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大
路

の
柳

・
堤

の
柳

 
古

来
柳

は
、
古

典
文

学

の
春
景

を
形

造

っ
て
、
多

く

の
作

品

に
彩
り

を

添

え

て
き

た
。

早
く

『
万
葉

集
』

に
お

い
て
、

 
春

柳
葛
城

山

に
立

つ
雲

の
立

ち
て
も

居

て
も
妹

を

し
そ
思

ふ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

(巻
十

一
、

二
四
五

三
)

と
、

「
春
柳

」

と

い
う

春
気

を

強

く
感

じ

さ

せ

る
語

が
歌

語

と
し

て
成
立

を
見

て
お
り
、

ま
た
、

 
梅

の
花
咲

き

た
る
園

の
青
柳

を

繰

に
し

つ
つ
遊

び
暮

ら

さ
な

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(巻

五
、

八
二
五

)

と
、

梅
と

と
も

に
春
を

代
表

す

る
景
物

と
し

て
親

し

ま
れ

て
も

い
た
。

さ

ら

に

 
霜

枯
れ

の
冬

の
柳

は
見

る
人

の
縷

に
す

べ
く
萌

え

に
け

る
か
も

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

(巻

十

、

一
八
四

六
)

 
浅

緑
そ

め

か
け
た

り
と
見

る

ま
で

に
春

の
柳

は
萌

え

に
け
る

か
も

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

(巻
十

、

一
八
四

七
)

な

ど
を
初

め
と

し

て
、

結
句

を

「
萌

え

に
け
る

か
も
」

と
詠

み
お
さ

め
る

柳

の
歌
が
存

す

る

の
も

、
古

代

の
人

々
が
柳

の
芽

ぶ
き

に
春

の
あ

ふ

れ
る

生
命

力
を
感

じ

た

か
ら

に
相
違

あ

る

ま

い
。

 

し

か
し
柳

が

そ
う
し

た
早

春

の
景
観

を
形

成

し
た

の
は
、

い
わ
ば
副
次

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
川

村

晃

生

的
な
産

物

で
あ

っ
た
。

柳

は
本
来

そ

れ

と
は
別

の
目
的

を

も

っ
て
植
栽

さ

れ

て
き
た

の

で
あ

る
。

た

と
え
ば

柳

が
街

路
樹

と
し

て

の
用

を
果

し

た

の

は
、
古

代
文

学

の

い
く

つ
か

の
断

片

か

ら
知
ら

れ
る

と

こ
ろ

で
あ

る
。

阿

部
猛
氏

(『
万
葉

び

と

の
生

活
』
、
東

京
堂

出
版

、

一
九
九

五
)

は
、
平

城

京

の
条

坊

に
柳

を
街
路

樹

と
し

て
植

え

た

こ
と
を
述

べ
ら

れ
、

『
万
葉

集
』

の 
東

の
市

の
植
木

の
木

垂

る
ま

で
逢

は
ず

久
し

み
う

べ
恋

ひ

に
け
り

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

(巻

三
、

三

一
〇
)

の

一
首

に
詠
ま

れ
る

平
城
京

東
市

(
左
京

八
坊

三
条

)

の
あ

た

り

に
植

え

ら

れ
て

い
た
街
路

樹

を
柳

と
考

え
ら

れ
、

上
句

は
そ

の
柳
が

垂

れ
、
地

面

に
届

く
ほ

ど

に
な

っ
て

い
る
様

子
を

詠

ん
だ
も

の
と

さ
れ

て

い
る
。
も

つ

と

も

こ
れ
を
杏

(
か
ら
も

も
)

と
す

る
説

が
、

古
く
関

野
貞

氏

に
よ

っ
て

提
出

さ

れ
て
も

お
り

(
『萬

葉
集

全
注

』

該
当

歌
注

に
拠

る
)
、
確

定

は
難

し

い
が
、

し

か
し
平

城
京

に
柳

が
植

え

ら

れ
て

い
た

こ
と
は
、

 
春

の
日

に
萌

れ

る
柳
を

取

り
持

ち

て
見

れ
ば

都

の
大
路

し
思

ほ
ゆ

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

(巻

十
九

、

四

一
四
二
)

と

い
う

、
「
二
日

に
、
柳

黛

を
肇

ぢ

て
京
師

を

思

ふ
歌

一
首
」

と

題
す

る

歌

に
よ

っ
て
も

明
ら

か

で
あ

る
。
都

の
大

路

に
は
柳

が
植
栽

さ

れ
、
都

城

  一 1一



の
象
徴

的

な
存
在

と

し

て
人

々
に
認
識

さ
れ

て

い
た

の

で
あ

っ
た
。

 
さ

ら

に
こ

の
街
路
樹

と
し

て
の
柳

は
、
平
安

京
遷
都

以
後

も
受

け
継

が

れ

た
。

た
と
え

ば
催

馬
楽

の

「
大
路
」

に
は
、

 
大

路

に
沿

ひ

て
の
ぼ

れ
る
 

青
柳

が
花

や
 

青
柳

が
花

や
 
青

柳

が
し

 
な

ひ

を
見

れ
ば
 

今

さ
か
り

な

り
や
 
今

さ
か

り
な
り

や

と
歌

わ

れ
、
ま

た

「
浅
緑

」

に
も
、

 
浅

緑

 
濃

い
練

 
染

め
か

け
た

り
と
も
 

見
る

ま

で
に
 
玉

光

る
 
下

 
光

る
 

新
京

朱
雀

の
し
だ
り
柳

～

 

