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『
泊
〓

舎
集
』
に
於
け
る
古
典
摂
取

の

一
側
面

山

本

令

子

一
、

は

じ

め

に

 
江

戸
派

を
代

表
す

る
歌

人

の

一
人
清

水
浜
臣

は
、

当
代

一
流

の
考
証

学

者

と
し

て
も
知

ら
れ

る
。

そ

の
歌

は
、

古
今
集

調

に
新
古
今

集

調
を
加

味

し

た
優
雅

な
も

の
で
あ
る

が
、
本

歌

に
よ

り
か

か

っ
て
実
感

性

が
な

い
、

作
意

が
目

に

つ
き
余
情

に
乏
し

い
と

い

っ
た
欠
点

が
指
摘

さ
れ

て
き

た
。

た
だ
、

王
朝

の
事
物

を
好

ん

で
詠

み
込
む

と

い

っ
た
特
色

も
認

め
ら

れ

て

い
る
様

に
、
多

く

の
物

語

や
日

記
を
書

写

・
校
正

し
、
注

釈
書

を
も

の
し

た
彼

な

ら

で
は

の
詠
作

も

見
出

だ

さ
れ

る
の

で
は
な

か
ろ
う

か
。

 
本

稿

に
於

い
て

は
、
浜

臣

の
歌
藻

の
内
、

彼

の
死
後
嗣

子
光

房

に
よ

っ

て
編

ま

れ
、
文

政
十

二
年

に
刊

行

さ
れ
た
家

集

『
泊
酒
舎

集
』

を
資

料

と

し

て
、

『
源

氏
物

語
』

を

中

心

と
す

る
古

典
摂

取

と

い
う
観
点

か
ら
検

討

を
加

え

た

い
。

古
学

派

に
於
け

る
伊
勢

・
古

今

・
源
氏
取

り

が
汎
く

認
知

さ
れ
た

現
在
、

浜
臣

の
古

典
摂

取

の
様

相

を
指
摘

す

る
こ
と
が

、
果

た

し

て
ど

れ
だ
け

の
意
義

を
有

す

る
か
と

の
疑

念

も
存

し

よ
う
。
然

し
な

が
ら

、

文

人
浜
臣

の
全

体
像

を
捉

え

よ
う

と
試

み
る
な

ら
ば

、

そ

の
実

作

に
於

け

る
古

典
作

品

と

の
関

わ

り

に
対

す

る
目
配

り
も
怠

っ
て
は
な

ら
な

い
と

思

う

の
で
あ

る
。

二
、
浜
臣
と

「
源
氏
物
語
」

 

ま
ず

、
丸

山

季
夫
氏

の

『
泊
酒
舎

年
譜

』

に
よ

っ
て
、

浜
臣

の

『源
氏

物

語
』

に
関

す

る
事
績

を
挙

げ

る
。

 

 

文
化

二
年

六
月
十

七

日
 

石

川
雅

望

に
書

翰

を
送
り

、

源
氏
物

語
中

 

 

の

「
け

い
め

い
」

「
け

う

そ
う
」

「
い
か
う

」

「
ふ

て

ふ
」

の
語

句

の

 

 

考
証

意
見

を
申
送

る
。
七

月
十

二
日
雅
望

よ

り
、
返

書

来

り
、
七

月

 

 

二
十

三
日

再
度

の
意

見

を

送

る
。

(
清
石

問
答

)

な

ほ
浜

臣

に
は
、

 

 

源
氏

物
語

名
寄

図
考

(文
化

十
年

刊
)

の
著

あ

り
。

其

の
旧
蔵
書

に

 

 

は
紫

式
部

日
記
傍

注

(壷
井

義
名

撰
)

あ
り

て
、
之

に
、
栄

華
物

語

 

 

の
初

花
巻

、
源

氏
物

語
梅

ケ
枝
巻

、
枕

草
紙

、
古
今

集

、
夫

木
集

、

 

 

和

訓
栞

其
他

よ
り

の
抄

記

を
頭

注

す
。

(静
)

う

た

か

た

の
日
記

に

 

 

も
源

氏
物

語

の
筆

致

見

ゆ
。

 

 

文

化

八
年

正
月

 
松

平

定

信

に
召

さ

れ
、

源

氏
物

語

を

講

じ
、

「
み

 

 

つ
は
く

む
」

の
考

を

草

し
奉

る
。

こ
れ
は
白

河
少
将

に
め

さ
れ

て
、

 

 

源
氏

物
語

講

せ
し

に
、
夕
顔

巻

よ

め
る
を

り
、
御
問

に
答
奉

り

て
書

 

 

た

る
な

り
。

(答
問

雑
稿

)
此
時

白

か
ね
を

賜

は
る
。

 

 
 

花

さ
か

ぬ
す
ゑ

の
の
小
草
を

り

に
あ

ひ
て
め

ぐ
み

の
露

の
か

〉
る

g



 
 
け
ふ
か
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(泊
酒
舎
集
巻
七
)

