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恋

ふ

こ

と

・
思

ふ

こ

と

『万
葉
集
』

に
お
け
る
そ

の
連
関

松

田

浩

 

 
 

 

一 

は

じ

め

に

 
現

代
語

に
お

い
て
恋
人

と
思
人

と

は
と
も

に
同
じ
人

を
指

す
。

そ

れ
ぞ

れ

の
語

が
照
射

す

る
対
象

は
、
同

じ
人
物

で
あ

る

こ
と
は
間
違

い
な

い
。

そ

も

そ
も

、

「
思

ふ
」

と

い
う
語

は
、

も

の
を
頭

の
中

で
考

え
構
成

し
、

ま

た
感
情

を
抱

く

こ
と

で
あ

る
が

、
万
葉

の
昔

か
ら

「
思

ふ
」

は
、
我

々

か
ら
見

て
、
恋

を

す
る

と

い

っ
た
意

味

に
用

い
ら
れ

て

い
る
。

 

 
吾

が

命

の
全

け

む
限

り
忘

れ

め

や

い

や

日

に

け

に

は

念

益
十

万

 

 

(
四

・
五
九

五
)

一
首

は

、
笠

女
郎

が
家
持

に
贈

っ
た
歌

で
あ

る
が
、
仮

に
訳
出

し

て
み
れ

ば
、

「
私

の
命

の
あ

る

限

り
忘

れ
る

こ
と

が
あ

ろ
う

か
。

い
よ

い
よ

日
毎

に
思

い
の
増

し

て

ゆ
く

こ
と

は
あ

っ
て

も
。
」

と

い

っ
た

意
味

に
な

ろ
う

が
、

こ

の

「
念

益

(思

ひ
増

す
)
」

は
、

矢
張

り
、

恋

し

さ
が

募

る

と

い

う
意

味

で
解
釈

が

で
き

る
。
勿
論

、

こ
れ
は

こ

の
歌

の

み
に
当

て
は

ま
る

こ
と

で
は
な

く
、
集

中

に
は
、

 

 
珠

衣

の

さ

ゐ
さ

ゐ
し

づ

み
家

の
妹

に
も

の
言

は
ず

来

に
て

思

金

津

 

 
裳

(
四

・
五

〇
三

)

 

 
意

宇

の
海

の
潮

干

の
潟

の
片
念

ホ

思

哉
将

去
道

の
な

が

て
を

(四

・

 

 

五
三

六
)

 

 

皆
人

を
寝

よ
と

の
鐘

は
打

つ
な

れ

ど
君
乎

念

者

寝

ね

か

て

ぬ
か

も

 

 

(
四

・
六

〇
七
)

な
ど

、

そ

れ
ぞ

れ
、

現
代

語

訳
を

試

み

れ
ば
、

「
思

金

津
裳

(思

ひ
か

ね

つ
も

)
」

(四

・
五
〇

三
)

は

「
恋

し

さ

に
堪

え
ら

れ
な

い
」
、

「
思
哉

将
行

(思

ひ
や

行

か
む
)
」

(四

・
五
六

三
)

は

「
恋

し

く
思

い
な

が

ら
行

く

の

だ

ろ

う

か
」
、

「
君
乎

之

念

者

(
君

を

し

思

へ
ば

)
」

(
四

・
六

〇

七

)

は

「
あ

な

た
を
恋

し
く
思

う

の

で
」

と

い
う
意
味

で
あ

る
と
了

解

で
き

る
。

我

々

に
と

っ
て
、
「
恋

し
く

思
う
」

と
解

釈

で
き

る
と
思

わ

れ

る

「
思

ふ
」

は
存

外

に
多

い
。

 

 

こ

ひ
す
れ
ば

わ

が
身

は
影

と
な

り

に
け

り
さ

り

と
て
人

に
添

は

ぬ
も

 

 

の

ゆ

へ

(古

今

・
五

二
八
)

 

 

夕

月

夜

あ

か

と

き

闇

の
朝

影

に

あ

が

身

は

な

り

ぬ

汝
乎

念

金

丹

 

 

(万

葉

・
一

一
・
二
六
六

四
)

 

右

の
二
首

に
お
け

る

「
影
」

と
は
、

細
く

實

れ
た
様

を
言

っ
て

い
る
。

前

者

は
、

恋
す

る

そ

の
苦

し

み
に
よ

っ
て
影

と

な
る

の
で
あ

り

、
後

者

は



思
う

そ

の
苦

し

み
に
よ

っ
て
そ

れ
と
な

る

の
で
あ

る
。

古
今
集

よ

み
人

し

ら
ず

に
現

れ
た

「
恋

す
」

は
万
葉

集
十

一
巻

二

六
六

四
番

の
歌

に
見
ら

れ

る

「
思

ふ
」
と
同

じ
様
な
文

脈

の
中

に
あ

る
。

こ
こ

に
見
ら

れ

る

「
思

ふ
」

は
矢

張
り

「
恋

す
る
思

い

に
堪

え

か
ね

て
」
、

と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う

。

 

た
だ

し
、

こ
の
万
葉
人

が
使

う

「思

ふ
」

は
、

本
当

に

「
恋

し

い
と
思

う
」

と

い
う
意
味

で
解
釈

さ
れ

て
よ

い
も

の
で

あ
ろ
う

か
。

両
者

が
語

を

違

え
て

い
る
こ

と
は
、

そ

の
意
味

に
お
け

る
差
違

を

も
要
求

し

て

い
る
と

見
な

く

て
は
な

る
ま

い
。

 
 

い
か

に
し

て
懸

止
物
序

天
地

の
神

を

祈

れ

ど
吾

八

思

益

(
=

二
・

 
 

一二
三
〇

六
)

こ

の

一
首

に
は
、

「恋

ひ
」

・

「
思

ひ
」

の
両

語

が
用

い
ら

れ

て

い
る
。

一
首

は
、
旧

岩
波
古

典
大
系

で
は

「
ど

う
し

た

ら
恋

が

や

む
も

の
で
し

ょ

う
。

天
地

の
神

に
祈

っ
て
も
私

は

い
よ

い
よ
恋

心
が

ま

し

て
来

ま
す
。
」

と
訳

さ

れ
て

い
る
。

こ
れ

に
従

え
ば
、

訳

の
上

で
は
両

者

の
差

異
は
見

え

な

い
と

い
う

こ
と

に
な

る
が
、

「
恋

ひ
」

と

「
思

ひ
」

と

が

一
首

の
中

に

使

い
分

け

ら
れ

て

い
る

こ
と

は
、

「
思

ひ
」

が
単

に

「
恋

ひ
」

の
変

わ

り

で

は
な

い
こ
と
を

示
そ
う

。

で
は
、
恋

の
歌

の
な

か
に
現

れ
る

「
思

ふ
」

と

は
、

一
体

ど

の
よ
う
な
意

味

を
負

っ
て

い
る

の

か
、

と

い
う

こ
と
が

問

題

と
な

る
。

 
本

稿

で
は
、

一
見
我

々

に
同

じ
様

な
意
味

内
容

を
持

つ
よ
う

に
了
解

さ

れ

る

「恋

ふ
」
「
思

ふ
」

の
両

語

の
差

違

を
明

ら

か

に
す

る

こ
と

を
目
的

と

し
た
上

で
、
そ

れ
ぞ

れ
の
動
作

・
状

態
が

ど

の
よ
う

な
相
関

を

持

つ
の

か

と

い
う

こ
と
を

考
察

し

て
み
た

い
。

そ

れ

に
は
先

ず
、

「
恋

ふ
」

の
動

作

・
状
態

の
い
か
な
る

も

の
で
あ

っ
た

か
を
考

え

ね
ば

な

ら
な

い
。

一
一 

「恋

ふ
」

こ
と

 