 (
以
下
略

)

と
も

歌

わ
れ

て

い
る
。
平

安
京

も
朱
雀

大
路

を
中

心
と

し
て
、
柳

を
街

路

樹

と
し

て
植

栽

し
、
街
並

を
形
成

し

て

い
た

ら
し

い
。
従

っ
て

『古

今

集
』

に
収

め

る
、

 
見

わ

た
せ
ば

柳
桜

を

こ
き
ま
ぜ

て
都

ぞ
春

の

に
し
き
な

り
け

る

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

(春
上

、 
五
六

)

と

い
う
素

性
法

師
詠

は
、

そ
う

し

た
平

安
京

の
春
景

を
詠

ん
だ

も

の
と
考

え

て
よ

か
ろ
う

。

『
延
喜
式

』

の

(巻

四
十

二
、
左

右
京
職

)

に
は
、

 

凡
神
泉

苑
廻

地
十

町
内

、
令

京
職

栽

レ
柳
 

町
別

七
株

と
あ

っ
て
、
神

泉
苑

の
周

囲

に
も
約

一
五

メ
ー
ト

ル
に

一
本

の
割
合

で
柳

が
植

え

ら
れ
、

ま

た

 

凡
道
路

辺
樹

、
當

司
當

家
栽

レ
之

と
あ

る
こ
と

か
ら

す
れ
ば

、
阿

部
氏

も
指
摘

さ
れ

る
如

く
、
植

樹

は
道
路

に
面

し

た
役
所

や
家

々
の
費
用

負
担

で
植

え
ら

れ
た
も

の
と
思

わ

れ
る
。

 

と

こ
ろ
で
平

城
京

や
平

安
京

の
街
路

樹

と
し

て
、
な
ぜ

柳
が

選
定

さ

れ

た
の

か
は
明
ら

か
で
な

い
。
阿

部
氏

は
唐

の
長
安

の
都

で
、
梶

と
柳

(楊

)

を
植

え

た

の
に
倣

っ
た

も

の
か
と
推

測

さ
れ

て

い
る
。

長
安

の
柳

に

つ
い

て
は
、

石
田
幹

之
助

氏

の
卓
論

「
長
安

の
春
」

に
、
中

国

で
は
春
秋

、
戦

国

以
降

、
街

路
樹

を
植

え

る
こ
と
が

発
達

し
、
椀

樹

と
楊
柳

を
本

格

と

し

た
旨

が
述

べ
ら

れ

て

い
る
。
楊
柳

に

つ

い
て

は
、
章

応
物

の

「
擬
古

詩

」

十

二
首
中

の
第

二

に
、

「京

城
繁

華
地

、
軒

蓋
凌

農
出
、
垂
柳

十

二
衙

、
隠
二
映

金
張

室

…

・…
」

と

あ

る

こ
と
や
、

同

じ

く

「
陪

三
兀
侍
御

一春
遊

」

の
詩

に

「何

処

酔

春
風

一、
長

安

西
復
東

、

…
…
往

来

楊
柳
陪

一、
猶

避

一昔

年

聡

己

と

あ

る

こ
と

な
ど

を
根

拠

と
さ

れ

て

い
る
が

、

そ

の
時
代

性

を

顧

れ
ば

、
我

国

の
柳

の
植

栽

が
唐

風

の
模
倣

で
あ

っ
た
可
能

性

は
高

い
と
言

う

べ
き

で
あ

ろ
う
。

 

一
方
柳

は
、
都

城

の
街

路
樹

と
し

て
植

え

ら
れ
た
だ

け
で

は
な

か

っ
た
。

そ
れ

は
都

鄙
を

結

ぶ
街

道
筋

に
も
植

え

ら
れ

た
ら

し

い
。

平
安

中
期

の
歌

人
源

兼
澄

の
家

集

『兼

澄
集

』

(
六
六
)

に
は
、

 

 

若
狭

の
国

に
侍

り
し
時

、
な

る
人

の
来

た
り

し
か
ば

逃
げ

て
京

へ
上

 

 

り

に
し

か
ば
、
追

ひ
て
ま

か
る

に
柳

の
本

に
て

 

君

が

か
く
来

る

に

つ
け

て
も
青

柳

の
糸

は
と
く

べ
く

た
え

じ

と
そ
思

ふ

と

い
う

一
首
が

見

え
る
。

詞
書

の

「
な

る
人

」
は
、

春
秋

会

『
源
兼

澄

集

全

釈
』

(風

間

書

房
、

平

成

三

年
)

が

指

摘

さ

れ

る
如

く
、

「
あ

る
人

」

(
又

は

「
京

な

る
人

」
)

の
誤

写

で
も

あ

ろ
う

か
。

と

も

か
く

夫
婦

喧

嘩

の
末

に
、

夫

が
妻

を
追

い
か
け

て
、
柳

の
木

の
下

で
妻

に
歌

を
詠

み
か
け

た

の

で
あ

る
。

こ
う
し
た

街
道
筋

に
植

え

ら
れ
た
柳

は
、

『大

弐
高

遠

集
』

中

の
彰

子
入
内

屏
風

和
歌

、

 

