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「源
順
百
首
」

の
特
質
と
初
期
百
首

の
展
開

金

子

英

世

は
じ
め
に

 

「
源
順

百
首

」
と
呼
称

さ

れ

て

い
る
百

首
歌

は
、

曾
禰
好

忠

が
創
案

し

た
百
首
歌

に
、

源
順
が
応

和

す
る

と

い
う
形

で
成
立

し
た

と
考

え
ら

れ

て

い
る

も

の
で
あ

る
。

し

か
し

こ

の
百

首

は
、

『
曾
禰

好
忠

集
』

に
所

載

さ

れ
て

お
り
、
順
自

身

の
家

集

に
は
見

え

な

い
こ
と
、

ま
た
順

作

と
す

る
根

拠

が
曖
昧

で
あ

る

こ
と
等

の
理
由

に
よ

っ
て
、

か

つ
て

こ
れ
を

疑
問
視

す

る
説
も
提

示

さ
れ
た
。

 

順
作

を

想

定

す

る
根
拠

は
、
当

該

百

首

の
序

の

は
じ

め

に
記

さ

れ
た

「
源
順

こ
れ

を
み

て
か

へ
し

し
た

り
と

な
む

」

と

い
う

一
文

で
あ

る
が
、

「
こ
れ
」

と

い
う

の
が
何
を

指
す

の
か
不
明
確

な

上

に
、
後

人

の

さ
か
し

ら

で
あ

る
可
能

性
も
否

定

で
き
な

い
こ
と

か
ら
、

源
順

の
和
歌

作
品

と
し

て
位
置

づ
け

る

べ
き

か
ど
う

か
、

問
題

を
残

し

つ
つ
今

日
ま

で
扱

わ
れ

て

き
た
。
稿

者

も
以
前

、
初
期

百
首

の
成

立
を

考
察

す
る

に
あ
た

っ
て

「
源

順
百
首

」
を

順
作

と
見

る
立

場

で
発
言

し

た

こ
と
が
あ

る
が
、

改

め

て
こ

の
問
題

に
た

ち
返

っ
て
考

え

て
み
る
必

要
が

あ

る
か
と
思

わ

れ
る
。

 

こ
れ
ま

で
に
も
、
本

百
首

の
表

現
分
析

を

行
う

こ
と

に
よ

っ
て
作
者

を

想

定

し
よ
う

と
す

る
試

み
は

い
く

つ
か
提

出

さ

れ
て

い
る
。
例

え
ば
蔵

中

ス
ミ

氏

は
、

好
忠

百

首

・
順
百

首

の
表

現

傾
向

を
細

か

く
分

析

さ
れ

、

「
両
者

の
類
似

性

は
極

め

て
乏

し

い
」

と
述

べ
ら
れ

た
上

で
、
本

百
首

を

「
源
順

に
よ

る
好
忠

へ
の
歩

み
寄

り

の
試

み
」

と
位
置

づ
け

ら

れ
た
。

 

最
近

で
は
西

山
秀

人
氏

が
、
康

保

三

(
669
)
年

の
成
立

か
、

と
さ
れ

る

順

の
屏

風
歌
表

現

の
検

討

か
ら
、

本
百

首

を
順
作

と
想
定

す

る

べ
き

か
否

か
と

い
う
問
題

に
言

及
さ

れ

て
お
り
、

ま

た
別

の
と

こ
ろ

で
は
順

の
屏

風

歌

等

に
も
河
原

院
周

辺
歌

人
詠
、

と

り
わ

け
好
忠

詠

と
の
間

に
表

現
的

連

関

が
認

め
ら

れ
る

と

い
う

注
目

す

べ
き
指
摘

を

さ
れ

て

い
る
。

 

ま
た

「
源
順

百
首

」

は
、
好
忠

に
よ

っ
て
創
案

さ

れ
た
百

首
歌

に
最

も

早

く
応

じ
た
作

品

で
あ
り

、

そ
の
成
立

時
期

か
ら
見

て
、
初

期
百

首

の
性

質

や
方

向
性

を
決
定

づ
け

る
上

で
、
重

要

な
役
割

を
果

た
し

た

と
想
像

さ

れ
る
も

の
で
あ
る
。

そ
う

し

た
観

点

か
ら

も
、
本

百
首

の
特

性

に

つ

い
て

は
十
分

に
検
討

さ

れ
る
必

要
が

あ

る
、

と
稿

者

は
考

え
る
。

 

そ

こ

で
本
稿

で
は
、

「
源

順
百

首

」

の
詠

歌

の
趣
向

に
着

目

し
て
そ

の

背

景

と
特
質

を
考
察

し
、

さ

ら

に
は
当
該

百
首

を
順

の
作
品

と

し

て
考

え

る

こ
と

の
妥

当
性

を

は

か

る

一
視

点

と

し
た

い
。

「
源
順

百

首
」

に
は
、

同

時
代

の

一
般

的

な
季
節

歌

の
詠

み
ぶ

り
と

は
些

か
異
な

る
趣

の
詠
歌

が

見

ら

れ
る

の
で
あ

り
、

そ

の
性

質
を

鑑

み
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
後

続

の
初

  } 1一



期
百

首
作

品

に
及

ぼ
し
た
影

響
や

そ

の
展
開

な

ど
と
併

せ

て
、

い
て
考

え

た

い
。

二
 
 
「
源
順
百
首
」

の
趣
向
的
特
色

作
者
に
つ

 
以
下
で

「源
順
百
首
」
に
於
い
て
、
詠
作
者
の
特
性
を
窺
わ
せ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
詠
歌
や
初
期
百
首
の
展
開
に
お
い
て
意
味
を
持

つ
と
考
え
ら

れ
る
詠
歌
を
取
り
上
げ
、
具
体
的
に
検
討
を
加
え
る
。

 

(
一
)
立
春

解
氷

の
さ
ざ

な

み

①

山

か

は
の
う

す
ら

ひ
わ
け

て
さ

ゴ
な

み
の
た

つ
は
春

べ
の
風

に
や
あ

る
ら

む

(春

・
捌
)

 

右

は

「
源

順
百
首

」
巻

頭
歌

で
あ

る
。

主
題

は

「
立
春
解

氷

」

と

い
う

一
般
的

な
も

の
で
は
あ

る
が
、
解
氷

と

い
う

現
象

を

「
春

べ
の
風

」
に
伴

っ

て
生

じ
る

「
さ

ゴ
な

み
」

と

し
て
視
覚

的

に
表

現

し

て

い
る
点

に
特

色

が

認

め

ら
れ

る
。
同
様

の
趣

向

は

 
 

水

の
お
も

に
あ
や

ふ
き

み
だ
る
春

風

や
池

の
氷

を

け

ふ
は
と

く
ら

ん

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
(
『
後
撰
集

』
春

上

・
紀
友

則

・
11
)

等

に
も
見

ら
れ
、

右

の
後

撰
集

詠
は
古

来
指
摘

が

あ

る
ご

と
く

 
 

柳

無
気

力
条

先
動
 

 
池
有

波
文

・氷

尽
開

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
(『
和
漢
朗

詠
集

』

立
春

・
白

・
4
)

を
踏

ま
え

て

い
る
と
考

え
ら

れ
て

い
る
。
①

の
歌

は

「
山

か
は
」

を
詠

ん

で
趣

を
異

に
し

て

い
る
も

の
の
、
解
氷

に
伴

う

「
波
」

に
よ

っ
て
視
覚

的

に
春

風
を
捉

え

よ
う

と
す
る
発

想

に
、
右

の
よ
う

な
漢

詩
句

と

の
親

近

性

が
感

受

さ
れ

る
。

 

当

該

歌

の
、

「
霞
」

に
先

立

つ
、
立

春

の
題

材

と

し

て

の

「
山

河

の
解

氷

」

と

い
う
着

眼

も
新
し

い
も

の
で
あ

る
。
後

続

す

る
初

期

百
首

の
展
開

に
は
、

「
山
河

の
解

氷
」

と

い
う

題
材

の
流
行

が

認

め

ら

れ
る

の
だ
が
、

例

え
ば

和
泉
式

部

百
首

の
巻
頭
歌

、

 