す
な
わ
ち
、
石
川
雅
望
と
の
『源
氏
』
の
語
句
の
考
証
を
巡
る
意
見
交
換
、

松
平
定
信
に
対
す
る

『源
氏
』
進
講
の
他
、
『源
氏
物
語
名
寄
図
考
』
の

著
述
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
又
、
丸
山
氏
が
指
摘
さ
れ
た

『紫
式
部
日

記
傍
注
』

へ
の
書
き
入
れ
に
見
え
る

『源
氏
』
か
ら
の
抄
記
、
『う
た
か

た
の
日
記
』
へ
の
筆
致
の
影
響
の
他
、
『語
林
類
葉
』
『皇
朝
喩
林
』
に
於

い
て
も

『源
氏
』
か
ら
多
数
の
出
典
用
例
を
引
い
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ

よ
う
。

 

『泊
酒
舎
集
』
に
も
又
、
先
掲
の

「花
さ
か
ぬ
…
」
の
歌
の
他
、
数
箇

所
の
詞
書
に

『源
氏
』
の
書
名
が
見
出
だ
さ
れ
る
。

 
 
 
源
氏
物
語
に
寄
せ
て
懸
の
歌
詠
み
け
る
中
に
、
遇
不
逢
懸

 
 
二
度
と
結
び
も
あ
へ
ず
か
れ
に
け
り
軒
端
の
荻
の
露
の
契
り
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(巻
五
懸
歌
)

 
 
 
源
氏
物
語
寛
宴
に
紅
梅
大
臣
を
得
て

 
 
御
園
生
の
梅
の
盛
り
を
い
た
づ
ら
に
な
さ
じ
と
急
ぐ
親
心
か
な

 
 
 
同
じ
く
螢
兵
部
卿
宮

 
 
思
ひ
あ
ま
り
心
の
色
を
見
え
し
か
な
は
か
な
き
轟
の
影
を
頼
み
て

 
 
 
同
じ
く
六
條
御
息
所

 
 
人
心
と
き
は
の
色
の
変
は
ら
ず
ば
何
か
榊
の
忌
み
に
籠
も
ら
む

 
 
 
同
じ
く
弘
徽
殿
大
后

 
 
桐
壷
の
名
残
り
忘
れ
ぬ
妬
さ
を
も
須
磨
の
恨
み
に
思
ひ
は
る
け
ぬ

 
 
 
同
じ
く
、
右
馬
頭

 
 
つ
つ
ま
ず
も
も
ら
す
雨
夜
の
睦
語
り
我
ぞ
く
も
り
な
く
品
は
定
め
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(以
上
五
首
、
巻
六
雑
歌
上
)

 
 
 

又
、
白
地
の
扇
を
月
と
見
せ
て
、
重
な
り
た
る
山
が
た
の
扇
か
け

 
 
 

に
か
け
、

歌

を
ば
琵

琶

の
棲

に
書

き

て
添
え

つ
、

す

べ
て
橋

姫

の

 
 
 

巻

の
心

を
思

へ
り

 
 

こ
れ
し

て
も
招

き
な

る
る
や

と
も

す
れ
ば

雲

に
重

な
る
山

の
端

の
月

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(巻

七
雑

歌

中
)

こ

の
内
、

巻
六

の
例

は
源
氏

物
語
寛

宴

に
あ

た

っ
て
、
作

中

人
物

を
題

と

し

て
詠

じ
ら

れ
た
も

の

で
あ
る
が

、
螢

兵
部
卿

宮

を
詠

ん
だ

「
思

ひ
あ

ま

り

…
」

の
歌

に
就

い
て
は
、

堀

田
政

敦

に
よ

っ
て
主

催

さ
れ
、

文

化
十

一

年
十

一
月

に
披

講

さ
れ
た

『
詠
源
氏

物

語
和

歌
』

「
蛍
」
巻

の
浜
臣

詠

、

 
 

ほ

の
か

に
も
心

の
程

を
み

せ
し
が

な

は
か
な

き
中

の
影

を
た

の

み

て

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(
一
=

二
八
)

と

の
先
後

関
係

が
問
題

と

な
ろ
う
。

 

又
、
巻

七

の
例

は
前

歌

の
詞
書

か
ら

、
自
家

の
扇

合

の
折

の
作

で
あ

る

こ
と
が

知

ら

れ

る
が
、

「
橋

姫
」

巻

の
宇

治

の
大

君
と
中

君

と

の
挿

話

を

趣
向

と

し
た

も

の
で
あ

る

こ
と

は
云
う

ま

で
も
な

い
。

 

こ

れ
ら
は
各

れ

も
、
詞

書

に

『
源
氏

物
語

』

と

の
関

わ

り
が
明

示

さ

れ

て

い
る
が

、

『泊

酒
舎

集

』
巻

五

に
は
詞

書
等

に
言
及

が

な

い
も

の
の
、

『
源
氏
』

を
踏

ま

え
た

と
し

か
考

え

ら
れ

な

い
例

が
散

見
す

る
。

次
節

で

は
、

そ

れ
ら

に
就

い
て
少

し
く
検

討
を

加

え
た

い
。

三
、
「
泊
清
舎
集
」
巻
五
と

「源

氏
物
語
」

 