 

柳

あ

る
所

 

う

ち

な
び

き
春
立

ち

に
け
り
青

柳

の
か
げ

ふ
む
道

に
人

の
や
す

ら

ふ

と

い
う

一
首

(
こ
れ
は
大

路

の
柳

と
見

る

べ
き

か
)

や
、

ま

た
後

代

の
作

品

な
が

ら
、

宝
治

二
年

(
一
二
四

八
)

に
詠
進

さ
れ

た

「
宝

治

百
首

」

の

春

部

に
、

「行

路
柳

」
題

が
設

け
ら

れ
、

一2



 
道
の
辺
に
染
め
て
み
だ
る
る
青
柳
の
か
み
な
び
山
を
今
日
や
越
え
な
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(二
四
八
、
基
家
)

 
う
ち
な
び
き
行
手
の
か
た
や
を
し
ふ
ら
ん
道
の
さ
か
ひ
の
青
柳
の
糸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(三
〇
五
、
寂
西
)

な
ど
の
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
柳
は

都
鄙
を
問
わ
ず
、
道
沿
い
に
植
え
ら
れ
て
街
路
樹
と
し
て
の
役
を
担

っ
た

の
で
あ

っ
た
。

※

 

さ

て
柳

は
、
街
路

樹

以
外

の
目
的

に
お

い
て
も
、

様

々
な
場

所

で
植

え

ら
れ

た
ら
し

い
。
道

路

に
面

し
た
邸

や
役

所

も
、
多

く

の
柳

の
木
を
擁

し

て
建
築

、
構
成

さ

れ
た

よ
う

だ
。
鑑

賞

用

に
植

え

ら
れ

た
庭

の
柳

も

そ

の

一
つ
で
あ
る
。

た

と
え
ば

『忠

見
集

』

に
は
、

 

わ

が
宿

の
柳

の
糸

も
春

来

れ
ば

み
ど

り

の
糸

に
な
り

に
け

る
か
な

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(
八
三
)

の

一
首

が
存

し
、
詞

書

に

「
三
月
、

柳

お
ほ

か
る
人

の
家

」
と

見
え

て

い

る
。

月
次

屏
風

の
絵

柄

に
、
「
柳

お
ほ

か

る
人

の
家

」

が
描

か

れ
て

い
た

こ
と

は
、
平
安

時
代

初
期

、

す

で
に
柳

が
人
家

に
多

く
植

栽
さ

れ

て

い
た

こ
と

を
証
し

て

い
よ
う
。

ま

た

『和

泉
式

部
集

』

は
、
冒

頭

の
百
首
歌

の

春

歌

の
中

に
、

 

見

に
と
来

る
人

だ

に
も
な

し
我

が
宿

の
は

ひ
り

の
柳
下

払

へ
ど
も

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(
一
六
)

と

い
う

一
首

を
収

め
、

「
は

ひ
り

の
柳
」
を
詠

ん

で

い
る
。

「
は
ひ
り

」
は
、

邸

の
入

口
、
或

い
は
門

か
ら
家

ま

で

の
間

を
意

味

す
る
語

だ
が

、

そ

の
辺

り

に
柳

が
植

え
ら

れ

て

い
た

の
で
あ

ろ
う
。
柳

の
下

枝
を

切

り
払

っ
て
客

を
待

つ
用
意

は

し
た
も

の
の
、
誰

も
訪

れ

て
く
れ

な

い
恨

み

の
気
持

ち

を

詠

ん

で

い
る
。
或

い
は
ま

た
藤
原

定
家

も
、

そ

の
日
記

『
明

月
記
』

の
こ

こ
か

し

こ
に
、

た
と
え

ば

 

垂
柳
漸

緑

 

(寛

喜

二
年

〈
=

=
二
〇
〉

閏
正
月

二
十

四

日
)

 

巻

二
南
面
簾

一

只
対

一紅

梅

翠
柳

・ 

(寛

喜

三
年

二
月

二
十

一
日
)

 

雨
中

対
二
花

柳

・

悲

一残

涯

一 

(同

年

二
月

二
十

五

日
)

等

の
記

事
を

書

き
留

め
、
庭

の
柳

を
注

視

し

て
そ

の
柳

に
よ

っ
て
自

ら

の

心

を
慰

籍

し
た

よ
う
だ

。

 

ま

た
同
じ
庭

で
言
え

ば
、

柳

は
禁
中

の
庭

に
も
植

え

ら
れ

て

い
た
。

 

春
来

れ
ば

玉

の
劒
を

払

ひ
け

り
柳

の
糸

も
伴

の
み
や

つ
こ

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
(長
秋
詠

藻

、

二

一
一
)

の

一
首

は
、
保

元

四
年

(
一
一
五
九
)

三
月

内
裏

歌
会

で

の
、

「
禁
庭

柳

垂

」

の
歌
題

の
も

と

に
詠
ま

れ

た
藤

原

俊
成

の
作
だ

が
、

こ

れ

に
よ

っ
て

禁

中

の
庭

の
柳

が
確

認

さ

れ
る
。

『
栄
花

物
語

』

(巻

三
十

三
、

き

る
は

わ

び

し

と
な
げ

く
女

房
)

に
は
、

 