 
春

が

す
み

た

つ
や

を
そ

き
と
山

河

の
岩

間

を
く

ぐ
る
音

き

こ
ゆ
な

り

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

(
『
和
泉

式
部

集

』

・
1
)

は
、
聴

覚
的

要
素

を
付
加

し

た

「
山

河

の
解

氷
」

詠

で
あ

り
、

①

の
流

れ

を
汲

む
も

の
と
考

え
ら

れ
よ
う
。

 

さ

て
、

以
前

に
拙
稿

で
述

べ
た
如

く
、
好

忠
百

首

・
春

部

の
第

一
首
目

も
、
漢

詩
的

発
想

を
下
敷

に
し
た

こ
と
が
想

像

さ
れ

る
新
趣

の
立
春

詠

で

あ

っ
た
。

そ
れ

に
応
じ

る
形

で
成

立

し
た
本

百
首

に
於

い
て
も

、

こ

の
巻

頭

歌

に

は
好

忠
百
首

と
同

様

の
指

向

が
認

め
ら

れ
る

と

い
え

る

の
で
は

な

か

ろ
う

か
。

当
該

歌

の
、

「
う

す
ら

ひ

わ
け

て
」

の
表

現

に
示

さ

れ
た
微

細
な

現
象

を
捉

え
る
視
点

も
、

同
時

代
和

歌

の
あ
り
方

に
比

し

て
、
明

ら

か
に
進

ん
だ
も

の

で
あ

る
と

思
わ

れ
る
。

 

つ
ま
り
、
百

首

の
巻

頭
歌

と

い
う
重

要
な
位

置

を
占

め
る
当

該

歌

に
は
、

好
忠

百
首

の
特
性

と
同

じ
く
、

漢
詩

文
的

な
発

想
等

を
応

用

し

た
新
趣

の

季
節

詠

を
詠
も

う
と

い
う
意

図
が
窺

わ

れ
る

と

い
え

よ
う

。

 

(
二
)
東
方

の
立
春

②

東

路

の
ゆ

き

か

ふ
み

ち

の
春

た

》
ば

花

み

て
心

や

ら

ざ

ら

め
や

は

(春

・
鰯
)

 
当

該

歌

に
見

ら
れ

る

「
東

路

の
立
春

」

と

い
う
主

題

は
、

お

そ
ら

く
五

行
思

想

に
基
づ

い
て

い
る
も

の

と
想
像

さ

れ
る
。
同

様

の
趣
向

を
用

い
た

詠

歌

は
、
次

に
挙
げ

る
よ

う

に
好

忠

・
恵
慶

の
百

首

に
も
見

出

さ

れ
る
。

a
 

い
つ

く
と
も

わ

か
ず

か
す

め

る
あ
づ

ま

の

〉
を

く
ほ

の
と

ま

も
春

め

一2一



き

ぬ
ら

し
 

 

 
 

 

 

(好
忠

百
首

・
春

・,脚

・
為

相
本
系

独
自

歌
)

b
 

東
路

に
春

や
き

ぬ
ら

ん
あ

ふ
み
な

る
を

か
だ

の
原

に
若
菜

む

れ

つ
む

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(恵
慶

百
首

・
春

・
㎜
)

 

こ
う

し
た
発
想

が

示

さ
れ
た
例

は
、
漢

詩
文

に
於

い
て
は
、

 
 

誰
言
春

色
従

レ
東
到

 
露

暖
南
枝

花
始

開

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

(
『和
漢

朗
詠

集
』
梅

・
菅

三
品

・
92
)

が

あ
る
。
和

歌

に
於

い
て
は
、

c
 

春

は
ま
つ

あ
づ

ま
ち

よ
り

ぞ
若
草

の
こ

と
の
は

つ
て

よ
む
さ

し

の

の

風
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
(
『古
今

和
歌

六
帖
』

捌

・
韻

に
重
出

)

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
2

d
 

雪

ふ
か
く
行

く

あ
づ

ま
ち

は
遠
け

れ
ど

み
ち

に
て
春

に
あ

ひ
ぬ

べ
き

か
な
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
(
『中
務

集
』

・
屏
風

歌

・
59
)

が
見

出

さ
れ
る

が
、

用
例

は
非
常

に
少

な

い
。

d

の
詠

者
、
中

務

も
河
原

院
周

辺

の
新

趣
向

形
成

に
関

わ

っ
て

い
た
と
目

さ
れ

る
人
物

で
あ

り
、
東

方

の
立
春

に
着

目
す

る
と

い
う
趣
向

が
彼

ら

の
間

で
共

有

・
展
開

さ

れ
た

も

の
で
あ

る

こ
と
を
想

像

さ
せ

よ
う
。

 

ま
た
、
②

の
歌

の
発

想

と
言
語
技

巧

「
路
-

行

く
i

(心
)

遣

る
」

は
、

好
忠

の

『毎

月
集

』

の
歌

に
応
用

さ
れ

て

い
る
。

e
 

道
遠

み
も

の
う

し

と
思

ふ
春

の

》
も
花
見

る

と
き
ぞ

心
ゆ

き
ぬ

る

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
『毎

月
集

』

三
月
上

・
66
)

こ
の
よ
う

に
初
期

百
首

の
展

開

に
お

い
て
は
、

歌

の
発

想

の
み
な

ら
ず

、

言
語

技
巧

と

い
う

レ
ベ
ル
に
お

い
て
も
、
積
極

的
な
享

受

が
認

め
ら
れ

る
。

ま

た
、
順

の
屏
風

歌

な
ど

に
顕
著

な
詠
風

と

し
て
言
語

遊
戯
性

の
強

さ
と

い
う

点
が
指

摘

さ

れ
て

い
る
が
、

本
百
首

に
も

少
な

か
ら
ず

そ
う

し

た
性

質
が

存

す
る

よ
う

で
あ

る
。

但

し
そ

れ
は
、

必
ず

し
も
屏
風

歌

と
同
質

の

も

の
で

は
な
く

、

そ

こ
に
は
定
数

歌

と
屏
風
歌

と

の
詠
作
意

識

の
相
違

が

あ

る
よ

う

に
思

わ
れ
る
。

 

(三

)
眺

望
的
視

点

と
水
辺

の
植
物

③

見

渡

せ
ば
淀

の
わ

か
ご
も

か
ら
な

く

に
ね
な

が
ら
春

を

し
り

に
け

ら

し

も

(春

・
粥
)

 
当

該

歌

は
、

『古

今
集

』
恋

五

・
珊

の

「
山
城

の
淀

の
わ

か

ご
も

か

り

に
だ

に
こ

ぬ
人

た
の
む
我

ぞ
は

か
な

き
」

に
依

拠

し
た
季

節
歌

で
あ

る
。

第

四
句

の

「
ね
な

が
ら
」

に
は
、

『
全
釈

』
が
指

摘

さ
れ

る
通

り
、

「
寝

な

が

ら
」

と

「
根
な

が
ら
」

が
掛

け
ら
れ

て

い
る
と
考

え
ら

れ
、

や

や
誹
譜

的

な
趣
が

感
受

さ
れ
る
。
当

該
歌

も
言
語
遊

戯

性
が
強

い
詠
歌

で
あ

ろ
う
。

 

