ら

は

定
家

の
好

み

に
叶

っ
た

歌

と
も

想

像

し

得

る

が
、

少
な

く

と

も

、

鎌
倉

時

代

に

は

「
生

き

な

が

ら
え

る
」

と

い
う
意

味

が

既

に

「
な

が

ら

ふ

」

に
定

着

し

て

い
た

こ
と

は

間

違

い
な

い
だ

ろ

う
。

今

日

で
も

、

「
永

ら

え

る
」

と

い
う

語

は

、

「
生

き

て
長

く

こ

の
世

に

居

る

」

(
岩

波

国

語
辞

典

・
第

五

版

)

の
意

味

で
使

わ

れ

る

。

先

入
観

に

よ

っ
て

つ
い
、

五

十

九
番

の

「
な

が

ら

ふ

る
妻

」

を

「
生

き

な

が

ら

え

て

い

る
妻

」

と

解

し

て
し

ま

う

恐

れ

は
な

き

に

し

も

あ

ら
ず

で

、
注

意

を

要

す

る

と

こ

ろ

で
あ

ろ

う
。

で

は
次

に
、

②

衣

説

を

見

て
行

き

た

い
。

『
萬

葉

集

管

見
』

に

よ

れ
ば

「
衣

裳

の

つ
ま

は

、
す

そ

に
な

か

れ

て
、
な

か

く

あ

れ

は

、

か

く

い
ふ

也
。
三
三
ご

と

あ

り
、

次

い

で
契

沖

は

、

「
な

か

ら

ふ

る

は
、

な

か
き

な

り
。

妻

は
よ

る

の
も

の

ン

つ
ま

な

り
。

論
語

郷

窯

篇

に

も
、

必
有

二
寝

衣

 長

―
身

有

半

三
四
〕
と

あ

る

こ
と

く
、

よ

る

の
も

の

は
、

な

か

き

も

の
な

れ

は

、

つ
ま
も

す

そ

に

な

ひ

き

て
あ

る

を

、

な

か

ら

ふ

る

つ
ま

三
五
冒」

と

い
う

の
で

あ

る

と

す

る
。

眞

淵

も

こ

の
説

に

従

い
、

「
流

経

」

の

「
流

は

借

字

に

て
長

ら
経

る

な

り

、
寝

衣

の
す

そ

の
長

き

を

い
ふ

、
〔三
.ご

と
解

し

て

い

る
。

様

々
な
観

点

か

ら

、
衣

の
褄

を

い
う

「
つ
ま

」
と

「
な

が

ら

ふ

る
」

を

結

び

付

け
よ

う

と

し

て

い

る
が

、

こ

こ
で
問

題

が

生

じ

る
。

ま

ず

、

「
妻

」

と

表

記

さ

れ

て

い

る

五

十

九
番

の

「
つ
ま

」

を

、

衣

の
褄

と
解

釈

す

る
根

拠

は
、

こ
れ

ら

の
説

明

に

は

示
さ

れ

て

い
な

い
。

な

お
、

こ

の
解

釈

が
成

り
立

つ
に

は

、

ど

う

し

て
も

「
衣

」

の
意

味

を
補

っ
て
解

釈

し

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
と

い
う

こ
と

も

こ

の
説

の
難

点

で
あ

る

三
七
H。

そ

も

そ

も
、

遠

方

の
夫

に
対

す

る

妻

の
気

遣

い
を

主

題
と

す

る

五

十

九
番

の
よ

う

な

歌

に

、
衣

の
棲

を

さ

す

「
つ
ま
」

を

詠

み
込

ん

で
、

そ

の
形

態

を

描

写
す

る
必

要

が

あ

る

の
で

あ

ろ
う

か

と

い
う

こ
と

が

疑

問

で
あ

る
。

衣

説

に

反

論

し

て
雪

説

を

提

唱

し

た

久

老

は

、

「
古

へ
衣

に

、

裾

袖

襟

な

ど

は
、
歌

に
も

よ

み

た

れ
ど

、

妻

を

よ

め

る
事

な

し
。

三
八
)」
と

述

べ

て

い
る

が

、
実

は
、
衣

の
褄

を

い
う

「
つ
ま

」

は
、

既

に
古

今

時

代

の
和

歌

に
詠

み

込

ま

れ

て

い
た

。
在

原
業

平

の
作

屠

衣
着
?

な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば
は
る
ぐ

き
ぬ
る
旅
を
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し

そ

お

も

ふ

三
九
ご

(『
古

今

和

歌

集

』
・
罵

旅

歌

・
四

[
○
)

を

そ

の
例

と

し

て

挙
げ

ら

れ

る

三
9
。

そ

し

て
、

鎌

倉

中

期

の

『
宝

治

百
首

』

に
は

、

五

十

九

番

を
本

歌
取

り

し

た

と

見
な

せ

る
次

の

歌

が

現

れ

る
。

k
旅

ご

ろ
も

つ
ま

吹

く

風

の
寒

き
夜

に
袖

を

り

か

へ
し
幾

夜

か

も

ね

ん

三
;

(
「
旅
宿

」
・
藤

原

成
実

二

二
八

一
六
)

こ

こ

で

は

、

「
旅

ご

ろ

も

」

「
つ
ま

」

「
袖

」

「
を

り

か

へ
し

」

と

縁

語

関

係

の
言

葉

が
集

中

し

て

い

る
。

本

歌

に

は
な

い

「
旅

ご

ろ

も

」

を

詠

み

込

み

、

「
つ
ま

」

の
上

に
位

置

づ
け

て

い

る

こ

と

に

よ

っ
て
、

そ

の
縁

語
的

効

果

が

発

揮

さ

れ

て

い
る
。

こ
う

し

た
修

辞

法

を

生

か

し

て

歌

の
趣

旨

を

表

す

と

い
う

こ
と

は
作

者

の
狙

い

で
も

あ

っ
た

と
考

え
ら

れ

る
。

「
つ
ま

」

が

衣

の
褄

の
意

味

で
和

歌

に

詠

み

込
ま

れ

て

い
た

こ

と

は

、

以

上

の
例

に

よ

っ
て
明

ら

か

に
な

っ
た

が
、

問

題

は

五

十

九

番

の

「
つ
ま

」

を

同
様

に
衣

の
褄

の
意

に

解
す

る

こ
と

が

で
き

る
か

ど

う

か

で

あ

る

。

右

の
業

平

と

成
実

の
歌

に

は

、

「唐

衣

」

「
旅

ご

ろ

も

」

と

い
う

語
が

明

記

さ

れ

て

い
る
上

に
、

先

述

し

た

よ

う

に

、
成

実

の

歌

k

で
は

、

「
つ
ま
」

は

「
旅

ご

ろ

も

」

「
袖

」

「
を

り

か

へ
し

」

と
縁

語
関

係

に
あ

る

。

こ
う

し

た
衣

服

に
関

す

る
縁

語

に

よ

る
技

巧

は
、
業

平

の
歌

に

も

窺

わ

れ

る

〔三
三
。
即
ち

、

業

平

と

成

実

の

例

で

は
、

こ

の
よ

う

な

修

辞

法

が

用

い
ら

れ

て

い

る

た

め

に

、

衣

の
褄

で
あ

る
と

い
う

こ
と

が

よ

り

―
層

明

ら

か

に

な

る

わ

け

で

あ

る
。

し

か
し

、
五

十

九
番

に
は

、
衣

服

と

関
連

付

け

ら

れ

る

語

は

「
つ

ま

」

以
外

に

は
な

い
。

に

も
拘

わ

ら

ず

、

長
流

、

契

沖

、

眞

淵
等

は

「妻

」

を

衣

の
褄

の
意

に
解

し
た

の
で

あ

る
。

そ

の
理

由

を
問

え

ば

、

以

上

見

て

き

た

中

古

以

降

の
歌

ー

特

に
成

実

の
歌

k

i

な

ど

に
影

響

さ

れ

た
結

果

、

五

十

九

番

の

「
妻

」

を

同

様

に

解

し

た

の

で
は

な

い

か
と

考

え

ら

れ

る
。

た
だ

、

そ

こ

で
問

題

と

し

て
生

じ

る

の

は
、

「
つ
ま

吹

く

風

」

の
句

は

そ

の

ま

ま
成

実

の

歌

に
取

り
入

れ

ら

れ

て
は

い
る

も

の

の

、
本

歌

の

「
な

が

ら

ふ

る

」

は
詠

み

込
ま

れ

て

い
な

い

こ
と

で
あ

る

。

即

ち
、

長

流

、

契

沖
、

眞
淵

等

は
、
衣

の
棲

の
用

法

を

五

十
九

番

の

「
妻

」
に

当

て

は
め

、

―
首

を

解

き

明

か
そ

う

と

し
た

が

、

「
な

が

ら

ふ

る

」

と

の
関

係

を

解

明
す

る
糸

口
が

成
実

の
歌

な

ど

に
は

求

め

ら

れ
な

か

っ
た
た

め

に
、

衣

の
褄

の
形

態

と
結

び

付

け

よ

う

と

し

た

の

で

は
な

い
か

と

察

せ

ら

れ

る
。

な

お
、

近
年

で

は

、

中

西

進

氏

は

、

「
日
も

長

く
経

っ
た
旅

衣

の
端

に
吹

く
風

も

寒

い
夜

を

、

わ

が
夫

は

一
人

で

寝

て

い

る

の
だ

ろ

う

か

。

三̂
三
ワ」

と
解

釈

し

て

お

り
、

ま

さ

に
成

実

の

「
旅
ご

ろ
も

つ
ま
吹

く
風

」

の
用

法

を

、

本

歌

の
五
十

九

番

の
解

釈

に
応

用

し

て

い
る

か

の
よ

う

に
見

え

る
。

時

間

が
長

く
経

過

す

る

と

い
う

意

味

の

「な

が

ら

ふ

る
」

を

「
旅

衣

」

と
結

び
付

け

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

「
な

が

ら

ふ

る

」

と

「
つ
ま

」

の
繋

が

り

が

形

成
さ

れ

る
わ

け

で
あ

る
。

し

か

し
、

こ

こ

で
も

「
旅

衣
」

と

い
う

語
を

補

っ
た

上

で
、

そ
う

し
た

解

釈

が

成

立

し

得

る
わ

け

で

あ

る
。

42



で

は

、

衣

説

に
反

し

て
、

「
妻

」

を

「
雪

」

の
誤

字

三̂
撃

と

見

た

久

老

の
③

雪

説

三̂
五
)
に

つ
い

て
、

そ

の
当

否

を

検
討

し

て
み

た

い
。ま

ず

、

「
な

が

ら

ふ

る
雪

吹

く

風
」

に
関

し

て

は
、

新

日

本

古

典

文

学

大

系

は
、

「
「流

ら

ふ

る
雪

」

を

「
吹

く

風

」

と

い
う

表

現

は

、

回

り
く

ど

く

煩

わ

し

い
。
三
六
》」

と

述

べ

て

い

る
。

確

か

に
、

雪
を

「
な

が

ら

ふ

」

ま
た

は

「
流

る

」

と
描

写

し
、

な

お

且

つ
風

に
吹

き

付

け

ら

れ

る
と

い
う

こ
と

を
表

し

て

い
る

例

は
、
『
萬

葉
集

』

に

は
見

出

せ
な

い

三
七
)。

の

み
な

ら
ず

、

雪

説

に
従

っ
た
注

釈

書

の
間

で

も

、

「
な

が

ら

ふ

る

雪
吹

く
風

」

の
捉
え

方

は
異

な

っ
て

い
る
。

久
老

は

「
な

が

ら

ふ

る
」

の
意

味

に

つ
い

て

、

「
雪

の
降

を

い

ふ

三̂
八
)」

と

解

し

て

お

り
、
鹿

持
雅

澄

(
『
萬

葉

集

古

義

』
)
も

、
「
(
前

略

)
流

は
、
零

こ
と
な

り
、

さ

て

流

を

伸

て

流

経

と

い

へ
る

は
、

絶

ず

引

つ
ゾ

き

て

、

長

に

零

こ
と
な

り

、
三
九
ご

と

述

べ

て

い

る
。

一
方

、

澤

潟

氏

は

、

「
チ

ラ

チ

ラ

と

流

れ

散

る
雪

(四
9
」

と

訳

し

て

い
る
。

更

に

、

菊

池

壽

人

氏

(
『
萬

葉

集

精

考

』
)

は
、

最

終

的

に

は

こ

の
雪

説

に

は

従

わ

な

い

が

、

そ

の

注

に

、

「
「雪

吹

風

」

は

即

ち

ふ
ゴ

き

で

聖̂

}」

(
傍

点

著

者

)

あ

る

と

説

明

し

て

い

る
。

「
絶
ず

引

つ
～
き

て
、

長

に
零

」

雪

、

「
チ

ラ
チ

ラ

と

流

れ
散

る
」

雪

、

ま
た

「
吹

雪

」

と

は

、

同

じ

「
な

が

ら

ふ

る

雪

」

で
あ

る
は

ず

な

の
に
、

そ

の
捉

え
方

は

一
致

し

て

い
な

い
。

衣

の
褄

、

雪

、

い
ず

れ

に

し

て
も

五
十

九

番

に

お

け

る

「
な

が

ら

ふ

る
」

と

の
係
わ

り
が

今

一
つ
釈

然

と

し

な

い
。

そ

れ
も

あ

っ

て

の
こ
と

で
あ

ろ

う
が

、

衣

説

と
雪

説

が

打

ち

出

さ

れ

た
後

、

更

に
新

し

い
説

が

現

れ

た
。

④

風

説

で

あ

る
。

岸

本

由

豆

流

(
『
萬

葉

集

放

讃

』
)

は

、

「
な

が

ら

ふ

る

つ
ま

」

を

「
衣

の

つ
ま

な

ど

の
、

風

に

ふ
き

な

が

さ

る

ン

四̂
二
)」

と

い
う

意

味

に
解

さ

れ

る

と

し
、

即
ち

、

「
な

が
ら

ふ

る

」

は
、

動

詞

「
流

る
」

に
墓

つ

く

も

の

と

し

て

「
風

」

に
掛

か

っ
て

い
る
と

見

な

し
た

わ

け

で
あ

る

四̂

三
H。

後

に

、

菊

池

壽

人
氏

(『
萬

葉

集

精

考

』
)
、

ま

た
、

山

田
孝

雄

氏

(
『
萬

葉

集

講

義

』
)

も

こ

の
説

に
従

っ
た
。

う

ち

、

後
者

は

「
な

が

ら

ふ

」

に

つ
い

て

、

「
「
ナ

ガ

ル
」

は

動

詞

と

し

て

そ

の
物

膣

の
流

動

の
あ

と

の
長

く

引

き
績

き

て
見

ゆ

る

を

い
ふ

(
中

略
)

こ

こ
は

引

き
績

き

て
吹

く

風

の
作

用

を

い

へ
る

こ
と

疑

ひ
な

し
。
(四
四
)」

と
述

べ

て

い
る
。

と

こ

ろ
が

、

風
、

嵐

な

ど

を

「な

が
ら

ふ
」

ま

た

は

.流

る
」

と
表

現

し
た

例

は

『
萬

葉
集

』
に

は

見
ら

れ

な

い

囚̂
五
響。
そ

の
上

、

「
風

」

を

「
吹

く

」
、

「
な

が

ら

ふ

」

と

い

う

二

つ
の

語

で

描

写

す

る

の

は
、

限

ら

れ

た

語
数

で
表

現

す

る
作

歌

上

の
態

度

と

し

て

能

率

的

と

は

思

え

な

い

へ四
六
v。

「
な

が

ら

ふ

」

を

「
吹

く

風

」

と

結

び
付

け

る
に

当

た

っ
て
、

や

は

り
疑

問

が

残

る
。

五

十
九

番

上

二
句

の
解

釈

は
、

妻

説
、

妾

説

、

衣

説

、

雪

説
、

風

説

の
よ

う

に

大

き

く
分

か
れ

て
も

い
れ
ば

、

各

説

の
中

で
異

見

が

窺

わ

れ

る

場

合

も

あ

る
。

「
流

ら

ふ

る

つ
ま

吹

く

風

」
が

如

何

に

難

解

で
あ

る
か

を

証

し

て

い

る
結

果

で

あ

ろ
う

が

、

同

時

に
、

一43一



幾
多

の
意

味

に
も

受

け

取

れ

そ
う

な

「な

が

ら

ふ

る
」
、
「
つ
ま

」
、

両
者

の
語
意

に

お
け

る
幅

広

い
性

格

を
裏

付

け

て

い
る

よ

う

に
も

思

う

。

更

に
、

「
な

が

ら

ふ

る
」

と

「
つ
ま

」

を

合

わ

せ

て
考

え

る

と

い
う

方

法

に
よ

っ
て
、

五

十

九

番

の
解

釈

が

進

め

ら

れ

て
き

た
傾

向
が

見

て
取

札

る
。

殊

に

、

久
老

の
雪

説

以

来

、

二
句

目

の

「妻

」

の
解

釈

を

、

い
わ

ば

要

に

し

て
、

上

二
句

の
全
体

の
解

釈

が
試

み
ら

れ

て
き

た

よ

う

で
あ

る
。

し

か

し
、

あ

る

}
首

の
う

ち

二

つ
以
上

不

定

の
表

現

(掬
と

ヒ

と
す

る
)