万
葉
集

に
お
け

る

「
恋

ふ
」

は
、

大
野

晋
氏

に
よ
れ
ば

、

 

 
あ

る
、

ひ

と

り

の
異

性

に
気

持

ち
も

身

も

ひ

か
れ

る
意
。

「
君

に
恋

 

 

ひ
」

の
よ
う

に
助
詞

二
を

う

け
る

の
が
奈

良
時

代

の
普

通

の
語
法

。

 

 

こ
れ

は
古

代

人
が

「
恋

」

を
、

「
異

性

ヲ
求

め
る
」

こ
と

で
な

く
、

 

 

「
異
性

二
ひ
か
れ

る
」
受

け
身

の
こ
と

と
見

て

い
た

こ
と

を
示

す
。

と
説

明

さ
れ

る
。

 

さ

て
、

こ
の

「
～

二
恋

ふ
」

に
関

し

て
大

野
晋
氏

の
説

く

「
受

け
身

の

こ
と
と
見

て

い
た
」

と

は
、

 

 
日
本

語

に

お
け
る
受
身

と
は
、
自

分

自
身

が

そ

の
動

作

に
積

極
的

に

 

 
関
与

し

な

い
に
も

か
か
わ

ら
ず

、

そ

の
動

作
が

自
然

の
成

り
行

き
と

 

 
し

て
成
立

し

て
し

ま
う

こ
と

を

い
う

。

「
言

ひ

の
の
し

ら

る
」

「先

だ

 

 
た

れ

に
た
れ

ば
」

「
霞

に
立

ち

こ
め

ら
れ

て
」

な

ど
、

す

べ
て
自

分

 

 

か
ら

は
の

の
し
り
、

先
だ

ち
、

立

ち

こ
め
る
動

作

に
積

極

的

に
関

与

 

 
し

な

い
に
関

わ
ら
ず

、
そ

れ

ら

の
動

作

・
状
態

が
自

分

に
関

し
て
成

 

 
立

し

て
し
ま

っ
た

と
述

べ
る

も

の
で
あ

る
。

と

い

っ
た
意
味

合

い
で
言

わ

れ
る
。

確

か

に

「
～

二
恋

ふ
」

と

い
う

表
現

は
、

自

己

の
意

識

的
行

為

と

い
う

よ

り

は
、

よ
り

受
動

的

に
見

え
、

「
受

け
身

の
こ

と
」

と

い
う
把

握

が

で
き

る
。

 

た
だ

し
、

こ

こ
で
注
意

せ

ね
ば

な
ら

ぬ

の
は
、
万

葉
人

「
恋

ふ
」

に
用

い
ら
れ

る
助

詞

二
が
、

「霞

に
立

ち
こ

め
ら

れ
て
」

に
見

ら

れ

る
よ

う
な

、

「
受

身

・
使
役

の
対

象
」

を
表

す
助

詞

こ
と
全

く
同

一
の
も

の
と

と

っ
て

良

い
か

と

い
う
点

で
あ

る
。

受
身

の
対
象

を

あ

ら
わ

す
助

詞

二
は
、

「
霞

に
た

ち

こ
め
ら

れ
」

や

「
人

に
知

ら
え

じ

(七

・

=
二
一二
〇

)
」

の
よ

う

一2一



に
、

そ

の
能

動
動
作

主

に
接
続

す

る
。

 
 
青

山
を
横

切
る
雲

の
著

ろ
く
わ
れ
と
咲
ま
し

て
人
に
知
ら
ゆ
な

(四

・

 
 

六

八
八
)

 
 

言
問

は

ぬ
木

す
ら

紫
陽
花

諸
茅

等

が
練

の
村
戸

に
あ
ざ

む

か
え
け

り

 
 

(四

・
七
七

三
)

 
 
白

髪
し

子
ら

も
生

ひ
な
ば

か
く

の
如

若
け

む
子

ら

に
罵

ら
え

か
ね

め

 
 

や

(
一
六

二
二
七

九
三
)

こ
れ
ら

の
例

に
見

ら
れ

る
助
詞

二
は
、

そ

の
能

動
的
動

作
主

に
接
続

し

て

い
る
。
六

八
八
番

歌

で

は
、

「
知

る
」

と

い
う
動

作

を
行

う

の
が

「
人
」

で
あ

り
、
七

七

三
番

歌

に

お

い
て

「
あ
ざ

む
く

」

の
は

「
練

の
村
戸

」

で

あ
り
、

三
七

九
三
番

歌

で

「罵

る
」

の
は

「
若

け

む
子
ら
」

で
あ

る
。

こ

れ
ら

の
受

け
身

の
表

現

で

は
、

確

か

に
自

分

の
意
志

と
は
関

わ
り

な
く
成

り
立

っ
て
し
ま
う
動

作

で

は
あ
る

が
、
そ
の
動
作

主

は
あ
く

ま

で

「
～

二
」

で
示

さ
れ

て

い
る
。

翻

っ
て
、

「
恋

ふ
」

と

い
う
動
詞

の
動

作
主

は
、

 
 

…
わ
が

恋

ふ
る
君

 
玉

な
ら
ば

 
手

に
巻

き
持

ち

て
 

衣
な

ら
ば

…

 
 

(
二

・

一
五

〇
)

 
 
雲

隠

り
行
方

を
無

み

と
わ
が
恋

ふ
る
月
を

や
君

が

み
ま
く
欲

り
す

る

 
 

(六

・
九

八
四
)

と
あ

っ
て
、

あ
く

ま

で
も
自

分

で
あ

る
。

自
分

自
身

が

「恋

ふ
」

の
で
あ

る
。
そ

こ
で
、
こ
の
助

詞

二
が
如
何

な

る
も

の
で
あ

っ
た

か
を
考

え

る
に
、

 
 

(A
)

あ

し

ひ
き

の
山

の
し

つ
く

に
妹
待

つ
と
わ

れ
立
ち
濡

れ

ぬ
山

 
 

の
し

つ
く

に

(
二

・

一
〇

七

)

 
 

(B
)

…
う

ち
靡

く

春

さ

り
来

れ
ば

櫻
花

木

の
暗
茂

に

松

 
 
風

に
 

 
池

浪

た
ち
 

…

(三

・
二
六
〇

)

 
 

(C
)

こ
の
頃

の
暁

露

に
わ

が
屋
前

の
萩

の
下
葉

は
色
づ

き

に
け

り

 

 

(
一
〇

・
二

一
八

二
)

 

 

(
D
)
露

霜

の
寒

き
夕

の
秋

風

に
も

み
ち

に
け
り

も
妻

梨

の
木

は

 

 

(
一
〇

・
二

一
八
九

)

の
用
例
が

参
考

に
な

る
。

こ
れ

ら

は
動

作

・
状
態

(白
抜

き
傍
点

)

の
原

因

・
由
来

を

と
く
助

詞

二
で
あ

る
。

こ

こ
に
お

け
る

「～

一こ

は
動

詞

の

動
作

主

と
な

る

の
で
は
な

く
、

ど

こ
ま

で
も
そ

れ
を
引

き
起

こ
す

原
因

と

し

て
あ

る
。

(
A
)