女
院

の
御
堂

行

は
せ
給

け

る

に
、
柳

の
作

り
た

る
を
内

に
参

ら

さ
せ
給

 

へ
り
け
れ
ば

、
枝

は

ま

こ
と

に
て
あ

り

け
れ
ば
、

清
涼

殿

の
壺

に
植

へ

 

さ

せ
給

へ
り

け

る
が
、

生

ひ
出

で
た

り

け

る
を
聞

き
給

ひ

て
、

 

(以

下
略

)

と
記

さ
れ

て
お

り
、
清

涼
殿

の
庭

の
柳

の
痕

跡
が
認

め

ら
れ

も
す

る

の
で

あ

る
。

 

さ

て
柳

は
、
庭
内

の
中

で
も

と
く

に
門

の
辺

り

に
植

え
ら

れ
た

よ
う
だ

。

右

の
和

泉

式

部

の

「
は

ひ
り

の
柳

」

も

そ

の

一
つ
で
あ

ろ
う

が

、
古

く

『
万
葉

集
』

に
、
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我

が
門

の
五
本
柳

い

つ
も

い

つ
も
母

が
恋

す

す
業

り
ま

し

つ

つ
も

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

(巻

二
十
、

四

三
八
六

)

の

一
首

が

見
ら

れ
、
門
前

の
柳

が
詠

ま

れ
て

い
る
。

「
我
が

門

の
五
本
柳

」

は
、

こ

の
歌

か

ら
派
生

し

て
後

代

に

い
く

つ
か
詠

ま

れ
る

に
至

る
が
、

漢

語

に

「
門

柳
」

と

い
う
語

が

あ

り

、

た

と

え
ば

白

居

易

の

「
東
南

行

」

(白
氏

文
集

、
巻
十

六
、

〇
九

〇

八
)

に

 
春
色

辞
二
門
柳

・

 
秋
声

到
二
井
梧

一

な

ど
と
詠

ま
れ

て

い
る
こ

と
か
ら

す
れ
ば

、
街
路

樹

と
同
様

に
門

前

の
柳

は
中

国

の
様

式

や
文

学

か
ら

の
影
響

と
考

え

て
も
よ

か

ろ
う

か
。

 

と
こ

ろ
で
こ

の
門

に
植

え

ら
れ

た
柳

か
ら
推
知

さ

れ

る
よ
う

に
、
柳

は

境
界

を
形
成

す

る
場
所

に
植

え
ら

れ
る

こ
と
が
多

か

っ
た

ら
し

い
。
家

屋

敷

の
周
囲

で
は

、
門

の
他

に
垣
根

と
し

て
も
、
柳

は
そ

の
役

割

を
担

っ
て

い
る
。
た

と
え
ば

、

 

山
里

の
家

ゐ

は
霞

こ
め

た
れ
ど

か
き

ね

の
柳

す
ゑ

葉

と

に
見

ゆ

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
(拾
遺

集
、

雑
春

、

一
〇

三

一
、
弓

削
嘉

言
)

 
春

雨

の
降

り

そ
め

し
よ

り

い

つ
し

か
と
垣
根

の
柳
色

づ

き

に
け
り

 
 

 

 
 

(永

承
六
年

(
一
〇

五

一
)

六
条
斎

院

歌
合

、

二
六
、
讃

岐

)

な

ど

に
見

え
る

「
垣
根

の
柳

」
が

そ
れ

を
よ

く
示

す
が
、

或

い
は

こ
れ

も

ま
た
漢
語

「
摘

柳
」

に
基
づ

い
て
の
、
中

国
様

式

か
ら

の
影
響

で
あ

ろ

う

か
。
「
摘
柳

」

は
、
た

と
え
ば

『和

漢
朗

詠
集

』

(柳

、

一
〇

二
)

に
、

 

林
鶯
何

処
吟

二
箏
柱

 

 

踏
柳
誰
家

曝

二
麹
塵

一

と

い
う
白

居
易

の

「
天
宮

閣
早
春

」

の

一
節

が
撰

入

さ
れ
、

早
く

に
我

国

の
詩
人

や
歌
人

た

ち

に
親

し
ま

れ
た
。

右

の
弓
削
嘉

言

詠
な

ど
も
、

こ

の

詩
句

の
影

響
下

に
成

っ
た

も

の
で
あ

ろ
う
。

 

さ
ら

に
ま
た
柳

は
、

家
屋

敷

の
境
界

に
だ
け
植

え

ら
れ
た

の
で

は
な

か

っ
た
。

 

し
つ

の
め

が
小

田

の
堤

に
さ

す
柳

し
げ

く
も
今

年

は
え

に
け

る

か
な

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
(久
安

百
首

、
七

一
一
、
実

清

)

 

小
山

田

の
岸

の
柳

も
う

ち

は

へ
て
ひ
く

し

め
な
は

に

か
げ

そ

あ

ら
そ

ふ

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
(隆

祐
集

、

八
四
、

田
辺
柳

)

な

ど

の
例

か
ら
す

れ
ば
、

柳

は
田

の
き

わ

に
も
植

え

ら
れ
、

そ

の
境

界

を

形

造

っ
て

い
た

ら
し

い
。

そ

し

て
そ

の

こ
と

は
、
古

島
敏

雄

氏

(
『
土
地

に
刻

ま

れ
た

歴
史
』
、
岩

波

書
店

、

一
九
六

七
)