を

、

そ

れ

ら

の
位

置

す

る
範

囲

内

だ

け

で

論

じ

た

場
合

、
択

も

て
も

依

然

と

し

て
解

明

さ

れ

な

い
と

い
う

結

果

に

も
な

り

か

ね

な

い
。

と

な

れ

ば

、

「
流

ら

ふ

る

つ
ま

」

か
ら

一
歩

離

れ

、

「
寒

き

夜

」

「
ひ
と

り

か

寝

ら

む
」

な

ど

と

い

っ
た

、

解

釈

の
定

ま

っ
た
語

句

に

も

目

を
向

け

る

必
要

が

あ

る
。

こ
れ

ら

の
表

現

は

相
似

し
た

形

で
他

の
歌

に
も

見

ら

れ

、
五

十

九

番

と

比
較

す

る
上

で
は

重

要
な

資

料

と

思

わ

れ

る
。

し
か

し
な

が

ら

、

従

来

の
諸

説

で

は
、

こ
う

し
た

類

例

と

の

比
較

は
重

視

さ

れ

て

い
な

い
。

従

っ
て
、

こ
れ

よ

り

本

稿

後

半

で

は
、

そ
う

し

た

類

例
と

の

比

較

に

焦

点

を

当

て
て

、

五

十

九

番

の
解

釈

を

改

め

て
試

み

た

い
。

五

十

九

番

を

も

う

一
度

眺

め

て

み
よ

う
。

流

ら

ふ

る

つ
ま
吹

く

風

の
寒

き

夜

に
我

が

背

の
君

は

ひ
と

り

か
寝
ら
む

結

論

か

ら

言

え

ば

、

「
な

が

ら

ふ

る

」

は

、

「
つ
ま

吹

く

風

の

寒

き

夜

」

と

い
う

語
句

の
全

体

に

掛

か

っ
て

お
り

、

そ

う

し

た
夜

の
、

幾

夜

も

長

く
続

く
状

態

を

表

し

て

い

る

の

で
は

な

い
か

と
考

え

た

い
。
厳
密

に
言

え

ば

、
「
な

が

ら

ふ

る

」
は
、
第

三
句

の

「
夜

」

を
修

飾

し

て

い
る
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

動

詞

「
な

が

ら

ふ

」

の

「
時

間

が
経

過

す

る
」
と

い
う

基

本

的

な

意
味

を

、
そ

の
ま

ま

〔
「
な

が

ら

ふ

る

」

+

「
夜

」
〕

に

当

て

は

め

れ

ば

、

五

十
九

番

は

無

理

な

く

解

釈

で

き

る

と

思

わ

れ

る
。

「
幾

夜

も

長

く

続

く

、
妻

に

吹

く

風

の
寒

い

夜

に
、

我

が

夫

は

独

り

で
寝

て

い

る

の

で
あ

ろ

う

か
。
」

と

い

う

よ

う

に

、

一
首

は

あ

る
が

ま

ま

に

受

け

止

め

ら

れ

る
わ

け

で
あ

る
。

た
だ

し
、

一
見

し

て
、

「な

が

ら

ふ

る
」
が

第

二
句

を
隔

て

て
、

三
句

目

の

「
夜

」

を
修

飾

す

る

と

い
う

こ
と

に

関

し

て

は
、

い
さ

さ

か
ぎ

こ
ち

な

い
感

じ
が

し
、

無

理

が

あ

る

の
で

は
な

い

か
と

い

う
疑

問

を

招

く

か

も
知

れ

な

い
。

し

か

し

な

が

ら
、

調
査

し
た

結

果

、

「
我

が

持

て

る

三

つ
あ

ひ

に
捷

れ

る
糸

も
ち

て

付

け

て
ま

し

も

の
今

そ

悔

や

し

き

」

(
巻

四

・
相

聞

・
阿

倍
女

郎

・
五

一
六

)

と

い

う
例

も

『
萬
葉

集

』

に
実

在

し

て

い
る
。

三
句

目

の

「
糸

」

は
、
二
句

目

「
三

つ
あ

ひ
に
援

れ

る

」
に
直

接

修

飾

さ

れ

て

お

り
、

な

お

且

つ
初

句

「
我

が
持

て

る
」

に

も
修

飾

さ

れ

て

い

る
わ

け

で

あ

る
。

一
首

は

、

「
私

が

持

っ
て

い

る

三
本

よ

り
合

わ

せ

た

丈

夫

な

糸

で
紐

を

付

け

て

お
け

ば

良

か

っ
た

の
に
、

今

と

な

っ
て
は

悔

as



し

い

こ
と

で
す

。
」

と
解

釈

で
き

る

。

ま

た
、

当

該

歌

の
上

の
句

を

「幾

夜

も

長

く

続

く

…
夜

」

と

解

し

た

場
合

に

は
、

結

句

に

見

え

る
、

い
わ

ゆ

る

現
在

推

量

の
助

動

詞

「
ら

む

」

は
、

文

法

上

実

際

に

用

い
得

る
も

の
で

あ

ろ
う

か

、

と

い

っ
た

疑

念

が

生

じ

る

か

も
知

れ

な

い
。
確

か

に
、
集

中

の

「
ら

む
」

使

用

歌

を

見

る

と

、

「
名

張

の
山
を

今

日
か

越

ゆ

ら

む

」

(巻

―

・
四

三

)
、

「
今

は

鳴

く

ら

む

う

ぐ

ひ
す

の
声

」

(
巻

十

七

・
三

九

一
五

)

な

ど

が

示

す

よ

う

に

、

「
ら

む
」

は

現
在

の
事

態

と

結

び

付

け

ら

れ

て

推

量

を
表

す

場

合

が

多

い

四̂
七
∀。

こ
う

し
た

例

に

照

ら

せ

ば

、

当

該

歌

の

「
ら

む
」

も

、

「
…
妻

に
吹

く

風

の
寒

い

夜

(
11
今

夜

)

に

、

我

が
夫

は
今

頃

は

独

り

で
寝

て

い

る

の

で
あ

ろ
う

か
」

と

い
う

よ

う

に
、

当

夜

が

占

め

る

時

間

的
範

囲

に
限

る

推

量

と
見

な

す

の
が

穏

当

か

も
知

れ

な

い
。

し

か

し
、

次

の
よ

う

に
も

考

え

ら

れ

な

い
だ

ろ

う

か
。

作

者

が

夫

の
独

り
寝

を
推

量

し

て
、

五

十

九

番

を

詠

ん

だ

当

夜

は

、

「
幾

夜

も

長

く

続

く

…

夜

」

の
中

に
含

ま

れ

て

い
る

、
あ

る

―
夜

と

し

て
考

え

れ

ば

、
「
ら

む
」

の
現

在

推

量

性

に

反

す

る

こ

と

に

は
な

ら

な

い
だ

ろ
う

。

即

ち

、

作

者

は

、

「今

夜

、

い
や

、

そ

れ

ば

か

り

で

な

く

、

昨

夜

も

、

一

昨

夜

も

、

旅

立

っ
て

か

ら

は
、

幾

夜

も

続

け

て
、

夫

は
独

り

で
寝

て

い

る

こ
と

で
あ

ろ

う

か
」

と

い
う

想

い

で
、

五

十
九

番

を

詠

ん

だ

も

の

と
考

え

ら

れ

る
。

現

に
、

『
萬

葉

集

』

の

他

の

用

例

を

見

る
と

、

必

ず

し

も

、

「
ら

む

」

は

、

「
今

」

「
今

日
」

「
今

夜

」

の

よ

う

な

、

限

定

さ

れ

た
時

間

的

範

囲

の
み

に

関
連

し

て
、

推

量

を

表

し

て

い
る
と

は
言

え
な

い
よ

う

で
あ

る
。

巻

十

四

の

「
う

ち

ひ

さ

つ
宮

の
瀬

川

の
か

ほ

花

の
恋

ひ

て
か

寝

ら

む
昨

夜

も

今

夜

も
」

(
三

五

〇

五

)

を

そ

の

一
例

と

し

て

挙

げ

ら

れ

る

。

「
(
愛

し

い

相

手

が

)
貌

花

の
よ

う

に

恋

い
慕

っ
て
寝

て

い

る

こ
と

で
あ

ろ

う

か
」
と

い
う

作
者

の
推

量

は

、
現

在

推

量

で
あ

り
な

が

ら

も
、

「今

夜

」

と

い
う
時

間

的

範

囲

を
越

え

て
お

り
、

明

ら

か

に

「
昨

夜
」

に
及

ん

で

い

る
推

量

で
も
あ

る

〔四
さ
。

さ

て
、
作

者

誉

謝

女

王

は
、

序

的

な

上

の
句

を

以

て
、

五

十

九

番

の
舞

台

背
景

を

設

定

し

て
い

る
。

そ

し

て

、

下

の
句

で
は

、

一

首

の
主

旨

を

示

し

て

い
る

と
言

え

る

で
あ

ろ

う
。

こ

の

二

つ

の
部

分

を

結
合

さ

せ

て

い
る

の
は
、
第

三

句

の

「
夜

」
に
他

な

ら

な

い
。

即

ち

、

五

十
九

番

の

「夜

」

は
、

(
イ
)

「
吹

く

風

の
寒

き

夜

」
と
詠

ま
れ

て

い
る

と

こ
ろ

か
ら

、

風

の
寒

い
晩

で
あ

り
、

ま

た

、

(
ロ
)

「
我

が

背

の
君

は

ひ
と

り

か

寝

ら

む

」

と

あ

る

と

こ
ろ

か

ら
、

作

者

が

夫

の
独

り
寝

を

想

像

し

て

い

る
夜

で
も

あ

る
。

前

に

も

述

べ
た

よ

う

に

、

「
吹

く

風

の
寒

き
夜

」

「
ひ

と

り

か

寝

ら

む

」

と

い

っ
た

語

句

の
解

釈

に
関

し

て
は

、

諸

説

の

間

で

は
相

違

は

ほ
と

ん
ど

見

ら

れ
な

い
。

即

ち

、

(
イ

)

と

(
ロ
)

は

、

五

十

九

番

の
最

も

動

か

し
難

い
点

と

言

っ
て
良

い
だ

ろ

う

。

男

女

の
別
離

を

主

題

と

し

た
歌

に
お

い

て
は

、

独

り
寝

の
夜

、

ま

た

は
、

風
が

寒

い
夜

を
詠

ん

だ

他

の
例

を

調
査

し

て

み

る
と

、
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次

の
歌

の
よ

う

に

、

そ

う

し

た
夜

が

幾

夜

も

長

く

継
続

す

る
も

の

と

し

て
描

か

れ

て

い
る

こ

と

に
気

づ

く

。

1

せ

む

す

べ

の

た

づ

き

を

知

ら
に

岩

が

根

の

こ

ご

し

き
道

を

石

床

の

根

延

へ
る

門

を

朝

に

は

出

で
居

て

嘆

き

夕

に

は

入

り

居

て

偲

ひ

白

た

へ
の

我

が

衣

手

を

折

り

返

し

ひ

と

り

し
寝

オ

ば

ぬ
ば

た

ま

の

黒

髪

敷

き

て

人

の

寝

る

甘

睡

は
寝

ず

て

大
舟

の

ゆ

く

ら

ゆ
く

ら

に

思

ひ

つ

っ

我
が

寝

る
夜

ら

を

数

み
も

あ

へ
む

か

も

茜
凸

(巻

十

三

・
相

聞

歌

・
三

二

七

四
)

ま
た

、

右

に
伴

う

反

歌

は
次

の
通

り

で
あ

る
。

ひ
と

り

寝

る

夜

を

数

へ
む

と

思

へ
ど

も

恋

の
繁

き

に

心

ど

も

な

し

(同

・
三

二

七

五
)

長

歌

に
見

ら

れ

る

「
数

み

も

あ

へ
む

か
も

」

の

「
よ

む

」

は
、

声

を
出

し

て
数

え

る

と

い
う
意

味

で

あ

り

(五
9
、

歌

の
末

尾

は

「
私

が
寝

る
夜

は
数

え

切

れ

よ

う

か

(
い
や
、

そ

の
数

が
多

す
ぎ

る

の

で

と

て
も

数

え

切

れ
な

い

で
し

ょ
う

)
」

と

解

釈

で
き

る
。

そ

し

て

反

歌

の
方

で
も

、

「
ひ
と

り
寝

る

夜

を

数

へ
む

」

と

あ

る
よ

う

に
、

作

者

の
過

ご

す

独

り

寝

の
夜

は
数

夜

に
渡

り

長

く

続

い

て

い

る
も

の
と

見

受

け

ら

れ

る
。

次

の
長

歌

も

、

右

と

同

じ

く

巻

十

三

の
相

聞

歌

で
あ

る
。

現
実

に

は
、

夫

と

は
逢

え

な

い
が

、

せ

め

て
夢

に
だ

け

で
も

、

何
夜

も

続
け

て
夫

に
逢

う

と

見

え

て

欲

し

い

と

い
う

妻

の
切

実

な
想

い
を

描

い
て

い

る
。

反

歌

も

併

せ

て

挙
げ

て
お

く

。

m
我

が

背

子

は

待

て

ど

来

ま

さ

ず

天

の

原

振

り
放

け

見

れ

ば

ぬ

ば

た
ま

の

夜

も

ふ

け

に

け

り

さ

夜

ふ

け

て

あ

ら

し

馨

立
ち
待
て
る

我
が
衣
手
に

降
る
雪
は

臨
り
渡

り
ぬ

今

更

に

君
来

ま

さ

め

や

さ

な

葛

後

も
逢

は
む

と

慰

む

る

心

を

持
ち

て

ま
袖

も
ち

床
打

ち

払

ひ

現

に

は

君

に

は

逢

は
ず

夢

に
だ

に

逢

ふ
と

見

え

こ
そ

天

の
足

り

夜

を

(五
こ

(
同

・
三

二

八
〇

)

衣

手

に
あ

ら

し

の
吹

き

て
寒

き

夜

を

君

来
ま

さ
ず

は

ひ
と

り

か

も
寝

む

(
同

・
三

二

八

二
)

今

更

に
恋

ふ
と

も

君

に
逢

は
め

や
も

寝

る

夜

を

落

ち
ず

夢

に

見

え

こ
そ

(同

・
三

二
八

三

)

長

歌

の
結

句

「
天

の

足
り

夜

を
」

に

つ
い

て
は

、

日
本

古
典

文
学

全

集

は
、

「
天

は
、

果

て

も
な

く

長

い

こ
と

の
た

と

え

。

足

リ
夜

は
、

足

り

具

わ

っ
た

夜

の
意

で

、

夜

を

ほ
め

て

い

っ
た

。
」

と
説

明

し

て

お

り

、

「
幾

夜

も

続

け

て

」

と

解

釈

し

て

い

る

五̂
三
。

妻

が

幾

ら

待

っ
て

も

夫

の
訪

れ

は

な

い
。

そ

し

て

、

「
さ

な

葛

後

も

逢

は
む

と

慰

む

る

心

を

持

ち

て

…
」

と
あ

る
よ

う

に

、

妻

は

一
旦
希

望

を

持

ち
直

そ
う

と

す

る

が
、

後

日

の
逢

う

瀬

で

さ

え

不

可
能

で
あ

る

こ
と
を

予
知

し

て

い
る

故

に
、

せ

め

て
夢

に

だ

け

で

も
、

幾

夜

も

続

け

て
夫

に
逢

う

と

見

え

て

欲

し

い
と

願

う

わ

け

で

あ

る
。

反

歌

(
三

二

八

三
)