の
例

で

は
、

動
作

主

は
あ

く

ま

で
も

「
わ
れ
」

で
あ

り

「
し

つ

く

に
」

と
表

現

さ

れ

る

「
し

つ

く
」

に
よ

っ
て

「
わ

れ
」

が

「
濡

れ
」

る

の

で
あ

る
。

(
B
)

の
例

も

同

じ

く
、

「
松

風

に
」

よ

っ
て

「
池

浪
」

が
立

つ
。

(C

)

で
は

「
暁

露

に
」
よ

っ
て
、

「
萩

の
下

葉
」

が

「
色

づ
く

」

の
で
あ

り
、

(D
)

で

は

「
秋

風

に
」

よ

っ
て

「
妻
梨

の
木

」

が

「
も

み

つ
」

の
で
あ

る
。

 

右

の
よ
う

な
例

と
同
様

に

「～

に
恋

ふ
」
は
、

「恋

ふ
」

と

い
う

動
作

・

状
態

と

そ

の
原

因
を

あ

ら
わ
す

「
～

二
」

で
あ

る
と
解
釈

で
き
よ

う
。

伊

藤

博
氏

は
、

「
万
葉
集

に

お

い
て
、

動
詞

「
恋

ふ
」
が
、

あ

る
対
象

を

要

求

す

る

と
き

は
、

そ

れ
が
、

人

間
、

人
間

以

外

た

る
か
を

問

わ
ず

、

「l

l

に
恋

ふ
」

と

い

っ
た
」

と

い
う
見
地

か
ら
、
動

作

の
対

象

を
表

す

「～

を

」
が
例

外
的

な
も

の
で
あ

る
こ

と
を
述

べ
、

「
「
に
」

は
、

あ

き
ら

か

に

「
を
」

と
は
違

う

の
で
あ

っ
た

。

そ
れ

は
動
作

の
目
的

を
示

す

の
で

は
な

く

て
原

因

を

示
す

も

の

で
あ

っ
た

。

「恋

ふ
」

の
対
象

と

い
う

よ

り

は
根

元

を
示

す
も

の
が

「
に
」

な

の
で
あ

っ
た

。
」

と
結
論

づ
け

ら
れ

て

い
る
。

確

か

に
例

外

と
し

て

「
～

を
恋

ふ
」

と

い
う
表

現
は
あ

る

こ
と

は
否
定

し

切

れ

ぬ
も

の
の
、
首

肯

す

べ
き
論

で
あ
ろ

う
。

 

こ

の
よ
う

に
見

れ
ば
、

凡
そ

、
古
代

の

「
恋

ふ
」

は
、
動

作

・
状
態

の

原
因

・
由
来

・
動
機
な
ど

を
表
す
助
詞

二
に
よ

っ
て
導

か
れ
る
動
詞

で
あ

っ

一3一



て
、
あ

る
原

因

に
よ

っ
て
発
動

す

る
動
作

(状
態

)

で
あ

っ
た

ろ
う

こ
と

が
想
像

で

き
る
。

 

で
は
、
助
詞

二
に
よ

っ
て
導

か

れ
る
原

因

は
何

か
。
勿
論

「
君

に
恋

ふ
」

の
で
あ

れ
ば

、
「
君
」

が
原

因

で
あ

る

訳

だ
が
、

よ

り
具

体
的

に
は
如
何

な

る

「
君

に
」
な

の
か
、

と

い
う
問

題

は
、

「
恋

ふ
」

こ
と
が

、
必

ず

相

手

と
離

れ

て

い
る
と
き

に

の
み
現

れ
る

と

い
う

こ
と

を
鑑

み
れ
ば

、
推

し

て
知

る

こ
と
が

で
き
よ

う
。

 
 

 

 
勅

二
穂
積

皇

子

一遣
二
近
江

志
賀

山
寺

「時
、
但

馬
皇

女
御
作

歌

一

 
 

 

 
首

 
 
遅

れ
居

て
恋

ひ

つ
つ
あ

ら
ず

は
追

ひ
し

か
む
道

の
阿

廻

に
標

結

へ
わ

 
 

が
背

(二

・
一

一
五
)

 
 

 

 
柿

本
朝
臣

人
麻

呂
妻

依
羅

娘

子
、
与

二
人
麻

呂

一相
別

歌

一
首

 
 

な
思

い
そ

と
君

は
言

へ
ど
も
逢

は

む
時
何
時

と
知

り
て

か
わ
が
恋

ひ

 
 

ざ
ら

む

(
二

・

一
四
〇

)

 
 

 

 
田
部
忌

寸
櫟

子
任

こ
太
宰
府

一時

歌

四
首

(
の
内
)

 
 
置

き

て
行

か
ば
妹
恋

ひ
む

か
も
敷
拷

の
黒
髪

し
き

て
長

き

こ

の
夜

を

 
 

(
四

・
四
九

四
)

 
 

 

 
三
方
沙

彌
歌

一
首

 
 

衣
手

の
別
く

今
夜

よ
り
妹

も

わ

れ
も

い
た
く
恋

ひ
む
な
逢

ふ
よ

し
を

 
 
無

み

(
四

・
五
〇

八
)

「恋

ふ
」

こ

と
は

、
会

え

な

い
前

提

を

も

っ
て

は
じ

ま

る
。

つ
ま

り
、

「恋

ふ
」

こ
と

は
、

「
眼
前

に

い
な

い
と

こ

ろ

の
あ
な

た

(
あ

な
た
が

い

な

い
と

い
う

原

因
)
」

に
よ

っ
て
起

こ
る
動

作

・
状

態

と
取

る

こ
と

が

で

き
る
。

そ

の
よ

う

な
原

因

に
よ

っ
て
促

さ
れ

る

(
自

発

的

な

る
)
動

作

(も
し

く
は
状
態

)

が

「恋

ふ
」

と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う
。

 
た

だ
、
忘

れ

て
は

な
ら

ぬ

の
は
、
少

な

い
な
が

ら
も
古

代

の

「恋

ふ
」

に
は
、

「～

を
」

を
受

け

る

も

の
が

あ
る

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
助

詞

ヲ

は
文
中

に
あ

っ
て
動
作

の
対
象

を
あ
ら
わ
す
。
そ

こ
に
は
単

に
原

因

に
よ

っ

て
の
自

発
的

行
為

で
な
く
、

よ

り
積
極

的

・
能
動

的
な

「
恋

ふ
」

が
例

外

的

と

は

い
え
存

在

し

た

こ
と

を
示

し

て

い
る

と
も
解

釈

で

き
よ

う
。

「
～

を
恋

ふ
」

と
見

え

る
用
例

の
内
、

幾

つ
か
は
間
投

助
詞
的

な

接
続
助

詞

の

ヲ

と
し

て
、
ま

た
誤
写

で
あ
る

と

し
て
、
伊
藤

博
氏

に
よ

っ
て
解

か

れ
た
。

し

か
し
猶

、
格

助
詞
的

に
動

作

の
対
象

を
求

め
る
ヲ
が
接

続

さ

れ

て
い
る

と
見

ざ

る
を
得

な

い

「
恋

ふ
」

は
存
在

す

る
。

 
 

(
A
)
高

麗
剣

己
が

心

か
ら
外

の

み
に
見

つ
つ
や
君
乎

恋

ひ
渡

り
な

 
 

む

(
一
二

・
二
九
八

三
)

 
 

(
B
)
家

に
し

て
我

は
恋

ひ

む
な
印
南

野

の
浅
茅

が
上

に
照

り
し

月

 
 