先

に
も

挙
げ

た

様

に
、

『
泊

酒
舎

集
』

巻

五
懸

歌

の
巻
軸

歌

は

「
源

氏

物

語

に
寄

せ

て
懸

の
歌
詠

み
け

る
中

に
、
遇

不
逢

懸
」

と

い
う
詞

書

を
有

し

、
光
源
氏

と
軒
端

の
荻
と

の
た
だ

一
度

の
逢
瀬

を
詠

じ
た
も

の
で
あ

っ
た
。

 

こ

れ

に
対

し

て
、
詞
書

に
は
明

示
さ

れ
な

い
も

の
の

『
源
氏
』

を

踏

ま

え
た

と
憶

し

い
例

が
存

す

る
。

一g一



 
た

と
え
ば
、

「
顯
懸

」
題

の
六
〇

七
番

歌
、

 
 

こ
り
ず

ま

に
み
る
め

を

か
れ
ば
浪

ゆ

す
る
磯

松
が

ね

と
身

は
な
り

け

 
り

は
、

『後

撰
集

』

・
巻

一
二

・
恋

四

・
八
〇
〇

番
歌

、

 
 

 
あ
だ

に
見

え
侍
り

け
る
男

に
 

 

 

 

 

 

 

詠

み
人

し
ら
ず

 
 

こ
り
ず

ま

の
浦

の
白
浪

立

ち
出

で
て

よ
る
ほ

ど
も

な
く

か

へ
る
ば

か

 
り

か

や
、

『大

和
物
語

』

七
九
段

 
 

 

 
又
、

同

じ

み

こ

(章

明

親

王
 

※
引

用

者

注
)

に
、

同

じ

女

 
 

 

(監

の
命
婦

 

※
同
)
、

 
 

こ
り
ず

ま

の
浦

に
か
つ

か
む
う

き
海
松

は
浪

騒

が
し
く

あ

り

こ
そ

は

 
せ

め

な
ど

に
も
見

え
る

「
こ
り
ず

ま

の
浦
」

を
詠

じ

た
も

の

で
あ

り
、

み

る
め

を
刈

る
と

い
う
表
現

も
又

、

『古
今

六
帖

』

一
八

七
〇

・
み
る
め

 
 
白

波

は
立

ち
騒

ぐ
と

も

こ
り
ず

ま

の
浦

の
み
る

め
は
刈

ら

む
と

そ
思

 

ふ

な
ど

に
見
え

る
様

に
、
ご

く
あ

り

ふ
れ
た

も

の
で
あ

る
。

た
だ
、

み
る
め

を
刈

っ
た

こ
と

に
よ

っ
て
磯
松

が

ね
と
な

っ
て
し
ま

っ
た

と
す

る

一
首

の

仕
立

て
は
、
朧

月
夜

と

の
密
通

事
件

を
契
機

に
須

磨

に
流
離

す

る

こ
と

に

な

っ
た

光
源

氏

の
姿

を
彷

彿

と
さ

せ

る
も

の
で
あ

ろ
う

。
「
須
磨
」

巻

に

は
、

源
氏
が
都

の
朧

月
夜

尚
侍

に
贈

っ
た
歌

と

し

て
、

 
 

こ
り
ず

ま

の
浦

の
み
る

め

の
ゆ
か
し

き
を
塩

焼

く
あ

ま
や

い
か

ゴ
思

 

は
む

の

一
首

を
挙

げ

る
が
、

こ

の
歌

を
含

む
物

語

の
筋

立

て

そ

の
も

の
が
、

『泊

酒
舎
集
』

六
〇

七
番

歌

の
背
景

と
し

て
機
能

し

て

い
る
と

考
え

る

の

で
あ

る
。

 
又

、
六

五
四
番

歌
、

 
 

 
人

の
女

の

い
と
幼

か
り

け
る

を
思

ひ
掛

け

て
文

遣

は
す

と

て

 
 

玉
章

を

み

つ
と
ば

か

り
は
答

へ
て
よ

ま
だ
難

波
津

は
辿

り
得

ず

と
も

は
、

『
後
撰

集

』
巻

一
七

・
雑

三

・

一
二

四
四
番

歌

(業

平
集

七

九
/

古

今
六
帖

一
八
〇

八

・
ふ
ね
/

伊
勢

物
語

六

六
段
)
、

 
 

 
身

の
憂

へ
侍

り
け

る
時
、

摂
津

の
国

に
ま
か

り
て
住

み
始

め
侍

り

 
 

 
け

る

に
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業

平
朝

臣

 
 

難
波
津

を
今

日

こ
そ

み

つ
の
浦
ご

と

に

こ
れ
や

こ

の
世

を

う

み
わ
た

 

る
舟

な

ど

に
見

え
る
、

難
波

津

の
御
津

の
浦

を

詠
じ

て

い
る
が
、

こ
こ

で
想

起

さ

れ
る

の
は

「
若
紫
」

巻

の
次

の
様

な
叙
述

で
あ
る
。

 