と

こ
ろ

で
③

は
、

「
見

渡

せ
ば
」

と

い
う

初
句

を

有

し
、

眺
望

的
視

点

を
有

す

る
詠

歌

で
あ

る
点

が
注
目

さ
れ

る
。

こ
う

し
た
河

原
院

周
辺

歌
人

に
よ
る

眺
望

的
視
点

の
獲

得

の
経
緯

に

つ
い
て
は
、

万
葉

歌

・
漢
詩

文
、

両
面

か
ら

の
影
響

が
想
定

さ
れ

て

い
る
。

近
藤

み
ゆ
き
氏

の
こ

論

に
拠

れ

ば
、

③

は

「
見
渡

せ
ば
」

詠
流
行

の
最
初

期

に
位
置

し
、

好
忠

の

『
毎

月

集
』

を
初

め

と
す

る
河
原

院
周
辺

歌
人

に
影
響

を
与

え
た

と
思

し

き
も

の

で
あ

る
。
ま

た
、
早

春

の
水

辺

の
景

を
捉

え

る
と

い
う
趣
向

に
お

い
て
も

、

好
忠

の

『毎

月
集
』

詠

(後

に
f
と
し

て
掲
出

す

る
)

に
先
立

つ

「
水

辺

立
春

詠
」

と
し

て
、

当
該

歌
は
注

目
す

べ
き
存

在

で
あ

る
と

い
え

よ
う
。

 
稿

者

は
、

初
期
百

首

の
展
開

に

「
新
趣

向
導

入

の
場
」

と

い
う
特

性

を

見

る
立

場

か
ら
、
当

該
歌

の
有

す
る
意
義

に
注

意

し
た

い
。
好

忠

百
首

を

受

け

て
成

立

し
た
本

百
首

に
、
当

該
例

の
如

き
新
趣

の
表

現

が
複
数

包
含

さ
れ
た

こ

と

に
よ

っ
て
、

後
続

の
百
首

の
創
作

が
触

発

さ
れ
、

延

い
て
は

そ
れ
ら

の
性
格

を
決
定
づ

け
る

こ
と
に
な

っ
た
と
思

わ
れ
る

か
ら
で
あ

る
。

 

さ

ら

に
、

『
毎
月

集
』

に
至

る
眺
望

詠

の
展

開

に

つ
い
て
、

屏
風

歌

と

一3



の
関

わ
り
を
検

討

し
て

お
き
た

い
。
順

の
屏

風
歌

に

 

 

 
海

の

つ
ら

に
、

し
ほ
や

き
、
あ

み

ひ
く

a
 

見
渡

せ
ば

あ

ま

の
た
く
な

は
名

の
み

し
て
立

つ
は
し

ほ
や
く

煙
な

り

け
り

 

 

 

 

 
(『
源
順
集

』

・
女
五

男

八
親
王

の
御

屏
風

の
歌

・
㎜
)

と

い
う
歌
が

あ

る
。

こ
れ
は
、
③

の
歌

に
あ

っ
た

「
見

渡

せ
ば

」

の
表

現

が
、

屏
風
歌

に
応
用

さ

れ
た
も

の
と
考

え

ら
れ
よ

う
。
③

の
歌

は
先

に
述

べ
た

よ
う

に
、
水
辺

の
景

を
広

く
捉

え
る

と

い
う

、
従

来

の
平
安

和
歌

に

は
認

め
ら

れ
な

か

っ
た
眺

望
的
視

点
を

有

し
て

い
る
。

こ
う

し
た

眺
望
的

視

点

を
支
え

る

「
見

渡

せ
ば

」

の
表
現

が
、

屏
風

歌

に
於

い
て
は

画
面

を

総
括
的

に
詠
む
方
法
と
し
て
有
効

で
あ

っ
た
ろ
う

こ
と
は
想
像

に
難
く
な

い
。

 

重
之

百
首
、

及
び

好
忠

の

『毎

月
集

』

に
は
、

a
の
歌

に
類

似

し
た
趣

向

を
持

つ
、
次

の
よ
う

な
歌
が

あ
る
。

b
 
春

の
日

の
う

ら
く

ご
と

に

い
で
て

み
よ
な

に
わ
ざ

し
て

か
あ

ま
は

く
ら

す
と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(重
之

百
首

・
春

・
㎜
)

c
 

煙

た

つ
春

の
う

ら

く

見

る
と

き
ぞ

ま
だ
見

ぬ
あ

ま

の
あ
り

か
を

も

し
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(『毎
月
集
』
二
月
中

・
48
)

d
 

は
る
く

と
う

ら

く

け

ぶ
り

た
ち

わ
た

り
あ

ま

の
ひ
よ
り

に
も

し

ほ
や

く
か
も
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(同

・
二
月
終

・
55
)

a
と

b

の
先
後

関
係

は

不
明
だ

が
、

こ
れ

ら
は

「
あ

ま
」
を
素

材

と

し
て

い
る

と

い
う
点

だ

け
で

な
く
、
広

角
的

視

野
で
海

辺

の
様

子
を
捉

え

る
、

と

い
う
方

法

に
お

い
て

も
、
共

通
性

が
感

じ
ら

れ

る
。

『毎

月

集
』

春

歌

に
於

け
る

「
あ
ま
」

詠

の
背
景

に
屏
風

歌

の
影
響

が
あ

る

こ
と

は
、
松
本

真

奈
美

氏

に
よ

っ
て
既

に
論
じ

ら

れ
て

い
る
が
、

こ
の
よ
う

な
視

点

が
確

立

さ
れ

る
過

程

に

お

い
て
、

「
見
渡

せ
ば

」

を
出

発
点

と
す

る
屏

風
歌

詠

作

の
広
が

り
が
、
初

期

百
首

の
世
界

に
大

き
く
関

わ

っ
て

い
る
こ
と

を
想

像

さ
せ
よ

う
。

 

再

び
③

の
歌

に

つ
い
て
述

べ
た

い
。
当

該
歌

で
、

も
う

一
つ
注

目
し

た

い
の
が
、

早
春

の

「
こ
も
」

の

「根

」

と

い
う
素
材

で
あ

る
。

e
 

難
波

江

に
お

ひ

い
つ

る
葦

の
ほ
ど

み
れ
ば

数
知

ら

ぬ
よ

そ
思

ひ
や

ら

る

〉
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(重

之
百

首

・
春

・
捌
)

f
 

み

し
ま
江

に

つ
の
ぐ

み
わ

た
る
あ

し

の
ね

の
ひ
と

よ
ば

か
り

に
春

め

き

に
け
り
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
(『
毎
月

集
』

一
月

初

・
3
)

③

、

そ
し

て
右

の

e

・
f

に
は
、

「
こ
も

」

「葦

」

と

い

っ
た
水

辺

の
植
物

の
根

(発

芽
)

へ
の
着

眼

が
あ

る
。

e

・
f

は
、
前

に
言

及

し
た
水

辺
立

春
詠

と

し
て

の
③

の
特

性
を

、

「
難
波
江

」

「
三
島
江

」

と

い
う
歌
枕

を
伴

う
形

で
継

承
し

て

い
る

こ
と

に
も

注
意

し

て
お
き

た

い
。

 

f

の

「
つ
の
ぐ
む

あ
し
」

と

い
う
語

が
、

 

 

氷
消

由

地

一藍

錘
短
 

春

入
二
枝
条

…
柳

眼
低

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
(
『
和
漢
朗

詠
集

』
早

春

・
元

・
9
)

 

 

紫
塵

漱
蕨

人
拳

レ
手

碧

玉
寒

薦
錘

脱

レ
嚢

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(同

・
早

春

・
野

・
12
)

等

の
漢
詩

文
表

現

に
学
ん
だ

も

の

で
あ

ろ
う

こ
と

は
、
古

く

か
ら

指
摘

さ

れ

て

い
る
。

こ

の
よ
う

に
、

漢
詩

文

に
は
早
春

の
水

辺

の
植

物

を

よ

む
類

型

が
存

す

る
。

f

だ
け

で
な
く

、

こ
れ

ら

一
連

の

「
こ
も

」

「
葦
」

に
対

す

る
初
期

百
首

詠

の
素

材
認

識

は
、
同

様

の
漢

詩
文

的
背

景

に
よ

っ
て
成

立

し

て

い
る

と
考

え
る

べ
き

で
は
あ

る
ま

い
か
。

 