夜
乎

(七

・

一

一
七

九
)

(
A
)

の
例

で
は
、

「
恋

ひ
渡

り
な

む
」

の
集

中

の
用

例

は

一

一
例

で
、

全

て
は
結

句

に
あ

ら
わ

れ
て

「
 

 
や
…
恋

ひ
渡

り

な
む
」
を
形

成

す
る
。

内
、

助
詞

ヲ
若

し
く

は
助

詞

二
を
用

い
た
例

は
四
例

で
、

 
 

(
1
)
紫

の
帯

の
結

び

も
解

き
も

み
ず
も

と
な

や
妹
」小
恋

ひ
渡

り
な

 
 

む

(
一
二

・
二
九
七

四
)

 
 

(
2
)
神

さ

ぶ
る
荒

津

の
崎

に
寄
す

る
波

間
無

く
や
伊

毛
ホ

恋

ひ
渡

 
 

り

な

む

(
一
五

・
三
六

六
〇
)

 
 

(
3
)
奥

山

の
樒
が

花

の
名

の
ご

と
や

し
く
し

く
伎
美

ホ
恋

ひ
渡

り

 
 

な

む

(
二
〇

・
四

四
七

六
)

 
 

(
4
)
高

麗
剣

己

が
心

か
ら
外

の
み
に
見

つ

つ
や
君
乎

恋

ひ
渡

り
な

 
 

む

(
一
二

・
二
九

八
三

)

と
な

り
、
全

=

例

の
内

、

「
～

に
恋

ふ
」
が

三
例

、
「
～

を
恋

ふ
」

が

一
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例

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

用
例

と

し
て

は
確

か

に

「
～

に
恋

ふ
」
が
優

勢

で
は
あ

る
が
、
全
四
例

の
中

で
は
数

の
差

も
決
定

的

と
ま

で
は
言
え

ま

い
。

こ
れ
ら

の
内
容

を
見
較

べ
て
み
た

い
。
今

見

る

に
、

問
題

と

な
る

「
君
を

恋

ふ
」

と

い
う
表

現

を
持

つ

(
4
)

の
歌

だ

け
が

、
「
己

が
心

か
ら
」

と

い
う
積
極

的

・
主

体
的
修

飾

を
持

ち
得

て

い
る

の
で
あ

る
。

そ

の
よ
う
な

こ
と
が

こ

の
例
外

が
出

て
く

る

一
因

で
も
あ

ろ
う

か
。

(B
)

の
歌

に
関

し

て
は
、

説

明

を

待

た

な

い
で
あ

ろ
う
。

こ
れ

は
、

「
印
南

野

の
浅
茅

が
上

に
照

り

に
し
月
」
を
、
家

に
帰

っ
て
か
ら

「恋

ふ
」

だ
ろ
う

と

い
う

の

で
あ

る
。

し

て
み
れ
ば

、

こ
れ

も

「～

を
恋

ふ
」

と

い

う
例
外

で
あ

る
と
考

え
ら

れ
る
。

 

一
体
、
恋

ふ
こ
と

は
、

受
動

的

・
自

発
的

行
為

で
あ

っ
た
。

併

し
、

対

象

を
要
求

す

る
助

詞

ヲ
が
少

数
な

が
ら

現
れ

る

こ
と
は

、
そ

の
深
淵

に
何

ら

か
の
能

動
性
質

と

の
連

関

を
も
持

っ
て

い
た

の
で

は
な

か
ろ
う

か
。

こ

の
問
題

に
関
し

て
は
、
古

代

の
恋

に
お
け

る

「
思

ふ
」

を
見

て

い
く
上

で

再
度
見

て

い
く

こ
と

と
す

る
。

 

 
 
 

三

 

「
思

ふ

」

こ

と

 

既

に
指

摘

し
た
ご

と
く
、

万
葉

人

の
語
彙

「
思

ふ
」

は
、

慕
う

・
恋
慕

す
る

と

い
う
意
味

を
包

含

す
る

よ
う

に
見

え
る
。
併

し

、

こ
の
恋

の
語
彙

と
し

て
用

い
ら

れ

る

「
思

ふ
」

は
、
助

詞

「
～
を

」
を

伴
う
従

属
句

に
接

続
す

る
と

い
う

点

に
お

い
て
、

「恋

ふ
」

と
は
対
踪

を
為

す

も

の
で
あ

る
。

 

 

さ

に

つ
ら

ふ
妹
乎

念

登

霞

た

つ
春

日

も

く

れ

に
恋

ひ
渡

る

か

も

 

 

(
一
〇

・
一
九

一

こ

 

 
伊

母
乎
於

毛
比

眠

の
牒

ら

え

ぬ

に
暁

の
朝

霧

隠

り

雁

が

ね

ぞ
鳴

く

 

 

(
一
五

・
三
六

六
五

)

 

 
伊
母

乎
於

毛
比

眠

の
課

ら

え

ぬ

に
秋

の
野

に
さ
雄
鹿
鳴

き

つ
妻

思

ひ

 

 

か
ね

て

(
一
五

・
三

六
七

八
)

 

 
伎
美

乎
於

毛
比

吾
が

恋

ひ
ま

く
は

あ
ら

た
ま

の
立

つ
月
毎

に
避

け

る

 

 
日

も
あ

ら
じ

(
一
五

・
三
六

八
三

)

「
思

ふ
」

は
、

そ

の
動
作

を
向

け

る
対
象

を
明

ら

か

に
す

る
目

的
格

の
助

詞

ヲ
を

と
も

な
う
対

象
を

持

っ
て

い
る
。

つ
ま
り
、

動
作

主
が

能
動

的

に

対

象

(～

ヲ
)

へ
の
働

き
か

け
を
行

っ
て

い
る
。

こ

の
点

で

「
思

ふ
」

は

意
識

的
行

為

で
あ

る
と

い

っ
て
よ

い
。

こ
れ

は

「
思

ふ
」

に
自

発

の
助
動

詞

「
ゆ
」
が
接

続

し

て

「
思

ほ
ゆ
」

の
語

を
形

成

し
、
そ

れ

に
よ

っ
て
初

め
て
、
非

意
識

的
行
為
1
ー

自
発
1

ー
と
な
る

こ
と

か
ら
も
確
認

で
き
よ
う
。

 

 
山

川

の
水

陰

に
生

ふ
る
山

菅

の
止

ま
ず

も
妹

は
思
ほ

ゆ

る
か

も

(
一

 

 

二

・
二
八
六

二
)

 

 
吾
妹

子

が
笑

ひ
眉
引

面
影

に
か

か
り

て
も
と

な
思

ほ
ゆ

る
か

も

二

 

 

二

・
二
九
〇

〇
)

 

 
韓

人

の
衣

染

む

と
ふ
紫

の
情

に
染

み

て
思

ほ
ゆ

る
か
も

(四

・
五

六

 

 
九

)

 

 
も

も

し
き

の
大
宮

人
は
多

か
れ
ど

情

に
乗

り

て
思

ほ
ゆ

る
妹

(
四

・

 

 

六
九

二
)

 

恋

の
語
彙

「
思

ふ
」

と

「恋

ふ
」
と

の
差

異
を
、

更

に
検

証

し

て

み
た

い
。
両

者

は

伴

に

「
1

死

ぬ
」

と

い
う
語

を

接
続

し

て
、

「
思

ひ

死

ぬ
」

「
恋

ひ
死

ぬ
」

と

い
う
語

を

形
成

す

る
。

そ
れ
ぞ

れ

は

「
思

ふ
故

に
死

ん

で
し

ま

う
」

「恋

ふ
故

に
死

ん

で
し

ま
う

」

と

い
う
意

味

を
な

す
。

今
、

具
体
的

に
集

中

に
そ

の
用
例

を
見

る

と
、

「
恋

ひ
死

ぬ
」

(
「
○
例

)