の

「
寝

る
夜

を
落

ち
ず

夢

に
見

え

こ

そ
」

は
、

ま

さ

に

そ

の
想

い
を

簡

潔

に

表

現

し

て

い

る
と

言

っ
て

良

い
だ

ろ

う
。
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ま

た

、
言

う

ま

で
も

な

い
が
、

こ
れ

ら
長

歌

・
反

歌

に

は
、

「あ

ら

し

の
吹

け

ば

」

「
あ

ら

し

の
吹

き

て
寒

き

夜

」

「
ひ

と

り

か
も

寝

む

」

と

い

っ
た

、

五

十

九

番

の

「
吹

く

風

の
寒

き
夜

」

「
ひ
と

り

か
寝

ら

む

」

と

類

似

し
た

表

現

が
用

い
ら

れ

て

い

る
。

次

の
歌

は

、

文

武

天
皇

の
吉

野

行

幸

に
関

連

し

て
詠

ま

れ

た
も

の

で
あ

る

。

「
吉

野

の
山

か

ら

吹

き

下

ろ

す

風

が

寒

い

の

に
、

も

し
や

今

夜

も

私

は
独

り

で
寝

る

の
で

あ

ろ

う
か

」

と

い

っ
た
作

者

の
懸

念

す

る
様

子

が
窺

わ

れ

る
。

n

大

行

天

皇

五̂
三
H、

吉

野
宮

に

幸

す

時

の
歌

み
吉

野

の
山

の
あ
ら

し

の
寒

け

く

に

は
た

や

今

夜

も

我

が

ひ

と

り

寝

む

右

の

一
首

、
或

は

云
ふ
、

天
皇

の
御

製

歌

(
巻

一

・
雑

歌

・
七

四

)

表

現

方

法

の
上

で
、

右

の

「
あ

ら

し

の
寒

け

く

に

」

「
我
が

ひ
と

り
寝

む

」

は

、

五

十

九

番

の

「
吹

く

風

の
寒

き
夜

」

「
ひ

と

り

か

寝

ら

む

」

と

相

似

し

て

い

る
。

の
み

な

ら

ず
、

こ

の
歌

が

行

幸

の

際

に
詠

じ
ら

れ

た

と

い
う

点

に

お

い

て
も

、

五

十
九

番

と

共

通

し

て

い

る
。

な

お

言

え
ば

、

文
武

天
皇

の
吉

野
行

幸

は
、

大

宝

元

年

も

し

く

は

そ

の
翌

年

に
行

わ

れ

た

と

見

ら

れ

宝
撃
、

即

ち

、

五

十

九

番

の
詠

ま

れ

た
時

期
と

ほ
ぼ

重

な

る
。

描

写
方

法

上

の
相

似

に

留

ま

ら

ず

、

歌

の
歴

史

的

背

景

の
上

で
も

両
者

は
似

通

っ
て

い
る

わ

け

で
あ

る
。

以

上

の
例

の
よ

う

に
、

男

女

の
別

離

は

、

一
日

一
夜

程

度

で

は

な

く

、
何

日

に
も

渡

る
も

の
と

し

て
描

か
れ

る

こ
と
が

多

い
宝
五
〕。

愛

し

い
相

手

と

別
れ

、

独

り
寝

の
夜

を

迎

え

る
。

そ

う

し

た

夜

は

次

の
晩

に

連
な

り
、

そ

の
晩

は
更

に
次

の
夜

へ
と
続

く

。

空

虚
な

夜

が

連

続

し

、

果

て

の
な

い
ほ

ど

の
長

さ

に
感

じ
ら

れ

る

わ

け

で

あ

る
。

五

十

九
番

が

長

旅

に

関
連

し

て
詠

ま

れ
た

こ
と

か

ら

考

え

る
と

、

作
者

も
、

そ

の
夫

も
、

別
離

し

て

い
た

間

―
貫

L

て

孤
独

な

夜

を

毎

晩
過

ご

し

て

い
た

こ
と

は

容
易

に
想

像

で

き

る
。

そ
し

て
、

男

女
が

逢

う

瀬

の
夜

を

迎

え

る

こ

と

に
な

っ
た

と

き

は
、

今

度

は

、
夜

は
束

の
間

の
よ
う

に
感

じ
、

で
き

る

こ
と

な

ら

ば

、

幾

夜

も
長

く
続

い
て

欲

し

い
と

願

う
。

次

の
相

聞

で

は
、

作

者

金

村

は
、

旅

中

、
あ

る

乙
女

を

得

た

際

に

、
別
離

し

て

い
る
妻

と

共

に
夜

を
過

ご

す

思

い
で
、
願

わ

く

は

、

そ

の
夜

が

百

夜

分

の
長

さ

で
あ

っ
て
欲

し

い
と

詠

ん

で

い
る
。

〇

二
年

乙

丑

の
春

三

月

、
三
香

原

の
離
官

に

幸

せ

る
時

に

、

娘

子

を

得

て
作

る

歌

一
首

井

せ

て
短

歌

五̂
さ

三

香

の
原

旅

の
宿

り

に

玉
棒

の

道

の
行

き

逢

ひ
に

天

雲

の

外

の
み
見

つ

つ

言

問

は

む

よ

し

の
な
け

れ

ば

心

の

み

む

せ

つ

つ
あ

る

に

天

地

の

神

言
寄

せ

て

し
き

た

へ
の

こ

雫う

も

で

♪

⊃

衣

手

か

へ
て

自

妻

と

頼

め

る
今

夜

秋

の
夜

の

百

夜

の

長

さ

あ

り

こ
せ

ぬ

か
も

(
巻

四

・
笠
朝

臣

金

村

・
五

四

六

)

ま
た

、
男

女

の
情

を

色
濃

く

示

し

て

い
る

右

の

よ

う
な

相

聞

と
、

内

容
上

類

似

点

の
多

い

七
夕

の
歌

が

、

百

三
十

余

首

『
萬

葉
集

』

に

見

ら

れ

る
。

そ

の
中

に

は
、

萬

葉

人

が
、

一
年

に

一
度

の
逢

う
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瀬

し

か

許

さ

れ
な

い
と

い
う

彦

星

と

織

女

星

の
伝

説

に
、

を

託

し

て
詠

ん

で

い

る
歌

が

見

ら

れ

る
。

か
さ

あ

お
も

,
k

己
が
情

P
月

重

ね

我

が

思

ふ
妹

に
逢

へ
る
夜

は
今

し

七
夜

を

継

ぎ

こ
せ

ぬ

か

も

(巻

十

・
秋

雑

歌

・
二

〇

五
七

)

右

の
傍

線

部

分

は

、

先

に

挙
げ

た

金

村

の

「
・-
自

妻

と

頼

め

る

今

夜

秋

の
夜

の

百

夜

の
長

さ

あ

り

こ

せ

ぬ

か

も
」

と

類

似

し

て

い
る

と

こ
ろ

で

あ

る
。

ま

た
、

こ

の

p
と

同

じ

く
巻

十

の

「
七

夕

」

歌

群

に

収

め

ら
れ

て

い
る

次

の
歌

に
も

注

目

し

た

い
。

q
天

地

と

別

れ

し
時

ゆ

ひ
さ

か
た

の

天

つ
し

る
し

と

定

め

て
し

天

の
川

原

に

あ

ら

た

ま

の

月
重

な

り

て

妹

に
逢

ふ

時

さ

も

ら

ふ

と

立
ち

待

つ
に

我

が

衣

手

に

秋

風

の

吹

き

反

ら

へ
ば

立

ち

て
居

て

た

ど

き

を

知

ら

に

む

ら

肝

の

心

い
さ

よ

ひ

解

き

衣

の

思

ひ
乱

れ

て

い

つ
し
か

と

我

が

待

つ
今

夜

こ

の

川

の

流

れ

の
長

く

あ

り

こ
せ

ぬ

か

も

(同

・
二
〇

九

二
)

「
い

つ
に

な

っ
た

ら

(
そ

の
夜

が

来

る

の

で
あ

ろ

う

)

と
、

私
が

待

っ
た

今

宵

は

、

こ

の
天

の
川

の
絶

え

間
な

く

流

れ

続

け

る

よ
う

に
、
長

く

続

い
て

く

れ
な

い
も

の
か

」
と

作
者

は
願

う

。
ま

さ

に
、

o
と

p
の
発

想

・
表

現

方
法

と
相

似

し

て

い
る

例

で
あ

る
。

愛

し

い
相

手

と

逢

え

る

夜

は
束

の

聞

に
過

ぎ

ず

、

逢

え
な

い
夜

は
幾

夜

も

連

綿

と

長

く

続

く
。

上

代

の
男

女

に
と

っ
て
、
逢

う
瀬

は
、

夜

の
時

間

帯

に

限

ら

れ

て

い

た
。

そ
う

し
た

貴

重

な
時

間

の

経

過

を

常

に
意

識

し

、

敏
感

に
受

け

止

め

て

い
た

こ
と

は
容

易

に

見

て
取

れ

る

で
あ

ろ
う

。

と

す

れ
ば

、

誉

謝

女

王

も
、

時

間

の
経

過

を
意

識

し
た

観

点

か

ら

、

五

十
九

番

の

「
夜
」

の
在

り
方

を

描

こ
う

と

し
た

と

想

定

し

得

る
。

先

述

し
た

よ

う

に
、

右

に
挙

げ

た

ー
、

m
と

n
は
、

表

現

方

法

の

上

で

i

例

え

ば

、

「
ひ

と

り

し

寝

れ

ば

」

(
1

・
長

歌

)
、

「
あ

ら

し

の

吹

き

て

寒

き

夜

」

「
ひ

と

り

か

も

寝

む

」

(
m

・
反

歌

・
三

二

八

二

)
、
「
あ

ら

し

の

寒

け

く

に

」
「
ひ

と

り

寝

む

」
(
n
)

な

ど
ー

五
十

九

番

と

似

通

っ
て

い

る
。

ま

た

、

文

武

天
皇

の
行

幸

の
際

に
詠

ま

れ
た

n
は

、

作

歌
事

情

に

お
け

る

共

通

点

を

有
す

る
例

で
も

あ

る
。
こ
れ

ら

の
歌

に

は

、
「
我

が
寝

る
夜

ら

を

数

み

」

(
1

・
長

歌

)
、

「
ひ
と

り

寝

る
夜

を

数

へ
む

と

」

(
1

・
反

歌

)
、

「
天

の

足

り

夜

」

(
m

・
長

歌

〉
、

「
寝

る

夜

を

落

ち

ず

」

(
m

・

反

歌

二

二
二
八

三
)

な

ど

と
、

独

り
寝

の
夜

が

幾

夜

も

長

く

継

続

す

る
と

い
う

意
味

が

込
め

ら

れ

て

い
る
。

従

っ
て
、

五
十

九

番

の

「
夜

」

も

、

こ
れ

ら

の
例

と

同

様

に
、

幾

夜

も

長

く

続

く

も

の
と

し

て
描

写

さ

れ

た
も

の
と

取

る

の
は

、

決

し

て

不
自

然

に

は
思

え

な

い
。

現

に
、

第

二
節

で
述

べ
た

よ

う

に

、
中

西
氏

は
②

衣

説

を

採

っ

て

は

い

る

も

の

の
、

「
日
も

長

く

経

っ
た
旅

衣

の
端

に

…

」

と

解

釈

し

て

い
る
。

ま

た
、

「
こ

の
世

に
生

き

永

ら

へ
て
ゐ

る
妻

」

(①

妻

説

)
、

「
長

く
待

ち

続

け

る

我

」

(⑤

妾

説

)

に

お

い
て

も

、

や

は

り
、

女

王

と

夫

の
別
離

が
何

日
も

何

夜

も

続

い
た

と

い
う

理

解

に
基

づ

い

て
立

て
ら

れ
た

説

と

見

ら

れ

る

(五
七
)。
時

代

は
降

る
が

、

一48一



平

安

中

期

に

成

立

し

た
と

思

わ

れ

る

『
う

つ
ほ
物

語

』
に

は

、
貴

宮

の
求

婚

者

の

一
人

で

あ

る

行

正
宛

に

、

宮

あ

こ
君

が

貴

宮

の
代
わ

り

に
次

の
返

歌

を
詠

ん

で

い
る
。

r
あ

ひ
も

み
ぬ

日

の
な

が
ら

ふ

る

袖

よ

り

は

人

の
涙

の
お

ち

ぬ

べ
き

か

な

天̂

ピ

(
「
嵯

峨

院

」
)

平
安

以

降

に
な

る
と

、
「生

き

な

が

ら

え

る
」
と

い

う
意

味

の

「な

が

ら

ふ

」

が

圧

倒
的

に
多

く

用

い
ら

れ

る
よ

う

に
な

る

こ
と

は
既

に
述

べ
た

。

し

か

し
、

希

な

例

と

は
言

え

、

右

の

「
日

の
な

が
ら

ふ

る
」

に

よ

っ
て
、

ま
だ

平

安

時

代

に

は
、

時

間

の
経

過

を
表

す

と

い
う

「な

が

ら

ふ

」

が

残
存

し

て

い

た
と

見

な

せ

る

の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

と
な

れ
ば

、

「
な

が

ら

ふ

」

の
用

法

は

、

そ

う

し

た

時

間

の
経

過

を

示

す

用

法

か

ら

、

次

第

に
、

「
生

き

な

が

ら

え

る
」
と

い

う
用

法

に

変

遷

し

て
行

っ
た

と

考

え

ら
れ

る

で
あ

ろ

う
。

四

さ

て

、
誉

謝

女

王
は

、

「な

が

ら

ふ

る
」

と

い
う

表

現

を

以

て
、

「夜

」

の
幾

夜

も

長

く

続

く

と

い
う
意

味

を

表

し

た

の
で

は
な

か

ろ
う

か
と

想

定

し

て
き

た

わ

け

で
あ

る
が

、

な

ぜ

「
流
経

」

と

い

う
表

記
を

用

い
た

の
か

を

考

察
す

る

必
要

が

あ

る
。

ま
ず

、

前

に

も
述

べ
た

よ

う

に

、

「
流

経

」

の

「
経

」

は

継

続

を

示
す

助

動

詞

「
フ

(五
九
)」

と

解

さ

れ

て

お

り

、

「
長

く

続

く

」

に

お

け

る

継

続

性

は

こ

の
解

釈

に

よ

っ
て
問

題

な

く

説

明

さ

れ

得

る
。

「
流

」

に
関

し

て
は
、

動

詞

「
流

る
」

の
意

に
解

す

る

見
方

(③

雪

説

、

澤
濡

氏

解

釈
)

も
あ

れ

ば

、
「
長

」

の
借

字

と

解

釈
す

る

見
解

(②

衣

説

、

眞

淵

解

釈

)

も
あ

る
。

ま

た

、

「
流

る
」

「
長

し

」
、

両
方

の
意

味

を

求

め

る
妥

協

的

な

解
釈

(④

風

説

、

山

田
氏

解

釈

)