が
、

江
戸

時

代

に
越
後

の
旧
潟

頭
村

で
、

田
を
細

分
化

す

る
際
、

仮
畦

を
作

ら
ず

に
柳

の
若

枝

を

挿

し

て
区
分

し
た

こ
と

を
報
告

し

て

い
る

こ
と
か
ら

も
首
肯

さ
れ

る
。
柳

の
若
枝

を
挿

し
た

の
は
、

お
そ
ら

く

『万

葉
集

』

(巻

十

三
、

三
三

二

四
)

の
長
歌

の

一
節

に
、

 

～

み
雪
降

る
 
冬

の
朝

は
 

さ

し
柳

 
根
張

り
梓

を
 
大

御

手

に
 

取

 

ら

し
給

ひ

て
～

と
詠

ま
れ

る
如

く

、
柳

が
古

く

か
ら
挿
木

で
根

づ

き
や
す

い
こ
と

を
知

っ

て

い
た

か
ら

で
あ

ろ
う

。
柳

を
挿
木

に
す

る
歌

は
、

右

の

「
久

安

百
首

」

の
実
清

詠

に
も
見

ら

れ
る
が

、
他

に
も

『
万
葉

集
』

に
重

ね

て
、

 

小

山
田

の
池

の
堤

に
さ

す
柳
な

り
も

な

ら
ず

も
汝

と

二
人

は
も

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
(巻

十

四
、

三

四
九

二
)

と
見

え

て

い
る
。

ま

た
柳

は
、
同

じ
く

『万

葉
集
』

に
、

 

柳

こ
そ

伐

れ
ば

生

え
す

れ
世

の
人

の
恋

に
死
な

む
を

い
か

に
せ
よ

と

て

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
(巻
十

四
、

三
四
九

一
)

と

も
詠

ま
れ

る
如

く

、
根

張

り
や
芽

ぶ
き

に

お

い
て
、

き
わ

め

て
生
長

力
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の
強

い
木

で
あ

っ
た
。

 

そ

し
て
田
ば

か
り

で
は

な

か

っ
た
。

柳

が
野

の
境
界

に
植

え

ら
れ

て
実

用
性

を
有

し

て

い
た

こ
と

を
、

『
留
守

家

文

書
』

の

「
岩

城
分

七
町

荒

野

絵

図
」
を

用

い
て
、
久
保

田
淳

氏
が
指

摘
さ

れ
て

い
る
。

(
「
空
仁

・
惟
方

・

西
行
」
、

平
成

七
年

六
月
和

歌
文

学
会

例
会

)
。
西

行

の

「山

が

つ
の
か
た

岡

か
け

て
し

む

る
野

の
境

に

た

て
る
玉

の
を
柳

」

(
西
行

法
師

家
集

、

三

六
)

は
、
そ

れ
を
詠

ん
だ

一
首

で
あ

る
。

※

 

さ

て
こ
う

し
た
柳

の
生
活

史

上

の
意
義

に
照

ら

し
合

わ

せ
る
時

、

『
万

葉
集
』

の
次

の

}
首

も
相
応

に
興
味
深

い
問

題

を
孕

ん

で

い
る
。

 
山

の
ま

に
雪

は
降

り

つ

つ
し

か
す

が

に
こ

の
川

柳

は
萌

え

に
け
る

か
も

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

(巻
十

、

一
八

四
八
)

の

一
首

で
、

こ
こ

に
は
川
柳

の
語

が
見

え

る
。

こ
れ

は
ま

た
、

並
ん

で
配

列
さ

れ
る
、

 
山

の
ま

の
雪

は
消
ざ

る

を

み
な
ぎ

ら

ふ
川

の
ぞ

ひ
に

は
萌

え

に
け

る

か

 
も
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(巻
十

、

一
八

四
九
)

と

い
う

一
首

の

「
川

の
ぞ

ひ
」

の
柳

や

(歌

中

に
柳

は
省
略

さ

れ

て

い
る

が
)
、

『
日
本
書

紀
』
中

の
、

 

い
な
む
し

ろ
川
ぞ

ひ
柳
水

行

け
ば

な
び

き

お
き
た

ち
そ

の
根

は
失

せ
ず

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

(顕
宗

天
皇

紀
)

と

い
う

一
首

の

「
川

ぞ

ひ
柳

」

と
同

一
の
も

の
と
考

え

て
さ
し

つ
か
え
な

い
で
あ
ろ
う
。

川

の
堤

や
岸

に
植

え

ら
れ

た
柳

と
考

え

て
よ
く

、
じ

じ

つ

『万

葉
集
』

の
中

に
は
、

あ

ち
ら

こ
ち
ら

の
河
岸

の
柳

が

い
く

つ
か
詠
ま

れ

て

い
る
。

た

と
え
ば

、

 
あ

ら

れ
降

り
遠

江

の
吾

跡
川
柳

刈

れ

ど
も

ま
た
も

生

ふ
と

い
ふ
吾
跡

川

 
柳

(巻
七

、

一
二
九

三
)

の
吾

跡
川

(未
詳

、
近

江

国
安

曇
川

に
関

わ

る

か
)

の
他
、

佐

保
川

(奈

良
市

、

四

三
三

)
、

六
田

川

(奈

良

県
吉

野

町
、

一
七

二
三

)