 

 

孤
悲

死
牟

 
時

は
何

せ
む
生

け

る
日

の
た

め

こ
そ
妹

を

見
ま

く
欲

り

一5一



 

 
す

れ

(四

・
五

六
〇
)

 

 
恋
死

六
 

そ

こ

も
同

じ

そ
何

せ
む

に
人
目

他

言

言
痛

み

わ
が

せ

む

 

 

(
四

・
七

四

八
)

 

 
恋
死

 

恋

死
耶

 
玉
枠

の
路

行
く
人

の
言

も
告
げ

な
く

(
一

一
・

 

 

二
三
七
〇

)

 

 
恋
死

 

 
〃

〃
哉

 
吾
妹

子

が
吾
家

の
門

を
過
ぎ

て
行

く

ら

む

(
一

 

 

一
・
二

四
〇

一
)

 

 
恋
死

 

後

は
何

せ
む

わ
が

命
生

け

る
日

に

こ
そ
見

ま

く
欲

り

す

れ

 

 

(
一
一

・
二
五
九

二
)

 

 
人
目
多

み
直

に
逢

は
ず

て
け
だ

し
く

も
 
吾
恋

死
者

 
誰

が
名

な

ら

 

 
む
も

(
一
二

・
三

一
〇

五
)

 

 
吾
妹

子

に
 

安
我
古

非
思

奈
婆

 
そ

わ

へ
か
も
神

に
負

ほ
せ

む
情
知

 

 
ら
ず

て

(
一
四

・
三
五

六
六
)

 

 
わ
が

屋
戸

の
松

の
葉
見

つ

つ
吾

待
た

む
早
帰

り
ま

せ
 

古

非
之

奈
奴

 

 
刀
』小

(
一
五

二
二
七

四
七
)

 

 
他

国

は
住

み
悪

し
と
そ

い
ふ
す

む
や

け
く
早
帰

り

ま
せ
 

古
非

之
奈

 

 
奴
刀
ホ

(
一
五

・
三
七

四
八
)

 

 
古

非
之

奈
婆

 
恋

ひ
も

死
ね

と
や
雷
公

鳥
も

の
思

ふ
時

に
来
鳴

き

と

 

 
響
む

る

(
一
五

・
三
七

八
〇
)

「
思

ひ
死

ぬ
」

(
一
例

)

 

 
言

ふ
言

の
恐
き
国

そ
紅

の
色

に
な
出

で
そ
念

死
友

(四

・
六

八
三
)

の
如

く
、

「1

死

ぬ
」

へ
の
接
続

は
、

「
恋

ひ
死

ぬ
」

と

い
う
語

に
大

き

な

偏
向

が
あ

る

こ
と
が
判

る
。

 

さ

て
、

こ

の

「
1

死

ぬ
」

に
対

し

て
、

『
万

葉
集

』

に
は
、

よ

り
死

へ

の
積

極

的

な
行

為

を

な
す
、

「
命

を

か
け

て
」

と

い
う

意
味

合

い
の
言
葉

が
あ

る
。

そ
れ

は

「
息

の
緒

に
」

と

い
う
語

で
表

さ

れ
る
。

因

み

に
今

、

辞
典

を
繕

け
ば
、

 

 

い
き

の
を

【息

緒

・
気

緒

】

(名

詞

)
命

を

い
う

。

ヲ

は
も

の
を
結

 

 
び

つ
け

る
紐

。
息

の
緒

と
は
命

の
継

続

の
象

徴

的
な
表

現

で
、

た

い

 

 

て

い
、

イ
キ

ノ
ヲ

ニ
思

フ

・
イ
キ

ノ
ヲ

ニ
恋

フ
と

い
う
慣

用

形

で
あ

 

 
ら

わ
れ

る
が
、
命

が
け

に
思
う

・
命

が

け

に
恋

ふ

の
意

で
あ

る
。

と

あ
る
。

そ

こ
で
、

こ

の

「息

の
緒

に
」

と

い
う
語

の
用
例

を
集
中

に
見

る

と
、

「息
の
緒
に
1

思
う
」

一
〇
例

 
 
今
は
吾
は
佗
び
そ
死
に
け
る
氣
乃
緒
ホ
念
ひ
し
君
を
ゆ
る
さ
く
思

へ

 
 
ば

(四

・
六
四
四
)

 
 
氣
緒
ホ
念
へ
る
吾
を
山
ぢ
さ
の
花
に
か
君
が
移
ろ
ひ
ぬ
ら
む

(七

・

 
 
一
一二
⊥ハ
○
)

 
 
…
氣
緒
ホ

吾
が
念
ふ
君
は
 
う
つ
せ
み
の
 
世
の
人
な
れ
ば
…

 
 

(八

・
一
四
五
三
)

 
 
…
氣
緒
ホ
 
吾
が
念
ふ
妹
に
 
真
澄
鏡
 
清
き
月
夜
に
 
た
だ
ひ
と

 
 
め
…

(八
・
一
五
〇
七
)

 
 
息

緒
吾
は
念

へ
ど
人
目
多
み
こ
そ

吹
く
風
に
あ
ら
ば
し
ば
し
ば

 
 
逢
ふ
べ
き
も
の
を

(
一
一
・
二
三
五
九
)

 
 
氣
緒
ホ
妹
を
し
念

へ
ば
年
月
の
行
く
ら
む
別
も
思
ほ
え
ぬ
か
も

二

 
 
一
・
二
五
三
六
)

 
 
生
緒
ホ
念

へ
ば
苦
し
玉
の
緒
の
絶
え
て
乱

れ
な
知
ら
ば
知
る
と
も

 
 

(
=

・
二
七
八
八
)

 
 
朝
霜
の
消
ぬ
べ
く
の
み
や
時
無
し
に
思
ひ
渡
ら
む
氣
之
緒
ホ
為
而

 
 

(
一
二
・
三
〇
四
五
)

一6一



 

 
氣
緒

ホ
吾

が
念

ふ
君

は
鶏

が

鳴

く
東

方

の
坂

を

今

日

か
越

ゆ
ら

む

 

 

(
一
二

・
三

一
九

四
)

 

 
白

雪

の
降

り

し
く
山

を
越

え
行

か
む
君

を
ぞ

も
と
な

伊
吉

能
乎
ホ

念

 

 

ふ

(
一
九

・
四
二

八

一
)

「
息

の
緒

に
l
I

恋

ふ
」

(三
例

)

 

 
な

か
な

か

に
絶

つ
と
し
言

は
ば

か
く
ば

か
り
氣

緒
』小
四
而

吾
恋

ひ
め

 

 

や
も

(
四

・
六
八

一
)

 

 

…
人
知

れ
ず
 

も

と
な
ぞ
恋

ふ
る
 

氣
之

緒
丹

四
天

(
=
二

・
三

二

 

 

五
五
)

 

 
…
吾

が
恋

ふ
る
千
重

の

一
重

も
 

人
知

れ
ず
 

も

と
な
や
恋

ひ
む

 

 
氣

之
緒
ホ

為
而

(
=
二
・
三
二
七

二
)

他

へ
の
接

続

「息

づ

く

・
嘆

く
」

(各

一
例

)