も

見
ら

れ

る
。

五

十
九

番

の
表

記
方

法

を

見

る

と
、

助

詞

・
助

動

詞

を
除

き

、

お

お

よ

そ

正
訓

に

よ

る
方

法

が
採

ら

れ

て

い

る
。

と

す

れ
ば

、

「
流

」

に

お
け

る

「
流

る

」
と

い
う

本

来

の
意

味

を

重

視

し

て

、

「
な

が

ら

ふ

る
」

を

解

釈

す

る

の

が
順

当

な

見

方

で

あ

ろ

う

。前

に

挙
げ

た

巻

十

の
七
夕

の
歌

q
が
想

起

さ

れ

る
。

…

い

つ
し

か
と

我

が

待

つ
今

夜

こ

の
川

の

流

れ

の
長

く

あ

り

こ
せ

ぬ

か

も

「
こ

の
川

の

流

れ

の
長

く

」

は
、

金

村

の

歌

o
で

見

た

「
自

妻

と

頼

め

る

A
ユ
佼

秋

の
夜

の

百
夜

の
長

さ

あ

り

こ
せ

ぬ

か

も

」
、

ま

た

、

P
の

「
妹

に
逢

へ
る
夜

は
今

し
七

夜

を

継

ぎ

こ
せ
ぬ

か
も

」

の
そ

れ

ぞ

れ

の
傍

線

部

分

に
相

当
す

る
箇

所

と

考

え

ら

れ

る
。

即

ち

、

夜

が

数
夜

継
続

す

る

ほ
ど

長

く
続

く

と

い
う

こ
と

を
、

川
が

絶

え

ず

長

く
流

れ

る
と

い
う

表

現

で
讐

え

た

も

の
と
思

わ

れ

る

六̂

〇
言

ま

た

、

巻

六

に

は

、

「
岩

走

り
激

ち

流

る

る

泊

瀬

川

絶

ゆ

る

こ

と

な

く

ま

た

も

来

て

見

む

」

(雑

歌

・
紀

朝

臣

鹿

人

・
九

九

こ

と

い
う

歌

が

見

ら

れ

る
。

「
…
泊

瀬

川

を

そ

の
絶

え

る

こ
と

が

な

い
よ

う

に

長

く

ま

た

来

て

見

よ
う

へ六
こ
」
と

解

釈

さ
れ

て

い

る
よ
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う

に

、

萬

葉

歌

人

は
、

川

の
流

れ

を

、

尽

き

る

こ
と

の
な

い
、

い

つ
ま

で
も

長

く
続

く
も

の
と

し

て

捉

え

て

い
た

と

見

ら

れ

る

六̂
三
。

そ

も

そ

も

、
長

く
連

綿

と

続

く

も

の
を

川

の
流

れ

に

讐

え

る
と

い
う

方

法

は

、
萬

葉

歌

人

の
独

創

的

な

発
想

で

は
な

さ

そ

う

で
あ

る
。

こ
う

し

た
方

法

は

漢

詩

な

ど

に

も
窺

え

る
。

例

え

ば

、

『
文

選

』

(
梁

・
昭

明
太

子
)

の
樂

府

に

は

、

「
日
中

市

朝

漏

車

馬

若

二
川

流

こ

(
日

中

に

は

市

朝

に
滞

ち

、

車

馬

は

川

流

の
若

し
。
)

(宋

・
飽

明

遠

「結

客
少

年

場

行

」
)
と

見

え

る
。

日

盛

り

の
時

刻

に

は
市

は
群

集

で
満

ち

溢

れ
、

車

馬

の
通

行

は
、

川

の
流

れ

の

よ
う

に

、
絶

え
間

な

く

連

な

り

続

い
て

い

る
と

い
う

。

な

お

、

『
玉

豪

新

詠

』

(
梁

・
徐

陵

)

に

は
、

「
思

・
君
如

二
流

水

―

何

有

二
窮

巳

時

二

(
君

を

思

う

て

流

水

の
如

し

、

何

ぞ

窮

り

已

む

時

有

ら

ん

。
)

と

詠

ん

だ

詩

(
後

漢

・
徐

幹

「
室

思

一
首

」

そ

の
三

)

が

収

め
ら

れ

て

い
る

。

こ

の
詩

は
、

遠

方

の
夫

を

思

い
や

る

妻

の
情

を
詠

ん
だ

も

の

で
あ

る

が

、

そ

の
妻

の
悲

嘆

に

暮

れ

る

想

い
は

、
流

れ

る
水

の
よ

う

に

い

つ
尽

き

る

と
も

知

れ

な

い
ほ

ど

長

く

続

く

も

の
と

し

て
表

さ

れ

て

い
る
。

作
者

誉
謝

女

王

は
、

五
十

九

番

の

「
夜

」

の
継

続

性

を

、

二

〇

九

二

(
q
)
、

ま

た
、

右

の

漢

詩

に

も

描

か

れ

て

い

る

よ
う

に
、

絶

え

間

な

く
流

れ

続

け

る
と

い
う

「
川

流
」

の

よ
う

な

も

の
と

し

て
捉

え

て

い

た

の

か
も

知

れ

な

い
。

そ

し

て
、

作

者

、

も

し

く

は

編

者

は
、

そ
う

し
た

夜

の

「
流

れ

続

け

る

」

性
格

を

表

す

の
に
相

応

し

い

「流

経

」

と

い
う

表

記

を

用

い
た

と

も
考

え

ら

れ

る

で
あ

ろ

う

。

前

に
も

述

べ
た

よ

う

に
、

誉

謝

女

王

は

、
持

統

天
皇

が

太

上

天

皇

で

あ

っ
た

頃

ー

即
ち

、

文

武

天

皇
在

位

中
ー

に
活

動

し

た

歌

人

と

見
な

さ

れ

て

い
る
。

持

統

天

皇

自
身

の
歌

に
漢

籍

か

ら

の

受
容

が
見

ら

れ

る

こ

と

は
、
既

に
指

摘

さ

れ

て

い

る

さ̂
三
。
ま
た

、

文
武

天
皇

は
、
和

歌

に

限

ら

ず
漢

詩

も

詠

じ

て

お

り
、
『
懐

風

藻

』

に

は
、

そ

の
詩

が

三

首
撰

入
さ

れ

て

い
る
。

な

お
、

持

統

天

皇

の

行

幸

に
供

奉

し

且

つ
宮

廷

歌

人

と

し

て
活

躍

し

た

柿
本

人
麻

呂

の

歌

に

も
、

漢

詩

的

な

匂

い

を
漂

わ

せ

る
表

現

が

見

出

せ

る

の

で
あ

る

二.
四
)。

と

す

れ

ば
、

誉

謝

女

王
も

、

こ

の
持

統

・
文

武

両

朝

時

代

の
歌
壇

に
携

わ

っ
た

―
人
と

見

な

し

た

場

合

、

自

己

の
歌

に
、

漢

籍

に
基

づ

く

発

想

・
表

現
方

法

を

導

入

し

た

可

能

性

は

認

め
ら

れ

る

で
あ

ろ
う

(六
五
冒。

現

に
、

五
十

九

番

の

三
句

目

に

は

、

「
寒

夜

」

と

い
う

漢

語

に

由

来

す

る
表

現

が

用

い
ら

れ

て

お
り

、

ま

た

、
結

句

に

は

「
独

香

宿

良

武
」

と
見

え

、

漢

詩
な

ど

に
見

ら

れ

る

「
独

宿

」

を
思

わ

せ

る

表

記

で

あ

る
。

前

に

挙
げ

た

ー
、

m
、

n
な

ど

が

、

五

十
九

番

と

類

似
点

の
多

い
例

で

あ

る
と

い
う

こ
と

は

既

に

述

べ

た
が

、

そ

の
類

似

は
用

字

法

に

ま

で

及

ん

で

い

る
。

例

え

ば

、

m

(
反
歌

・

三

二
八

二
)

に

は
、

「
寒

夜

」

が

用

い

ら

れ

て
お

り

、

ま

た

、

n

の
結

句

は

「
我

独

宿

牟

」

と

表
記

さ

れ

て

い
る

の
で
あ

る
。
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五

漢

詩

に

お

い

て
男

女

の
別

離

を

主
題

と

し

た

類

と

言
え

ば

、

ま

ず

、

六

朝

時
代

に
数

多

く

詠

ま

れ

た
閨

情

の
詩

を

思

い
浮

か

ぺ
る

で
あ

ろ

う
。

閨
情

の
詩

と

は

、
作

者

が

、

夫

に

旅

立

た

れ
た

妻

に

代

わ

っ
て

、
独

り

で
空

閨

を

守

り

続
け

る
と

い
う

そ

の
心
境

を

詠

ん

だ

も

の
で
あ

る
。

六

朝

の
漢
詩

に

お
け

る

主

要

な

類

型

の

一
つ

と

称

し

て

も
過

言

で

は
な

い
だ

ろ

う
。

そ

の

一
、

二
例

を

見

て

み

た

い
。

次

の
詩

は

、
『
文

選

』

の

「古

詩

十

九

首

」

の
第

十

六

首

目
と

し

て
収

め

ら
れ

て

い

る
。

寒

々
と

し

た

中

で
、

留

守

居

の
妻

は
独

り

寝

の
長

い
夜

を

重

ね

つ

つ
、
遠

方

の
夫

に
想

い
を
寄

せ

る
。

馨

凛
凛
と
し
て
歳
云
に
暮
れ
、

嬢
姑
夕
鳴
悲

媛
姑

夕

に
鳴
き
悲
し
む
。

ワ
や
う
ふ
う
に
は

す
で

は
げ

涼

風

率

已

暦

涼

風
率

か
に

已

に

属

し

く
、

遊

子

寒

無

・
衣

遊

子

寒

く

し

て

衣

無

し
。

錦

裳

遺

二
洛

浦

}

錦

余

洛

浦

に

遺

し
、

同

炮

與

レ
我

違

同

炮

我

と
違

へ
り
。

猫

宿

累

二
長

夜

―

濁

り

宿

し

て

長

夜

を

累

ね

、

夢

想

見

二
容

輝

―

夢

に
想

う

て

容
輝

を

見

る
。

良

人

惟

二
古
憺

一

良

人

古

権

を
惟

ひ
、

柾

レ
駕

恵

二
前

緩

一

駕

を

柾

げ

て
前

繧

を
恵

む
。

願
得

二
常

巧
笑

皿

携
レ
手

同

レ
車

隔

既
來

不
二
須
奥

一

又

不

レ
庭

二
重

閨

一

(
後
略

)

願

は

く

は
常

に
巧

等

す

る

を

得

ん

と
、

手

を

携

へ

車

を

同

じ

う

し

て
錦

る
。

既

に

來

り

て
須

奥

な

ら
ず

、

又

重

閲

に
庭

ら
ず

。

烈

風

が
吹

き
付

け
る

中

で

、
留

守

居

の
妻

は
遠

方

の
夫

の
身

の
上

を

案

じ

つ

つ
、

独

り

寝

の
長

々
し

い
夜

を

何

夜
も

重

ね

る
。

そ

う

し
た

あ

る

夜

に
、

夢

の
中

で
、

夫

の
姿

を

見

、

か

つ
て

の
晴

れ

が

ま

し

い
新

婚

の
思

い
出

を

語

り

か
け

る
。

し

か

し
、

や

が

て
夢

は

途

切

れ

、
妻

は

夫

の

い
な

い
現

実

に

つ
れ
戻

さ

れ

る
。
『
萬

葉

集

』

の

m
で
も

、
妻

は
夢

想

に
頼

り

、

現
実

に
夫

と
逢

え
な

い
憂

い
を

晴

ら

そ
う

と

す

る
。

そ

し

て
、

右

の
詩

の
如

何

に

も
厳

し

い
冬

の

情
景

は
、

五
十

九

番

を

は

じ
め

、

m
の
長

歌

、

同

じ

く

反
歌

(三

二

八

二

)
、

ま

た

n
に

も

窺

わ

れ

る
も

の

で
あ

る
。

更

に
、

右

の

詩

の

「濁

宿

」

は

、

前

に

も
述

べ
た

よ

う

に
、

五
十

九

番

及

び

n

に

用

い
ら

れ

て

い
る

用
字

法

で
あ

る

〔六
さ
。

な

お

、

『
藝

文

類

聚

』

人

部

・
閨

情

の
条

に

は

、

次

の
梁

の
郡

陵

王
論

の
閨

怨

詩

が

見

ら

れ

る
。

「
蕩

子
從

二
遊

宙

一
思

妾

守

三
房

穐

一

塵

鏡

朝

朝

掩

寒

林

夜

夜

空

…

」

(
蕩

子

遊

宙

に

從

ひ

、

し

せ
ふ
11
う
ろ
う

ま
も

ち
ん
き
や
う
て
う
て
う
お
ほ

か
ん
し
ゃ
う

や

や

む
な

思

妾

房

瀧

を
守

る
。
塵

鏡

朝

朝

掩

ひ
、
寒

林

夜

夜

空

し
。
(六
七
})

「
夫

は

赴

任

し

た
き

り

帰

ら
ず

、

物

思

い

に
耽

る

私

は
部

屋

の
格

子
窓

の
中

で

夫

の
留

守

を

守

る
。
(
長

い
月

日
が

経

っ
た

せ

い
で

)

ほ

こ
り

ま

み

れ

に
な

っ
た

鏡

に

、

毎

朝
覆

い
を

掛

け

、

寒

々
と

し
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た

寝
床

は
、

毎

晩

虚

ろ

の
ま

ま

で
あ

る
。
」

と
妻

は
嘆

く

。

右

に
述

べ
た

二
首

は
、

『
文

選
』
、

『
藝

文

類

聚

』

ば

か

り

で
な

く

、
『
玉
奎

新

詠

』

に

も

収

め

ら
れ

て

い
る

。
『
玉
嘉

新

詠
』

は
、

当

時

流

行

し

て

い

た
艶

麗

な

詩

を

主

と

し

て
収

め

た

詩

集

+̂ハさ

で

あ

る

だ

け

に
、

男

女

の
情

を

濃

厚

に

示

し

て

い

る
右

の
よ

う
な

閨

情

の
詩

が
多

く
見

ら

れ

る

の
で
あ

ろ
う

。
そ

の
巻

人

の
雑

詩

に
は

、

「
不

レ
堪

寒

夜

久

夜

夜
守

――空

鉢

二

(
堪

へ
ず

寒

夜

の
久

し

く

し

て
、

夜

夜

空

林

を

守

る

に

。
)

(
梁

・
劉

緩

「
冬

宵

」
)

と

詠

ま

れ

て

い

る
詩

が

見

ら
れ

、

先

に

挙

げ

た

郡
陵

王
論

の
表

現
方

法
と

類

似

し

て

い
る

六̂
九
u。

「
寒

夜

」

と

い
う

漠

語

も

ま

た

、

こ

の
劉

緩

の
詩

に
現

れ

て

い

る

の
で

あ

る
。

な

お

言
え

ば

、

郡

陵

王

論

の
詩

に

見

え

る

「
思

妾

」

も

そ

の

一

例

で
あ

る
が

、

女

性

の
立

場

か

ら

詠

ま

れ

て

い

る
閨

情

の
詩

な

ど

で

は

、

夫

を

さ

す

「
君

」

「
子

」

に

対

し

て
、

「
妾

」

が

女

性

の

第

一
人

称

と

し

て
用

い
ら

れ

て

い

る
場

合

が
多

い
。

前

に
も

述

べ

た

が

、

『
萬

葉

集

』

で

は

、

こ
れ

と

は

反
対

に

「
妾

」

の
用

例

が

「
我

」

「
吾

」

な

ど

に

比

し

て
圧

倒

的

に
少

な

い

(注

(
一
七
)

参

照

)
。

し

か

し
な

が

ら

、

そ

の
僅

か

数

例

し

か
な

い

「
妾

」

が

使

わ

れ

て

い

る
歌

の
中

に

は

、

m

(
「
妾

背

子

は

」
、

注

(
一
七
)

参

照
)

が

見
ら

れ

、

ま

た

、

挽

歌

で
は

あ

る

が
、

1
と

類

似

の
多

い
三

三

二
九

(注

(
四

九

)

参

照

)

も

そ

の

一
例

と

し

て
見

ら

れ

る

の
で

あ

る
。

閨

情

の
詩

を

題

材

に

し

た
と

考

え

ら

れ

る

こ
れ

ら

の
歌

に
、

「
妾

」

が

用

い

ら

れ

て

い
る

こ
と

は
偶

然

と

は
思

え
な

い
。

五
十

九

番

の
場
合

に

お

い

て
も

、

内

容

、
表

現
、

共

に
右

に

挙
げ

た
閨

情

の
詩

と

共

通

し

て

い
る

こ
と

を

重
視

す
れ

ば

、

五
十

九

番

の
原

文

は

本

来

「
妾

」

で
あ

っ
た

と

見
な

す

べ
き

か

も

知

れ
な

い
。

無

論
、
以
上

挙

げ

た

閨
情

の
詩

と

比

較

し

た
上

で
、
五

十

九

番

、

1
、

m
、

n
な

ど

に

類
似

点

が

あ

る

と

は

言

え
、

こ
れ

ら

の
歌

人

が

、

じ

か

に
そ

の
詩

を

見

て
歌

を

詠

じ

た

と

い
う

確

証

は
な

い
。

直
接

の
典

拠

を

挙
げ

る

の
が

困

難

で
あ

る

と

い
う

こ

と

は
、

詩

歌

の
比

較

文
学

に
お

け

る

一
つ
の
限

界

と

し

て
認

め
ざ

る

を
得

な

い

わ

け

で
あ

る

七̂
9
。

し

か

し
、

享

受

者

ー

こ

こ

で

は
萬

葉

歌

人

―

が
、

漢

詩

か
ら

な

る

文
学

知

識

を

地

盤

に

し

て

作

歌

に

臨

ん

だ

と

い
う
態

度

に
は

意
義

が
あ

り
、

我

々
読

者

に

と

っ
て
、

そ
う

し

た

作

歌
態

度

を

認

識

し

た
上

で
、

そ
れ

ら

の
歌

人

の
歌

を

理
解

す

る

こ
と
が

む

し
ろ

重

要

で

は
な

い
だ

ろ

う

か
。

ノ、

 