な
ど

が
そ

の
例

と

し

て
挙
げ

ら

れ

る
。

そ
し

て
川
ば

か

り

で
は
な

か

っ
た

。
既
掲

の

三

四
九

二
番
歌

「
小

山
田

の
池

の
堤

」

に
見

ら
れ

る
如

く
、

池

の
堤

に
も

柳

は
植

え
ら
れ

た

の
で
あ

っ
た
。
そ

し

て

こ
う
し

た
川
や
池

の
堤

へ
の
柳

の
植

栽

は
、

実

は
法

律

の
定

め

る
と

こ

ろ
で

も
あ

っ
た
。

『標

注

令
義

解

校
本

』

(巻

七
 

営
繕

令
第

二
十

)

に
は

、

 

凡
堤
内

外
井

堤
上

、
多

植
一
楡

柳
雑

樹

・充
二
堰
用

と
あ

っ
て
、

『養

老
令

』

に
、

堤

に
は
楡

や

柳

を
植

え

る

べ
き
旨

が
記

さ

れ
て

い
る

の
で
あ

る
。
柳

は
、

い
わ

ば
法

制
下

に
お

い
て
、

池

や
川

の
堤

に
植

栽

さ
れ

た

の
で
あ

っ
た
。

 

さ

て
こ
う

し
た
川

や
池

の
堤

の
柳

は
、

平
安

時
代

以
後

の
作

品

の
中

に

も
少

な

か
ら
ず

登
場

す

る
。

い
く

つ
か

の
例

を
挙
げ

る

な
ら
ば

、

た
と
え

ば

『
後
拾

遺
集

』

(
夏
、

二

二
〇
)

の
、

 
夏

衣

た

つ
た
川
原

の
柳

か
げ

涼

み

に
来

つ

〉
な

ら
す
頃

か
な

と

い
う
好

忠
詠

中

の
竜

田
川

ぞ

い
の
柳

や
、

 
道

の

べ
の
賀

茂

の
川
原

の
柳

か
げ

春

の
ゆ

き
き

に
た

れ
な

ら
す

ら
ん

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
(夫

木
抄

、
春

三
、

八

三
二
、
従

二
位

頼
氏

卿
)

な
ど

の
賀

茂
川

原

の
柳

や
、

 
広

沢

の
池

の
堤

の
柳

か
げ

み
ど

り
も

深
く

春
雨

ぞ
降

る

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(風
雅

集
、

春
中

、
九

九
、
前

大

納
言

為
家

)

な
ど
、
広

沢

の
池

の
堤

の
柳

も
詠

ま
れ

て

い
る
。

ま
た

『
散
木

奇
歌

集
』
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(五
三
九

)

の
詞
書

に

「
田
上

に
て
川

の
ほ

と
り

に
立

ち
な

み
た

る
柳

の

木
」

と
あ

る

の
も

そ

の

一
例

で
あ

ろ
う
。

一
方

こ
う

し
た
岸

の
柳

は
、

そ

の
風
景

が

一
般

化

す
る

に

つ
れ

て
歌

題
化

を
促

し
、

『
伊
勢

大
輔
集

』

(
一

一
九
)

に
は
東

三

条
第

の
池

の
柳

を

詠

ん
だ

「
岸

柳
」

が
見

え
、

『
橘
為

仲

集
』

(六

五
)

に
は
、

宇

治
殿

で

の

「
岸
柳

垂

糸
」

題

が
存

す

る
。

ま

た

『津

守

国
基

集

」

(
八
)

に
は

「
岸
柳

臨

水
」

題

が
見

え
、

治
暦

三
年

(
一
〇

六

七
)

三
月

十

五

日

「
備
中

守

定

綱
歌

合
」

で
は
、

「
岸
柳

」

が

設

題

さ
れ

て
も

い
る
。
従

っ
て

お
お
む

ね
後
拾

遺
期

頃

か
ら
、
 

 

そ

れ

は
奇
し

く
も
好

忠

の
竜

田
川
原

の
柳

詠

が

『後

拾
遺
集

』

に
入
集

す
る

の

と
ほ

ぼ
時

を
接

す

る

の
だ

が
 

 

、

「
岸
柳

」

題
が

固
定

化

し
始

め
る

と

見

て
よ

い
で
あ
ろ

う
。

 

さ

て
以
上

の
よ

う
な
岸

や

堤

の
柳

は

、
既
述

の
如

き
根

張
り

の
良

さ

か

ら
見

て
、
そ

れ
が
護

岸

の
た

め

に
植

え

ら

れ
た

の
で
あ

っ
た

こ
と
は
明

ら

か

で
あ

ろ
う
。

柳

田

国
男

が

『山

の
人
生

』

の
中

で
、

「
川

の
岸

に
あ

る

カ

ハ
ヤ
ナ
ギ

の
類

の
、
髭

根

の
極

め

て
多

い
樹
木

を
抜

い
て
来

て
、
其

根

を
よ

く
水

で
洗

ひ
、
そ

れ
を

寄

せ
集

め
て
蒲

団

の
代

り

に
し
た

さ
う

で
あ

る
」

と
述

べ
て

い
る
如

く
、

柳

は
髭
根

の
発

達

し
た
樹
木

で
、

護
岸

に
は

き
わ

め

て
適

し

て

い
た

の
で
あ

っ
た
。

 