す
な

わ
ち
、
北

山

か
ら
帰

京

し
た

源
氏

は
尼

君
あ

て

の
消

息

の
中

に
、

若
紫

あ

て

の
小

さ
な
結

び

文
を

入
れ

て
贈

る
。
こ
れ

に
対
し

て
、
尼

君

は
、

 
 

ゆ

く

て
の
御

事

は
な

ほ
ざ

り

に
も
思

ひ
給

へ
な

さ
れ

し
を

、

ふ
り

は

 
 

へ
さ
せ
給

へ
る

に
、

聞

こ
え
さ

せ

む
方

な
く
な

む
。

ま
だ

難
波

津
を

 
 

だ

に
は

か
ぐ

し
う

つ
ゴ
け
侍

ら
ざ

め

れ
ば

、

か

ひ
な
く

な

む
。

さ

 
 

て
も
、

 
 

 
嵐

吹
く

を

の

へ
の
桜
散

ら

ぬ
間

を
心

と
め

け
る

ほ
ど

の
は

か
な

さ

 
 

い
と

》
う

し

ろ
め

た
う
。

と
答

え

て

い
る
。
手

習

い
の
初
歩

と
し

て
用

い
ら

れ
る
難
波

津

の
歌

も
未

だ

上
手

く
続

け
ら

れ
な

い
の
で
返
事

を
差

し

上
げ

さ
せ

る
こ

と
も
出

来

な

い
と

い
う

の
で
あ

る
。

源
氏

は
重

ね

て
消
息

を
送

り
、

若

紫

あ

て

に
、

「
か

の
御

放

ち
書

き

な

む
な

ほ

見
た

ま

へ
ま
ほ

し
き
」

と

し

て
、

「
あ

さ

か
山
浅

く
も
人

を

思

は
ぬ

に
な
ど
山

の
井

の
か
け
離

る

ら
む
」

の
歌
を
同
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封

す
る
。

こ

れ
は
、

や

は
り
手

習

い
歌

と
し

て
知

ら

れ
る
浅
香

山

の
歌

を

踏

ま
え

た
も

の
で
あ

り
、

尼

君
は

「
汲

み
そ
め

て
く
や

し
と
聞

き

し
山

の

井

の
浅

き
な
が

ら

や
影

を
見

る

べ
き
」

と
返

歌

す
る
が

、
浜
臣

詠

の
幼
女

に
懸

想

を
し

て
手
紙

を
送

る

と

い
う
設
定

や
、

た
と

え
難
波

津

の
歌

も
続

け

ら
れ

な

い
と
し

て
も
返

事

が
欲

し

い
と

い
う

歌
意

は
、

こ
の

「若

紫

」

巻

の
条

り

に
依

拠

し
た
も

の
で
は

な
か

ろ
う

か
。

 
同

様

に
、
「
寄

衣
懸

」
題

の
六
七

八
番
歌

、

 
 

忘

ら
れ

て
年

を

ふ
る
き

の
皮
衣

な

れ
初

め

し
世
を

今
ぞ
恨

む
る

は
、

末
摘

花

の
物
語

を
念

頭

に
置

い
た
も

の

の
様

に
思

わ

れ
る
。
皮

衣

と

い
う
素

材

は
早

く
、

『
万
葉

集
』

巻

九

・
雑

歌

・

一
六

八
六
番

歌

(古
今

六
帖

三

三

一
七

・
か
は
ご

ろ

も
/
夫

木
抄

一
五

五

二
七

・
か
は

こ
ろ
も

)
、

 
 

 
 

献
二
忍
壁
皇

子

'歌

一
首

詠
一
仙

人
形

・

 
 

 

と

こ
し

へ
に
夏
冬

行

け
や
皮

衣
扇
放

た

ぬ
山

に
棲

む
人

や

、

『同
集

』
巻

一
六

・
三
九

〇
六

番
歌

 
 

 
 

 
越

中

国
歌

 
 

 
伊

夜
彦

神

の
ふ
も

と

に
 
今

口
ら
も

か
 
鹿

の
臥

す

ら
む

 
皮

 
 

衣
着

て

角

つ
き

な
が

ら

な

ど

に
詠

じ

ら
れ

て

お

り
、

『
竹

取
物

語
』

の
阿

部

の

み
む

ら
じ

に
課

せ

ら
れ

た
難
題

は
火
鼠

の
皮

衣

を
探

し
求

め

て
く
る

こ
と

で
あ

っ
た
。

又
、

『
宇

津
保

物
語

』

「
蔵

開
中

」
巻

に
於

い
て
も
、

俊
蔭

の
家

の
集

を
進

講

す

る

た
め
、
宮

中

に
留

め
置

か
れ

た
仲
忠

に
女

一
宮

か
ら
届

け

ら
れ

た
宿

直

物

の
内

に
、

「
六

尺

ば

か

り

の
黒
 

の
裏

、
綾

の
裏

つ
け

て
、
綿

入

れ

た
る
」
が
含

ま
れ

て

い
た
。
た
だ
、

浜
臣

歌
が
皮

衣

を
詠

じ
た
背
景

に
は
、

「
末
摘

花
」
巻

に
於

け
る
次

の
様

な
描

写
が
想

起

さ
れ

る
の

で
あ

る
。

 
 