 

 
気

緒
乎

吾

が
息

衝

き

し

妹

す

ら

を

人

妻

な

り

と
聞

け

ば

悲

し

も

 

 

(
一
二

・
三

一

一
五

)

 

 
…

向

か

ひ
立

ち

袖

振

り
交

は

し
伊
吉

能

乎
ホ
嘆

か
す

子

ら
…

(
一

 

 

八

・
四

一
二
五
)

以
上

の
例

を

見

る
に
、

「息

の
緒

に
」

と

い
う

語

は

「
思

ふ

(念

ふ
)
」

へ

偏

っ
て

い
る
こ
と

が
訣

る
。

 

「ー

死

ぬ
」

と

い
う
語

が
、

「
恋

ひ
」

に
偏

り
、

そ
れ

と

は
対

蹄
的

な

命

を

か

け

て
と

い
う
表

現

、
「
息

の
緒

に
」
が

「
思

ふ
」

へ
と
偏

る
こ
と

は
、
「
思

ふ
」

と

い
う

こ
と

が
、

よ
り
積

極

的

に
自

己

の
意

志

に
よ

る
発

動

で
あ

る

こ
と

の
左

証

と
な

ろ
う
。

「
恋

ひ
死

ぬ
」

と

い
う

、

い
わ
ば

病

の
ご
と

き
原

因

で
命

を
落

と
す

の
で

は
な
く
、

自
己

の
命

を

か
け

て

「
思

ふ
」

と

い
う

行
為

を
な

す
訳

で
あ

る
。

 

右

に
見

た
用
例

の
違

い
か
ら

も

「思

ふ
」

は

「恋

ふ
」

に
比

べ
て
能
動

的

に
相

手
を

慕
う

動
作

で
あ

る
と
見

る

こ
と
が

で
き

る
が
、

で

は
、
両

者

の
関
係

は
如
何

な

る
も

の
で
あ

る

の
か
。

二
者
が

一
首

に
同

時

に
現

れ
、

そ

の
因
果
関

係
を

表
し

て

い
る
場
合

を
見

て

お
き
た

い
。

 

 

(A
)
古

非

都
追
母

を

ら
む

と
す
れ

ど
木
綿

間

山
隠

れ
し

伎
美
乎

於

 

 
母

比
可
祢

都

母

(
}
四

・
三

四
七
五

)

 

 

(B
)

こ
の
こ

ろ
は
君
乎

於
毛

布
等

す

べ
も
な

き
古
非

能

美
之
都

々

 

 
音

の
み
し

そ
泣
く

(
一
五

・
三
七
六

八
)

 

 

(C
)

さ

に

つ
ら

ふ
妹
乎
念

登
霞

た

つ
春

日

も

く

れ

に
恋

度

可
母

 

 

(
一
〇

・

一
九

一
一
)

(A
)

の
歌

は
、

「恋

い

つ
つ
も

い
よ
う

と

す

る

の
だ
が

、

あ

な
た

を
思

う

に
絶

え
ら

れ

な

い
」

と

い
う
意

に
な

ろ
う
。

す

る
と

、

「恋

ふ
」

と

い

う

行
為

は

「
君
を

思

ふ
」

と

い
う
行

為

で
保

証

さ
れ

て

い
る
関
係

と
見

る

こ
と

が

で
き
る
。

「
君
を

思

ふ
」

の
に
絶

え

て
、

「
思

ひ
」

つ
づ

け

る

こ
と

が

で
き

る
な

ら
ば

、

「恋

ひ
」

つ

つ
居

る

こ
と

は
可

能
な

の

で
あ

る
。

つ

ま
り

、
「
君
を

思

ふ
」

こ

と

で

「
恋

ひ

つ
つ
も

を
」

る

こ
と

が
全

う

で

き

る

の
で

あ

る
。

(
B
)

の
歌

は

「
君

を
思

ふ
と
」

が
条

件

と

し

て
設
定

さ

れ
た

上

で
、

そ

の
こ

と
に
よ

っ
て

「
す

べ
も
な

き
恋

」
を

し

て
し

ま
う

の

で
あ

る
。

こ

こ
に
見

ら

れ

る

「
恋
」

に
は
、

「
君

を

思

ふ
」

と

い
う

原
因

に
よ

っ
て
起

き

て
し

ま
う
と

い
う
印

象
が

あ

る
。

(
C
)

に
あ
げ

た
例

も

、

矢

張

り
妹

を

「
思

ふ
」

と

「恋

ひ
渡

る
」

の
で
あ

る
。
又

、
先

に
挙

げ

た

 

 

(D
)

い

か

に
し

て
懸
止

物
序

天

地

の

神

を

祈

れ

ど

吾

八

思

益

 

 

(
一
三

・
ゴ
ご
二
〇

六
)

も
、
こ

の
よ
う

に
見

れ
ば

、

「恋

」
を
止

め
た

い
の

に
、
「
思

ひ
」
が
増

す

、

つ
ま
り

、
「
思

ひ
」
を

根
拠

と
し

て

「恋

ふ
」

こ

と
が
続

い
て
了

う

こ
と

を
言

っ
て

い
る
。
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以
上

は

「
恋

ふ
」

と

い
う
動

作

・
状

態

が
、

「
思

ふ
」

と

い
う
行

為

に

よ

っ
て
引

き
起

こ
さ

れ
る
も

の
で
あ

る

こ
と
を

あ
ら

わ
そ

う
。

 
 

他
人

よ
り

は
妹
そ

も
悪

し
き
故
非

毛

奈
久

あ
ら

ま
し

も

の
を
於
毛

波

 
 

之
米
都

追

(
一
五

・
三
七

三
七

)

こ
の
宅
守

の

一
首

は
、

万
葉
人

に
お
け

る
、
恋

す

る
こ
と

と
思
う

こ
と

の

差
違

を
明
瞭

に
表

そ
う
。

「
他

人
よ

り
は
妹

こ
そ
悪
し

き
」

と

い
う

の
は
、

妹

さ
え

い
な
け

れ
ば

、
私

は
恋

を
す

る

こ
と
も

な

か

っ
た

の

に
、

と

い
う

の
で
あ

る
。

し

か
し
、
妹

は
宅

守

に
恋

を

さ

せ
る

の
で
は

な

い
。

恋

す
る

こ
と
は
宅
守

の
側

に
帰

属
す

る
行
為

で
あ

る
。
妹

は
彼

(宅

守
)

に

「
思

ふ
」

こ
と

を

強

い
る

の

で
あ

る
。

つ
ま

り
、

こ
こ

か
ら

は
、

妹

が

我

を

「
思

ひ
」

さ
せ

ね
ば

、
我

の

「恋

ふ
」

は
起

き

な

い
と

い
う
因
果

関
係

が

承
知

さ

れ
る
。

こ
れ

が
宅

守

の
単

な

る
独

り

よ

が

り

で
な

い
こ

と

は
、

(
A
)
～

(D
)

の
よ

う
な
歌

の
存
在

を

見
れ
ば

納
得

し
得

る
。

 

こ
の
よ
う

に

「恋

ふ
」

を
誘

因
す

る

「
思

ふ
」
が
見

ら

れ
る

わ
け

で
あ

る
が

、
そ

の
意

味
内
容

は
如
何

な

る
も

の
で
あ

っ
た
の

か
が
問
題

と
な

る
。

そ

れ
を
考

え
る

に
は
、

こ

の

「
思

ふ
」

と

い
う
行

為

の
発
動

す

る
状
況

を

知

る
必
要

が
あ

る
。

 
 