さ
ら

に

「
源

順
百
首

」

に

は
、

④

沢

田
川

ゐ

で
な
る
あ

し

の
葉
わ

か
れ

て
か
げ

さ
す

な

へ
に
春

ふ

け

に

け

り

(春

・
翻
)

の
詠
歌

が
存

し
、
右

の
傍

線
部

は
、

4一



 

 
咽

レ
霧
山

鶯
暗

尚
少

 
穿

レ
沙
盧

笑
葉

纏
分

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

(
『千

載
佳
句

』
早

春

・
元

・
3
)

を
踏

ま
え

た

か
と
考

え
ら

れ

る
も

の
で
あ

る
。

こ
れ

は
春

の

「葦

」

「
こ

も

」
な

ど
、
水

辺

の
植

物

へ
の
注

目

の
背
景

に
漢
詩

文

の
存
在

が
あ

っ
た

こ
と
を
裏

付
け

る
用
例

と

い
え

よ
う
。

 

ま

た
、
③

の
歌

を

晩
春

の
景

に
詠

み
換

え
た

か
と
思

わ

れ

る

も

の
が

『毎

月
集

』

に
見

え
る

の
で

こ
こ

に
挙

げ

て

お
く

。

 

 
過
ぎ

ぬ
ら

ん
月

日
も

知
ら
ず

春

は
た

だ
淀

の
若

こ
も
刈

る
も

て
そ
し

る
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
(
『毎

月
集
』

三
月

終

・
85
)

『毎

月
集

』

に
は
、

先
行

百
首

の
新
趣

向

を
受
容

し
、

季
節

の
設
定

を
変

え
て
詠

み
換

え
た

も

の
が

多
く
見

出

さ
れ

る

の
だ

が
、

こ
れ
も

そ

の
よ
う

な

一
例

と
見
倣

し
得

よ
う

。

 

(
四
)
野

の
繁
茂

⑤

子

の
日

す
と
見

し

ほ
ど
も

な
く

草
ま

く
ら

む
す

ぶ
ば

か
り

に
野

は
な

り

に
け

り

(春

・
娚
)

 

初
期

百
首

に
於

い
て

「
夏
草

の
繁

茂
」

と

い
う

テ

ー

マ
が
展

開

さ
れ

て

い
る
点

に

つ
い
て
は
、既

に

い
く

つ
か
の
観

点

か
ら
言
及

が
な

さ
れ

て

い
る
。

こ

こ
で
は
傍
線

を
付

し

た

「
～
ば

か
り

に

(野

は
)

な
り

に
け
り
」

と

い

う
表
現

に
注
目

し

て

み
た

い
。

a
 

よ

そ

に
見

し

お
も
あ

ら

の
駒
も

草
な

れ

て
な

つ
く
ば

か
り

に
野
は

な

り

に
け

り
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

(好
忠

百
首

・
夏

・
獅

)

b
 

冬

ふ

か
く
野

は
な

り

に
け
り
あ

ふ

み
な

る

い
ぶ
き

の
と
山
雪

ふ
り

ぬ

ら
し
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

(好
忠

百
首

・
物
名
1

き

の

と

・
棚

)

c
 

夏

草

は
む
す

ぶ
ば

か
り

に
な

り

に
け
り
野
飼

ひ
の
駒
や

あ
く

が
れ

に

け

ん
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(重
之

百
首

・
夏

・
躍
)

d
 

野

辺
見

れ
ば

草
わ

く
ば

か
り

な
り

に
け
り

わ
が
苗
代

も

お

い
や

し

ぬ

ら

ん
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(
『毎

月
集

』

四
月
初

・
㎜
)

e
 

夏

草

は
す

べ
て
枕

に
な

り

に
け
り
旅

行
く

人

の
や
ど

に

か
る
ら

ん

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
(
『賀

茂
保
憲

女
集

』
夏

・
40
)

い
ず

れ

に
も

、
同

一
表

現
と

野

(草

)

の
状
態

で
季
節

の
進

行

を
知

る
と

い

っ
た
趣
向

の
展

開
が

認
め

ら
れ

よ
う
。
特

に

a
か
ら

C

へ
は

「
夏

の
駒
」

と

い
う

素
材

に

つ
い
て
も
顕
著

な
結

び
付

き
を

認

め
る
こ

と
が

で
き

る
。

 

そ

う
し

た
初
期

百
首

に
於

け

る
表

現
受

容

と

い
う
特

性

は
さ

て

お
き
、

こ

こ
で
問
題

に
し
た

い
の

は
、
冬

歌

で
あ

る
b

は
別

と
し

て
、

一
連

の
夏

歌

の
流

れ

の
中

で
何

故

に
⑤

だ
け

が
春
歌

と

し
て
詠

ま
れ

て

い
る

の
か
、

と

い
う

点

で
あ

る
。

 

周

知

の
通

り
、

「
若

菜
摘

み
」

の
よ

う

な
題
材

は
春

歌

の
典

型

的

な
も

の

と

い
え

よ
う

が
、

「
む

す

ぶ
ば

か
り

」

と

い
う
表

現
が
夏

歌

に
多
出

す

る
も

の

で
あ

る

こ
と

か
ら
見

て
も

、
当
該

歌

の
春
草

の
詠

み

ぶ
り
が

異
色

で
あ

る

こ
と
が

わ

か
る
。
先
行

す

る
好
忠

百
首

の

a
が
夏
歌

で
あ

る
の

で

当

該
歌

は
意

図
的

に
春

歌

と
し

て
よ
ま

れ

て
い
る

と
考

え

る

べ
き

で
あ

ろ

う
。

漢
詩
文

で
は
、

 

 
径

草
漸

生
長

短
緑

 
庭

花
欲

レ
綻

淺
深

紅

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
(
『千

載
佳

句
』

早
春

・
飽

溶

・
18
)

 

 
齪

花
漸

欲

レ
迷

二
人
眼

一 

淺

草
纏
能

没

二
馬
蹄

・

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
(『
千
載

佳
句

』
春
遊

・
白

・
脳
)

の
よ
う

に
、
春

草

の
成

長

や
色
彩

を
題
材

と

し
た

も

の
が

比
較

的
多

く
見

出

さ
れ

る
。
あ

る

い
は
⑤

も
漢
詩

文
的
素

材
認

識

を
優
先

し

た
も

の

か
も

し

れ
な

い
。
春

の
部

に
あ

っ
て
、

夏

の
季
節
感

の
先

取
り

を

ね
ら

っ
た

も

5



の
と

見
る

こ
と
も

で
き
よ
う

。
初

期
百
首

に
は
、
新

趣
向

の
季
節

歌

の
試

み
を
意

図
し

て

か
、
季

節

の
制
約

を
比
較

的
緩

や

か

に
考

え
て

い
る
様

子

が
窺

わ
れ

る
。
好
忠

の
詠
歌

に
も
認

め
ら

れ
る

こ
う

し
た
傾

向

は
、
初

期

百
首

が
自
由

な
詠
作

の
場

と
し

て
機
能

し

た

一
面

を
物

語

る
も

の
と

い
え

よ
う

。

 

(
五
)
納

涼
と
松

の
風

⑥

み
そ
ぎ

す
る

か
も

の
か
は

な

み
た

つ
日

よ

り
ま

つ
の
か
ぜ

こ
そ

ふ
か

く

み
え
け

れ

(夏

・
柵
)

 

当

該
歌
が
有

す

る
納
涼
的

性
質

と

そ

の
展

開

に

つ

い
て

は
以
前

拙
稿

に

述

べ
た
が
、
少

し
く
補

足

し
た

い
。
納

涼
詠

は
漢
詩

文

を
背
景

に
平
安
初

期

の
屏
風
歌

に

お

い
て
成
立

し
、

初
期

百
首

で
盛

ん

に
展
開

さ

れ
た
も

の

で
あ

る
。
特

に
貫
之

に
よ

っ
て
早

い
段

階

の
試

み
が
な

さ

れ

て

い
る

の
だ

が
、

そ

の
う

ち
、

 