着

た
ま

へ
る
も

の
ど
も

を

さ

へ
言

ひ
た

つ
る

も
、
も

の
言

ひ

さ
が
な

 

 
き

や
う

な
れ

ど
、
昔

物
語

に
も

人

の
御

装
束

を

こ
そ

ま
つ
言

ひ
た

め

 

 
れ
。

聴

し
色

の
わ

り
な

う
上
白

み

た
る

一
襲

、
な
ご

り
な
う

黒

き
桂

 

 
重

ね

て
、
表
着

に
は
黒
 

の
皮

衣
、

い
と

き
よ
ら

に

か
う
ば

し

き
を

 

 
着
給

へ
り
。
古

体

の

ゆ
ゑ
づ

き
た

る
御

装
束

な

れ
ど
、

な

ほ
若

や

か

 

 
な

る
女

の
御

よ
そ

ひ

に
は
似
げ

な
う

お
ど

ろ

お
ど

う

し
き
事

、

い
と

 

 
も

て
は

や
さ

れ
た

り
。

さ
れ
ど

、
げ

に
こ
の
皮

な

う

て
は

た
寒

か
ら

 

 
ま

し
と

見

ゆ
る
御
顔

ざ

ま
な

る
を
、

心
ぐ

る
し

と
見
給

ふ
。

こ
の
皮
衣

姿

は
源
氏

の
眼

に
印
象
深

く
映

っ
た

も

の
ら

し
く

、

 

 
世

の
常

な

る
ほ
ど

の
、

こ
と
な

る
事

な
さ

な
ら
ば

、
思

ひ
捨

て

〉
も

 

 
や

み

ぬ

べ
き
を
、

さ
だ

か

に
見

た

ま
ひ

て
の
ち

は
、
中

く

あ

は

れ

 

 

に

い
み
じ
く

て
、

ま

め
や

か
な
る

さ
ま

に
常

に
お
と
つ

れ
給

ふ
。
黒

 

 
 

の
皮

な
ら

ぬ
絹

、
綾

、
綿

な
ど
、
老

い
人

ど
も

の
着

る

べ
き
も

の

》

 

 
た

ぐ

ひ
、

か

の
翁

の

た
め
ま

で
、
上

下

お
ぼ
し

や
り

て
た

て
ま

つ
り

 

 
給

ふ
。

と

い
う
条

り

で

も

「
黒
 

の
皮

な

ら

ぬ
」
と

い
う
形

で
回
想

さ

れ

て

い
る
。

浜

臣
歌

一
首

の
趣

き

は
、
皮

衣

の
姫

君
末

摘
花

を
彷
彿

と

さ

せ
る
も

の
で

は
な

か
ろ
う

か
。

 

更

に
、

「絶

後
悔

懸

」
題

の
六

三
〇
番

歌

 

 
性

な

さ
を
懲

ら

さ
む

と

て
ぞ
背
き

に
し
思

へ
ば
終

の
よ

す
が
な

り

し

 

を
は
、

『
源
氏
物

語

』

「帯

木
」

巻

の
雨

夜

の
品
定

め

に
於

け

る
左

馬
頭

の
体

験

談
、

指
喰

い
の
女

の
話

を
思

わ
せ

る
。
女

の
嫉
妬

深
さ

に
手

を
焼

い
た

左

馬

頭

は
、

「
か
う

あ
な

が

ち

に
し

た
が

ひ

お
ち

た
る

人
な

め

り
。

い
か

で
懲

る
ば

か
り

の
わ
ざ

し

て

お
ど
し

て
、

こ
の
方

も
す

こ
し

よ
ろ

し
く

も

な
り
、

さ

が
な

さ
も

や
め

む
」

と
思

い
、

わ
ざ

と
薄

情

に
振

る
舞

っ
て
み
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せ

る
の

で
あ
る

が
、
そ

う

こ
う
す

る
内

に
、

女

は
ひ
ど

く
嘆

き
悲

し

ん
で

亡
く

な

っ
て
し

ま

っ
た

の
で
あ

っ
た
。

語

り
手
左

馬
頭

の
有

り
様

は

「
い

と
あ
は

れ
と
思

ひ
出

で
た

り
」

と
記

さ
れ

る
が
、

浜
臣

歌

は
、

こ
の
挿
話

を

思
わ

せ
る
様

な
仕
立

て
に
な

っ
て

い
る
。

 