意
宇

の
海

の
潮
干

の
潟

の
片
念

ひ

に
思

ひ
や
行

か
む
道

の
な
が

て
を

 
 

(
四

・
五

三
六
)

一
首

は
、
門

部

王

の
出
雲

に
あ

っ
た
頃

の
恋

の
歌

で
あ

る

が
、

こ

の
歌

の

作
歌

事
情

は
左
註

に
よ

っ
て
詳

し
く
知

る
こ

と
が
出
来

る
。

 
 

右
、
門
部

王
、
任
二
出
雲
守

…時
、
嬰
二
部
内

娘
子

↓也

。
未

レ有

二
幾
時

一、

 
 

既
絶
二
往
来

「。

累

レ
月
之
後

、

更
起
二
愛
心

「。
傍

作
二
此
謂

}贈
二
致

娘

 
 

子

一。

右

に
見

る
如

く
、

「
片
念

ひ
」

の
歌

が
作

ら
れ

る
契
機

は
、

「
絶
往

来
」

と

な

っ
て

「
愛
心

」
が
起

き

る
こ

と

に
あ

る
。
他

に

「
思

ひ
」

を
起

こ
す
動

機

を
集
中

の
歌

の
中

に
探

せ
ば
、

 

 
…
昼

は
も

 
日

の

ご
と
ご

と
 
夜

は
も

 
夜

の

ご
と
ご

と

 
立

ち

て

 

 
居

て
 
念

ひ
そ

わ
が

す
る

 
逢

は
ぬ
兜

ゆ
ゑ

に

(
三

・
三

七

二
)

 

 
…
人

多

に
 

国

に
は
満

ち

て
 
あ

ぢ
群

の
 
去

来

は
行

け

ど
 

わ
が

 

 
恋

ふ
る
 

君

に
し
あ

ら
ね
ば

 
昼

は
 

日

の
暮

る
る

ま

で
 

夜

は

 

 
夜

の
明
く

る
極

み
 
念

ひ

つ
つ
 

眠
も
寝

が

て

に
と

…

(
四

・
四

八

 

 
五
)

 

 
あ

ら
た

ま

の
月
立

ま

で

に
来

ま

さ
ね
ば
夢

に
し
見

つ

つ
思

ひ
そ

吾
が

 

 
せ

し

(
八

・

一
六

二
〇

)

な

ど
を
見

る

こ
と
が

で
き

る
。

三
七

二
番
歌

は
逢

っ
て
く

れ

ぬ
見
故

に
思

う

の
で
あ

り
、

四
八

五
番
歌

・

一
六

二
〇
番

歌

と
も

に
、
矢

張

り
、

逢

え

ぬ
こ
と

が
前
提

と
な

っ
て

い
る

こ
と
を

確
認

で
き

る
。

「
思

ふ
」

こ
と
は
、

「恋

ふ
」

が

そ
う

で
あ

っ
た

の
と
同
様

、
相

手
が

眼
前

に

い
な

い
場

合

に

行

わ
れ

る
行
為

で
あ

る
と
見

て
良

い
。

 

ま
た
、

 

 
念

ひ

に
し
鯨

り

に
し

か
ば
為

方

を
無

み
出

で
て

そ
行

き
し

そ

の
門
を

 

 
見

に

(
一
一

・
二
五

五

こ

 

 
念

ひ

つ

つ
を
れ
ば

苦

し
も

ぬ
ば

た
ま

の
夜

に

い
た
ら
ば

吾

こ
そ
行

か

 

 

め

(
一
二

・
二
九
三

一
)

 

こ
れ

ら

の

「
思

ひ
」

に
惹

起

さ
れ

る
行
為

は
、

恋
人

に
直

に
会
う

こ
と

で
あ

る
。

「
思

ひ
」

に
絶

え
か

ね
て
、

恋
人

の
家

の
門

を
見

に
出

か
け

る
。

「
思

ひ
」

の
苦

し

さ

に
、
自

か
ら
会

い
に
行

く
。

 

 
天

の
河
渡

瀬
ご

と

に
思

ひ

つ

つ
来

し

く
も

し
る

し
逢

へ
ら
く
念

へ
ば

 

 

(
一
〇

・
二
〇

七

四
)
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こ
の

「
思

ふ
」

こ
と

の
効

験

は
、

「
逢

へ
」

た

こ
と
に
あ

る
。

 
思

い
は
、

相
手

と
会

う

こ
と
を

要
求

を
す

る
。

「
思

ふ
」

こ
と

が
、

「恋

ふ
」

こ
と

に
比

べ
て
よ
り
積

極
的

な
意

味
合

い
を
持

つ
と

い
う

こ
と
を

考

え

れ
ば

、

そ

の
眼

目

は
、
自

己

が
相
手

と
共

に
あ

り
た

い
と
希
求

す

る
こ

と
ー

相
手

を
自

己

の
内

に
あ

ら
し

め
現
実

に
も
斯

く
あ

ら
し

め
た

い
と

い
う
思

い
ー

に
あ

る
。

 

「
思

ふ
」

の
原
義

は
、
内

田
賢

徳
氏

に
よ

れ
ば
、

『古

事
記

』
国

生

み

の
条

、
伊

邪
那
岐

命

の
言
葉

に

「
国
土

を
生

み
成

さ
む

と
以
為
」

と
あ

る

如
く
、

現
実

を
準

備

し
、
内
包

す
る

こ
と
、

つ
ま
り
行
為

や
現
実

へ
の
可

能
態

と
し

て
あ

る
も

の
ご

と
を
意

味

す
る
。

神

は
現
実

へ
の
可
能

態
を

内

に
思

い
、

そ
れ
を

現
実

に
顕

在

せ
し

め
る
。

だ

が
、

神

の
発
話

に
お

け
る

「
思

ふ
」

は
、
常

に
現
実

と

の
紐

帯
を

固
く

し

て

い
る

の

に
対

し
、
人

の

内

に
想

起

さ
れ

る

「
思

ひ
」

は
、

常

に
現
実

と

の
矛
盾

の
内

に
あ

る
。

 
 

情

に

は
思

ひ
渡

れ

ど
縁

を

無

み
外

の

み

に
し

て
嘆

き
ぞ

わ
が

す

る

 
 

(四

・
七

一
四

)

「思

ひ
渡

」
っ
て

い
る

の
に
、
き

っ
か
け
が
無

く
逢

う

こ
と
が
出
来

な

い
。

「
思
ふ
」

こ

と
は
逢

う

こ
と
を

求

め
、

人

は
逢

え
な

い
現
実
と

そ

の

「
思

ひ
」

の
間

隙

に
苦

し

み
、
嘆

く
。

そ

れ
故

に
妹

・
背
を

思

ふ
心

は
乱

れ
る

の
で
あ
る

。

 
 

否

と
言

は
ば

強

ひ

め
や
わ

が
背
菅

の
根

の
念

ひ
乱

れ

て
恋

ひ

つ
つ
も

 
 

あ
ら

む

(四

・
六
七
九

)

 
 
朝

髪

の
念

ひ
乱

れ

て
か
く

ば

か
り
な

ね
が
恋

ふ
れ

ぞ
夢

に
見
え

け
る

 
 

(四

・
七
二
四

)

 
 

解
衣

の
思

ひ
乱

れ

て
恋

ふ
れ

ど
も
な

ぞ
な

が

ゆ
ゑ
と
問

ふ
人

も
な

き

 
 