本

稿

第

二
節

で
、

定
家

や
成

実

に
詠

ま

れ

た

「
つ
ま

吹

く

風
」

の
歌

(
9
、

k
)

に

関

し

て

、

「
な

が

ら

ふ

る

」

が

詠

み

込

ま

れ

て

い
な

い
と

い
う

こ
と

を

述

べ

た
。

五
十

九

番

を

本

歌

取

り

し

た

こ
れ

ら

の
例

で

は

、

「
な

が

ら

ふ

る
」

と

い
う

表

現

は

脱

落

し
、

本

歌

の

「
つ
ま

吹

く

風

」

の
み

が
採

用
さ

れ
た

か

の
よ

う

に

見

え

た

。

し

か

し

、

五

十

九

番

の

〔
「
な

が

ら

ふ

る

」

+

「
夜

」
〕

に
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示
さ

れ

て

い
る

意
味

は
、

決

し

て

こ
れ

ら

の
例

か

ら
消

え

失

せ

て

い
た

の

で

は
な

い
。

g

寒

夜

千

鳥

浦

千

鳥

か

た

も

さ
だ

め
ず

こ

ひ

て
鳴

く

つ
ま

吹

く

風

の
夜
ぞ

ひ
さ

し
き

k
旅

ご

ろ

も

つ
ま
吹

く

風

の
寒

き

夜

に
袖

を

り

か

へ
し
幾

夜

か

も

ね

ん

確

か

に

、

「
な

が

ら

ふ

」

と

い
う

語

は

用

い
ら

れ

て

い
な

い
。

し

か

し

な

が

ら

、

定

家

と

成

実

が

「
夜

ぞ

ひ
さ

し

き

」

「
幾

夜

」

を

詠

み

込
ん

で

い
る

と

い
う

こ
と

は

、

本

歌

の

「
な

が

ら

ふ

る
」

が

「夜

」

に
掛

か

り
、

そ

の
継

続

性

を

表

し

て

い

る

こ
と

を

、

既

に

認
識

し

て

い
た

と

い

う

こ
と

の
裏

付

け

に
な

る

の

で
は

な

い
だ

ろ

う

か
。

そ

し

て
、

な
ぜ

、

こ

の

二
首

に

は

、

本

歌

と

は
違

う

「
つ
ま
」

の
用

法

が

用

い
ら

れ

た

の

で
あ

ろ

う

か
。

少
な

く

と

も

二
通

り

の

説

明

が

可

能

で

あ

ろ

う
。

ま

ず

、

そ

の

}
は

、
当

該

歌

の
原

文
が

も

と

も

と

「
妻

」
で

あ

っ
た

こ
と

を

前

提

に
考

え

る
場

合

で
あ

る
。

定

家

と

成

実

は

当
初

よ

り
、

五
十

九

番

の

「妻

」

を

、

文

字

通

り

「
我

が

背

の
君

」

の
配

偶

者

を

さ

す

語

と

し

て
捉

え

て

い
た

と
す

る
。

そ

こ

で
、

五
十

九

番

を

踏

ま

え

な

が

ら

も
、

新

た

な

趣

向
を

凝

ら

す

た

め

に

、

「
つ
ま

」

の
同

音

異

義

語

性

に
着

目

し

て
、

本

歌

の
用

法

を

、
千

鳥

の
呼

び

交

わ
す

「
つ
ま

」
に
変

化

さ

せ

た

り

、

ま

た

、

「
旅

ご

ろ

も

」
、

「
袖

」

な

ど

と

縁

語

関

係

に
位

置

づ

け
た

り

し

た

の

で
は

な

い

か
と

考

え

ら
れ

る
。

あ

る

い
は
、

そ

の

二
と

し

て
、

当

該

歌

の
原
文

は

本

来

「
妾

」

で
あ

っ
た

も

の
を

、

後

に

「妻

」

と

誤

写

さ

れ
、

定

家

と

成
実

が

目

に

し

た
資

料

は
、

い
ず

れ
も

「
妻

」

を

伝
え

る
も

の
で

あ

っ
た

こ
と

を
前

提

に
考

え

る

場

合

で
あ

る
。

第

一
人
称

と

し

て

は
、

元

の

「
妾
」

と
あ

れ

ば

、

何

の
問

題

も

な

か

ろ

う

が

、

「

妻

」

と

あ

る

の

に

対

し

て
、

定

家

と
成

実

は

何

ら

か

の
違

和

感

を
抱

い
た

と

見

る
。

そ

の
た

め

に

、

右

に
述

べ
た

「
つ
ま

」

の
他

の
用
法

を

そ

れ

ぞ

れ

の
歌

に
用

い
た

と
考

え

得

る
。

ど
ち

ら

の
説

明

が

よ

り
蓋

然

性

の
高

い
も

の

で
あ

る

か

は
、

現

段
階

で

は
定

め

が

た

い
と

し

か

言

え
な

い
だ

ろ

う
。

い
ず

れ

に
せ

よ
、

定

家

と

成

実

が
、

本

歌

の

「
な
が

ら
ふ

る
」

を

「
妻

」

か

ら

切

り

離

し

、

「
夜

」

に

掛

か

る

も

の
と

し

て
解

釈

し

て

い
た

こ

と

に

は

変

わ

り

は

な

い
。

「夜

ぞ

ひ

さ

し

き

」
、

「
幾

夜

か

も
ね

ん

」

は
自

ず

と

、

そ

れ

ら

を
詠

み
込

ん

だ

作

者

の

五
十

九
番

に
対

す

る

理
解

を

浮

き

彫

り

に

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

お

わ

り

に

『
萬

葉

集

』

巻

一

・
五
十

九

番

の
解

釈

は
、

従

来

よ

り

様

々
に

試

み

ら
れ

な

が

ら

も
、

今

日
に

至

っ
て
も

定

説

を

見
な

い
。

本
稿

で
は

、

初
句

の

「
な

が

ら

ふ

る
」

は
第

三

句

目

の

「
夜
」

に
掛

か

る
も

の
と

し

て
、

そ

の
夜

が

幾
夜

も
長

く

継

続

す

る

状
態

を
表

し

て

い
る

の
で

は
な

い
か

と
考

察

し

て
き

た

次

第

で
あ

る
。
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現

に
、

別

離

し

て

い
る

男

女

に

と

っ
て
独

夜

の
何

日

も
何

夜

も

長

く

続

く

と

い
う

捉

え
方

は

、

『
萬

葉

集

』

の
他

の
歌

に
も

窺

わ

れ

、

更

に
、

五
十

九

番

を

本

歌

取

り

し

た
歌

に
ま

で
見

受

け

ら
れ

る

も

の
と

し

て
確

認

さ

れ

得

る
。

の
み

な

ら
ず

、

六
朝

時

代

に
数

多

く

詠

ま

れ
た

閨

情

の
詩

の
中

で
も

、

長

い
別
離

に
渡

っ
て
、

独

り

寝

の
夜

が

幾

夜

も

重
な

り
継

続

す

る

と

い
う
状

況
が

描

か

れ

て

い
る
。

誉

謝

女

王

が

、

こ
う

し

た

詩

の
発

想

・
表

現

方

法

か

ら
な

る

文

学

知

識

を

踏

ま

え

た

上

で

、

五

十

九

番

を
詠

じ

た
と

認

め

ら

れ

る
な

ら
ば

、

一
首

は
新

た

な

意
義

を
持

た
さ

れ

る

こ
と

と

な

ろ

う

。

ま

た
、

作

者

の
漢

詩
文

に

学

ん

だ

と

い

う

姿
勢

を

認
識

す

る

こ
と

に

よ

っ
て
、

五

十

九

番

に

対

す

る

我

々
読

者

の

理
解

も

鑑

賞

も

高

め

ら

れ

る
方

向

に

す

ら

導

か

れ

得

る
。

定

家

の
歌

9
の
歌

題

を

再

見

す

る

と
、

こ

こ
に

も

「
寒

夜

」

と

い

う

表
現

が

用

い
ら

れ

て

い
る
。

そ

の
上

、

歌

に

詠

ま

れ

て

い
る

「
夜

ぞ

ひ

さ

し

き
」

の
表

現

は

、

ま

さ

し

く
劉

緩

の

「
不

・
堪

寒

夜

久

」

を

彷

彿

さ

せ

る
も

の
で

あ

る
。

や

は

り

、

漢

籍

と

の
係

わ

り

を

検

討

せ
ず

に

五

十
九

番

の
解

釈

を

試

み

る
わ

け

に

は
行

か

な

い
よ

う

に

思
う

。

卑

見

な

が

ら

、

以

上

今

回

の
考

察

結

果

を

論

じ

た

上

で
、

当

該

歌

を

次

の
よ

う

に

解

釈

す

る

こ
と

を
提

案

し

て
み

た

い
と
思

う

。

幾

夜

も

長

く

続

く

、

妻

に
吹

く

風

の
寒

い
夜

に

、

我

が
夫

は
独

り

で
寝

て

い
る

の
で

あ

ろ
う

か
。

右

の
よ

う

に
解

せ

ば

、

作
者

の

心
境

、

そ

し

て
如

何

な

る

文
学

知

識

を

踏

ま

え
な

が
ら

―
首

を

詠

ん

だ

か
を

、

よ

り

精
密

に
捉

え

る

こ
と

が

可

能

と
な

る

の

で
は

な

い
だ

ろ

う

か
。

〈注

V特

に
断

ら
な

い
限

り
、
本

稿

に
お

け

る
詩
歌

の
引

用

は
次

の
も

の

に
よ

っ
た
。

な
お

、
引

用
文

に
お

け

る
傍
線

、
傍

点
、

括

弧
内

は
稿
者

に
よ

る
。

『
苗
円
葉
集

』
1

日
本

古
典

文
岸
す
全
集

(
小
必
ナ
館

、

昭
和

四
十

六

～

五
十

年
)
。

『
古

今
和

歌
集

』
、

『
後

撰
和

歌
集

』
及

び

『
後
拾

遺

和
歌
集

』
―

新

日
本
古

典

文
学
大

系

(岩
波

書

店
、

―
九

人

九
年

、

一
九
九

〇

年

及
び

一
九
九

四
年
)
。

『
う

つ
ほ
物

語
』
―

『
宇

津

保
物

語
本

文
と

索

引

本

文
編

』

(
笠

間

書
院
、

昭
和

四
十
八

年
)
。

『
実
国
集

』
及

び

『
宝

治
百
首

』
1

新
編

国
歌

大
観

(角

川
書
店

、

昭

和
六

十

一
年

)
。

『
拾
遺

愚
草

』
、
『
夫

木
和

歌
抄

』

及
び

『
続

千
載

和
歌
集

』
―

校

註

国
歌
大

系

(
講
談
社

、
昭

和
五

十

一
年
)
。

『
百

人

一
首

』
1

島
津

忠
夫

訳

注

『
新

版

百

人

一
首

』

(
角

川
文

庫

、
昭

和
四
十

四
年

)
。

『
万
代
和

歌
集

』
―

和
歌

文
学
大

系

(
明
治
書

院

、
平

成
十

年
)
。

『
文

選
』

及
び

『
玉

憂
新

詠
』
ー

新

釈
漢

文

大
系

(明

治
書

院
、

昭
和
三

十
九

年
及
び

昭
和

四
十
九

～
五

十
年

)
。
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(
}
)

五

十

九

番

は

通

常

、

巻

一

・
五

十

七

～

六

十

―
番

の

歌

群

に

属

す

る
も

の
と

さ

れ
、

そ

の
五
十

七
番

の
前

に
、

「
二
年

壬

寅
、

太

上

天

皇

、

参

河

国

に

幸

す
時

の
歌

」
と

い
う

題
詞

が

設
け

ら

れ

て

い
る
。

太

上

天
皇

と

は
持

統

天
皇

の
こ

と

で
あ

り
、
『
続

日
本

紀
』

の
文
武

天
皇

大
宝

二
年

の
条

に
、

持
統

天
皇

が
太

上

天

皇

と
し

て
、

そ

の
年

の
十
月

十

日
に
三

河
に

行
幸

し
、

尾
張

、
美

濃
、

伊
勢

、

そ

し
て
伊
賀

を

廻

っ
た
と

い
う

記
事

が

見
ら
れ

る
。

(
二
)
誉

謝

女

王

の
伝

に
関
し

て
は

、
詳

細
な
資

料

は
遺

さ
れ

て

い

な

い
。
『
続

日
本
紀

』
文
武

天
皇
慶
雲

三
年

六
月

の
条

に
、
「
丙
申

、

従

四
位

下
与
射

女

王
卒
」

と

見
え

る

の
み
で
あ

る
。

「
与

射
」

(與

射

)

は
、

『
萬

葉
集

』

の
表
記

と

は
異
な

る
が

、
『
萬

葉
集

』

の
諸

本

の
う
ち

、

元
暦
校

本
、

類

聚
古
集

、
紀

州

本
、
廣

瀬

本
な

ど

に

は

、

「
畢

」

と

見

え

、

そ

の

中

で

、

元

暦

校

本

は

「犀

」

の
右

に

、

朱

で

「昏

」

と

訂

正

し

て

い

る

。

こ

う

し

た

誤

写

と

思

わ

れ

る

も

の
に

よ

っ
て
、

当
該

歌

の
作
者

名

の
異

同
は
古

く

か
ら
存

在

し

て

い
た

と
想

像
さ

れ

る
。
五

十
九

番

の
作
者

誉
謝

女

王
と

『
続

目
本

紀

』

に
見

え
る
与

射
女

王

の
活

動
時

期
が

ほ
ぼ

}
致

し
て

い
る

こ

と

を
考

え
合

わ

せ
れ
ば

、

通
説

通

り
同

一
人
物

と

見
な

せ
よ

う
。

と

す
れ
ば

、

当
該

歌

は
作
者

没

年

の
約

四
年
前

に
詠

じ

ら
れ

た

こ

と
と

な

る
。

(三
)
五
十

九
番

の
詠

ま
れ
た

背
景

に
関

し
て

は
、
史

実

と
し

て
は
、

持
統

天

皇

の
大

宝

二
年

の
行

幸

と
係

わ
り

が
あ

る
と

い
う

こ
と

以

外

に
は

明
ら

か

で
な

い
。
第

四
句

目

の

「
我
が

背

の
君
」

が
実

際

誰

を
指

す

の
か
は

不
明

で
あ

る
。

な
お
、

作
者

誉

謝
女

王
自
身

が

行

幸

に
従
駕

し

て

い
た

の
か
、

そ

れ
と

も
夫

で
あ

っ
た

の
か
と

い

う

点
も
定

か

で
な

い
。

諸
注
釈

書

の
問

で
意

見
が

分
か

れ

て
い

る

と

こ
ろ

で

は
あ
る

が
、

い
ず

れ
に

し

て
も
、

五
十
九

番
が

男
女

間

の
別
離
を

そ

の
主

旨

に
し

て
い
る

こ
と

に
は
変

わ
り

は
な

い
。

(
四
)