と
こ
ろ

で
柳

の
護
岸

の
用

途

に

つ

い
て
、

そ

れ
を
具
体

的

か

つ
詳
細

に

記
し

た
も

の
と
し

て
、

江
戸

時
代

の
農

学
書

『百
姓

伝
記

』
が

あ
る
。

他

に
江
戸

時
代

の
博

物
学
書

『
成
形

図
説

』

に
も

そ
の
旨

は
記

さ
れ

て

い
る

が
、
前

者

の
方

が
よ

り
詳

密

で
あ

る
。

そ

こ

で

い
ま
、

『百

姓
伝

記
』

に

拠

っ
て

こ
れ
を
引

け
ば

、
同

書

の
巻

七

(防

水
集

・
川
除

堤

に
柳

・
竹

を

植

る
事
)

に
、

 

水

を

ふ
せ
ぐ

川
よ

け

に
は
、

堤

に
柳

を
植

る

に
ま

し
た
る
事

な

し
。
然

 
ど

も
柳

に
色

々
有
故

、
兼

て
見
習
、

覚

べ
し
。

川
柳

と
云

て
、

枝

の
多

 
く

さ
き
、

木

た
け

の
延

ぬ
、

葉

の
ほ
そ

き
柳
あ

り
。
堤

を
水

つ
き

よ
り

 
堤
腹

に
、

ひ
し

と
植
置

。
秋

の
末

に
枝

を
中

か
り

に
し

て
、

わ

か
ぼ
え

 
を

出

さ
す

る
。
年

々

か
ら
ざ

れ
ば

、
木

ふ
と

り
、
大

水

の
時
、

し

や

ん

 

と
た

ち
て
居

る

に
よ

り
て
、

水
あ

た

り

つ
よ

く
し

て
、
却

て
水

さ

か
ま

 

き
、
堤

腹

の
土
を

洗

ふ
事
多

し
。

年

々
か
り

て
は
、

枝

ほ
そ

く
や

わ
ら

 

か

に
し

て
、

大
水

の
時

、
堤

腹

へ
柳

の
枝

ひ
た
と

ね
る

に
よ

り

て
、

土

 

を
あ
ら

は
ず

。
か
り
取

に
伝

受
あ

る

べ
し
。
丸

葉
柳

・
楊
柳

・
こ
ぶ
柳
、

 

せ

い
の
延
上

ら

ぬ
柳
を

水
岸

に
さ
せ
ば
、

順

々

に
根

は

へ
ま

と

い
、

土

 

を

つ

〉
み
、
堤
腹

く
つ

れ
ず

。
ま

た
新
堤

を

つ
く

に
、
そ

だ

に
切

ま
ぜ
、

 
堤

に

つ
き
込

ば
、

わ

か
ぼ

ゑ
出

る
。
極

月
よ

り

二
月

ま

で
さ

し
た

る
が

 

よ
し
。

(以

下
略

)

と
述

べ
ら
れ

て

い
る
。

以
下

に
挿
木

の
方

法
や

大
木

に
な

る
柳

な
ど

は
植

え

る

べ
き

で
は
な

い
旨

が
述

べ
ら

れ
る

の
だ
が

、

こ
れ

に
拠

れ
ば

柳

は
、

水

漬

(
通
常
水

位

)
よ

り
堤

腹

(水
面

か
ら
堤

頂

の
間

、
川

側

の
法

面
)

に
植

え

ら
れ

て

お
り
、

堤

の
上

に
植

え

ら
れ

た

の
で
は
な

か

っ
た
。

す

な

わ
ち
堤

の
川
側

の
斜

面

に
植

え

ら
れ
た

わ
け

で

(柳

は
無
酸

素

に
耐

え

ら

れ
ず

、
水

中

や
土
中

深

く

に
根
を

伸
ば

せ
な

い
た

め
、

水
漬

き
よ
り

上

に

植

え

る

と

い
う
)
、
書

紀

の

「
水

行

け
ば

な
び

き

お
き

た
ち

」

と

い
う
表

現

な
ど

は
、
柳

の
枝

葉

が
水

面

に
漬

か
る
よ
う

に
植

え
ら

れ

て

い
た
こ

と

を

示

し
て

い
る

も

の
と
見

ら
れ

る
。
そ

し

て
そ
れ

は
、
右

の

『
百
姓

伝
記

』

に
言

う
如

く

、
「
大

水

の
時

堤
腹

へ
柳

の
枝

ひ
た

と
ね

る

に
よ

り

て
土

を

洗

は
ず

」

と

い
う
効

用
を
狙

っ
た
も

の
で
あ

ろ
う
。

『夫
木

抄

』

(春

三
、

八
七

二
、
光

後
朝

臣

)

の
、

 

瀬

を
早

み
水

か

さ
ま
さ

れ
ば

玉
川

の
川

ぞ

ひ
柳

枝
ぞ
流

る

る
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の

一
首

は
、
ま

さ

に
そ

の
光
景

を
写

し
取

っ
た
も

の
で
あ

ろ
う

し
、

ま

た

『風

雅
集

』

(春

中
、

一
〇
〇

、
法
印

定

円
)