(
一

一
・
二
六

二
〇

)

 

 
玉
葛

さ

き
く

い
ま

さ
ね
山

菅

の
思

ひ
乱

れ

て
恋

ひ

つ

つ
待

た

む

二

 

 

二

・
三

二
〇

四
)

 

以
上

見

て
き
た
如

く
、
恋

の
世
界

に
お
け
る

「
～
を
思

ふ
」

は
、
相

手

を
自

己

の
内

に
定

立

し
、
現

実

に
も
共

に
あ
り

た

い
と
希

求

す

る
行
為

で

あ

っ
た

と

い
え

る
。

四
 

「
恋

ふ
」

こ
と
と

「思
ふ
」

こ
と
と

 

先

に
見
た
如

く

こ

の

「
思

ひ
」

は

「
恋

ひ
」

を
誘
引

す

る
。

そ

の

「恋

ふ
」

と
は
、
内

面

に

お
け

る
希

求

と
現
実

と

の
間

隙

に
起

因

す

る
行

為

の

よ

う

に
見

え

る
。

つ
ま

り
、

「
君
を

思

ふ
」

こ

と
は
、

君

を
希

求

す

る

こ

と

で

あ

り
、

「
君

に
恋

ふ
」

こ
と

は
、

そ

の
思
う

相
手

で
あ

る
と

こ

ろ

の

君
が
眼
前
に
い
な
い
こ
と
ー

眼
前
に
い
な
い
私

の
思
う
君
1

を
原
因

と

し

て
現
象

す

る
。

か
く

て
、

「思

ひ
」

は
乱

れ
、
「
恋

ひ
」

は
惹

起

さ
れ

る

の
で
あ

る
。

 

た

だ

し
、

「
思

ふ
」

と

「
恋

ふ
」

と

の
連

関

は
、
単

に

「
思

ふ
」

か
ら

「恋

ふ
」

へ
の
不

可
逆

的

な
流

れ

の
み
で
捉

え

ら
れ

る
の

で
は

な

い
。

集

中

に
は
、
左

記

の
よ

う
な

一
首

も
見

い
出

す

こ
と
が
出
来

る
。

 

 

い

で
何

か
こ

こ
だ

は
な
は
だ
利

心

の
失

す

る
ま

で
念

ふ
恋

ゆ
ゑ

に

こ

 

 

そ

二

一
・
二
四
〇
〇

)

こ

こ
で
は
、

「
恋

」
が

「
思

ひ
」

の
原
因

と
し

て
現

れ
て

い
る
。

 

「
思

ふ
」

は

「
恋

ふ
」

こ
と
を

誘
引

し
、

「
恋

ふ
」

こ

と

は
更

に

「
思

ふ
」

こ

と
を

増
幅

す

る
。

両

者

は
、
「
思

ふ
」

こ
と

が
現
実

と

の
隙
間

を

埋

め

尽
く

す
ま

で
、

つ
ま
り
は
妹

背
が
直

に
出
会

ひ

「
思

ひ
」

が
和

ぐ
そ

の
時

ま

で
、
不

可
分

の
関
係

に
あ
り
続

け
、
相

互
作

用
を
繰

り
返

す

の
で

あ

ろ
う
。

一g一



 
最

後

に
、

「
～
を

恋

ふ
」

の
用
例

が
、

少

数
な

が

ら
も
集

中

に
見

え

る

こ
と

に

つ

い
て
で
あ

る
が
、

こ
れ

は

「
恋

ふ
」

「
思

ふ
」

の
両

者
が

不
可

分

で
あ
り
、

更

に
密
接

に
作

用
し

あ

っ
て

い
る
こ
と

を
鑑

み
れ
ば
、

そ

こ

に
幾
ば

く

か

の

「
～
を

」

と

い
う
積

極
的

表
現

へ
と
続

く
要

素
が
既

に
用

意

さ
れ

て
い
た

こ
と
を

も
考

え

る
こ
と

が
出
来

よ
う
。

平
安

以
降

に
現

れ

る

「
～
を

恋

ふ
」

と

い
う

よ

う
な
恋

の
契

機

は
、
斯

様

な

「恋

ふ
」

「
思

ふ
」

の
連
絡

を
以

っ
て
考

え
る

こ
と
が
可

能

で
は
な

い
か

と
も
思

わ
れ

て

く

る
の

で
あ

る
。

 
 
ぬ
」。
「
思
ひ
死

に
」
を

「恋

い
慕
う
あ
ま
り
死

ぬ
」

と
説
明

し
て

い
る
。

(11
) 

上
代
語
辞
典
編
集
委
員
会
編

『時
代
別
国
語
大
辞
典

(上
代

編
)』

(三
省
堂

・

 
 
昭
和

五
八
年
)

(12
) 
内

田
賢
徳

「
「見

る

・
見

ゆ
」

と

「
思

ふ

・
思
ほ
ゆ
」
ー

『萬
葉
集

』

に

 
 
お
け
る
そ

の
相
関
1

」

(「萬
葉
」
第

=

五
号

・
昭
和
五

八
年
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ま

つ
だ
 
ひ
ろ
し
)

注
(1
)

例

え
ば
、
最
近

の
も

の
で
は
伊
藤
博

氏

『万
葉
集
繹
注

 
二
』

(集
英
社

・

 
 

平
成

八
年
)

に
、

「私

の
命

の
続
く

か
ぎ
り
、
あ

の
お
方

を
忘

れ
る

こ
と

が
あ

 
 

ろ
う

か
。

日
ま
し

に
ま
す

ま
す
恋

し
さ
の
募

っ
て
ゆ
く
こ
と
は
あ

っ
て
も
」

と

 
 

訳
出
さ
れ

て
い
る
。

(2
) 

岩
波
書
店

・
昭
和

三
五
年

(3
) 

大
野
晋

『岩
波
古

語
辞
典
』

(岩
波
書
店

・
昭
和

四
九
年
)

(4
) 

同

(3
)
「
基
本
助
詞
解
説
」

(5
) 

伊
藤

博

「「恋

ふ
」

の
世
界
」
『
万
葉
集

の
表

現
と
方
法
』

(塙
書
房

・
昭
和

 
 

五

一
年
)
所
収

(6
) 

同

(5
)

(7
) 

同

(5
)

(8
) 

「恋

ひ
渡
り
な

む
」

の
用
例
は
、
他

に
巻
六

・
九
九
七
、
巻
七

・

=
二
二
三
、

 
 

巻

一
一

・
二
五
九
六
或
本
歌
、
巻

一
二

・
二
九

六
三

・
三
〇
七
二
、
巻

一
七

・

 
 

四
〇

一
五
、
巻

二
〇

・
四

四
四

一
の
七
例

が
検
出

で
き
る
が
、
こ
こ
に
は

「
～

 
 

を
」
「～

に
」
と

い
う
表
現

は
な

い
。

(9
) 

勿
論

、
こ
れ

が
例
外
、

で
あ
る

こ
と
に
は
変

わ
り
な
く
、

「わ
が

こ
こ
ろ
か

 
 

ら
～

に
恋

ふ
」

と

い
う

用
例

を
見

い
だ

す
こ
と
は

で
き

る
。

(巻

一
二

・
三
〇

 
 

二
五
、
巻

=

一丁

三
二
七

こ

(10
)

例

え
ば

『岩
波
古

語
辞
典
』

で
は
、
「
恋

ひ
死

に
」
を

「
恋

い
焦
が

れ
て
死

一10一