 
 

 
別

涼

a
 

み
そ
ぎ

す

る
河

の
せ
見
れ
ば

か
ら
衣

ひ
も

ゆ

ふ
ぐ

れ

に
浪

ぞ
た

ち
け

剤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(
『貫

之
集

』

延
喜

二
年
屏

風
歌

・
9
)

は
、

「
晩
夏

の
涼
風

」
と

い
う
趣

向

と
屏
風

歌

の
素

材

で
あ

る

「
み

そ
ぎ

」

を
組

み
合

わ
せ
た
詠

歌

と
し

て
、
当
該

歌

に
影
響

を
与

え

て

い
る

と
思
わ

れ

る
。

こ
の
よ
う
な

例

か
ら
初

期
百
首

の
新

趣
向

に
は
、
貫

之

の
表

現
を

経
由

し

て
流

れ
込

ん
だ

と
見
倣

さ
れ

る
も

の
が
少

な

か
ら
ず

存

す

る
こ
と

が
知

ら
れ

る
。

 

さ
ら

に
⑥

の
下

句

に

つ
い
て
考

え

た

い
。

「
ま

つ
の

か
ぜ

こ

そ
ふ

か
く

み
え
け

れ
」

は
解

し

に
く
く
、

異
文

も
あ

る
と

こ

ろ
だ
が

、

こ

こ
は

『
全

釈
』

の
述

べ
ら

れ
る
よ

う

に

「
ま

つ
の
か
ぜ

」

の
本

文

に
従
う

べ
き
で
あ

ろ
う
。

当
該

歌

は
、
上
句

に
河
波

と
し

て
表

さ
れ

た
、
秋

の
先

ぶ
れ

で
あ

る
と

こ
ろ

の
涼

風

と
結
び

付

け

て
解

釈

す
る

な
ら
、

下
句

に
は

 

 
池

冷
水

無

一一三
伏
夏

・

松
高

風
有

二
一
声

秋

・

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
『和

漢
朗
詠

集
』

納
涼

・
英
明

・
悩
)

の
詩

句

の
影

響

が
想

定

で

き
ま

い
か
。

「
水
-

風
ー

松

」

と

い

っ
た
組

み

合

わ

せ

に
は
、
漢

詩
文
的

な

影
が
色

濃

い
と

言
え

る

で
あ

ろ
う
。

当
該

歌

に
認

め
ら

れ
る
、

早

々
と
秋

の
到
来

を
感

知

す

る
と

い
う
季

節
感

の
先

取

り

は
、
以
後

の
初

期
百

首

に
大

き
く
影

響
し

て

い
る
。

 

同
様

に
、

納
涼

的
発
想

を

用

い
た
詠

歌
と

し

て
、
「
源

順
百

首

」

に
は

⑦

い
は

し

み
つ
手

に
む

す
び

つ
〉
わ
が

き
ゐ

る
こ

の
し

た

か
げ

も

か
れ

に
け

る

か
な

(夏

・
㎜
)

が
あ

り
、
水

の
涼

感
、

樹
陰

の
納

涼

と

い

っ
た
興
味

深

い
要

素
が

指
摘

さ

れ

る
。

こ
れ

に

つ
い
て
は
以

前
述

べ
た

こ
と
が
あ

る

の
で
、

こ
こ

で
は
特

に
言

及
し

な

い
。

 

(六
)

結
氷

と
水
音

⑧

ゐ

せ
き

よ
り
も

る
水

の
を

と

の
き

こ
え

ぬ
は
冬
来

に
け
れ
ば

こ
ほ
り

す

ら
し
も

(沓

冠
歌
-

冬

・
縄
)

 
当

該
歌

は
結
氷

に
よ

っ
て
水
音

が
絶
え

た
こ
と
を

詠
ん
だ

も

の
で
あ

る
。

こ
れ
も
当

時

の
季
節
歌

と

し

て
は
新

し

い
感

覚

の
も

の
と
言

っ
て
よ

い
か

と
思

わ
れ
る
。
こ
こ
で
も
ま

た
、
漢
詩

文
表

現

と
の
親
近

性
を
想

像

で
き
る
。

 
 

氷
封

水

面

・聞

無

レ
浪

 
雪

点
二
林

頭

一見
有

レ
花

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

(『
和
漢

朗
詠

集
』

氷
付

春
氷

・
菅

・
細
)

 

そ

し

て
こ

の
、

「結

氷

と

水
音

」

の
趣

向

は
後

続

の
初

期

百
首

で
活
発

な
享

受

・
展
開

が
認

め

ら
れ

る
。
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a
 

ゐ
で
河

の
け
ふ
波
音

の
き
こ

え
ぬ
は
冬

の
は
じ

め
と

こ
ほ

り
す

ら
し

も
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(恵
慶

百

首

・
沓

冠
歌
-

冬

・
細
)

b
 

岩

ま

に
は
こ
ほ
り

の
く

さ
び
う

ち

て
け
り

も

り
こ
し

み
つ

も
た

え

て

音

せ
ず

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(
『毎

月
集
』

十

一
月
中

・
鵬
)

c
 

す

ゴ
か
河

や
そ

せ

の
波

の
音

な
き

は
こ

ほ
り

や
せ

ゴ
に
む

す
び

と

め

つ
る
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(『
毎

月
集
』

十

二
月
終

・
魏
)

d
 

や

ま
河

の

い
は
ま

を
わ
く

と

さ

〉
ら

め
く

水
も

こ
ほ

れ
ば
音

つ

れ

ぬ

か
な
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

(重
之
女

百
首

・
冬

・
64
)

e
 

氷

み
な
水

と

い
ふ
水

は

と
ち

つ
れ
ば
冬

は

い
つ

く
も
音

な

し

の
里

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
(和

泉
式
部

百
首

・
冬

・
75
)

 

さ
ら

に

こ
の
趣

向
を

春
歌

に
転
換

し
、

立
春
解

氷

に
伴

う
水
音

を

詠
ん

だ

も

の
も
見

ら
れ
る
。

f
 

き

の

ふ
ま
で

こ
ほ
り

て
見

え

し
山

か
は

の
け

ふ
ふ
く

風

に
滝

の
音

す

る
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(重

之
百
首

・
春

・
翔
)

f
は
、
前

に

(
一
)

の
項

で
述

べ
た
本
百

首
巻

頭
歌

に
見

ら

れ
る

「
山
河

の
解

氷

」
と

い
う
題
材

を
受
容

し

て

い
る
詠
歌

で

も
あ
り

、
既

に
言

及

し

た
通

り
、
聴
覚

的
要
素

を
伴

う
形

で
重
之

女

・
和
泉

式
部

の
百
首

の
春
歌

へ
と

さ
ら

に
展

開
さ

れ
て

い
る
。

 

(七

)
き
ぎ

す
1
鷹

狩

り
ー

 

初
期

百
首
、

特

に
重

之
百
首

や
好

忠

の

『毎

月
集

』

に
屏
風

歌
的

な
素

材

が
多

く
導

入
さ
れ

て

い
る
こ
と

は
、
松

本
氏

に
よ

っ
て
指
摘

さ

れ
て

い

る
と

こ
ろ
だ

が
、
既

に

い
く

つ
か
述

べ
た
如

く

「
源
順
百

首
」

に
お

い
て

も
屏
風

歌

の
流

れ

に
関

わ

り
が
あ

る
と
見

倣

し
得

る
和
歌

素
材

が
散

見

す

る
。
例

え
ば
夏

歌

の

「
納
涼

」
「
み
そ
ぎ

(な

ご

し

の
は

ら

へ
)
」
等

が

そ

れ

に
当

た

り
、
他

に
も
冬

歌

に
お
け

る

「
神

ま

つ
り
」

(
715
)