の
、

 
吉

野
川

い
は
浪

あ

ら
ふ

ふ
し
柳

は
や
く

そ
春

の
色

は
見

え

け
る

の

一
首
中

に
見

ら
れ

る

「
ふ
し
柳
」

は
、

堤
腹

に
川

に
向

け

て
横
ざ

ま

に

植

え
ら

れ
た
柳

を
指

し

て
い
る
も

の
と
思

わ

れ
る
。

 

と

こ
ろ

で
柳

の
歌

と
言

え

ば
、

誰

し
も

す

ぐ

に

『新

古
今

集

』

(夏
、

二
六

二
)

に
入
集

す

る
西
行
法

師

の
、

 
道

の
辺

に
清
水

流

る
る
柳

か
げ

し
ば

し
と

て

こ
そ
立

ち
と

ま
り

つ
れ

の

一
首

を
想
起

し
よ
う

。

こ
の
柳

は
、

の
ち

に
、
謡

曲

「
遊
行

柳
」

を
経

由

し

て
、

藍
野

の
里

の
田

の
畔

に
残

る
柳

と

し

て

『
奥

の
細
道

」

に
伝

承

さ

れ
、

「
田

一
枚

植

ゑ

て
立

ち
去

る
柳

か

な
」

の

↓
句

を
芭

蕉

に
詠

ま

し

め

る

の
だ
が
、

し

か
し

こ
の
西
行

の
歌

に

お

い
て
も
、

や
は

り

一
本

の
柳

の
大
木

を

想
像

す

べ
き

で
は
な

い
の
で

は
あ

る

ま

い
か
。

「
遊

行
柳

」

で

は
川

岸

の

一
本

の
柳

の
老

大
木

が
示

さ

れ
、

ま

た

現
今

芦

野
温

泉

神

社

(栃
木

県
那
須

町
芦

野
)
参
道

入

口

の
田
園
地

帯

に
、

二
本

の
柳

の
大

木

が
遊

行
柳

と

し
て
伝

承
さ

れ
る
が

、

い
か
が

な
も

の

で
あ

ろ
う

か
。

こ

の

柳

も
、
道

の
辺

の
清
水

が
増

水
時

に
道

の
土

を
そ
ぎ

落

と

さ
な

い
よ
う

に

と
植

え
ら
れ

た
、
護
岸

の
柳

並
木

の
中

の

一
本

で
、

低

木

と
考
え

た
方

が

実

情

に
合
う

よ
う

に
思

わ
れ
る
。

実
際
低

木

種

の
イ

ヌ

コ
リ
ヤ

ナ
ギ

な
ど

は
小
川

の
ふ
ち
な
ど

に
生

え
る

と

い
う

(原
色

牧

野
植
物

大

図
鑑

)
。
も

っ

と
も
低

木

で
は
樹

蔭
納

涼

に

ふ
さ
わ

し
く
な

い
と

い
う

の

で
あ

れ
ば

、

亜

高

木

の
カ

ワ
ヤ
ナ
ギ

な
ど

を
考

え
れ
ば

よ

か
ろ
う

か
。

亜
高

木

の
も

の

で

も
、
幹

を
途
中

で
伐

れ
ば
護

岸

の
役

に
立

つ
と

さ
れ

る
。

 

そ

し

て
こ
う
し

た
河
岸

の
柳

は
、
近

代

に
入

っ
て
も

な

お
そ

の
風
景

を

形
造

っ
て
い
た
と
思

わ

れ
る
。

そ

の
顕

著

な
例

と
し

て
は
、

歌
集

『
一
握

の
砂
』

(明

治

四
三
年

)

に
初

出

す
る
石

川
啄

木

の
代
表

的

な
望

郷
歌

、

 
や

は
ら

か

に
柳

あ
を

め
る
北

上

の
岸

辺
目

に
見

ゆ
泣

け

と
ご

と
く

に

の

一
首

を

挙
げ

れ
ば
事

足
り

よ
う

か
。

こ

こ
に

は
岩
手

県
玉

山
村

渋
民

の

地
を
流

れ

る
北
上

川

の
岸
辺

の
柳

が
描

き
出

さ

れ
て

い
る
が

、

お
そ

ら
く

そ

れ
は

つ
い
最
近

ま

で
、
全

国
各

地

に
共
通

の
景

観

と
し

て
見

ら
れ

た
も

の
で
あ

っ
た

の
だ
ろ
う

。
し

か
し

そ

れ

に

つ
い
て
は
、

別
途

に
考

察

を
加

え

ね
ば

な

ら
な

い
。

 

い
ず

れ

に
し

て
も
私

た

ち
が
思

い
描

く
古

典
文

学

の
自

然

風
景

の
中

に

は
、
今

以

上

に
想

像

を
越
え

て
あ

ち

ら

こ
ち
ら

に
柳

が

点
在

し

て

い
た
と

考

え
て
よ

さ
そ

う

で
あ

る
。
柳

は
日
常

の
風

景

の
中

に
、
馴

染

み
深

く
そ

の
存
在
を
誇
り
、
ま
た
先
人

た
ち
の
生

活

の
用

に
立

っ
て

い
た

の
で
あ

っ
た
。

(付
記
)
本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
、
伊
藤
貞
彦
氏

の
御
教
示
を
得
た
。
感

謝
申
し
上
げ
る
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(か
わ
む
ら
 
て
る
お
)
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