以
上
、

見

て
来
た
様

に

『
泊

酒
舎

集

』
巻

五

に
は
、

詞
書

に
言
及

が
な

い
も

の
の
、
明

ら

か
に

『源

氏
物

語
』

を
意

識

し
た

と
思

わ
れ

る
表

現

・

設
定

の
歌

が
収

め
ら

れ

て

い
る
。

そ

し

て
、

こ
の

こ
と
は

『
源
氏
物

語
』

に
と
ど

ま
ら
ず

、
彼

の
古
典

摂

取

の
在

り
方

の
問

題

と
し

て
考
え

る

こ
と

が
出

来

る
様

に
思
わ

れ
る

の

で
あ
る
。

四
、
「泊

酒
舎
集
」
巻
五
と
古
典
作

品

 
巻

五

の
巻

軸
歌

が
、
軒

端

の
荻

と
の
恋

を
詠

じ
た
も

の
で
あ

る
こ
と
は
、

再

三
述

べ
て
き
た
が
、

そ

の
直
前

に
配

さ

れ

た
二
首

に
は
、

「
寄
催

馬
楽
」

と

の
詞
書

が
付

さ

れ
て

い
る
。

 

 
其

の
駒

に
朝
く

ら

お
き

て
近
江
路

を

妹
が

門
ま

で
辿

り
来

に
け
り

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(
六
九
〇

)

 

 
人

心
標

の
帯

の
中

絶

え

て
今

は
悔

い
す

る
身

と

そ
成

り
ぬ

る

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(
六
九

一
)

こ

の
内
、
六
九

〇
番

歌
が
単

に
歌
謡

の
曲
名

「其

駒
」

「
朝
倉

」

「近

江
路

」

「
妹
が

門
」

を
織

り
込

む

に
留

ま

る

の
に
対

し

て
、

六
九

一
番
歌

は

「
石

川

」

の
歌
詞

、

「
石
川

の
 

高

麗

人

に
 

帯

を
取

ら

れ

て
 

か
ら
き

悔

す

る
 

い
か
な

る
 

い
か
な

る
帯

ぞ
 
標

の
帯

の
 
中

は
た

い
れ

る
か
 

か

や
る

か
 

あ

や
る

か
 
中

は

い
れ

た
る

か
」

を
踏
ま

え

た
も

の
と
な

っ
て

い
る
。

 

又
、

「
山
家

懸
」

題

の
六

三
九
番

歌
、

 

 
う

つ
ほ
木

に
あ
ま

た

の
年

を

住

み
わ
び

ぬ
か
り
そ
め

臥
し

の
人

を
待

 

つ
と
て

は
、
校

註

國

歌
大

系

の
頭
注

が

、

「宇

津

保
物

語
仲

忠

の
母

を

思
う

て
詠

じ
た

。
」

と
指

摘

す

る
様

に
、
兼

雅

と

の

か
り

そ
め
臥

し

の
契

り

の
後

、

足

掛

け
七
年

も

の
歳
月

を
北

山

の
う

つ
ほ

で
暮

ら
し
た
俊

蔭
女

の
姿
を

詠

じ
た

も

の
と
考

え
ら

れ
る
。

浜
臣

の

『
宇
津

保
』

に
対

す
る
造

詣

の
深

さ

は
、

そ

の
注

釈

『
宇
津

保
物

語
考

証

』

に
端
的

に
顕

れ
て

い
る
。

 

更

に
、

「
寄
鏡

懸
」

題

の
六

八
三
番

歌
、

 

 

ひ
も
鏡

わ

れ

て
契

り

し
中

な
れ

ば

二
度

結

ぶ
折
も
あ

り

な
む

は
、

『
唐
物

語

』
第

一
〇

話

に
見

え

る
、

鏡

の
半

片
を
頼

り

に
再
会

を

果

た
し

た

徳
言

と
陳

氏

の
故
事

に
拠

っ
た
も

の
で
あ

ろ
う
。

『
唐
物

語

』

文

化

六
年

版
本

を
校

刊

し
、

こ
れ

と
合

冊

の
形

で
、

自
身

の
注
解

『唐

物

語

提
要

』
を

世

に
問
う

た
浜

臣
が

、

そ

の

一
話
を
自

詠

に
用

い
た

と
見
倣

し

た

い
。
当

該
説
話

は
既

に
、

 

 

 
唐

人

の
妹

と
分

か
ち

し
か

ら
鏡

わ
れ

て
も
君

に
逢

は
む

と
そ
思

ふ

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(為
忠

家
後

度

百
首

六
六

一
・
寄
鏡

恋

・
為
経

)

 

 

 
 

元
享

元
年

九
月

廿
六

日
、

亀
山

殿

に

て
う

へ
の
を

の

こ
ど
も

題

 

 

 
 

を
探

り

て
歌

つ
か
う

ま

つ
り

け
る
次

に
、

同
じ
心

を
詠

ま

せ
給

 

 

 
 

う

け
る
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

後

宇
多

院
御

製

 

 

 

た
な
ぼ

た

は
わ

れ
て

又
逢

ふ
鏡

か
と
秋

の
七

日

の
月

や
見

る

ら
む

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
(新

千
載
集

三

三

「
・
巻

四

・
秋

上
)

 

 

 
市

人

の
か

へ
し
鏡

の
わ
れ

て
だ

に
逢

ふ
例
し

あ
る
世

を

よ
頼

ま
む

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

(永
享

百
首

八
五

五

・
寄

鏡
恋

・
持

基
)