・
沓

冠

歌

の

「
蚊
遣

火

」

(
835
)
等

が

見
出

さ
れ
、

本

百
首

が
初
期

百

首

に
屏
風

歌

に
素

材

を
仰

い
だ
新

し

い
歌

材
を

導
入

し

て

い
る
こ

と
が
知

ら

れ
る
。

そ

の
意

味

で
本
百
首

は
、

初
期

百
首

の
四
季
部

が
群

作
季
節

詠

と

し

て
、

よ

り
豊

富

な
素
材

を
含
有

す

る
整
備

さ

れ
た
構
成

へ
と
展

開

す
る
方

向
付

け

を
成

し

た
と

い
え
る

の

で
は
な

か
ろ
う

か
。

 
次

に
挙
げ

る
例

も
、

屏
風

歌

か
ら
流

れ
込

ん
だ

題
材

と
見

倣

せ
る
も

の

だ

が
、

そ

こ
に
は
新

し

い
要

素
が
持

ち
込

ま
れ

て

い
る
。

⑨

き

ゴ
す
な
く

の
べ
に
な

ご
ひ
そ
冬

ご
も
り

か
る

べ
き
も

の
か
人

の
こ

》

ろ
は

(冬

・
猫
)

 

「
き

ゴ
す
」

は

『
万
葉
集

』

で
は

「
春
維

」

と

い
う

用
字

が
見

ら

れ
る

如

く
、
季

節
歌

の
世
界

で
は
春

の
鳥

と

い
う

認
識

が
存

在

し

て

い
た

と
思

わ
れ

る
。

先
行

歌
と

し

て

 
 

き
ぎ
し
な
く
 
 
た
か
ま
ど
の
へ
に
 
 
さ
く
ら
ば
な
 
 ち
り
て
な
が
ら
ふ
 
 
み
む
ひ
と
も
 
が
 
も

a
 

春
雄

鳴

 
高

圓

辺
丹

 

櫻
花

 

 散

流

歴
 

見
人

毛
我

母

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

(『
万
葉

集
』

巻
十

・
㎜
)

b
 

春

の
野

に
あ

さ
る
き

ゴ
す

の
妻
ご

ひ
に
を

の
が
あ

り

か
を

人

に
し
れ

つ

〉
 

 

(
「拾

遺
集

』
春

・
大
伴

家
持

・
21
/

『
万
葉

集
』

巻

八

・
圃
)

の
よ
う

な
例

が
存

し
、
初

期
百
首

で
も
、

c
 

春

日
野

に
む

れ
た

つ
錐

の
羽
音

は
雪

の
消

え
間

に
若
菜

つ
め
と

や

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

(重

之
百
首

・
春

・
獅
)

d
 
春

日
野

の
若
草

山

に
た

つ
維

の
今

朝

の
羽
音

に
目
を

さ
ま

し

つ
る

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

(
『毎

月
集

』

四
月
初

・
43
)

の
よ
う

に
春
歌

と

し
て
詠

ま
れ

た
例

が
見
出

さ

れ
る
。

 

さ
て
、
勅

撰

集

の
季
節

歌

で
は
、

『後

拾
遺

集

』
冬

部

に

「
鷹

狩

り
」

詠

の
素

材

と
し

て

「
き

ゴ
す
」

を
詠

む
も

の
が

現
れ

る
。
従

っ
て
当

該
歌
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は

「鷹

狩
り

」

の
中

で

「
き

ゴ
す
」

を
詠

ん
だ
例

と

し

て
は
、

か
な
り
早

い
も

の

と
言

う

こ
と
が

で

き
る
。
秋

・
冬

の

「鷹

狩

り
」

と

い
う
主
題
自

体

は
、
当
該

歌

よ
り
屏

風
歌

が
先
行

し

て

お
り
、
冬

歌

の
題
材

と
し

て
既

に

一
般

的

で
あ

っ
た
と

思
わ

れ
る

の
だ
が

、
そ

こ

に
春

の
鳥

と

い
う
印
象

の
あ

っ
た

「
き

ゴ
す
」

を
詠

み
込

ん
だ
点

に
、

当
該

歌

の
新

し

さ
が
窺

わ

れ
よ

う
。

 

ま
た
、
⑨

の
初
句

「
き

ゴ
す
な

く
」

と

a
の
万
葉

歌

と
の

一
致

は
興
味

深

い
。

e
 

き

ゴ
す

な
く

か
た

の

の
は
ら
を

す
ぎ

ゆ

け
ば

木

の
葉

も

こ
と

に
色

づ

き

に
け
り
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
(
『毎

月
集

』

九
月
中

・
蜥
)

と
、

『毎

月

集

』

に
も
同

様

の
表

現

が

見

え

て

い
る

の
で
、
あ

る

い
は
万

葉
表

現

の
受

容
を
意

図

し

て

い
る

も

の
か
も
知

れ
な

い
。

し

か
し
な
が

ら

⑨

も

e
も
、

も

と

の
万

葉
歌

と
は
季

節

を
異

に
し

て

い
る
。
万
葉

歌
を
念

頭

に
置

い
て

い
る

の
な

ら
、
敢

え

て
季
節

を
変

え

て
詠

ん
だ
と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う

か
。

 

こ
の
よ
う

に
初

期
百

首
1

と
り

わ
け
好

忠

の
作
品

に
顕

著

で
あ
る

が
ー

に
は
、
あ

る
和
歌

素
材

を
季
節

の
設

定

を
変

え
て
詠

む

こ
と

に
よ

っ
て
新

し

い
季

節
歌

を
見
出

そ

う

と

い
う
試

み
が
多

く
存

す
る
。
⑨

の
歌

か

ら
離

れ

る
が

、

い
ま

ひ
と

つ
、

そ

う

し

た
初

期

百
首

の
展

開

に
認

め

ら
れ

る

「
季
節

の
詠

み
か
え
」

の
例

を
示

し

て
み
た

い
。

f
 

め
づ

ら
し
く
今

日
し
も

か
も

の
む

れ

ゐ
る
は
池

の
こ
ほ
り

や
う

す
く

な

る
ら
ん
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(重

之
百

首

・
春

・
謝
)

9
 

こ
ち
風

に
氷

う
す

く

て
池

が

を
も

の

つ
ら

》
も

へ
ゆ
る
を

し

の
か
も

と

り
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

(海

人

手
古
良

集

・
春

・
2
)

h
 

か
も

の

ゐ
る

い
り
え

の
氷
う

す

ら
ぎ

て
そ

こ

の
み
く
つ

も
あ
ら

は

れ

に
け

り
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(
『毎

月
集
』

正

月
初

・
12
)

右

の
如
く

春
歌

に
お

い
て
、

解
氷

の
現
象

と

「鴨

」
を
組

み
合

わ
せ

て
よ

ん

だ
類

例

が

見
ら

れ

る
。

し

か
し

春

の
情

景

の
中

で

「
鴨

(水
鳥

)
」

を

詠

む
と

い

っ
た
趣
向

は
先
行

例

が
な

く
、

こ
れ

ら
は
冬

の
屏

風
絵

の

「氷

池
-
水

鳥

」

と

い
う

典
型

的
構

図
を
春

歌

に
置

き
換

え
た
も

の
で
は
な

い

か
と
想
像

さ

れ

る
の
で
あ

る
。

 

『
毎
月

集
』

の
冬

歌

を
見

る
と
、

i
 

か
も

の
ゐ

る
す
さ

き

の
み
よ

り
氷

と
ち
よ

り

こ
し
な

み
も

お
き

に
お

り

つ

》
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
(『
毎
月

集
』
十

二
月
中

・
覇
)

と

い
う
歌

が
存

す

る
。
波

線
部

の

一
致
も

さ

る
こ
と

な
が

ら
、

h
と

ー
は

相
互

に
季

節

を
変

え
な

が
ら
も

、
明

ら

か

に
類
似

性
を
有

し

て

い
る

と
言

い
得

よ

う
。

 