反
歌
は
省

く
。

(
五
V

「
フ
」

に
関

し
て

は
、
『
時

代

別
』

が
説

く
よ

う

に
、

接
尾

語

と

す

る
説
も

あ
る

が
、
上

代

に
お

け
る

「
フ

―
は
、

多

く

の
動

詞

に
自

由

に
付

く
傾
向

が
顕

著
な

た

め
に
、

助
動

詞

に
分
類

す

る
見

方

も
あ

る

(角

川
古

語
大

辞
典

)
。
『
萬
葉

集
』

の

「
な
が

ら

ふ
」

を

対
象

と
す

る
本
稿

で
は
、
後

者

の
助
動

詞
説

に
従

う

こ
と
と

す

る
。

(
六
)
他

の
古

語

辞
典

類

で
は
、
②

の
用
法

に

つ
い
て
は
、

更

に
幾

つ
か

の
小
項

目
を

設
け

て
細
分

化

し

て

い
る

場
合

も
あ

る
。
例

え

ば

、
岩

波
古

語

辞
典

は
、

「
長

い
時

間

に
わ

た

っ
て
も

の
ご

と
が

経

過

し
、
継

続

し

て
行

く
意

。
」

と
説

明

し
た

上

で
、

更

に

「
①

長

い
間
経

て
行

く
。

伝
わ

る
。

…
②

長

い
間

つ
づ

く
。

…
③

世

の

中
を

生
き

て
渡

る
。

…
」

と
、

細

か
く
分

け

て

い
る
。

ま
た
、

岩

波

は
、

こ
の

「
な

が
ら

ふ

」

(
長

ら
ふ

)

を
下

二
段
活

用

と

し
、

四
段

活

用

で

「
つ
づ

け

て
流

れ

る
。
」

と
定

義

し

て

い
る

「
な

が

ら
ふ

」

(
流

ら

ふ
)

(
『
時
代

別
』

の
言

う
0

)

と

は

別
語

で
あ

る

と
見
な

し

て

い
る
。

と
は

言
え
、

こ

の
岩
波

も

含

め

て
、

管

見
に

入

っ
た
古

語
辞
典

類

は
、

お
お

よ

そ

『
時

代
別

』

の
如
く

、
動

詞
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「な

が

ら

ふ
」

を
、
花

・
雪
な

ど
と

い

っ
た
物

が
流

れ

る
よ

う

に

降

り
続

け

る
と

い
う

用
法

と
、
時

間

が
経

過
す

る

こ
と

と
関

連

し

て
、

人
命

、
言

い
伝

え
な

ど
が

長

つ
づ
き

す

る
と

い
う

用
法

に
分

け

て
扱

っ
て
い
る
。

た
だ

、

『
時
代

別

』

は

「
な

が

ら

ふ
」

に

お
け

る
継

続

・
反
復

を
表

す

「
フ
」

の
存
在

を
指

摘

し

て

い
な

が
ら

も
、
0

の
用

法

に

関

し

て
は
、
そ

の
働

き
を

明
白

に
し

て

い
な

い
。
他

の
辞
典
類

で
、

「
流
れ

続
け

る
。
続

け

て
空
を
流

れ
行

く
。
多

く
落
花

に

い
う
。
」

(角

川
古

語
大

辞
典

)
、
「
つ
づ
け

て
流

れ

る
」
(岩
波
古

語

辞
典
)
、

「流

れ
続

げ

ひ
。

流
れ

る
よ

う

に
降

り
続

げ

冷
。
」

(
旺
文
社

古
語

辞
典

)

と

説

明
さ

れ

て

い
る
如

く

、
や

は

り
、
『
時
代

別
』

の
0

は

、

「
雨

・
風

・
花

な

ど

が
降

り

落

ち
続

け

る
」

と

で

も
あ

る

べ

き

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

本
稿

に

お

い
て

は
、

そ
の
よ

う

に
解
す

る

こ
と
と

し
た

い
。

(
七

)
『
萬

葉

集
』

巻

八

の
作
品

の
類

例
が

巻

十

に
多

く

見
ら

れ

る

と

い
う

こ
と
に

関

し

て
は
、

日
本

古
典

文
学

全
集

『
萬

葉
集

二
』

の

「
解
説

」

に
指
摘

が
見

ら
れ

る
。

(
八
)

天
平

五

年

(
七

三
三

)
～

天

平
宝
字

三
年

(
七

五
九
)

を
指

す
。

澤
鴻
久

孝

・
森
本

治
吉
著

『
作
者

類
別

年
代

順
萬
葉

集
』

(勉

誠
社

、

昭
和

五
十

九
年
)
。

(
九
)
『
時
代

別
国

語
大

辞
典

上
代

編
』
。

(
一
〇

)
宗

祇

『
萬

葉
抄

』
、
『
萬

葉

集
叢

書
』

第

十
輯

所
収

(
古
今

書
院

、

昭
和
三

年
)

二
〇

〇
頁
。

(
一
一
)

武

田
祐
吉

『
萬

葉
集

全
註

繹

一
』

(改

造
仕

、
昭

和

二
十

三
年
)

二
七

八
～

二
八
〇

頁
。

(
=

「)

日
本

古
典

文

学
大

系

『
萬

葉

集

「
』

(
岩

波
書

店

、

昭
和

三
十

二
年
、

四

〇
頁

)

に

も
、

「
君

の
帰

り
を

待

っ
て
空
虚

な

日

々
を
送

っ
て
い
る
妻

(
で
あ
る

私
V
を
吹
く

風

の
寒

い
こ

の
夜

に
、

背

の
君

は
や

は
り

―
人
淋

し

く
お

や
す

み

で
あ
ろ

う

か
」

と

い
う

類
似

し
た
解

釈
が

見
ら

れ
る
。

(
=

二
)

澤

鴻
久
孝

『
萬

葉
集

注

繹

巻

第

―
』

(中

央

公
論
社

、

昭

和
三
十

二
年
)

三

七
八
～

三
八

二
頁
。

(
―
四
)

な

お
、
『
万
代
和

歌
集
』

に
は
、

「筑

波
嶺

の
ぞ
が

ひ

に
立

て
る
さ

を
鹿

の

つ
ま
吹

く

風

に

声

も
惜

し

ま
ず

」

(
秋

歌

下

・
九

条

道
家

・

}
〇
七

三
)

と

い

っ
た
例

が

見
え

、
『
宝

治

百

首
』

に

は

、

「
は

ま

ぴ
さ

し

つ
ま
吹

く
風

に

恨

み
わ

び

し

ほ

ひ

の
か
た

に

千

鳥
鳴

く
な

り
」

(
「
潟
千

鳥

」
・
道

助

法
親

王

・
二
三

一
九
)

の

歌

が
収
め

ら
れ

て

い
る
。

更

に
、

同
じ

『
宝
治

百

首
』

に

は
、
藤

原
成

実

の

「
旅
ご

ろ
も

つ
ま
吹

く
風

の
寒
き

夜

に
袖

を
り

か

へ
し
幾
夜

か
も
ね

ん

」

(
「
旅

宿

」
二

二
八

一
六

)

が
見

ら

れ

る

の
で

あ

る
。

こ
の
成

実

の
歌

に

関

し
て

は
、
後

の
②

衣

説

の
と

こ
ろ
で
述

べ
る

こ
と

と
す

る
。

(
一
五
)
『
萬
葉
集

』

巻
六

に
見

え

る

「
百

鶴

の
妻

呼
ぶ

声

」

(
雑
歌

・
―
〇

六
四
)
、
ま
た
、
巻

二
十

の

「妻

呼
ぶ
雄

鹿

」
(
四
三

}
九
)

等

々
を
例

と
し

て
挙
げ

ら
れ

る
。

(
一
六
)
新

日
本

古
典

文
学

大

系

『
萬

葉

集

}
』

(岩

波
書

店
、

一
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九

九
九
年

)
六

七
頁
。

(
一
七

)

「
神

奈

備

の
浅

篠

原

の

愛

し
み

妾

思

ふ

君

が
声

の
著

け

く

」

(
巻
十

【

・
問
答
歌

・
二
七
七

四
)
、

「
…
天

雲

の

下
な

る
人

は

妾

の
み

か
も

君

に
恋

ふ
ら

む

…
妾

恋

ぞ

日
に
異

に

増
さ

る

…
」

(巻

十
三

・
挽
歌

・
三

三

二
九

)

の
例

に
も

「妾

」
が

見
え
、

な

お

、

夫
を

親

し

ん

で
呼
ぶ

時

の

「
わ

が

背

子
」

に
も

、

「
妾

」

は
用

い
ら
れ

て
い
る

。

「
妾

背

子

は

待

て
ど

来
ま

さ
ず

…
」

(
巻

十

三

・
相

聞
歌

・
三

二
八

〇
)
。

た

だ

し
、
『
萬

葉
集

』

で

は
、
第

一
人
称

「
わ
れ

」
(
「
あ
れ

」
)
、
「
わ

」
(
「あ

」
)
な

ど

に
関
し

て
は
、

仮

名

書

き

の
例

を
除

き

、

「
我

」
ま

た

は

「
吾

」

と
表

記

さ

れ

て

い

る
例

が
圧

倒

的

に
多

く

、

「
妾

」

の
例

は

以
上

挙
げ

た

歌

を
含

め
、
計

十
例

(
歌

に
七
例
、

題
詞

に

三
例
)

に
過
ぎ

な

い
。

(
一
八
)
澤

潟
久
孝

『
萬

葉
集

注
繹

巻

第

九
』

八
九
頁

参
照
。

(
一
九

)
誤
字

説

に
関
し

て
は
、

一
七

二
七

の

「
妻

」
と

「妾

」

(右

注

参
照

)

の
よ

う

に
、
現

存

す
る

諸
本

の
間

で

明
ら

か
な
異

同
が

見
ら

れ

る
場
合

に

は
、

そ

の
誤
写

の
蓋

然
性

は

よ
り
高

い
も

の
と

見
な

せ
よ

う
。

し

か
し
、

五

十
九

番

の

「
妻

」

の
場
合

は
、

現
存

す

る

諸
本

の
間

で
は
異

同
は

見
ら

れ
な

い
も

の
の
、

誤
字

説

が

可

能

と
さ

れ

て

き
た
論

拠

と

し
て
は

、
現

存
す

る
萬

葉
資

料

以
前

で

は
、

本
文

が
紛

れ

や
す

い
草

書
体

で
書

か
れ

て
い
た

こ
と

を
前

提

に
考

え

ら
れ

て
き
た

こ
と
が

挙
げ

ら
れ

る
。

即

ち
、

五
十

九
番

に

関
し

て
言

え
ば
、
草
書

体

で
書

か
れ

て
い
た
と
推

測
さ

れ

る

「妾

」

が

、

「
妻

」

と
似

て
い
た

た

め

に
、

写
さ

れ

て
行
く

う

ち

に
誤

写

が

生
じ

た
と

い
う
わ
け

で
あ

る
。
従

っ
て
、
現
存

す

る

『
萬

葉
集

』

の
諸
本

に
多

く

見
ら

れ
る
楷

書
体

(ま

た

は
そ

れ
に

近

い
字

体
)

の

「妻

」

と

「
妾
」

の
文
字

例

が
似

て

い
て
も
似

て
い
な

く
と
も

問
題

外

と
考

え

ら
れ

る
わ

け

で
あ

る
。

(
《
座

談
会

》

「読

ま

れ

こ

し

「萬

葉

集

」
」
、
『
文

学

季
刊

』
、
第

十
巻

第

四
号

、

九

九

九

年
十

月

、

=

二
～

一
四

頁
参

照
。
)

た
だ

し
、

五
十

九
番

は
、
鎌

倉

後

期

の

『
夫

木
和

歌
抄
』

(巻

第
三

十
六

・
慰

)
に

は
、

「
な

が

ら

ふ

る

つ
ま

吹

く

風

の
寒
き

夜

に

わ

が

せ

の

君

は

一
人

か

ぬ

ら

む
」
と
、
旧
訓

の
ま
ま
載

せ
ら

れ
て

い
る
上

に
、
先

述

し
た
如

く
、

「
つ
ま
吹

く
風

」

は
そ
れ

以
前

に
、
定

家

の
歌

に
既

に
詠

み
込

ま

れ

て
お
り
、
そ

の
後
、
他

の
歌

人
に

も
踏
襲

さ
れ

た
表
現

で
あ

る
。

一
方
、

「
わ
れ

吹

く
風

」

と
詠

ん

だ
例

は

見

ら
れ

な

い
よ

う

で
あ

る
。

本
来

「妾

」
と

あ

っ
た

の
が

現
存

の
萬
葉

資
料

に
お

い
て
、

「妻

」

と
誤

ら
れ

て

い
る

の
だ

と

す
れ
ば

、

元

の

「
妾

」

に
拠

っ

た

「
わ

れ
吹

く
風

」
と

い
う
表

現

が
後

代

の
和
歌

に
詠

み

込
ま
れ

て
い
て
も
良

さ

そ
う

で
あ

る
。

(
二

〇
)

澤

潟
久

孝

・
森

本

治
吉

『
作
者

類

別
年

代

順
萬

葉

集

』
。

(
一
=

)

こ

の
歌

i
は
、

『
小

町
集

』

に
も

収

め

ら
れ

て

お
り

、
な

お

、

小
異

は

あ

る
が
、

『
後

撰
和

歌
集

』

の
巻

十
七

・
雑
三

に
、

作
者

名

「
土
左

」
と

し
て
重

出
し

て
い
る
。

(
二

二
)

新

日
本
古
典

文
学
大

系

『
古
今

和
歌
集

』

二
四
八

頁
。

(
二
三
)

下
河
邊

長
流

『
萬

葉
集

管
見

』
第

一
巻

、
『
萬
葉
集

叢
書

』

第

六
輯

所
収

(
古
今
書

院
、

大
正

十
四
年

)

―
六
頁
。
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(
二
四

)
『
論
語
』

郷

党
篇

に
、

「
君

子
不
下
以

――紺
諏

一
飾
上
。

紅
紫

不

三
以
爲

二
褻

服

一。

當

レ
暑
診

編

総
、

必

表

而
出

・
之
。
維

衣

主
川蓑

。

素
衣

麗
裏

。
黄

衣

狐
裏
。

褻

蓑
長

、
短

二
右

快

一。

必
有

二
寝

衣

一
、

長

一
身
有

半
。
…

」
と
あ

る

の
に
よ

る
。
当
該
箇

所

に

つ
い
て
は
、

「
必
ず

夜
着

を
用
意

す

る
。
そ

の
長
さ

は
身

長

の

}
倍
半

で
あ

る
。
」

と

訳
さ

れ

る

(中

国
古

典
文

学
大

系

第
三

巻
、

平
凡

社
、

昭
和

四

十

五

年
)
。

こ
う

し

た
、

春

秋

時
代

に

お
け

る

服
装

の
礼
法

を

述

べ

た

記
述

は

、
参

考

に

は

で
き

る

か
も

知
れ

な

い
が
、

「
な
が

ら

ふ

る

つ
ま

」
を
解

明
す

る
論

証

に
は
な

り
得
な

い
だ

ろ
う
。

(
二
五

)
契

沖

『
萬

葉

代

匠
記

』
、
『
契

沖
全

集
』

第

}
巻

所
収

(
岩

波

書

店
、

一
九

七
三
年

〉
三

七

六
頁
。

(
二
六
)

賀

茂
眞

淵

『
萬
葉

集
考

』
、
『
賀
茂

眞

淵
全
集

』
第

三

所
収

(弘

文
館
、

明
治

三
十

七
年

)

↓
=

五
九

頁
。

(
二
七
)

加
藤

千
蔭

は
、
『
萬

葉
集

略
解

』

(
國

民
文
庫

刊

行
會
、

明

治

四
十

三

年
、

上

巻

、

四
九

頁
)

に
、

「
な
が

ら

ふ

る
は

長
ら

経

る

に

て
、

寝
衣

の
す

そ

の
長

き

を

い
ふ
。

つ
ま
は
衣

の
端
也

(中

略
)

と
翁

(眞

淵

を
指

す
)

い
は
れ

き
。

さ
れ

ど
衣

と

い
は
ず

し

て
、

た

ゴ

ち

に

つ
ま

と

つ
ゾ

く

べ

き
に

あ

ら
ず

。
」
と

述

べ

て

い

る
。

(
二
八
)

荒

木

田
久
老

『
萬

葉
考

槻

落
葉

』
、
『
萬

葉
集

叢

書
』

第
四

輯

所

収

(古

今
書

院
、
大

正

十
三
年

)

二

「
頁
。

(
二
九

)

こ

の
歌

は

『
伊

勢

物
語
』

九
段

に
も

見
ら

れ
る
。

(
三
〇

)
『
萬

葉

集
』

に

は
、

衣

の
褄

を

い
う

「
つ
ま
」

を

詠

ん
だ

確

例

は

見

出

せ

な

い
が

、

『
日

本

書

紀

』

の

歌

謡

に

見

え

る

勾

大

兄
皇

子

(
安

閑

天
皇

)