な
ど

と
詠

じ
ら
れ

て

い
る
が

、
浜

臣
詠

は

こ

の
故
事

を
踏

ま
え

る

と
共

に

『
万
葉
集

』

に
も

見

え
る

「
ひ

も
鏡
」

の
語

を
用

い
て

】
首

を
仕

立

て
て
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い
る
。

 

す
な

わ
ち
、

右

に
挙
げ

た
諸

例

か
ら

は
、

浜
臣

が

『
源
氏
』

に
限

ら
ず

古
典

作
品

の
表

現
と
設

定

と
を
借

り

て
、
自

己

の
和

歌

世
界

の
構
築

を
試

み
て

い
る
こ

と
が
窺

わ
れ

る

の
で
あ

る
。

五

、

お

わ

り

に

 

以
上
、

見

て
き
た
様

に

『泊

酒
舎

集
』

巻

五

に
は

『
源
氏
物

語
』

を
中

心

と
す
る
古
典

作
品

を
積
極

的

に
取

り

込
む
姿

勢
が
窺

わ

れ
る
。
そ
し

て
、

そ

れ
は

「
物
語

・
漢
詩

文

・
故
事

な
ど

の
表

現
や
内

容

の

一
部
を
取

り

用

い
る
こ
と

に
よ

っ
て
、

一
首

の
背
後

に
物

語
や
詩

文

の
世
界

を
揺
曳

さ

せ
、

表

現

・
情

調

の
重
層
化

を

は
か

ろ
う

と
す

る
作
歌
技

法

」

と
定
義

さ
れ

る

と
こ

ろ
の

「
本

説
取
」

の
域

に
留

ま
ら

な

い
も

の
で
あ

っ
た
様

に
思
わ

れ

る

の
で
あ

る
。

或

る
題

を
詠

じ

る
た

め

に
、

古
典
作

品

を
利

用
す

る
と

い

う

よ
り

は
む
し

ろ
、
古

典
作

品

か
ら
題

を
設

定

し
、
作

品
世

界

の
拡

が

り

の
中

に

一
首
を

仕
立

て
る
営

み
で
あ

っ
た

の
で

は
な

か
ろ
う

か
。

と
す

れ

ば

、

こ

こ
で
、
参

照

さ

れ

る

べ
き

は
、

『
う

け
ら

が
花

』

巻

五
恋
歌

の
巻

末

歌
群

な
ど

で
あ

る
様

に
思
わ

れ
る

の

で
あ

る
。

 

 
 
後

撰
集

の
、

木

の
葉

散

る
山

の
下
水

埋

れ

て
流

れ

も
や

ら

ぬ
も

の

 

 
 

を

こ
そ
思

へ
、

と

い
ふ
歌

の
返

し

の
心

を

 

 

お
ぼ
ろ
げ

の
水

の
流

れ
や

い
さ

さ

め

に
散

る
木

の
葉

に
も
淀

む

な
る

 

ら

む
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(
一

一
六

四
)

 

 
 

同
じ
く

あ
だ

に
見

え
侍

り
け

る
男

に
、

こ
り
ず

ま

の
浦

の
白
浪

立

 

 
 

出

で
て
見

る
程
も

な
く

か

へ
る
ば

か
り

ぞ
、

と
あ

る
歌

の
返

し

の

 

 
 

心
を

 

 
須

磨

の
浦

の
松

の
嵐

の
は
や
け

れ
ば
淀

み
も
や

ら

で
か

へ
る
浪

か
な

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(
一

一
六

五
)

 
 

 
同

じ
く
、

今

は
て

ふ
心

つ
く
ば

の
山

見

れ
ば

梢

よ
り

こ
そ
色
変

は

 
 

 
り

け
れ
、

と

い
ふ
歌

の
返

し

の
心
を

 
 

筑
波
峰

の
し
つ

く

て
ふ
名

は
涙

に

て
変

は

る
は
袖

の
色

に
ざ

り

け

る

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(
一 
一
六

六
)

 
 

 
後
拾

遺
集

の
、

忍
び

つ

つ
止

み
な

む
よ

り
は
思

ふ

こ
と
あ

り

け

る

 
 

 

と
だ

に
人

に
知

ら

せ
む
、

と

い
ふ
歌

の
返

し

の
心
を

 
 

山

の
井

の
や
ま

む
よ

り
は

と
聞

く

か
ら

に
浅

き
心

を
汲

み
て

こ
そ
知

 

れ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(
一

一
六
七
)