さ
ら

に
f
～

h

の
傍
線

部

に
共
通

し

て

い
る

「
氷

う
す

し
」

と

い
う
趣

向

も
新

し
く

、
解
氷

の
現
象
を

段
階

的

に
捉
え

よ
う

と
す

る
視
点

は
、
初

期

百
首

周
辺

に
特
有

の
も

の
で
あ

る
。

そ
れ
が

「
春

の
水
鳥

」

と

い
う
素

材

と

と
も

に
享
受

さ
れ

て

い
る
点

も
注
意

し

て
お
き

た

い
。

こ

こ
に
は
初

期

百
首

の
展

開

の
特

質

が
見

て
取

れ
る
。

 
初

期

百
首

に

お

い
て
は
大

ま
か

な
季
節

の
枠
組

み
の
中

で
、

四
季

を
通

し
た
詠
作

が

行

わ
れ
た

と
考

え
ら

れ

て

い
る
。

こ
う

し
た
群

作

季
節

詠

の

試

み

に
よ

っ
て
発

見
さ

れ
た
新

た

な
和
歌

素
材

や
、

季
節

の
詠

み

か
え

に

よ

っ
て
見
出

さ

れ
た
新

た
な
趣

向

が
、
題

詠

以
前

の
季
節

歌
を

次
第

に
豊

か
な
も

の

へ
と
作

り
上
げ

て

い
く
役

割

を
果

た
し

た
と

い
え

る

の
で
は
な

か
ろ
う

か
。

以
上

「源
順
百
首
」
の
、
独
自
性
が
認
め
ら
れ
る
詠
歌
に
つ
い
て
検
討

一g



を
加

え
た
。

全
体

と
し

て

「
源

順
百
首

」

に
見
出

さ
れ

る
新
趣

向

に

は
、

漢
詩
文

的
な

素
養

を
背
景

と
し

た
も

の
が
多

い
と

い
え

よ
う
。

ま

た
、
後

続

の
初

期
百

首

で
流
行

す
る
重

要
な
表

現

や
発
想

が
、

少
な

か
ら

ず
本

百

首

に
発
し

て

い
る
こ
と

も
確
認

さ
れ

た
。

こ
う
し

た
性

質

は
、
初

期
百
首

の
特
質

を
方

向
づ

け

る
上

で
、

本
百
首

が
担

っ
た
重
要

な
意
義

を

想
像

さ

せ

る
も

の
で
あ

ろ
う
。

 
初
期

百
首

の
漢
詩

文
受

容

は
、
各
作

品

に
共
通

し

て
現

れ
る
性

質

で
も

あ

り
、

こ
う
し

た
特
性

が
必
ず

し
も
本

百
首

の
作

者
を

決
定

づ

け
る
根

拠

に
な

る
と

は
言

い
得

な

い
が
、

少
な

く
と

も
作
者

は
、

漢
詩
文

的

発
想

と

の
か
な
り

の
親
近

性
を
有

す

る
者

で
あ

る
、

と

い
う

こ
と
が

で

き
る
。

そ

の
よ
う

な
条

件
を
考

慮

し
、

ま
た

「見

渡

せ
ば

」

の
句

に
見

ら
れ

る
眺
望

的
視
点

の
導

入

や
そ

の
享

受

の
様
相
等

を
考

え

る
と
、
本

百
首

の
詠

み
手

と
し

て
浮

か
び
上

が

っ
て
く

る
人
物

は
、

や
は

り
源
順

で
あ

ろ
う

。
屏

風

歌
素
材

の
導

入

に

つ
い
て
も
、

屏
風
歌

を
多

く
残

し

て

い
る
順

ら
し

い
あ

り
方

と

い
え

る
。

三
 

結

び
1
遊
戯
技
巧
歌
と
「
源
順
百
首
」
の
作
者
に
つ
い
て
ー

 

と
こ
ろ

で
、
好

忠
が
創

案

し
た
百
首

歌

の
形
式

は
、

二

つ
の
異

質

な
方

向
性

の
詠
歌

群

か
ら
成

っ
て

い
る

と
見

る
こ
と
が

で
き
る
。

好
忠

百
首

は

前

半

が
四

季

・
恋

と

い
う
主
題

中
心

の
歌
群

、
後

半

が
沓

冠

・
物

名
歌

と

い
う
技

巧
中

心

の
歌
群

で
構
成

さ

れ
て

お
り
、
両

者

の
性
質

の
違

い
は
明

ら

か
で
あ

る
。

 

好
忠

百
首

が

こ

の
よ

う

に

一
見
、

二

つ
に
分
裂

し

た
構
成

で
成

立

し
た

の
は
な
ぜ

だ

ろ
う

か
。

重
之

百
首

の
如

く
主
題
中

心

の
歌
群

で
全
体

を

ま

と

め
る

こ
と
も
当
然

あ
り
え

た
は
ず

で
あ
る
。
そ

の
理
由

と
し

て
稿
者

は
、

「好

忠

が
百
首

歌
を
創

案
す

る
際

に
、

そ
れ
を

送

る
相
手

と

し

て
、

遊
戯

技
巧

歌

を
得

意

と
す

る
人
物

を
念
頭

に
置

い
た
か
ら

だ
」

と
考

え

る

の
が

自
然

で
あ

る
よ
う

に
思
う
。

無
論

、
好
忠

自
身

の
遊

戯
技

巧
歌

に
関

す

る

興
味

と

い
う

こ
と
も

あ

ろ
う
が
、

四
季

・
恋

と

い
う

伝
統

的

な
主

題

の
歌

の
み
な

ら
ず
、

後
半

に
遊
戯

技
巧

歌
を
取

り

入
れ

る
と

い
う
構

成

に

は
、

親

し

い
相
手

へ
の
軽

い
挑
戦

の
よ
う
な
気

持

ち
が
感

じ
ら

れ

る

の
で

は
な

か
ろ
う

か
。

つ
ま
り

、
構
成

上

の
分
裂

よ
り

も
、
送

り
手

へ
の
配
慮

を
優

先

さ
せ

た
わ

け
で
あ

る
。

と
す

れ
ば

、

そ

の
相

手

と
し

て
適
当

な

の

は
、

遊
戯

技

巧
歌
を
得

意

と
し
、

好
忠

と
親

し

か

っ
た
人
物

と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う
。

百
首
歌

が
成

立

の
段

階

で
相
手

の
応
和

を
前

提

と
し

た

こ
と

の
意

味

は
意
外

に
大

き

い
の

で
は
な

い
か
と
稿

者

は
考

え
て

い
る
。

 
周

知

の
通
り

「
源

順
百
首

」

は
好

忠

百
首

に
対
す

る

「
返

し
」

と
し

て

詠

ま
れ

た
も

の
で
あ

り
、

そ

こ
に
は
さ

ら

に
沓

冠
歌

の
内

部

を

四
季

・
恋

の
主
題

に
詠

み
分

け
る
、

と

い
う

凝

っ
た
方

法
が
導

入

さ
れ

て

い
る
。

既

に
指
摘

さ

れ
て

い
る
よ
う

に
、
家

集

に
見
え

る
順

の

「
あ

め

つ
ち

の
う

た
」

で
も
、

「
返

し
」

を

詠

む
際

に
、

そ

の
内

部

を

四
季

・
恋

に
分

け

る
方

法

が
と
ら

れ

て

い
る
。

こ
れ
ら

の
状

況

は

「
源

順
百
首

」

の
作

者
が

順

で
あ

る

こ
と

を
支

え
る
も

の
で
あ
る

よ
う

に
思

わ
れ
る
。

 

順

の
家
集

に
見

え
る
屏

風
歌
作

品

に
は
、

好
忠

な
ど

の
表

現
が

多

く
流

れ
込
ん

で

い
る
と

い
う
指
摘

も
あ

り
、

こ
う

し
た
順

と
好

忠

の
和

歌
詠

作

で

の
交

流
を
背

景

に
置

い
た
と

き
稿
者

は
、
好

忠

に
と

っ
て
百
首

歌

の
送

り
手
と

し

て
最

も

ふ
さ

わ
し
く
、

か

つ
本
百
首

の
特

性

を
実

現

し
得

る

の

は
、
や

は
り
順

で
あ

ろ
う

、
と

い
う
結

論

に
達

す

る

の
で
あ

る
。
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注
(1
) 