の
御

製

に

は

、

「
足

取

り

端

取

り

し

て

枕

取

り

端
取

り

し

て
」

(原

文

「
都

磨
怒

剛

」
)

の
対
句

が
見

ら
れ

る
。
『
古

代
歌

謡
集
』

(
日
本
古

典

文
学
大

系
、

岩
波

書

店

、
昭
和

三
十

二
年
、

一
八
八

～

}
八
九
頁

)
の
頭

注
に
よ

れ
ば
、

「
端

取

り

」

と

は

、

「
着

物

の

端

を

取

っ

て

引

っ
ぱ

る

意

か

」

と

考

え

得

る

。
従

っ
て

、
衣

の
褄

の
意

に

解

釈

で

き

る

例

と

し

て

は

、

業

平

の
歌

に

先

立

つ
も

の

と

見

な

す

こ

と

が

で

き

る

か

も

知

れ

な

い
。

(
一一=

)

ま

た

、

『
続

千

載

和

歌

集

』

の

「
君

こ

ず

ば

誰

と

か

さ

ね

む

か

ら

衣

つ
ま

吹

く

風

に

夜

は

更

け

に

け

り

」

(
恋

歌

三

・
修

理

大

夫

隆

康

)

に

あ

る

よ

う

に

、

「
か

ら

衣

つ

ま

吹

く

風

」

を

詠

み

込

ん

だ

歌

も

見

ら

れ

る

。

(
三

二

)

例

え

ば

、

業

平

の

歌

で

は

、

「
き

つ

㌧
」

に

「
着

つ

㌧

」

と

「
来

つ

㌧
」
、

「
な

れ

」

に

「
褻

れ

」

と

「
馴

れ

」
、

「
つ
ま

」

に

「
棲
」

と

「
妻

」

が
掛

け

ら

れ

て
お

り
、

「
唐

衣
」

は
そ

の

「
着

つ

㍉
」

「
褻
れ

」

「
褄

」
と
縁

語
関

係

に
あ

る

(
新

日
本
古

典
文

学

大
系

『
古
今

和
歌
集

』
、

そ

の
他
)
。

(
三

三
)

中

西
進

『
万
葉

集

全

訳

注
原

文

付

(
―
)
』

(
講
談

社

文

庫
、

}
九

七
八
年

)
七

八
～
七

九
頁
。

(
三

四
)

「妻

」

が

「
雪

」

の

誤
字

と

し

て
生

じ

た
と

い
う

可
能

性

に

つ
い

て
は
、

菊
池

壽

人

氏
が

、

「
げ

に

「妻

」
も

「
雪
」

も

横

画

の
多

い
文
字

で
あ

る

か
ら
、

紛

れ
ぬ

と
も

限
ら
な

い
」

(『
萬

葉
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集

精
考

』
、

中

興
館

、

昭
和

十

年
、

二
五

七
頁

)
と

述

べ

て

い
る

よ

う

に

、

「
雪

」
と

「妻

」

は

似

て

い
な

く
は

な

い
。

現
存

し
な

い
萬

葉
資

料

に

、

「
雪

」
が

あ

る
程

度
崩

し
た
宇

体

で
書

か
れ

て

い
た
と

想
定

し
た
場
合

、
そ
う

し
た
資
料

を
書

写
す

る
際

に

「妻

」

と

誤

っ
て
写

し
た
可

能
性

が
全

く
な

い
と

は
言

え
な

い
だ

ろ
う
。

注

(
一
九
)

を
参
照

さ
れ

た

い
。

(
三
五
)
久

老
は
次

の
よ

う
に
述

べ

て
い
る
。

「古

へ
衣

に
、
裾

袖

襟

な

ど

は
、

歌

に
も
よ

み
た

れ
ど
、

妻

を
よ

め

る
事

な

し
。
決

て

雪

の
誤

な

る
べ
く
お

も

ひ
て
、
私
に
改

つ
。
」
『
萬

葉
考

槻
落
葉

』
、

『
萬

葉
集

叢
書
』

第

四
輯
所

収
、

二

一
頁

。

(
三

六
)
注

(
一
六

)

に
同
じ
。

(
三

七
)

「
雪
吹

く

風
」

と

い
う
表

現

は
、
『
萬
葉

集
』

に

は
例

を
見

な

い
。
た
だ

し
、
類

似

し
た
表

現
は
漢

詩

に
は
用

い
ら
れ

て

い
る
。

例

え
ば

、
宋

の
飽

明
遠

の

「學

二
劉

公
幹
膿

一
」
(
『
文

選
』
雑

擬
下
)

に
、
「胡

風
吹
二
朔

雪

一
千

里
度

二
龍

山

二

(胡

風

は
朔

雪
を

吹
き

、

千

里

龍

山

を
度

る
。
)

と
見

え
、

え
び
す

か

ら
の
風

が
朔
雪

(北

方

の
雪

)

を
吹

き
付

け
、

千

里

の
彼

方

か
ら
龍

山

を
越

え

て
く

る

こ
と
を

描

い
た

箇
所

で
あ

る
。

し

か
し

、
た

と
え

、

こ
う

し
た
表

現

が

和

語
化

し

、

「
雪

吹

く
風

」

と

い
う

形

で
詠

み

込
ま

れ

た
と

想

定

し

て
も

、

「
な

が

ら

ふ

る
」

と

の
関

係
を

ど

う
解

釈

す

れ
ば

良

い
か

と

い
う

こ
と

が
や

は
り
問

題

と
し

て
残
る
。

雪
説

に

従

っ
た
諸

注

釈
書

で
は
、

「
な
が

ら
ふ

る
」
を

「
流

る
」

と

関

連
付

け

、

「
我

が

園

に
梅

の
花

散

る

ひ
さ

か

た

の
天

よ

り
雪

の

流

れ

来

る

か

も

」

(
巻

五

・
雑

歌

・
大

伴

旅

人

・
八

二

二

)
、

「巻

向

の
檜

原

も

い
ま

だ
雲

居
ね
ば

小
松
が

末

ゆ
沫

雪
流

る

」
(巻

十

・
冬

雑
歌

・
二
三

一
四
)

な
ど

を
例

と
し

て
挙
げ

て
い
る
。

し

か
し
、

こ
れ

ら

の
歌

に
は
、

風

に
関
す

る
語

句

は

―
切
詠

み

込
ま

れ

て
い
な

い
。
即

ち
、

「
雪
」
を

「流

れ

る
」
と

い
う

意
味

で

「
な

が

ら

ふ
」

と

表
現

す

る

可
能

性
、

ま

た
、

「吹

く

風
」

と

描

写
す

る
可
能

性
も

、

そ
れ

ぞ
れ

認
め
ら

れ

る

で
あ

ろ
う

が
、
③

雪

説

の

説

く

よ

う

に
、

一
首

の
中

で
、

「
雪

」

を

「
な

が
ら

ふ
ヒ

で
修

飾

し

て
、

同
時

に

「
吹

く
風

」
と

い
う
表

現

で
描

写
す

る

の
は
効
果

的

と

は
思
え
な

い
。

(三

八
)
注

(
二
八
)

に
同
じ
。

(
三
九
)
鹿

持

雅
澄

『
萬
葉

集

古
義

(
二
)
』

(名

著
刊

行
會
、

昭
和

三
年
)

四
七

頁
。

(四

〇
)
注

(
=
二
)

に
同
じ
。

(四

一
)
菊

池
壽

人

『
萬

葉
集
精
考

』

二
五

七
頁
。

(
四

二
〉

岸
本

由

豆
流

『
萬

葉

集

孜
謹
』
、
『
萬

葉
集
叢

書
』

第

五
輯

所
収

(
古
今
書

院
、

大
正

十
三
年

)

二
〇

一
頁

。

(
四
三
)

同
右
。

(
四
四
)

山

田
孝

雄

『
萬
葉

集
講

義
』

第

一
巻

(
賓

文
館
、

昭

和
三

年
)

二
七

五
～

二
七
七
頁
。

(
四
五
)

風

の
動

き
を

「
流

」

で
表

現
す

る

の
は
、

し
ば

し
ば

漢
詩

に

見

出

せ

る
方

法

で
あ

る
。

「
哀

風
中

夜

流

孤

獣

更

二
我
前

こ

(哀

風

は

中

夜

に
流

れ
、
孤

獣

は
我

が

前

を
更

。
)

(
晋

・
陸
士
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衡

「
赴
・
洛
道

中
作

二
首

」

そ

の

一

・
『
文

選
』

行
旅

上
)

を

そ
の

一
例

と

し

て
挙

げ

ら
れ

る
。

な
お

、
平

安
末

期

に
活

躍
し

た
藤

原

実

国

は

、

「
色

ふ

か
き

き

み

が
心

の
花
ち

り
て

み
に

し

む
か

ぜ

の

な

が
れ

と

そ

み

し
」

(
『
実

国
集

』
・
五
七

)
と

詠

ん

で

い
る
が

、

こ
う

し

た
表

現
方

法

は
萬
葉

歌

人
に

は
行

わ
れ

な
か

っ
た

よ
う

で

あ
る
。

(四

六
)

「
風
」

の
動

き
を

「
な

が

ら
ふ

」

「
吹
く

」
と

い
う

二

つ
の

要
素

で
描

写

す

る
こ
と

が

不
要

で
あ

る
と

い
う

点

は
、
③

雪
説

で

も
見

た

(
注

(
三
七

)
)
。

な

お
、
風

説

の
も
う

}
つ
の
難

点

は
、

「
妻

」

の
解
釈

に
関
す

る
問

題

で
あ

る
。

風
説

を
主

張
し

た

『
萬

葉

集

孜

讃

』
、

そ

し

て

そ
れ

に
従

っ
た

『
萬

葉
集

精

考

』
と

『
萬

葉

集

講

義
』

は
、

「
妻

」

に

つ
い

て
は
、

②

衣

説
と

同

様

に
、

衣

の
褄

の
意

に
解

し

て

い
る
。

と

こ
ろ

が
、

そ
う

見
な

し
た

場
合

、

前

に
も

述

べ
た

よ

う

に
、

「
衣

」
な

ど

の
意

味

を
補

わ

ず

に

は
、

五
十

九
番

の

「
妻

」
を

衣

の
褄

の
意

に
解

す

る

の
は
難

し

い
と

い

う
問

題
が

こ
こ

で
も
問

わ
れ

か
ね

な

い
。

現

に
、
風

説
を

採

っ
た

他

の
注

釈

書
を

見
る

と

、

「
妻

」

の
解

釈

は
異

な

っ
て

い
る
。

新

潮

日
本
古

典
集

成

は
、

建

物

の
切

り
妻

と

い
う

意
味

に
解

し

て

い

る
。

ま

た
、

日
本
古

典

文
学

全
集

は
、
愛

媛
県

周
桑

郡

地
方

の
方

言

で
は
、

つ
む

じ
風
を

意
味

す

る

「
つ
ま

か
ぜ

」

と

い
う

語

が
使

わ

れ

て

い
る

こ
と

を
指

摘

し

、

「
流

れ

行

く

つ
む

じ
風

吹

く
寒

い

夜

に
…
」

と
、

民
俗
学

的
な

立
場

か
ら
解

釈

し

て
い
る
。

(
四

七
)

「
ら

む
」

に

つ

い
て
、

古
語

辞

典

類

で
は
、

主

と

し

て
現

在

の
事
象

・
事

態

に

つ
い

て
の
推

量
を

表
す

助
動

詞
と

し

て
扱
う

の
が
通
常

で
あ

る
が
、
『
時

代

別
国
語

大
辞
典

上
代

編
』
は
、
「
(前

略

〉
想
定

さ

れ
得

る

[
つ
の
事

態

を
推

測
す

る
意

を
あ

ら
わ

す
。

実

際

の
文
脈

に

お

い
て
は
、

し
ば

し
ば

現
在

の
事

実

と
結

び

つ
け

て
考
え

や
す

い
と

こ

ろ
か
ら

、
現
在

の
推
量

と
説

か

れ
る

こ
と

も

あ

る
が
、
本
来

、
そ
う

い
う
時

の
観
念

は

ふ
く
ま

れ

て
い
な

い
。
」

と
説

明

し
て

い
る
。

(
四

人
)

な

お
、

「
ぬ
ば

た
ま

の
妹

が
黒

髪
今

夜

も

か
我

が

な
き

床

に
な

び

け

て
寝
ら

む

」

(
巻

十

一

・
二

五
六

四

)

に
お

い
て
も

、

夫

が
、
妻

の
独
り
寝

を
想
像

す

る
時

間
的

範
囲

は
当

夜
に

限
ら
ず

、

「
昨
夜

も
、

一
昨

夜
も

、
も

し
や

そ
れ

ま

で

に
幾
夜

も
独

り

で
寝

て

い
た

の
で

は
な
か

ろ
う
か

」
と

い
う
余
情

を

漂
わ

せ

て

い
る
点

、

三
五

〇

五
と

同
様

で
あ

る
。

そ

し
て

、

「
河
内

の
大

橋
を

独

り
行

く
娘

子
を

見

る
」
と

題
す

る
巻

九

・
一
七

四

二
番

「
…
さ

丹
塗

り

の

大

橋

の
上

ゆ

紅

の

赤

裳
裾

引

き

山

藍

も
ち

摺

れ

る
衣

着

て

た

だ

ひ
と

り

い
渡

ら

す
児

は

若

草

の

夫

か

あ

る
ら

む

橿

の
実

の

ひ
と

り
か
寝

ら
む

…
」
の
傍
線

で
示

し
た

対
句

に
は
、

「
今

頃

」

「
今

日

」
な

ど
と

い

っ
た

現

在

と

は
結

び
付

け

に
く

い

「
ら

む

」
が

見

ら

れ
る
。

日
本

古
典

文

学
全

集

は

、

「
ひ
と

り

か

寝

ら

む
ー

ラ

ム
は
現

在
推

量
だ

が
、

こ
こ
は
、

習

慣
的

現
在

に

つ

い

て

い
う
。
」

と
説

明

し

て

い
る
。

無

論

、
数

週

問

程
度

の
別
離

を
主

題

と

し
た

五

十
九

番

に

お
け

る

「
ら

む
」

が

、

「
習

慣

的

現

在

」

の
推

量
を

表

し

て
い
る
と

言

う
わ

け

で
は
な

い
。

た
だ

、

い
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わ

ゆ

る
現
在

推

量

「
ら
む

」

の
説
明

で

は
解
釈

し
き

れ
な

い
右

の

「
七

四

二

の
よ

う

な

例

も
実

在

す

る
と

い
う

こ
と

に
注

目

し
た

い
。

そ
う

考
え

れ
ば

、

五
十

九
番

の

「ら

む
」

に
も

、
通

常

の
現

在

推

量

「
ら
む

」

に
窺
え

な

い
現
象

が

見
受
け

ら
れ

る

の

で
は
な

い
か
、

と
考
慮

す

る
余
地

は
充
分

あ

る
よ
う

に
思
う
。

(
四

九
)

こ
の
三

二
七

四

(
1
)

は
、

次

に
挙
げ

る
巻

十
三

の
挽

歌

と

し

て
収

め
ら

れ

て

い
る
三

三
二
九

の
後

半

の
部
分

と

ほ
ぼ

重
な

っ
て

い
る
。
な

お
、

注

(
一
七

)

で
も
述

べ
た

よ
う

に
、

三

三

二

九

は
、

「
妾

」
字
が

用

い
ら
れ

て

い
る
例

で
も

あ
る
。

白

雲

の

た
な

び
く

国

の

青

雲

の

向

伏
す

国

の

天

雲

の

下

な

る

人
は

妾

の
み

か
も

君
に

恋
ふ
ら

む

我

の
み
か

も

君
に

恋

ふ

れ
ば

天

地

に

言

を
足

ら

は
し

恋

ふ
れ

か
も

胸

の
病

み

た
る

思

へ
か
も

心

の
痛

き

妾

恋

ぞ

日
に
異

に
増
さ

る
…
…

せ
む
す

べ

の

た

ど
き

を
知

ら
に

、

よ

」

昌

、

岩
が

根

の

こ
ご

し
き
道

の

石

床

の

根

延

へ
る

門

に

朝

に
は

出

で
居

て
嘆

き

夕

に

は

入
り
居

恋

ひ

つ

つ

ぬ

ば
た

ま

の

黒
髪

敷
き

て

人

の
寝

る

甘

睡

は
寝

ず

に

大

舟

の

ゆ
く

ら

ゆ
く

ら

に

思

ひ

つ

つ

我

が
寝

る
夜

ら

は

数

み
も
あ

へ
ぬ

か
も

(
五
〇

)