古
歌

一
首

或

い
は
そ

の

一
部
を

題
と

す
る

こ
と
、
い
わ
ゆ
る
仮

名
句

題

は
、

こ
の
時
代
何

も
新

し

い
こ
と

で
は
な

い
。

た
だ
、

浜
臣

同
様

、
江

戸

派
を

代
表

す

る
歌
人

で
あ

り
、

か

つ
考

証

学
者

と
し

て
も
優

れ

た
業
績

を
遺

し

て

い
る
千

蔭
が

、
古

歌

の
返
し

の
心

を
詠

じ
る

と

い
う

試

み

に
取

り

組

ん

で

い
る

こ
と

は
注
目

に
値

し

よ
う
。

そ

こ

に
は
、

古
典

世
界

の
内

に
身
を

置

き
、
古

典
世

界

に
没
入

し

よ
う

と
す

る
姿

勢

が
共
通

し

て
看
取

さ
れ

る

の
で
は

な

か
ろ
う

か
。

 
確

か

に
、
浜

臣

の
歌

に
は
、

従
来

指
摘

さ
れ

て
き

た
如

き
欠

陥
が

認

め

ら
れ

る
。

然

し
な

が
ら
、

本
稿

で
見

て
来

た
様

な
、
古

典
作

品

を
巧

み
に

か

つ
積
極

的

に
摂
取

し

た
詠
歌

は
該

博

な
知
識

と
教
養

と
に
裏

打

ち
さ

れ

た
、
彼

な
ら

で

は
の
作

と
も

云
え

よ
う
。

浜
臣

の
和

歌
を
考

え

て

い
く

に

あ
た

っ
て
は
、
彼

の
遺

し
た

膨
大

な
蔵
書

へ
の
書

き
入

れ
や
注

釈
書

類

と

の
照
ら

し
合

わ
せ

が
不

可
欠

で
あ

り
、
今

後

の
課
題

と
し

て
、

尚
考

え

て

し
き

た

し
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注
和

歌

の
引
用

に
就

い
て
は
、
特

に
断
わ
り

の
な

い
限
り
、

『新
編

国
歌
大
観
』

に
拠

っ

た
が
、
私

に
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ

る
。

(1
) 
浜

臣
の
歌
風

に
就

い
て
言
及

さ
れ
た
も

の
と
し
て
は
、
佐
々
木
信
綱
氏

『近

 

 

世
和

歌
史
』

(博
文
館

・
大
正
十

二
年
/

佐
々
木
信
綱

歌
学
著
作
覆
刻

選
第

四

 

 

巻

・
本

の
友
社

・
平
成
六
年
)
、
山
岸
徳
平
氏

「泊
酒
舎
集
」
解
題

(『近
代
諸

 

 

家
集

 
四
』

・
校

註
國
歌
大
系

第
十

八
巻

・
國
民
圖
書

・
昭
和
四
年
)
、
佐
藤

 

 

宗
亮

氏

「清
水

浜
臣

の
歌
」

(窪

田
空

穂

・
松
村
英

一
氏
編
著

『徳

川
時
代
和

 

 

歌

の
研
究
』

・
立

命
館
出
版

部

・
昭
和

八
年

)、
辻
森

秀
英
氏

『近

世
後
期
歌

 

 

壇

の
研
究
』

(桜
楓
社

・
昭
和
五
十
三
年
)、

『日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』

「泊
酒

 

 

舎
集

」
の
項

(梅
谷
文
夫
氏
執
筆

・
岩
波
書
店

・
昭
和

五
十
九
年
)、

『和
歌
大

 

 

辞
典

』
「泊
酒

舎
集
」

の
項

(辻
森
秀

英
氏
執
筆

・
明

治
書

院

・
昭

和
六
十

一

 

 

年
)

な
ど
が
あ

る
。

(2
) 

以
下
、
「
泊
酒
舎
集
」

の
引
用

は
、
前

掲
山
岸
徳

平
氏
校
註

『近

代
諸
家
集

 

 
 

四
』

に
拠

っ
た
が
、
私

に
歌
番
号
を
付

し
た
他

、
表

記
を
改
め
た
箇
所
が
あ

 

 

る
。

(3
) 

丸
山
季
夫
氏

『泊

酒
舎
年

譜
』

(私
家
版

・
昭
和

三
十
九
年

)。

(4
) 
引

用
は
、
松

野
陽

一
・
上

野
洋
三
氏
校

注

『近
世
歌
文

集
上
』

(新
日
本
古

 

 

典
文
学
大
系

六
十

七

・
岩
波

書
店

・
一
九
九
六
年
)

に
拠

っ
た
。

(5
) 

以
下
、
「
源
氏
物
語
」

の
引
用

は
、
柳

井
滋

・
室
伏

信
助

・
大
朝

雄
二

・
鈴

 

 

木

日
出
男

・
藤

井
貞
和

・
今

西
祐

一
郎
氏
校

注

『源
氏
物

語

=

(新
日
本
古

 

 

典
文
学
大
系
十
九

・
岩
波
書

店

・
一
九
九
三
年
)

に
拠

っ
た
。

(6
) 
引

用
は
、
土
橋

寛

・
小

西
甚

一
氏
校
注

『
古
代
歌
謡
集
』

(日
本

古
典
文
学

 

 

大
系

三

・
岩
波
書
店

・
昭
和

三
十
二
年
)

に
拠

っ
た
。

(7
)

前
掲

『和
歌
大
辞
典
』

「本
説
」

の
項

(寺

田
純

子
氏
執

筆
)。

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

(や
ま
も
と
 
れ

い
こ
)
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