小
谷
博
泰
氏

「曽

禰
好
忠

お
よ
び
源
順
集

の
用
語

に
関
し

て
1
源
順
作
百
首

 
 

の
作
者
は
好

忠
で
あ
る
」

(国
文
 
研
究
と
教
育

・
八
号

・
昭

60

・
3
)
な
ど
。

(2
) 

こ
の
問

題

に

つ
い
て
は
、
島

田
良

二
氏

『平
安
前

期
私
家
集

の
研
究
』

(桜

 
 

楓

社

・
昭

43

・
4
刊
)

「曽
禰
好
忠
集
」

の
中

で
整
理
さ
れ
て

い
る
。

(3
) 

拙
稿

「天
徳

四
年
内
裏

歌
合

と
初
期
百
首

の
成
立
」

(三
田
国
文

・
十

四
号

・

 
 

平
3

・
6
)

(4
) 

「
曽
丹
集

の

一
つ
の
問
題
-
曽
禰
好
忠
作
百
首
和
歌

と
い
わ
ゆ

る
源
順
作
百

 
 

首
和
歌
1

」

(和

歌
文
学
研
究

・
二
五
号

・
昭

44

・
12
)

(5
) 

「源
順

の
歌
風

に

つ
い
て
1

源
高
明
大
饗
屏
風

歌
を
中
心

に
ー
」

(古
典
論

 
 

叢

・
二
二
号

・
平

2

・
8
)

(6
) 

「源
順

歌

の
表

現
ー

好
忠

お
よ
び
河
原
院
周

辺
歌
人
詠
と

の
関
連
ー

」

(和

 
 

歌
文
学
研
究

・
六

四
号

・
平

4

・
11
)

(7
) 

以
下

で
引

用
す

る
本
文

・
歌
番
号

は
、
私
家
集

に
つ
い
て
は
原
則

と
し

て

 
 

 
『私
家
集
大
成
』
に
拠
り
、
勅
撰
集

・
私
撰
集

に
つ
い
て
は

『新

編
国
歌
大
観
』

 
 

に
拠
る
。
「
源
順
百
首

」
は

『曽
禰
好
忠
集
』

の
歌
番
号
を
記
す
。

(8
) 

こ

の
点

に

つ
い
て
は
、
柏
木
由
夫
氏

「後
拾
遣
和
歌
集
私
注

(3
)
」

(昭
和

 
 

学
院
短
期
大
学
紀
要

・
昭

58
)
に
言
及
が
あ
る
。

(9
) 

こ
の
件

に

つ
い
て
は
、
平

田
喜
信
氏

「和
泉
式
部
百
首

の
成
立
」

(『平
安
中

 
 

期
和
歌
考
論
』
新
典
社

・
平

5

・
5
刊
)

 
 

小
松
登
美

氏

「和
泉

式
部
百
首

歌
群
小
考
」

(跡
見
学
園
短
期

大
学
紀
要

・
二

 
 

二
号

・
昭
61

・
3
)

に
言
及

が
あ
る
。

(10
) 

拙
稿

「初

期
百
首

の
季
節

詠
1

そ

の
趣
向

と
性
格

に
つ
い
て
ー

」

(国
語

と

 
 

国
文
学

・
平

5

・
8
)

(11
) 

『曽
禰
好
忠
集
全

釈
』

(神
作
光

】
氏

・
島

田
良

二
氏

・
笠
間
書
院

・
昭
50

・

 
 

11
刊
)
以
下
、

『全
釈
』
と
略
称

さ
せ
て
頂
く
。

(12
) 

川
村

晃
生
氏

『摂

関
期
和

歌
史

の
研
究
』

(三
弥
井
書

店

・
平

3

・
4
刊
)

 
 

序
章

 
 

近
藤

み
ゆ
き
氏

「
『見
渡

せ
ば
』

と

『眺
望
』
詩
」

(『古
今

集
と
漢
文

学
』
和

 
 

漢
比
較
文
学
叢
書
第
十

一
巻

・
汲
古
書
院

・
平

4

・
9
刊
)

(13
) 

水
辺
立
春
詠

の
和
歌
史
的
意
義

に
つ
い
て
は
、
川
村
氏
前

掲
著
書
、
第

二
章

・

 
 
第

二
節

・
三

「
季
節
と
歌
枕
」
に
ご
論
が
あ
る
。

(14
) 

当
該

屏
風
歌
は
、
康
保
二

(臨
)
年

の
成
立
と
考
え
ら
れ

て

い
る
。

(15
) 

「曽

禰
好
忠

『
毎
月
集
』

に

つ
い
て
1

屏
風
歌
受
容
を

中
心

に
ー

」

(国
語

 
 
と
国
文

学

・
平
3

・
9
)
b
～
d
、
f

・
h

の
歌

に
つ
い
て

も
言
及
が
あ
る
。

(16
) 

こ
の
点

に

つ
い
て
は
前
掲

(10
)

の
拙
稿
で
言
及
し
た
。

(17
) 

近
藤

み
ゆ
き
氏

「平
安
中
期
河
原
院
文
化
圏

に
関
す
る

一
考
察

-
曽
祢
好
忠

・

 
 
恵
慶

・
源
道
済

の
漢
詩
文
受
容
を
中
心

に
ー

」

(千
葉
大
学
教
養

部
研
究

報
告

・

 
 
A
1

22

・
平

2

・
3
)

で
は
、
「繁

り
あ
う
」
夏
草

を
詠
む

と

い
う
流
行

の
諸

 
 
相

に

つ
い
て
述

べ
ら
れ
て

い
る
。

ま
た
、
久
保
木
寿

子
氏

「初
期
百
首

と
私
家

 
 
集
ー

好
忠
百
首
を
中

心
に
ー

」

(『王
朝
私
家
集
の
成

立
と
展
開
』
風
間
書

房

・

 
 
平

4

・
1
)
で
は
、
初
期
百
首
夏
草
詠

の
背
景

に
つ
い
て
説

か
れ
て

い
る
。

(18
) 
前
掲

(10
)

に
同
じ
。

(19
)但

し
、
『
後
撰
集
』
冬

・
摺

・
よ

み
人
し
ら
ず

の

「氷

こ
そ

い
ま
は
す
ら

し
も

 
 
み
よ
し

の
》
山

の
た
き

つ
せ
音

も
聞
え
ず
」
か
ら
の
直
接
的
影
響
も
想
定
さ
れ
る
。

(20
) 

こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
前
掲

(
9
)
小
松
氏
論
文

に
言
及

さ
れ
て

い
る
。

(21
) 
前

掲

(
15
)
論

文
、
お
よ
び

「
重
之
百
首

と
毎

月
集
」

(国

語
と
国
文

学

・

 
 
平
4

・
10
)
。

こ
の
中

で
、
『毎

月
集
』

の

「神

ま

つ
り
」

「鷹
狩

り
」
等

の
屏

 
 
風
歌
的
背
景

に
つ
い
て
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

(22
) 

前

掲

(17
)
久
保
木
氏
論
文

に
言
及
が
あ
る
。
ま
た
、
原

田
真

理
氏

は

「和

 
 
歌
の
趣
向
と

そ
の
意
味

す
る
も

の
1

順
と
好
忠
の
歌
群
を
中
心

に
ー

」

(『平
安

 
 
文
学
論
集
』
風
間
書

房

・
平
4

・
10
刊
)
で
、
順
と
好
忠

の
遊
戯

歌
に

つ
い
て

 
 
論

じ
ら
れ
て

い
る
。

(23
) 

前
掲

(2
)
島

田
氏
論
文
。

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

(
か
ね
こ
 
ひ
で
よ
)
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