日
本
古
典

文
学

全
集

『
萬
葉

集
三
』

四
〇

〇
頁
。

(
五

一
)
結

句

「
天

の
足
り
夜

を

」
の
原

文
は

、
元
暦

校
本
萬

葉
集

、

類

聚
古

集
な

ど

に
よ

れ
ば

「
天
之

足
夜
乎

」
と

あ

る
が
、

西

本
願

寺

本
萬

葉
集

、
紀

州
本

萬
葉

集
な

ど

に
は

、

「乎

」

(
ヲ
)

で
な
く

「
干

」

(
二
)

と

あ

る

。

こ

の

三

二

八

〇

(
m
)

の

異

伝

と

し

て

見
え

る

三

二
八

一
に

は
、

結
句

は

「
天

の
足

り
夜

に
」

(天

之

足

夜

ホ
)

と
あ

る
。

(
五

二
V

注

(
五
〇

)

に

同

じ

(
四
〇

三
頁

)
。

な

お

、
近

年

の
注

釈

書

の
多

く

は
、

「
足

り
夜

」

に
お

け

る

「
足

り
具

わ

っ
た

夜
」

と

い
う
意

味

を
重

視

し
、

結

句

「
天

の
足

り

夜
を

」

を

、

「
こ
の

良

い
夜

で
あ

る

の
に

」

(
全

註
繹

)
、

「
こ
の
良

い
晩

で
あ

る
も

の

を
」

(
注
繹

)
、
「
ま

こ
と

に
満

ち
足

り
た
今

夜
な

の
だ

も

の
」

(集

成

)
な

ど

の
よ

う
に
解

し
、

「
天
の

足
」
を

、

「夜

」

を
讃
美

す

る

語
句

と
し

て
捉

え

て

い
る
。

し

か
し
、

「我

が
背

子
は

待

て
ど
来

ま
さ

ず

:
・ぬ

ば
た

ま

の

夜

も

ふ
け

に
け

り

さ
夜

ふ
け

て

あ

ら

し

の
吹

け
ば

立

ち
待

て
る

我

が
衣

手

に

降

る
雪
は

凍

り
渡

り

ぬ
」

と
詠

ま
れ

て

い
る
よ

う
に

、
妻

は
当
夜

の
孤
独

さ
、

そ
し

て

そ

の
厳
し

い
寒

さ
に

対
し

て
悲
観

的

な
態
度

を

示

し

て
い
る
。

そ

う

し
た
妻

の
絶

望
的

な
想

い
は

、

一
本

の
糸

の
よ
う

に

一
首
を

貫

い
て

い
る
と
言

え

る
で
あ

ろ
う
。

そ
こ

で
、
結

句
を

以

て

「
こ

の

良

い
夜

で
あ

る

の
に
」

「
ま

こ
と

に
満

ち

足
り

た
今

夜

な

の
だ

も

の
」
な

ど

と
解

釈
す

る

の
は
、

そ
う

し
た
妻

の
悲
観

的
な

態
度

を

不
意

に

―
変

し
て

し
ま
う

も

の

の
よ

う

に
思
わ

ざ

る
を
得

な

い
。

よ

っ
て
、
全

集

の

「
幾
夜

も
続

け

て
」
と

い
う

解
釈

が
最

も
穏

当

と
思
わ

れ
、

こ
れ

に
従
う

こ
と
と

し
た
。

(
五
三

)
文

武

天
皇

を
さ

す
。

大

行

天

皇

と

は
、

崩
御

し
て
訟

を

奉

ら
れ

た
前

の
天
皇

の
こ

と

で
あ

り
、
『
萬

葉

集
』

に
お

け

る
大

行

天
皇

は
、
文

武

天
皇

一
人

で
あ

る
。

日
本
古

典

文
学
全

集

『
萬
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葉

集

―
』

九
九
頁

頭
注

参
照
。

(
五
四

)
『
続

日
本
紀

』
大

宝

元

年

二
月

の
条

(
「
癸
亥
、

行

二
幸
吉

野
離

宮

こ
)

及

び
大
宝

二
年

七
月

の
条

(
「
丙
子

、

天
皇

幸
二
吉

野

離

宮

こ
V

に
、

文
武

天
皇

の
吉

野
行
幸

に
関
す

る
記
事

が

見
ら

れ

る
。

(
五

五
)
他

に
も

、

「
印

南

野

の
浅
茅

押

し
並

べ
さ

寝

る
夜

の
日
長

く

し
あ

れ
ば

家

し

偲

は

ゆ
」

(巻

六

・
雑
歌

・
山
部

赤

人

・
九

四

〇

)
、

「
旅

の
夜

の
久

し
く
な

れ
ば

さ

に

つ
ら
ふ

紐
解

き
放

け
ず
恋

ふ

る

こ
の

こ
ろ

」

(
巻

十

二

・
=
=

四

四
)

と

い

っ
た
歌

が

見

ら

れ

、
例

は
少
な

く

な

い
。

(
五
六

)
反

歌
は

省
く
。

(
五

七

)

こ
れ

ら
①

妻

説

、
②

衣

説

(
中

西
氏

解
釈

)
、

そ

し

て
⑤

妾

説

に
限

ら
ず

、
③

雪
説

で
も
、

「
絶
ず

引

つ
～

き

て
、

長

に
零

こ
と

な
り

」

(
『
萬

葉
集

古
義

』
)
、

ま
た
、

④

風
説

に
お

い

て
も
、

「
引

き
績

き

て
吹

く
風

」

(『
萬

葉
集

講

義

』
)

と

い
う

解
釈

が

見

ら

れ
る

。

即
ち

、
①

～
⑤

の
諸

説

の

い
ず

れ

に
お

い
て
も

、

「
な

が
ら

ふ

る
」

は
、
時

間

の
経

過
す

る
こ
と

に
関

連

し

て
、

物
事

の

継
続

性

を
表
す

表

現
と

し

て
扱
わ

れ

る
傾

向
が

見
ら

れ

る
わ

け

で

あ

る
。

(
五
八

V

こ

こ
で
は
、

「な

が

ら
ふ

る
」

の

「
ふ

る
」

に
、

「
古

る
」

(古

び

た
袖

)
、

ま
た

、

「
降

る
」

(
比
喩

的

に

い
う
降

る

涙
)

が

掛

け

ら
れ

て

い
る
と
見

な
せ

る
。

(五

九
)

注

(
五
)
参

照
。

(
六

〇
)

「
こ
の
川

の
流

れ

の
長

く

」

の
表

現

に

つ
い
て
は

、

日
本

古

典

文
学

全
集

は

、

「
長

く

続
く

も

の

の
た
と

え

に

天

の
川

を
と

り

上
げ

た
」

と
述

べ

て

い
る
。

作

者

の
眼
前

に
、
壮

大

な

天

の
川

が

果

て
し
な

く
流

れ

て

い
る
情
景

を
連

想
さ

せ
、

如
何

に

も
七
夕

の
歌
に
相

応
し

い
表
現

と
言

え
る

で
あ
ろ
う
。

「流

れ

」
の
原

文
は
、

「行

」
と
あ

り
、
諸
本

に
は

「
ユ
キ

」
「
ユ

キ

テ

」
と

い
う

旧

訓
が

見

ら
れ

、

ま
た

、

「
ユ
ク
ゴ

ト

」

(
『
萬
葉

代

匠

記
』

(精

撰

本
)
)
、

「
ユ
ク
ラ

ユ
ク
ラ

ニ
」

(
『
萬
葉

集
考

』
)

と

い

っ
た
、

脱
字

ま

た
は

誤
字

を
推
測

し

た
説

に
よ

る

訓
も

提
案

さ

れ
、

従
来

よ

り
種

々
の
訓
み
方

が
な

さ

れ

て
き

た
。
大

系
、

全

集

、

集
成

な

ど

が

こ
れ

ら
と

は
違

い
、

「
な

が

れ

」

の
訓

を

可
能

と

見
な

し

た

の
は
、
『
類

聚
名
義

抄
』

に
、

「
行
、

ナ

カ

ル
」

と

見

え

る

の
に
よ

る
。

い
ず

れ

に
せ

よ
、

「
行

」
が

川

の
流

動

を
意

味

し

て
い
る

こ
と
に

は
違

い
な

い
。
現

に
、
「
ユ
キ

テ
」
「
ユ
ク
ゴ

ト
」

の
訓

に
従

っ
た

注
釈

書

を

見

て
も

(
例

、

「
こ

の
天

の
川

の
流

の

長

い
や

う

に
…
」

(『
萬

葉

集
注

繹

』
)
、

「
天

の
川

の
流

れ

て
末

長

い
ご

と
く

に
…

」

(『
万
葉

集

全

訳

注
原

文
付
』
)
)
、

や
は

り
川

の

流
れ

と
解
釈

し

て
い
る
。

(六

一
∀
日
本
古
典

文
学

全
集

『
萬
葉

集

二
』

一
六
三

～

一
六

四
頁

。

(
六

二
)

な

お
、
巻

七

の

「巻

向

の
痛

足

の
川

ゆ
行
く

水

の
絶
ゆ

る

こ
と
な

く
ま
た

か

へ
り
見

む
」

(雑

歌

・

一
一
〇

〇
)
、

そ
し

て
巻

十

八

の

「
…
も

の
の
ふ

の

八

十
伴

の
緒

も

己

が
負

へ
る

己
が

名
負

ひ
て

大

君

の

任

け

の
ま

に
ま

に

こ

の
川

の

絶
ゆ

る

こ
と
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1

つ

つ

つ
か

ま
つ

な

く

こ
の
山

の

い
や
継
ぎ

継
ぎ

に

か
く

し

こ
そ

仕

へ
奉

ら
め

い
や

遠
長

に

」

(
大
伴
家

持

・
四

〇
九

八
)

に
も

九
九

一
と

類
似

し
た

表
現
が

窺
わ

れ

る
。

(
六
三
)

小

島
憲

之

「
萬
葉

集

と
中

國
文
學

と

の
交

流
ー

そ

の
概

観

ー

」
、
『
上
代

日
本

文
學

と
中

國
文
學

中

』

(塙

書
房

、

昭
和

三
十

九
年

)
。

(六

四
)

同
右
。

(
六
五
)

誉

謝
女

王
を

含
め

、
萬

葉
時

代

の
前
期

(
こ

こ
で
は

、
奈

良
遷

都

の
七

一
〇
年

ま

で
を
意

味

す
る
)

に

活
躍

し
た

歌

人
が
、

中

国

の
韻

文

に
目

を
向

け
、

そ
れ

ら

の
発
想

・
表

現
方
法

に
学
ん

だ
と

す

れ
ば
、

ま
ず

、
『
文
選

』
、
『
玉
嘉

新
詠

』
、

ま
た

、
類

書
と

し

て

は

『
藝

文
類

聚

』

(
初
唐

・
欧

陽
詞

)

の
詩

を

、
自

己
の
歌

の
題
材

と
し

た

可
能
性

が
最

も
高

い
と

さ
れ

る
。

小
島
憲

之

「
万

葉
集

と
漢

文
学

」
、
『
国
文
学

論
叢

第

四
輯

上
代

文
学

研
究

と
資

料
』

(至

文
堂
、

昭

和
一二
十

六
年
)

参
照
。

(
六
六

)
本

稿

に
挙
げ

た
例

の
中

で
、

1
や

m
が
、

夫
を

待

つ
妻

の

立

場
か

ら
詠

ま
れ

て

い
る

こ
と
か

ら
見

れ
ば

、

ま
さ

し
く

閏
情

の

詩

と

調
和

す
る
例

と
言

え
る

で
あ

ろ
う
。
し
か

し
、

n
の
よ

う
に
、

旅
す

る
者

の
立
場

か
ら

独
夜

の
堪

え
難

さ
を

詠

ん
だ

例
も

見
ら

れ

る
。

五
十

九
番

の
場
合

は
、

女
性

の
立

場
か

ら
詠

ま

れ

て
い
る

こ

と

に
は
違

い
な

い
が
、
行
幸

に
供
奉

し

て

い
た

の
は
、
誉
謝

女
王
、

そ

の
夫

、

い
ず

れ

に

も
受

け

取

れ
る

(注

(
三
)

参

照

)
。

女

王

が
留

守

居

の
妻

の
立
場

か
ら

、
当

該
歌

を
詠

ん

だ
と

見
な

す
な

ら

ば

、

1
や

m
の
よ

う

に
、
閨
情

の
詩

の
設
定

と
類
似

す

る
も

の
と

な

る
。

し
か

し
、

『
萬

葉

集
』

の
歌

で
は

、
行

幸

・
出
征

な

ど
、

公
的
な

義
務

を

果
た
す

た
め

に
、

故
郷

を
離

れ
ざ

る
を
得

な

か

つ

た

の
は
男
性

ば

か
り

で
な

く
、
女

性
も

時
に

は

そ
の
参
加

者

と

し

て
登
場

し

て

い
る
。

よ

っ
て
、
誉

謝
女

王
自
身

が
従

駕

し

て
い
た

可
能
性

は
大

い
に
あ

り
得

る
。
と

こ
ろ

で
、

女

王
が
供
本

し
て
、

五
十
九

番
を

詠

ん
だ

と
な

れ
ば
、

1
、

m
、

そ

し
て
閨
情

の
詩

の

設
定

と
は
逆

に

な
り
、

ま

た
、

公

の
場

で
活

躍

し
た

こ
と
と

な

る

女

王

の
女

性
像

は
、

閨
情

の
詩
な

ど

に
描

か
れ

る
女
性

像
と

は
異

な

っ
て
く

る
。

し
か

し
、

そ
う
と

は
言

え
、

事
情

が
完
全

に

一
致

し
た

場
合

の

み
に
、
萬

葉

人
が
漢

詩

に
習

っ
r
、
そ

の
発

想

・
表
現

を
受

容

し
た
と

は
ま

ず
考

え
ら

れ
な

い
だ

ろ
う
。

む

し
ろ
、

自

己

の
歌

の
事
情

に
釣
り

合
う

よ
う

に
、
漢

詩

の
類
型

的

な
発
想

・
表

現
を
適

宜
借

用
し
た

と
考

え
る

の
が
妥
当

と
思
わ

れ
る
。

(六

七
)
本

文

・
読

み
下

し
は
、
新
釈

漢
文

大
系

『
玉
台
新

詠
』

(梁

・
郡
陵

王
論

「
代
二
秋
胡

婦

一
閨
怨
ご

に
よ

っ
た
。

(
六
八
)
新

釈
漢

文
大
系

『
文

選
』

の

「
解
説

」
を
参

照
。

(
六
九
)

他

の
例

を
挙
げ

る
と
す

れ
ば

、
斉

の
謝

眺

の

「
秋
夜
」

に

は

、
「
思

・
君

隔

二
九

重

「

夜

夜

空

停

立

」
(君

を

思

う

て

九

重

を

隔

つ
、

夜

夜

空

し

く

停

立

す

。
)

と

詠

ま

れ

て

お

り

、

ま

た

、

魏

の

頸

皇

后

の

作

と

し

て

伝

わ

る

「樂

府

塘

上

行

}
首

」

に

は

、

「
念

・

君
常

苦
悲

夜

夜
不

レ
能
レ
篠

」

(君

を

念

ひ

て
常

に
苦

悲

し
、
夜

夜
森

ぬ

る

能

は
ず

。
)

と

見

え

る
。

以
上

の
二
首

も

『
玉
墓
新

詠

』

に
収
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め
ら

れ

て
い
る
詩

で
あ

る
。

(
七

〇
)

小
島

憲

之

「
万
葉

集
と

漢

文
学

」
、
『
国

文
学

論
叢
第

四
輯

上
代

文
学

研
究

と
資

料
』

六
頁
。

(
か
わ

か

み

し

き

こ

・
博
士
後

期
課

程
)
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